
『八
千
頒
般
若
』
に
お
け
る
般
若
波
羅
蜜
と
空

玉

城

康

四

郎

は
じ
め

に

空
思
想
が
仏
教
の
申
心
的
立
場
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
、

一
般
に
行

な
わ
れ

て
い
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
の
根
本
資
料
で
あ

る
経
典
を
検
討
す
る
た
め
に
、
先
に
発
表
し
た

「
空
思
想

へ
の
反
省
」

(『仏
教
思
想
』
7
、
『空
』
下
所
収
、
平
楽
寺
書
店
)
 で
は
、
原
始
経
典
に
主

力
を
置

い
て
考
察
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
明
ら
か
に
な

っ
た

こ
と
は
、
空
が
申
心
的
立
場
で
は
な
く
、
多
く
の
他

の
諸
観
念

の
中
の

一
つ
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
空
は
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て

い
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
他

の
諸
観
念
と
の
つ
な
が
り
の
中
に
あ

る
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
空
は
全
人
格
的
思
惟
、
す
な
わ
ち
禅
定

の
道

程
に
お

い
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と

は
、
そ
う
し
た
空
思
想
は
根
源
的
な
意
味
の
ダ

ン
マ
 (法
)
 に
裏

づ
け

ら
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
づ

い
て
そ
の
論
稿
で
は
、
『
八
千
碩
般
若
』
を
附
説
的

に
と
り

上

げ
て
み
た
。
と
い
う
の
は
、
『般
若
経
』
は
空
を
表
わ
し
て
い
る
と

一
般

に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ

ろ
う
か
。
『
八

千
頗
般
若
』
は
三
十
二
章
か
ら
成

っ
て
お
り
、

そ

の
中

に
、
「
空
性
」

と
い
う
主
題
は
わ
ず
か

一
章
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、

主
題
の
形
式
だ
け
か
ら
い
え
ば
、
空
は

『
八
千
頗
般
若
』

の
中
心
的
立

場
で
は
な
く
、
三
十
二
章
の
中

の
一
章
た
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
で
は
、
そ
の

「
空
性
」
と
い
う
章
は
、
空
の
立
場
を
表
わ
し

て
い
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
、
こ
の
章
を
全
面
的
に

考
察
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
、
こ
の
章

に

お
い
て
も
、
空

で
は
な

く
、
般
若
波
羅
蜜
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
そ
こ

で
般
若
波
羅
蜜
に
つ
い
て
、
『
般
若
経
』

の
中

で
ご
く
概
略
的

な

こ
と

を
述
べ
て
お
い
た

の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
論
稿
で
は
、
『
八
千
頗
般
若
』
全
般

に

つ
い
て
、
空
思
想

の
位
置
づ
け
を
考
察
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

一 

諸
名

目

の

一
つ
と
し
て
の
空

性

『
八
千
頗
般
若
』
の

「空
性
」
と
い
う
章
の
中
で
、
空
性
に
つ
い
て

『
八
千
類
般
若
』

に
お
け
る
般
若

波
羅
蜜

と
空
 
(
玉

城
)
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『
八
千
頗
般
若
』

に
お
け
る
般
若
波
羅
蜜

と
空
 
(
玉

城
)

の
多
く
の
別
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
甚
深
 
g
a
m
b
h
i
r
a
、

無
相
 
a
n
i
m
i
t
t
a
、

無
願
 
a
p
r
a
n
i
h
i
t
a
、

無
作
 
a
n
a
b
h
i
s
d
k
j
i
a
r
a
 

不

生
 
a
n
u
t
p
a
a
d
a
、

無
生
 
a
j
a
t
i
、

非
有
 
a
b
h
a
v
a
、

離
欲
 
v
i
t
a
g
a
、

滅

n
i
r
o
d
h
a
、

浬
盤
 
n
i
r
v
a
n
a
、

遠
離
 
v
i
g
a
m
a
 

な
ど
で
あ
る
 
(
V
a
i
d
y
a

E
.
s
d
k
j
 
f
i
d
i
f
)
。

ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
右
の
諸
名

の
中

の
、
甚
深

の
代
り
に
、
無
量
 
a
p
r
a
m
e
y
a
、

無
数
 
a
s
a
m
s
k
h
y
e
y
a
、

無
尽
 
a
k
s
a
y
a

が
挙
げ
ら
れ
、

つ
づ
い
て
右
と
同
じ
よ
う
に
、
無
相
、
無
欲
、
…
…
と

示
さ
れ
て

い
る
 (
i
d
e
m
,
 
p
.
 
1
7
3
 
4
-
9
)
。

以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
空
と
は
、
多
く
の
別
名
の
中

の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
空
と
い
う
表
象
の
み
で

は
尽
く
し
得
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ

の
諸
観
念

の
表

わ
し
て
い
る
如
き
も

の
、
そ
れ
は
、
般
若
波
羅
蜜
の
実
践
に
裏
づ
け
ら
れ
て
初
め
て
理
解
さ

れ
得
る
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
 
般

若
波
羅
蜜

に
裏

づ
け
ら
れ
な
い
空
性

第
二
十
七
章

「
真
髄
」
(
s
a
r
a
)
 

の
中
で
、

シ
ャ
ク
ラ
 (釈
提
桓
因
、
帝

釈
天
)
 は
、
ブ
ッ
ダ
に
向

っ
て
般
若
波
羅
蜜
の
甚
深
な
る
こ
と
を
述

べ

た
後
、

ス
ブ
ー
テ
ィ
に

つ
い
て
批
評
を
試
み
て
い
る
。

「
聖
者

ス
ブ
ー
テ
ィ
は
、
説
示
す
る
も
の
は
何
で
も
空
性
に
関
し
て
説
示
す

る
し
、
何
も
の
に
も
執
著
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
矢
が
空
中
に
放
た
れ
て
、

何
も
の
に
も
執
著
し
な
い
よ
う
に
、
聖
者
ス
ブ
ー
テ
ィ
の
説
法
は
何
も
の
に

も
執
著
し
な
い
」
(
i
d
e
m
,
 
p
.
 
2
2
4
2
7
-
2
9
)
。

ブ

ッ
ダ

は
、

こ
れ

に
対

し

て

「
そ

の
と

お

り

で
あ

る
」

と

い

い
、

次

の
よ

う

に

説

か

れ

て

い
る
。

「
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
る
か
。

カ
ウ

シ
カ
 
(
シ
ャ
ク
ラ
)
 よ
、
長
老

ス
ブ

ー
テ

ィ
の
心
に
現
わ
れ
る

嘆
無
ま
ゲ
鋤
鉱

も

の
は
、
カ
ウ

シ
カ
よ
、

こ

と

ご

と

く

空
性

に
関
し

て
現
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
る
か
。

カ
ゥ

シ

カ
よ
、
長
老

ス
ブ
ー

テ
ィ
は
、
た
し
か

に
般
若
波
羅
蜜
さ
え
も
知
覚

し
て

い

な

い
 
n
a
 
s
a
m
a
n
p
u
p
a
s
y
a
t
i
 

し
、
捕

え
て

い
な

い
 
n
a
 
s
a
m
a
n
p
u
p
a
s
y
t
e
 

の
に
、

ど
う

し
て
般
若
波
羅
蜜
に
お

い
て
行

じ
よ
う

か
。
た

し
か
に
悟

り
を
捕

え

て

い
な

い
の
に
、
ど
う

し
て
悟
り
を
証
得
す
る

で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に

一
切

知
者
性
 
s
a
r
v
a
j
n
a
t
a
 

を
捕

え

て
い
な

い
の
に
、
ど
う
し

て

一
切
知
者

性

に

達
す

る
で
あ

ろ
う
か
。
た
し
か

に
真
如
 
t
a
t
h
a
t
a
 

を
捕
え
て

い
な

い
の
に
、

ど
う

し
て
如
来

に
な
る

で
あ
ろ
う
か
。
…
…
菩

薩
大

士
に
と

っ
て
、
般
若
波

羅
蜜

に
お
い
て
行

じ
、

か

つ
住

し

て

い

る

こ
の
住

こ
そ
、
カ
ウ

シ
カ
よ
、

す
べ
て
の
住

の
な
か
で
、
最

上
の
も

の
 
a
g
r
a
 

と

い
わ

れ
、
最

高

の
も

の

s
r
e
s
t
h
a
 

と
い
わ
れ
、
最
善

の
も

の
 
j
y
e
s
t
h
a
 

と

い

わ
れ
、
最
勝

の
も

の

v
a
r
a
 
と

い
わ
れ
、
と
い
わ
れ
、
最
妙

の
も

の
 
p
r
a
v
a
r
a
 

と
い
わ
れ
、
…
…
等

し
き
な
き
も
の
 
a
s
a
m
a
s
a
m
a
 

と

い
わ
れ
て

い
る
」

(
d
s
k
g
 
d
s
k
l
d
)
。

以

上

挙

げ

て

き

た
経

文

で

は

、

シ

ャ

ク

ラ
と

ブ

ッ
ダ

の
見

解

が

一
致

し

、

ス
ブ

ー

テ

ィ
は

そ

の
路

線

か

ら

外

れ

て

い
る

が

如
く

で
あ

る
。

ス

ブ

ー

テ

ィ

に
対

す

る

シ

ャ
ク

ラ

の
批

判

は

、

ス
ブ

ー

テ
ィ

は

た
だ

空

性

に
関

し

て
説

示

す

る

の
み

で
、

自

ら

も

す

べ

て
に

無

執
著

で

あ

る
、

と

い
う

。

ブ

ッ
ダ

は

こ

の
見

解

を

受

け

て
、

ス
ブ

ー

テ
ィ

の

心

を
支

配

し

て

い

る

の

は
空

性

の
み

で

あ

り

、

し
た

が

っ
て
す

べ
て

に
無

執

著

で

あ
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る

が
、

し

か

し
般

若

波

羅

蜜

を

知

覚

し

て

い
な

い

し
、

し

た

が

っ
て

そ

の
な

か

に

お

い

て
行

ず

る

こ

と
が

な

い
、

と

い

う
ゆ

そ

の

た

め

に
、

悟

り

を

証
得

す

る

こ

と
も

、

一
切

知

者

性

に

達

す

る

こ
と

も
、

如

来

に

な

る

こ
と
も

不

可

能

で
あ

る
、

と

い

い
、

こ
れ

に
対

し

て
、

般

若

波

羅

蜜

に

お

け

る
住

こ
そ

が

最

高

・
最

善

・
最

勝

…
…
で

あ

る
、

と

い
う

の
で

あ

る
。

こ

こ

で

は
明

ら

か

に

、

般

若

波

羅

蜜

を
離

れ

た
単

な

る

空
性

は

、

大

乗

仏

教

の
目

指

す

所

を

実

現

し
得

な

い

こ
と

を
宣

言

し

て

い
る

。

 

さ

て
、

別

の
視

点

か

ら

こ

の
問

題

を
考

え

て

み

よ
う

。

そ

れ

は

、

第

十

六

章

「
真

如
」
t
a
t
j
a
t
a
 

と

い

う

一
章

で

あ

る
。

ス
ブ

ー

テ

ィ
は

、

こ

こ

で

「
す

べ

て

の
も

の
は

知
覚

さ

れ

な

い

こ
と

」

(
s
a
r
a
v
a
a
n
u
-

p
a
l
a
m
d
h
a
 

一
切
諸
法
不
可
得
)
 と

い
う

説

を

強

調

し

て

い

る
。

そ

し

て

こ

の
説

は
、

い
か

な

る

も

の

に

よ

っ
て

も

打

倒

さ

れ

な

い
 
n
a
 
p
r
a
t
i
-

h
a
a
t
e
 と

い
う

こ

と

を
主

張

し

て

い

る
。

こ

の

よ
う

な

ス
ブ

ー

テ

ィ

の
見

解

に

つ
い
て

、

他

の
神

々
は
、

前

と
同

様

に

、

そ

れ

は
空

性

の
説

で
あ

る
、

と

考

え

て

い

る
。

こ
れ

に
対

し

て

ス
ブ

ー

テ

ィ

は
、

か

れ

自
身

が

如
来

に

従

っ
て
生

れ

て

い

る
 
a
n
u
j
a
t
a
、

と

い

い
、

そ

の

こ
と

は
、

す

な

わ

ち

如

来

の

真

如

t
a
t
h
a
t
a
 

に

従

っ

て
生

れ

て

い

る

こ
と

で
あ

る
、

と

述

べ

て
、

真

如

に

関

す

る
説

を

展

開

し

て

い
る
。

と

こ
ろ

で
、

場

面

が

変

っ
て

シ

ャ
ー

リ

フ
ト

ラ

と
ブ

ッ
ダ

の
対

話

が

始

ま

っ
て

い
る
。

そ

の
な

か

で
、

次

の

よ
う

な

事

実

が

紹

介

さ

れ

て

い

る
。

す

な

わ

ち

、

こ

の
真

如

の
説

法

が
示

さ
れ

て

い

る

と

き
、

三

〇

〇

人

の
比

丘

た

ち

の

心

は
煩

悩

か

ら
解

脱

し
、

五

〇

〇

人

の
比

丘

尼

た

ち

は
清

浄

な

法

眼

を

得

、

五

〇

〇

〇

人

の

神

の

子

た

ち

は

無

生

法

忍

を

得

、

六

〇

人

の
菩

薩

た

ち

の

心

は
煩

悩

か

ら

解

脱

し
た

、

と

い

う

の
で

あ

る

。
こ

の

よ
う

な

事

実

の
理

由

と
因

縁

に

つ
い

て
、

ブ

ッ
ダ

は

次

の
よ

う

に
説

か

れ

て

い
る

。

「
シ
ャ
ー
リ
プ

ト
ラ
よ
、

こ
れ
ら

の
菩
薩
た
ち
は
、
五
〇
〇
人

の
諸
仏

に
供

養

し
、
布
施
を
行
じ
、
戒
律
を
守
り
、
忍
辱
を
習

い
、
精
進
を
起

し
、
禅
定

を
得

て
き
た

の
で
あ
る
。

し
か
る

に
か
れ
ら
は
、
般
若

波
羅

蜜
に
よ

っ
て
包

摂
さ
れ
ず
 
a
p
a
r
i
g
r
h
i
t
a
、

か

つ
善
巧

方
便

か
ら
離

れ

て

い

る
 
v
i
r
a
h
i
t
a
。

の
み
な
ら
ず
、

シ

ャ
ー
リ
プ

ト
ラ
よ
、

こ
れ
ら
の
菩
薩

た
ち
に
は
、
或

は
空

性

の
道
、
或
は
無
相

の
行
、
或
は
無
願

の
作
意
性
は
存
在
す

る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
、
善
巧

方
便

を
欠

い
て
い
る
た
め
に
、
真
実
際

が
直

証
さ
れ

て
、
声

聞
地
 
(
注
、
後

文

で
は
独
覚
地
も
)
 に
は
生
れ
て
い
る
が
、
仏
地

に
は
 
(
生

れ

て
)
 い
な
い
」

(
i
d
e
m
,
 
p
,
 
1
5
5
7
-
1
2
)
。

以

上
挙

げ

て

き

た
経

文

で

も

ま

た
、

ス
ブ

ー

テ

ィ
の
空

性

説

が

展

開

し

て

い
る
。

そ

れ

は

い

い

か

え

れ

ば
真

如
説

で
も

あ

る
。

そ

の
真

如

の

説

法

に

よ

っ
て
、

多

く

の

比

丘
、

比

丘
尼

、

神

の
子

、

菩

薩

が

解

脱

し

て

い
る
。

し

か

し
な

が

ら
、

た

ん

に
真

如

に

よ

る
解

脱

の

み

で

は
、

た

と

い
諸

仏

に
供

養

し
、

前

五
波

羅

蜜

を
行

じ
、

空

・
無

相

・
無

願

の
三

解

脱

門

を

修

し
た

と

し

て
も

、

つ

い
に

は
、

般

若

波

羅

蜜

に
包

摂

さ

れ

『
八
千
頚
般
若
』

に
お
け
る
般
若
波
羅
蜜

と
空
 
(
玉

城
)
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『
八
千
頚
般
若
』

に
お
け
る
般
若
波
羅
蜜
と
空
 
(
玉

城
)

ず
、
善
巧
方
便
を
欠
い
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
真
実
際

を
直
証
し
て
声
聞

・
独
覚
地
に
は
生
れ
て
も
、
仏
地
に
生
れ
る
こ
と
は

な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。

三
 

般
若
波
羅
蜜

と
空

と
の
相
補
性

第
十
八
章

「
空
性
」
s
u
n
y
a
t
a
 

の

一
節
に
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ

と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

ス
ブ
ー
テ
ィ
に
対
す
る
ブ

ッ
ダ
の
説
法
で
あ

る
。

「般
若
波
羅
蜜
に
お
い
い
行
じ
て
い
る
 
p
r
a
j
j
a
n
d
f
g
j
i
 
k
d
j
g
i
d
s
g

菩
薩
大
士
に
と
っ
て
、
福
徳
の
造
作
 
p
u
n
a
-
a
b
h
i
s
j
a
r
a
 

は
、
空
な
る

も
の
、
s
u
n
y
a
k
a
、

空
虚
な
る
も
の
 
r
i
k
t
a
k
a
、

空
し
き
も
の
 
t
u
c
c
h
a
k
a
、

堅
実
な
ら
ざ
る
も
の
 
a
s
a
r
a
k
a
 

と
名
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
切
の
も

の
を
観
察
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
菩
薩
大
士
は
般
若
波
羅
蜜
か
ら
離
れ
な
い
も

の
と
な
り
、
ま
た
般
若
波
羅
蜜
か
ら
離
れ
な
い
も
の
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

ま
す
ま
す
無
量
無
数
の
福
徳
を
生
ず
る
」
(取
意
。
d
s
g
l
k
j
 
k
d
s
l
j
i
)
。

こ
こ
に
お
い
て
も
、
般
若
波
羅
蜜
に
お
い
て
行
じ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
、
菩
薩
の
基
本
の
態
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
発
現
し
て
く
る
福

徳
が
、
空
な
る
も
の
、
空
虚
な
る
も
の
、
…
…
と
、

観
察
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
般
若
波
羅
蜜
と
密
着
し
て
く
る
し
、
ま
た
逆
に
、
般
若
波
羅
蜜

と
密
着

し
て
く
れ
ば
く
る
ほ
ど
、
福
徳
は
ま
す
ま
す
生
じ
て
く
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
第
十
八
章
は
、
さ
ら
に
続

い
て
、
福
徳
の
造
作
か
ら
色
受
想
行

識
の
五
纏
に
及
び
、

つ
い
に
は

一
切
諸
法
の
空
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。

そ
う
し
て
み
る
と
、

つ
づ
ま
る
所
は
、

こ
こ
で
は
般
若
波
羅
蜜
と

一
切

諸
法
皆
空
と
が
相
補
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と

こ
ろ
で
、

も
う

一
つ
の
例
と
し

て
、

第
二
十
二
章

「
善
友
」

k
a
a
n
a
-
m
a
d
a
 

の

一
節
が
挙
げ
ら
れ
る
 
(
i
d
e
m
 
p
.
 
1
1
-
2
4
)
。

こ
こ

で
は
、

一
切
諸
法
が
本
性
上
、
離
脱
し
て
お
り
 
b
i
b
i
k
t
a
、

空

で
あ

る

と
い
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
般
若
波
羅
蜜
そ
れ
自
体
も
ま
た
、
空
で

あ
り
、
不
増
不
減
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

で
は
、
空
で
あ
り
不
増

不
減
で
あ
る
般
若
波
羅
蜜
に
よ
っ
て
、
ど
う
し
て
菩
薩
は
無
上
正
等
覚

を
証
得
す
る
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。

こ
れ
に
対
し
て
次
の
よ

う
な
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「般
若
波
羅
蜜
が
空
で
あ
り
不
増
不
減
で
あ
る
よ
う
に
、
菩
薩
大
士
も
ま
た

空
で
あ
り
不
増
不
減
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
菩
薩
大
士
は
、
悟
り
に
至
る
の

で
あ
り
、
無
上
正
等
覚
を
証
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
説
か
れ

て
い
る
と
き
、
驚
く
こ
と
な
く
、
震
え
る
こ
と
な
く
、
恐
怖
に
お
ち
い
る
こ

と
な
く
、
落
胆
す
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
菩
薩
大
士
は
般
若
波
羅
蜜
に
お
い
て

行
じ
て
い
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
」
(取
意
)。

こ
れ
は
き
わ
め
て
微
妙
な
表
現
で
あ
り
、
菩
薩
に
と
っ
て
全
人
格
的

な
営
み
が
ま
す
ま
す
深
み
に
入
っ
て
い
く
過
程
を
表
わ
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
般
若
波
羅
蜜
も
自
己
自
身
も
空
ぜ
ら
れ
て
い
き
な
が
ら
、

な
お
か

つ
驚
く
こ
と
な
く
、
震
え
る
こ
と
な
く
行
ず

る
と
い
う

こ
と

は
、
す
で
に
本
来
的
に
般
若
波
羅
蜜
に
立
脚

し

て
い
る
と
い
う

こ
と
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を
、
経
典
は
説
示
し
て
い
る
。

こ
こ
に
も
般
若
波
羅
蜜
と
空
と
の
、
深

ま
り
い
く
相
補
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
 

般
若
波
羅
蜜
に
お
け
る
果

し
な

き
空
性

三
昧

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
章

「善
巧
方
便

の
考
察
」
u
p
a
y
a
k
a
u
-

s
d
l
k
j
g
 
d
k
s
f
i
 

の

一
節
を
提
示

し
て
み
た

い
。
般
若
波
羅
蜜

に
お

い
て
行

じ
て
い
る
菩
薩
は
、
い
か
に
し
て
空
性
に
お
い
て
習
熟
す
べ
き

か
、
あ

る
い
は
い
か
に
し
て
空
性
三
昧
に
入
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
 (
d
e
m
,
 
p
,
 
1
8
3

2
-
1
9
)
。

す
な
わ
ち
、
菩
薩
が
五
纏
皆
空
と
観
察
す
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま

な
種
類

の
空
性
を
観
察
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
際
の
菩
薩
の
心
境

は
、
直
証
 
s
a
s
d
t
-
k
r
i
y
a
 

で
は
な
く
て
、
習
熟
 
p
a
r
i
j
a
y
a
 

で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
「
こ
れ
は
習
熟
の
時
で
あ

っ
て
、
直
証
の
時

で
は
な

い
」
と
観
察
す
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
空
性
三
昧
で
あ

っ
て
、
そ
の
と

き
菩
薩

は
、
無
相
三
昧
 
a
n
i
d
m
a
s
i
t
a
-
d
s
d
s
f
 

に
よ

っ
て
住
す
る

の
で

あ

っ
て
、
無
相
 
a
n
i
m
i
t
t
a
 

を
直
証
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
し

て
こ
の

よ
う
な

三
昧

の
状
態
が
、
般
若
波
羅
蜜
に
よ

っ
て
摂
受
さ
れ
て
い
る

p
s
d
l
k
s
k
j
 
d
k
s
l
j
g
i
d
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
直
証
 
s
a
k
d
d
-
k
d
s
k
 

と
い
う
の
は
、
経
文
は
、
「
空
性
を
直

証
す
る
」
「
真
実
際
 
k
d
s
j
-
d
s
g
j
 

を
直
証
す

る
」
「
般
若
波
羅
蜜
を
直

証
す
る
」
「
無
相
を
直
証
す
る
」
「
法
性
を
知
覚
す
る
」
な
ど
と
表
現
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
空
性
の
直
証
と
は
、
「
法
性
を
法
性
に
よ
っ
て
知

覚

す
る
 
d
s
l
j
 
g
d
k
s
l
 
d
s
k
j
f
 
g
i
d
s
d
s
 

こ
と
で
あ

る
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
「乱
れ

な

い
心
の
相
続
 
d
s
l
k
s

h

c
d
s
l
k
j
g
-
d
s
h
f
g
 

に
よ

っ
て
観
察
す
べ
き
で
あ

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「乱
れ
な
い
心
の
相
続
」
と
は
、
も
と
よ
り
正
し
い
禅
定
、
あ
る
べ

き
禅
定
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
空
性
に
習
熟
し
て
い

く

の
で
あ
り
、

い
い
か
え
れ
ば
果
し
な
き
空
性
三
昧
が
持
続
す
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
は
、
般
若
波
羅
蜜
に
摂
受
さ
れ
て
可
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

五
 

空
性

三
昧

に
お
け

る
善
巧
方

便

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
第
二
十
章

「
善
巧
方
便

の
考
察
」

の
、

前
項
に
つ
づ
く

一
節
を
挙
げ

て
み
よ
う
 
(
d
s
l
k
j
g
 
d
s
k
j
g
d
s
)
。

こ
こ

で
経
文
は
、
諸
善
根
が
無
上
正
等
覚
に
お

い

て
十
分
に
成
熟

す
る
と

き
、
菩
薩
は
最
高
の
真
実
際
を
直
証
す
る
、

と
い
う
。
そ
れ
ま
で
は
け

っ
し
て
直
証
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「般
若
波
羅
蜜
に
お
い
て
行
じ
、
般
若
波
羅
蜜
を
修
し
つ
つ
あ
る
菩
薩
大
士

は
、
諸
法
の
甚
深
な
る
法
性
を
観
察
す
べ
き
で
あ
り
、
考
察
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
直
証
す
べ
き
で
は
な
い
」

と
い
う
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
菩
薩
が
最
高

の
難

行
の
行
者
 
p
a
j
d
j
d
f
i

k
a
k
j
i
-
d
s
j
k
b
 

で

あ

り

、

ま

た
、

最

高

に

不

思

議

な

こ

と
 
l
k
a
p
m
a
d
s

c
k
a
s
y
a
 

で
あ

る
、

と

い
う

。

そ

れ

は

な

ぜ

で
あ

る

か

と

い
う

と
、

『
八
千
頒
般
若
』

に
お
け

る
般
若
波
羅
蜜

と
空
 
(
玉

城
)
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『
八
千
頚
般
若
』

に
お
け
る
般
若
波
羅
蜜

と
空
 
(
玉

城
)

「菩
薩
大
士
に
と

っ
て
、
一
切
衆

生
は
見
捨

て
ら
れ
な

い
も

の
 
s
d
l
k
g
d
s
g
i

だ
か
ら

で
あ
る
。
菩
薩
大
士
に

は
、
次

の
よ

う

な
す

ぐ
れ
た
誓
願

箕
穏
や

d
h
a
s
d
s
-
k
d
s
j
f
i
 

が
か
か

っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち

『
こ
れ

ら

の

一
切
衆

生
は
、

私
に
よ
っ
て
十
分
に
解
放
さ
る
べ
き
で
あ
る

も
 
p
a
r
i
n
m
g
j
u
v
u
』

と
。

菩
薩
大
士
が

『私
に
と
っ
て
一
切
衆
生
は
見
捨
て
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
私
に
よ
っ
て
か
れ
ら
は
十
分
に
解
放
さ
る
べ
き
で
あ
る
』
と
い
う
心
を

お
こ
し
、
そ
し
て
、
空
性
三
昧
解
脱
門

・
無
相
三
昧
解
脱
門

・
無
願
三
昧
解

脱
門
を
お
こ
す
と
き
、
菩
薩
大
士
は
、
善
巧
方
便
を
そ
な
え
て
い
る
と
知
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
人
は
、
そ
の
途
上
で
、
仏
法
を
充
足
し
な
い
で
、
真
実

際
を
直
証
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
善
巧
方
便
が

か
れ
の
保
 
r
a
k
s
a
 

を
な
す
か
ら
で
あ
る
」

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
般
若
波
羅
蜜
に
お
い
て
行
じ
て
い
る
菩
薩
の
空
性
三
昧

が
、
さ
ら
に
具
体
化
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
菩
薩
が
最
高

の
真
実
際

を
直
証
す
る
の
は
、
そ
の
諸
善
根
が
無
上
正
等
覚
に
お
い
て
十
分
に
成

熟
す
る
と
き
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
け
っ
し
て
真
実
際
を
直
証
す
る

こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
諸
善
根
が
十
分
に
成
熟
す
る
と
は
、
経
文

の

文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
こ
こ
に
菩
薩
の
誓
願
が
か
か

っ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

「
私
に
よ

っ
て

一
切
衆
生
は
見
捨
て
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
り
、
私
に
よ
っ
て
十
分
に
解
放
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
誓

願
で
あ
る
。
菩
薩
と

一
切
衆
生
と
の
密
接
不
離
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
誓
願
に
向

っ
て
、
空
性
三
昧
に
習
熟
す
る
と

き
、

菩

薩

は
善

巧
方

便

を

そ
な

え

て

い

る

と

い

わ

れ

る

の

で
あ

る
。

以

上
、

五

項

目

に

わ
た

っ
て
般

若

波

羅

蜜

と

空
思

想

と

の
関

係

を

論

じ

て

み

た

の

で
あ

る
。

こ

の

こ
と

か

ら
、

『
八
千

碩

般

若

』

に

つ

い

て

い
え

ば

、

空

思

想

で

は
な

く

、

「
般

若

波

羅

蜜

に
お

い

て

行

ず

る
」

と

い
う

こ

と

が

そ

の
中

心
的

立

場

で
あ

る

こ

と

は
、

も

は
や

明
瞭

で
あ

る

と

い
え

よ
う

。

(
ス
ペ
ー

ス
の
関
係

で
全
体

を
簡
略

に
し
、

ま
た
、

四
、

五
で
は
、
経
文

に

つ
い
て
の
私
見

が
あ

る
が
、

そ
れ
も
省

い
た
。
詳

し
く
は
、
近
刊
拙
論

「
経

典
思

想
上

の
中
論
」

に
譲

る
)
。

(
日
本
大
学
教
授

・
文
博
)
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