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衆
賢
の
順
正
理
論
全
八
十
巻
は
、
倶
舎
論
の
半
分
以
上
を
利
用
し
て

法
の
体
系
化
を
す
る
半
面
、
鋭

い
批
判
的
な
態
度
で
部
分
的
に
否
定
、

否
認
を
も
す
る
。
そ
こ
で
三
国
の
伝
統
で
は
後
者
の
性
格
が
重
視
さ
れ

て
、
順
正
理
論
は
倶
舎
論

へ
の
反
駁
書
で
あ
る
と
い
う
位
置
付
け
が
な

(
1
)

さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
亦

こ
れ
に
異
論
は
な
い
ゆ
然
し
、
倶
舎
論
は
世

親
に
ょ
り
経
量
部
の
立
揚
か
ら
説

一
切
有
部
を
批
判
し

つ
つ
著
わ

さ

れ
、
衆
賢
は
逆
に
そ
の
世
親
の
経
量
部
的
立
場
に
反
駁
し
て
順
正
理
論

(2
)

を
著
述
し
た
と
す
る
見
解
に
は
賛
同
し
難

い
。
何
故
な
ら
ば
、
倶
舎
論

(
3
)

の
所
謂
造
論
の
立
場
は
、
論
主
自
ら
が
明
言
す
る
如
く
、
K
a
s
m
i
r
a
の

毘
婆
沙
師
の
方
軌
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
、
ア
ビ
デ

ル
マ
と

し
て
説
い
た
も
の
で
あ

っ
て
、
経
量
部
の
立
場
で
説
い
た
と
は
記
述
さ

(4
)

れ
て
い
な
い
事
、
更
に
、
世
親
が
無
著
の
影
響
を
受
け
て
大
乗

へ
転
向

(5
)

し
た
伝
え
を
婆
藪
桀
豆
法
師
伝
等
に
よ
り
知
り
得
る
が
、
経
量
部

へ
転

派
し
た
と
い
う
文
献
を
見
る
事
が
な
い
等
の
理
由
に
依
る
。
恐
ら
く
、

(6
)

倶
舎
論
に
お
け
る

「経
量
部
説
を
最
善
と
な
す
」
等
の
部
分
や
、
倶
舎

論
で
は
時
に
経
量
部
説
を
取
り
、
説

一
切
有
部
説
を
放
棄
し
た
箇
所
が

(7
)

あ
る
故
に
、

こ
れ
ら
を
以

っ
て
世
親
は
経
量
部

の
立
場
で
倶
舎
論
を
著

わ
し
た
と
判
断
さ
れ
た
の
で
は
無
か
ろ
う
か
。

復
た
、
順
正
理
論
に
は

(
8
)

「経
主
は
此
に
於
て
是
の
如
く
釈
を
作
す
」
等

の
明
記
が
あ
り
、
続
い

て
倶
舎
論
中

の
経
量
部
的
解
釈
を
引
用
し
て
反
駁
す

る
為

に
、
「
世
親

は
衆
賢
に
よ
っ
て
経
主
と
呼
ば
れ
た
程
で
あ
り
、
倶
舎
論
は
そ
れ
程
経

(9
)

量
部
的
な
論
書
で
あ
る
」
と
看
倣
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
果
し

て
世
親
は
経
量
部
の
立
場
よ
り
説

一
切
有
部
の
教
学
を
批
判
的
に
取
り

扱

っ
て
倶
舎
論
を
著
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
代
の
倶
舎
論
研
究
の

立
揚
か
ら
は
、
倶
舎
論
は

「説

一
切
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
永
い
伝
統
を

承
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
全
く
異
論
の
余
地
が
な
い
」

(10
)

と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
今
、
順
正

理
論

に
お
け

る
経

主

(説
)
を
検
討
す
る
事
に
よ
り
、
衆
賢
が
経
主
を
如
何
に
解
し
て

い
た

か
を
考
え
て
み
よ
う
。

そ
の
為
に
は
、
一
順
正
理
論
に
お
け
る
経
主

の
位
置
付
け
、
二

順
正
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理
論
に
引
用
さ
れ
た
倶
舎
論
の
検
討
、
日
順
正
理
論
に
お
け
る

「経
主

云
々
」
と
明
記
さ
れ
る
箇
所
の
検
討
、
四
経
主
と
い
う
言
葉

の
梵
語
と

意
味
に
対
す
る
言
及
な
ど
、
多
角
的
な
視
野
か
ら
論
究
が
望
ま
れ
る
。

二

順
正
理
論
で
は
、
衆
賢

の
立
場
よ
り
多
く
の
部
派
や
論
師
の
所
説
が

引
用
馬
紹
介
さ
れ
、
そ
の
取
捨

の
判
断
を
明
記
す
る
場
合
が
少
な
く
な

い
。
,そ
の
折
、
倶
舎
論
に
用
い
ら
れ
た
諸
説
を
そ
の
ま
ま
承
け
継

い
で

い
る
事
に
当
然
乍
ら
、
他
に
も
多
く
の
所
説
を
挙
げ
て
い
る
の
は
矢
張

り
衆
賢
の
判
断
基
準
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
大
別
す
れ
ば
、

98
衆

(
11
)

賢
が
承
認
す
る
所
説
と
二
否
認
す
る
諸
説
で
あ
る
。
二

の
中
に
は
、
外

道
、
仙
人
、
外
教
出
印
度
の
伝
統
的
諸
学
派
等

へ
の
言
及
も
含
ま
れ
て

(12
)

(
13
)

い
る
が
、
最
も
多
い
所
説
は
仏
法
宗
内
の
も
の
で
あ
る
。
一

は
勿
論
仏

法
宗
内
の
所
説
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ち
、
絃
に
一
と
二
の
仏
法
宗
内
の

(14
)

所
説
を
調
査
の
対
象
と
す
る
と
、
衆
賢
に
お
け
る
二
種
の
傾
向
が
判
明

す
る
。
即
ち
A
衆
賢
が
説

一
切
有
部
の
教
学
者

の
立
場
か
ら
他
部
派
の

所
説
に
言
及
す
る
。
B

衆
賢
が
説
,一
切
有

部
内

の

一
論
師
へ

つ
ま
り

K
a
s
m
i
r
a
学
派
の

一
論
師
と
し
て
、
同
じ
部
派
内

の
他

の
論
師
説
を

対
象
と
す

る
。
而
し
て
、
経
主
説
は
こ
れ
ち
A
、
B

双
方
の
場
で
詮
議

さ
れ
、
決

し
て
A
の
立
場
か
ち

の
み
論
議
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
従

っ

て
、
倶
舎
論
主
世
親
が
K
a
s
m
i
r
a毘
婆
沙
師
説
に
よ
り
倶
舎
論
を

(15
)

著
述
し
た
と
明
言
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
線
上
を
外
れ
た
場
合
が

B
と
も
考
え
ら
れ
、

こ
の
点
か
ら
経
主
が
経
量
部
の
主
で
あ
る
と
い
う

意
味
は
可
能
性
と
し
て
零
に
等
し
い
示
唆
を
受
け
る
。
但
し
、
衆
賢
の

判
断
が
常
に
K
a
s
m
i
r
a
説
に
立
却
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、

(1
6)

そ
の
例
外
を
見
る
事
も
あ
る
。
倶
舎
論
、
順
正
理
論
共
業
品
で
提
示
さ

れ
る
不
律
儀
の
捨
に
関
し
て
、
衆
賢
は
明
ら
か

に
K
a
s
m
i
r
a
説
を
放

(17
)

棄
し
て
、
健
駄
羅
説
を
応
理
と
し
て
い
る
如
き

で
あ
る
。
因
に
、
衆
賢

(18
)

は
毘
婆
沙
師
の
所
説
を
よ
り

一
層
発
展
さ
せ
た
新
説
を
立
て
た
り
、
婆

(
19
)

沙
論
を
越
え
た
説
を
提
唱
す
る
事
が
あ
る
。
佐
伯
旭
雅
師
に
よ
っ
て
も

(20
)

既
に
指
摘
さ
れ
た
衆
賢
新
薩
婆
多
部
説
を
我
々
も
亦
、
如
上
の

一
例
よ

り
更
に
確
信
を
高
め
る
の
で
あ
る
。

三

順
正
理
論
に
お
け
る
倶
舎
論
の
検
討
は
、
曾

っ
て
少
し
く
言
及
し
た

(
21
)

故
に
、
極
く
簡
略
に
記
す
。
玄
奨
訳
で
両
者
を
比
較
す
る
と
、
順
正
理

(
22
)

論
に
は
倶
舎
論
の
凡
そ
六
割
程
度
が
引
用
さ
れ

て
い
る
事
が
判
る
。
そ

こ
で
、
引
用
、
非
引
用
の
仕
方
と
理
由
を
考
え
る
と
、
各

々
に
三
種
類

(23
)

を
指
摘
し
得
る
。
殊
に
引
用
す
る
時
は
、
言
葉

を
多
少
違
え
る
事
も
あ

る
が
、
大
半
は
倶
舎
論

の
論
旨
に
衆
賢
が
賛

同
し
、
囚
法
m
同鑓

有
部

の
教
学
と
し
て
積
極
的
に
摂
り
入
れ
る
事
を
知

る
。
し
か
し
倶
舎
論
を

用

い
て
い
る
か
ら
と
て
常
に
賛
同
し
て
い
る
訳

で
は
な
い
。
が
、
引
用

し
て
反
駁
し
た
か
ら
と
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
倶
舎
論
の
法

の
体
系
の
本

質
を
崩
す
事
に
直
接
結
び
着
く
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
倶
舎

順
正
理
論

に
お
け
る
経
主

(
田

端
)
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順
正
理
論
に
お
け
る
経
主

(田

端
)

論
の
法
の
体
系
内
に
お
け
る
衆
賢
め
異
説

と

い
う
範
囲

で
あ

る
。
勿

論
、
衆
賢
説
が
、
所
謂
説

三
切
有
部
教
学
の
正
統
性
を
述

べ
る
こ
と
も

多
々
あ
る
。

三
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
三
世
実
有
論
で
あ
る
。
三
世
が

実
有
で
あ
る
と
説
か
な
い
部
派
や
論
師
は
s
a
r
v
a
s
t
i
v
a
d
a
h

で
も
な
け

れ
ば
s
a
r
v
a
s
t
i
v
a
d
h

in

で
も
な
い
と
評
価
さ
れ
る
基
本
的
教
義
が
、
雑

(
24
)

阿
毘
曇
心
論
で
は
全
十
二
巻
中
第
十

一
巻
の
縞
り
に
近
い
所
で
、
そ
れ

も
僅
か
説
か
れ
、
倶
舎
論
、
順
正
理
論
、
顕
宗
論
に
て
も
随
眠
品
の
附

(25
)

論
と
い
う
形
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
特
に
順
正
理
論
で

(26
)

は
、
曾

っ
て
考
察
し
た
如
く
、
倶
舎
論
主
が
経
量
部
の
現
在
有
体
過
未

無
体
を
説
く
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
視
座
よ
り
論
破
し
、
倶
舎
論
の
五

倍
も
の
紙
幅
を
費
し
て
論
証
し
て
い
る
。
し
か
ら
ば
、
斯
様
に
部
派
の

生
命
と
も
い
う
べ
き
議
論
を
展
開
す
る
に
当
り
、
衆
賢
は
何
故
倶
舎
論

に
無
い
新
し
い

n
i
r
d
e
s
a

を
設
け
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
玄
奨
訳

(27
)

の
倶
舎
論
、
順
正
理
論
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
漢
訳
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、

訳
語
は
厳
密
に
選
択
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
が
、
界
品
に
対

し
て
は
本
事
品
、
根
品
に
対
し
て
は
差
別
品
、
世
間
品
に
対
し
て
は
縁

(
28
)

起
品
と
相
違
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
は
当
然
衆
賢
の
意
図
が
反
映
し
て

い
る
梵
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
看
倣
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
衆
賢
は
そ

れ
程
明
確

な
意
図
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
三
世
実
有
論
が
随

眠
品
で
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
要
請
が
あ
る
に
せ
よ
、
別
項
目
と
し

て
論
議
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ

っ
た
。

衆
賢
が
積
極
的
に
承
認
し
、
国
鉱
m
同第

有
部
の
学
説
を
披
渥
す
る
に

当
り
、
倶
舎
論
を
用

い
る
箇
所
の
方
が
批
判
的
に
扱
う
部
分
よ
り
多
い

(
29)

の
は
否
め
な
い
。
倶
舎
論
の

k
a
r
i
k
a
を
衆
賢
が
批
判
的
に
改
造

す
る

(30
)

(31
)

の
は
、
私
算
に
よ
れ
ば
、
順
正
理
論
で
二
偶
、

顕
宗
論
に
て
も
二
五
偶

で
あ
る
。

こ
の
様
な
倶
舎
論
の
著
者
世
親
を
衆
賢
が
経
量
部
の
主
と
い

う
意
味
で
呼
称
し
た
と
は
到
底
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

四

順
正
理
論
に
て
衆
賢
が

「経
主
云
々
」
と
明
記
し
て
世
親
説
を
引
用

(32
)

す
る
箇
所
は
、
全
八
十
巻
中

一
六
八
回
を
数
え

る
。
し
か
し
こ
の
申
二

(33
)

箇
所
は
、
未
だ
そ
の
出
典
が
判
然
と
し
な
い
。
残
る

一
六
六
箇
所
は
、

倶
舎
論
か
ら
の
引
用
で
、
筆
者
も
曾

っ
て
そ
の
対
照
表
を
発
表
し
た
こ

(
34
)

と
が
あ
る
。
そ
の
中
二
箇
所
に
つ
い
て
訂
正
を
要
す
る
が
、
順
正
理
論

に
お
け
る

「
経
主
」
は
世
親
を
指
示
す
る
と
決
定
し
て
も
良
い
と
考
え

る
。
さ
て
、

こ
の

三
六
六
箇
所
は
、
総
て
が
衆

賢
の
否
認
の
対
象
と
な

っ
て
い
な
い
事
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
順
正
理
論

縁
起
品
に

て
、
倶
舎
論
世
間
品
で
上
座

の
二
説

(有
余
師
と
経
部
軌
範

師
)
を
論
破
し
て
い
る
部
分
を
経
主
云
々
と
引
用
し
、
衆
賢
は
先
ず
経

(35
)

主
の
論
破
を
是
と
判
断
す
る
。
而
し
て
経
主
の
論
破
は
、
相
手
方
に
対

し
て
遠
慮
が
ち
で
あ
る
と
衆
賢
は
指
摘
し
、
更

に

一
層
厳
し
く
上
座
説

(36
)

(
37
)

を
論
責
す
る
の
で
あ
る
。
斯
様
な
箇
所
は
縁
起
品
に
都
合
三
回
、
賢
聖

(38
)

品
に
二
回
見
ら
れ
、

こ
れ
ら
は
経
主
の
所
説
を
否
説
す
る
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
積
極
的
で
は
な
い
が
承
認
す
る
範
例
と
認
め
ざ
る
を
得
な
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い
。
そ
れ
故
に
、
経
主
云
々
と
引
用
し
、
反
駁
す
る

三
六

三
箇
所
の
状

況
を
頻
度
の
多
い
順
に
眺
め
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
(
一
)
経
主
の
作
で

(
39
)

あ
る

k
a
r
i
k
a
や
b
h
a
s
y
aに
対
す
る
不
満
七
三
回
、
二

経
主
が
経
量

(
40
)

部
説
を

(最
)
善
と
な
す
に
対
す
る
反
駁
五
六
回
、
 日
経
主
が
毘
婆
沙

(
41
)

師
説
に
反
論
す
る
に
対
す
る
反
駁

三
四
回
、
残
余
は
、
経
主
が
雑
心
論

主
説
を
是
と
す
る
時
、
経
主
が
喩
伽
師
や
大
衆
部
説
を
肯
首
す
る
時
、

或
い
は
経
主
が
a
p
a
r
e
の
所
説
を
肯
定
乃
至
否
定
す
る
場
合
等
に
衆

(
42
)

賢
が
各

々
に
反
駁
す
る

一
八
回
で
あ
る
。

こ
の
様
な
種
々
の
引
用
状
況

か
ら
、

我
々
は
経
主
が
経
量
部
の
主
と
し
て
衆
賢
に
呼
称
さ
れ
た
と
判

断
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
し
て
や

「
経
主
と
は
順
正
理

論
で
上
座
と
名
付
け
る
室
利
濯
多

(
S
r
i
l
a
b
d
h
a
)

の
弟
子

で
あ
り
、
彼

ら
は
経
部
、
讐
喩
師
の

一
派
で
あ
る
」
(国
訳

一
切
経
、
毘
曇
部
二
一
巻
三

三
四
頁
)
と
の
解
説
は
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

五

順
正
理
論
で
は

「経
」
の
意
味
と
し
て
、
如
来
の
聖
教
、
三
蔵
中
の

(
43
)

経
蔵
、

或
い
は
A
g
a
m
a
 
N
I
k
a
y
a
申
の
単
経
を
指
示
す
る
諸
例
を

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
意
味

の

「
主
」
は
、
如
来
や

釈
尊
で
こ
そ
あ
れ
、
倶
舎
論
主
世
親
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
又
、
原
始

仏
教
で
云
わ
れ
る
九
分
十
二
分
教
な
ど
の
s
u
t
t
a
、
一
定
の
形
式
を

(44
)

有
す
る
釈
尊
の
教
え
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ

る
か
ら
、
世
親
が
こ
の

「主
」
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
但

し
、
倶
舎
論

(
A
K(8
6
.
 
1
2
)

で
は
発
智
論
の
作
者
を
指

し

て
s
a
s
t
r
a
-

k
a
r
a(O
h
.
 
S
a
k

v
.
 
3
1
4
,
 

25
)
と
一言
い
、
玄
斐

訳

「
論
主
」
で
あ
る
か

ら
、
作
者
と
い
う
意
味
で
の

「主
」
の
梵
語
が

k
a
r
aで
あ
る
に
相
違

(
45
)

な
い
。
A
b
h
i
d
h
a
r
m
a
d
i
p
a
 
w
i
t
h
 
V
i
b
h
a
s
a
p
r
a
b

に
も
周
知

(
46
)

の
如
く
K
o
s
a
k
a
r
a
の
名
の
元
に
世
親
を
呼
称

し
て
い
る
。

他
方
、
s
u
t
r
a
に
は
a
 
s
h
o
r
t
 
s
e
n
t
e
n
c
e
 
o
r
 
a
p
h
o
r

の
意

(47
)

味
が
あ
り
、
称
反

は

(
S
a
k
v
.
 
2
9
.
 
4
)
 
k
o
s
a
 
k
a
r
i
k
a

を
指

し

て

s
u
t
r

a
と
解
し
て
い
る
。
山
田
竜
城
博
士
も

「
一
般
的
に
論
が
経
と
言

(
48
)

わ
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
漢
訳
で

(49
)

は
大
智
度
論
に
発
智
経
八
腱
度
と
明
記
さ
れ

る
如
く
、
論
と
経

の
厳
密

な
区
別
を
し
て
い
な
い
様
に
思
わ
れ
る
。
故

に
、
我
々
は
、
s
u
t
r
a
k
a
r
a

が
経
主
と
訳
出
さ
れ
た
と
予
測
す
る
の
で
あ

る
。
然
ら
ば
、
何
故

穴
?

s
a
の

k
a
r
i
k
a
と
b
h
a
s
y
a両
方
の
作
者
と

い
う
意
味

で
衆
賢

は
世

親
を

k
o
sa
k
a
r
aと呼
ば
ず
経
主
と
云

っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理

由
を
明
記
し
た
文
献
を
未
だ
見

な

い
が
、
S
a
s
t
r
a
 
S
u
t
r
a
k
a
r
a
,

K
o
s
k
a
r
aを
解
明
す
る
に
そ
の
糸
口
を
見

い
出

せ
る
か
も
知

れ
な

い
。
我
々
は
た
だ
此
処
に
て
消
極
的
乍
ら
、
衆

賢
の
言
う

「
経
主
」
と

は
s
u
t
r
a
k
a
r
a

の
訳
語
で
あ
り
、
倶
舎
論

の
k
a
r
i
k
a
の
作
者
世
親
を

指
示
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
の
み
で
あ
る
。

(補
)

安
慧
釈

(
s
t
h
i
,
 
3
4
1
,
 
a
6
)

に

m
d
o
 by
e
d
 
p
a
の
あ
る
を
本

庄
良
文
氏
よ
り
知
ら
さ
れ
た
。
記
し
て
謝
す
。

(註
省
略
)

(大
谷
大
学
講
師
)

順
正
理
論

に
お
け
る
経
主
 
(
田

端
)

-319-


