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空
思
想
に
お
け
る
根
と
境

巌

城

孝

憲

1

『
中
論
』
第
3
章

「
六
根
の
考
察
」
で
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
が
述
べ

て
い
る
こ
と
は
、
有
自
性
論
で
は
六
根
が
正
し
く
成
立
し
な
い
、
無
自

(
1
)

性
論
で
こ
そ
そ
れ
が
正
し
く
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
は
た
ら

き
を
も

つ
も
の
は
必
ず
自
性
を
も
つ
と
い
う
有
自
性
論
的
思
考
を
破
す

の
で
あ
る
。
ま
ず
為
さ
れ
て
い
る
論
難
は
、
有
自
性
論
の
、
作
用
に
は

必
ら
ず
対
象
を
必
要
と
し
、
決
し
て
自
己
自
体
に
作
用
し
な
い
と
い
う

点
を

つ
く
の
で
あ
る
。
眼
根
は
見
る
は
た
ら
き
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る

が
、
眼
根
に
見
る
は
た
ら
き
は
な
い
。
眼
は
眼
自
体
を
見
な
い
か
ら
で

あ
る
。
自
体
を
見
な
い
も
の
が
ど
う
し
て
他
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う

か
。
作
用
が
も
し
も
自
体
に
作
用
す
る
な
ら
ば
、
自
体
の
内
に
更
に
対

象
と
な

る
部
分
を
も

つ
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
更
に
続

く
論
難

は
、
第
2
章

の
論
理
で
去
来
現

の
三
時
に
見
る
は
た
ら
き
は
不

可
得
で
あ
る
故
、
見
る
主
体

・
見
ら
れ
る
対
象
も
な
く
、
六
根
も
不
成

立
で
あ

る
と
説
か
れ
て
い
る
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
に
と

っ
て
は
、
こ

こ
で
否
定
し
た
六
根
は
、
有
自
性
論
と
し
て
の
六
根
で
あ

っ
て
、
否
定

す
る
目
的
は
無
自
性
論
と
し
て
六
根
を
正
し
く
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
十
二
縁
起

の
第

5
支
で
あ
る
六
処
を
意
味
す
る
が
、
仏
の

教
説
全
体
を
無
自
性
論
と
し
て
統

一
し
再
建
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
言

(
2
)

え
る
。
以
下
で
は
、
根

・
境

・
識
と
そ
の
周
辺

の
問
題
に
、
ア
ー
リ
ヤ

デ
ー
ヴ
ァ
の
主
著

『
四
百
論
』
第
13
章

「
根
と
境
の
否
定

の
修
習
」
を

通
し
て
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

2

ア
ー
リ
ヤ
デ
ー
ヴ
ァ
は
こ
の
章
で
、
全
25
偶

の
う
ち
ま
ず
第

1
-
12

偶

に
お
い
て
、
対
象
が
作
用
の
及
ぶ
べ
き
対
象
た
り
え
な
い
と
論
じ
、

次
に
第
13
偶
以
下

に
お
い
て
は
、
根
の
作
用
が
境
に
対
し
て
到
達
す
る

(
3
)

の
か
到
達
し
な
い
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
作
用
を
破
し
て
い
る
。
も
し

も
、
眼
根
が
行
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
遠
方
の
色
は
遅
れ
て

見
え
る
で
あ
ろ
う
。
近

い
色
は
速
や
か
に
見
え

る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
、
近
く

の
瓶
と
遠
方

の
月
が
同
時
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
眼
根
が
行
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く
と
い
う

こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
も
し
も
、
眼
根
が
行
く
と
い
う
こ
と

が
あ
る
な
ら
ば
、

見
る
こ
と
が
あ

っ
て
か
ら
行
く

の
か
、
そ
れ
と
も
見

る
こ
と

の
前
に
行
く
こ
と
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
見
る
こ
と
が
あ

っ

て
か
ら
行
く
な
ら
ぽ
、
行
く
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
見
る
こ
と
の
前

に
行
く

こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
見
よ
う
と
す
る
も

の
を
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
眼
が
行
く
こ
と
な
く
見
る
な
ら
ば
、

こ
の
一
切
世
間
が
、
色

界
も
障
ぎ
ら
れ
た
る
色
も
見
え
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
眼
は
眼
自
体

を
見
な

い
。
識
に
は
見
る
は
た
ら
き
が
な
く
、
色
に
は
見
る
は
た
ら
き

も
知
る
は
た
ら
き
も
な
い
か
ら
、
ど
う
し
て
見
ら
れ
る
か
。
次

い
で
声

と
意
に
つ
い
て
述
べ
、
六
根
を
破
し
終
え
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う

に
述
べ
て
き
て
、
第
22
偶
に
、

前
に
見
ら
れ
た
対
象
が
、
意
に
よ
っ
て
陽
炎
の
如
く
知
覚
さ
れ
る
。
一
切
法

が
確
立
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
対
象
は
想
慈

(
s
a
m
j
n
a
s
k
a
n
d
h
a
)

に
よ
っ
て

構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。

こ
こ
に
現
わ
れ
た
る

「想
慈
」
と
い
う
語
は
、
「表
象
作
用
」

と
し
ば
し
ば
現
代
語
訳
さ
れ
る
五
纏
中
の
想
纏

で
あ
る
。
そ
れ
を
陽
炎

に
喩
え
て
い
る
が
、

想
が
本
来
な
い
水
を
あ
た
か
も
存
在
す
る
も

の
の

如
く
に
構
想
す
る
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
陽
炎
に
喩
え
て
い
る
経
典

の
例
と
し
て
は
、
p
r
a
s
a
n
a
d
aに
引
用
さ
れ
て
い
る
s
a
m
y
u
r
r
a

(4
)

Z
i
k
a
y
a
中
の
言
葉
で
、

色
は
泡
沫
の
如
し
、
受
は
水
泡
の
如
し
、
想
は
陽
炎
の
如
し
、
行
は
芭
蕉
樹

の
如
し
、
ま
た
、
識
は
幻
の
如
し
と
太
陽
の
血
縁
者
は
言
っ
て
い
る
。

と
い
う
例
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
想
は
、
一こ
の
よ
う
に
、
本
来
存
在
し

な
い
も
の
を
あ
た
か
も
存
在
す
る
か
の
如
ぐ
に
構
想
す
る
作
用
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
五
慈
の
教
説
は
、.
原
始
仏
教
で
は
無
我
の
説
示
の
た
め
に

(5
)

物
質
と
精
神
作
用
で

一
切
を
存
在
論
的
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア

ビ
ダ

ル
マ
に
お
い
て
も
、
受
慈
で
感
受
さ
れ
た
る
色
纏

の
像

(表
象
)

を
構
想
し
、
感
受
さ
れ
た
対
象
に
従

っ
て
諸
々
の
言
説
を
起
こ
す
と
さ

れ
、
六
境

の
各

々
の
想
が
あ

り
て
、
六
想
が
あ
る
と
さ

れ

て

い
る
。

『
倶
舎
論
』
で
は
、
青
黄

・
長
短
等
の
相
の
把
握
が
想
親
で
あ
り
、
六

(6
)

想
が
あ
る
と
言
う
。

こ
の
よ
う
な
存
在
論
に
お

い
て
立
て
ら
・れ
て
い
る

の
が
、
五
慈

の
教
説
中

の
想

器
且
諮

で
あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
第
22

偶
の
如
く
、

心
作
用
が
認
識
論
的
に
迷
妄
の
境
を
生
ず
る
内
因
と
し
て

(7
)

立
て
ら
れ
る
例
が
r
a
t
n
a
c
a
l
i

に
も
見
ら
れ
る
。

無
知
の
故
に
識
の
中
に
以
前
に
生
じ
た
も
の
一
切
が
、
そ
の
知
に
よ
っ
て
識

の
中
で
後
に
は
こ
の
よ
う
に
滅
す
る
。

同
じ
く
r
a
t
n
a
v
a
l
i
 
i
.
5
2
-
5
7

に
も
迷
妄
と
し
て
の
陽
炎

の
例
が

出
さ
れ
て
い
る
が
、

一
切
の
存
在
が
無
自
性
で
あ
る
こ
と
の
喩
え
で
あ

る
陽
炎
が
、
有
自
性
の
存
在
と
し
て
分
別
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
因
は
心

作
用
に
あ
り
、
ア
ー
リ
ヤ
デ
ー
ヴ
ァ
の
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
れ
が
想
親

で
あ
る
と
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
b
b
h
a
v
a
v
e
k
a

訂

以
後

に
お

い
て
、
そ
れ
ま
で
の
存
在
と
言
葉
に
関
す
る
二
諦
説
か
ら
認
識
と
言
葉

に
関
す
る
二
諦
説

へ
と
展
開
し
て
い
く
萌
芽
は
既
に
こ
の
よ
う
な
表
現

空
思
想
に
お
け
る
根
と
境

(巌

城
)
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空
思
想
に
お
け
る
根
と
境

(巌

城
)

に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
四
百
論
』
に
は
、
護
法

(
d
h
r
n
a
p
a
l
a
)

に
よ

る
註

釈

と
、

O
a
n
d
r
a
k
i
r
t
i

の
註
釈
が
あ
る
が
、

後
者
に
よ
る
と
、
そ
の
迷
妄

の
内

因
と
い
え
ど
も
、
有
自
性
の
心
作
用
で
は
な
く
無
自
性
で
あ
る
こ
と
を

(8
)

言

っ
て

い

る
。

こ
こ
で
、

眼
と
色
に
よ

っ
て
眼
識
が
生
じ

て
か
ら
、

眼
識
が
滅
す
る
と
き
に

は
、
諸

々
の
根
と
境
と
共
に
滅
す

る
で
あ

ろ
う
。

そ
れ
が
滅
し
た
と
き
、

先

に
見
ら
れ
た
対
象
が
、

後

に
意

に
よ

っ
て
知
覚

さ
れ

る
。
更

に
、
「
ど

う

し

て
現
前
し
な

い
も

の
を
知
覚

で
き

る
の
か
」
と
言
う
な

ら
ば
、

「
陽
炎

の

如

く
」
と
語
る
べ
き

で
あ

る
。
陽
炎

に
は
少

し
の
水
も
な

い
の
だ
け
れ
ど
も
、

因

と
縁

に
よ

っ
て
水

の
相
を
有

す
る
想

(
s
a
m
j
n
a
)

が
生
ず
る
如
く

に
、

陽

炎

に
作
用
し
て
、
存
在

し
な

い
有
自
性

の
存
在
が
感
受
さ
れ
、

感
受
さ
れ
た

の
ち
分
別
を
有
す
る
識

を
生
ず

る
。
そ
れ
が

一
切
法
を
確
立
す

る

因

で

あ

る
。

一
切
法

を
確
立
す

る
因

で
あ

る
が
故

に
、
そ

れ
を
想
纏
と
し

て
語

る
。

〔薔

と
い
う

の
は
〕
同
種
類

の
想

の
個
別
相
と
関
係
を
有

す

る

故

に
。

ま

た
、

一
切
法

の
確
立
と
い
う
こ
と
は
、
想

に
よ

っ
て
所
知

の
自
体
が
因
を
有

す

る
こ
と
で
は
な

い
。
自
性

は

一
切

の
相

に
お

い
て
適

合
し
な

い
故

に
。
も

し
も
、

「そ
う
な
ら
ば
、

想
蔽

は
自
性

上
存
在
す

る
。
そ

れ
が
な

い
な

ら
ば
、

一
切
法
が
確
立
さ
れ
な

い
」

と
言
う
な
ら
ば
、

説

こ
う
。

そ

の
想

は
識
と
関

係

を
有
す

る
が
故
に
、

そ

の
識

な
く
し
て
は
存
在

し
な
い
が
、

そ

の
識
も
ま

た
、
そ

の
想
な
く
し
て

は
不
成
立
で
あ
る
が

故
に
、
自
体

は
存
在

し
な

い
の

で
あ
る
。

3

想
慈

に
よ

っ
て
構
想
さ
れ
た
も
の
を
識
が
誤

っ
て
有
自
性
な
も
の
と

し
て
認
識
す
る
。
こ
の
よ
う
な
迷
妄
と
真
実
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
お

そ
ら
く
b
u
d
h
a
p
a
l
ま
で
は
、
新
た
な
展
開
と
い
う
も
の
は
起
こ

ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
唯
識
思
想
あ

る
い
は
論
理
学
の
思
想

情
況
の
中
で
、
b
h
a
v
a
v
i
e
k
a

以
後
は
中
観
派

と
し
て
の
教
学

を
整

備
す
る
こ
と
が
時
代
の
要
請
と
し
て
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
中

で
、
二
諦
説
が
迷
妄
と
真
実
の
問
題
と
し
て
新

た
な
展
開
が
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

ナ
ー
ガ
1
ル
ジ

ュ
ナ
の
二
諦
説
に
つ
い
て
は
充
分
論
じ
ら
れ
て
き
て

は
い
る
が
、
世
間
の
言
語
習
慣
に
よ
る
真
理
と
不
可
言
の
真
理
と
い
う

了
解
で
は
、
ま
だ
言
い
尽
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う

に

思

わ

れ

る
。
時
代
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
存
在
論

に
対
す
る
般
若
経
等
の
空
の
思
想

の
哲
学
的
論
証
が
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
仏

の
教
説
の
中
核
を

(9
)

「
縁
起
」
と
見
た
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
が
、
大
乗
非
仏
説
、
あ
る
い
は

(
1
0
)

空
性
論
非
仏
説
の
論
鋒
を
受
け
て
為
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
も

っ

と
ラ
デ

ィ
カ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
哲
学
的
に
よ
り
厳
密
な
事
柄
に
違
い

な
い
。
ま
た
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
が
二
諦
説

に
言
及
す
る
の
が
、
な

ぜ

『
中
論
』
の
第
3
章

「
六
根
の
考
察
」
や
第

4
章

「
五
慈
の
考
察
」

で
は
な
く
て
、
第
24
章

「
四
聖
諦

の
考
察
」
に
お
い
て
な
の
か
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
b
h
a
v
a
v
i
b
e
k
a

以
後
は
、
二
諦
説
は
常
に
根
境

識

と
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共
に
論
ぜ

ら
れ
る
教
義

の
中
心
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

以
下
は
推
論
の
域
を
出
な
い
け
れ
ど
も
、
周
知
の
如

く
、
『
中
論
』

第
24
章
は
仏
教
の
綱
格
で
あ
る
四
聖
諦
を
論
ず
る
が
、
他
の
章
と
趣
き

を
異
に
す

る
の
は
、
こ
の
章
と
第
26
章

「
十
二
縁
起
の
考
察
」
の
二
章

で
あ
る
。
第
24
章
は
四
聖
諦
を
論
破
す
る
の
で
は
な
く
、
有
自
性
論
こ

そ
が
四
聖
諦
を
破
す
と
言
う
。
第
26
章
は
十
二
支
の
否
定
で
は
な
く
肯

定
で
あ
る
。
上
述

の
事
柄
と
総
合
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、

ナ
ー
ガ
ー
ル

ジ

ュ
ナ
が
意
図
す
る
所
は
無
自
性
論
と
し
て
の
仏
教
の
再
建

で
あ

っ

て
、
そ
れ
は
有
自
性
論
思
考
の
否
定
を
通
し
て
開
顕
さ
れ
て
く
る
こ
と

で
は
あ
る
が
、
仏
の
教
説
に
関
し
て
は
、
無
自
性
論
に
よ
る
了
義
経
は

そ
れ
で
よ

い
が
、
有
自
性
論
と
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
未
了
義
経
の
教
説

を
無
自
性
論
化
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
肯
定
表
現
に
ょ
る
諸
法

を
仮
名

・
名

の
み
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
自
性
論
化
が
為
さ

(
1
1
)

れ
た
の
で
あ
る
。
二
諦
説
が
第
24
章
で
説
か
れ
る
の
は
こ
の
こ
と
に
よ

る
。
ま
た
、
第
26
章
は
十
二
縁
起
を
無
自
性
論
と
し
て
再
説
し
た
実
例

と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
は
仏
の
教
説
全
体
を

無
自
性
論
す
な
わ
ち
空
性
論
と
し
て
統

一
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か

(
1
2
)

ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

仏
の
教
説
に
お
け
る
二
諦
が
共
に
無
自
性
論
で
あ
る
こ
と
が

『
廻
諄

論

(
v
i
g
r
a
h
a
v
y
u
t
a
n
i
)

』

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
対
論

者

に

よ

っ

て
、
「全

て
の
存
在
は
空
で
あ
る
」
と
言
う
と
き
に
は
、
そ
の
言

葉

自

体
も
空
で
あ
る
か
ら
は
た
ら
き
を
も
た
ず
、
意
味
を
な
さ
な
い
表
現
で

あ
る
と
い
う
論
難
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
論
破
を
し
て
い
く
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
で
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
は

『中
論
』
第
24
章
第
10
偶
の

「
言
説
に
依
ら
ず
に
は
勝
義
は
説
示
さ
れ
な
い
云
々
」
を
引
用
し
た
後

(
1
3
)

で
言
う
。

そ
れ
故
、
私
の
言
葉
と
同
様
に
、
全
て
の
存
在
は
空
な
の
で
あ
る
。
全
て
の

存
在
の
無
自
性
で
あ
る
こ
と
が
、
〔仏
の
教
説
に
お
け
る
二
諦
の
〕
両
者

に

(
1
4
)

つ
い
て
妥
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。

言
葉
が
空
で
あ
る
と
は
、
無
自
性
の
故
に
他
な
ら
な
い
。
世
俗
諦
に

せ
よ
勝
義
諦
に
せ
よ
仏
の
言
葉
も
無
自
性
で
あ

り
空
で
あ
る
。

4

約
理

(真
理
の
形
式
に
関
す
る
)
の
二
諦
説
は
b
u
d
d
h
a
p
a
l
i
t
a

以
後

で
あ

っ
て
、
b
u
d
d
a
p
a
k
i
r
a

ま
で
は
以
上
の
よ
う
な
約
教

(教
法
の
形

式
に
関
す
る
)
の
二
諦
説
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
b
u
d
d
a
-

(
1
5
)

p
a
l
i
t
a
諦
に
は
、

壁

画

の
神

に

つ

い

て
言

い
争

う

二
人

に
遊

行

者

が

語

る
言

葉

を

例

に
出

し

て

言

わ

れ

る
。

一
方
に
対
し
て

「君

の
言
う

こ
と
が
正
し

い
」
と
言

い
、
他
方

に

対

し

て

「正
し
く
な
い
」
と
言
う
と
き

に
、

そ
の
遊
行
者

は
、
「
如
何
な
る

マ

へ

ー

シ

ュ
ヴ

ァ
ラ
も

な
く
、

ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ナ
も
な

い
。

こ
れ
ら

は
壁
に
依

存
せ
る

描

か
れ
た
絵

画
で
あ

る
」
と
、

こ
の
よ
う

に
知

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
世

間

の
言
説

に
よ

っ
て

「
こ
れ
は
正
し
い
、

こ
れ
は
正
し
く
な

い
」
と
語

っ
た
と

き

に
、
妄
語

の
過
失
を
有
す

る
も
の
で
は

な
い
よ
う
に
、
世
尊
も
ま

た
、
諸

々
の
実
在

の
自
性

を
空

と
見

る
け
れ
ど
も
、
世

間
の
言
説

に
よ

っ
て

「
こ
れ

空
思
想
に
お
け
る
根
と
境

(巌

城
)
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空
思
想
に
お
け
る
根
と
境

(巌

城
)

は
真
実
で
あ
る
ゆ
こ
れ
は
真
実
で
は
な
い
。
ヒ
れ
は
真
実
で
も
あ
り
真
実
で

も
な
い
」
と
説
く
の
で
あ
る
。
勝
義
と
し
て
は
、

非
真
実
で
も
な
く
真
実
で
も
な
い
。
こ
れ
が
仏
の
教
え
で
あ
る
、(
8
c
d
)
。

自
性
が
空
な
る
実
在
は
、
幻
・
夢
・
陽
炎

・
影
像
の
如
く
で
あ
っ
て
、
真
実

で
も
な
く
非
真
実
で
「も
な
い
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
が
、

有
と
無
の
過
失
を
離
れ
た
る
、
一
切
の
外
道
と
共
通
な
ら
ざ
る
、
勝
義
の
顕

示
な
る
諸
々
の
仏

・
世
尊
の
教
え
で
あ
る
。

更
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
は
勝
義
諦
が
不
可
言

で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
し
、
世
俗
と
勝
義
は
諦
と
し
て
の
仏

(
1
6
)

の
教

説

を

意

味
す

る

こ
と

が

了

解

さ

れ

る

の
で
あ

る
。

1
p
r
a
j
n
a
p
r
a
s
a
で

は
章

の
頭
を

テ
ー
マ
に
関

し
て
の
無
自
性
を
説
く

目
的
で
こ
の
章
が
書

か
れ
た
と
い
う
言
葉

で
始
め
て

い
る
よ
う

に
、

こ
の

第
3
章

で
も

「
諸
処
」

(
s
k
y
r
 
m
c
h
e
d
 
r
n
a
m
s
)

の
無
自
性

を
説
く
た

め

と
述

べ
て
い
る
通
り
で
あ

る
。

2

拙
稿

「空
思
想

に
お
け
る

六

根
」

(『
印

度

哲

学

仏

教

学
』
第

3
号

[
1
9
8
8
]
所
収
)
。

3
p
r
a
p
t
a
-
v
i
s
a
y
a

に

つ
い
て
は
p
r
a
n
n
a
p
d
a
,
p
p
.
8
-
9
。

4
p
r
a
s
n
n
a
p
d
a
.
p
.
4
1

尚
、

『
中
村
元
選
集

』
第
13
巻

[
1
9
6
0
]
p
p
.

1
3
2
-
1
3
4

参
照
。

5

『
中
村
元
選
集
』
第

13
巻

[
1
9
6
0
]
p
p
.
2
2
8
-
2
3
6

の
参
照
。

6
p
r
a
d
h
a
n

刊
本

[
1
9
6
7
]
p
.
1
0

7

VALI.vol.

(
B
o
n
n
 
1
9
8
2
)

尚
、
瓜
生
津
隆
真

『
ナ
ー
ガ
ー

ル
ジ

ュ

ナ
研
究
』
[
1
9
8
5
p
p
.
1
6
1
-
6

」

参
照
。

8

デ

ル
ゲ
版
 
y
a
 
2
0
5
b
5
-
2
0
6
a
3
.

910

『
中
論
』
第
24
章
。
r
a
t
n
a
v
a
l
i
 
i
-
6
0
.
i
i
-
2
3
.

11
r
a
t
n
a
v
a
l
i
 
i
.
9
9
.

に
n
a
m
a
m
a
k
a
、
m
a
s
h
y
a
l
a
-
k
a
r
i
k
a

と
あ

る
。

12

瓜
生
津
隆
真
前
掲
書
p
p
.
1
5
3
-
1
6
0

参
照
。
『六
十
順
如
理
論
』
に
お

い
て
も
勝
義
諦
は
不
可
言
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

1314

「
両
者
」
の

意
味
内
容

に

つ
い
て
見
解
が
分

か
れ

て
い
る
が
、

こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
梶
山
雄

一
訳

「
廻
諄
論

(
論
争
の
超
越
)
」

(『
大
乗

仏

典

・
龍
樹
論
集

』
所
収
)
p
.
3
8
2訳
註

(
32
)
参
照
。

15

デ

ル
ゲ
版
r
s
a
2
4
4
b
6
-
2
4
5
a
3
.

尚
、

こ
の
第
18
章
第

8
偶

に

つ
い
て

b
h
a
v
a

は
異
な

っ
た
解
釈
を
し

て
い
る
。
梶

山
雄

一

「
中

論

に
お

け
る
無
我
の
論
理
」

(中
村

元
編

『
自

我
と
無
我
』
所
収
)
p
.
5
0
0参
照
。

16

世
俗

・
勝
義
が
諦

で
あ

る
の
は
仏

の
言
葉

で

あ

る

こ

と

に

よ

る
。

y
u
k
r
k
a
 
3
3
,
a
u
n
y
a
t
i
 
4
4
,
6
9
,
7
0
,
7
1
,
b
i
g
r
y
a
v

r
t
a
n
i
 
2
8

等
参
照
。

<
キ
ー

ワ
ー
ド
>

『
四
百
論
』
第

13
章
、

想
顧
、

無
自
性
論
、

二
諦
説

(北
海
道
大
学
大
学
院
修
了
)

-30-


