
『往

生
論

註
』

に
お
け

る
問
題
点

(
3
)

青

山

法

城

序

過
去

に
二
度
、
印
度
学
仏
教
学
会
に
お
い
て

『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎

願
生
偈
註
』
(以
下

『論
註
』
と
略
す
る
)
に

お
け

る
非
仏
教
的
表
現
を

「北
魏
的
表
現
」
と
名
付
け
て
考
察
を
試
み
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
今

回
は
非
仏
教
的
の
内
容
を
老
荘
思
想
と
限
定

を

し

て
、
『
論
註
』
巻
上

に
お
い
て
老
荘
思
想
に
み
ら
れ
る
表
現
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
を

試
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず

『
論
註
』
巻
上
と

『
老
子
』
及
び

『
荘
子
』
と
の
共
通
の
表
現

の
認
め
ら
れ
る
箇
所
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

(1
)

清
浄
功
徳
釈
の

「倚
伏
相
乗
じ
」
(
1
)

(2
)

性
功
徳
釈
の

「長
く
大
夢
に
寝
て
出
で
む
」
(
2
)

(3
)

触
功
徳
釈
の

「
つ
ひ
に
楚
越
の
労
を
去
ら
し
め
む
」
(
3
)

(4
)

身
業
功
徳
釈
の

「蟷
螂

の
ご
と
く
す
る
」
(
4
)

(5
)

心
業
功
徳
釈
の

「虚
し
く
往
き
て
実
ち
て
帰
り
」
(
5
)

(6
)

上
首
功
徳
釈
の

「強
梁

の
者
あ
り
」
(
6
)

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
四
巻
第
二
号

平
成
八
年
三
月

(7
)

八
番
問
答
十
念
釈
義
の

「蠣
姑
は
春
秋
を
識
ら
ず
」
(
7
)

の
七
カ
所
で
あ
る
。
(
8
)

こ
の
七
カ
所
の
中

(2
)
(
5
)
に
つ
い
て
は

一
昨
年

の
印
度
学
仏
教

学
会
に
お
い
て
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
(
9
)

以
前

の
論
考
に
お
い
て

は
そ
れ
ぞ
れ

の
箇
所
を
個
別
に
取
り
出
し
て
考
察
を
進
め
た
た
め
に
、

全
体
的
な
論
考
に
は
程
遠
い
状
態
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
、
今
論
考
に
お
い
て
は
考
察
の
視
点
の
設
定
を
以
前

の
よ
う

に
個
々
に
関
し
せ
考
察
を
加
ええ
結
論
を
導
く

の
で
は
な
く
、
総
合
的
に

全
体
を
通
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

一

前
記

の
七
カ
所
に
つ
い
て
、
比
喩
表
現
で
あ
る
か
な
い
か
を
み
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
は

(3
)
(4
)
(6
)

(7
)
は

『論
註
』
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で

も
比
喩
表
現
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。
「
楚
越
の
労
」
「蟷
螂
」
「
強

梁
の
者
」
「蠕
姑
」
な
ど
の
言
葉
は
、
直
接
的

に
具
体
的
に
表
現

さ
れ

七
七
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『往
生
論
註
』
に
お
け
る
問
題
点

(3
)
(青

山
)

て
い
る
も
の
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
用
語
を
も

っ
て

間
接
的
に
補
足
的
に
曇
鸞
大
師
自
身
の
釈
義
を
顕
そ
う
と
し
た
も
の
と

受
け
取
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
前
記
の
七
ヵ
所

に
関
連

す

る

『老
子
』

『
荘
子
』
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

(3
)
と
関
連
す
る

『荘
子
』
に
お
い
て
は

そ
の
異
な
る
も
の
よ
り
こ
れ
を
視
れ
ば
、
肝
胆
も
楚
越
な
り
。
そ
の
同
じ
き

も

の
よ
り

こ
れ
を
視
れ
ば
、
万

物
み
な

一
な
り
。
(
1
0
)

と

、

「
楚

越
」

な

る

用

語

は
比

喩

と

し

て
使

用

さ

れ

て
お

り

、

「
楚

越
」

そ

の
も

の

の
意

味

内

容

と

は
直

接

的

関

係

を

み

る

こ
と

が

で
き

な

い
。

(
4
)

に
関

連

す

る

『
荘

子

』

に
お

い

て
も

か
れ
嬰
児
た
ら

ん
と

せ
ば
、

ま
た
こ
れ
と
嬰
児

た
れ
。

か
れ
無
町
畦

た
ら
ん

と
せ
ば
、
ま
た

こ
れ
と
無
町

畦
た
れ
。

か
れ
無
崖

た
ら
ん
と

せ
ば
、

ま
た
こ

れ
と
無
崖
た
れ
。

こ
れ

を
達

し
て
無
に
入
れ
よ
。

な
ん
じ

は
か
の
蟷
螂

を
知

ら
ざ
る
か
。
そ

の
腎
を
怒
ら

し
て
、
も

つ
て
車
轍

に
当
た
る
。
そ

の
任

に
勝

え
ざ
る
を
知
ら
ざ

る
な
り
。
(
1
1
)

と

、

「
蟷

螂

」

の
用

語

は
比

喩

的

表

現

で
あ

り

、

「
蟷

螂

」

の
意

味

内

容

そ

の
も

の
で

も

っ
て
考

・え
を

主

張
す

る
も

の

で

は

な

い
。

(
6
)

に
関

連

す

る

『
老

子

』

に

お

い

て
も

故

に
物

あ
る

い
は
こ
れ
を
損

し
て
益
し
、
あ

る
い
は
こ
れ

を
益

し
て
損

す
。

人

の
教
う
る
と

こ
ろ
は
わ
れ
も

ま
た
こ
れ

を

教

う
。

「強
梁

な
る
者
は
そ

の

死
を
得
ず
」
と
。
わ
れ
も
っ
て
教
の
父
と
な
さ
ん
と
す
。
(
1
2
)

と
、
「
強
梁
の
者
」
そ

の
も

の
は
老
子
思
想
を
直
接
的
に
表
現
す

る

も

七

八

の
で

は

な

く
、

間

接

的

比

喩

的

な
も

の

で
あ

る

。

(
7
)

に
関

連
ず

る

『
荘

子
』

に

お

い

て
も

こ
の
二
虫

ま
た
何
を
か
知
ら

ん
。
小
知

は
大
知

に
及
ば
ず
。
小
年

は
大
年

に

及
ば

ず
。

な
に
を
も

っ
て
そ

の
然

る
を
知

る
や
。
朝
菌

は
晦
朔

を
知

ら
ず
、

蠕

姑
は
春
秋

を
知
ら
ず
。

こ
れ
小
年
な
り
。

楚

の
南

に
冥

霊

な

る

も

の
あ

り
、
五
百
歳
を
も
っ
て
春
と
し
、
五
百
歳
を
も

っ
て
秋
と
す
。
(
1
3
)

と
、
「蠕
姑
」
の
用
語
は
荘
子
思
想
を
理
解
さ
せ
る
た
め

の
比
喩
の

一

つ
と
し
て
出
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
「蠕
姑
」
そ
の
も
の
と

は
直
接
的

関
連
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
こ
と
よ
ヴ

(3
)
(4
)
(6
)
(
7
)
に
つ
い
て
は

『論
註
』

に
お
い
て
も

『老
子
』
『荘
子
』
に
お
い
て
も
比
喩
ど

し
て
こ
れ
ら

の

用
語
を
使
用
し
て
お
り
、
思
想
的
に
両
者

の
問
に
関
連
を
直
接
み
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
『
論
註
』
が

『老
子
』
『
荘
子
』
よ

り
後

の
時
代
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と

よ
り

『老
子
』
『
荘
子
』

に
お
け
る
比
喩
的
表
現
を
曇
鸞
大
師
が
参
考
に
し
て
い
た
と
み
る
こ
と

は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も

っ
て
思
想
的
影
響
を
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

二

次
に

(1
)
(2
)
(5
)
の
三
ヵ
所
に
つ
い
せ
で
あ
る
が
、
こ
の
中

で

(2
)
(
5
)
に
関
し
せ
は

一
昨
年
の
印
度
学
仏
教
学
会
に
お

い
て

論
考
を
試
み
た

の
で
、
今
は
簡
潔
に
結
論
だ
け
を
述
べ
る

こ
と

に
す
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る
。
文
脈
的
な
意
味

よ
り
す

れ
ば
、
同

一
内
容
と

は
言
い
難
く
、
換

骨
奪
胎
的
に
曇
鸞
大
師
が

『荘
子
』

の
用
語
を
便
宜
上
使
用
さ
れ
た
と

い
え
る

で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が

一
応
の
結
論
で
あ

っ
た
。
特
に

(
5
)

に
関
し
せ
は
文
脈
上
非
常
に
理
解
し
難
い
も
の
で
あ

っ
た
。
(
1
4
)

そ
こ
で

(1
)
(2
)
(5
)
を
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
三
つ
に

関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
功
徳

の
相
を
述
べ
、
釈
義
を
ほ
ど
こ
す
と
い

う
重
要
な
処
で

『荘
子
』
の
用
語
を
使
用
さ
れ
て
い
る
。

具
体

的
に
は

(1
)
に
つ
い
て
は

「
三
界
」

の
語
の
釈
義
を
ほ
ど
こ

す
最
後

に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
老
子
で
は

そ
の
政
悶
悶
た
れ
ば
、
そ
の
民
淳
淳
た
り
。
そ
の
政
察
察
た
れ
ば
、
そ
の
民

欠
欠
た
り
、
禍
は
福
の
倚
る
所
、
福
は
禍
の
伏
す
る
所
。
だ
れ
か
そ
の
極
を

知

ら
ん
。
(
1
5
)

と
あ

る

。

(
2

)

に

つ

い
て

は

「
三

界
」

の
具

体

的

相

を

示

す

た

め

に

出

さ

れ

て

い

る
。

こ
れ

に
対

し

て

『
荘

子
』

で

は

夢

の
中

に
ま
た
そ

の
夢

を
占

い
、

覚
め
て
後

に
そ

の
夢
な

り

し

を

知

る

な

り
。

か

つ
大
覚
あ
り

せ
而
る
後

に
こ
れ
そ
の
大
夢

な
る
こ
と
を
知

る
な
り
。
(
1
6
)

と
あ

る
。

(
5
)

に

つ

い
て

は
如

来

の
平

等

を

示

す

締

め
く

く

り

と

し

て

出

さ

れ

て

い

る
。

こ
れ

に
対

し

て

『
荘

子

』

で

は

王
駘

は
兀
者
な
り
。

こ
れ

に
従

い
て
遊

ぶ
者
、
夫
子

と
魯

を
中
分
す

。
立
ち

て
教
え
ず
、
虚
し

て
議

せ
ず
、
虚

に
し
て
往
き
、
実

に
し
て
帰
る
。

も
と
よ

『
往
生
論
註
』

に
お
け
る
問
題
点

(
3
)

(青

山
)

り
不
言
の
教
あ
り
、
形
な
く
し
て
心
成
れ
る
者
か
。
是
れ
何
人
そ
や
。
(
1
7
)

と
あ
る
。

(
1
)
(2
)
に
つ
い
せ
は
意
味
内
容
的
に
は

『論
註
』
と

『荘
子
』

の
間
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
は
考
ええ
に
く
い
。
細
部
に
至

っ
て
考

察
す
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
り
、
小
さ
な
相
違
が
目
立

っ
て
く
る

が
、
今
は
小
さ
な
相
違
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
い
た
め
に
考
察
を
控

え
る
こ
と
に
す
る
。

し
か
し
、
(5
)
に
つ
い
て
は
意
味
内
容
的

に
大
き
な
隔
た

り
が
あ

り
、
曇
鸞
大
師
の
意
図
さ
れ
る
所
を
計
り
難

い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
よ
り

『荘
子
』

の
用
語

の
使
用
に
は
二
種
類

の
傾
向
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
(1
)

(2
)
の
よ
う

に

「
三
界
」

つ
ま
り
如
来

の
お
こ
し
た
ま
ええ
る
誓
願
に
基
づ
く
浄
土
以
外

の
世
界
を
顕
す
た
め
に

『荘
子
』
に
み
ら
れ
る
用
語
を
あ
る
程
度
そ
の
ま
ま
で
使
用
さ
れ

る
と

い
う
傾
向
と

(5
)

の
よ
う
に

『荘
子
』
に
み
ら
れ
る
用
語
を
内
容
的

に
転
化
さ
れ
て
如
来

の
徳
を
し
め
そ
う
と
す

る
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
な
ら
ば
、

(1
)
(2
)

に
つ
い
て

は
大
き
な
問
題
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
仏
教
と
老
荘
思
想
の
何
れ

を
も

っ
て
よ
り
高
度
な
思
想
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
曇

鸞
大
師
に
と

っ
て
は
あ
く
ま
で
も
仏
教
本
意

で
あ
り
、
老
荘
思
想
は
世

俗
に
お
け
る
教
え
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
た
め
老
荘
思
想
を
も

っ
て
仏
の
世
界
つ
ま
り
浄
土
以
外
の
世

界
を
説
明
さ
れ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

七
九
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『往
生
論
註
』
に
お
け
る
問
題
点

(3
)
(青

山
)

か
し
、
問
題
は

(
5
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
出

の

(1
)
(2
)
と
は
傾

向
が
異
な
り
、
意
図
さ
れ
て
い
る
所
が
計
り
難

い
。
思
想
的
影
響
と
断

言
す
る

こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
上
に
、
こ
の

「
虚
し
く
往
き
て
実
ち
て

帰
り
」

の
用
語

の
解
釈
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
。
(
1
8
)

こ
れ
を
如
何
に
解
釈
、

理
解
す

る
が
今
後
の
我
々
の
課
題
で
あ
る
と
考
ええ
ら
れ
る
。

結

以
上
、
『
論
註
』
巻
上
に
お
い
て
老
荘
思
想
に
み
ら
れ

る
表
現
と
の

関
連
性

に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
に
つ

い
て
三
種
類

の
分
類
が
成
り
立
つ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
は
比
喩
的

表
現
、

二
は

「
三
界
」
と
い
わ
れ
る
世
界
を
表
現
す
る
た
め
の
用
語
引

用
、
三

は
本
来

の
意
味
内
容
よ
り
転
化
し
、
独
特
の
表
現
と
し
て
の
使

用
で
あ

る
。

一
、
二
に
つ
い
て
は
十
分
に
考
ええ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
ら

の
表
現

は
仏
教
を
基
本
的
立
場
と
し
て
い
た
と
し
て
も
許
容
範

囲
内
に
十
分
治
ま
る
と
考
ええ
る
。
し
か
し
、
三
に
関
し
て
は
今
後
と
も

さ
ら
な
る
研
究
を
必
要
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
は
我
々
に
新
た

な
思
考
を
提
起
す
る
と
考
ええ
る
。

1

浄
土
真
宗
聖
典

七
祖
篇

P
六
六

2

浄
土
真
宗
聖
典

七
祖
篇

P
六
八

3

浄
土
真
宗
聖
典

七
祖
篇

P
七
三

4

浄
土
真
宗
聖
典

七
祖
篇

P
九

一

5

浄
土
真
宗
聖
典

七
祖
篇

P
九
五

6

浄
土
真
宗
聖
典

七
祖
篇

P
九
六

八
○

7

浄
土
真
宗
聖

典

七
祖
篇

P

一
一
二

8

こ
れ
ら
の
七
ヵ
所
は
現
時
点

に
お
け

る

『老

子
』
『
荘
子
』
と

の
対

応

に
お

い
て
明
確

に
判
断
し
う
る
も
の
と
し
て
で
あ
り
、
種
種
事
功
徳
釈
の

「
厳
麗

自
然

に
し
て
」
な
ど

の
よ
う
に
明
確

な
対
応
関
係
を
未

だ

に

判
断

し
え
な

い
も

の
や
私

の
考
察

不
足
に
よ
る
見
落
と
し
が
存
在
す

る
こ
と
は

否

め
な

い
こ
と

で
あ
り
、

こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
今
後
ご

指

導

を

頂

き

た

い
。

9

印
度
学
仏
教
学
研
究

第
4
2
巻
第
1
号
参
照
。

10

『
荘
子
』
徳
充
符
篇

徳
間
書
店

『
中
国

の
思
想

第
1
2
巻
荘
子
』
P

一
三
七
頁
参
照
。

11

『
荘
子
』
人
間
世
篇

徳
間
書
店

『
中
国

の
思
想

第

1
2
巻

荘
子
』

P

一
二

一
～

P

一
二
二

参
照
。

12

『老

子
』
第

4
2
章

徳
間
書
店

『
中

国
の
思
想

第

6
巻

老
子

・
列
子

』
P
九
〇

参
照
。

13

『
荘
子
』
適
遥

遊
篇

徳
間
書
店

『
中

国
の
思
想

第

1
2
巻

荘

子
』
P
三
五
参
照

14

印
度
学
仏
教

学
研
究

第
4
2
巻

第

1
号
参
照
。

15

『
老
子
』
第
5
8
章

徳
間
書
店

『
中
国

の
思
想

第
6
巻

老

子

・
列
子
』

P

一
〇

七
参
照
。

16

『
荘
子
』
斉
物
論
篇

徳
間
書
店

『
中
国

の
思
想

第
1
2
巻

荘
子
』

P
八
二
参

照

17

『
荘
子
』
徳
充
符
篇

徳
間
書
店

『
中
国

の
思
想

第

1
2
巻

荘
子
』

P

一
三
五
参

照
。

18

印
度
学
仏
教
学
研
究

第

4
2
巻

第

1
号

に
お

い
て
主
格

の
転
換
を

も

っ
て
そ
れ
を
釈

し
よ
う
と
試

み
た
の
で
あ

る
が
十

分

に
納
得

の
い
く
も

の
で
は
な
く
、
他

に
曇
鸞
大
師

の
意
図
が

あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ

れ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

『
往
生
論
註
』
、
曇
鸞
、
老

荘
思
想

(龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
)
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