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は

じ
め

に

1
若
杉
論
文
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
（

1
）

　
『

法

華
経
』

巻
第
三

化
城
喩
品
に

「

五

百
由
旬
の

譬
」

と

い

う
の

が

あ
る

。

こ

れ

は
、

二

乗
の

涅
槃
は

真
の

目

的
で

は

な
く

、

仏
の

涅
槃
こ

そ

真
の

目

的
で

あ
る

が
、

最
初
か

ら

仏
の

涅
槃
を

説
い

た

の

で

は
、

そ

れ
が

あ
ま

り
に

遠
大
で

あ

る
た

め
、

志
の

小
さ
い

人
々

は

容

易
に

そ

れ

に

向
っ

て

進
も
う

と
し

な
い

。

そ
こ

で

人
々

を

率
い

て

目

的
地

に

至

ら

し

め

る
た

め

に
、

中
途
で

方
便

と
し

て

二

乗
の

涅

槃
を
説
き

、

最
終
的

に

仏
の

涅
槃
に

導
く

、

と

い

う

譬
喩
で

あ
る

。

す

な
わ

ち
、

「

五

百

由

旬
」

と
い

う

長
い

道
の

り
の

検
難
な
悪
道
を

越
え
て

、

宝
の

場
所

に

至

ろ
う

と

す

る

隊
商
と

そ
の

リ

ー

ダ
ー

を

仏
陀
と

弟
子

た

ち

に

譬
え

、

仏

の

涅
槃
を

宝
所
に

譬
え

、

三

百

由
旬
を

過
ぎ
た

所
で

、

疲
労
と

恐
怖
の

た
め

に

中

途
で

引
返
そ
う
と

す
る

人
々

を

休
息
さ
せ

安
堵
さ
せ

る

た

め

に
、

リ

ー

ダ

ー

が

方
便
に

よ
っ

て

化

作
し

た

城
を

二

乗
の

涅
槃
に

譬
え

た

も
の

で

あ
る

。

こ

の

譬
喩
は

「

化
城
喩
品
」

の

最
後
の

と
こ

ろ

で

説

駒
澤
大

學
佛
教
學
部
論
集
第
十
二

號
　
昭
和
五

十
六

年
十
月

か

れ
、

必
ず
し

も
品
全
体
の

主

題
で

は

な
い

が
、

「

三

乗
方

便
・
一

乗

真

実
」

を
開
顕

す
る

『

法

華
経
』

の

趣
旨
に

か

な
っ

た

も
の

と

し

て
、

「

化

城
渝
品
」

と
い

う

品

名
に

ま
で

な
っ

て

い

る

有
名

な

も

の

で

あ

る
。

　

そ
こ

で
、

占
来
『

法
華
経
』

の

註
釈

家
た

ち
に

よ

っ

て
、

こ

の

「

五

百

由
旬
」

の

解
釈
が

さ
ま

ざ
ま

に

な

さ

れ
て

い

る

が
、

そ

の

代
表
的
な

も
の

が
、

天

台
大
師
智

顕
（

五
三

八

−
五

九
七
）

や、

嘉
祥
大

師
吉

蔵

（

五

四
九

−
六

二

三
）

慈
恩
大
師

基
（

六

三
三

−
六

八

二
）

等
で

あ

る
。

智

顕
は

、

三

百

由
旬
を

三

界
の

果
報
の

処

に

喩
え

、

四

百
を

方
便
有
余
土

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

2
）

に
、

五

百
を

実
報
無
碍
土
に

喩
え
た

。

吉
蔵
は

、

三

百

由
旬
を
三

界

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

3
）

に
、

四

百
を

声
聞
地、

五

百
を

縁
覚
地

に

喩
え

、

ま
た

初
の

三

百
を
一．一

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

4
）

界
の

分

段
生

死
に
、

後
の

二

百

を
二

乗
の

変
易
生
死
に

喩
え
た

。

基
法

師

は
、

分
段

生
死
の

惑
・

業
・

苦
を

初
の

三

百

由
旬
に

、

変
易
生
死
の

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

無
明

と

苦
と

を

後
の

二

百

由
旬
に

喩
え
て

い

る
。

後
の

二

者
の

解
釈
に

は
、

比
較
的
共
通

し
た

も
の

が

見
ら

れ
る

の

に

対
し

て
、

智

顕
の

解
釈

二

五
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吉
蔵
と

智
顎
（

平
井
）

は

独
特
で

あ
る

。

　
と
こ

ろ

で
、

最

近
こ

の

智
顕
と

吉
蔵
に

お

け
る

「

五

百
由

旬
」

の

解

釈

を
め

ぐ
っ

て
、

両
者
の

説
の

比
較
対
照

を

試
み

た

論
文
が

、

『

印
度

学
仏
教

学
研

究
』

（

第
二

十

九
巻
第
二

号、

通
巻
第
五

八

号、

昭
和
五

十
六

年

三

月
）

誌
上

に

発
表
さ

れ
て

い

る
。

身
延
山

短
期
大

学

教
授
・

若
杉
見

龍
氏
に

よ

る

「

智
顕
と

吉

蔵
ー

五

百

由

旬
の

解
釈
を
め

ぐ
っ

て
」

と

い

う

論
文

が

そ
れ

で

あ
る

。

若
杉
氏
は

、

智

顎
の

「

五

百

由
旬
」

の

解
釈

は

『

法

華
文
句
』

と
『

摩
訶
止
観
』

の

そ

れ

ぞ

れ
に

見
ら

れ
る

が
、

『

文

句
』

の

方
が

『

止
観
』

に

先
行
し
、

『

止
観
』

の

中
に

は

『

文
句
』

と

併
読
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

は

じ
め

て

理

解
さ

れ

る

部
分

も
あ
る

と

こ

ろ

か

ら
、

『

文

句
』

　
に

よ

っ

て

智
顎
の

説
を

代
表
せ

し

め
、

吉
蔵
の

場

合

に

は
、

「

五

百

由
旬
」

の

解
釈
は

『

法
華
玄
論
』

と

『

法
華
義
疏
』

　
に

見
ら
れ

る

が
、

こ

の

両
者
の

関
係
は

、

『

義

疏
』

に

「

玄
中
具
釈
」

と

い

う
一

文
が

あ
っ

て
、

す
で

に

『

玄

論
』

に

お

い

て

詳
述
し
た

こ

と

を

記
し

て

い

る

の

で
、

『

玄

論
』

が

『

義
疏
』

に

先
行
し
、

ま
た

、

そ
の

解
釈
も
は

る

か

に

長

文
に

わ
た
っ

て

委
細
を

尽

し
て

い

る

と

こ

ろ

か

ら
、

『

玄

論
』

に

よ

っ

て

吉
蔵
の

解
釈

を

代
表
せ

し

め
、

か

く
し

て
『

法

華
文
句
』

と

『

法

華
玄
論
』

　
の

二

書
に

つ

い

て
、

「

五

百
由

旬
」

　
の

解

釈
に

関
す
る

相
当
本
文
の

比

較
対

照
を

試

み
た

の

で

あ
る

。

そ
の

結

果
、

同

氏
は
、

智
顎
と

吉

蔵
の

「

五

百

由
旬
」

の

解
釈

を
め

ぐ
っ

て
、

大
要
次
の

こ

と

を

知
り

得
た

と

し

て

い

る
。

ω
『

文

句
』

の

か

な

り
の

部
分
が

『

玄
論
』

を

参
照
し

て

記
述
さ

れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
二

六

　
で

あ
ろ
う
こ

と
。

　
『

義

疏
』

に

負
う

所
は

少
な
い

。

 
『

玄
論
』

が

旧

釈
と

し

て

紹
介
す

る

中
の
一

説
、

「

有
人
言
」

は
、

　

『

文

句
』

中
に

説

く
智

顎
自
身
の

説
で

あ
り

、

　
こ

の

部
分
は
、

『

玄

　
論
』

が
一

応
成

立

し
た

後
『

文
句
』

を

参
照
し
て

添
加
し

た

も
の

で

　
あ

る

こ

と
。

『

義
疏
』

に

こ

の

部
分
が

欠
け
て

い

る

の

は
、

『

義
疏
』

　
が

成

立
し

た

時

に

は
、

ま

だ

『

玄
論
』

の

当
該
部
分
は

な
か
っ

た

も

　
の

と

思
わ

れ、

こ

の

点
か

ら
も
『

玄
論
』

の

い

う

前
述
の
「

有
人
言
」

　

（

智
顕
説
）

は
、

後
に

な
っ

て

現
在
の

箇
所
に

挿
入

さ
れ

た

も
の

で

　
あ

る
。

 
智
顕
説
の

『

法

華
玄
義
』

や
『

法
華
文
句
』

が
、

吉
蔵
撰
の

『

法
華

　
玄

論
』

や

『

法

華
義

疏
』

を

参
照
し

て

い

る

こ

と
は

、

既

に

先
学
に

　
よ

り

指

摘
さ

れ
て

い

る

が
、

『

玄
論
』

が

さ
ら

に

『

文

句
』

を

参
照

　
し

て

い

る

こ

と
は

あ
ま

り

知
ら

れ
て

い

な
い

。

ω
吉

蔵
が

智
顕
の

「

五

百

由
旬
」

に

対
す
る

見
解
を
何
時
知
り

得
た

か

　
と
い

う

と
、

会

稽
時
代
で

あ

れ
ば

、

最
初
か

ら

『

玄
論
』

に

述
べ

、

　

『

義
疏
』

に

説
い

た

は

ず
で

あ
る

が
、

そ
れ
が

見
ら

れ
な

い

か

ら
、

　
長

安
に

行
っ

た

以

後
、

さ

ら

に

は
、

灌
頂
が

「

法
華
疏
」

を

長

安
に

　

も
た

ら

し
た

仁
寿
二

年
（

六

〇
二
）

以
後
と
い

う
こ

と

に

な

り
、

現

　

行
の

『

法
華
玄
論
』

の

成
立

も
吉
蔵
の

晩
年
と

い

う
こ

と

に

な
る

。

と
、

結

論
し

て

い

る

の

で

あ
る

。

こ

の

結
語
の

 
に

述
べ

る

よ

う
に

、

智
顕
の

『

法

華
玄
義
』

や

『

法

華
文

句
』

が

吉
蔵
の

『

法

華
玄
論
』

や

『

法
華
義
疏
』

を

参
照
し

て

い

る

と

い

う

指

摘
は

、

古
く
辻
森
要
修
氏

N 工工
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（

6
）

が

『

法
華
文
句
』

の

国
訳
の

「

解
題
」

中
に

指

摘
し

た

こ

と
で

あ
り

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
（
7

）

す
で

に

佐
藤

哲
英
氏
の

『

天
台
大
師
の

研
究
』

に

お

い

て

も

改
め

て

首

肯
さ

れ
た

こ

と
で

あ

る
。

同

書
中
に

い

く
つ

か

そ
の

事
例
が

報
告
さ

れ

て

い

る
。

し

か
し

、

同

書
で

も
、

と

く
に

「

五

百
由
旬
」

の

解
釈
に

つ

い

て
、

こ

れ

を

比
較
検
討
し

て

い

る

訳
で

は

な
い

。

ま

た
、

前

述

の

『

文
句
』

の

国
訳
に

お

い

て

も
、

「

解
題
」

と

は

別
に

本
文

中
の

脚
注

に

も
「

法

華
玄
論
に

同
文
あ
り

」

と

か
、

「

法

華
玄
論

参
照
」

の

よ

う

な

指
摘
が

数
多
く
見
ら
れ
、

随
処
に

『

文
句
』

が
『

玄
論
』

を

参
照
し

た
こ

と
を

示

唆
し

て

い

る
。

「

五

百

由

旬
義
」

に

つ

い

て

も
例
外

で

は

な
い

。

（

し

か

し
、

汢
森
氏
の

脚
注
は

、

五

百
由
旬
の

相

当

箇
所
だ
け
を

見
て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
（

8
）

も
極
め

て

不

充
分
で

あ
り、

補
足
す
る

必

要
が

あ
ろ

う
。

）

ま
た

、

横
超

慧
日

氏
の

『

法

華
義
疏
』

の

国

訳

中
に

も
、

吉
蔵
の

『

法

華
玄
論
』

を

参
照

す
べ

き
指
摘
が

見

ら
れ

る

と

同
時
に

、

「

法

華
文
句
に

引
く

」

或

い

は

「，

法

華
文

句

引
用
」

と
い

う

形
で

、

『

文

句
』

の

文
と

『

義
疏
』

　
の

文

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
（

9
）

が
一

致
、

若
し

く
は

類
似
し

て

い

る

点
を

指
摘
し

て

い

る
。

　

し
か

し
、

こ

れ

ら
の

指

摘
は

あ

く
ま
で

断

片

的
な
も
の

で
、

国
訳
の

脚

注
と

い

う

制
限

も
あ
っ

て
、

若
杉
論
文
の

よ

う

に
、

両
者
の

関
係
を

「

五

百
由

旬
義
」

と
い

う

特
別
な
一

項
目

に

限
定
し

て
、

そ
の

部
分
だ

け

を
と

く

に

詳
し

く
本
文
対
照
す
る

と

い

う

方
法
を

採
っ

て

い

る

の

で

は

な
い

。

そ
の

意
味
で

、

筆
者
に

と
っ

て

本

論

文
は

極
め

て

有
益

で

あ

っ

た
。

に

も
か

か

わ

ら
ず、

不
本

意
な
が

ら
こ

う
し

た

形
で

私
見
を
述

べ

ざ
る

を

得
な
か

っ

た

最
大
の

理
由
は

、

同
論

文
の

結
論
の

意
外
性
で

吉
蔵
と

智
顕
（

平
井
）

あ
る

。

つ

ま

り、

前
述
の

結
語
ω
に

見
る
よ

う
に
、

『

文
句
』

の

「

五

百

由
旬
」

に

関
す
る

記
述
の

大
部
分
は

、

ほ

と
ん

ど

そ
の

ま

ま

『

玄

論
』

に

負
う

も
の

で

あ
り

、

著
者
自
身
論
文
の

中
で

「

『

文

句
』

　
に

は

何
を

言
お

う

と

し
て

い

る

か

全

く
と

い

っ

て

よ

い

程
意

味
の

と

り

に

く

い

箇
所
も
あ

る

が
、

『

玄
論
』

は

内
容
も
明

瞭
で

あ
り

、

『

玄
論
』

に

よ

っ

て
、

よ

う

や

く

『

文
句
』

も
理

解

さ
れ
る

の

で

あ
っ

て

み

れ

ぽ
、

『

玄
論
』

が

『

文
句
』

に

先
行
し

て

い

る

と

言
っ

て

よ

い

で

あ
ろ

う
」

と

述
べ

る

な
ど

、

『

玄
論
』

が

『

文
旬
』

　
に

先
立
っ

て

成
立
し

、

『

文

句
』

に

影
響
を

与
え
て

い

る
こ

と

を

容

認

し

な
が
ら

、

他
方

で

は
、

『

玄
論
』

の

著
者
吉
蔵
が

『

文
句
』

の

智

顕
説
を

参
照
し

た
と

い

う

自

論
を

捨
て

切
れ

な

い

の

で

あ
る

。

（

こ

れ
は

、

著
者
自
身
が

断
っ

て

い

る

よ

う
に

、

大
方
の

学
者
の

指
摘
に

反
し

て

あ
ま

り
学

界
に

知
ら

れ
る
こ

と

の

な
い

、

著
者
の

独
創
的
な

説
で

あ
り、

本

論
文
の

意
図
す
る

と

こ

ろ
も
こ

の

点
に

あ
っ

た
と

思
わ

れ

る
。

）

そ

こ

で
、

こ

の

相

反
す
る

二

つ

の

テ

ー

ゼ

を

会
通
し

よ

う
と

し

た

た

め

に
、

一

度
『

玄
論
』

が

成
立
し

た

あ
と

、

さ

ら

に

『

文
句
』

を

参
照
し

て

天

台
の

説
を

わ

ざ

わ

ざ

「

有
人
言
」

と

し

て

「

添
加
し

た

り
」

、

あ
と

で

強
引
に

「

割
り

込
ん

で

記
述
さ
れ
た

の

で

あ
る
」

と

推
論
し

な

け
れ

ぽ
説

明

が
つ

か

な
く
な
っ

て

し

ま
っ

た

の

で

あ
る

。

そ
の

結
果、

さ

ら

に

『

玄
論
』

の

成
立
を

長

安
に

お

け
る

吉

蔵

の

晩
年
時
代
に

擬

す
る

な

ど
、

そ
の

ほ

こ

ろ

び

は

益
々

大
き
く
な
っ

て

行
く
の

で

あ
る

。

『

玄
論
』

　
は

『

義
疏
』

　
に

先
行
す

る

こ

と
は

勿
論

、

吉
蔵
の

著
作
の

中
で

は

そ
の

成
立
が

比
較
的
早
い

時

期
に

属
し

、

数

種

二

七
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吉
蔵
と

智
顎
（

平
井
）

類
の

他
の

吉
蔵
著
作
が

そ
の

説
明
を

譲
っ

て

い

る

最
た

る

も

の

で

あ

る
。

『

大
乗
玄
論
』

巻
第
四
「

二

智
義
」

の

如
き
は

、

明
白

に

「

昔
、

江

南
に

在
り
て

法
華・
玄
論
を

著
わ
し
、

　
已
に

略
し

て

二

智
を

明

か

せ

（

10
）

り
」

と

述
べ

る

な
ど
、

吉

蔵
自
ら
が
一

度
な
ら

ず
言
明
し

て

い

る

こ

と

か

ら

も
明
ら
か

な
よ

う

に
、

『

法
華・
玄
論
』

　
は
、

吉
蔵
の

江

南
会
稽
時

代
の

代
表
的
な

撰
述
で

あ
る

。

に

も
か

か

わ
ら

ず
、

若
杉
論
文
が

前
述

の

よ

う

な

牽
強
付
会
と

し

か
い

い

よ

う

が

な
い

結
論
を

導
き

出
し

て

い

る

の

は
、

本
論
文
の

立

論
の

前

提
が
間
違
っ

て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

つ

ま

り
、

『

玄
論
』

の

「

有
人
説
」

と
い

う
の

は

『

文
句
』

に

お

け
る

天

台
の

自
論

と
一

致
し

て

い

る

と
い

う
の

は

正
し

い

が
、

そ

れ
か

ら

直
ち

に
、

『

玄
論
』

が
こ

れ

を

参
照
し

引
用
し

た

と
い

う
若
杉
論
文
の

前
提

が

ど

こ

か

お
か

し

い

か

ら

な
の

で

あ
る

。

そ

う
で

は

な
く
て

、

『

文
句
』

は

『

玄
論
』

を

参
照
し

、

『

玄
論
』

　
に

負
う

所
多
大
で

あ
る

、

と

い

う

圧
倒
的
事
実
か

ら
帰
納
す
る

な
ら

ば
、

『

玄
論
』

の

　
「

有
人
説
」

は
、

『

玄
論
』

が

『

文
句
』

の

天
台
の

説
を

参
照
し

、

引
用
し
た

の

で

は

な

く
て
、

逆
に

『

文
句
』

が

吉
蔵
の

「

有
人
説
」

を

借
用
し

、

こ

れ
を

自

説
と

し

て

採

用

し
た

も
の

で

あ
る

と

前
提
す
べ

き
な
の

で

あ

る
。

そ
う

仮
説
す
れ

ば

若
杉
論
文
の

よ

う

な
無
理

な
こ

じ
つ

け
は

無
用

と

な

り
、

す
べ

て

は

つ

じ
つ

ま

が

合
う
の

で

あ
る

。

こ

の

こ

と
は

、

明

ら

さ
ま

に

い

え
ば

『

文
句
』

が

『

玄
論
』

の

「

有
人

説
」

を

剽

窃
し

た

こ

と

を

認

め

る

こ

と

に

な

る
。

し

か

し
、

こ

う
し

た

事
例

は

『

文
句
』

に

は

他
に

　
　
　
　
　
　
　
　

（

11
）

も
数
多
く
見
出
さ

れ
る

し
、

後
述
す
る

よ

う
に

、

「

五

百

由

旬
」

の

解

二

八

釈
を

め

ぐ
る

両
者
の

相

当
文
の

対

比
か

ら

も

明
ら

か

に

う
か

が

わ
れ

る

こ

と

で

あ
る

。

逆
に

、

若
杉
論
文
の

主
張
す
る

よ

う

に
、

『

玄
論
』

「

有

人
説
」

の

智

顕
説

と
の
一

致
が

、

あ

く
ま
で

、

吉
蔵
の

方
で

こ

れ

を

参

照
し

依
用
し

た

と
い

う
た

め

に

は
、

『

玄

論
』

と

『

文
句
』

と
の

相

互

関
係
で

、

つ

ね

に

『

玄
論
』

が

『

文

句
』

を

参
照

し
て

い

る

と
い

う
の

が

大
前
提
と

な
っ

て

い

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

。

そ
の

た

め

に

は
、

「

五

百

由
旬
」

の

解
釈
に

関
す
る

「

有
人

説
」

の

一

致
と
い

う、

た

っ

た
一

つ

の

事
例
で

は

明

ら
か

に

論

証
不
足

で

あ

る
。

　

し

か

し
、

筆
者
が

恐
れ

る
の

は
、

こ

う

し

た

論

証
上
の

手
続
き
の

不

備
よ

り

は
、

同
論

文
の

前

述
の

よ

う

な

結
論
だ

け

が

特
別

大
君
さ

れ
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

学
界
の

世
論

を

誤
ら
し

め

る
こ

と
が

な
い

か

と
い

う

懸
念
で

あ
る

。

本
論
文
は

、

両

書
の

本
文
対
比
と
い

う
、

一

見
し

て

実

証
的
な
論
述
を

試

み

て

い

る
か

の

よ

う

な

印
象
を

与

え
る

が
、

そ

れ

は
、

著
者
自
身
が

断
っ

て

い

る

よ

う

に
、

論
述
に

直
接
必

要
な

部
分

だ

け
に

限
ら
れ

て

お

り
、

ま

た
、

両

書
の

論
述
の

前
後
を

入

れ

換
え
て

提

示
す
る

な

ど
、

「

五

百

由
旬
」

の

解
釈
を
め

ぐ
っ

て
、

両
書
の

本
文
上

の

相
互
の

出
入
が

ど

う

な
っ

て

い

る
の

か
、

必

ず
し

も

そ
の

全
体
像
が

つ

か

め

る

よ

う
な

適
切
な

配
慮
が

な

さ

れ
て

い

な
い

。

ま

た
、

個
々

の

文
脈
に

対
す
る

説
明
注
釈

も
ほ

と

ん

ど

な
さ

れ
て

い

な
い

。

（

こ

れ
は

学
会
誌
と
い

う
性

格
上

、

紙
数

も
制

限
さ
れ
て

い

た

た

め

と

思
わ
れ

、

同

情
は

禁
じ

得
な
い

の

で

あ
る

が
。

）

こ

う

し

た

不

備
に

も
か

か

わ

ら

ず
、

前
述
の

よ

う

な
間

違
っ

た

結
論
だ

け
が

強
調

さ

れ
て

い

る

と
い

う
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感
を

否
め

な
い

の

で

あ
る

。

そ
こ

で
、

改
め

て
、

『

文
句
』

と

『

玄
論
』

に

お

け

る

『

五

百
由

旬
』

の

解
釈
に

関
す
る

両
者
の

全
文

を
、

一

切
省

略

ぜ

ず
、

一

字
一

句

比

較
対
照

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
、

『

文
句
』

と

『

玄
論
』

の

関
係
を

、

若
杉
論
文
を
ト

レ

ー

ス

す
る

形
で

、

考
察
し

て

み

た

い

と

思
う

。

　
　
　
　
二

、

五

百
由
旬
義
の

本

文
対

照

　
　
　
　
　

O
　
旧

釈
の

引
用
批
判

　
　
　
　
（

12
）

　

法
華
文
句

五

百
由
旬
者

、

　

 
基
師
三

界
結

惑
為
二

三

百
（

七
地

所

　

断
習

気
爲
二

四

百
（

八

地
已

上

所
断

無

　

明
爲
＝

五

百
→

　
　
今
謂

、

非
二

正

別
義
→

又
非
三
二

乘

　

通

義
｛

　

「

五

百

由
旬
義
」

の

論

述
は

、

師
の

解
釈
を
引
用
紹
介
し

、

る
。

『

文

句
』

は
、

『

玄
論
』

の

　
　

吉
蔵
と

智
顕
（

平
井
）

　
　
　
　
　
（

13
）

　
　

法
華
玄

論

　
五
百

由
旬
義

、

論
日

、

仏
法
雖
二

復

深

曠一

而
大
要
不
γ

出
二

生

死
涅
槃
迷

悟
二

瞰一

也、

諸

師
盛
引
二

五

百

由
旬一

広
證
二

諸
義
噛

故

須
γ

評
二

其

得

失
→

此

義
若
成

衆
證
皆
立

、

斯
義

若
壊
衆
證

皆
謬
矣

、

 
欠

　
　
『

文
句
』

『

玄
論
』

と

も
、

旧

来
の

諸

そ
の

得

失
を

批
判
す
る
こ

と

か

ら
は

じ

ま

　
「

吉

蔵
説
」

を

含
め

て

六

説

を

あ

げ

（

『

文
句
』

　
の

構
成
で

は

五

説
）

、

『

玄
論
』

は

五

説
を

紹
介

し

て

い

る
。

こ

れ
は

そ
の

『

文
句
』

に

お

け
る

第
一

説
で

あ
っ

て
、

『

玄
論
』

　
に

は

直
接
の

相
当
文
が

見
ら

れ
な
い

も
の

で

あ
る

。

『

文
句
』

　
の

紹
介

す

る

他
の

五

説
は
、

吉
蔵
説
を
含
め

て

こ

と
ご

と

く
『

玄
論
』

に

依
っ

た

も

の

で

あ
る

。

し

か

る

に

こ

の

冒
頭
の

「

基
師
説
」

だ

け
が

見
ら

れ

な

い
。

し
か

し
、

こ

の

第
一

説
の

内
容
は
、

後
に

本

文
対
照
に

よ
っ

て

判

明

す
る
よ

う
に
、

『

玄

論
』

が
「

旧
釈
」

の

第
三

番
目

に

紹

介

す

る

「

有
人

言
」

（

本
稿
で

は

 
に

相
当
す
る
）

と

酷
似
し

た

も
の

で

あ
る

。

し

か

も
そ
れ

は
、

『

文

句
』

の

対
照
箇
所
に

相

当
文
を

欠
い

て

お

り
、

こ

れ

が

若
杉
論
文
の

指

摘
す
る
よ

う
に

、

『

文
句
』

が

最
後
に

自
説

と

し

て

挙

げ
た

も
の

で

あ
る

。

以
下
本

稿
に

お

い

て

論
述

す
る

よ

う

に
、

『

玄
論
』

に

あ
っ

て

『

文
句
』

に

な
い

文
脈
は

多
い

。

し
か

し
、

そ
の

逆
は

極
め

て

稀
で

あ
る

。

と

く
に

第
三

者
の

説
の

紹

介

や

引
用

経

論

で
、

『

文
句
』

に

あ
っ

て

『

玄

論
』

　
に

な
い

文

脈
は

こ

れ
し

か

な
い

。

こ

れ
は

い

か

な
る

理

由
に

よ

る
の

か
。

こ

こ

で

大
胆

な

推
論
を

す
る

な

ら

ば
、

『

文
句
』

の

撰
者
は

、

『

玄
論
』

の

紹
介
す
る

旧

釈
の

五

説
の

う

ち
、

四

説
ま

で

は

そ
の

ま

ま

機
械
的
に

『

玄
論
』

の

論
述
す

る

順

序
に

参
照
依
用
し

た
の

に

対
し

、

第
三

説
の

「

有
人
言
」

だ

け
は

、

こ

れ
を

ア
レ

ン

ジ

し

て
、

『

玄

論
』

と
は

関
係
が

な
い

よ

う
に

冒
頭
に

持
っ

て

来
た

の

で

あ
る

。

そ
の

作
為
の

意
図
は
、

の

ち

に

こ

の

『

玄
論
』

の

い

う

「

有
人
言
」

を

自
説
と
し

て

利
用
し

た

か
っ

た

か

ら
で

あ
る

。

そ
れ

は

何
故
か

と
い

う
と

、

こ

の

説
が

、

『

玄

論
』

　
の

紹
介

す
る

五

説
の

中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
二

九
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吉
蔵
と

智
顕
（

平
井
）

で

は

と

く
に

具
体
的
な

「

断

惑
」

に

関
し

た

も
の

で

あ
り

、

『

文
句
』

が

「

五

百

由
旬
」

を

三
つ

の

視
点
か

ら

解
釈
す
る

際
の

「

約
煩

悩
」

に

と
っ

て
、

極
め

て

有
用
な

説
で

あ
っ

た

か

ら

で

あ
る

。

し

か

し
、

こ

の

問
題
に
つ

い

て

は

の

ち
に

改
め

て

論

述
し

た

い
。

今
は

推
論
の

域
を

出

な
い

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

1

　

 
又

有
家
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
有
人

言、

生

死
有
二

四

種
→

一

流
来

　
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生
死、

二

変
易

生
死、

三

中

間

生

　

流
来
生
死

、

変
易
生
死

、

中

間
生
死

、

分
段

生
死、

但
取
二

三

種一

開
爲
二

五

百
（

不
レ

取一｝
流
来
→

流
来
是
有
識
之

初
反
源
之
始、

故
不
7

説
γ

之
、

　
有
人

難
7

此
云

 勝
鬘
云、

因
五

果
二

、

果
二

者、

謂
二

釧
段

変
易
→

因
五

者
、

謂
二

五

住
→

語
γ

果
既
別
開
三

流
来
与
二

中
間
ハ

語
7

因

亦

応
三

更
広
二

五

住
→

無
ノ

據
不
ノ

可
γ

用、

（

欠
）

死
、

四

分
段
生
死

、

今
但
明一一
三

種

生
死一

以

譬
二

五

百一

不
レ

説
二

流
来→

流

来
是
有
識
之

初
、

今
明
二

反
原
之

始一

調
−

三
百

謂

分
段

生
死、

四
百

是
七
地

中
間
生
死

、

五
百

是
、

八

地
已

上

変
易
生
死

也

評
日

、

此
釈
五

義
爲
〆

失
、

　一

者

四

　
　
　
　
　
　
　
　
 

種
生
死

経
論
無
F

糠、

勝
鬘

云、

因

五

果
二

、

果
二

者
一

分
段
二

変
易

、

因
五

者
謂
五

住
地

、

離
二

二

生
死
一

別

立
二

流
来
生
死

及
中
間

生
死
肉

応
下

離
二

五
住一

外
別

立
二

煩

悩
噛
離
二

漏

無

漏

業一

別

更
立
占

業

也
、

二

者

法
華
明
二

五

百
（

而

不
下

増
爲
二

六
百一

減
成
申

四

百
上

者
、

経
明
二

二

種

生
死一

亦

不
〆

可
二

増
減→

若
二

生
死

遂

有
二

増
減一

則
五

百
義

而
同

然
、

　
　
　
　
◎

大

論
明、

肉
身
菩
薩
即
分

段
、

菩
薩
謂
変
易

、

法
身

　
　
　
 

又
云
、

阿
羅
漢
捨
二

三

界
報
身
ハ

受
二

法
性
身
哨
故
知

、

生
死
二

耳、

（

欠
）

　
　
　
　
三

〇

　
　
　
　
　

◎

三

者
釈
論
云
、

菩
薩
有
二

二

種
身

コ

肉
身

、

二

法
性
身

、

肉
身
則

分
段
生

死
、

法
身
謂
変
易
生
死

、

若
二

生
死

外
別
有
二

生
死
（

応
下

離一一
二

身一

外
別

更
有
去

身
也

、

　
　
　
　
　
　
 

　
　

　
　
　
．

1

四

者
論
又
云

、

阿
羅

漢
捨
二

三

界

肉

身
ハ

受
二

法
性

生
身
叫
故
羅
漢
唯
有
二

二

身
→

則
但
有
二

二

生
死
→

離
γ

二

之

外

無
ご

別
生
死
一

也
、

五

者、

若
以
二

四
百一

為
二

七
地一

則
二

古
口

爲潤
二

亠

ハ

地
→

‡
巾

爾
二

乘

断
惑
便

与一一

六

地一

齊
〆

功、

若
二

乘

断
惑
齊
二

六

　
　
　
　
　
　
　
　
 

ー
◎

1
ー
…

i

地一

者
無
7

有
二

是
處
ハ

ニ

乘
極

久

唯

六

十

劫
或
百

劫
、

菩
薩
至
二

六

地一

時

二

十
二

大
僣

祗
劫

、

略

據冖
二

文一

詳
F

之
、

則
菩
薩
求
二

仏

道一

而
迂
；

廻
二

乘
→

望
二

大
覚一

爲
二

直
路
ハ

而

衆

経

呵
二

斥
二

乘一

便
成
二

妄

説
→

又

大
智

　
　
　
 
1
 

論
云、

二

乘
去
二

仏

道一

迂
廻、

不
γ

如
二

直
往
菩
薩
→

以
二

経

論冖

詳
レ

之

不
〆

応
レ

作
二

此

説一

也
、

此

義
至
二

有

声

聞
無
声
聞
中一

當
二

広
論
p

之、

こ

の

段
は
『

文
句
』

で

は

旧

釈
の

第
二

説
、

『

玄
論
』

で

は

第
一

説
で

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（

14
）

「

五

百
由
旬
」

を

「

四

種
生
死
」

に

配
当
す
る

説
で

あ
る

。

吉
蔵
は

こ

N 工工
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の

説
を
五

義
を

あ
げ
て

難
じ
て

い

る
。

そ
の

「

評
日
」

と
い

う

吉
蔵
の

難
を

、

『

文
句
』

は

「

有
人
此
れ

を

難
じ
て

云

く
」

と

い

っ

て

同
文

を

そ
の

ま
ま

引
い

て

い

る
。

こ

れ
に

よ
っ

て
、

こ

こ

で

『

文
句
』

の

い

う

「

有
人
」

と
は

吉
蔵
の

こ

と
で

あ
り

、

「

五

百

由
旬
義
」

に

関

し

て

も

『

文
句
』

が

『

玄
論
』

を

引
い

て

い

る

の

で

あ
っ

て
、

そ
の

逆
で

は

な

い

と
い

う
こ

と
が

証
明

さ

れ

る
。

『

玄
論
』

の

「

論
難
五

義
」

の

う
ち

、

『

文

句
』

は

第
二

と

第
五

を
省
略

し
て

い

る
。

と
い

う
よ

り

は
、

吉

蔵

の

引
く

『

勝

鬘
経
』

と

『

大
智
度
論
』

　
の

経

証
の

み
を

引
用
し

て

い

る
。

ま

た
、

相

当
文
を

欠
く

論
難
の

第
五
に

つ

い

て

は
、

そ
の
一

部

（

側
線
を

施
し

た

所
）

の

二

句
が

、

次
の

 
1
◎
及
び

 
1
 
に
一

致

し

て

い

る
。

 
有
人
云

 三

百
喩
三
二

界→
四

百
喩
二

七

地
ハ

ニ

国

中
間
難
γ

過
、

五

百

喩
二

八

地
已
上
→

難
者
言

 四

百
喩
二

七

地
袖
則

応
三
二

百

喩
三
ハ

地
2
ハ

地
与
三
一

乘一

齊
7

功
、

◎二

乘
極
久

唯
六
十

劫
或
百

劫、

至
二

六

地一

時
二

十
二

大
僣
旧

祗、
一

  苙　
　 　 　 m

乘1薩

於
二

仏

道「
紐

廻
、

不
7

應
レ

得
γ

齊
、

今
謂

、

此

非
二

別
義→
亦

非
ご

通
義→

こ

の

段
は

『

文

句
』

の

第
三

説
、

 
有
人
云

、

但
有
三

種
生

死
→
如
二

　
　

　
　
　
　

　

 

勝
鬘
所
ロ

説
、

但
此
中
三

百

喩
二

三

界
→

四

百

喩
二

七

地
ハ

ニ

国
中
間
難
γ

可
二

過

度
（

五
百

喩
二

八

地
已

上
叫

評
日

、

経

明
二

七

地
難
可

過

度
噛

就
二

菩
薩
法
中一

自
論一一
難
易
→

云

何
用
三

此

　
　
　

　
　
　
　

　

 

以
化
三
一
乘
人一

耶
、

又
若

以
二

四
百一

喩
二

七

地
（

則
応
三

三

百

喩
三
ハ

地
ハ
則

二

乘
皿

湿

与
二

六

地一

齊
レ

功、

吉
蔵
と

智
顕
（

平
井
）

『

玄
論
』

の

第
二

説
に

当
り

、

『

勝

　
　

　
　
　
　

　
　
（

15
）

鬘
経
』

の

「

二

種
生
死
」

を

る
。

　

 
（

欠
）

「

五

百
由

旬
」

に

配
当
し

た

も

の

で

あ

 
有
人
言
、

断
二

見

諦
惑一

爲 
二

百
ハ

断
二

五

下

分
結一

爲
三
一

百
噛

断
二

五

上

分
結一

爲
二

三

百
→
断
二

恒

沙
煩
惱一

爲
二

四

百
ハ
断
二

無
明一

爲
二

五

百
→

評
日
、

不
γ

然
、

初
果
傾
三
二

界
見
諦
（

已

度
三
二

百
一

半
→

不
γ

応
匕

言「
二

百
→

又

未
レ

断
二

欲
界
思
惟
弗

未
7

度
二

「

百
→

若
過
若
不
レ

及
也

、

又
経

説
三
二

界
爲
二

火
宅
→
二

乘

出
二

火

宅
噛

即

是

度一一
三

百
噛

不
7

応
レ

有
二

此
解冖

也
、

四

百

爲
二

恒

沙｛
五

百
爲
二

無
明
凸

還

配
二

地

位一

者
同
二

前
評一

也
、

　
こ

の

段
は

『

玄
論
』

の

旧

釈
第
三

説
で

、

若
杉
論
文
の

指

摘
す
る

よ

う
に

『

文

句
』

　
の

最
後
に

載
せ

る

天
台
の

自
説

で

あ
る

（

 
ー

 
参

照
）

。

し

か

し
、

前
述
の

よ

う

に
、

こ

の

「

有
人
説
」

は

『

文
句
』

　
の

第
一

説
「

基
師
説
」

と

類
同
し

て

い

る
。

す
な
わ

ち
、

こ

の

説
の

い

う

「

五

下
分
結
」

と

は

下
分

、

す
な
わ

ち

欲

界
に

衆
生
を

結
び
つ

け
て

い

る
五

種
の

煩
惱
（

欲
貪、

瞋
恚
．

有
身
見
．

戒
禁
取
見
．

疑
）

で

あ

り
、

「

五

上

分
結
」

と
は

、

上

分
、

す
な

わ
ち

上
二

界
（

色
界
．

無
色
界
）

に

衆
生
を

結
縛
す
る

五

種
の

煩

悩
（

色

貪
．

無
色
貪
．

掉
挙

．

慢
・

無
明
（

癡
）

）

の

こ

と

で

あ

る
。

し

た

が
っ

て
、

「

有
人

言
」

の

「

五

下

分
結
を
断

ず

一

三
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吉
蔵
と

智
顕
（

平
井
）

る

を

二

百
と

な
し

、

五
上

分
結
を
断
ず
る

を

三

百
と

な

す
」

と

い

う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
へ

説
は

、

要
約
す
れ

ぽ

「

三

界
の

結
惑
を

三

百
と

な
す
」

と

い

う

『

文

句
』

の

第
一

説
「

基
説
」

に

同
じ
で

あ
る

。

さ

ら

に
、

「

有
人
言
」

　
の

「

恒
沙
煩
悩
爲
二

四

百
一
」

は

『

文
句
』

の

自
説
で

は
「

塵
沙
爲一一
四

百

こ

と

な
っ

て

い

る
。

つ

ま

り
、

「

有
人
」

の

「

恒
沙
煩
悩
」

を

天
台
は
「

塵

沙
惑
」

と
い

う
自

家
に

特
有
な
表
現
に

変
え
た

の

で

あ
る

。

も
し

若
杉

論
文
の

い

う
よ

う

に
、

吉
蔵
の

「

有
人
言
」

が

天
台
の

「

自
説
」

を

引

用
し

評
破

し

て

い

る

の

で

あ
れ
ぽ

、

吉
蔵
は

な
に

も
こ

の

「

塵
沙
の

惑
」

と
い

う

天

台
に

特
徴
的
な
こ

の

こ

と
ば

を
、

お

ざ

わ

ざ
「

恒
沙
の

煩
悩
」

に

変
え
る

必
要
は

な
か
っ

た
の

で

あ
る

。

そ
う
で

は

な

く
て

、

『

文
句
』

が
こ

れ

を
と
っ

て

　
「

自
説
」

と

な
し

た

た

め

に

「

恒
沙
煩

悩
」

が

「

塵
沙
（

惑
）

」

に

な
っ

た
の

で

あ
る

。

「

塵
沙
（

惑
）
」

と

は

『

倶
舎
』

の

「

不
染
汚
無
知
」

、

『

唯
識
』

の

「

所

知
障
」

に

相

当
し

、

『

勝

鬘
経
』

に

い

う

「

二

種
生
死
」

で

い

え
ば
、

三

界
外
の

輪
廻
に

相

当
す

る

「

変
易
生

死
」

　
の

助
縁
と

な
る

も
の

で

あ
る

。

　
こ

れ

を

『

文

句
』

の

「

基
説
」

で

は

広
く
「

習
気
」

と

し

て
、

「

七

地
所
断
習

気

爲
二

四

百
一
」

と
い

っ

た

の

で

あ
る

。

最
後
の

「

断
二

無
明
一

爲
二

五

百一
」

の

は

字
義
の

上
で

も
三

者

全

同
で

あ
る

。

こ

の

場
合
の

無
明
と

は

「

五

住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（

16
）

地
惑
」

の

第
五
の

「

無
明
住
地
」

の

こ

と

で

あ
る

。

吉
蔵
の

「

評
日
」

の

最
後
に

「

地

位
」

に

配
す
る

の

は

前
評
同
様
に

不

可
で

あ
る

と
い

っ

て

い

る

が
、

こ

れ
は

『

文
句
』

の

「

基
説
」

に

対

す
る

天

台
評
の
「

非
二

正

別
義
噛

又
非一一
三

乘
通

義
こ

と
い

う
に

同
巧
異
曲
で

あ
る

。

三

二

　
と
に

か

く
、

こ

の

『

玄
論
』

の

第
三

説

「

有
人
言
」

と

『

文
句
』

の

「

自
説
」

と
は

全

同
で

あ
る

。

し

た

が
っ

て
、

こ

れ

だ

け
に

限
定
し
て

い

え

ば
、

若
杉
論
文
の

い

う
よ

う
に

、

『

文
句
』

　
の

天

台
説
を
吉

蔵
は

「

有
人
言
」

と

し

て

『

玄
論
』

に

引
い

た

と

見
る

こ

と

は

可
能
で

あ

る
。

同
時
に

、

筆
者
の

い

う
よ

う
に

、

『

玄

論
』

の

「

有
人
言
」

を
『

文

句
』

は

あ
た

か

も
「

自
説
」

の

如
く
依
用
し
た

と
い

う

主

張
も

、

全

く

対

等
に

成
り
立
つ

の

で

あ
る

。

と
い

う
こ

と

に

な
れ

ば
、

そ
の

い

ず
れ

が

正

し
い

か

は
、

「

五

百

由
旬
義
」

に

関
す
る

両
者
の

相
互
の

依
用

関

係
、

構
成
全
体
か

ら

判
断
さ

る
べ

き
で

あ
る

し
、

さ

ら

に

は
、

前

述
の

よ

う

に

『

文
句
』

と

『

玄
論
』

の

全

体
的
関
係
か

ら

総
合
的
に

判
ず
べ

き
問
題
で

あ
ろ

う
。

筆
者
の

意
見
は

、

す
で

に

第
一

節
「

若
杉
論
文
批

判
」

に

お

い

て

示

唆
し

た

通
り

で

あ
る

。

 
有
人

言
、

三

界
爲
三
二

百
→
七

住
及

二

乘
爲
二

四
百
→

七

住
已
上

爲
二

五

百
門

　
こ

の

段

は

『

文
句
』

の

第
四

説
、

論
』

の

第
二

説
 
に

近
く

、

五

百

を

七

地
以
上

に

配

す

る
か

八

地

以
上

に

す
る

か

の

違
い

で
、

吉
蔵
の

「

評
日
」

も

簡
単
で

あ

る
。

『

文

句
』

は

全

く
そ
の

ま
ま

引
用
し
て

い

る
。

　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

　

 
如
二

大
経
云
→

初
果
入

万

劫

至
二

菩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
有
人
云

、

如
三

大
経
云
二

須
陀
疸
八

 
有
人

言
、

三

界
爲
三
二

百
ハ

七

住
及

二

乘
爲
二

四

百
（

七

地
已

上
爲
二

五

百
噛

評
日

、

三

界
爲
三
二

百一

則
如
訌
肌

到一

也、

後
二

還
以
配
レ

地
過
同
二

於
前噛

『

玄
論
』

の

第
四
説
で

あ
る

。

『

玄

提
心

處
→

如
二

三

根

人一

至
二

此

處一

即

万
劫
到

、

乃
至

辟
支
仏
人
十
千

劫
到
→

N 工工
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領
解

、

 五

種
人
至
二

此

處
噛

名
γ

度
二

五
百一

也、

此
取
二

極
鈍一
故
云
二

八

万

劫
到
→

利

人

不
二

必

爾
噛

如
下

仏

世

得
二

四

果一

者
か

聞
二

法

華一

皆
発
心

、

何
必
八

万

劫
、

難
云
、

◎経
明
下

度
三
二

百
由

旬一

立
中

ニ

　

　
マ

　

マ

地
か

豈

是
度
三
二

人一

也、

 若
五

人

並

発
二

菩
提

心一

名
7

度
二

五

副
 乃

大

経
之
一

意
、

明
三

五

人

発
心

離
；

於
五

位
→

非
二

此
中
意
→

 此
中
明
下

三
百

是
権

度

在一一
化

城
噛

五

百
至
二

宝
所一

名
二

実
度
→

廃
二

化
城一

進
中

宝

所
か

若
五

人
皆
度
皆
進、

失
二

化
城

譬
意
→

到
者
至
二

於
菩
提
心

處→

如
二

三

根
人

ー
 以

三

五

種
人

来
二

至

菩
提
心

處一

故
言
γ

広
二

五

百
一

也
、

此
取
二

極
鈍
根
人一

故

云
二

入

万

劫
到噌

耳
　

若
利
根
人

不
三

必
須
二

多
劫→
釈

迦
一

期
出
世
得
二

四

果一

者
、

也
、

評
日

、

聞
二

法
華一

皆
発
心

即
名
レ

至

　

　
　
　
　
◎

是
義
不
レ

然
、

経

明
下

度一一
三

百

　

　
　
　
　

　
　
　
O
　
　
　

O

耶傭
 
　豆

　　二
　　 乘
　　 地
　　 琶
　 　 　

　　 是

　　度
　　 孟

　　6

問
、

五

人
並
発
二

菩
提

心一

名
二

度
五

百
→

如
二

初
果一

経
二

入

万

劫一

発
二

菩
提

心
→

是
超
二

二

乘
地一

名
二

度
五

百
噛

　
　
　

 

評
日

、

此

乃
是
大
経
明
三

五

人

発

心

離一
於
五

位
→

今
非
二

此

中
意
→

所
二

以

然一

者
、

上
来
皆
明
二

権
実
之
義剛

今
譬

　
　
　

　

 

亦
明
二

権
実
→

度
三
二

百一

立
二

化
城一

此

是
権

、

度
二

五
百一

至
二

宝

所一

名
爲
7

実
、

故
廃
二

化

城一

進
二

宝

所
ハ

若
明
γ

度
二

五

人一

者
、

皆
是
進
二

宝

所一

譬
、

失
下

立
二

化
城「

譬
意
卸

故
此

非
解
也、

　
『

玄
論
』

の

第
五

説
、

旧

釈
五

家
を

あ
げ
る

最
後
で

あ
る

。

『

文
句
』

で

は

第
五

説
に

な
ら

な

け
れ

ば
な
ら

な
い

が
、

『

文
句
』

は

こ

れ

を

先

　
　

吉
蔵
と

智
顎
（

平
井
）

の

第
四

説

（

 
）

の

延
長
と

み

な
し

、

『

涅
槃
経
』

に

よ

る

そ
の

経
証

の

如
く
解
し

て

い

る
。

し
か

し
、

第
四

説
と

第
五

説
と

は

全
く
異

質
で

あ
る

。

『

玄
論
』

と

照
合
す
れ
ば

そ
れ

は
一

目

瞭
然
で

あ
る

。

『

文

句
』

の
一

字
一

句
す
べ

て

『

玄
論
』

に

依
っ

て

い

る

が
、

内
容
的
に

は

錯
乱

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
（

17
）

の

跡
が

見
ら
れ
る

。

例
え
ば

、

こ

こ

で

引
く
『

涅
槃
経
』

の

趣
旨
は

、

声
聞
の

四

果
と

辟
支
仏
の

五

人
が

、

長
い

時
間
に

は

菩

提
心

を

発
し

て

無
上

正

等
覚
を

そ

れ
ぞ
れ

得
す、

と
い

う

も
の

で
、

「

有
人
説
」

は

こ

れ
を

「

五

人
並
発
二

菩
提
心
一

度
二

五

百
一
」

と

応
用
し

た

の

で

あ
る

。

し

か

し
、

こ

れ
が

そ
の

ま

ま

『

法

華
経
』

の

「

五

百

由

旬
譬
」

に

は

当
て

は

ま

ら

な
い

、

と
い

う

の

が

吉
蔵
の

「

評
日
」

で

あ
る

。

吉
蔵
は

「

評

日
」

で
、

　
「

経
（

法
華
経
）

に

三

百
由
旬
を

度
っ

て

二

乘
地
を
立
つ

と

明
か

す
。

豈
に

是

れ
五

人
を

度
す
る

や
」

と
い

っ

て

い

る
。

『

文

句
』

　
　
　

　
　
　
　

　
ヘ

　
　

ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ

　
　

へ

で

は

吉
蔵
の

「

度
二

五

人
こ

が

「

度
二

三

人
一
」

に

な
っ

て

い

る
。

こ

れ

は

単
純
な

写
誤
と

し
て

も
、

次
の

 
と

 
は

、

『

玄
論
』

に

お

い

て

は

明
ら

か

に

対
立
す
る

「

有
人
言
」

と

吉
蔵
の

「

評
日
」

の

二

文
か

ら
成

っ

て

い

る
。

し

か

る

に

『

文
句
』

で

は
こ

れ
が

連
続
し

た
一

文
に

な
っ

て

い

る
。

し
た

が
っ

て

「

若
し

五

人
並
び

に

菩
提
心
を

発
す
を
五

百
を

度

す
と

名
つ

く
れ
ば

、

乃
ち

大
経
の
一

意
な

り
」

と

読
ま

ざ
る

を

得
な

い
。

し

か

し

そ

れ
で

は

「

有
人
説
」

を

肯
定
す
る

こ

と

に

な

り
、

問

題

の

所
在
が

不
明
に

な
っ

て

し

ま

う
。

『

玄
論
』

は
、

こ

の

「

有
人
説
」

と

は

異
な
っ

て
、

『

捏
槃
経
』

の

意
味
は

、

「

五

人
が

発
心

し

て

五

人

（

そ
れ
ぞ
れ
の
）

位
を

離
れ
る
」

と
い

う

趣
旨
に

解
す
べ

き

だ

と

い

っ

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

三
三
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吉
蔵
と

智
顕
（

平
井
）

て
、

『

法

華
経
』

の

讐
喩
に

妥
当
し

な
い

こ

と

を

強
調

し

て

い

る
の

で

あ
る

。

内
容

を

考
え

な
い

機
械
的
な

依
用
に

よ

る

錯
乱
で

あ
る

。

　

ま
た

、

『

文

句
』

は
、

前

に

は

「

人
難
γ

之
云
」

（

 
）

或
い

は
、

「

難
者
云
」

（

 
）

の

よ

う
に

、

引
用
し

た

有
人
説
に

対
す
る

批
評
も

、

明

ら
か

に

第
三

者
の

評
言
（

こ

の

場

合
は

い

ず
れ
も
『

玄

論
』

の

吉
蔵
評
）

で

あ
る
こ

と
が

判
る

よ

う

な

引
用
の

仕
方
を

し

て

い

た
。

し

か

し
、

こ

の

段
で

は
、

本
文
対

照
か

ら

も
明

ら
か

に

吉
蔵
の

「

評
日
」

で

あ

る

も

の

を
、

あ
た

か

も

自
ら
こ

れ
を
評
し

た
か

の

如
く
「

難
云
」

と
い

っ

て

　
　
　
　

　
（

18
）

い

る

の

で

あ
る

。

　
こ

の

段
は

、

吉
蔵
の

以
上
五

家
の

旧

釈
に

対

す
る

総
評
で
、

さ
す
が

に

『

文
句
』

に

は

な
い

。

　
　

　
　
　

⇔

吉
蔵
の

解
釈

 
有
人
云
、

 三

界
爲
三
二

百
門
声
聞

爲
二

四

百
→
縁
覚

地
爲
二

五

百
→

 
次
総
評

、

上
来
諸
釈

皆
非
二

経
意
→

所
二

以
然一

者、

此
経
三

周

説
二

権
実→

有
二

法
譬一

有
二

合
譬
→

此
五

百

由
旬
亦

有
二

合
譬
｛

諸
経
師
不
レ

観
二

合

譬

文
→

不
ド

解
二

合
譬
意噛
故

引
二

余
處

経

意一

以
釈
二

此
文
→

故
皆
僻
謬
也、

　

　
　
　
　

　
　
　
　
　
こ

れ
は

 
次
出
二

今
譬
意
今
所
釈一

者、

 

1
三

界

爲
三
二

百
ハ

声
聞

地
爲
二

四

百
→

縁
覚
地

爲
二

五

百一

也
、

問
、

以
二

何
義一

故
作
二

此

釈一

耶
、

答
、

今
以
二

二

義一

作
二

如
ノ

此

剣
朔

 凡

夫
三

界
障、

二

乘
涅
槃
障、

有
空
二

見
、

◎

1
亦
是

 華
厳
藥
樹
不
γ

生
二

深
水

火

坑
→

火

坑

即
三

界、

深
水
即
二

乘、

 三

界
是
二

乘
之
牢
獄、

之
牢
獄

、

 又
是
幅

智
二

辺
、

二

乘
是
菩
薩

三

四

一

者
三

百

爲
二

几

夫
地
→

二

百

爲
二

二

乘

地
噛

此
二

障
二

於

仏

道
ハ

欲
γ

求
二

仏

道一

須
γ

免
二

斯
二

障哨
故
釈

論
云

、

菩

薩
退
有
三
一

事
コ

貪
三
二

界
→

二

樂
二

二

乘
→

今
冤一一
二

退一

故

得
ン

入
二

菩

薩

　
　
　

　
　
　
◎

位「

進
至
二

宝

所哨

又

三

界

名
二

有

見

地
→

二

乘
名
二

空

見
地
→

空

有
二

見
傷
二

菩
薩
中
道
正

観→

今
欲
下

修
二

菩
薩
行一

求
中

於
仏

道
か

応
7

離
二

此

二

地一

也
、

 又
三

百
以
二

生
死一

爲
『

障
、

二

百

以
二

涅
槃】
爲
γ

障
、

地
論
云、

菩
薩
度
二

五

道一

復
浄
二

涅
槃
→

以
下

五

道
与
二

涅

　

　
　
　
　

　

 

　
　

　

　
　

　

　」

槃一
皆

是
障
上

故、

又

華
厳
云

、

大

藥

王

不
γ

生
二

二

處
→

一

者
深

水、
　
二

者
火
坑

、

火
坑
深
水
即

是
二

乘

及

邪

見
凡

夫
、

此
二

不
γ

能
γ

生
二

菩

提

心

大
藥
樹
王
根
→

是

故
菩

薩

須
〆

離
二

此

二

地一

也、

 又
三

界
是
二

乘

牢
獄

、

二

乘
地

是
菩

薩
牢
獄、

故

二

乘
欲
7

出
二

三

界
→

菩

薩
欲
レ

出
三
一
乘

地一

也、

 又
三

界
凡
夫
多
修
三

碣

徳一

而

無
二

智

慧哨
二

乘

之
人
多
有
二

智
慧一

而

無
三

幅

徳噛

以一一
二

輪
不
具一

無
r

由
レ

至
γ

仏
、

故

須

離
γ

之
方
登
二

大
覚一

也
、
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 不
レ

能
二

自
行
哨

不
7

能
〆

化
γ

他
、

吉
蔵
と

智
顕
（

平

井
）

　

　
　

　

　

 

又

行
有
二

三

種

コ

者
凡
夫
不
二

能

自

行
→

亦

不
二

能
化
他
行→
二

者
二

乘

但

能
自
行、

亦
不
二

能
化
他
行
噛

則

行
不
二

具
足
ハ

菩
薩

修
二

自

行一

故

出
二

凡

夫

地
ハ

修
二

化
他
行一

故
離一一
二

乘
地一

也
、

又
攝

大
乘
及
地

持

論

明
γ

障

有
二

二

種

二

惑
障

、

二

智
障

、

脱
三
二

界
煩

惱一

但

離
二

惑

障
ハ

未
7

離
二

智

障
→

若

出
三
一

百一

便
離
二

二

障一

也、

又
生
死

有
三
一
種

2

分
段
二

変
易、

若
凡
夫

受
二

分

段
→
二

乘

受
二

変

易｛

離
二

凡

夫一

故

不
〆

受
二

分

段
→

離
二

二

乘一

故
不
7

受
二

変
易
ハ

又

生
死
因

縁
凡

有
二

二

種噛
一

有
漏
業
因
四

取
爲
γ

縁
、

二

無
漏
業
因
無
明

爲
〆

縁
、

凡
夫

有
二

有
漏

業
及
四

住
煩
惱
噛

二

乘
有
二

無
漏

業一

有
二

無
明
煩
惱
→

今
度
二

此

五

百一

則
断
二

此
因

縁
｛

故
生
死

永
尽

也
、

問
、

若
如
二

後
三

義一

還
同
二

旧

釈一

耶
、

答
、

旧
不
下

数
三
一

乘一

爲
中

二

百
b

豈

同
γ

旧
耶、

次
引
證

、

問
、

此

釈
出
二

何
處一

耶、

睾

答
、

釈

論
解
二

大
品
聞
持
品一

云
、

菩

薩
度
二

四

百
由
旬｝

則

去
二

仏

道一

不
γ

 大

品
明
二

四

百

由

旬
叫

合
三
→
乘一

爲
二

一

百
→

法
華
開
爲
二

五

百
→

 大
品
明
三

菩
薩
度
二

凡

聖

二

地
噛

未
7

明
二

二

乘

是
権
→

闕
二

化
城
之
意
→

 既
未
7

論
二

化
城
→

亦
未
γ

明
二

宝

所→

答、

大
品
巳

顕
実
故

辨
二

宝
所
嚇

未
γ

開
7

権
、

不
γ

明
二

化
城
弗

 

−
下

文
云

爲
二

止

息一
故

説
三
一

捏
槃
（

此
令
γ

度
二

三

百
由
旬一
也

、

 汝
所
レ

住
近
二

於
仏

慧
→

此

令
γ

出一一
二

百

由
旬一
也、

遠
、

論
云

、

三
百

喩
二

三

界
→

四

百

喩
二

＝

乗
地
噛

菩
薩
度
二

此
二

地一

知

必

作

仏
、

 
−

但
、

大
品
合
二

二

乘一

爲一
二

百
→

法
華

開
爲
三
一

百
ハ

雖
二

開
合
不

同一

意

無
〆

異
也

、

問
、

大
品
巳

明
二

此
譬一
者
與
二

法
華
一

何
異
耶

、

 答
、

大
品
但

明
E

菩

薩

度
二

凡
聖

二

地
→

未
γ

明
二

二

乘
爲
廿

権
、

猶
闕
二

化
城

之
意一

也、

 問
、

既
未
ノ

辨
二

化
城
→

亦
応
ノ

未
7

明
二

宝
所一

耶
、

答、

大
品
巳
明
二

顯
実

相
噛

故

辨
二

宝

所
→
猶

未
二

開

権一

故

不
γ

明
二

化

城一

劃
、

問、

大
品
可
下

用一一
此
喩一

法
華

何

必

同
上

耶
、

 答
、

下
合
二

化
城
譬一

中

仏

自

作
二

此

説一

也
、

如
下

経
云
中

仏
知
二

是
心

怯
弱

下
劣一

爲
二

止

息一

故

説
中

二

涅

槃
か

此

合
二

度
三

百
由

旬
譬一

也
、

若
衆
生
住
二

二

地
哨

如
来
爾
時
即
便
爲

 説
三

汝
所
住
地

近
二

於
仏
慧→
此
合
二

度

二

百
由

旬
譬一

也、

文
既
分
明

無
二

勞

三
五
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吉
蔵
と

智
顕
（

平
井
）

文
既
分
明

無
二

勞
惑一

也
、

惑一

也
、

而
経
師
都
不
γ

見
二

此

文
噛

横

引
二

余
事一

以
釈
故

失
二

経
旨一

也
、

又

不
下

以
二

二

地｝

爲
中

二

百
か

復
以
二

何

文一

合
二

二

百一

耶、

又

責
二

旧
経
師一
日

、

譬
説
之

中

明
二

一

化
城
→

今
合
譬
文

何

故

乃

明
二

二

地
→
不
レ

応一
二

二

相

違
哨

　

 
段
以
降
は

、

「

五

百

由
旬
」

の

譬
に

対
す
る

吉
蔵
の

解
釈
で

あ

る
。

『

文
句
』

は

こ

れ

を

第
六

番
目
（

『

文
句
』

の

構
成

で

は

第
五

番
目
）

の

「

有

人

説
」

と
し

て

引
い

て

い

る
。

吉

蔵
は

、

こ

の

よ

う

な

解
釈
を

な

す
所

以

を

「

義
」

と

「

文
」

の

二

面
か

ら

説
い

て

い

る
。

二

者
」

以
下

が

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
（

19
）

第
一

の

「

義
理
」

に

相
当
し

、

「

次
引
證
」

以
下
が

「

文
證
」

で

あ
る

。

『

文
句
』

は

 

1
 
に

い

た

る

各
文
を
か

な

り
恣
意
的

に

引
い

て

い

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
（

20
）

る
。

 
の

『

華
厳
経
』

の

「

藥
樹
の

喩
」

は
、

吉
蔵

に

よ

れ
ば

「

深

水
」

が

三

界
邪

見
の

凡
夫
で

、

「

火
坑
」

が

二

乘
で

あ
る

。

『

文
句
』

で

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
（

21
）

は

こ

れ
が

逆

に

な
っ

て

い

る
。

な
お

、

こ

の

経
の

引
用
は

取
意
で
、

『

文
句
』

は

吉
蔵
が

取
意

し
て

引
い

た

文
を

そ
の

ま

ま

依
用

し

て

い

る
。

こ

う
し
た

例
は

多
く

、

こ

れ

に

よ
っ

て

『

文
句
』

の

数
多
い

経
証

が
、

『

玄
論
』

か

ら
の

孫
引
き
の

場
合
が

多
い

こ

と
が

判
る
の

で

あ
る

。

　

『

文
句
』

の

吉
蔵
説
の

引
用
は
、

単
に

「

有
人
説
」

の

紹
介
と
し

て

み

て

も
、

あ

ま

り
に

断

片
的
に

過
ぎ
て

、

『

玄
論
』

を

参
照
す
る
こ

と

な
し

に

は

意

味
が

取
れ

な
い

恐
れ

が

あ
る

。

こ

の

点
は

若
杉
論

文
の

指

摘
す
る

通
り
で

あ
る

。

こ

と

に

「

義
」

に

関
す
る

部
分
で

そ
の

傾
向

三
六

が
甚
だ
し

く、

「

文
証
」

の

部
分
で

は
、

か

な
り

頻
繁
に

依
用
す
る

傾

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　
（

22
）

向
が

あ
る

。

な
お

「

引
證
」

の

は

じ

め

に

引
く
『

大

智
度
論
』

の

文
は

『

文
句
』

の

こ

の

段
の

対

応

箇
所

に

は

見
ら

れ

な
い

が
、

次
段
の

 
1

 
に

相
当
文
を

見
出
す
こ

と

が
で

き
る

。

　
　

　
　

　

⇔
　
二

乗
の

六

同

十
異

　
　

　
　
　

 

　

 
又
明、

二

乘
六

義
同

、

十
義
別

、

9
　
　
　
　

⇔

　
　
　
　
　
⇔

同
出
三
二

界
→

同
尽
二

無

生
噛

同

断
二

正

1
 

　
　
　
　
　
　
　

 

使
→

同

得
二

有
余

無

余
→

同

得噌
二

切

−
 

智
（

同

名
二

小

乘
→

所
以

合
爲一
二

化
城
→

 別

開
二

十

義哨

齢
久
近
六

＋

劫
百

劫
故

仲
利

鎚

⇔

　
　
　
　
　

 

　
　

ー
 

従
7

師

独
悟、

無
悲
幽

羊
、

有
相
無

i
丙
lIIL

 

相、

観
略
広

、

能
説
得
二

四

果
法
→

不
三

　

　

　
　

　
　

　

 

能

説
γ

法

得
二

煖

法
→

在
二

仏

世
｛

不
〆

　

　

　

鋤

　
　
　
　

伊
1
−
lll

在
二

仏
世
→

頓
證

漸
證

、

多
現
γ

通
、

少

ー
 
今
明
二

開

食
皆

有
二

其

旨

欝

合一

者
略
明
二

六
芭

我
→

e
同
出
三
二

界
→

口
同
得
二

尽
無
生
智
→

⇔
同
断
二

正

使一

尽
、

軸
同

得
二

余

無

余
二

涅
槃
→

 
望
二

波
若
三

慧

品一

同

得
二

一

切
智
（

因
同
名
二

小
乘
（

以
二

六

義
同一

故

合
二

二

乘一

爲
二

化

捌
→

 而
開
爲
三
一

地一

者
略

明
二

十

義哨
e
行

因
久
近
如
二

百
劫
六

十

劫一

等
、

⇔
根

有
二

利
鈍
→

日
従
師
与
二

独
悟
→

四
声
聞

無
二

大
悲
→

縁
覚
有
二

小

悲
門

如
二

鹿
犀

之
喩→

現
二

釈
論一

也
、

面
声
聞
不
三

必
有
二

相
好一
縁
覚
必

有
、

但
小
多
不

定
、

因
声

聞
観
法
略

、

謂
四

諦
、

捌

覚
観
法
広、

謂
十
二

因

縁
、

 
声
聞

説
法
則
令
三

人

悟
二

聖

道一

縁

覚

不
γ

能
γ

令
下

至
二

煖
法一

及
得
中

賢
聖
上

事
、

出
二

大
経
｛

囚
羅
漢
必

在
二

仏
世
→

縁
覚
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◎火
宅
三

車、

今
爲
三
一

百
→

三

根
同
爲
二

火
宅一

所
レ

焼、

三

根
求
γ

出
故
三

車
、

仏
道
長
遠、
二

乘
是
悪
道
故
二

百

須
γ

幽仏
乘
非
7

障、

但
明
二

二

百
（

 何

劉
川
開
γ

三、

約
F

聖

開
レ

ニ
、

此

引
進
之
言
耳

、

所
度
猶
少
　
未
度
猶
多

。

吉
蔵
と

智
顎
（

平
井
）

不
定

、

 
声
聞
或
頓
證
二

四

果一

或
復

潮

ー
如
二

三

蔵
仏
→

ω
縁

覚
現
通
多
説

法
少

、

声
聞
不

定
、

以
レ

具
二

十
義一

故

開
爲
三
一

地
門

是

故

三
百

譬
二

三

界
→

二

百

喩
二

二

地一

也、

◎
旨

ー−
III

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　

　

し

問
、

譬
喩
品
何

故

合
三
二

界一

爲一
二

宅
→

開
二

教
門一

爲
三
二

乘
→

今
何
故
開
二

一

宅一

爲
二

三

百
→

合
三
二

乘【

爲
二

二

司

剰
、

答
、

前
明
下

同

爲
二

苦
火一

所
占

焼
、

故

合
爲一
二

宅
→

求
〆

出
者
有
二

三

根
人
不

同→
故
　
門
開

爲
三
二

乘一

也、

今
明
二

仏
道
長

遠
→

三

界
及
二

乘
地
是

大

悪
之
道、

要
須
度
γ

之

然
後
得
仏、

是
故

開
二

宅一

爲
二

三

界
→

三

乘
中
但

二

乘
地
是

障
、

明
二

二

百一

也
、

 −
ー、

仏
乘
非
〆

障
、

故
但

問
、

何
故
以
二

凡
夫
地一

爲
三
二

百
→

小

乘
地
爲
三
一
百一

耶
、

答
、

蓋
引
二

進
之一

言、

明
下

汝

所

度

已

多、

汝
所
住
地
近
二

於

仏
慧
→

唯
ニ

　
　
　
　
　
マ
マ

百
在
耳、

當
二

怒
力
精
進
→
宝

所

不
う

遙
、

以
レ

理

言
γ

之
則
所
度
猶
少、

未
度

猶

多
、

二

乘
発
心

始
入
二

十

信
→

方
経
二

五
十
二

位
三

十
三
偶

祗
劫一

方
至
レ

仏

若
爾
未
レ

成
二

了

義→

仏
道
雖
7

長
、

如
二

萬
里

行
但
五
百

是

ー
 問、

二

百

是
二

乘
難

、

三

界
是
凡
夫

難、

菩
薩
有
μ

難
不、

菩

薩
不
下

以
二

火
宅一

爲
う

難
、

不
γ

応
二

求
γ

車
而
出
→

既
求
μ

車
出

、

何

不
下

爲
二

二

百一

所
亡

障
云
云、

 大
論
六
十
六
云

、

険
道
是
世
間

、

一

百
由
旬
是
欲
界

、

二

百

色
界

、

三

百

色
界

、

四
百

是
二

乘、

又

倒
出
γ

数
、

　一

百

是
二

乘
道、

二

百

是
無
色

、

三

百
是
色
界

、

四

百

是
欲

界
、

此
経
明
二

五

百

由
旬一

即

菩

薩
道、

若
過
二

五

百
一

即
入
二

仏

道一
云

司人

師
及
経
論
異
出
如
γ

前、

耳、

爾
前
極

長
百

劫
修
行
故

、

所
γ

度

猶
少
也

、

問、

若
所
度
巳

多
、

是
引
二

進
之
二

言
、

則
此

経
未
7

成
二

了

義一

耶
、

答
、

深
有
〆

旨
也

、

明
二

仏
道一

雖
7

長
、

若
能
度
二

凡
夫

地一

及

離
三
一

乘

地一

者
、

後
進
修
行
不
二

復
爲
F

難、

故

名

爲一「
近
仏
→

如
二

萬

里
之
行
唯
五

百

里

多
，

難
、

倒
、

若
過
二

此
道一

則
前
進
爲
ノ

易

三

七
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と

智
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（

平
井
）

　
こ

の

段

も
引
続
き
吉
蔵
の

自
説
の

展
開
で

あ
る

が
、

と

く
に

二

乘
の

涅
槃
を

化

城
に

喩
え
る
こ

と

に

因
ん

で
、

声
聞
、

縁
覚
と

い

う

二

乘
の

開
合

、

つ

ま

り

共
通
性
（

合
）

と

別
異
性
（

開
）

を

論
じ

た

も
の

で

あ
る

。

こ

の

段
に

関
し

て

は
、

『

文
句
』

　
は

簡
略
化
さ

れ
て

は

い

る

が
、

　
ほ

ぼ

全
面
的
に

『

玄
論
』

を

依
用
し

て

い

る
。

と

く

に

同
の

六

義
（

 
）

と

別
の

←
義
（

 
）

は

全
同
で

あ
る

。

た

だ

別
義
の
m

四

に
つ

い

て

は

『

玄

論
』

で

は

「

声
聞
に

は

頓
証
と

漸
証
の

二

義
が

あ
る

の

に
、

縁
覚
は

必

ず
頓
証
で

あ
る
」

と
い

う
の

が

趣
旨
で

あ
る

が
、

『

文
句
』

　
は

こ

れ

を

「

頓
証
と

漸
証
」

の

よ

う

に

割
切
っ

て

い

る
。

な
お

、

同
じ

吉
蔵
説
で

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（

22
）

も
『

義
疏
』

で

は

「

七

同

十

異
」

に

増
広
さ
れ

て

い

る
。

こ

の

点
か

ら

推
し

て

も

『

文

句
』

は

『

義

疏
』

に

依
っ

た

の

で

は

な

く
、

専
ら

『

玄

論
』

を

参
照
し

た

こ

と
が

う
か

が

わ

れ
る

。

◎
以
下
は

問

答

で

あ

る

が
、

『

文
句
』

は

簡
に

過
ぎ
て

『

玄
論
』

を

参
照

し

な
い

と

意

昧
不

明

な
も
の

が

多
い

。

例
え
ば

、

 
の

意
味
は
、

「

五

百

由
旬
の

う

ち
、

何

故
凡
夫

地

を

以
て

三

百
と

な

し
、

小
乗
地

を
以

て

二

百
と

な
す
の

か
」

と
い

う

の

が

問
の

意
味
で

あ

る
。

そ

れ
に

対
す
る

答
は

、

「

す
で

に
（

三

百
と
い

う
）

多
く
を
度
し

、

今
い

る

所
は

仏
慧
に

近
く

、

た

だ

二

百
を

残
す
の

み

で

あ

る
。

努
力
精
進
す
べ

き
で

、

宝

所
も

間
近
で

あ
る

と

人

々

を

引
進
す
る

こ

と

ぽ
だ

か

ら
で

あ

る
」

と
い

う
の

で

あ
る

。

そ

れ
が

経
の

趣
旨
で

も
あ
る

。

し

か

し
、

こ

こ

で

吉
蔵
は

さ

ら
に

敷
衍
し

て
、

理

論
的
に

い

え

ば
、

凡

夫
地
か

ら
二

乗
地
に

い

た
る

は

む
し

ろ

易
く
、

二

乗
地
か

ら

仏
地
に

い

た

る

方
が

よ

り

困
難
で

あ
る

と

述
べ

て

い

る
。

三

八

そ
れ

が

次
の

「

所

度
猶
少

、

未
度
猶

多
」

の

意

昧
で

あ

る
。

こ

れ

を

『

文
句
』

は

全
く

無
造
作
に

、

「

問
」

の

　
「

答
」

に

し

て

し

ま
っ

て

い

る
の

で

あ
る

。

し

た

が
っ

て
、

「

何
故
」

と
い

う

「

問
」

に

対

す

る

「

答
」

と

し

て
、

「

引
進
之
言
」

と
い

う

意

味

が

よ

く

分
っ

て

い

な
い

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る
。

『

文

句
』

の

 
に

つ

い

て

は

未
尾
に
「

云

云
」

と

あ
り

、

明

ら
か

に

引
用
文
で

あ

る

こ

と
が

知
れ

る

が
、

取
意
の

文
か

、

『

玄
論
』

の

対
応
す
る

箇
所
に

相
当
文
は

な
い

。

 
の

『

大

智

度
論
』

の

引
用
は

、

経
証
と
し

て

自
ら

検
索
し

た

よ

う
に

別
出
し
て

あ

る

が
、

前
述
の

よ

う

に
、

前
項
の

　
『

玄
論
』

「

引

証
」

の

冒
頭
に

引
か

れ

る

も
の

で
、

『

玄
論
』

で

は

極
端
に

取
意
し

て

引
か

れ
て

い

る

の

で
、

別
々

に

引
用
し

た

か

の

感
を

懐
か

せ

る

が
、

『

大
智
度
論
』

　
の

箇
所
は

同

じ
で

あ
り

、

『

文
句
』

は

改
め

て

こ

の

全
文

を

引
い

た

も
の

と

思

わ

れ
る

。

　
最
後
に

「

人
師
経
論
異

出
如
前
」

と
、

『

文

句
』

に

於
て

極

め

て

な

じ

み

深
い

こ

と
ぽ

が

で

て

い

る
。

こ

れ

は

う
っ

か

り
素
直

に

読
む
と

、

『

文
句
』

の

撰
者
が

こ

れ

ま
で

実
に

多
く
の

人
々

の

学
説

や

経
論
を

引

い

て
、

「

五

百

由
旬
義
」

　
に

関
し

て

い

か

に

縷
々

論
証
す

る
こ

と

が

多

か
っ

た

か

を

信
じ

込

ま
さ

れ
て

し

ま

う
に

充
分
な
表
現
で

あ

る
。

し

か

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

（

42
）

し
、

こ

の

こ

と

ば
は

む
し

ろ

常
用
句
で

あ
っ

て
、

他
の

例
に

お

い

て

も

自
明

な
よ

う
に

、

こ

れ
は

『

文
句
』

が
、

或
る

主

題
に

関
す
る

「

有

人

説
」

「

経
証
」

の

す
べ

て

を

『

玄
論
』

か

ら

引
用
し
て

い

る

と

い

う
、

い

わ

ぽ

孫
引
き
で

あ

る
こ

と

を

糊
塗

し

隠

蔽
す
る

た
め

の

常
套
手
段
な
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の

で

あ
る

。

こ

の

こ

と
は

、

以
上

見
て

き
た

両
者
の

本
文
対
照
か

ら
し

て

も
逃
れ

よ

う
も
な
い

明
白
な

事
実
で

あ
る

。

三
、

結
語

1
『

文

句
』

の

自
説
に

つ

い

て

  
今
依
二

此

経一

剣
γ

之、

三

界
果

報
處

爲
三
二

百
｛

有
余
国
處
爲一一
四

百
→

実
報

国
處
爲
二

五

百
→

下
文

合
譬

云
二

知

諸

生
死
門

生
死

即
是
處
所
明

矣
、

但

仏

旨

難
γ

知
更
須
二

広
解
（

 見
惑
爲一
二

百
→

五

下

分
爲一一
二

百
ハ

五

上

分
爲
三
二

百
ハ

塵
沙
爲
二

四

百
→

無
明

爲
二

五

百
袖

下
文
合
譬
云
二

煩

惱

険

難

悪
道一
義
相
扶
也

、

◎入

空
観

能
過
三
二

百
肉

入

假
観

能

過
二

四
百
噛
入

中
観
能
過
ゴ

五

百
→

下

文

合

譬
云
二

善
智
険
道
通

塞

之

相
→
即

雙

知
二

囚

果
二

種
五

百
一

義
相
扶
也、

二

険
難
悪
道
者

、

　
（

後
略
）

次
論
二

悪
道→
（

後
略
）

　

最
後
の

 
段
は

、

『

文
句
』

の

自
説
で

あ
る

。

当
然
の

こ

と

な
が

ら
、

こ

れ

に

相
応
す
る

『

玄
論
』

の

文
は

な
い

。

こ

こ

で

天
台
の

自
説
を

検

討
し

て

み
る

と
、

天
台
は

『

五

百
由
旬
」

を

三
つ

の

視
点
か

ら

解
釈
し

て

い

る

（

 
i
◎
）

。

し

か

し
、

最

も
代
表
的
な

説
は

 
説
で

あ
り、

他
の

 
・

◎
の

二

説
は

附
属
的
な
も
の

に

過
ぎ
な
い

こ

と

は
、

 
説
の

＋
口

蔵
と

智
顕
（

平
井
）

末
尾
に

「

但
し

、

仏
旨
は

知
り

難
し

。

更
に

須
ら

く

広
く
解
す
べ

し
」

と
い

っ

て
、

以
下
の

二

説
が

自
由
に

拡
大
解
釈
し

た

も
の

で

あ
る

こ

と

を

示

唆
し
て

い

る

か

ら
で

あ
る

。

そ
こ

で
、

天
台

説
を
代
表
す
る

第
一

説
で

あ
る

が
、

こ

れ

は
、

「

五

百
由

旬
」

を

自
家
の

教
学
に

説
く

「

四

　
（

25
）

土

説
」

に

配
当
し

た

も
の

で

あ
る

。

す
な
わ

ち
、

三

百
に

喩
え

ら

れ

る

「

三

界
果
報
処
」

と

は

四

土
の

ω
凡
聖

同
居
土
で

あ

り
、

四
百

に

喩
え

ら

れ
る

「

有
余
国
処
」

は

 
方
便
有
余
土

、

五

百

に

喩
え
ら

れ

る

「

実

報
国
処
」

は

 
実
報
無
障
礙
土

に

相

当
す
る

。

し

た

が
っ

て

「

五

百

由

旬
」

を

越
え
て

い

た

る

「

宝
所
」

は

四

土
の

ω
常
寂
光
土
に

喩
え

ら

れ

（

26
）

よ

う
。

こ

れ

は
、

前
述
の

よ

う

に
、

吉
蔵
や

慈
恩
大
師
基
が

「

宝

所
」

を

真
の

仏
の

涅
槃
と

す
る

説
と

は

大
分
異

な
っ

た

も
の

で

あ
る

。

『

法

華
経
』

の

文

脈
や

趣

旨
か

ら

す
れ

ば

後
二

者
の

解
釈
の

方
が

正

当
で

あ

り
、

『

文

句
』

の

説
は

極
め

て

特
異

で

あ
る

。

む
し

ろ

経
の

譬
喩
の

解

釈
と
い

う

よ

り

は
、

「

四

土
説
」

と

い

う

自
家
の

教
説

に

「

五

百
由

旬
」

を

当
て

は

め

た

解
釈
と
い

え
よ

う
。

今
、

そ
の

当
否
は

別
と

し
て

、

横

超

慧
日

博
士

は
、

こ

の

『

文
句
』

の

自
説
も、

結
局
は

吉
蔵
の

「

三

界

を
三

百
と

な
し

、

声
聞
地
を

四

百
と

な
し

、

縁
覚
地

を
五

百

と

な

す
」

説
を

基
本

と

し
、

こ

れ

に

準
拠
し

た

も
の

で

あ
る

こ

と
を

示

唆
し

て

い

（

27
）

る
。

第
二

説
は

、

す
で

に

述
べ

た

よ

う

に

『

玄
論
』

の

「

有
人

説
」

と

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
（

28
）

同
じ
で

、

こ

れ

を

「

約
煩

惱
」

の

説
と

し
て

引
い

た

も
の

で

あ
る

。

第

三

説
は

「

約
観
智
」

の

説
で

あ
る

。

最
も
天

台
ら

し
い

解
釈
と
い

え

ぽ
、

こ

の

第
三

説
で

あ
る

。

し

か

し
、

『

摩
訶
止

観
』

に

も

「

次
約
二

観

三

九
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吉
蔵
と

智
顎
（

平
井
）

智一

者
、

空
観
智
知
三
二

百
→

仮
観
智
知
二

四

百
噛

中

観
智
知
二

五

百

こ

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
（

39
）

と
、

わ

ず
か

二

十
三

字
で

説

明
さ

れ
て

い

る
に

す
ぎ
な
い

。

 
の

「

四

土
説
」

と

同

様
、

自
家
の

教
義
に

機
械
的

に

配
当
し

た

も
の

で
、

『

文

句
』

自
身
が

拡
大
解
釈
で

あ
る

と

い

っ

て

い

る

よ

う

に
、

厳
密
に

い

え

ば
、

こ

れ
が

『

法

華
経
』

の

「

五

百

由
旬
」

の

解
釈
と
し

て

妥
当
な
も

の

と
は

と
う
て

い

い

え

な
い

。

　

以
上

、

若
杉
論
文

を
批
判
す
る

形
で

、

「

五

百

由

旬
」

の

解
釈
に

関
す

る

吉
蔵
説
と

智

顎
説
と

を

遂
条
的
に

本
文
対

照
し
た

結
果、

旧

来
の

学

説
及
び

引
用
経

論
か

ら
、

そ
れ
に

対
す
る

批
評
も
含
め

て
、

こ

と

ご

と

く
『

文

句
』

は

吉

蔵
の

『

玄
論
』

の

所
述
を

、

な
か

ば

機
械
的

・

恣
意

的
に

依
用
参
照
し

た

こ

と

は

歴

然
と

し

て

い

る
。

さ

ら

に

『

文
句
』

独

自
の

説
と

思
わ

れ
る

も
の

も
、

こ

う
し

た

所

述
を

参
照
し

て

自
家
の

学

説
に

付
会
し
た

も
の

で

あ
る

。

『

文

句
』

は

天

台

に

あ
っ

て

は
、

三

大
部

の
一

つ

に

数
え

ら

れ
、

し

か

も
、

そ
の

中
で

は
、

『

法
華
経
』

と
い

う

一

宗
所

依
の

経

典
を
随
文

解
釈
し

て

い

る
い

わ

ば

根
本

典
籍
で

あ

る
。

こ

う

し

た

『

文
句
』

の

性
格
を

考
え
る

と
い

か

に

も
お

粗
末
と

し

か

い

い

よ

う
の

な
い

も
の

で

あ
る

。

こ

と

「

五

百
由
旬
」

に

関
し

て

も
、

こ

う
し

た

『

文
句
』

と

『

玄
論
』

の

関
係
を

考
慮
に

入

れ
る

な
ら

ぽ
、

吉

蔵
が

『

玄
論
』

を

撰
述
し

た

あ
と
で

、

再
び

『

文

句
』

を

参
照
し

、

そ

の

中
の
一

説
（

し

か

も
そ

れ
は

天
台
の

代
表
説
で

は

な
い
）

を

「

有
人

説
」

と

し

て

挿
入

す
る

な
ど

考
え
ら

れ

な
い

こ

と
で

あ

る
。

第
一

、

そ

う

だ

と
し

た

な
ら

ば
、

吉
蔵
は

、

自
分
の

著
述
か

ら
こ

れ

だ

け

大
量
に

、

そ

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

四

〇

れ

も
誤
解
だ

ら

け
の

借
用
を

試
み

て

い

る

『

文
句
』

の

文
体
に

全
く
気

付
か

ず
、

あ
る

い

は

気
付
い

て

も
そ
れ

ら
は

す
べ

て

不

問
に

付
し

て
、

唯
唯
と
し

て

天
台
の

説
を
一

部

紹
介
し

た

と
い

う
の

で

あ
ろ

う

か
。

そ

ん

な
こ

と
は

あ
り

得
な
い

。

結
論
は

簡
単
で

あ
る

。

『

文
句
』

は
、

吉

蔵
が

『

玄
論
』

に

紹
介
し

た

「

有
人

説
」

を

自
説
の
一

つ

と

し

て

採
用

し

た
に

過
ぎ
な

い

の

で

あ

る
。

　
一

般
に

『

文
句
』

が

『

玄
論
』

を

参
照
し

、

依

用

す
る

こ

と

が
多
々

あ
る
と

し

て

も
、

こ

の

「

五

百

由

旬
」

の

解
釈
に

関
す
る

部
分
は

、

極

め

て

異

常
で

あ
る

。

若
杉
論
文
の

い

う

後
の

「

挿
入
」

と
い

う
こ

と

ば

を

借
り

る

な

ら
ば
、

『

文
句
』

に

お

け

る

「

五

百
由
旬
」

　
の

解
釈
全
体

が

後
代
の

挿
入
で

あ

る

と

考
え
ら

れ

な
い

で

あ
ろ

う

か
。

註　
（

1
）

　
妙
法
蓮
華
経
巻
第
三

（

大
正

九
・

二

五

下
−

二

六

上
）

　
（

2
）

　
法
華
文
句
巻
第
七
（
大
正
三

四
・
一

〇
一

中
）

　
（

3
）

　
法
華
玄
論
巻
第
八

（

大
正
三

四
・

四

二

八

上
）

　
（

4
）

　
法
華
義
疏
巻
第
八

（

大
正
三

四
・

五

七
五

中
）

　
（

5
）

　
法
華
玄
賛
巻
第
八

（

大
正
三

四
・

七
九

九
中
）

　
（

6
）

　
国
訳
一

切

経

「

経
疏
部
二
」

「

妙
法
蓮
華
経
文
句
解
題
」

三

−
六

頁

　
　
　
参
照

。

　
（

7
）

　
佐
藤
哲
英
『

天

台
大
師
の

研
究
』

三

五

〇
1

三

五

四
頁

参
照

。

　
（

8
）

　
前
註
（

6
）

法
華
文
句

国
訳
の

「

五

百
由
旬
義
」

の

脚
註
に

は、

三

　
　
　
二

五

頁
の

註
一
＝
一
に

「

別
開
十
義、

法
華
玄
論
八

（

大
正

蔵
三

四
・

四

　
　
　
二

八
」

）

参
照

。

」

と
、

た

だ
一

箇
所

指
摘
が

見
ら
れ

る
だ

け
で

あ
る

。
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（

9
）

　
国
訳
一

切

経
「

経

疏
部
三
」

三
八

三

頁、

註
一

八

六
、

　一

八
七、

一

　
　
八
八

、

一

八

九
等
参
照

。

（

10
）

　
大
乗
玄
論
巻
第
四

（

大
正
四
五

・

四
二

上
）

（

11
）

　
拙
稿
「

吉
蔵
と

智
顕
ー
経
典
註
疏

を
め

ぐ
る

諸
問
題
」

『

東
洋
学

術

　
　
研
究
』

第
十
号

参
照

。

（

12
）

　
法
華
文
句
巻
第
七
下
（

大
正
三

四
・
一

〇
〇
下
−
一

〇
一

下
）

（

13
）

　
法
華
玄

論
巻
第
八

（

大
正
三

四
・

四
二

七
上

−
四
二

九
上
）

（

14
）

　
四
種
生

死
に

関
し

て

は

『

勝
鬘
宝
窟
』

巻
中

之
末
（

大
正

三
七
・

四

　
　
九
中
）

に

詳
し
い

。

ま
た

『

法
華
義
疏
』

巻
第
八

（

大
正
三

四
・

五

七

　
　
五

上
）

に

も
相

当
文
あ
り

。

（

15
）

　
勝
鬘
経
一

乗
章
第
五

（

大
正
十
二

・

二
一

九
下
）

参
照

。

な
お
、

本

　
　
段
の

「

有
人
説
」

は

法
華
義

疏
巻
第
八
（

大
正
三

四
・

五

七
五
上

ー
中
）

　
　
に

も

同
文
あ
り

。

（

16
）

　
な
お

、

こ

の

説
の

四

百
と

五

百
に

関
す
る

後
段
の

解
釈
は

、

法
雲
の

　
　
『

法

華
義
記
』

巻
第
七
と

も
類
似
し
て

い

る
。

す
な
わ

ち

同
書
に

「

欲

　
　
界
如
二

一

百
→

色
界
如
三
一
百
門
無
色
界
如
三
二

百
噛

七

地
所
断

三

界

余

習

　
　
如
二

四
百
→

八

地
巳
上

至
二

金
剛
心
一

所
断
無
明
住
地

煩

悩

如一一
五

百一
」

　
　
（

大
正
三

三
・

六

五
四

中
）

と

あ
り

、

こ

の

「

有
人

言
」

や

「

基
説
」

　
　
が、

法
雲
若
し

く
は

そ

れ
に

近
い

南
方
成
論
師
の

説
で

あ
っ

た

こ

と

が

　
　
う
か

が

わ

れ
る

。

し
た
が
っ

て

「

基
師
」

と

は
、

慧
基
（

四
一

二

i
四

　
　
九
六
）

（

伝
記
は
梁
高
僧
伝
巻
第
八

（

大
正
五

〇
・

三

七

九
上
−
中
）

）

　
　
の

こ

と
で

あ
ろ
う

。

（

17
）

　
涅
槃
経
巻
第
三

十
（

大
正
十
二
・

七
三
七

下
）

参
照

。

（

18
）

　
法
華
文
句
の

国

訳
者
も

、

こ

れ

を

智
顕
自
身
の

批
評
と
み

な
し

て

い

　
　
る

。

前
掲
国
訳
一

切
経
三

二

五

頁
参
照

。

　

吉
蔵
と

智
顎
（

平
井
）

（

19
）

　
法
華
義
疏

巻
第
八

に

「

所
三

以

作
二

此
釈
一

者
、

有
レ

義
、

有
F

文、

有
〆

　
　

義
者
（

中
略
）

言
二

文
證一

者
…
…

」

（

大
正

三

四
・

五

七
五

中
）

と

あ

　
　
り

参
照

。

（

20
）

　
華
厳
経
巻
第
三

十
五

「

仏
子、

此
薬
王

樹
、

　
一

切

諸
處、

皆
悉
生

　
　
長、

唯
除
二

二

處
→
所
謂
地
獄
深
院
及
水

輪
中
不
〆

得
二

生

長
己

（

大
正

九

　
　
・

六

二

三

中
）

（

21
）

　
註
 
の

原
文
か

ら

も
明

ら
か

な
よ

う
に

、

経
の

「

地
獄
深
阮
」

を

　
　
「

火

阮
」

に
、

「

水

輪
」

を

「

深
水
」

に

変
え
て

吉
蔵
は

引
用
し

て

い

　
　
る

こ

と
が

分
る

。

（

22
）

　
大

智
度
論
巻
第
六

十
六

（

大
正
二

五
・

五

二

六

中
）

参
照

。

な
お

大

　
　
品
般

若
経
巻
第
十
三

聞
持
品

第
四
五

（

大

正
八
・

三
一

五

上
）

を

合
せ

　
　
て

参
照

。

（

23
）

　

法
華
義
疏
巻
第
八
に

「

問
、

二

乘
有
二

幾
義

異
、

幾
義

同
→

答、

異
義

　
　
乃
多

、

略
明
二

十
一

種
異
一

（

中
略
）

所
〆

言
同
者
略
明
二

七

種　

（

後

　
　
略
）

」

（

大
正
三

四
・

五

六
八

下

−
五

六

九
上
）

と

あ
る

を

参
照

。

（

24
）

　
法
華
文
句
巻
第
八

上

（

大
正
三

四
・

＝
一

上

i
中
）

に

も
、

多
く

　
　
の

有
人
説
を
引
用
し、

「

既
是

諸
師
異
釈
故
録
γ

之
耳
」

と

結
ん

で

い

る

　
　
が、

こ

れ

も
「

有
人

説
」

「

引
用
経
論
」

と

も、

ほ

と
ん

ど

す
ぺ

て
『

法

　
　
華
玄
論
』

巻
第
八

　
（

大
正
三

四
・

四
三
二

上

ー
下
）

に

完
全

に
一

致

　
　
し
、

明
ら
か

に

『

玄
論
』

か

ら

の

孫
引
き
で

あ
る

こ

と
が

知
ら
れ

る

な

　
　
ど、

そ
の
一

例
で

あ
る

。

（

52
）

　
「

四
土

説
」

（

ま
た

は

四

種
国
土
・

四

種
浄
土
）

は

智
顎
の

『

観
無

　
　
量
寿
仏
経

疏
』

に

「

四

種
浄
土、

謂、

凡
聖
同
居
土

、

方
便
有
余
土

、

　
　
実
報
無
障
礙
土

、

常
寂
光
土
也
」

（

大
正
三
七
・
一

八

八

中
）

と

あ

る

　
　
の

が
一

番
明
瞭
で

あ
る

。

た

だ

し
、

智
顕
の

『

観
経
疏
』

は
、

今
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一
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吉
蔵
と

智
顎
（

平
井
）

　

　
学
界
で

は
、

慧
遠
の

　
『

観
経
疏
』

を

模
し

た

偽
撰

と

み

な
さ

れ
て

い

　

　
る

。

（

佐

藤
哲
英
『

天
台
大
師
の

研
究
』

五
六

七
頁
以

降
参
照

。

）

（

26
）

　
『

文
句
』

の

「

釈
化
城
喩
品
」

は

当
然

、

こ

の

後
文
に

「

宝

所
」

の

　
　

譬
を

解
釈
し

て

い

る
。

紙
数
の

都
合
で

省
い

た
が
こ

の

部
分
も
『

玄
論
』

　

　
を
全

面
的
に

依
用
し
て
い

る
。

し
か

も

自
説

の

展
開
に

あ
っ

て

は、

　

　
「

五

百
由
旬
」

の

譬
に

順
ず
る

な
ら

ば
、

当

然
、

「

宝

所
」

は

「

常
寂

　

　
光
土
」

に

解
さ
な

け
れ

ぽ
な

ら
な
い

。

し
か

し

『

文
句
』

に

は

「

宝

所

　

　
有
三
一

義
ハ

若
用
二

究
竟一

則
以
二

極
果一

爲
二

宝

所
ハ

（

中
略
）

若
分
入
即
以
二

　

　
初
発
心

住一

爲
二

宝
所

こ

（

大
正
三

四
・
一

〇
二

下
）

と
の

み

あ
っ

て
、

　

　
「

常
寂
光
土
」

の

文
字
は

ど
こ

に

も

見
当
ら
な
い

。

こ

れ

も
甚
だ

奇
怪

　

　
で

あ
る

。

（

27
）

　
国
訳
一

切
経
（

経
疏
部
三
）

三

八

三

頁
の

註
（

一

八

九
）

に

「

法
華

　

　
文
句
に

引
く

。

文

句
の

説
は

三

界
の

果
報
の

處
を
三

百
と
な
し
、

有
余

　

　

国
の

處
を
四

百
と

な
し、

実
報
国
の

處
を
五

百
と
な

す
。

」

と

あ

り
、

　

　
横
超
博
士
は

、

こ

れ
が
『

文
句
』

に

参
照
さ
れ
て

い

る

と

み

て

い

る
。

（

28
）

　
『

文
句
』

自
説
の

三

説
が

そ
れ

ぞ
れ

「

約
生

死

処
所
」

「

約

煩
悩
」

　

　
「

約
観
智
」

の

視
点
か

ら

述
べ

ら
れ

た

も
の

で

あ
る

こ

と

は
『

摩
詞
止

　

　
観
』

巻
第
七
上

（

大
正

四
六
・

八

六

中
−

下
）

に

あ
り、

若
杉
論

文
に

　

　
指
摘
さ
れ
て

い

る
。

（

29
）

　
摩
訶
止
観
巻
第
七
上

（

大
正

四
六
・

八

六

下
）

四
二
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