
中
論

の
浬
葉

に
つ
い
て

(
八
 
力
)
 

一
二
八

中
論
の
浬
葉
に

つ
い
て

-
浬

桀
品
を
中
心
と
し
て
1

八

力

廣

喜

中
観
學
読

の
浬
盤

に
つ
い
て
は
、
す

で
に
宮
本
正
尊
博
士

の
詳
細

な
研
究

が

あ
る
が
、

こ

で
は
、
浬
繋

に
つ

い
て
龍
樹

が
中
論

で
如
何
な
る
位
置

を
與

え

て
い
る
か
を
、
圭

と
し
て
月
稽

の
註
繹
を
手

が
か
り

と
し

て
明
ら
か
に
し
た

い

と
思
う
。

さ
て
、
浬
架
を
問
題

と
す
る
第

二
十
五
章
を
見

る
と
、
最
初
に
、

室
、

不
室

/

の
差
別
、

理
解

の
仕
方
-
こ

れ
は
第
二
十
二
章
十

一
偶
で

「
す
べ
て
儂
説

の

た
め
に
読

か
れ
る
」
と
述

べ
て
い
る
が
し
-
に

封
す
る
論
義

の
第

一
偶
、

第

二

偶
、

こ
の
結
論
と
し
て

「
す

て
ち
れ
る

こ
と
な
く
得
ら
れ
る

こ
と
な
く
、

不
断

に
し
て
不
常
、

不
生
に
し
て
不
滅
、

こ
れ
が
浬
架
と

い
わ

れ

る
」
(
第
三
偶
)

と
述

べ
、
次

い
で
浬
繋

の
有

無

に
つ
い
て
の
論
義
が
第
四
偶
か
ら
第

八
偶

ま
で

展
開
さ

れ
、

こ
の
結
論

に
は

「受

け

て

(
取

つ
て
)
或
は
よ

つ
て
、
來

た

つ
て

ま
た

は
去
る
存
在
、

そ
れ
が
よ
ら
ず
、
受

け
な

い
の
を
浬
葉

で
あ
る
と
説
く

」

(
第
九
偶
)
と
述

べ
る
。

ま
た
第

十
偶

で
は
、
佛

陀
が

「
生
有

の
世
界

と
滅
壌

の
断
」
を
読

い
た
と
し
て
、
佛
陀

の
説

に
よ
り
論
讃
し
よ
う
と
す

る
。

又
、
有

無
と

い
う
分
別

に
封
す

る
論
難

を
第

十
六
偶

ま
で
展
開

し
、
浬
藥

の
讃
得
者

た

る
世
尊
に

つ
い
て
有
無
を
論
ず

る
こ
と
の
過
誤

を
指

摘
し
、
浬
契

に
關
す

る

一

切
を
遮
遣
す
る
。

こ
れ
ら
を
通

じ
て
結
論

と
し

て

「
輪
廻
に
は
浬
架

と
の

い
か

な
る
匿
別
も
な
い
。
浬
藥

に
も
輪
廻

と

の
い
か
な
る
匿

別

も

な

い
」
(
第
十
九

偶
)

と
述

べ
て
佛
陀

が
無
記
 
a
v
y
a
k
r
t
a
 
a
v
y
a
k
a
t
a
 

と

し

て
表
出

し
た
噺

常

の
二
見
、

滅
後

の
問
題
を
、
諸

見
は
室
に
於

い
て
否

定
さ
れ
、

結
局

こ
れ
ら

の
論
義

は
戯
論

に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
主
張

す
る
。
換

言
す
る
と
、
無

自
性
室
と

い
う

こ
と
に
於

い
て
、
浬
葉
に
關
す
る

一
切

の
論

義
が
滅
せ
ら
れ
る

こ
と
を
、

四
句
分
別

と
い
う
論
理
形
式

で
明
か
そ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
更

に

こ
め
論

義
自
髄
が
戯
論

に
外
な
ら
ず

こ
れ
も
す
て
去

り
、

一
切
が
寂
静
に
蹄
し
た
時

に

「
い
か
な
る
法
も
、

ど

こ
に
も
、

何
人

の
た
め
に
も
、
佛

に
よ

つ
て
読
か
れ
た

こ
と
は
な
い
」
(
第

二
十

四
偶
)

こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

以
上

が
浬
藁
品

の
概
略

で
あ
る
が
、
第

三
偶
、

第
九
偶
、
第

十
九
偶

に

つ
い

て
み
る
と
、
前
二
偶
は
有
無
の
見
地
か
ら
1

換
言
す
る
と
室
間
的
な
立
場
か

ら

の
浬
藥

の
定
義
、

第
十
九
偶
は
時
間
的
な
立
場

か
ら

の
浬
架

の
定
義

に
あ
た

る
と
考
え
ら

れ
る
。

そ
し

て
、
有
無

に
つ
い
て
は
、

中
論
頒

の
う
ち

の
唯

一
の

(
1
)

経

名
と
し

て
 
K
a
t
y
a
y
a
n
a
v
a
v
a
d
a
s
a
t
r
a

を
引
用
し

「
カ
ー

テ
ィ
ヤ
ー

ヤ
ナ

を
教
化
す
る

と
き
、
世
界
は
存

す
る
と
存

し
な

い
と

の
二

つ
が
、
有

と
非
有

と
を

分
別
す

る
世
尊

に
よ

つ
て
否

定

さ

れ

た
」
(
第
十
五
章
七
偶
)

と
述
、べ
る
。
月

構

は

「
カ
ー

テ
ィ
ヤ
ー

ヤ
ナ
よ
、
こ
の
世
の
人

は
、
或

は
有

と
執
着

し
、
或

は
非

有

と

(
執
着
す
る
か
ら
)
そ
れ
故
、

生
老
病
死
憂
悲
苦
愁
悩
を
解
腕

し
な

い
。

五
趣
生
死

の
牢
獄

の
き
ず
な
を
解
脱

し
な

い
。
母
の
死
よ
り
の
苦

を
解
脱

し
な

い
。
父

の
死
よ
り

の
苦
を
解
腕

し
な

い
」

(P
r
.
 
p
.
2
6
2
-
1
0
)
と
註
繹
し

て
い
る
。

又
、

如
來

の
有
無

に

つ
い
て
も

「
し
か
し
、
如
來

は
存
す

る
と
い
う

深

い
執
着
に
と
ら
わ
れ
た
人
は
、
浬
葉

に
入

つ
た
如
來

に

つ
い
て
も
存

し
な

い

と
思

い
つ

分
別
す
る
で
あ

ろ
う
」
(
第

二
十

二
章

十
三
偶
)
「
そ
し

て
、
自
性

上
如
來
は
室

で
あ
る
か
ら
、
佛

は
滅
後

に
存
す
る
或

は
存

し
な

い
と
い
う
思
惟

は
可
能

で
な

い
」
(
同
章
十
四
偶
)
と

い
、

如
來

の
有
無

は

「
戯

論

を

超

え

て
不
滅
な
佛
陀
を
戯
論
す

る
人

は
、
す

べ
て
戯
論

に
害

さ
れ
て
如
來
を
見
な

い
」

(
同
章
十
五
偶
)
と
述

べ
る
。

そ
し
て
、
時
間
的
な
立
場
か
ら
は
、

輪
廻

の
問

-571-



題

を
取

り
あ
げ
、

「大
牟
尼

は
前
際

は
知
ら
れ
な

い
と
説

く
。

何

故

な

ら
、

輪

廻

に
は
始
終
な
く
、

そ
れ
に
は
前
後
も

な

い
か

ら
」
(
第
十

一
章

一
偶
)

と
い

ゝ
、
月
構

は

こ
れ
を
経
誕

で
あ

る
と
し

「無
明

の
蓋

が
あ

り
、
渇
愛

の
結
が
あ

り
潟
愛

の
結
目
に
縛

せ
ら
れ
た
る
諸

の
有
情

が
輪
廻

し

つ
、

走
り
ま
わ
り

つ

ゝ
あ
る
と
き
前

際
は
知
ら

れ

な

い
」
(P
N
.p
.
2
1
8
.
H
.
1
-
6
)
と
述

べ
る
。

こ

ゝ
で
は
、
輪
廻

と
浬
繋

と

の
封
立
的
な
把
握

に
封

し
て
論
難
す

る
の
で
あ

る
。

そ
し
て
、

一
切

の
有
所
得
 
s
a
r
v
i
p
a
l
a
m
b
h
a

が
滅

し
た
時
、

そ

れ
は
最
上
義

の
世
界

で
あ
り
、
認
識

の
働

き
、
文
字

の
論
義

は
な
く
戯
論
寂
滅

の
相

で
あ
り
、

言
読
を
か
り

て
表
現
す

る
た
め
に
は
、
不
生
不
滅
云

々
と
否
定
的

に
し
か
表
現

出
來
な

い
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
我

々
に
と

つ
て
は
、
言
読

に
よ

つ
て
表
現
出

來

な

い
も
の
を
、

言
説
を
か

り
て
表
現
す

る
以
外

に
方
法

は
な
く
存
在
す

る
と

い
ぢ
事
實

に
立

ち
、
成

立
す
る
も
の
で
あ
り
、

例
え
ば

「
存

せ
る
も

の
を
存

せ

る
も

の
と
し
て
み
、
存

せ

る
も

の
を
超
え
し
は
、

如
實
に
解
脱
し
、

有
愛
を
蓋

す
」
(
I
t
i
v
u
t
t
a
k
a
 
4
9
)
と

い
う
こ
と
に
外
な
ら
な

い
。
從

つ
て
言
読

を
か

り
る
と

い
う

こ
と
も
、

最

上
義

に
通
ず
る
も

の
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
ず
、

別

な
表

現

を
す
れ
ば

「
最

上
義

に
到

達

し
な
け
れ
ば
浬
繋

は
謹
得

さ

れ

な

い
」
(
第
二

十
四
章
十
偶
後
牟
)

と
圭
張

さ
れ

る
。
更

に
中
論

で
は
言
説
を
戯
論

と
し
て
捉

え
る
。
月
稻

に
よ
れ

ば
戯

論

は

「
言
葉

で
あ
り
、

言
説
が
諸

の
義

を
詳
細

に
説

き
、
多
様

に
展
開

す
る

か
ら
で
あ
る
」
(P
H
 
p
.
3
7
3
-
1
9
-
1
0
)
と
い
わ

れ

る
。

そ
し
て
こ
の
戯
論

は
室
に
於

い
て
滅
す
る
と

い
う

過
程

を

示

す

の

で
あ

る
。

さ
て
、
中
論

の

テ
ー

マ
は
、
勿
論
、

有
自
性
論
者

に
む
け
て
、
存

在
す
る
も

の
の
相
依
相
封
性

p
a
r
a
s
p
a
r
a
p
e
k
s
a

よ
る
無
自
性

室
、
中
道
を
開
顯
す

る

こ
と
が
圭
眼

で
あ

り
生
滅

の
概
念

に
よ

つ
て
、
ま
ず
現
象
的
攣

化
を
否

定

し
、

本
質
的
に
は
、

無

自
性

で
あ
り
、

縁
起

の
關
係

に
よ

つ
て
成

立
す
る

こ
と
を
圭

張
す
る

の
で
あ
る
が
、

我

々
は
、

圭
観
客
観

の
成
立
す

る
世
界

に
存
在
し
、

し

か
も

こ
の
世
界

が
事
實

上
存
在

の
限
界

で
あ
る
。

そ

こ
で
、
龍
樹
は
、

施
設
或

は
假
 
p
r
a
j
n
a
p
t
i
 

と
い
う
概
念
を
與
え
、

室
は
假
な
る
カ

に
よ

つ

て
成
立
す

る
も

の
で
あ

る
こ
と
を

コ

一
つ
の
眞
理

に
よ
つ
て
諸
佛

の
敏

え

が
あ

る
」
(
第

二
十

四
章
八
偶
前
牟
)

と
し

「
二
つ
の
眞
理

の
匠
別
を
理
解
し
な

い
人

は
、
佛

の
教

え
の
深

い
眞
理

を
理
解

し
な
い
」
(
同
章

九
偶
)

と
述

べ
た
。

そ
れ
は
又
、

室

た
る
こ
と
s
y
b
t
a
t
aで
あ

り

「
他

に
よ

つ
て
知

る
の
で
は

な
く
、

寂
静

で

あ

り
、
戯
論

に
よ

つ
て
戯
論

さ
れ
ず
、
無
分
別

で
あ

り
不
異
義

で
あ

る
」
(
第
十

八
章

五
偶
)

と
す

る
も

の
で
あ

る
が
、

月
稽

は

「
室
義

と

い
う

因
施
設
u
p
a
-

d
a
y
a
p
r
a
i
n
a
p
t
i

は
衆
生
を
浬
繋

に
入
ち
し
め
る
た
め

の
方
便
u
p
a
n
e

饗

で
あ

る
」

(
P
r
.
4
9
4
 

H
.
 
1
4

戯
)
と

い
う

の
で
あ
る
。

こ
の
様

な
立
場

に
立

つ
と
き
、
中
論

の
浬
架

は
、
世
俗
諦
、

第

一
義

諦
と

い

う
形

式

を

と

り

つ

縁
起

p
r
a
t
u
t
y
a
s
s
m
a
u
t
a
d
a
室
 
s
u
n
y
a

因

施

設

u
p
a
d
y
a
p
e
n
i
中
道
 
m
a
d
h
y
a
m
a
p
r
a
t
i
p
a
d
t
p
と

い
う

一
連

の
關
係

の

中
に
包
擬
さ

れ

る

も

の

で
あ

る

が
、

し
か
も
、
龍

樹
に
於

い
て
は
、

軍
に

浬

盤
くが
否

定
さ

れ

る

も

の
で

は

な

く
、
戯
論

に
よ

つ
て
戯
論

さ
れ
な

い
眞
實
相

t
a
t
t
i
e
t
i
p
a
d
t
p

を
保

持

す

る

も

の

で

あ

り
、

「
月
構

が

一
切

の
戯
論
寂
滅

p
a
d
h
y
a
m
a
p
r
a
t
i
p
a
d
t
p

に

し

て

吉

鮮

の
相
あ
る
浬
繋

が
論
の
目
的
で
あ

る
こ
と

も

(編

敬
偶
に
)
示
さ
れ
て

い
る
」
(
P
H
.
p
.
4
1
1
)
と
述
べて
、
浬
墾

と
縁

起

と

の
關
係

を
最
初

に
指
摘
し

て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。

從

つ
て

龍
樹

に
於
け
る
浬
藥
は
、

傳
統
的
な
立
場
を
ふ
ま
え

つ
、

室

の
論
理

に
於

い

て
、
新

し
い
展
開
を
示

し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

1
 

こ
の
経
典

は
、

パ
ー
リ
で
は
S
.
N
.
 
N
i
d
a
n
a
 
V
a
g
g
a
 

の
十
五
経
K
a
-

c
c
a
d
h
y
a
m
a
p
r
a
t
i
p
a
d
t
p

t

相
當
す
る

と
さ

れ

て

い

る

が
、
相
當
文

と
の
異
同

が
あ
、
問
題
匙

が
多

い
。
概

し
て
、

月
稽

の
経
典

引
用
文

と
さ
れ
る
も
の

に
は
關
係

文
鰍

と
の
異

同
が
多

く
、

研
究

す
る
鯨

地
が
残

さ
れ
て

い
る
。

2
 
山

口
釜
博

士
、

中
論
繹
、

二
〇
九
頁
参
照
。

中
論

の
浬
架

に

つ
い
て

(
八

力
)
 

一
二
九
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