
世
親

に
知

ら
れ
た
数
論
読

(
田

村
)

一
三
〇

世
親
に
知
ら
れ
た
敷
論
説

-特
に
倶
舎
論
に
於
て
-田

村

庄

司

数
論
な
外
道
諸
派
中
最
も
勢
力
が
あ
つ
た
關
係
上
、
勝
論
と
共
に
外
道
の
饒

將
と
し
て
、
佛
教
側
か
ら
は
常
に
破
邪
顯
正
の
第

一
封
象
で
あ
っ
た
。
從
つ
て

(1
)

佛
典
の
諸
所
に
数
論
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
雄
で
は
世
親
の
特
に
倶
舎

論
A
b
h
i
d
h
a
m
a
k
d

h
s
a
s
a
s
t
r
a
の
そ
れ
に
就
て
考
え
て
み
よ
う
。

さ
て
、
世
親
傳
に
よ
れ
ば
、
世
親
は
七
十
眞
實
論
P
s
a
p

p
t
a
i
e

s
a
r
a
m
a
r
t
h
a

を
造
り
、
数
論
師
頻
闇
詞
婆
沙
P
a
r
a
m
a
r
t
h
a

の
宗
義
を
擢
破
し

(
2
)

た
と
あ

る
。

こ
の
傳
説

の
眞
儒

は
と
も
か
く
、

砂
く
も
世
親
當
時
敷
論
が
か
な

り
盛

ん
で
、

し
か
も
世
親
自

ら
も

こ
れ
を
良
く
知

つ
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ

よ
う
。

か
つ
て
高
楠
博
士

は
、

こ
の
世
親
傳

及
び
唯

識
述
記
等
を
詳
細

に
槍

討

さ
れ
、
頻
闇
詞
婆
沙

と
自
在
黒
 
I
a
r
a
m
a
r
t
h
a

と
は
同

一
人

と
の
考
讃

に
基
づ

き
、
世
親

の
年
代
を

合
4
2
0
-
5
0
0
A
.
D

自
在
黒

は

腿
4
8
0
 
A
.
D
。

よ
り
以
前
、

つ

(3
)

ま
り
世
親
と
同
時
代
か
、同
時
代
の
先
輩
で
あ
る
と
論
謹
さ
れ
、敷
論
と
佛
教
と

の
關
係
に
重
要
な
手
懸
り
を
與
え
た
。
宇
井
博
士
も
多
分
の
疑
問
を
示
し
な
が

ら
も
頻
闇
詞
婆
沙
と
自
在
黒
と
の
同
一
人
読
を
採
り
、
自
在
黒
の
年
代
を
世
親

と
同
時
代
か
、
或
は
同
時
代
の
先
輩
、但
し
世
親
の
年
代
を
2
7
0
-
3
5
0
 
A
.
D

と
(4
)

す

る
か
ら
、
自

在
黒

の
年
代

は
2
5

0
 
A
.
D
.
と
し

て
大
過
な

し
と
さ
れ
た
。

斯
様

に
世
親

の
年
代

に
相
異

が
あ

つ
て
も
、
爾
博

士

の
同

一
の
論
定
-

自

在
黒
が
世
親

と
同
時
代

か
、
或

は
同
時
代

の
先
輩

と

の
論

讃
が
許
さ
れ
る
と
す

れ
ば
、
世
親

は
已

に
自
在
黒

に
就

て
知

る
と
こ
ろ
が
あ

つ
て
よ

い
筈
で
あ
る
。
自

在
黒
は
数
論
頗
S
a
m
k
h
y
a
k
o
i
k
a

を
著
し
、
五
頂

P
a
m
k
h
y
a
k
o
i
k
a

以
來
複

雑
を
極
め
た
當
時
の
敷
論
読
を
整
理
組
織
し
、
從
來

の
敷
論
に

一
定
の
方
向
を

與
え
、他
派
と
明
瞭
に
旺
別
す
る
一
線
を
劃
し
得
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

世
親
の
破
邪
顯
正
の
論
鉾
は
敷
論
に
關
す
る
限
り
自
在
黒
及
び
彼
の
敷
論
頗
に

こ
そ
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
つ
た
か
。
斯
く
し
て
こ
そ
世
親
傳
の
傳
説
も

首
肯
し
得
よ
う
。
所
が
、
石
に
化
し
た
数
論
師
の
宗
義
を
破
し
た
の
は
陳
那
で

あ
る
と
の
読
も
あ
り
、
陳
那
が
数
論
を
破
し
た
書
を
造
つ
た
こ
と
は
自
ら
い
う

(
5
)

と
こ
ろ
で
、
文
鰍

上
世
親
傳

よ
り
も
信
用
が
を
け
る
。

從

つ
て
七
十
眞
實
論

の

如

き
は

一
概

に
世
親

の
も

の
と
断

定
出
來
な

い
で
あ
ら
う
。

果

し
て
世
親

に
は

直
接
自
在
黒

及
び
数

論
頗
に
就

て
言
及
し
た
と
こ
ろ
が
見
當
ら
な

い
よ
う
で
あ

る
。
因

み
に
倶
舎

論
に
,
 
あ
る
敷
論

と
關
係
あ
り

と
思
は
れ
る
も

の
全

て
を
摘
出

し
、
考

え

て
み
よ
う
。

(1)
、

語
具
等

を
も
慮
に
立

て
て
根
と
爲
す

べ
し
。
語

・
具

・
手

・
足

・
大

・
小

便
腱
は
、

語
と
執

と
行
と
棄
と
樂
と

の
事

の
中

に
於

て
、
其
次
第

の
如
く
増

上
有
る
が
故

に
。
(
巻
第
三
)

こ
れ
は
外
道

の
根
設
定

の
立
場
よ
り
述

べ
た
も
の
で
、
大
砒
婆
沙
論

に

「
数
論

者
は
説
く
、

十

一
根
あ
り
、

五
覧
根

と
五
業

根

と
意

と
を

い
う
。

五
豊

根
と

は
、

所
謂
、

眼

・
耳

・
鼻

・
舌

・
身
根
に
し
て
、

五
業
根

と
は
語

・
手

・
足
と

大
小
便
根

と
を

い
う
。

意

と
は
意
根
に
し
て
第
十

一
根

と
爲

す
」

(
巻
第

一
四

二
)
と
あ
る
か
ら
、

倶
舎
論

の
そ
れ
は
数
論

の
十

一
根
説
を
破

さ
ん
と
し
た
も

の
で
あ
る

こ
と
が
明

か
で
あ

る
。

(2)
、

一
切
世
間
は
唯
だ
上

に
説
く
所

の
如
き
諸
因

と
諸
縁

と
よ
り
起

さ
る
る
な

り
。

自
在
天

・
我

・
勝

性
等

の

一
因

の
起
す
所

に
非
ず
。

(
巻

第
七
)

こ
の
勝

性
と
は
数
論

の
p
r
a
d
h
a
n
a

(
p
r
a
d
h
a
n
a
)
の
こ

と
で
、

世
親

は
数
論

の

韓
攣
説

p
p
r
a
d
h
a
n
aを
唯
だ
勝
性
p
r
a
d
h
a
n
a
一
元

に
よ
る
轄
攣

と
解
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(7
)

し
て

い
た
よ
5
、で
あ
る
。

(3)
、
敷
論
は
云
何
に
韓
攣

の
義

を
執
す

る
や
、
謂
く
有
法
た
る
自
性
は
常

に
存

し
て
、
鯨
法
生
ず
る
こ
と
あ

り
、
鯨
法
滅
す
る

こ
と
あ
り
と
執
す
。
是

の
如

き
韓
攣
は
何
等

の
理

と
相
違
す

る
や
。

謂
く
必
ず
有
法

の
常
佳
な
る
に
、
別

に
法

の
滅

し
、
法

の
生
ず
る

こ
と
有
り

と
執
す

べ
き
こ
と
あ
る
容

き
無
け
れ

ば
な
り
。
誰

か
法

の
外

に
、
別

に
有
法
あ
り
と

い
う
や
。
唯
、

即
ち
こ
の
法

の
轄
攣

す
る
時

に
於

て
異
相

の
所
依
た
る
を
名
け

て
有
法
と
な
す

の
み
。
此

れ
も
亦
理

に
非
ず
。

非
理
と
は
何
ん
。

(
自
性

は
)
印

ち
是

れ
此

の
物

に
し

て
而
も
此

の

(
物
)

の
如
く
な
ら
ず
と

い
う
。
是

の
如
き
宗
義

は
曾

て
未
だ

聞

か
ざ
る
所
な
り
。

(
巻
第

一
〇
)

そ
し
て
世
親

は
法
救
 
D
h
a
r
m
a
t
t
a三
世
類
別
説
を
批
難

て
、

(4)
、

法
に
輔
攣
あ

る
こ
と
を
執
す

る
が
故

に
、
敷
論
外
道

の
朋

の
中

に
置
く

べ

し
。

(
巻
第
二
〇

)

と
、

大
砒
婆
沙
論

に

「
諸
行

の
相
績

し
て
轄
ず

る
時
前
位

は
滅

せ
ず

し
て
韓
攣

し

て
後

と
な
る
が
如

し
」
(
巻
第

三
九
)
斯

る
説

に
執
す

る
も

の
が

韓
攣
外
道

で
、
敷
論
が
そ

の
代
表

で
あ

つ
た
。

そ

こ
で

世
親

は

「
雨
衆
外
道

(
数
論
)

の

邪
論
を
顯
成
す

べ
し
」
(
巻
第

二
〇
)

と
し
て
、

(5
)
、彼

は
是

の
読

を
爲
す
。

有
は
必
ず
常
有
な
り
。

無

は

必

ず

常

無

な

る

べ

し
。
無
は
必
ず
生
ぜ
ず
。

有
は
必
ず
滅

せ
ず
。

(
巻
第

二
〇
)

有
は
無
よ
り
生
じ
な

い
。
有

は
有

か
ら

の
み
生
ず
る
と
す
る
因
中
有
果
論

の
根

本
論
理
を
示
し
た
も
の
で
、
敷
論
の
論
理
髄
系
-

轄
攣
説
は
全
く
こ
の
論
理

(8
)

的
基
盤
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
從
つ
て
世
親
の
破
邪
顯
正
の
多
く
は
こ
の

轄
攣
読
の
、
特
に
因
中
有
果
論
に
封
し
て
で
あ
る
。
世
親
は
現
在
に
種
々
相
が

(
9
)

あ

る
の
は
業

の
た

め
で
あ

る
と
の
考

え
を
豫
想
し

て
、
そ
れ
を
論
難
す
る
。

印

ち
、
(
6
)
、
若

し
能
く
果
を

し
て
現
在

と
成

ら
し
む
と
謂
ば
如
何

に
し

て
果
を
現

在

に
成
ら
し
む
る
や
。
若

し
引

い
て
鯨

の
方
所

に
至

ら
し
む
る
こ
と
な
り
と

謂

ば
、
則

ち
所
引

の
果

は
其

の
膿
常
な

る
べ
し
、

又
無
色

の
法

は
當

に
如
何

に
し

て
引
く

べ
き
や
、
又
此
れ
が
引
く
所

も

(
そ

の
)
禮

は
本
無

な
る

べ
し
。

若

し
但
だ
騰
を
し
て
差
別
有

ら
し
む
る
な
り
と
謂

ば
本
無
く

し
て
今
有
る
と

い
う
そ

の
理
は
自
ら
生
ぜ
ん
。

(
巻
第
二
〇
)

と
。

世
親

の
論
難

の
態
度
を

よ
く
示

し
て
い
る
。
倶
舎
論

で
は
こ
れ
だ
け
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
破
邪
顯

正
の
論
鉾

に
か
け

ら
れ
た
も
の
で
、
素
直

な
態
度

で
述

べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
。

こ
れ
ら
だ
け

か
ら
で
は
到
底
世
親

に
知

ら
れ

た
数

論
な
ど
考
察
出
來

る
段
階

で
は
な

い
け

れ
ど
も
、
以

上
の
事

か
ら
知

ら
れ

る
得

る
凡
そ
を
簡
軍

に
考
え

て
み
よ
う
。

世
親

が
特

に
破
邪
顯
正

の
封
象

と
な

、
し
た

の
は
、
因
中
有
果
論

に
基
づ
く
轄
攣
説

で
あ

つ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
敷
論

濁

自

の
韓
攣
説

で
は
な
く
、

む
し
ろ
世
親
は
自
性

一
元

の
韓
攣
説

と
し
て
敷
論

を
解

し
て

い
た
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
は
韓
攣
外
道

と
い
え
ぱ
、

當
時

の
傾
向
と

し
て
直
ち
に
数
論

に
結

び
つ
け

て
、
他
派

の
も

の
も
混

じ
て
共

に
そ

れ
ら
を
豫

想

し
て
論
破

し
た
、

そ
の
態
度
に
よ
る

の
で
あ
ら
う

か
、
或
は
世
親
が
解

し
た

敷
論

そ
の
も

の
は
己

に
そ
う

い
う
傾
向

の
も

の
で
あ

つ
た

の
で
あ
ら
う
か
世
親

は
敷
論

を
雨
衆
外
道

と
呼
ん

で
い
る
。

雨
衆

は
敷
論

の

一
振

の

上
首

く
V
a
r
s
a
-

(
10
)

g
a
n
y
a

巷
冨

の
こ
と
で
、
彼
は
世
親
傳
の
僧
怯
論
に
通
曉
し
た
龍
王
砒
梨
沙
伽
那

で
、
頻
闇
詞
婆
沙
は
彼
の
秀
れ
た
弟
子
で
あ
つ
た
。
所
で
、
大
砒
婆
沙
論
で
は

敷
論
を
五
頂
外
道

と
し
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
の
編
纂
當
時
数
論
は
五
頂

P
a
n

c
a
s
i
k
h
a

器
津
訂

に
よ

つ
て
代
表

さ
れ
て
い
た

の
で
あ

ら
う
か
。

そ
れ
が
世
親

に
至

つ

て
雨
衆

く
V
a
r
s
a
g
a
n
y
a

の
名

で
代
表

せ
し
め
ら
れ
た
程
で
あ
る

か

ら
、
彼

は

鯨
程
秀

れ
た
學
者

で
あ

つ
た

の
で
あ
ら
う
。

蝕
で
結
論
的
に

い
え
ぱ
、
倶
舎
論

に
關

す
る
限

り
世
親
に
知

ら
れ
た
敷
論

は
、
砒
梨

沙
伽
那
及

び
頻
闇
詞
婆
沙

の

そ
れ
で
、

そ
れ
は
む
し
ろ
自
性

一
元

に
よ
る
韓
攣
読

と
解

さ
れ
や
す

い
も

の
で

世
親

に
知

ら
れ
た
敷
論

説

(
田

村
)

一
三

一
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世
親

に
知
ら
れ
た
数
論
説

(
田

村
)

一
三
二

あ

つ
た
。
從

つ
て
世
親

は
未

だ
從
來

の
敷

論

の
諸
読
を
整
理
し
、
勲

論
猫
自

の

立
場

を
確
立
し
た
、
P
u
r
a
u
s
a
 
P
r
a
k
t
t
i

の
二
元

の
も
と
に
組
織
膿
系
さ
れ
た

自
在
黒

の
そ
れ
を
知

ら
な
か

つ
た
。

と
す

れ
ば
世
親
傳
や
陳
那

の
こ
と
等
を
勘

案
す

る
と
き
、

む
し
ろ
頻
闇
詞
婆
沙

と
自
在
黒
と
は
別
人

で
、
そ

し
て
自
在
黒

は
世
親
以
後

の
人
で
あ

ら
う

と
考

え
る
こ
と
が
出
來

よ
う
。

結
論
が
あ
ま
り
に

飛
躍

し
て
し
ま

つ
た
け

れ
ど
も
、

こ
れ
に

つ
い
て
は
何

れ
後

の
機
會

に
詳
細

に

す
る

こ
と
が
あ
ら
う
。

1
 
山
本
快
龍

・
自
在

黒
年

代
論
5
7
6
-
7
.
p
p
.

2
 
木
村
泰
賢

・
印
度

六
派
哲
學
1
2
0
-
1
 
p
.
p
.

金
七
十
論
備
考
巻
上
、

こ
の
論

を
破
し
た
も
の
を
世

親
で
は
な
く
陳
那

と

し
て
い
る
。
、

3
 

山
本
快
龍

・
宗
敬
研
究
新
第

八
巻

第
二
號
9
2
-
3
.
p
p

4
 

宇
井
伯
壽

・
印
度
哲
學
史
4
4
6
-
7p
p
.

〃
 

哲
學
雑
誌

三
七
九
號
、
6
9
.
p
.

5
 
宇
井
伯
壽

・
印
度
哲
學
史
4
4
6
-
7
.
p
.p
.

6
 
S
a
m
k
h
y
a

似
旨
窪

冨

閑
鋤
二
訂
V
.
2
6

7
 
國
課

一
切
経
、

倶
舎
論

(
西
義

雄
課
)
3
1
2
.
p
.註

八
二
参

照

8
 
S
a
m
k
h
y
a
 
K
a
r
i
k
a
 
V
.
9

8
 
國
課

一
切
経

倶
舎
論
8
3
2
 
p
.
註

一
〇
四
参
照

10
 

金
七
十
論
備
考
巻

上

宇
井
伯
壽
、

雑
誌

三
七
九
號
、
6
9
.p
.

11
 

大
砒
婆
沙
論
巻
第

一
八

一

-575-


