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一

周
知

の
よ
う
に

「
大
乗
掌
珍
論
」
乏

は
清
辮
造
玄
奨
課

の

一
書
が
中

國
に
傳
わ

っ
て
い
る
だ
け
で
梵
本
も
西
藏
課
も
現
存
し
て
い
な
い
。
こ

(
1
)

の
論
に
は
大
髄
、
十
二
の
註
繹
書
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
残
念
な

こ
と
に
現
在
残

っ
て
い
る
も
の
は
、
唐
代
失
課
の

一
巻
と
寳
雲
師
の
大

乗
掌
珍
論

一
巻
、
同
じ
く
寳
雲
師
の
大
乗
掌
珍
論
獲
揮
三
巻
、

そ
れ
に

秀
法
師
の
掌
珍
量
導

一
巻
の
四
本
し
か
傳
わ
っ
い
な

い
。
寳
雲
師
と
は

筑
前

の
人
で
本
願
寺

の
勧
學
の
職
に
あ
っ
た
天
保
年
間
に
眞
宗
學
摩
で

こ
の
嚢
揮
を
講
じ
た
も

の
を
底
本
と
し
て
、
小
山
憲
榮
氏
が
校
補
の

(
2
)

(
3
)

上
、
明
治
廿
三
年
に
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
秀
法
師
の
方
は
内
容

か
ら
み
て
法
相
宗
系
統
の
人
で
あ
ろ
う
と
の
推
定
以
外
に
は
仔
細
な
黙

で
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
た
貸
そ
の
爲
本
に
保
元
元
年
の
日
付
が
あ
る

と
こ
ろ
よ
り
そ
れ
以
前
の
人
で
あ

っ
よ
う
で
あ
る
。

(
4
)

一
方
、

外
國
で
は
l
g
j
e
g
j
n
m

敏
授
が

一
九
三
三
年
に
本
論
の
佛
課

(
5
)

を
出
し
、
ま
た
w
b
s
k
u
i
e
 
w
k
w
m
k
l
k
l
l

が

漢
文
か
ら
の
還
梵
を

一

九
四
九
年
に
出
版
さ
れ
た
だ
け
で
、
我
が
國
に
於
て
は
山
口
釜
博
士
を

中
心
に
幾
人
か
の
學
者
が
本
論
に
つ
い
て
關
読
し
て
お
ら
れ
る
が
、
総

髄
的
に
は
鯨
り
本
論
に
封
す
る
研
究
は
進
め
ら

れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
は
漢
課
さ
れ
た
清
辮
の
著
作
が
般
若
燈
論
と
こ
の
掌
珍

論
の
二
ツ
だ
け
で
あ

っ
た
こ
と
、

近
年
、
清
辮
研
究
の
中
心
が
中
観

心
論
や
般
若
燈
論
に
向
け
ら
れ
、
就
中
、
彼
の
主
著
と
も
目
さ
れ
る
中

観
心
論
に
そ
の
研
究
の
注
意
か
向
け
ら
れ
初
め
た

Σ
め
で
も
あ
ら
う
。

そ
れ
に
こ
の
掌
珍
論
二
巻
か
ら
特
に
、
彼
濁
自

の
敢
學
を
取
り
出
せ
る

程
そ
の
特
殊
性
が
見
出
し
難
い
と
云
う
内
的
事
情
と
、
ま
た

一
方
、

こ

の
論
書
が
清
辮
造
で
玄
癸
課
で
あ
っ
た
と
云
う
鮎
か
ら
考
え
て
、
中
國

で
も
法
相
、
三
論
の
爾
宗
か
ら
蝕
り
好
感
を
持

た
れ
な
か

っ
た
の
で
は

な
い
か
と
云
う
外
的
事
情
も
介
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
今
こ

で
こ
の
掌
珍
論
を
問
題
と
し
て
取
上
げ
た
の
は
、

護
法
、
清
辮
室
有
の
論
諄
の
歴
史
的
事
情
は
さ

て
お
い
て
も
、
中
観
、
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喩
伽
の
数
義
的
論
孚
と
云
う
事
黙
に
あ

っ
て
何
故
、
玄
斐
が
中
観
派
の

こ
の
論

を
中
國
に
繹
出
し
た
の
か
、
ま
た
は
如
何
な
る
態
度
で
醗
課
を

し
た
の
か
と
云
う
鮎
に
つ
い
て
穿
あ
る
。
と
云
う
の
は
中
観
派
系
の
清

辮

の
中
観
心
論
は
も
と
よ
り
、
月
構
の
入
中
論
、
寂
天
の
入
菩
提
行
論
に

は
夫
々
み
な
喩
伽
唯
識

の
説
を
批
到
し
た

一
章
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
清

辮
、

月
構
の
中
論
繹

に
も
y
w
f
e
i
m
e
w
o
g
h

と
か
v
s
w
i
x
w
i
m
dと
か

の
但
書

の
も
と
に
彼
等
の
読
が
批
釧
の
封
象
と
さ
れ
て
い
る
し
、
同
時

(6
)

に
ま
た
唯
識
派
、の
側
に
於
て
も
、

慈
恩
が
成
唯
識
論
述
記
に
、
遁
倫
が

(7
)

喩
伽
論
記
に
夫
々
清
辮
を
も
っ
て
悪
趣
室
論
者
と
逆
に
批
難
し
て
い
る

黙
等
を
考
え
る
な
ら
、
印
度
に
於
て
は
と
か
中
國
に
於

て
は
云
ケ
地

域
的
事
情
を
越
え
て
、
と
も
か
く
も
思
想
的
に
は
後
世
お
互
い
に
他
の

説
を
批
剣
し
あ

っ
た
跡
が
あ
る
こ
と
は
事
實
で
あ
る
。
勿
論
、
時
代
的

に
み
て
月
構
以
後
の
中
観
派
の
人
達
を
玄
斐
は
知
ら
な
か

っ
た
と
し
て

も
、

こ
の
よ
う
に
中
観
、
喩
伽
の
封
立
、
交
渉
と
云
う
こ
と
が
印
度
、

中
國
に
於
て
後

々
問
題
に
な

っ
て
來
る
事
情
の
も
と
に
あ

っ
て
、
唯
識

系
の
玄
婁
が
如
何
な
る
態
度
、
意
圖
を
も

っ
て
中
観
系

の
こ
の
論
書
を

繹
出
し
た
の
か
穿
問
題
と
な

っ
て
來
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ
る
。

二

上
來
述
べ
來

っ
た
中
観
、
喩
伽
の
封
立
、
交
渉
は
印
度
佛
教
に
於
て

も
勿
論
問
題
に
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
鼠
で
は
爾
派
の
交
渉
の
接
貼

に
立
っ
て
こ
の
間

の
事
情
に
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
感
の
あ
る
玄
斐

個
人
を
仲
介
と
し
て
取
扱

っ
て
み
た
い
。

彼
が
課
出
し
た
中
観
派
の
論
書
は
て
奥
で
扱

う
掌
珍
論
と
聖
提
婆
の

廣
百
論
本
、
そ
に
れ
封
す
る
護
法
の
註
繹
で
あ
る
大
乗
廣
百
論
繹
論
と

の
三
本
で
あ
る
が
、

こ
の
廣
百
論
繹
論
の
方

は
同
じ
系
統
の
護
法
の
註

繹
に
な
る
も
の
で
、
内
容
の
面
か
ら
み
て
も
破
邊
執
品
第
六
と
最
後
の

教
誠
弟
子
品
第
八
の
結
び
附
鵬
の
文
に
は
特

に
、
唯
心
的
色
彩
の
濃
い

唯
識
読
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
四
百
論

の
註
繹
で
も
月
構
に
は

そ
れ
ら
し
き
展
開
の
跡
が
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
書
が
中
観
系
の

聖
提
婆
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
護
法
に
よ
っ
て
註
繹
さ
れ
る
内
に
、
或

る
部
分
に
は
巧
み
に
唯
心
説
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
貼
か
ら
玄
奨
が
こ
の
書

を
取
上
げ
課
出
し
た
と
し

も
頷
け
る
も
の
が
あ
る
が
、
掌
珍
論
の
方
は
そ
う
簡
輩
に
は
割
切
れ
な

い
よ
う
で
あ
る
。

何
故
な
ら
、
問
答
往
復
の
形
式
で
述

べ
ら

れ
て
い
る

こ
の
論
に
於

て
、
相
慮
論
師
、
即
ち
、
喩
伽
唯
識
派
の
人
達

の
読
が
そ
こ
で
批
到
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
相
鷹
論
師
の
説
を
破
す
る
解
答

(
8
)

の
文
の
中
に
限

っ
て
二
同
程

「廣
く
は
入
眞
甘
露
に
す
で
に
具
ハさ
に
分

別
せ
る
が
如
し
、
故
に
重
ね
て
辮
ぜ
ず
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
の
入
眞

甘
露
な
る
書
が
同
じ
く
、
清
辮
の
中
観
心
論
第
三
章
、
眞
實
智
を
求
め

(
9
)

る
章
に
當
る
こ
と
は
、
既
に
、
山
口
博
士
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
が
、
玄
斐
課
の
こ
の
書
に
入
眞
甘
露
な
る
書
名
が
見
え
、

そ
れ
が
喩
伽
行
派
に
封
す
る
破
析

に
關
係

の
あ
る

こ
と
は
明
白
で
あ

「
大
乗
掌

珍
論
」
管

見
(
光

川
)

一
七

一
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「
大
乗
掌
珍
論
」
管
見
(
光

川
)

一
七

二

(
1
0)

り
、
具

つ
ま
た

一
方
で
は
玄
斐
と
同
門
の
學
徒
で
も
あ
つ
た
圓
測
が
解

深
密
経
疏
の
中
で
、

こ
の
入
眞
甘
露
品
が
清
辮
の
中
観
心
論
で
あ
る
こ

と
を
知

っ
て
い
た
記
述
が
あ
る
こ
と
、
乃
至
は
慈
恩
が
成
唯
識
論
述
記

に
清
辮
を
指
し
て
室
無
に
堕
す
る
の
徒
と
し
て
排
斥
し
て
い
る
こ
と
、

即̀
ち
玄
斐
、
慈
恩
、
圓
測
と
並
べ
た
此
等
三
人
の
記
述
を
み
る
と
き
、

清
辮
に
封
す
る
法
相
宗
の
立
場
も
自
ず
と
鮮
明
に
な
っ
て
來
る
よ
う
で

あ
る
。

し
か
し
本
論
を
課
出
し
た
の
は
玄
斐
が
法
相
宗
を
確
立
す
る
以

前
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
喩
伽
唯
識
を
批
到
し
た
部
分
の
あ
る
こ
の
書
を

彼
が
醗
課
し
た
と
し
て
も
何
も
問
題
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
が
少

く
と
も
後
々
法
相
宗
に
於
い
て
歓
迎
さ
れ
な
か

っ
た
で
あ
ら
う
清
辮
の

思
想
、

し
か
も
そ
の
人
の
著
作
で
あ
る
こ
の
掌
珍
論
に
喩
伽
唯
識
の
思

想
が
批
到
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
で
翻
繹
を
な
し
に
玄
斐
の
態
度
は

一
慮
、

不
可
解
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
玄
斐
自
身
、
そ
の
醗
諜
事
業

に
全
使
命
を
感
じ
、
法
相
宗
の
禮
系
的
組
織
付
け
は
慈
恩
に
委
譲
し
て

い
た

Σ
め
か
、
或

い
は
こ
の
論
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
如
き
批
釧
に

よ

っ
て
は
自
宗
の
教
義
は
全
く
微
動
だ
に
し
な
い
と
考
え
た
か
ら
か
、

そ
の
邊

の
事
情
は
未
だ
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
中
観
、
喩
伽
の
論
孚
、

交
渉
と
云
う
そ
の
丁
度
接
鮎
に
あ

っ
て
玄
奨
の
そ
の
立
場
と
云
う
も
の

は
も
う
少
し
思
想
的
に
も
追
究
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

三

掌
珍
論
に
於
け
る
造
論
の
目
的
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
有
爲
室
、

無
爲
室
を
因
明
形
式
に
よ

っ
て
明
し
、
そ
の
有
爲
、
無
爲
室
の
理
を
悟

る
こ
と
に
よ
っ
て
無
分
別
智
を
得
る
こ
と
に
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
無

分
別
智
は
室
観
を
修
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
室
観
の
積
集
は
聞
慧
の
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
從

っ
で

こ
の
聞
慧
を

得
さ
し
め
ん
が
た
め
に
こ
の
論
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
有
爲
室
の
立
量
に
封
し
て
十
八
、
無
爲
室
の
立
言

に
封
し
て
十
四
の
外
難
が
學
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
今
爾
者
の
問
答
往
復

の
跡
を
た
ど
る
こ
と
に
よ

っ
て
こ
の
問
題
を
考

え
て
み
よ
う
。

先
ず
、
相
慮
論
師
の
側
か
ら
清
辮
の
説
を
首
肯
し
え
な
い
と
し
て
學

げ
る
も
の
は
、

(1)
掌
珍
論
に
於
い
て
清
辮
は
有
爲
室
を
立
証
す
る
た
め
に
、
眞
性
に

つ
け
は
有
爲
は
室
な
り
。
縁
生
な
る
が
故
に
、

幻
の
如
し
と
云
う
立
量

を
學
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
封
し
て
相
鷹
論
師

は
大
髄
次
の
よ
う
に
云

う
。
即
ち
、
彼
等
は
、
清
辮
は
勝
義
に
於
い
て
は
有
爲
は
室
な
り
。
縁

生
の
故
に
と
説
く
が
、
そ
の
縁
生
と
は
無
因
自
然
に
し
て
生
じ
る
自
然

生
の
こ
と
で
な
い
の
は
勿
論
で
あ
ら
う
。
我

々
相
鷹
論
師
に
於
い
て
も

遍
計
は
髄
性
都
無
の
故
に
相
無
性
で
あ
る
が
、

依
他
の
方
は
縁
生
で
あ

っ
て
も
室
で
は
な
い
。
そ
の
禮
有
な
る
も
の
を
室
と
説
く
の
は
自
然
生

な
き
生
無
性
の
邊
よ
り
假
り
に
室
と
云

っ
た
ま
で
史
あ
る
。
從

っ
て
汝

清
辮
が
自
然
生
の
性
な
き
生
無
性
の
邊
に
つ
い
て
室
と
云
う
の
で
あ
れ

は
、
遍
計
は
無
、
依
他
は
有
と
云
う
我

々
の
側

の
義
を
繹
成
す
る
も
の

と
な
る
し
、
又
、
そ
う
で
な
く
遍
計
、
依
他
共

に
室
と
云
う
の
で
あ
れ
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ば
、
遍
計
の
上
の
假
立
の
法
も
な
く
な
っ
て
、
汝
の
説
は
全
く
断
無
の

見
と
な
る
。
そ
れ
で
は
聖
敏
に
違
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
と
の

難
と
、
も
う

一
つ
は

(2)
無

爲
室
を
立
証
す
る
下
巻
の
中
に
、
眞
如
勝
義
の
上
に
更
に
第
二

の
勝
義

は
な
い
。
そ
の
第
二
の
な
い
と
こ
ろ
を
室
と
名
付
け
て
眞
如
を

室
と
説
く
、
眞
如
勝
義
は
自
膿
有
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
上
に
第
二

の
眞
如
が
な
い
。
、そ
の
な
い
と
云
う
貼
よ
り
勝
義
諦
で
眞
如
を
室
と
説

く
と
云
う
の
で
あ
れ
は
、
そ
れ
は
我

々
に
と

っ
て
も
理
に
契
う
も
の
で

あ
る
が
、
眞
如
は
勝
義
諦
で
は
實
有
で
は
な
い
と
云
う
こ
と
は
我

々
に

と

っ
て
認
め
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
何
故
な
ら
出
世
無
分
別
智

(根
本

智
)
は
親

し
く
眞

如
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
後
得
清
浄
世
智

(後

得
の
無
分
別
智
)
は
相
分
を
攣
じ
て
眞
如
を
縁
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
の
智
が
無
爲
を
縁
ず
る
の
で
、
眞
如
が
實
有
で
な
い
と
云
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
智
は
無
を
縁
じ
て
、
境
が
な
く
な
る
か
ら
眞
如

は
實
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
反
問
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
三
性
説

と
眞
如

の
面
よ
り
清
辮
を
批
到
し
た
も
の
と
云
え
る
で
あ
ら
う
。

勿
論
、
掌
珍
論
に
於
い
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
相
鷹
論
師
の
説
が
以

上
の
二
項
目
を
出
な
い
と
云
う
の
で
は
な
く
、
敵
者
の
名
構
の
な
い
も

の
で
相
鷹
論
師
の
読
を
出
し
て
い
る
も
の
、
ま
た
は
清
辮

の
解
答
を
裏

返
せ
ば
そ
れ
が
喩
伽
師
の
読
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
大
髄
以
上
の
二

貼
が
そ

の
主
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
外
に
寳
雲
師

の
議
揮

に
よ
れ

ば
獲
間
者
の
名
を
出
し
て
い
な
い
も
の
で
、
そ
れ
を
護
法
論
師
の
説
で

あ
る
と
す
る
も
の
が
幾

っ
か
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
皆
、
有
爲
、
無
爲

室
に
つ
い
て
別
な
角
度
か
ら
出
さ
れ
た
批
難
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
も
殆

ん
で
上
に
學
げ
た
室
の
断
見
、
依
他
の
問
題
の
中
に
包
括
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
か
ら

一
々
こ
Σ
に
は
取
出
さ
な
い
が
、

そ
の
内
の

一
ツ
だ
け
を

(
1
1)

附
加
す
る
な
ら
、
掌
珍
論
の
文
で
は
、
「
飴
あ

っ
た
ま
た
曰
く
」
と
あ
っ

て
、
縁
生
故
の
因
は
世
俗
で
も
勝
義
で
も
な
く
、
又
、
自
に
も
他
に
も

成
立
し
な
い
と
あ
る
質
問
の
文
を
寳
雲
師
が
註
繹
し
て
、
因
明
に
於
け

る
因
は
立
敵
共
許
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
縁
生
故

の
因
は

護
法
で
は
、
有
爲
法
は
必
ず
識
攣
に
し
て
縁
よ
り
生
じ
る
と
云
い
、
清

辮
は
心
外
縁
生
と
立
て
ど
ち
ら
も
他
を
認
め
な

い
か
ら
、
縁
生
故
の
因

は
成
立
し
な
い
と
し
て
自
と
他
と
云
う
語
を
夫

々
清
辮
と
護
法
と
に
あ

て

こ
の
文
を
解
繹
し
て
い
る
こ
と
は
寳
雲
師

の
獲
揮
に
於
け
る

一
ッ

の
態
度
を
物
語
る
も
の
と
云
え
る
で
あ
ら
ヶ
。

さ
て
、

こ
れ
ら
に
封
す
る
清
辮
の
解
答
は
喩
伽
師
が
依
他
は
假
有
で

あ
る
が
、
自
然
生
の
性
な
き
生
無
性
に
つ
い
て
室
と
云
う
の
で
あ
れ
ば

我
々
は
反
問
し
な
い
と
云
う
が
、

こ
の
こ
と
は

我

々
中
観
師

に
と

っ

て
、
因
縁
生
な
る
眼
等
の
依
他
の
上
に
因
よ
り
生
ぜ
ず
。
滅
壊
な
き
當

情
現
相
の
眼
根
等
が
畢
寛
じ
て
無
性
で
あ
る
。

そ
れ
を
室
と
名
付
け
る

よ
う
な
も
の
で
、
遍
計
の
室
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
立
敵
共
に
許
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
は
云
え
な
い
と
い
う
こ
と
と
、

依
他
は
縁
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
所
作
室
の
も
の
で
あ
る
が
、

眼
等
は
髄
用
都
無
の
自
性
室
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
從

っ
て
、
眼

「
大
乗
掌
珍
論
」
管
見
(
光

川
)

一
七
三
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七
四

等
は
無
生
で
、
無
生
の
故
に
室
で
あ
る
か
ら
生
無
性
で
室
と
は
い
え
な

い
。
生
無
性
は
因
縁
生
の
上
で
立
て
ら
れ
る
所
作
室
で
自
性
室
の
も
の

で
は
な

い
と
言
う
こ
と
、
更
に
は
、
依
他
の
起
る
と
き
勝
義
諦
で
自
性

が
あ
る
な
ら
そ
れ
は
生
無
性
と
は
云
え
な
い
。
も
し
生
無
性
で
あ
る
か

ら
自
性
が
生
じ
な
い
、
こ
れ
を
無
生
な
り
と
す
る
な
ら
そ
れ
で
は
髄
が
'

な

く
な

っ
て
唯
識
實
性
あ
り
と
す
る
汝
自
ら
の
宗
に
違
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ら
う
。

と
い
う
三
ツ
の
理
由
に
よ

っ
て
喩
伽
師
か
ら
の
難
を
斥

け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
孚
に
み
ら
れ
る
爾
者
の
相
違
は
、
喩
伽
師
が

依
他
を
有

と
し
、
清
辮
は
無
と
考
え
又
、
喩
伽
師
は
遍
計
を
無
と
し
依

他
を
有

と
す
る
の
に
封
し
、
清
辮
は
勝
義
を
無
と
し
世
俗
を
有
と
す
る

三
性
と
二
諦
と
の
相
違
、
或
い
は
喩
伽
師
が
他
縁
よ
り
生
じ
た
も
の
を

室
と
は
名
付
け
な
い
の
に
封
し
、
清
辮
は
縁
生
を
印
室
と
す
る
と
こ
ろ

(
1
2)

に
起
因
し
た
論
孚
で
あ

っ
た
と
云
え
る
で
あ
ら
う
。

こ
の
こ
と
は
中
観

心
論
第
五
章
第
八

一
-
三
偶
に
説
か
れ
る
所
論
と
も
よ
く
似
て
い
る
。

次
に
第

二
の
問
題
は
、
相
鷹
論
師
が
眞
如
勝
義

の
上
に
第
二
の
眞
如

勝
義
は
な
い
こ
と
を
も

っ
て
室
と
説
く
が
眞
如
勝
義
は
實
有
で
あ
る
。

何
故
な
ら
無
分
別
智
が
無
爲
を
縁
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
從

っ
て
眞
如
勝

義
は
實
有
、
無
之
有
で
あ
る
と
す
る
反
問
に
封
し
て
、
清
辮
は
無
分
別

智
が
無
爲
の
境
を
縁
ず
る
と
言
う
な
ら
、
か
』
る
無
分
別
智
は
所
縁
に

よ

っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
も
の
あ
る
か
ら
『
そ
れ
は
縁
よ
り
生
ぜ
し
め

ら
れ
た
有
爲
の
も
の
で
あ

っ
て
も
は
や
無
分
別
智
と
は
言
え
な
い
。
と

そ
の
難
を
斥
け
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
所
論
も
中
襯
心
論
第
五
章

第
八
六
偶
に
み
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
内
容
の
も

の
で
、
そ
こ
で
は
識
論

者
に
於
い
て
眞
如
勝
義
が
無
之
有
と
云
わ
れ
、
勝
義
諦
が
行
ぜ
ら
れ
成

就
さ
れ
る
鮎
を
智
の
働
き
と
い
う
面
よ
り
述
べ
て
、
勝
義
そ
の
も
の
は

既
に
分
別
智
の
作
用
す
る
範
園
を
越
え
て
い
る
。
そ
う
言
う
勝
義
を
見

る
智
と
言
う
も
の
は
有
分
別
の
も
の
で
あ
る
筈

が
な
い
。
從

っ
て
無
分

別
智
が
無
爲
を
縁
じ
、
そ
の
こ
と
よ
り
眞
如
は
實
有
で
あ
る
と
す
る
の

が
識
論
者
の
説
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
封
す
る
清
辮
の
見
解
は
、
あ
く
ま

で
無
分
別
智
が
無
爲
を
縁
ず
る
と
か
、
無
爲
を
了
得
す
る
智
と
考
え
る

こ
と
は
、
そ
の
縁
ず
る
と
か
了
得
す
る
と
言
う
鮎
で
既
に
世
間
智
の
領

域
を
犯
し
、
有
爲
化
さ
れ
て
い
る
と
し
て
反
封
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の

こ
と
は
眞
如
勝
義
と
言
う
も
の
を
あ
く
ま
で
遮
遣
否
定
と
い
う
仕
方
で

捉
え
よ
う
と
し
た
中
観
派
は
そ
れ
を
無
と
考
え
、
識
論
者
は
そ
れ
を
無

之
有
と
し
て
行
的
な
智
の
働
き
を
も

っ
て
眺
め
よ
う
と
し
た
所
に
か

Σ

る
相
違
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四

以
上
、
三
性
と
眞
如
、
勝
義
と
言
う
面
か
ら
爾
者
の
論
難
の
跡
を
か

、い
つ
ま
ん
で
見
た
理
で
あ
る
が
、
實
は
、
こ
の
掌
珍
論
は
こ
れ
だ
け
で

は
理
解
し
難
い
鮎
が
多
く
、
寳
雲
師
の
註
繹
や
山
口
博
士
の
中
観
心
論

の
研
究
を
蓼
考
に
そ
の
跡
を
た
ど

っ
て
來
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

し
て
も
掌
珍
論
の
文
章
は
簡
略
に
過
ぎ
る
よ
う

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
掌
珍
論
に
於
い
て
問
題
に
な
る
有
と
無
の
問
題
、
即
ち
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三
性
と

二
諦
と
の
面
か
ら
す
る
論
孚
は
中
観
心
論
や
般
若
燈
論
に
も
問

題
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
観
、
喩
伽
の
論
孚
は
こ
の
爾
者
の
取
扱

い
方
の
相
違
に
よ
っ
て
起

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
程
重
要
な
問
題
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
掌
珍
論
に
も
關
読
さ
れ
て
い
る
と
言

う
こ
と
は
、
こ
の
論
が
爾
者
の
相
違
の
根
本
を
突
い
て
い
る
も
の
と
言

え
る
で
あ
ら
う
。

で
あ
る
な
ら
法
相
宗
に
と
っ
て
も
問
題
で
あ
る
こ
の

論
を
玄
突
は
如
何
な
る
態
度
で
課
出
し
た
の
で
あ
ら
う
か
と
言
う
こ
と

が
問
題

に
な

っ
て
來
る
の
で
あ
る
が
、
護
法
の
註
繹
に
な
る
廣
百
論
繹

(
1
3
)

論
を
玄
斐
が
課
出
し
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
最
近
、
梶
山
雄

一

氏
の
研
究
に
よ
れ
は
、
護
法
は
そ
の
註
繹
の
中
で
清
辮
の
名
を
出
し
て

い
な

い
け
れ
ど
も
、
内
容
か
ら
み
て
明
ら
か
に
清
辮
を
批
到
し
た

一
文

の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
玄
奨
が
こ
の
廣
百
論
を
課
出
す

る
と
き
、
そ
の
こ
と
を
見
抜

い
て
い
た
と
す
れ
は
、
彼
は
中
観
、
喩
伽

の
論
箏

の
事
貼
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
正
し
く
知
り
、
清
辮
と
自
読
と
の

相
容
れ
な
い
貼
を
誤
り
な
く
紹
介
し
よ
う
と
し
て
本
論
を
あ
え
て
課
出

し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
護
法
が
聖
提
婆

の
四
百
論
を
註
繹
す
る

に
當

っ
て
、
そ
れ
を
巧
み
に
改
攣
し
中
観
派

の
説
を
批
劃
し
た
と
す
れ

は
、
清
辮
の
も
の
を
課
出
す
る
に
當

っ
て
、
玄
斐
が
果
し
て
清
辮
の
説

を
巧
み
に
改
攣
し
た
か
否
か
と
言
う
こ
と
が
今
後

の
問
題
と
し
て
残
る

で
あ
ら
う
。
梵
本
も
西
藏
課
も
な
い
掌
珍
論
に
あ

っ
て
は
、
直
接
に
は

同
じ
清
辮
の
著
作
で
あ
る
中
観
心
論
等
と
掌
珍
論
と
を
封
照
し
て
み
な

い
こ
と
に
は
詳
し
ぐ
は
分
ら
な
い
し
と
で
あ
る
が
、
掌
珍
論

の
中
に
、

(
1
4
)

「
實

性

眞

如

は
韓

依

を

根

と

し

て
法

身

成

就

す

」

と

か

「
室

を

観

じ

る

眞

封

治

道

を

う

る

に
由

っ
て
、

一
切

の
分
別

と
遍

計

所

執

の
種

子

の
所

依

な

る

異

熟

識

中

の
分

別

等

の
種

は

鯨

り

な
く

永

断

す

」

と
言

っ
た
よ

う

に
、

唯

識

派

の
熟

語

を

借

り

た

よ

う

な
型

で
清

辮

の
自

説

が

述

べ
ら

れ

て

い
る

こ
と

が
、

清

辮

に
と

っ
て

果

し

て
最

終

的

に
要

當

で

あ

る

か

ど
う

か

と

言

う

こ
と

で

あ

る
。

い
ず

れ
に

し

て
も
、

こ

の
掌

珍

論

は

喩
伽

系

の

人

が

中
観

系

の
も

の

を

課

出

し

た

と

言

う

貼

で

こ

の
間

を

結

ぶ
接

貼

の
役

割

を
果

し

て

い

る

と

考

え

ね

は

な

ち

な

い
し
、

中
観
、

喩

伽

の
交

渉

面
を

見

て

い

く
場

合
、

護

法
、

月

稻

ど

爾

系

統

の
人

の
註

繹

を

も

つ
廣

百
論

繹

論

と

共

に
重

要

な

資

料

と

な

る

で
あ

ら

う
。

極

言

す

れ

ば

こ

の
間

の
事

情

を
扱

う

中
國

側
、

印

度

側

の
爾

資

料

と

し

て
も

っ
と
別

な
角

度

か

ら
見

直

す

必
要

が

あ

る

の

で

は
な

い

か

と
考

え

て

い
る
。
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