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麻

俊

樗

伽
経
を
理
解
す
る
場
合
に
、

ど
う
し

て
も
明
確
に
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
こ
と

の

一
つ
に
、
d
h
a
r
a
mと

び
b
h
a
v
a
の
区
別

が
あ

る
。
先

ず
、
本

経

に
で
て
く

る
二

つ
の
梵
語
に
対
す

る
訳
語
を
挙
げ

て
み
る
と
、

瀞
盟

灘
甥

颯
閉

群
 
(ま
れ
に
醇
)

欝
,
 赴

聾

蕗
,
 確
丼

欝
,針
,針
,夢

蕗
喜
夢
,
針
,噂
,選
,

針
書

と

あ

り
、

チ

ベ

ッ
ト

訳

で

は
、
d
h
a
r
m
a
は
c
h
o
s
,
 
b
h
a
v
a
は
d
n
o
s
 
p
o
,

y
o
d
 
p
aで

ほ

ぼ

固

つ
て

い
る

。

し

か

し
、

例

外

も

あ

る

。
例

え

ば
、

に
於

て
斜
体
部
分
は
、
d
n
o
s
 
p
o
 
t
h
a
m
s
 
c
a
d

で
あ
り
、
逆
に
次
の
例
の
よ
う

に
、
b
h
a
v
aに
対

し
て
c
h
o
sが
相
当
し

て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。

で
は
、
斜
体
部
分

は
c
h
o
s
 
t
h
a
m
s
 
c
a
d

で
あ
る
。

次

に
漢

訳
に
目
を
転
ず

る
と
、
d
h
a
r
m
aに
対

し
て
は
、

ま
れ
な
例
外
を
除

い
て
三
本
と
も

「
法
」
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
b
h
a
v
a
に
対

し
て
は
、

宋
訳

で
は
、

「性
」
・
魏

訳

で

は
、
「
法

・
有

・
有

法

・
法

体
」
、
唐

訳

で
は
、

「
法

.
有

・有
性

・有

物
」

な
ど
の
語
が
当

て
ら
れ

て
い
る
。
宋
訳
は
、
d
h
a
r
m
a

に
は

「法
」
、
b
h
a
v
aに
は

「
性
」
と
明
確

に
区
別
を
与

え
て
い
る

と
思

わ
れ

る

の
で
あ
る
が
、
魏

訳
と
唐
訳

で
は
、
b
h
a
v
aに
対

し
て
も

「法
」

を
当
て
、

し
か
も
、
「
法
」
を
当
て
て
い
る
場
合
が
大
変
多

い

の
で
あ
る
が
故

に
、
こ
の
二

訳
か
ら
は
、

そ

の
梵

語
が
何

で
あ
る
か
判
別
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
宋
訳
を
除

い
て
、
チ

ベ
ッ
ト
訳
も
含
め
、
魏

訳
と
唐

訳
で
は
、
d
h
a
r
m
aと

び
b
h
a
v
a

の
訳
語
が
混
乱

し
て

い
る
と
言
え
そ

う

で
あ

る
。
否
、
む
し
ろ
d
h
a
r
m
aの
特
殊

な
使
わ
れ
方
を
除

い
て
は
、

こ
れ
ら
二

つ

の
梵
語
は
、
本
経

で
は
同
義

と
把
握
す
る
こ
と
も
可
能

で
は
な

い
か
と
い
う
考

え
方
も
成
立
し
そ
う
で
あ
る
。

さ

て
、
も
う
少
し
二

つ
の
梵
語

に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。
ま
ず
d
h
a
r
m
a

で
あ
る
が
、

こ
れ
に
は
二

つ
の
使

わ
れ
方
に
大
別
で
き
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

一
つ
は
、
自
内
聖
智

の
領
域

に
相
応
す
る
意
味
と
し

て
で
あ
る
。

右

の
文
中
に
あ
る
d
h
a
r
m
aは
、
自
内
聖
智

の
領
域

の
あ

り
方
そ

の
も
の
を

指
し

て
い
る
と
受
け
と
れ
る
で
あ

ろ
う
。
も
う

一
つ
の
用
法

は
、
遠
離
さ
れ
る

べ
き
も

の
と
し

て
で
あ
る
。

(さ
ら
に
大
慧
よ
。
各
自
の
内

の
聖
智

の
活
動

〔領
域
〕

た
る
特
質
は
、

一

切
法
の
特
質
に
執
着
が
な
い
が
故
に
…
…
現
わ
れ
る
)

と
あ
り
、

こ
の
場
合

の

一
切
法
の
特
質

(
s
a
r
v
a
-
d
h
a
r
m
a

-
l
a
k
s
a
n
a
)
は

、
捨

離

さ
れ
る
べ
き
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者

の
よ
う
な
d
h
a
r
m
aの
使
わ
れ
方

は
、
本
経
に
於

て
は
、

ま
れ
な
が
ら
も
時
折

み
ら
れ
る
。
ま
た
、
d
h
a
r
m
a
を

考
え
る
と
き
に
本
経

で
は
、
五
法
(
p
a
n
c
a
-
d
h
a
r
m
a
)
を

検
討
し
な
い
わ
け
に
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は
ゆ
か
な
い
。
五
法
と
は
、
名

(
n
a
m
a
n
)
・
相

(
n
i
m
i
t
t
a
)

・
妄
分
別

(
s
a
m
-

k
a
l
p
a
)

・
正
智

(
s
a
m
y
a
g
-
j
n
a
n
a
)

・
如
如

(
t
a
t
h
a
t
a
)

で
あ
る
が
、
本
経

で

は
、

こ
の
五
法
が
三
自
性

に
く

み
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
聖
智

の
活
動
領

域

に
相
応
し
て
い
る

こ
と
が
言
わ
れ
る
。

し
か
し
、
次

の
場
合
の
五
法

は
、

遠
離
の
対
象

に
な
つ
て
い
る
。

(
大
慧
よ
。

一
切
法
は
心

・
意

・
意
識

・
五
法

・
〔
三
〕
自
性
を
離
れ
て
い
る

と
観
察
し

つ
つ
、
菩
薩
摩
詞
薩

は
法
無

我
に
善
通
す

る
)

以
上

の
よ
う
に
、
五
法
も
二
通
り
の
使

わ
れ
方

が
な
さ
れ

て
い
る
。
従

つ
て

本
経
で
は
d
h
a
r
m
aに
は

、二
通
り

の
使
わ
れ
方
が
あ
る
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

第

二
に
b
h
a
v
aに

つ
い
て
で
あ

る
。
訳
語
は

、
前
掲

し
た
通
り
で
あ
る
が
、

こ
の

び
b
h
a
v
a
は
存
在
を
示
す
言
葉

で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
こ
で
有

と
い
う
意
味

(
7
)

も
可
能

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
た
が

つ
て
、
魏

訳
と
唐
訳

で
は
、
b
h
a
v
aに

対
し

て
も

「
法
」

と
い
う
訳
語
が
当

て
ら

れ
て
い
る
場
合
が
非
常
に
多
い

の
で

あ
る
が
、

こ
の
場
合

の

「
法
」

と
は
、
存

在
す

る
も
の
の
意
味
と
解
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て

び
b
h
a
v
a

は
、
有
無

の
二
元

の
領
域
に

お
い
て
の
み

言

わ
れ
る

の
で
あ
り
、
第

一
義
、

つ
ま
り
自
内
聖
智

の
領
域

で
は
遠
離
さ
れ
る

べ

き
も

の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
ま

た
、
本
経

で
は
、
s
a
r
v
a
-
b
h
a
v
a
s

に
対
し

て
も

「
一
切
法
」
(
魏
訳

・唐
訳
)

と
訳
し

て
い
る

の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
し

た
が

つ
て
、
魏

・
唐
訳
か
ら
は
、
梵
語

が
s
a
r
v
a
-
d
h
a
r
m
a
s

か

sa
r
va
-
b
h
a
v
a
s か

の
判
断
は
出
来
な
い
。

こ
の
点
、
宋
訳
は
、
「
一
切
法
」
、
「
一
切

性
」
と
、

ほ
ぼ
明
確
に
使

い
わ
け
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。

以

上
を
ま
と
め
る
と
、
d
h
a
r
m
a
に
は
二
通

り

の

用
法

が

あ

り
、

一
方
、

b
h
a
v
aは
、
聖
智

の
領
域

で
は
無
自
性

(
n
i
h
s
v
a
b
h
a
v
a
)

と
し
て
退
け
ら

れ

る
。

こ
こ
に
両
者

の
大
き
な
違

い
が
あ
る
よ
う
に

思

う
。
さ

ら

に
言

う

な

ら

ば
、
d
h
a
r
m
aは
、
第

一
義

の
領
域
か
ら
有
無

二
元

の
領
域
ま

で
広
域

に
於
て

用

ら
れ
る
が
、
b
h
a
v
a
は
、
有
無

の
領
域

に
限
ら
れ
る
。
し
た
が

つ
て
、
両
者

に
対

す
る
チ

ベ
ッ
ト
訳
の
混
乱
、
ま
た
、
特

に
魏

訳

・唐
訳
に
お
い
て
d
h
a
m
r
a

と
b
h
a
v
a
の
両
者
に
対

し
て

「
法
」
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど

か
ら
推
す
る
に
、
d
h
a
r
m
aが
有
無

二
元

の
領
域

で
言

わ
れ
る
限
り
、
そ
の
と

き

に

は
、
す

べ
て
の
法

(
s
a
r
v
a
-
d
h
a
r
m
a
s
)

と
、

す

べ
て
の
も

の

(
s
a
r
v
a

-

b
h
a
v
a
s
)
は
、
ほ
ぼ
同
義
と
み
て
も
よ
い
よ
う

に
考

え
る

の
で
あ
る
。
同
じ
よ

(
8
)

う
な

こ
と
を
、
三
枝
博
士
は

『
中
論
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つ
い
て
既

に
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
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