
佛
教
の
数
授
原
理
ど
し
て
の
二
諦
説

藤

謙

敬

二
諦
読
に
關

し
て
は
古
來
籔
多
く

の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
最

近
で
は
西

教
授

の

「初

期
に
於
け
る
眞
俗

二
諦
論

の
意
義
」
等
す
ぐ

れ
た
研
究
が
稜

表
さ

れ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
は
佛
教
に

お
け
る
教
授
原
理
と
し
て
二
諦
読
を
考

察
し

た
い
と
思
う
。

二
諦
読
は
佛
陀

の
最
初
読
法

の
中
に
も
そ

の
趣
旨
は
存

し
た
と
も
見
ら
れ
る

が
、

阿
含

の
中

に
は

二
諦
読

の
組
織

の
完
全
に
整

つ
た
も

の
は
見
當
ら
な

い
。

二
諦
読
が
整

つ
た
形
と
し

て
現
わ
れ
る

の
は
大
毘
婆
沙
論
を
中
心
と
す
る
小
乗

論
書
、
般
若
輕
、

浬
禦
輕
等

の
諸
経
典
、

中
論
そ

の
他

の
大
乗
論
書
等
に
お

い

て
で
あ
る
。

二
諦
は
通
常
、

眞
諦
及
び
俗
諦

と
云
わ

れ
る
が
、

経
論

に
読
く

と
こ
ろ

の
二

諦

の
名
構
は
必
ず

し
も

一
様

で
は

な

く
、
眞

諦

は

ま

た
第

一
義
諦
、

勝
義
諦

(
P
a
ra
m
a
rth
a
-sa
ty
a
)
 と
も
せ
ら
れ
、

俗
諦
は
世
俗
諦
、

世
諦
、

覆
諦

(
lo
-

k
a
s
a
m
v
rt
ti-s
a
ty
a
)
 と
も
読
か

れ
る
。

世
俗
諦
は
世
間

に
お
け
る
言
読

で
あ

り
、

世
間

に
お
い
て
は
實
な
る
も

の
で
あ
る
。

第

一
義
諦

は
戯
論

を
超
越

せ
る

も

の
で
あ
り
、

言
語

の
境

の
止
息

せ
る
も

の
で
あ
る
。

諸

々
の
語

や
智

の
適

用

の
な

い
も

の
で
あ

れ
ば
、

い
か
に
し
て
人

は
諸

法
の
實
相
を
知
る
こ
と
が
で
き

る

で
あ
ろ
う

か
。

そ
れ
は
諸
佛

に
は
無
量

の
方
便
力

が
あ

つ
て
諸
法
に
は
決
定

相

の
な

い
こ
と
を
知
り
、

衆
生

を
度

せ
ん
乏

し
て
種

々
に
読
法
す
る
た
め
で
あ

る
。

申
論
襯

四
諦

品
第

八
偶
及
び
第
九
偶

に
は
、

二
諦

に
基
づ

い
て
諸
佛

の
説

法
が
あ

る
と
し
、

こ
の
二
諦

の
匝
別
を
了
解

し
な

い
も

の
は
佛
読
に
お
け
る
深

い
眞
實
性

を
了
解

し
な

い
と
云
わ
れ
る
。

分
別
智

は
諸
種

の
事
象

に

つ
い
て
比

較
辮
別
す
る
到
箇

の
作
用
で
あ
る
が
、
所
謂
無

分
別
智

の
境

も
分
別
智

の
表

現

作

用
と
し
て
の
言
語

の
媒
介
を
侯

つ
て
傳

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
印

ち
室
、

中

道

の
立
場
な
き
立
場
も
世
間

大
衆

や
檜
伽

の
共
通

の
立
場
と
し
よ
う

と
す

る
と

き
は
、

そ

こ
に
何
等

か

の
形

で
の
表
現
が
な
く

て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
に

二
諦
を
以
て
読
法

の
方
便
と
す

る
の
で
あ

る
。
プ

サ

ン

(
P
o
uss
in
)
 教
授
は

チ

ャ
ン
ド

ラ

キ

ー

ル

テ
ィ
 
(C
a
n
d
ra
k
irti)
 の
根
本
中
論
註
 
(
M
u
la
m
a
d

h
y
a
m
a
k
a
k
arik
as)
 
の
右
の
箇
所

に
更
に
註
繹
を
施

し
て
、

カ
タ
ー
ヴ

ァ
ッ

ト

ゥ
パ
カ
ラ
ナ
 (
K
a
th
av
a
t
t
h
u
p
p
a
k
a
ra
na
)
 の
中

の

「等

正
畳
者
は
卓
絶

せ

る

二
諦

の
法
を
読
く
、
云

々
」
(d
v
e
 sa
c
c
a
n
i
 

a
k
k
h
asi
 sa
m
b
u
d
d
h
o
 v
a

d
a
t
am
 
v
a
ro
…
…
)
 
の
語

を
引
謹

し
て
い
ゐ
。

阿
含
中
に
は

二
諦

の
整

つ
た

形

は
見
ら
れ
な

い
が
、
眞
諦

の
語
は
散
見
し
、
「
佛
世

に

出
現

し
、
眞
諦

を
顯

示
す

」
等

と
云
わ

れ
る

(
大

正
二
、
別
繹
雑
、

巻

一
)
。
世
俗
諦

の
語

は

見
當

ら
な

い
が
、
「
世
俗
と
は
有
漏
法
に
名

け
る
」
、
と
も

云
い

(
大
正

二
、
雑

八
、
二

二
九
)
、
又
世
間

法
は
危
脆
敗
壌

の
法
と
も
云

わ

れ

る

(
大
正
二
、
雑

九
、

二

三

一
)
。
阿
含

に
お
い
て
は
世
間
 
(lo
k
a
)
 と
出
世
間
 
(lo
k
o
tta
ra
)
 の
匿
別

は
し
き
り

に
論

じ
ら

れ
て
い
る
。

lo
k
a
 は

lo
k
 の
語

源
か
ら

「
見
ら

れ
る

場
所
」
、

lu
j
の
語
源
か
ら

「殿
壊

せ
ら
る
べ
き
も

の
」

と

い

う

意
義

を
有

佛
教

の
教
授
原

理
と
し
て

の
二
諦
説

(
藤
)
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佛
教

の
教
授
原

理
と
し

て
の
二
諦
読

(藤
)

す
る
が
、

そ
れ
は
刻

々
に
生
滅

し
攣
遷
し
壊
れ
ゆ
く
遷
流

の
も

の
で
あ
り
、

無

常

の
も

の
と
さ
れ
る
。

出
世
聞

は
世
間
を
超

出
し
、
有
漏

の
繋
縛
を
出
離

し
て

無
漏

の
解
脆

の
境

に
至
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
阿
含
中

に
は
屡

々
聖

(a
ry
a
)

な
る
語

を
以
て
嘆
美

さ
れ
て

い
る
。
難
阿
含
巻

十
二
の
偶

に
も
攣
易
法

に
翼
す

る
賢
聖

と
世
間

と

の
見
解

の
相
違
を
示
し
て
い
る
。

印
ち
賢
聖

の
苦
と
見
る
も

の
を
世
間

は
樂

と
な

し
、
世
間

の
苦
と
す

る
と
こ
ろ
を
賢
聖

は
樂
と
な
す

の
で

あ
る
。

叉
、
雑
阿
含
巻

二
八
、

三
九
、

中
阿
含
聖
道
経
、

パ
ー
リ
中
部
大
四
十

法
輕

(M
.
 N
.
 M
a
h
a
catt
ara
sa
k
a
su
tta
)
 等
に
は
入
聖
道
に
世
、

出
世

の

二
類

の
解
繹
を
施
七

て
い
る
。

叉
、
雑
阿
含
鰹
巻
十

の
第

三
十
四
輕
に
十

二
因

縁

の
順
襯

を
俗
数
法

に
當

て
、
逆
襯
を
第

一
義
塞

に
當

て
て
い
る
が
、

こ
の
第

一
義
塞

の
文

は
倶
舎
論

の

「
破
我
晶
」
に
も
引
用
さ
れ

て
い
る
。

又
、

青
目
は

中
論
観
行

晶
第

二
偶

の
註
繹

に
お
い
て
十
二
因
縁

の
順
観
を
以

て
世
諦
に
當

て

「
佛
は
世
諦
を
以

て
の
故

に
読
く
」
と
云
い
、
逆
襯
を
第

一
義
諦
に
當

て

て

い

る

の
で
あ
る
。

佛
陀

の
読
法
は
相
手

の
機
根
に
相
鷹

し
て
読
く
野
機
読
法

で
あ
り
、

最
も
適

切
に
被
教
育
者

の
個
性
を
洞
察
し
た
教
授

の
方
法

で
あ
る
。

梵
天

の
存
在
や
業

輪
廻

の
支
配
を
信
ず
る
民
衆

の
教

化
に
際

し
て
は
、

一
鷹
彼
等

の
信
じ

て
い
る

生
天
や
輪
廻
業
を
読
法

の
契
機

と
し
て
引
用
さ
れ
、
常
識

の
考
を
基
と
し

て
読

き
進

め
、

辮
談

法
的
に
生
か
し
、

や
が
て
佛
陀

の
立
場
に
誘
導
し
て
ゆ
く
方
法

を
と

つ
た

の
で
あ
る
。

佛
陀
は
特

に
在
俗
信
者
を
教
化
せ
ら
れ
る

に
當

つ
て
は

先
ず
施
論
、

戒
論
、

生
天

の
論
を
以

て
漸
読
或
は
次

第
読
法
と
し

て
誘
引
方
便

せ
ら
れ
、
饗
機

の
心
意
開
獲

七
て
淳
熟
す
る
に
當

つ
て
始
め

て
佛
陀
最

初
読
法

に
し
て
最
勝

読
法
な

る
苦

集
滅
道

の
四
諦
読
を
説
か
れ
る

の
が
常
法
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
宮

本
博

士
は
こ

の
二
種

の
世
俗
及
び
出
世

の
教
読
は
阿
含

に
現
わ

れ
な

い
で
阿
毘
蓮
磨

及
び

大
乗
に
て
獲
蓬
す
る

二
諦

読

の
根
擦

と
な
る
と
し
て

(
1
)

お
ら
れ
る
。

こ
の
世

・
出
世

の
二
諦

読

の
形
式

は
大
衆
部
方
面
で
次

第
に
用

い

ら
れ
、
俗
妄
眞
有

の
読
と
な

つ
た
も

の
の
よ
う

で
あ
る
。

次

に
小
乗
論
書

の
二
諦

読
を
見
る
に
、

大
毘
婆
沙
論
七
七
毬
に
鉛

い
て
は
契

経

中
の
二
諦
説
を
あ
げ
、

四
諦

中
に
お
い
て
前

二
諦
を
世
俗
諦
、

後

二
諦

を
勝
義
諦
と
す
る
も

の
、

四
諦

中

の
前

の
三
諦
は
世
俗
諦
、
唯

一
の
道
諦

の
み
が
勝
義
諦
で
あ
る
と

い
う

も

の
、
国
、

四
諦

は

是

れ

世
俗
諦

の
擾

で
あ

り
、

唯

一
切
法

の
塞
、
非
我

の
理

の
み
が
勝
義
諦

で
あ
る
と
い
う
も

の
等
を
あ

げ

て
い
る
。

然
る
に
毘
婆
沙
師

は

「
四
諦

に
は
皆
世
俗
と
勝
義

と

の
義
あ
り
」

と

の
読
を
正
義

と
し
て
い
る
。
印

ち
世

俗
諦
は
現
見

の
事
實

及
び
警
喩

読
を
も

つ
て
読
明
し
、
勝
義
諦

は
十
六
行
相
を
も

つ
て
読
明
し
て

い
る
。

叉
、
毘
婆
沙

師

に
よ
れ
ば
四
諦

中
に
は
皆
世

俗
諦

と
勝
義
諦

と
が
有
る
と
読
く
か
ら
し
て
、

世
俗
も
勝
義
も
倶

に
十
八
界
、

十

二
庭
、

五
薔
を
擾
す
る
も

の
で
あ

つ
て
、
盧

室

と
非
揮
滅
も

亦

二
諦

の
擾

で
あ

る
と
云
わ
れ
る
。

か
く

の
如
く
毘
婆
沙
師

の

二
諦
読
は
四
諦

読
と
關

係
し
て
、

四
諦

読
を
前
提

と
し
て
読
明
さ
れ
て

い
る
。

し
か
も
毘
婆
沙
師

は
四
諦

の
自
性

を
読

く
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
龍
樹
が
室

の

表
現

と
し

て
二
諦

を
用

い
、
室
に
お

い
て
四
諦

は
成
じ
、

塞
に
お

い
て
四
諦
も

塞
ぜ
ら

れ
る
と
読
く
無
自
性

塞

の
立
場

に
お
け
る

二
諦
読
と
は
自
ら
相

運
す

る

わ
け

で
あ
る
。
次

に
毘
婆
沙
師

の
二
諦

読
に
樹
し

て
は
左

の
如
き
疑
問
が
提

出

さ
れ
る
。
即

ち
世
俗
中

の
世

俗
性

は
勝
義

の
故

に
有
り
と
す
る

の
で
あ

る
か
、

又
勝
義

の
故
に
無
し
と
す

る

の
で
あ
る
か
。
若

し
勝
義

の
故

に
有

り

と
す

る

も
、

叉
無
し
と
す

る
も

二
つ
共

に
過
が
あ
る
で
は
な

い
か
。
若
し
世
俗

の
中

の

世

俗
性

が
勝
義

の
故

に
あ
る
と
す

れ
ば

唯
勝
義
諦

の

一
諦

の
み
が
あ
る
べ
く
、

叉
若

し
世
俗
中

の
世
俗
性

が
勝
義

の
故

に
無
し

と
す
れ
ば
、

亦
唯
勝
義
諦

の

一

諦

の
み
が
あ
る
こ
と
に
な

る
で
は
な

い
か
、
と

い
う
問
難
で
あ
る
。
毘
婆
沙
師

は
こ
れ
に
答
え
て
、
佛

が
二
諦

の
言
を
読
く
事
實
を
謹
嫁
と
し
て

「世

俗
中

の
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世
俗
性
は
勝
義

の
故

に
有
り
」
と
言

い
、
勝
義
諦

の
立
場
を
主
と
し
て
こ
れ
に

よ

つ
で
世
俗
性

の
根
擦

と
し

て
、

二
諦

の
相
關

々
係
を
読
く

の
で
あ
る
。

 

倶
舎

論
は
毘
婆
沙
師

の
意
を
受
け
て

二
諦
を
明
し

て
い
る
。

世
俗
諦

は
例
え

ば
瓶
等

の
物

の
畳

が
瓶
が

こ
わ
れ
て
瓦

と
な
る
時
は
無
と
な
る
よ
う
な
場
合
、

叉
水

が
慧

に
よ
つ
て
色
聲
香
味
鯛
等

に
分
析

さ
れ
る
際
、
永

の
畳

が
無
く
な
る

よ
う
な
場
合
を
、
世

俗
諦
と
名
づ

け
る
の
で
あ
り
、

勝
義
諦
に
お
い
て
は
色
等

の
物

が
碑
け

て
極
微
に
至
る
も

無
と
な

り
な

い
よ
う
な
場
合
、

及
び
勝
慧
を
以

て
昧
等
を
析
除
す
る
も
彼

の
畳

の
恒
に
あ
る
よ
う
な
場
合
を
勝
義
諦

と
い
う

の

で
あ
る
。

印
ち
世
俗
に
お

い
て
は
未
だ
慧
を
以

て
破
斥
し
な

い
時

に
お
い
て
假

に
世
想
を
以
て
施

設
せ
る
も

の
で
あ
り
、

そ
れ
は
施

設
有
る
が
故

に
名
づ
け

て

世
俗

と
す
る

の
で
あ
る
。
げか
く
世
俗

の
理
に
よ

つ
て
瓶
等
は
有

る
と
読
く

の
で

あ

る
。
即

ち
有
に
自
性

を
立
て
る
有
部

の
立
揚

で
は
色
等
は
砕
け
て
極
微
に
至

る
も
無
と
な
ら
な

い
と
し
、

か
く
實
在
す
る
と

と
を
勝
義

の
理
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
龍
樹

の
立
場
に
お
い
て
色

が
因
縁
生
印

ち
無
自
性

塞
で
あ
り
、

こ
れ
を

實

有
と
し
て
立
て
る
こ
と
は

で
き
な

い
と
す

る

の
と
は
反
勢

で
あ
る
。

龍
樹
は
中
論
観

四
諦

品
第
十
偶
に

お
い
て

「
世
俗
に
基
か
ず

し
て
は
第

一
義

は
開
示
せ
ら
れ
ず
、

第

一
義
を
得
ざ
れ
ば
則
ち
浬
繋

を
得
ず

と
云
い
、
俗
諦

は
第

一
義

乃
至
浬
葉

へ
の
入

口
で
あ
る
と
読
く

の
で
あ
る
。
中
論

で
は
四
諦
品

に

お
い
て
二
諦

の
語

が
現
わ
れ
、

特
に
塞

の
俗
諦
的
方
面
が

読

か

れ

て

い

る

が
、

こ

の
黙

は
襯
因
縁
晶
よ
り
観
顛
倒

品
に
至
る
聞
、

特

に
観
成
襲
品
第

八
偶

及
び
観
因

果
晶
第
十
七
偶
に
お

い
て
見
る
如
く
、

室
な

ら

ば

成
壊

は

あ

り

得

ず
、

因
果

の
生
滅
も
あ
り
得
な

い
と
す

る
塞

の
眞
諦
的

意
義

の
読
明
と
比
較
し

て
極

め
て
鞠
照
的

で
あ
る
。

こ
れ
は
か

の
毘
婆
沙
師

が
賢
聖

の
法
な
る
第

一
義

諦

を
奪
重
し
、

世
俗
諦
は
第

一
義
諦
よ

り
便
値
低
き
庸

俗
の
も

の
で
あ
る
と
す

る

の
に
甥
し
、

龍
樹
が
世
俗

の
立
場
を
生
か
さ
ん
と
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
塞
の
眞
諦
的
意
義
か
ら
韓
じ
て
室
の
俗
諦
的
意
義
の
解
明
を
す
る
こ
と

に
な
り
、
こ
こ
に
澄
い
て
特
に
二
諦
読
法
の
形
式
を
引
用
す
る
に
至
つ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
維
摩
輕
等
に
見
ら
れ
る
世
俗
救
濟
、
道
俗

一
如
め
大
乗
佛
教
運

動
と
同
じ
潮
流
で
あ
り
、
小
乗
佛
教
が
出
世
問
超
俗
の
態
度
に
流
れ
易
い
の
を

是
正
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
龍
樹
自
ら
は
二
諦
を
相
即
す
る
と
し
、
そ
の

何
れ
の
一
方
に
も
偏
せ
ざ
る
中
道
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。

次
に
成
實
論
の
論
門
品
第
十
四
に
二
諦
は
二
の
論
門
で
あ
り
、
世
界
門
と
第

一
義
門
、
又
は
世
俗
門
と
賢
聖
門
と
云
わ
れ
る
。
由
來
成
實
論
の
所
読
は
小
乗

佛
教
と
疑
せ
ら
れ
、
吉
藏
も
三
論
玄
義
に
お
い
て

「成
實
は
毘
曇
と
共
に
各
々

塞
有
を
執
し
て
互
に
相
排
斥
し
て
道
を
障
へ
見
を
増
し
て
皆
佛
旨
を
失
ふ
」
と

迄
云
つ
て
い
る
。
し
か
し
成
實
論
の
作
者
詞
梨
駿
摩
は
提
婆
の
四
百
襯
論
を
引

用
し
、
文
龍
樹
の
中
論
、
大
智
度
論
を
研
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
成
實

論
を
嘉
鮮
の
云
う
如
く
佛
旨
を
失
う
も
の
と
し
て
却
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

否
、
成
實
論
の
二
諦
読
等
を
見
る
時
、
そ
れ
は
陶
毘
曇
毘
婆
沙
師
の
方
法
論
を

縫
承
し
つ
つ
も
人
法
二
塞
二
諦
中
道
の
立
場
を
と
つ
て
い
る
こ
と
を
獲
見
す
る

も
の
で
あ
る
。
一
切
有
無
品
第
二
十
三
に

「佛
法
中
に
世
諦
を
以
て
の
故
に
一

切
有
一
切
無
と
読
く
、
第

一
義
に
は
非
ず
、
所
以
は
何
か
ん
。
若
し
有
と
決
定

す
れ
ば
印
ち
常
邊
に
堕
し
、
若
し
無
と
決
定
す
れ
ば
鄙
ち
蜥
邊
に
堕
す
。
こ
の

二
邊
を
離
る
る
こ
と
を
聖
中
道
と
名
つ
く
」
と
云
い
、
身
見
品
第
百
三
十
に
は

「若
し
第

一
義
諦
の
故
に
無
と
説
け
ば
則
ち
智
者
勝
た
ず
。
若
し
世
諦
の
故
に
.
 

有
と
論
か
ば
則
ち
凡
夫
も
諄
は
ず
。
叉
佛
法
は
濡
浮
の
中
道
、
非
常
非
箇
に
名

つ
く
。
第

一
義
諦
は
無
な
る
が
故
に
常
に
非
ず
、
世
諦
は
有
な
る
が
故
に
籔
に

非
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
成
實
論
は
世
諦
有
、
第

一
義
室
の
立
場
を
取
る
も

め
で
、
塞
と
な
す
の
は
第

一
義
諦
の
上
で
言
う
こ
と
で
あ
り
、
俗
諦
を
立
て
て

有
を
許
す
の
で
あ
る
。
成
實
論
も
人
法
二
室
を
認
め
一
切
塞
と
は
言
う
が
、
そ

佛
教

の
教
授
原
理
と
し
て

の
二
諦
読

(
藤
)
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佛
教
の
教
授
原
理
と
し
て
の
こ
諦
説

(藤
)

の
空
は
析
塞
襯
に
よ
る
塞
翻
で
あ
り
、
中
論
の
読
く
鐙
塞
観
的
塞
観
と
は
可
成

り
趣
を
異
に
す
る
と
も
云
わ
れ
る
。
、併
し
叉
、
成
實
論
は
毘
婆
沙
師
を
却
け
る

所
も
あ
り
、
読

一
切
有
部
の
我
塞
法
有
読
よ
り
進
ん
で
い
る
。
成
實
論
が
世
諦

を
以
て
方
便
ど
し
、
方
便
施
設
の
因
由
を
中
道
の
立
場
に
お
い
て
い
る
如
き
は

浬
繋
経
の
分
別
中
道
読
、
世
諦
方
便
読
に
通
ず
る
と
共
に
、
中
論
の
離
有
無
二

邊
中
道
説
と
も
通
ず
る
立
場
で
あ
る
。
更
に
炭
實
論
に
は
第

一
義
塞
を
読
く

が
、
こ
れ
は
大
品
般
若
経
の
第
一
義
塞
襯
、
大
智
度
論
の
諸
法
實
相
と
し
て
の

第
一
義
室
観
と
共
に
、
中
論
の
第
一
義
諦
観
に
通
ず
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
又

見

一
諦
晶
第
百
九
十
二
に
眞
諦
を
以
て
泥
演
を
指
す
と
も
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
般
若
経
に
第

一
義
と
は
浬
繋
に
名
づ
け
る
と
云
い
、
大
智
度
論
に
、
浬
繋
を

第

一
義
室
と
す
る
趣
旨
を
離
れ
な
い
も
の
と
云
え
よ
う
。
併
し
叉
成
實
論
は

「滅
は
第

一
義
諦
な
る
が
故
に
有
な
り
」
と
云
い
、
「四
諦
を
以
て
得
道
せ
ず
、

一
諦
即
ち
滅
を
以
て
得
道
す
」
と
云
う
如
く
、
滅
は
成
實
論
の
説
く
所
の
窮
極

の
理
想
で
あ
る
。
世
諦
の
故
に
有
、
第
一
義
の
故
に
室
と
読
き
つ
つ
、
滅
を
第

一
義
有
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
中
論
や
大
智
度
論
の
影
響
を
う
け
な
が
ら
、
毘
曇

の
爽
難
的
衣
装
を
帯
び
て
い
る
成
實
論
の
二
諦
襯
の
立
場
が
み
ら
れ
る
。

、
中
論
と
密
接
な
關
係
に
あ
る
般
若
経
に
お
い
て
は
具
ハ足
品
に

「菩
薩
摩
詞
薩

は
二
諦
の
中
に
住
し
て
衆
生
の
爲
に
世
諦
と
第

一
義
諦
と
を
読
法
す
」
と
云

い
、
二
諦
の
分
別
、
第

一義
の
室
を
示
し
て
い
る
。
眞
實
を
求
め
ず
し
て
は
誤

謬
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
故
に
深
く
分
別
心
の
相
を
見
る
者
は
實
に
無

分
別
智
を
獲
得
せ
る
者
で
あ
る
。
か
か
る
分
別
智
は
無
分
別
智
よ
り
出
つ
る
も

の
で
あ
り
、
如
實
に
不
畳
を
認
む
る
も
の
こ
そ
如
實
の
畳
者
で
あ
る
。
然
も
般

若
経
の
般
若
と
方
便
と
が
龍
樹
の
工
諦
読
と
關
係
が
あ
る
こ
と
は
吉
藏
が
三
論

玄
義
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
印
ち
龍
樹
は
大
品
を
開
い
て

二
道
と
爲
し
先
に
般
若
道
を
明
し
後
に
方
便
道
を
明
す
と
す
る
の
で
あ
る
。
般

若
と
方
便
と
は
前
後
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
般
若
を
膿
と
し
方
便
を
用
と
な

す
か
ら
前
に
般
若
を
明
し
後
に
方
便
を
辮
ず
る
の
で
あ
る
。

大
毘
婆
沙
論
、
倶
舎
論
に
現
わ
れ
た
道
理
世
俗
諦
的
傾
向
は
唯
識
系
統
に
お

い
て
獲
展
し
、
護
法
の
眞
諦
有
俗
諦
塞
の
徹
底
化
と
な
り
、
般
若
中
論
の
塞
観

の
立
場
に
お
け
る
二
諦
説
は
中
襯
派
に
お
い
て
展
開
さ
れ
、
清
辮
の
眞
諦
塞
俗

諦
有
の
張
調
と
な
り
、
護
法
清
辮
塞
有
の
諄
を
現
出
す
る
が
、
後
世
二
諦
が
言

教
の
通
詮
た
る
こ
と
に
着
目
し
二
諦
の
相
即
を
読
く
シ
ナ
三
論
宗
と
梁
朝
二
十

三
家
、
天
台
、
浮
影
、
慈
恩
等
の
読
く
性
質
の
二
諦
読
と
の
封
立
等
、
か
か
る

塞
有
の
勢
立
が
或
意
味
に
お
い
て
二
諦
分
別
の
形
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の

勢
蹄
の
交
流
が
中
道
の
如
實
相
で
あ
る
。
室
と
云
い
有
と
云
う
も
二
諦
中
道
の

立
場
の
表
現
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
窮
極
的
理
想
が
何
等
か
の
形
で
表
現
さ

れ
る
こ
と
を
要
す
る
と
き
そ
れ
が
分
別
の
形
で
表
わ
さ
れ
る
ご
と
は
表
現
に
本

質
的
な
特
徴
で
あ
り
、
中
道
、
諸
法
實
相
の
表
現
の
方
便
と
し
て
の
二
諦
読
に

お
い
て
も
見
ら
れ
る
特
質
な
の
で
あ
る
。'中
道
、
諸
法
實
相
は
自
ら
を
二
諦
に

よ
つ
て
現
わ
し
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
佛
陀
が
謹
悟
せ
る
と
こ
ろ
、
龍
樹
が
中

論
に
お
い
て
読
く
と
こ
ろ
も
中
道
で
あ
り
、
眞
諦
、
俗
諦
は
畢
寛
こ
の
中
道
開

顯
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
二
諦
相
即
の
理
を
最
も
よ
く
獲
明
し
た
の

は
嘉
群
で
あ
る
。
嘉
群
が

「
二
諦
は
中
道
を
以
て
膿
と
な
す
」
と
云
う
の
は
、

此
の
意
昧
で
あ
り
、
二
諦
の
何
れ
を
と
つ
て
も
中
道
を
現
わ
す
故
に
、
眞
諦
中

道
、
世
諦
中
道
、
二
諦
合
明
の
中
道
と
い
う
の
で
あ
る
。
眞
諦
は
有
に
し
て

無
、
俗
諦
は
無
に
し
て
有
な
る
表
現
で
あ
り
、
表
現
せ
ら
れ
ん
と
す
る
も
の
は

有
言

無
言
を
離
れ
、
有
無
を
止
揚
せ
る
中
道
で
あ
る
。

1
 
宮
本
正
隼
博
士
、
「中
道
思
想
及
び
そ
の
養
達
」
六
九
六

七
頁
。
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