
印
度

に
於

け
ろ
繹
浮

思
想

の
關
係

に
つ

い
て光

地

英

學

先
ず
當
題
目

の
輝
澤
爾
思
想
の
關
係
と

い
う

の
は
、
後
世
、

就
中
、

中
國

の
宋
以
後

の
如
き
繹
漂
双
修
思
想

の
よ
う
な
積

極
性
具
髄
性

を
意
味
し

て

い
る
竜
の
で
な

い
こ
と
を
、
断

っ
て
お
き
た

い
。

暉
宗

の
開
租
は
菩
提

蓬
摩
で
あ
る
。

達
摩
は
元
來
、

印
度
出
身

の
人

で
あ
る

か
ら
、
達
摩
が
暉

の
嗜

矢
と
み
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
印
度

に
灘
宗

が
護

し
た
も

の
と
も
見
得
る
。

然
し
輝
宗

を
傳
え
た

の
が

印
度

で

は

な

く
、

中
國

で
あ
る

し
、
叉
、

暉
宗

の
興
隆

し
た
の
も
亦
中
國
で
あ

る
。
從

つ
て
嚴
密

に
云
つ
た
場

合
、

所
謂
、
輝

と
瀞

土
教
と
の
交
渉
は
、
達
摩

以
後

に
考
察

さ
れ
な

く
て
は
な

ら
な

い
の
で
、

印
度
に
於

け
る
繹
漂
思
想

の
交
渉

は
、

こ

の
黙
要
當

で
な

い
こ

と
と
な
る
。

然
し
輝
宗

で
は
、

そ
の
道
統
を
蓬
摩
以
前

に
遡
り
、

遠

く
繹
奪

に

源
流
を
も
と
め
、

そ
れ
よ
り
順
次
次
第
相
承

の
系

譜
を
み
る
。

從

つ
て
繹

の
思

想
は
、
蓬
摩
以
前

の
印
度

の
諸
論
師
に
も

探
り
得
る

こ
と
は
否

み
得
な

い
で
あ

ろ
う
。

然
し
印
度

に
於
け

る
暉
門

の
傳
燈
相
承
を
、

歴
史
的

に
考
謹
す

る
こ
と

は
不
可
能

に
屡
す

る
。

こ
れ
は
中
國
に
輝
宗

が
猫
立

し
た
後

に
、

そ
の
依

つ
て

來
た
源
を
探
る

べ
く
印
度
佛
教
史
に
傳
燈
を
跡
づ

け
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

そ

う
し
て
印
度

に
於
け

る
是
等
傳
燈
諸
師

一
般

の
暉

思
想
は
、
後

世
の
所
謂

の
輝

の
範
疇

を
以
て
、

明
確

に
規
定
出
來
得
る
も

の
で
は
勿
論

な

い
。
た

ゞ
廣
義

に

於
け
る
輝

の
思
想

と
脈
絡

を
有
す
る
程
度
に
温
ぎ
な

い
。
さ
れ
ば

印
度

の
暉
津

關
係
も
、
斯
る
意
味

の
考
察

に
限
定
さ
れ
る
こ
と
も
、

己

む
を
得
な

い
で
あ

ろ

う
。

一
方
、
濤
土
思
想
は
、

縄
尊
佛
身
観

の
獲
達

上
に
観
得
る

の
で
あ

り
、
極

樂

浮
土
思
想
は
、
羅
尊
浬
葉
界

の
具
象
化

の
上
に
観

得
る
。
そ
れ
は
特

に
大
乗
思

想

の
興
起

と
共

に
擾
頭
し

て
來
た
も

の
で
あ
る
。
浮

土
思
想

の
、
印
度

に
す
で

に
獲
生
し
て

い
た
こ
と
は
、

蔽

い
得
な

い
史
實

で
あ
る
。

そ
れ

で
は
浮

士
教

の

相
承
系
譜
は
ど
う

か
。
漂
土
教

の
系
譜
は
、

琿

の
如
き
次
第
相
承

で
は
な
く
、

超
越
相
承

で
あ

つ
て
、
そ

の
始
租
は
、

一
般
に
龍
樹

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
龍

樹

の
、
輝

の
傳
燈
租
師

で
あ

る
こ
と
は
、
後
述

の
世
親

の
場
合

と
同

様

で
あ

る
。
倫

こ
ゝ
で
特

に
噺
う

て
置
き
度

く
思
う

の

は
、
印
度

の
淫

土
思
想

と

し

て
、
彌
陀

・
彌
勒

・
阿
閑
等

に
關
す

る
も

の
の
あ
る
う
ち
、
吾
人

の
こ

ゝ
で
意

圖
す
る
潭
土
教
が
、
彌
陀

の
そ
れ
で
あ

る
黙

で
あ
る
。

こ
の
彌
陀
淫

土
思
想
と

輝
と

の
交
渉

を
、

一
経
典

と
し
て
鮮

活
な
ら
し
め
て

い
る
も

の
を
、
龍
樹

出
世

以
前

に
成
立
し
て
い
た

大
乗
経
典

の
う

ち
に
も

と
め
る

な

ら

ば
、

「
般
舟

三
昧

経
」

三
巻
が
墨
げ

ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
経
は
現
存
大
乗
経
典
ハ中

の
最
も
初

期
に
編
纂
せ
ら
れ
た
も

の
と
み
ら
れ
、
彌
陀
を
読
く
経
典
中

の
最
古

の
文
献

に

属
す

る
。

こ
の
経
の
意
味
す

る
般
舟

三
昧

と
は
、
定
行

の

一
で
、

七
日
乃
至
九

十
日
の
問
、

行
道
す

れ
ば
、

現
前

に
佛
を

見
る
こ
と
を
内
容
と
し
、

こ

の
般

舟

三
昧

に
よ

つ
て
、
彌
陀

を
見

る
法

を
明

し
た
も

の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、

こ
れ

は
輝
定
三
昧

に
依

つ
て
、
彌
陀
を
襯
見

せ
ん
と
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、

こ

の
輕

印
度
に
於
け

る
繹
浮
思
想

の
關
係

に
就

い
て
 
(
光

地
)
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印
度

に
於

け
る
輝
濡

思
想

の
關
係
に
就

い
て
 
(
光

地
)

そ
れ
自
燈
に
、

琿
漂
双
修
に
關
す
る
思
想
を
胚
胎
し

て
ゐ
る
も

の
と
み
な

し
得

る
。

こ
の
よ
う
に
輕
典
そ
れ
自
膿

の
う

ち
に
、
暉
淫
思
想

の
關

係
を
内
示
す

る

も

の
が
あ
る
が
、
吾

人
は
以
下
、
輝

と
淫

土
教

と
の
爾
思
想
を
、
主

と
し
て
そ

、
の
同

一
人

の
思
想
教
學

の
上
に
、
大
乗
経
典
思
想
内
容
を
背
景

と
し
、

そ
れ
と

の
蓮
關

の
上
に
考
察

し
、
以

て
印
度

に
於
け
る
暉
浮

相
關

々
係
究
明

の
具
と
致

し
度

い
と
思
う
。

惟
う
に
か
の
小
乗
有
部

の
思
想
は
、

法
有

の
立
場

か
ら
、

分
析
的
客
齪

的
に

無
我
を
読
明
し
よ
う
と
し
た
。

從

つ
て
現
實

を
捨
離
す
る
浬
葉
を
絡
極

の
理
想

と
す
る
に
至

つ
た
。

こ
れ
に
封
し
て
、

法
塞

の
立
場

か
ら
、

直
観

的
に
無
我
を

謄
現
し
、
生
死
と
浬
繋

と

の

一
如

を
實
謹

せ
ん
と
す
る

の
は
、

大
乗
教

の
根
本

的
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
所
謂

の
室
思
想
で
、
こ
れ
を
説
く
代
表
を
経

に
も

と
め

る
な
ら
ば
、
歴
史
的

に
も
思

想
的

に
も
般
若
経

で
あ

つ
て
、

そ
れ
は
大
乗
佛
教

の
當
初

に
立
ち
、

そ
の
基
本
的
位
置
を
保
任
す
る
。
般
若

の
室
論
を
特
色
づ
け

る
基
礎
付
的
意
義
を
纏
承
し

て
、

こ
れ
を
論
謹
的
形
態
に
組
織
し

た
の
が
、

龍

樹

の
塞
論
に
他
な
ら
な

い
。
嚴
密
に
は
龍
樹

の
塞
思
想
も
、

當
時
す

で
に
成
立

し
た
初
期
大
乗
経
典

の
室
思
想

の
、
綜
合
的
組
織
的

大
成
を
な
し
た
も

の
で
あ

る
。

一
般

に
般
若

の
立
場
は
、
経

典

の
浩
瀞

な
割

合
に
極
め

て
簡
軍
で
あ
る
。

要
す
る
に

一
切
法

の
差
別
相
を
否
定
し
、

相
勢
を
絶

し
、
直
に
そ

の
本
質
上
、

室

で
あ
る
と
達
観
し
て
、

囚
わ
れ
な

い
無
碍

自
由

の
生
活
活
動

力
を
養
う

と
こ

ろ
に
あ
る
。
而
も

か

ゝ
る
態
度

の
基

本
を
原
始
佛
教

の
本
質
に
立
脚

し
て
、

心

そ

の
も

の
に
お
く
。

こ

ゝ
に
般
若

思
想

の
揮

へ
の
親
近
性
が
あ

る
。
す
な
わ
ち

こ
の
般
若

の
思
想

こ
そ
は
、
暉
定

三
昧

の
實
際

の
心
境
を
表
現
し
た
も

の
に
他

な
ら
な
い
。
暉

は
畢
寛
、

心
を
室

に
遊
戯

せ
し
め
る

こ
と
に
依

つ
て
、

自
己
萬

法

一
貫
の
眞
實

に
膿
達
す
る

に
あ
る
。

不
可
得
室
を
實

蹉
し
、
自
身

に
禮
現
せ

し
め
る
の
が
、
實

に
縄
め

本
是

で
あ
る
。

般
若
輕

の
中
心
思
想

で
あ
る
察
は
、

軍
な
る
認
識

で
は
な
く
、

室
観

の
實
睦

で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
暉

定

三
昧

の
鐙
現

で
あ
る
。
般

若
と
は
智
慧
を
意
味
す
る
。

そ

の
智

慧
を
膿

現
す

る

の
が
、

他
な
ら
ぬ
暉
定

で
あ

る
。
龍
樹
は
斯
る
室
愚
想
を
、
圭

と
し
て

「
中
襯

論
」
に
、
次

い
で
そ

の
入
門
的
意
義

の
許
に

要
約
的

に
著

わ

し

た

「
十

二
門

論
」
、
更
に
大
品
般
若

の
註
糧

と
し
て
の

「
大
智
度

論
」
に
閲
明

し
て
い
る
。

さ
て
龍
樹

の
室
襯

は
、
浩
極
的
破
邪
的
否
定
性

を

内

含

す

る

一
切
皆
室
論

を
、

一
面
に
開
明
す
る

と
共

に
、
否
定
に
否
定
を
重

ね
た
最
後
、

自
ら
積
極
的

顯

正
的
肯
定
性
を

そ
れ
自
腱
、

内
的
に
形
作

つ
て
い
る
。

斯
る
意
味
合
に

て
そ

の
室
襯
は
、

箪
な
る
否
定

の
論
理

で
は
な
く
、

膿
室
観
、

す
な
わ
ち
大
乗
的
室

論

と
し

て
、
室
鄙
是
色

の
妙
有
思
想
に
、
そ
れ
自
鐙
相
印
す

る
も

の
と
な
し
得

る
。

何

の
屈
託
も
な

い
廓
然
玲
朗

の
境
地
、

す
な
わ
ち
室
に
爲
し
出
さ
れ
る
世

界
は
、

悉

く
般
若

の
眞
智
慧
に
照
ら
さ
れ
て
、
從
前
と
は
異

つ
た
新
天
地
と
し

て
展
開
さ
れ
て
く
る
。

こ
れ
は
否
定
印
肯
定

の
般

若
所
照

の
妙
有

の
世

界
で
あ

る
。

論
師
は
室
読
を
辮

謹
し
て
、

塞
を
も
更
に
塞
じ
、

再
び
假

名

の
世
界

に
戻

つ
て
、

こ
れ
を
妙
有
化

し
た
。
疑

い
も
な
く
眞

室
よ
り
妙
有

へ
の
輔
換

で
あ

つ

た
。
眞

室
に
至
る
過
程

は
、
輝

定
の
進
展

特

に

止

(
Sa
m
a
t
ha
)

で

あ

り
妙

有

の
開
展

は
、

三
昧

の
境
地
特

に
観

(
v
ip
a
sya
n
a
)

で
あ

る
。
眞
塞

の
照
す

と
こ
ろ
、
す
な

わ
ち
妙

有
の
世
界

に
他
な
ら
な

い
。
斯

る
妙
有
的
世
界

廻
韓

上

に
現
わ
れ
た
も

の
の
う

ち
、
論
師
と
關
係

の
深

い
も

の

に
、
「
華
嚴
纏
」
等
も

あ
る
が
、

そ
の
最
も
有
力
な
も

の
の

一
は
、
論
師

の
浮
土
教
思
想

で
あ
る
。

華

嚴
経

・
浮
土
経
何
れ
も
暉
定
三
昧
所
感

の
境

の
、
教

理
化
組
織
化
し
た
も

の
に

他
な
ら
な

い
。
而
し

て
無
限
生
命

(
無
量
壽
)
を
基
調
と
し
、

般
舟
三
昧
又
は

観
佛

三
昧

に
よ

つ
て
、
感
得
さ
れ
た
襯
照

と
し

て
の
佛
及
び
浮
土
と
し

て
展
開

し
た
の
が
浮
土
教

で
あ
る
。

龍
樹

は

こ

の
澤
土
思
想
を

「
大
智
度
論
」
「
十
佳

毘
婆
沙
論
」
そ
う
し

て
更
に
は
同
第

五
毬
第
九

「
易
行
品
」
に
述

べ
て

い
る
。
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論
諦

は

「
智
度
論
」
「
十
住
毘
婆
沙
論
」

の
各
所
で
彌
陀

に
關

し
て
論

い

て

い

る
が
、
そ

の
漂
土
教

思
想

の
表
明
は
決
し
て
深
く
は
な

い
。
こ
れ
に
比
較
し
て

「易
行
品
」
に
て
は
、
彌
陀
浮
土
思
想
を

一
段
と
鮮

活
な

ら
し
め
て

い
る
。
上

述

の
如
く
第

一
に
は
龍
樹

の
塞
思
想
と
輝

、
妙
有
思
想

と
澤
土
教
に
、
第

二
に

は
更

に
龍
樹

の
浮
土
思
想
は
、
暉

定
三
昧
所
感

の
境

で
あ
る

が
、
特
に
華
嚴
経

等

の
妙
有

思
想

に
封
し
、
般
若

室

の
指

方
立
相
化

に
依

つ
て
立

て
ら
れ
た
も

の

で
あ
る
。
塞
假

の
う
ち
、
塞
に
印

し
た
假

で
あ
る
。
室
は
暉
に

、
假

は
漂

土
に

と
、
而
も
そ
れ
を
中
襯

の
立
場

に
て
相
印
せ

し
め
た
も

の
で
、
以
上

二
黙

に
龍

樹

の
暉
漂

の
關
係
思
想
が
み
ら
れ
得
る
と
思
う
。

次
に
無
著

に
考
察
を
移
し
て
み
る
。
論
師

の
暉
思
想
と
し

て
、
注
目
し
た
い

の
に
、
師

に

「
金
剛
般

若
経
論

」
二
巻
、
及
び

「
金
剛
般
若
波
羅

蜜
多
経
論
羅

」

芸
巻
、
「能
噺
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
経
論
頚
」

一
巻

の
あ
る

こ
と

で
あ

る
。
由

來
、
金
剛
経
は
後
世
、

中
國

の
三
論

・
法
相

・
華
嚴

・
天
台

の
諸
家
、
就
中
、

輝

家
に
て
最
も
多
く
須

い
ら
れ
、
我
國

の
暉

宗
に
て
も
、
最

も
盛
に
讃
論

さ
れ

て

い
る
経
典

で
あ
る
。
輝
宗

の

一
鷹

の
大
成
者
と

い
わ
れ
る
六
租
慧
能

や
叉
、

五
租
弘
忍
等
も
、
金
剛
経
と
深

い
關

係

の
あ

つ
た

こ
と
は
著

名
で
あ

る
。
由
來

金
剛
経

の
読
示
す
る
要
旨
は
、
無
所
得
室

の
般
若

の
法
門
を
開
示
す
る

と
こ
ろ

に
あ
る
。

こ
の
経

は
無
相
を
宗
と
し
て
、
無
住

を
禮

と
し
、
妙
有
を

用
と
し

て

い
る
。
衆
生
性
中

の
本
有
を
自
畳

せ
し
め
る
こ
と
を
以
て
本
領
と
す
る
。
上
陳

の
如
く
歴
史
的
思
想
的
に
、
金
剛
経

の
暉

と

の
關

係
よ
り

し
て
、
金
剛
経
註
繹

者
無
著
に
、
揮

の
思
想
を
探
り
得
る
こ
と
は
、
決

し
て
失
當

で
は
な

い
と
思
わ

れ
る
。
家
に
無
著

の
浮

土
教
に
關
す

る
思
想

は
、
先
ず

そ
の

「播

大
乗
論

」
に

散
見
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
獲
願

し
て
彌
陀

の
漂

土
に
往

生
し
得

る
と
の
主
張

で
あ
る
。
叉
梵
文

で
無
著

の
著

と
な

つ
て

い
る

「
大
乗
荘
嚴
経
論
」

に
は
、
彌

陀

を
見
ん
と
願
う
者
は
、

一
切
皆

そ
の
漂
土

に
往
生

し
得

る
こ
と
を
圭
張
し

て

い
る
。

然
し
播

論

・
荘
嚴
経
論
、
何
れ
も

そ
れ
自
謄

が
漂

土
教
思
想
宣
揚

の
も

の
で
は
な

く
、
そ
れ
だ
け

に
、
そ

の
漂

土
教
思
想
は
、

決
し
て
深
刻
な

も

の
で

は
な

い
。

こ
の
無
著

の
暉
浮
關
係
に
就

い
て
は
、
次

に
述

べ
る
世
親
と

一
括
し

て
言

及
し
た

い
。

次

に
世
観
め
暉

思
想

と
し

て
は
、
彼

論
師

の

「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
論
」
三

巻
と
、
「
能
漸

金
剛
般
若
経
論
羅
」
三
巻
と
、
「能
蜥

金
剛
般
若
経
論
繹
」

三
巻

と
に
探
り
得

る
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
般

若
、
そ
う

し
て
金
剛
般
若

の
思
想
と

暉
思
想
と
の
關
係

か
ら
し

て
、
世
親

の
暉

思
想
を
探
り
得

る
こ
と
は
、
龍
樹

・

無
著

の
場
合

と
軌
を

一
に
し

て
攻
究
し
得

る
で
あ

ろ
う

。
こ
れ
を
全
般
的
に
し

て
無
著

・
世
親

の
佛
教
は
、
約

言
す

る
な

ら
ば
喩
伽
佛
教

で
あ
り
唯
識
佛

教
で

あ
、る
。
そ
の
唯
識
佛
教

の
認
識

論
的
問
題

と
し
て
の
三
性
は
、
そ

の
實
盟

観
か

ら
し
て
、
畢
寛
、

三
無
性
に
蹄
す

る
。
こ
の
黙
、
喩
伽
佛
教
も
室
意
識
藕の
上
に

再
認
識

さ
れ
る
。
斯
る
観
黙
は
、
そ

の
ま

ゝ
室
の
實
践

と
し
て
の
暉

へ
の
道

を

示
唆
す

る
も

の
と
い

ゝ
得
る
。
叉
論
師

の
浮

土
教

に
關
す
る
思
想
を
表
明
し
た

も

の
と
し
て
は
、
「
浮
土
論
」

一
雀

が

あ

る
。
上
掲

諸
師

の
浮
土
教
思
想
表
明

の
勢

作
は
、
何

れ
も
漂
土
教
そ

の
も

の
を
閲

明
す
る

の
が
圭
目
的

で
は
な
か

つ

た
。
こ
れ
に
翼

し
世
親

の
澤
土
論
は
、
頗

る
浮

土
教

の
中
心

に

近
接

し

て

い

る
。
が
然
し
、
後
世

の
獲
達
し
た
濡

土
教

か
ら
み
て
、
特
異
な
位
置
を
示
し
て

い
る
。
何
と
な

れ
ば
、

こ
の
論

の
中
心

は

観

察

で

あ

り
、
止
観
双
連
に
立

つ

て
、
特

に
観

に
重
黙
を

お
い
て
読

示
さ
れ
て

い
る
か
ら

で
あ
る
。
元
來
、
止
襯

は
暉
定
三
昧

の
内
容
を
成
す
。
そ
れ
だ
け
に

こ
の
漂

土
論

そ
れ
自
鐙
が
、
暉
的

態
度
か
ら
す

る
浮
土
思
想

の
開
顯
で
あ
る
と
な
し
得
る
で
あ

ろ
う
。

こ
ゝ
に
浮

土
論
自
謄
に
於
け

る
世
親

の
暉
浮

思
想
を
探
り
得

る
に
吝

か
で
は
な

い
。

次
に
無
著

・
世
親

の
暉
浮
交
流
思
想
を
綜
括
す

れ
ば

、
次

の
如
く
要
言
出
來

る

で
あ
ろ
う

。
8
無
著
世
親

の
佛
教

の
三
性
は
、
そ

の
ま

」
三
無
性

へ
と
鱒
開

印
度

に
於
け
る
樺
深
思
想

の
關
係

に
就

い
て
 
(
光

地
)
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印
度

に
於
け
.る
輝
澤
思
想

の
關
係
に
就

い
て
 
(
光

地
)

す

る
。

こ

の
間

の
塞
理
は
、

畢
覧
、
暉

思
想

へ
と
賑
絡
づ
け
ら
れ
る
性
質
を
帯

び
る
。

こ

の
こ
と
と
無
著

の
囁
論
に
み
ら
れ
る
浮
土
教
思
想
と

の
關
係
。
(二)
二

論
師
が
各

々
金
剛
般
若

の
註
繹
的
勢

作
を
な

し
て
い
る
。

そ
れ
と
無
著

の
擾
論

の
漂
土
教
思
想
、

並

に
世
親

の
浮
土
論

の
そ
れ
と

の
關
係
。

国
世
親

の
澤

土
論

に
於
け

る
揮
澤

の
相
關
圓
融
思
想
。

か
く
究
明
し

て
來
る
な
ら
ば
、

二
論
師

の

暉
澤
關
係
思
想
は
、

龍
樹

の
場
合
と
同

じ
く
、

必
ず

し
も
積
極
的
強
力
な
も

の

で
な

い
に
し
て
も
、

考
察
さ
れ
得
る
充

分
の
問
題
を
提
供
し

て
い
る
。

 
倫
、

綜
括
的
に
補
足
し
て
、

注
目
し
た
い
二
黙
が
あ
る
。

日
前
掲

の
如
く
、

印

度

の
輝

は
、
後
世

の
よ
う
な
明
確
な
思
想
概

念
が
あ

つ
た
の
で
は
な

い
。
そ

れ
は
漂
土
教

の
思
想
が
、

よ
し
後

の
護
達

し
た
そ
れ
ら

と
同

一
で
は
な

い
に
し

て
も
、

明
確

に
詔
め
ら
れ
る

の
と
は
如
同
し
な

い
。
然

し
暉

の
思
想
は
、
間
接

的
外

延
的

に
探
り
得
る
に
は
、

必
ず

し
も
絶
望
的

で
は
な

い
。
何
と
な
れ
ば
、

印
度

の
諸
論
師
は
何
れ
も
暉
定
三
昧

の
行
者

で
あ

つ
た
と
み
ら

れ
る

か
ら
で
あ

る
。
思
想

そ
れ
自
謄
に
、

必
ず
し
も
暉

的
見
解
を

示
さ
な
く

て
も
、

そ

の
生
活

諸
行
事

・
思
想
総
て
、

暉
定
三
昧

が
基

調
を
な

し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

澤

土
教
思
想
具
有

の
諸
論
師
、

又

こ
れ
に
漏

れ
な

い
。

こ
の
鼎
、

そ
の
人
そ
れ
自

身
、

暉

と
漂
土
教
的

な
も

の
を
相
關

せ
し
め
て
い
る
要
素
を
孕
む
。

(二)
坐
暉
三

昧

に
て
成
正
畳
さ
れ
た
繹
尊

が
、

三
昧

を
基
調
と
さ
れ
、

三
昧
中
に
あ

つ
て
読

法
せ
ら
れ
た
。

諸
経
典

は
多
く
繹
貧

の
入
定
読
法

の
態

に
よ

つ
て
示
さ
れ
て

い

る
。

諸
経
典
は
悉
く
と

い
つ
て
よ

い
程
、

暉
定

三
昧
を
基
盤

と
す
る
暉
観

の
諸

表
現

で
あ
る

こ
と
が
、

充
分
諄
と
さ
れ
る
。
澤
土
諸
経
典
、

亦

こ
れ
に
漏
れ
な

い
。
從

つ
て
浮
土
輕
典

そ
れ
躬

ら
に
、
暉

と
漂
土

の
關
係
的
な
も

の
を
、

清
極

的

に
し
ろ
、

暗
示
し
て

い
る
。

如
上
の

二
黙
、

並
に

三
論
師

に
就

い
て
既
述
し

た
黙
等
に
、

印
度

に
於

け
る
灘
漂
爾
思
想
關
係
に
就

い
て
こ
の
問
題
が
ひ
そ
ん

で
い
る

の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
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