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一

『知
識
論
評
釈
』

第
二
章
三
十
六
偈

に
つ
い
て

―

<
原
因
か
ら
結
果

へ
の
推
理
>

の
応
用
例
と
い
う
観
点
か
ら
―

生

井

智

紹

ダ

ル

マ
キ

ー

ル
テ

ィ

は
、

二
種
類
の
論

理
的
必
然
関
係
か
ら
み
て

<推
理
>
を

<本
性
に
基
づ
く
推
理
>
、
<結

果
に
基
づ
く
推
理
>
の
二
種
に
、
さ
ら
に
そ
れ
を
否
定
的
論
理
に
応
用

し
た

<
非
認
識
に
よ
る
推
理
>
を
加
え
て
三
種
に
分
類
す
る
。
こ
の
内
、

<本
性

に
基
づ

く
推
理
>
を
論
ず

る
際
に
、
あ

る
種
の

<原
因
か
ら
結

果

へ
の
推
論
>
が
可
能
で
あ
る
こ
と

を
論
じ

る
。
結
果

(例

煙
)
の

存
在

か

ら
原
因

(例

火
)
の
存
在
を
論
証
す

る
際
に
は
、
<因
果
関

係
>
と

い
う
論
理
的
必
然
性
に
基
づ
く
遍
充
が
可
能
で
あ
る
。
が
、
逆

に
原
因

の
存
在
か
ら
結
果
の
存
在
を
推
理
す
る
場
合
は
、
論
理
的
必
然

関
係
は
な
い
。
し
か
し
、
<原
因
の
完
全
さ
>
と

い
う

<本
性
>
か
ら

<原
因
>
の

<結
果
生
起

の
当
然
性
>

を
推

理
、
論
証
す
る
こ
と
は
、
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
、
特

に

<
同
類
相
続

の
連
鎖
存
続
性
>
の
問
題

に
関
連
し
て
、
重

要
な
意
味
を
持

つ
論
理
と
な
る
。

シ

ュ
タ

イ

ン

ケ

ル

ナ

ー

博
士
は
、

最
近
の
論
文
の
中
で
、
ダ
ル
マ
キ
1
ル
テ

ィ
の
論
理
学
に
お
け
る

<原

(1
)

因
か
ら
結
果

へ
の
推
論
>

の
意
味
を
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。
博
士
の
論

究
は
、
特
に
次
の
よ
う
な
点
で
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。

1
・
ま
ず
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
諸
著
作
に
お
け
る

<原
因
か
ら

結
果

へ
の
推
理
>
の
論
理
学
体
系
上
の
位
置
を
検
討

さ
れ
、
『知
識

論
評
釈
』

第

一
章
七
、
八
偶
お
よ
び
そ

の

『
自
註
』

の
論
述
の
分
析
か
ら
、
そ

の
推
理
を

<
同
類
相
続

の
最

後

の
段
階
に
お
け
る
次
の
瞬
間

へ
の
連
鎖
の
可
能
性
>

の
問
題
を
扱

う
際
に
特
定
さ
れ
て
、
明
確
に
し
た
点
。

皿
.
ま
た
、
そ
の
論
理
が
検
討
を
必
要
と
さ
れ
る
思
想
史
的
な
外
的

状
況
と
し
て
他
学
派
の

《有
前
》

の
論
理
と
の
関
連
が

考

察

さ

れ

る

必

要

が

あ

り
、

ダ

ル

マ
キ

ー

ル
テ

ィ
の
そ

の
論

理

が

ニ

ャ
ー

ヤ
学

派

の
そ

れ

で

は

な

く

、

サ
ー

ン
キ

ャ
の

ヴ

リ

シ

ャ

ガ

ナ

の
定
義

に

一
致
す
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
点
。

皿
.
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
自
身
が

<
原
因
か
ら
結
果

へ
の
推
理
>
を
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論
ず

る
内
的
必
然
性
と

し
て
、
<慈
悲
の
完
成
>
と

い
う

《仏
果
》

へ
の
方
向
で
の
宗
教
的
関
心
が
、
そ
の
論
理
学
的
関
心
の
背
後

に
在

る
こ
と
を
明
か
に
し
た
点
。

第
三
番
目
の

<
仏
陀
の
慈
悲
の
完
成
>

の
問
題
は
、

の
前

半
部
で
扱
わ
れ
る
特
に
重
要
な
主
題
で
あ
る

が
、
シ
ュ
タ
イ

ン

ケ

ル

ナ

ー
博

士

は

を

引

用

さ

れ

て

、

ダ

ル

マ
キ

ー

ル

テ
ィ
の
論
理
学
に
こ
の

<
因
か
ら
果

へ
の
推
理
>
が
要
請
さ
れ
る
実
例

と
し
て
検
討
し
て
お
ら
れ
る
。

シ

ュ
タ
イ

ン

ケ

ル

ナ
ー
博

士

が
、

の

<原
因

か
ら
結
果

へ
の
推
理
>
の
理
論
の
適
用
例
と
し
て

の
論
議
を
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
の
に
は
、
ま
さ
し
く
賛
同

　
　
　

し
た
い
。
が
、
そ
の
問
題
は
、
単
に

《仏
果
》

へ
の
推
理
に
応
用
さ
れ

て

い
る

だ

け

で
は

な

い
。
む

し

ろ
、
ダ

ル

マ
キ

ー

ル

テ

イ
の

に
、
そ
の
典
型
的
な
応
用
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

の

構
成
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
、
ダ

ル
マ
キ
!
ル
テ
ィ
が

<原
因
か
ら
結

果

へ
の
推
理
>
の
新
し
い
論
理
学
的
課
題
に
直
面
し
て
い
た
状
況
を
、

明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。

1
.

に
お
け
る

の
位
置

ダ

ル

マ
キ

ー

ル

テ

ィ

は
、

で

<
他
世
の
論
証
>

を
行
な
う
。
そ
れ
が
、
次
の
二
つ
の
偈
頚
に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
。

[「身
体
の
結
果
と
し
て
の
心
作
用
は
そ
の
基
体
た
る
身
体
が
消
滅
し
た
場

合
消
滅

し

て
し
ま
う

か
ら
、
ど

う
し
て
諸

の
他

の
生
存

Φ
、カ

あ
ろ
う
。
ま
た
、
他

の
生
存

に
お
け

る
慈
悲
等

の
繰

り
返

し
の
習
熟

が
、

ど

う

し
て

あ

り

得

よ

う

。
」

と

、

チ

ャ
ー

ル
ヴ

ァ
ー

カ

は

言

う

。

そ
れ
は
正
し
く
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
知
識

は
そ

の
基

体
を
否
定
す

る
も

の
で

あ
る
か
ら
。
]

呼
吸

・
感
覚
機
能

・
知
識

は
、

[
一
瞬
前

の
]
同
類

の
も

の

に
依
存
す

る

こ
と
な
く
、
単

に
身
体

の
み
か
ら
生

ず
る
こ
と
は
な

い
。
生
じ
得

る
な
ら
、

過
大
適

用
の
誤

ち
が
付
随
す

る

こ
と

に
な
る
か
ら
。

[
し
た
が

っ

て
、
前
世

は
証
明

さ
れ
る
。
]

お
よ
そ
、

[胎

内
に
生
を
結
ぶ
瞬
間
に
]
続
生
す
る
能

力
が

あ

る

と
現
実

に
見
ら
れ
た

「托
胎

時
の
直

前

の
」
A
な
る
も
の
に
と

っ
て
、

そ
れ
が
存
在

し
な
い
と
い
う
理
由
で
後
に

[臨
終

の
時
に
]
A
が

[
次
の
生
に
]
続
生
す

る
も
の
で
な
く
な
る
様
な

[
第

二
次
的
な
]
B
な
る
い
か
な
る

[
原
因
]
が

存
在
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
か
。

[ま

た
、
お

よ
そ
、
[
次

の
瞬
間
に
]
連
鎖
す

る
能
力
が
あ
る
と
現
実
に
見
ら
れ

る

[臨
終

の

―
瞬
前
、

二
瞬
前
、
そ

し
て

現
在
の
瞬
間
の
]
A
な
る
も

の
に
と

っ
て
、

そ
れ
が
存
在
し
な

い
と

い
う
理

由
で
後
に

[
臨
終

の
瞬
間
に

《
等

無
間
縁
》

と
し
て
]

A
が
相
続
を
連
鎖

す

る
も
の
で
な
く
な

る
様
な

[第

二
次
的
な
]
B
な
る
い
か
な
る

[原

因
]

が

存
在
す

る
で
あ

ろ
う
か
。

[
そ
の
様
な

B
は
存
在
し

て

は

い
な

い
。

し
た
が

っ
て
、
そ

の
知
識
な

ど
は
連
鎖

し
続
け
る
か
ら
、
来
世

は
証
明

さ
れ
る
。]

に
示
さ
れ

る
そ

の

<
来
世
の
論
証
>
が
、
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こ
の

<
原
因
総
体
の
結
果
生
起
の
可
能
性
の
推
理
>
に
関
わ
る
。
デ
ー

ヴ

ェ
ン
ド

ラ

プ

ツ
デ

ィ

は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う

(
3
)

に
論
証
式

化
し
て
い
る
。

【
必
然
性
】

あ
る
B
が
存
在

し
て
い
る
と
き
原
因

を
欠

い
た
も

の
で
は
な

い

[完
全

な
る
原
因
総

体
を
も

つ
]

A
な

る

も

の
、
そ
れ

は
生
じ

え
な

い
も

の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
芽
が

[芽

と
し
て

の
]
そ

の
本
性
を
得
よ
う
と

し
て
い
る
と
き
、
原
因

[総
体
]
が
不
完

全

で
は
な
い
ご

と
く
。

【
所
属
性
】

し

か

る

に
、
死

の
最
後

の
瞬

間

の
感
官

な

ど

の

本
性

に

<
原
因
と

し
て
の
不
完
全
性
>

は
な

い
。

[
【
結
論
】

し
た
が

っ
て
、
死

の
瞬
間

の
感
官
な
ど

は
、

[次

の
瞬
間

に
]
生

じ
え
な

い
も

の
で
は
な

い
。
]

以
上
は
、

《
能
遍

[
<
原
因
が
不
備

で
あ
る

こ
と
>
]
と
対
立
す

る
こ
と

の

認

識
に
よ
る
否
定
的
推
理
》

で
あ

る
。

こ
の
論
証
は
、
<
前
世
か
ら
続
生
す
る
瞬
間
の
心
>
が
こ

の
世
に
誕
生
す
る
の
に
他
の
二
次
的
原
因
を
必
要
と
し
て
い
な
い
の
と

同
様
<死

の
瞬
間
の
心
>
も
そ
の
要
因
が
完
全
で
あ

る

こ
と
か
ら

<
来

世
に
続
生
す
る
瞬
間

の
心
〉
を
推
理
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と

っ
て
は
、

バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ

ェ
:
カ

以
来
対

ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ

の
論
議
の
伝
統
で
問
題
に
し

た

<等
無
間
縁
と
増
上
果
と
し
て
の
瞬
間
的
存
在
性

の
心
相
続

の
連

　
る
　

鎖
>
に
関

わ
る

<
因
果
論

一
般
>
の
解
明
が
そ
の
課
題
で
あ

っ
た
。

こ

の

<
来

世

の
論

証
>

を
、

ダ

ル

マ

キ

1

ル
テ

ィ
は

、

バ

ー

ヴ

ァ
ヴ

ィ
ヴ

ェ
!

力
以

来

知

ら

れ

て

い
た

ロ
ー

カ
1

ヤ

タ
派

か
ら

(
5
)

の
論
難
を
め
ぐ

っ
て
問
題
化
し
て
い
く
。
そ
れ
が
、

の

論
議
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
三
つ
の
観
点

か
ら
、

批
判
を
与
え
る
。

[反
論
者

は
、
次

の
よ
う
に

い
う
。

【主
張
】

[最
後

の
心
は
]
次

の
心
に
連
鎖

し
な

い
。

【証
因
】

死

す
る
心
な
る
も

の
で
あ
る
か
ら
。

【喩
例
】

阿
羅
漢

の
最
後

心

の
如
し
。

そ
れ
に
答

え
て
言
う
。
]

1
.
<
次

の
心
に
連
鎖
す

る

こ
と
>

に
対

し
て
、

<最
後

の
心
〉
が
、

ど
う

し

て
矛
盾

し
よ
う
か
。

皿
.
た
と

え
、

そ
の
様

[
に
矛
盾
が
あ
る
の
]

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
何
故

に
、

「阿
羅
漢

の
最
後

心
は

[次

の
瞬
間

に
]

連
鎖
し

な

い
」

と

考
え
ら

れ
る
の
か
。

[
「
正
に
仏

教
徒

の
教
義
で
成
立
し

て
い
る

『
阿
羅

漢

の
最
後

心

は

《
等
無

間
縁
》

と
な
ら
な

い
』
と

い
う

こ

と
に
基
づ

い
て
、

《
喩
例
》
は
成
立
す

る
」

と

い
う
な
ら
ば
、
汝

に
と

っ
て
]
正
し

い
認
識

に
よ

っ
て
内
容
が
確

立
さ
れ
て

い
な

い
こ
と
が
、
ど
う

し
て
教
義
と
し
て
従
わ
れ
よ
う

か
。

皿
.
さ
ら

に
、

「
原
因
が
不
完
全
な
も

の
で
あ
る
か
ら
、

そ
う
な

の
で
あ

る
」

と
い
う
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
そ

の

[<
原
因

の
不
完
全
性
>
と

い
う
]

こ
と
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四

こ
そ
が
、
そ

の

[
続
生
し
な

い
と

い
う
]
論
証

に
関
し
て
取

り
あ
げ

ら
れ

な

か

っ
た

の
か

。

こ
の
第

一
、
第
二
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
報
告

(
6
)

し

た
。

そ

の
ダ

ル

マ
キ

ー

ル
テ

ィ
の
第

三

番

目

の
批
判

で
は
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
が
問
題
化
す
る
こ
と
の
な
か

っ
た
新

し
い
局
面
か
ら
議
論
が
開
展
さ
れ

る
。
<
心
相
続

の
最
終
段
階
で
の
次

の
瞬
間

へ
の
連
鎖

の
可
能
性
と
そ
の
原
因
総
体
の
完
全
性
>

に
つ
い
て

の
論
議

で
あ
る
。
こ
の
問
題
こ
そ
、
ま
さ
し
く

<
同
類
相
続

の
最
終
段

階
に
お
け
る
次
の
瞬
間
の
相
続
生
起
の
可
能
性
>
を
問
題
化
し
た

<原

因
か
ら
結
果

へ
の
推
理
>
の
最
も
典
型
的
な
例
で
あ

る
。
<
臨
終
の
心

の
原
因

と
し
て
の
不
完
全
さ
>
と
い
う
観
点
、
こ
れ
が
ダ
ル
マ
キ
ー
ル

テ
ィ
の
対

ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派

の
問
題
意
識
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

こ

の
問
題
は
、
<各
瞬
間
毎

に

《等
無
間
縁
》
と

《
増
上

果
》

の
相
続
と
し
て
連
鎖
し
て
い
く
知
識
の
本
性
>
を
証
明
す
る
こ
と

か
ら
解
決

さ
れ
る
。
そ
の
原
理
は
、

こ

の
論
議

の
直
前

に
次
の
よ
う
な
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。

以
前

に
は
存
在

せ
ず
は
じ
め

て
生
じ
る
様
な

も

の

[
で
あ

る

知
識
、
感
官
、
身

体
]

に
と

っ
て
、
各
瞬

間
毎
に
各

々

一
瞬

間
以
前

の

[同

類
の
]
瞬
間

[
の
知
識

な
ど
]

が
、
そ

の
原
因
と

な

ろ

う
。

し
た
が

っ
て
、

[直
後

の
知
識
や
感

官

に
と

っ
て
の
]
原
因

は
、

[誕

生
か
ら
死

に
至
る
中
間
の
状
態
と
同
じ
様

に
、
誕
生
以
前

に
も
]
正

に
認

め

ら
れ
る
の
で

あ

る
。

[
だ

か

ら
知
識
、
感
官
な

ど

の
総
体
と

し

て

の
存
在

は
、
]
常
に

[
こ
の
世

に
於

い
て
も
あ

の
世

に
於

い

て
も
]
存
在
す
る
で
あ

ろ

う

。

仏
教
徒
の
対

ロ
ー
カ
ー
ヤ

タ

の

<
輪
廻
の
論
証
>
の
伝

統
に
お
い
て
、
そ

の

<本
性
>
の
確
認
と
い
う
大
前
提
の
確
立
が
パ
ー

ヴ

ァ
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
の
論
議
ま
で
は
完
全
に
達
成
さ
れ
て
は
い
な
か

っ

た
。
<
瞬
間
的
存
在
性
>
の
理
論
か
ら
そ

の

<本
性
>
を
確
認
し
た

こ

と
が
、
<
輪
廻
の
論
証
>
の
伝
統
上
に
お
け
る
ダ

ル
マ
キ
:
ル
テ
ィ
の

果
た
し
た
役
割
で
あ

っ
た
。
仏
教
論
理
学
派

の
伝
統
に
お
け
る
仏
教
の

(
7
)

(
8
)

<
輪
廻
の
論
証
>
の
二
つ
の
論
証
式
に
お
い
て
前
提
と
さ
れ

る

の
は
、

<
等
無
間
縁
と
増
上
果
と
し
て
あ
る
瞬
間
的
存
在
性
な

る
心
相
続
の
現

ハ
　

し

時
点
の
瞬
間
の
心
>
の
在
り
方
で
あ
る
。

そ

の
も

の
は

、

確
か

に

<
托
胎
の
瞬
間
>
<臨
終

の
瞬
間
>

の

<特
殊
な
識
>
を
採
り

上
げ
る
。
が
、
ダ

ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
な
し

た

の
は
、
<
三
世
両
重
/

二
世

一
重
の
縁
起
>
と
い
う
よ
う
な
仏
教
独
自

の

《
十
二
支
縁
起
》
の

輪
廻
論
的
解
釈
か
ら
は
自
由
な

一
般
的
原
理

の
確
立
で
あ

る
。
そ
れ

は
、
以
前
の
伝
統

の
よ
う
に

<托
胎
の
瞬
間

の
識
>
や

<
臨
終

の
心
>

と
い
う

<特
殊
な
心
>
を
教
理
学
的
に
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
<
心
相

続
の
因
果
関
係
>
と
い
う

一
般
原
理
か
ら
帰
納
さ
れ
る

<前
世
の
臨
終

の
心
>
<
次
生
の
最
初

の
識
>

の
存
在
証
明
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た

め
に
、
<
現
在
の
瞬
間
に
お
け
る
心
相
続
>
の
有
様
か

ら
論
を
進
め
て
、
そ
れ
ら
の
特
殊
例
が
そ
の
原
理
か
ら
な
ん
ら
逸
脱
し

て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
、
と
い
う
論
証
法
を
採
る
。
そ
の
前
提
の
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五

確
立
が
、

の
論
議
な
の
で
あ
る
。

で

<臨
終

の
心
>
の

<原
因
と
し
て
の
完
全

性
>
を
論
証
し
た
後
、
そ
の
結
論
と
し
て
、
次
の
文
が
説
か
れ
る
。

以
前

の
感
官
な
ど

に

は
、

[次

の
瞬

間

の
自

か
ら

と
同
類

の
感
官
な
ど

に

対
し

て
連
鎖

し
て
い
く
]
効
力
が
見

ら
れ

る
。

し
か
も
、

そ
れ
に
は
変
異
が

見
ら
れ

る
か
ち

[
恒
常
的
な
も

の
で
は
な
く
、

相
続
の
連
鎖
巴

し
て
の
]
次

の
生
存
が
証
明

さ
れ

る
。

身
体

か
ら

の
み
そ

[
の
知
識
や
感
官

な
ど
]

の
生
起
が
あ

る
と

い
う

な
ら

(10
)

ば
、
前
述

の
よ
う
な
帰
謬
が
付
随
す

る
こ
と
に
な
る
。

い

っ
ぼ
う
、

心
に
基

づ

い
て
で
あ

る
な
ち
ば
、

ま
さ

し
く

[臨

終

の
心
は
原
因

と
し
て
完
全

で
あ

る
か
ら
]
次

の
世

の
身
体

の
生
起
が
あ

る

こ
と

に
な
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、

[先
に

チ

ャ
ー

ル
ヴ

ァ
ー

カ

が
呈
示
し
た
批
判
的
論
証

に

お
い
て
己

<
そ
の
原
因

の
不
完
全
性
>

と

い
う
理
由
に
基
づ

く

<
あ

ら
ゆ
る

臨

終
の
心
の

不
可
連
鎖
性
〉

は
妥

当
で
は
な

い
。
と
い
う
わ
け
で
、

そ
の
よ

う
な

《
証
因
》

は

《
猶
予

さ
れ
る
べ
き
推

理
》

[
つ

ま
リ
、

《
不
確
定
因
》

と
見
な
さ
れ
る
。

皿
.

思
想
史
的
脈
絡
か
ら
見
た

章

「他
世
の
証
明
」
節
の
構
造

ダ

ル

マ

キ

ー

ル

テ

ィ

の

<
他

世

の
論

証

>

　
　
　

に
は
、
次
の
二
様
の
側
面
が
あ
る
。

i
・
菩
薩

の
慈
悲
の
習
熟
の
場
と
し
て
の

<他
世
の
論
証
>

ii
.
衆
生
の
愛
憎
の
起
源
と
し
て
の
前
世

お
よ
び
そ
の
輪
廻
の
継
続

の
証
明

ダ

ル

マ
キ

ー

ル
テ

ィ
の
論

証

は
、

こ

の
問

題

を

、

直

接

的
に
は

<世
尊
の
慈
悲
の
証
明
>
に
関
連
し
て
論
議
を
展
開
す
る
。
そ

れ

が

、

で
示
さ
れ
る

<批
判
者

の
主
張
>
に
み
ら
れ
る
問

題
意
識
で
あ
る
。

慈
悲

が
、

[世
尊

の
規
範

性

を
U
証
明
す

る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

[生
死

を
超

え
た
]
繰

り
返
し

の
習
熟

に
基

づ

い
て

い

る

。

対
論
者
は
云
う
。
「
(
α
)
繰
り
返
し

の
習
熟
は
成
立

し

な

い
。

(β
)
知

識
は
身
体

に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
」
と
。

そ
れ
は
正

し
く
な

い
。
[
知
識
は
]

依
処
を
否
定
す
る
も

の
で
あ

る
か
ら
。

は
、

直

接

的

に
は

、
'チ

ャ

ー

ル

ヴ

ァ
ー

カ
か
ら
の
批
判
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
は
、
<
世
尊
の
規
範
性
>
を
確
立
す
る
た

め
の
論
議
と
し
て
処
理
さ
れ

て

い
る
。
そ

の
背
後

に
あ

る

の
は
、

に

示

さ

れ

る

よ
う

に
、
ミ

ー

マ
ー

ン

サ
ー
学

派

の

<
一

切
智
者
批
判
>
の
論
議
の
伝
統
で
あ

っ
た

ろ
う

と
思
わ
取

る
。

つ
ま

り

、

<
慈

悲

の
習

熟

は

成

立

し

な

い
>
と

い
う

《
主

張

》
(
α
)
は
、

ミ
ー

マ
ー
ン
サ
ー
学
派
か
ら
の
批
判
で
あ
り
、
そ

の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ

れ
る

<
知
識
は
身
体
に
依
存
す
る
>
と
い
う
前
提

(β
)
は
チ
ャ
ー
ル
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六

ヴ

ァ
ー
カ
の

<身
体
即
我
論
>

に
依
る
も
の
で
あ
る
。

は
そ
う
い
う
意
味
で
ダ

ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
問
題
意
識
が

そ
の
二
局
面
か
ら
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
た
状
況
を
示
す
と

い
え
る
。

こ
の
こ
と

は
、
仏
教
の
伝
統
の
思
想
史
的
流
れ

の
中
に

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の

<輪
廻
の
論
証
>
を
位
置
づ
け
る
こ
と
か
ら
、

明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

シ

ャ

ー

ン

タ

ラ

ク

シ

タ

の

『
真
理
綱

要
』

の
論
述
構
成
か
ら

み
る
限
り
、
<
一
切

智
者
>

の
存
在
論
証
に
お
け
る
自
性
清
浄
な
る

<自
己
認
識
>
の
理
論

(
12
)

に
基
づ
く

<世
尊

の
無
限
の
慈
悲
と
智
恵
の
完
成
>
の
課
題
解
決
も
、

虚
爲
と

し
て

の
衆
生
の
輪
廻
の
相
を
描
出
す

る

<
無
始
無
終
の
縁
起
〉

(
13

)

の
中
観
的
解
釈
の
前
提
と
な
る
唯
識
的
縁
起
観
も
、
こ
の

の

論
議
に
そ

の
理
論
的
前
提
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

し

か

し

、

シ

ャ

ー

ン
タ

ラ

ク

シ
タ

の
場
合

、

<
迷

妄

の
縁

起
>
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

<
衆
生
の
輪
廻
>
を
論
証
す
る

と

<
一
切
智

者
〉
の
論
証
を
扱
う

は
明
白
に
二
分
さ

れ

る
。
前

者
は
対

<
虚
無
論
者
>
の
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
以
来
の
仏
教
徒
の

伝
統
的
問

題
を
扱
う
。
後
者
は
対
ミ
ー

マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の

<
一
切
智

者
説
批
判
>

へ
の
反
論
で
あ
る
。
世
尊
の
慈
悲
の
問
題
を
契
機
と
し
た

<
一
切
智

者
〉
の
論
証
に
関
わ
る
の
は
、
<
心
相
続
>
の
確
定
に
基
づ
く

以
降

の
論
議
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
、
<
輪
廻
の
論
証
>

の
問
題
と

は
別
の
問
題
意
識
か
ら
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
対
ミ
ー

マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
伝
統
的
論
議
課
題
で
あ

っ
た

<慈
悲

の
完
成
>
の

証
明
の
た
め
の
習
熟

の
成
り
立
つ
場
、
そ
し
て
、
対

<
断
滅
論
者
>

の

論
議
で
あ

っ
た

<
衆
生
の
生
死
輪
廻
>

の
証
明
の
際
の
習
熟
の
成
り
立

つ
場
と
し
て
の

<
心
相
続
の
証
明
>
は
、
思
想
史
的
に
は
別
の
論
議

の

伝
統
に
位
置
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
る
。
そ
う
い
う

シ

ャ

ー

ン

タ

ラ

ク

シ

タ

の

解
釈
か
ら
見
た
場
合
、

で

<
世
尊
の
慈
悲
の
不
可
能
性
>
の
問
題
を
呈
示
し
た
対
論
者
は
、
必

ず
し
も
輪
廻
を
否
定
す
る

<
断
滅
論
者
>
と
し
て
の
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派

と
解
釈
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
そ
の
論
証

の
前
提
的
な
要
請
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ

た

の
が

の
仏
教
徒
の
伝
統
的
課
題
と

(
14

)

し
て
の

<
身
体
即
我
論
>
批
判
で
あ

っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

つ

ま

り

、

は
、
<
世
尊
の
慈
悲
の
習
熟
の

不
可
能
性
>
と
い
う
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派

の
実
際
的

な
批
判

の
内

に
、
伝
統
的
に
対
虚
無
論
者
の
論
議
で
扱
わ
れ
て
き
た

<心
相
続
の
身

体
か
ら
の
独
存
性
>
と
い
う
問
題
を
読
み
込

ん
で
、
対
チ
ャ
ー
ル
ヴ
ァ

ー
カ
の
論
議
と
し
て
、
議
論
を
展
開
し
て
い

る
も

の
と
思
わ

れ
る
。

<
一
切
智
者
>
を
め
ぐ
る
対

ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
と
の
論
議

の
伝
統
、

そ
し
て

<
衆
生
の
輪
廻
>
を
め
ぐ
る
対

ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
の
論
議
の
伝

統
を
考
慮
し
て
み
る
と
、
ダ
ル
マ
キ
1
ル
テ

ィ
に
そ
の
両
者
を

一
括
し

て
の

<
他
世
の
論
証
>
が
要
請
さ
れ
て
い
た
と
、
思
想
史
的
状
況
か
ら

は
当
然
考
え
ら
れ
る
。

事

実

、

ダ

ル

マ
キ

ー

ル
テ

ィ
に
あ

っ
て

は
、
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の
論
議
に
お

い
て
、
世
尊
の
前
世
を

<
慈
悲

の
習
熟
の
場
>
と

し
て
確
認
し
た
り
、
世
尊
の
徳
性
と
し
て
の

<慈
悲

の
完
成
>
と
い
う

問
題
を
扱
う
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ

<衆
生

一
般
の
輪
廻
>
が
問
題
化

さ
れ
る
。

ま

た
、

ダ

ル

マ
キ

ー

ル

テ

ィ
以

前

に
、
対

ロ

ー

カ

ー

ヤ

タ
派

の
論
議
で

<
輪
廻
の
論
証
>
を

<世
尊
の
慈
悲
>

つ
ま
り

<
一
切

智
者

の
慈
悲
の
完
成
>
の
問
題
と
の
関
わ
り
で
扱
う
論
者
は
な
い
。
そ

の
両
者
を

一
括
し
て
論
じ
た
の
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
初
め
て
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

は

、

ロ

ー

カ

ー

ヤ

タ

派

、

あ

る

い
は

ニ
ャ
ー
ヤ
学
派
な
ど
の
実
在
論
者
を
対
論
者
と
し
て
、
死
を
越
え

た

<
心
相
続
の
輪
廻
の
可
能
性
》
を
示
す
。
そ
し
て
、
そ
の
部
分
こ
そ

が
、
ダ
ル

マ
キ
ー
ル
テ
ィ
以
前
、
そ
し
て
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
以
後
の

論
者
た
ち

の

<
輪
廻
の
論
証
>
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た

し

か

に
、

が

示
す

よ

う

に

、

ロ
ー

カ

ー

ヤ

タ
派
が

<身
体
即
我
論
>
を
採
る
限

り
、
<
慈
悲
の
習
熟
>
を
否
定

す
る
文
脈

は

ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
の
批
判
た
り
得
る
が
、
実
際
に
、
そ
れ

を
仏
教
徒

の

<
一
切
智
者
の
論
証
〉
と

の
関
わ
り

で

<世
尊

の
慈
悲
>

を
問
題
化

し
て
取
り
上
げ
た
こ
と
を
裏
付
け
る

ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
側
の
資

料
は
回
収

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
仏
教
徒
側
に
あ

っ
て
も
、
ダ

ル

マ
キ
ー
ル
テ
ィ
以
前
の
対

ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
の
論
議
は

<衆
生
の
輪
廻
>

に
の
み
限
定
さ
れ
、
<仏
の
慈
悲
の
習
熟
〉
と
い
う
特
殊
例

が

問
題
化

さ
れ
る
こ

と

は
な

か

っ
た
。
つ
ま

り
、
<
衆
生
の
臨
終
の
心
>
が
<無

明
>
<漏
>
を
備
え
た

<来
世
の
心
身
を
産
み
出
す
際
の
完
全
な
原
因
>

で
あ
る
こ
と
が
論
証
課
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
<阿
羅
漢

の
最
後
心
>

と
い
う
特
殊
例
を

<
心

一
般
の
最
終
段
階
>
に
あ
え
て
適
用
し
て
輪
廻

の
不
可
能
性
を
論
じ
る
ロ
ー
カ
!
ヤ
タ
派
の
誰
弁
が
問
題
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

そ
の
ロ
ー
カ

ー
ヤ

タ
派
と

の
伝
統
的
論
議
で
扱
わ
れ

た

<阿
羅
漢
の
最
後
心
〉
に
よ
る
逸
脱
例
の
解
釈
に
し
て
も
、

で
は
、
む
し
ろ

<
世
尊
の
慈
悲

の
限
界
>
を
露
呈
せ
し

め
る

よ
う

な
、
整
合
性
を
欠
く
か
の
ご
と
き
論
議
と
な

っ
て
い
る
。
そ

の
解
決

は
、
や
は
り
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
を
倹

っ
て
、
両
者
の
論
議
の
レ
ベ

(
15
)

ル
が
整
合
化
さ
れ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

も

っ
と

も

、

ラ

ト

ナ

キ

ー

ル

テ

ィ

の

『
一

切
智
者
の
証
明
』

お

よ
び

そ

の
影
響
化
に
あ
る
モ

ー

ク

シ

ャ

ー

カ

ラ

グ

。ブ

タ

な
ど
の
仏
教
最
後
期

の
論
議
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー

ル
テ

ィ
同
様
、
<
一
切
智
者
の
証
明
>
の
内

に

<輪
廻
の
論
証
>
を
組
み
入
れ
る
と
い
う
構
造
を
示
す
。
し
か
し
、

そ
れ
も
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
文
脈

へ
の
忠
実

さ
と
い
う
観
点
か
ら
解

釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
思
想
史
的
状
況
は
そ
こ
で
は
す
で
に
捨

象
さ
れ
て
い
る
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

い

っ
ぼ

う

、

の
対
論
者
が
呈
示
し
た

<
慈
悲

の
習
熟

の
可
能
性
>
の
問
題
は
、
直
接
的
に

の
対
ミ

ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の

<
一
切
智
者
の
論
証
>

で
の

<心
の
徳
性
の
完
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八

成
>
の
問
題
に
連
な

る
。
そ

の
論
議
が
、

に

お

い

て
、

シ

(
16
)

ヤ
ー

ン

タ

ラ

ク

シ

タ

に

よ

っ
て
更

に
展

開

さ

れ

る

の

で
あ

る
。

ま

た

、

の
被

批

判
者

と

な

る

ロ

ー

カ

ー

ヤ

タ

派

の
論

議

の
内

に
、

ロ

ー

カ

ー

ヤ

タ
派

の

口
を

借

り

て

ク

マ
ー

リ

ラ

の

『
頚
評
釈
』

の
仏
教
批
判

(
17

)

が
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
<
衆
生
の
輪
廻
>

に
つ
い
て

の
論
議
で
あ

り
、
<
一
切
智
者
の
慈
悲
の
修
習
>
と
関
わ
る

も
の
で
は
な
い
。

以

上

の
よ

う

な

観

点

か

ら

見

る

と
、

ダ

ル

マ
キ

ー

ル

テ

イ

の

の
文
脈
は
、
<
世
尊
の
慈
悲

の
修
習

の
可
能
性
>

に
つ
い
て

の
論
議

の
う
ち
に
、
仏
教
徒
の
伝
統
的
な
対

ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ

批
判
を
組

み
込
ん
で
、
内
部
構
造
と
し
て

<衆
生

一
般

の
輪
廻
>
を
論

証
し
、
そ

の
前
提
を
確
立
し
た
上
で
対
ミ
ー
マ
ン
サ
ー
学
派
の
論
議
を

展
開
し
て
い
る
、
と
い
う
二
重
構
造
に
な

っ
て
い
る
と
解
釈
し
え
る
。

そ

の
証
明
の
内
、
<来
世

の
論
証
V
は
、
論
理
学
的
に
は
、

<
原
因
か
ら
結
果

へ
の
推
理
>
の
論
理
学
的
考
察
の
適
用
例

と
し

て
、

捉
え
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ

の
論
理
は
、
<慈
悲

の
完
成
〉
に
よ
る

《仏
果
》

へ
の

推
理
で
あ

る
だ
け
で
は
な
く
、
衆
生
の
既
成
の
習
慣
性
に
よ
る
惰
性
的

輪
廻
の
継
続
と
し
て
の

<
来
世
の
心
身
>
と
い
う

<苦
果
>

へ
の
推
理

と
し
て
も
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
論
理
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
思
想
史
的

に
は
馬
後
者
の
ほ
う
が
仏
教
徒

の
課
題
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

世
尊
の
無
限
の
慈
悲
の
顕
現
と
し
て
で
あ
る
に
し
て
も
、

無
尽
の
煩
脳
に
よ
る
虚
偽
の
生
死
と
し
て
で
あ

る
に
し
て
も
、
そ
の
原

因
効
力
が
不
備
で
な
い
限
り
、
そ
の
原
因
総
体

は
必
ず
結
果
を
も
た
ら

す
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
、そ
の
原
理
が
確
立
さ
れ

え

て
こ
そ
、

で

の

ロ
ー
カ

ー

ヤ

タ
派

に
対

し

て

の
、

衆

生

の
虚

偈

な

る

不
断
の
生
死
の
連
続
の
証
明
も
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く

に

お
け

る

ミ
ー

マ
ー

ン
サ

ー
学

派

の

<
人

間

と

し

て

の
世

尊

の

(
18
)

慈
悲
の
限
界
>
と
い
う
批
判

へ
の
反
駁
も
、
そ

の
同

一
の
原
理
に
基
づ

い
て
答
弁
を
与
え
え
る

こ
と

な
る
。

い
ず
れ
も
、
各

々
の

<縁
起
の

相
>
を
そ
の
同
じ

<
因
果
観
>
か
ら
示
し
え
る
の
で
あ
る
か
ら
。

し

か
も

、

そ

れ

は

ダ

ル

マ
キ

ー

ル
テ

ィ
に

ユ

ニ
ー

ク
な

論

証
構
造
で
あ
る
。
そ
の
論
証
の
背
景
に
は
、
デ

ィ
グ
ナ
ー
ガ

の

『
知
識
論
集
成
』

帰
敬
偈
の
解
釈
と
い
う
枠

組
の
な
か
で
処
理
さ
れ
る
べ
き

<
一
切
智
者
の
論
証
>

の
問
題
に
、
ダ

ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
問
題
意
識
が
、
以
前

の
対

ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
学
派
の

伝
統
的

<
他
世
の
論
証
>
の
論
議
を
組
み
込
ん
だ
と
い
う
、
思
想
史
的

脈
絡
が
み
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

皿

.

の
も
つ
論
理
学
的
、
思
想
史
的
問
題

そ
の
よ
う
な
思
想
史
的
状
況
、
お
よ
び
ダ

ル

マ
キ
ー
ル
テ

イ
の
問
題
意
識
を
考
慮
し
て

を
解
釈
し
て
み
る
と
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
点
が
注
目
さ
れ
る
。
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九

一
つ
は
、
<
原
因
か
ら
結
果

へ
の
推
理
>
の
適
用
例
と
し

て
の
問

題
で
あ
る
。

は
、
明
確

に

<
原
因
の
完
全
性
>
と

い
う
点

か
ら

<
同
類
相
続
の
継
続
の
可
能
性
>

こ
の
場
合
は

<
各
瞬
間

毎
に
質
料
的
因
果
関
係
を
も

つ
心
相
続
の
連
鎖
>
の
問
題
と
し
て
、
捉

え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

<
論
理
学
的
課
題
>
と
称
し
よ
う
。

こ
れ

は
、
<
同
類
相
続
>

の

<最
終
局
面
>
で

の
因
果
関
係
を

<
原

因
か
ら
結
果

へ
の
推
理
〉
と
し
て
捉
え
て
い
る
、
新
し
い
論
理
学
的
問

題
で
あ

り
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
な
ど
の
問
題
化
し
た

<
輪
廻
の

論
証
>

の
伝
統
的
論
議
を
自
ら
の
論
理
学
体
系
か
ら
新
た
に
展
開
し
て

い
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
ユ
ニ

ー
ク
な
論
理
学
的
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

<
原
因
と
し
て
の
完

全
性
>

の
確
認
が

<
心
相
続
説
>
の
確
立
か
ら
整
合
化
さ
れ
て
い
く
。

そ
こ
に
、
ダ

ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
伝
統
上
の
特
異
性
が
み
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、

ダ
ル
マ
キ
!
ル
テ

ィ
自
身
に
と

っ
て

の
内
的
動
機
と
し
て
の

<体
系

の
整
合
化
>
の
意
図
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

第
二
に
は
、
そ
の
適
用
例
の
も

つ
直
接
的
な
思
想
史
的
問

題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
側
面
を
も

つ
。

い
っ
ぼ
う
は
、
そ
の
論
理
学
的
問
題
意
識
を
、
以
前
の
対

ロ
ー
カ

ー
ヤ

タ
派
の
論
議
で
問
題
化
さ
れ
た

<臨
終
の
心
>

つ
ま
り

<衆
生
の
心
相
続
の
最
終
的
局
面
>
に
お
け

る

<相
続
連
鎖
の
原
因
と

し
て
の
完
全
性
>

に
関
わ
る
問
題
に
適
用
し
た
点
で

あ
る
。
そ

こ

で
は
、
<同
類
相
続
>
の

<各
瞬
間
毎
の
原
因
総
体
と
し

て
の
完
全
性
>

の
問
題
を
明
か
に
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
す

で
に
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ

ェ
ー
カ
に
よ

っ
て
問
題
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
に

<
現
在
の
、
そ
し

て
死
ぬ

一
瞬
前
の
心
>
と

い
う
原
因
が

<
次
の
心
を

生
み
出
す
完
全
な
原
因
で
あ
る

こ
と
>
を
大
前
提

(《喩
例
》
)
と
し
た

仏
教
徒
の
伝
統
的
論
証
に
、
<
原
因

か
ら
結
果

へ
の
推
理
>
の
理
論
を

適
用
す
る
最
適

の
課
題
で
も
あ

っ
た
。
こ
れ

を
、
現
象
論
と
し
て
の

<
因
果
論
的
課
題
>
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

他
方
で
は
、
そ
の
論
理
学
的
問
題
意
識
を
、
<慈
悲
の
習
熟

の
依
処

と

し

て
の
心
相
続
の
各
瞬
間
毎
の
原
因

と
し

て

の
完
全
性
>

と

い
う

対

ミ

ー

マ
ー

ン

サ

!
学

派

の
問

題

、

換

言

す
れ
ば
、
修
道
論
的
あ
る
い
は
宗
教
的

<行

果
論
的
課
題
>
、
つ
ま
り
シ

ユ
タ
イ
ン
ケ
ル
ナ
ー
博
士
の
言
わ
れ

る
救
済
論
的
動
機

に
適
用
し
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
象
と
し
て
の

縁
起
を
扱
う
と
い
う
よ
り
は
、
認
識
本
来

の
本
源
的
形
態
を
扱
う
輪
廻

の
領
域
の
超
え

た

<
解
脱

の
因
>
、
つ
ま
り

《
自
己
認
識
》
の

<自
性

(
19

)

清
浄
性
>
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
両
者
と
も
、
同
じ

<縁
起
論
>
の

<
一
般
的
因
果
論
>

の
原
理
か
ら
の
哲
学
的
確
認
で
あ

っ
て
、
教
理
学
的
ド
グ

マ
テ
ィ
ズ

ム

か
ら
は
自
由
な
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
そ
れ
ら
の
現
象
と

し

て

の

<因
果
>
お
よ
び

<行
果
>
の
現
実
と
、
そ
れ
を
記
述
解
明
す
る

た

め

の

<論
理
>
と

の

対
応
の
問
題
が
、
<
原
因
か
ら
結
果

へ
の
推
理
>
と

し
て
、
ダ

ル
マ
キ
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一
〇

ル
テ
ィ
の
課
題
と
な

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

w

.

結

語

で
問
題
化
さ
れ
た

<習
熟
>
に
つ
い
て
の
問

題
は
、
シ

ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
に
あ

っ
て
は
、
衆
生
の
輪
廻
の
根
拠
と

し
て
の
習
慣
形
成
の
場
と
し
て
の

<輪
廻
の
論
証
>
と
、
生
死
の
連
続

を
超
え
て
仏
陀
の
慈
悲
の
習
熟
が
形
成
さ
れ
る
場
と
し
て
の

<
心
相
続

の
永
続
性
>
の
問
題
と
し
て
、
明
白
に
二
分
化
さ
れ
る
。

思
想
史
的
問
題
と
し
て
は
、
そ
の
両
者
の
習
熟
の
成
り
立

つ
場
と
し
て
の

<
心
相
続
説
の
証
明
>
が
、

の
論
議

と
し
て
、

<慈
悲
の
習
熟
の
証
明
>
の
内
部
構
造

と
し

て
、
導
入
さ
れ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
、
思
わ
れ
る
。
そ
の
前
提
の
基
に
立

っ

て
、

は

じ

め

て

の
対

ミ

ー

マ
ー

ン

サ

ー
学

派

の

<
慈

悲
の
習
熟

の
可
能
性
>
の
論
証
も
、
対

ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派
の

<前
世
に

お
け
る
習
熟
に
よ
る
愛
憎
の
起
源
〉

の
論
議
も
成
り

立
つ
か
ら

で
あ
る
。

そ

れ

は

、

本

来

的

に

は
対

ミ

ー

マ
ー

ン
サ

ー
学

派

の

<
一

切
智
者
の
論
証
>

と

の
関

わ
り

で

の

<
慈
悲
の
修

習
>

が
問
題
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
伝
統
的

ロ

エ
カ
ー
ヤ

タ
批
判
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
た

の
は
、

ダ
ル
マ
キ

ー
ル
テ
ィ
自
身
に
と

っ
て
は
、
む
し
ろ
そ
の
前
提
と
し
て
の

<因
果
論
>
確
立
の
た
め
の
課
題
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。

し

か
も

、

そ

れ

は
、

同

時

に
、

ダ

ル

マ

キ

ー

ル
テ

ィ

の

論
理
学
上
の
体
系
整
備
か
ら
は
、
必
須
の
課
題

で
も
あ

っ
た
。
そ
の
よ

う
な
思
想
史
的
背
景
と
共
に
、
ダ
ル
マ
キ
1

ル
テ
ィ
の
自
ら

の
論
理
学

上
の
問
題
意
識
が
、

で
論
じ
ら

れ

た
、
特
に

<
同
類

の

心
相
続

の
最
終
段
階
>

つ
ま
り

<現
象
的
生
死
界
に
仮
設
さ
れ
る
臨
終

の
心
の
原
因
と
し
て
の
完
全
性
>
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は

<菩
提

を
目
指
し
た
心
相
続

の
最
終
段
階
の
仏
智

の
完
成
の
原
因
と
し
て
の
完

全
性
>

の
問
題
と
し
て
、

の

<原
因

か
ら

結
果

へ
の
推

理
>

の
原
理
が
応
用
さ
れ
て
い
る
、
と
理
解

さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し

て
も
、

に
よ
ら

な

い

《縁
起

論
》
を

<瞬
間
的
存
在
論
に
基
づ

く

一
般
因
果
論
>
と

し

て
認
識
論

的
、
存
在
論
的
、
論
理
学
的
に
整
合
化
し
た
ダ
ル
マ
キ
ー

ル
テ

ィ
の

こ
の

<
因
果
論
>
は
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
な
ど
が

《世
俗
諦
》
と

し
て
の
現
象
を
合
理
的
に
説
明
し
て
、
他
学
派

の
理
論
を
批
判
す
る
際

に
、
全
面
的
に
依
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

1

『季
羨
林
教
授
八
十
華
誕
記
念
論
文
集
』、

2

に
論
及
さ
れ

る
い

わ

ゆ

る

の
方
向

で

の

《
仏
果
》

と

い
う

観
点

が
、

の

論

の
基
調

に
あ

る
。

わ

た
し
も
博

士

の
い
わ
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『
知
識
論
評
釈
』

第
二
章
三
十

六
偈

に

つ
い
て

(
生

井
)

二

れ
る

と

い
う
考
え

に
は
、

全
面

的
に
賛

同
す

る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ

に
つ
い
て
、

別

の
側
面
か
ら
報

告
を

し
て
い
る

(生
井

に

つ

い
て

」
、

3

北
京
版
、
大
谷

4

生
井

「後

期

仏

教

徒

に
よ

る

批
判

[
II
]
、

『
イ

ン
ド

学

報

』

第

三

号

、

5

生
井

「後

期
仏
教
徒

に

よ

る

批
判

[
1
]
」
、
『
イ

ン
ド

学

報

』

第

二

号
、

生
井

6

生
井

7

『
仏
教
と
異
宗

教

』
、

は
、

大
乗
仏
教

に

お

け

る

<
他
世

の
論

証
>

の
伝
統
を

『
解
深
密
経
』

の
系
統

と
、
仏
教
論
理
学
派

に
お

け

る
系
統

と

の
二

つ
に

分
類

し
て
い
る
。

8

生
井

9

生
井

101112

生
井

博
士
の
い
わ
れ
る
問
題

は
、

こ
の
側
面

を
捉

え
た
も
の
で
あ
る
。

13

生
井

「
後
期
仏

教

徒

に

よ

る

批
判

[
VII
]
」
、
『
高
野
山
大
学
論
叢
』
第
二
五
巻
。

14

生
井

15

生
井

16

稲
見
正
浩

「ダ

ル

マ
キ

ー

ル

テ

ィ

の
慈

悲

の
修
習
の
議
論
旨

川
崎
信
定

『
一
切
智
思
想

の
研
究
』
、

東
京

、

生
井

17

生
井

に

お
け
る

<
心
身

>
の
問
題
」
、

『密

教
文
化
』

18

稲
見

生
井

19

生
井

<
キ

ー

ワ

ー
ド

>
.
原

因

か
ら

結

果

へ

の

推

理
、

他

世

の

証

明

、

因
果
論(高

野
山
大
学
助
教
授
)
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