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川

武

蔵

一

元
来
は
バ
ラ
モ
ン
正
統
派

の
外
に
あ
っ
た
仏
教
徒
た
ち
は
、
や
が
て

バ
ラ
モ
ン
た
ち
の
言
葉
で
あ

っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
用

い
て
自
分
た

ち
の
著
作

を
も
著
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の
際
、
バ
ラ
モ
ン
思
想
か
ら
多

大
な
影
響

を
受
け
た
。

「識

の
転
変
」
と
い
う
概
念
も
大
乗
仏
教
徒
が

バ
ラ
モ
ン
正
統
派
の
影
響
を
受
け
た

一
例
と
考
え
ら
れ
る
。

サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
に
お
い
て
は
、
原
質

(プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
)
の
転
変

(パ
リ
ナ
ー
マ
)
の
結
果
と
し
て
現
象
世
界
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

初
期
唯
識
文
献

で
あ
る

『大
乗
荘
厳
経
論
』
『中
辺
分
別
論
』
『法
法
性

分
別
論
』
な
ど
で
は

「識

の
転
変
」
と
い
う
概
念

は
用
い
ら
れ
て
い
な

　
ユ
　

い
が
、
世
親

の

『
三
十
頒
』
に
お
い
て
初
め
て
用
い
ら
れ
た
。
世
親
は

当
時

の
バ
ラ
モ
ン
正
統
派
哲
学
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め

つ
つ

あ
っ
た
サ

ー
ン
キ
ャ
学
派

の
転
変
説

(パ
リ
ナ
ー
マ
・
ヴ
ァ
ー
ダ
)
を
意

識
し
、
サ
ー

ン
キ
ャ
学
派

の
原
質
転
変
に
対
抗
し
て
識
転
変

(ヴ
ィ
ジ
ュ

ニ
ャ
ー
ナ

・
パ
リ
ナ
ー
マ
)

の
考
え
方
を
提
唱
し
た
と
思
わ
れ
る
。

サ
ー
ン
キ
ャ
哲
学
で
は
原
質
が
転
変
し
て
世
界
の
か
た
ち
を
と
る
の

を
見
守
る
霊
我
の
存
在
を
認
め
る
が
、
世
親

の
識
転
変
説
で
は
転
変
す

る
識
を
離
れ
た
実
在
を
認
め
て
は
い
な
い
。
ま
た
サ
ー
ン
キ
ャ
説
で
は

原
質
は
そ
の
か
た
ち
を
変
え
る
が
常
住
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
学

説
で
は
転
変
と
い
う
変
化
と
そ
の
変
化
を
有
す
る
原
質
と
の
間
に
明
確

な
区
別
が
あ
る
。

一
方
、
世
親
が

「識

の
転
変
」
と
い
う
考
え
方
を
提
唱
し
た
と
き
、

彼
は
サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
に
お
け
る
よ
う
に
識
と
そ
の
変
化
で
あ
る
転
変

を
明
確
に
区
別
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
『三
十
頒
』
と
安
慧
注
に
お
い

て
識
と
転
変
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

識
が
転
変
と
い
う
作
用
を
行
な
う
も
の
あ
る
い
は
そ
の
結
果
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る

一
方
で
、
識
は
転
変
と
い
う
変
化

・
作
用
に
他
な
ら
な
い

と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
用
と
そ
の
作
用
の
存
す
る
場

(基

体
)
で
あ
る
も
の
と

の
区
別
が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
る
傾
向

の
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
作
用

(変
化
)
と
そ
の
作
用
を
有
す
る
も
の
と
の
区

別
を
あ
い
ま
い
に
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は

「唯
名
論
的
」
と
呼
ば
れ
る
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が
、
世
親

お
よ
び
安
慧
の

「識

の
転
変
」
の
考
え
方
の
中
に
は
唯
名
論

　　
　

的
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

二

安

慧

は

『
三
十

頒

』

注

に
お

い

て
転

変

を

次

の
よ

う

に
定

義

す

る

。

「別

の
状
態

で
あ
る
こ
と

(変
化
)
で
あ

る
」

(
一
)

「因

の
刹
那

の
消
滅

と
同
時

で
あ

り
」

(二
)

「因

の
刹

那
と
特

質
を
異

に
し
、
」

(三
)

「果

の
」

(囹
蔓
器
ぢ
)

(四
)

「生
ず

る

こ
と
が
」

(五
)

　こ

「転
変

で
あ

る
。
」

(六
)

右

の
定

義

は

(
一
)
と

(
二
―
六
)

の
二
命

題

よ

り

成

り

立

つ
。

(
一
)

は

総
括

的

定

義

で
あ

り

、

(
二
―
六

)

は

「果

の

(
四
)

の
生

ず

る

こ
と

(五
)

が

転

変

で
あ

る

(六
)
」
と

い
う

構

造

を

有

す

る
。

(
二
)
と

(
三
)

は
と

も

に
主

格

で

あ

り
、

同

じ

く

主

格

の

(
五
)

に

か

か

る
修

飾

語

で

あ

る
。

し

か

し

、

従
来

の
訳

で

は

(三
)

は

(
五
)

を

修

飾

す

る

の

で

は
な

く

(
四
)

の
中

の

「果

」

を
修

飾

し

て

い

る
。

以

下

は

宇

井

伯
寿

氏

の
訳

で
あ

る
。

こ

の
転
変
と

い
ふ

の
は
如
何
な

る
こ
と
か
、
異
な

る
こ
と

で
あ
る
。
郎
ち
、

転
変

は
因

の
刹
那
が
滅

し
た
と
同
時

に
、
果
が
、
因

の
刹
那
と

は
異
な

っ
て
、

(
4
)

生
ず

る

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
訳

で

は
、

因

の
刹

那

と

異

な

る

も

の
は

果

で
あ

る
と

理

解

さ

れ

て

い

る
。

山

口

・
野

沢

訳

も

そ

の
点

は
同

様

で

あ

る
。

転
変

て
ふ

こ
と

は

二

体

]
何

で
あ
る
か
。
変
異
性

で
あ

る
。

[師
ち
]
因

の
刹
那
が
滅

す

る
と
同
時

に
、
因

の
刹

那
と
は
相

の
異
な

る
果
が
自
体

を
得

　
ら

　

る

こ
と
が
転
変

で
あ
る
。

こ

の
訳

で

は

「相

の
異

な

る
」

と

い
う

表

現

は

「果

」

を
修

飾

す

る

語

で
あ

る
。

長

尾

雅

人

訳

は
次

の
よ

う

で

あ

る
。

こ
の
転
変

と

は
如
何

な
る
も

の
か
、
変

異
性

で
あ

る
。

因

の
刹
那

滅
と
同

　
　
　

時

に
、
因

の
刹

那
と
異
相

の
果
が
自
体

を
得

る

こ
と
が
転

変

で
あ

る
。

「
因

の
刹

那

と

異

相

の
」

と

い
う

句

が

「
果

」

を

修

飾

し

て

い

る
点

で

は
以

前

の
訳

と

同

様

で
あ

る
。
上

田

義

文

氏

の
訳

は

次

の
よ

う

で
あ

る
。

こ
の
転

変
と

は
何

か
。
異
な

っ
て
い
る

こ
と

で
あ
る
。
転
変

は
、
因

の
刹

那

が
滅

す

る
と
同
時

に
、
果
が
因

の
刹
那
と

は
特
質

を
異

に
し
て
生
ず

る
こ

　
　
　

と

で
あ

る
。

こ

の
訳

に

お

い

て

も

こ
れ

ま

で

の
訳

と

同
様

に

(
三
)

は

(五
)

を

修

飾

せ
ず

、

(四
)

に

か

か

っ
て

い

る
。
服

部

正

明
氏

の
訳

に

お

い
て

も

「
因

の
刹

那

と

特

質

の
異

な

る
」

(
三
)

は

(四
)

の

「果

」

に

か

か

っ

て

い

る
。

原
因

の
刹
那

が
消
滅
す

る
と
同
時

に
、
原

因

の
刹
那
と

は
特
質
を
異

に
す

　
　

　

る
結
果

が
発
生
す

る
こ
と
が
変
化

で
あ

る
。

以
上

引

用

し

た
諸

説

で

は

(
三
)

は

(四
)

の

「
果

」

を

修

飾

し

て

　　

い

る

。

し

か

し

、

文

法

的

に

は

(
三
)

は

(五

)

を

修

飾

し

て

お
り

、
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(四
)
は

(五
)
に
か
か

っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宇
井
氏
等
の

訳
に
お
い
て
は
、
(三
)
「因
の
刹
那
と
は
特
質
を
異
に
し
た

[も

の
]」

は
、
(五
)
「生
ず
る
こ
と
」
を
修
飾
せ
ず
に

(四
)
「果
の
」
の
部
分
で

あ
る

「果
」
を
修
飾
し
て
い
る
。

一
見
、
そ
れ
ら
の
訳
は
文
法
的
な
誤

解
に
基

い
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の

訳
は
誤
り

で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
訳
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
世
親
や
安
慧

の
唯
名
論
的
傾
向
と
関
係
が
あ
る
。

三

「
サ

ン

ス

ク

リ

ッ

ト

原

文

は

、

レ

ヴ

ィ

本

の

読

み

と

は
異

な

っ

て
、

(三
)
と

(四
)
と

は

一
つ
の
複

合

語

で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

も
し
も
安
慧

の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て

§カ

を
直
接
に
修

飾
し
て
い
た
な
ら
ば
か
の
諸
訳
に
は
何
ら
の
問
題
も
な
い
。
し
か
し
、

今
日
見
る
こ
と
の
で
き
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
読
み
は
レ
ヴ
ィ
本
の
読

み

と
同

一
で

あ

る

。
東

ア
ジ

ア

・
ユ
ネ

ス

コ
・
セ

ン
タ

ー
出

版

の

に
は
五
点
の
安
慧
著

『三
十
頒

　
　
　

注
』

が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
写
本
の
中
に
は

か
っ
て
レ
ヴ
ィ
が
校
訂
本
を
出
版
す
る
際
に
定
本
と
し
た
も
の
が
あ
る

が
、
こ
の
写
本
第
二
葉
表
六
行
に
は
レ
ヴ
ィ
本
と
同
じ
読
み
が
見
ら
れ

　らる
。
前
掲
書
に
含
ま
れ
る
安
慧
注
の
他
の
四
写
本
と
も
に
レ
ヴ
ィ
本
と

　む

同
じ
で
あ

る
。

こ
れ
ら
の
教
本
の
写
本
が

一
致
し
て

と

い
う

読

み

を
有

す

る

こ
と

は

注

目

す

べ

き

で

あ

る

。
つ
ま

り
、

こ
れ
ら
の
写
本
に
よ
れ
ば

「因
の
刹
那
と
は
特
質
を
異
に
す
る
果
」
で

は
な
く
て
、
「因
の
刹
那
と
は
特
質
を
異
に
す
る
生
ず
る
こ
と

(あ
る
い

は
果
の
生
ず
る
こ
と
)」
と
い
う
意
味
に
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、

因
の
刹
那
と
特
質
を
異
に
す
る
の
は
果
な
の
で
あ
っ
て
、
生
ず
る
こ
と

と
い
う
作
用

で
は
な
い
。

安
慧
注

の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
よ
っ
て
も

「因

の
刹
那
と
特
質
を
異
に

す
る
」
と

「果
」
と
の
修
飾

・
被
修
飾
関
係
は
明
確
に
は
な
ら
な
い
。

北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
13
)

下
線
部
か
ら
は
、
「特
質
の
異
な
る
果
」
と
と

っ
た
の
か

「特
質
の

異
な
る

〈果

の
生
ず
る
こ
と
〉
」
と
と

っ
た
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
デ
ル
ゲ
版
は

の
代
わ
り
に

(不

　ね
　

離
の
)
と
あ
る
が
、
今

の
わ
れ
わ
れ
の
問
題

の
解
決
の
助
け
と
は
な
ら

な
い
。

調
伏
天
著

の
釈
疏
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
は

「
因
の
刹
那
と
特
質
を
異

に
す
る
果
」
と
読
む
こ
と
の
で
き
る
箇
所
が
あ

る
。

(15
)

(因

と
異
な

る
果
と

な
る

こ
と

を
い
う
)
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こ
こ
で
は
因
と
異
な
る
は
果
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
調
伏
天
自
身

の
理
解

で
あ
る
。
調
伏
天

の
引
用
す
る
安
慧
注
の
チ

　　

ベ
ッ
ト
訳
は
先
ほ
ど
引
用
し
た
安
慧
注
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
諸
写
本
が
レ
ヴ
ィ
本
と
同
様

の
読
み
を
有
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず

レ
ヴ
ィ
本

の
読
み

を
尊
重
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

安
慧

の
転
変
の
定
義
の
部
分

(
一
)

は
抽
象
名
詞
で
あ
っ

て
、
こ
の
語
は

「別

の
状
態
に
あ
る
こ
と

(な
る
こ
と
)」
を
意
味
し
て

お
り
、
異
な

っ
た
状
態
に
あ
る

(な
っ
た
)
存
在
物
を
意
味
し
て
い
る

の
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
変
化

・
作
用
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、

変
化
し
た
結
果
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
物

体
が
気
化

す
る
と
き
、
気
体
と
な
る
作
用
を

「変
化
」
と
呼
び
、
変
化

の
結
果
と

し
て
の
も
の
で
あ
る
気
体
を

「変
化
」
と
は
呼
ば
な
い
。
少

な
く
と
も
、
気
化
現
象
に
あ
っ
て
は
気
化
す
る
変
化
作
用
と
変
化

の
結

果
と
し
て
の
気
体
を
区
別
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
三
十
頒
』

の
場
合
、
識
そ
の
も
の
が

「転
変
」
と

い
う

元
来
は
変
化
を
指
す
語
に
よ
っ
て
呼
ぼ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
第

一
偶
d

で
は

「転
変

は
三
種

で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
第
二
偶
前
半

で
は
そ
の
三

種
が
第
八
識
、
第
七
識
、
転
識

(対
象
の
了
別
、
第

一
ー
六
識
)
で
あ
る

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第

一
偶

の

「識

の
転
変
」

が
識
す
な
わ
ち
転
変

で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。

一
方
、

転
変
が
定
義

(
一
)
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
変
化

・
作
用
の
意
味
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「転
変
」

に

は
作
用
と
作
用
を
有
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
意
味
が
存
す
る
と

い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
法

(ダ
ル
マ
)
と
有
法

(ダ
ル
ミ
ン
)
と
の
区
別
を
あ
い

ま
い
に
す
る
と
い
う
唯
名
論
的
傾
向
を
こ
こ
に
も
見
る
の
で
あ
る
。

定
義
の
部
分

(三
)
は

「因
の
刹
那
の
消
滅
と
同
時
で
あ
り
」
で
あ
っ

た
。

「刹
那
」
と
は

『倶
舎
論
』
で
は

「諸
縁

が
合
し
た
と
き
、
も
の

が
生
ず
る

(自
体
を
得
る
、

)
ほ
ど

の
量

[の
時
間
]
で
あ

　ぜる
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
刹
那
が

一
定

の
延
長
で
あ
る
も

の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

「因
の
刹
那

の
消
滅
と
同
時
で
あ
り
」
と
安
慧
は
い
う
が
、
因

の
生

ず
る
こ
と
と
消
滅
す
る
こ
と
と
は

一
刹
那
の
内

に
起
き
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
そ
れ
と
も
二
刹
那
以
上
の
時
間
量
を
必
要
と
す
る
の
か
。
こ

の
問
に

『
三
十
頒
』
、
安
慧
注
お
よ
び
調
伏
天
釈
疏
は
答
え
て
い
な
い
。

唯
識
派

の
み
な
ら
ず
大
乗
仏
教
の
諸
派
が

「も

の
は
刹
那
滅
で
あ
る
」

と
い
う
立
場
を
基
本
と
し
て
い
る
。
刹
那
に
と
も
か
く
も
延
長
が
認
め

ら
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、

一
刹
那
に
お
い
て
あ
る
も
の
が
生
じ
そ
し
て

消
滅
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

世
親
は

『倶
舎
論
』
に
お
い
て
刹
那
を
定
義

す
る
際
に

「刹
那
的
な

も

の
」

を
説
明
す
る
。

「生

じ
た
も

の

(自
体

を
得

た
も

の
、

)

が
間

を
置
く

こ
と
な
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く
消
滅
す
る

と
い
う
こ
と
が
そ
れ
に
あ
る
ゆ
え
に

「刹
那
的
な
も

　　

の
」
と
い
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は

一
刹
那
の
内

に
生
じ
た
も
の
が
間
を
置
か
ず
に
消
滅
す
る

と
い
わ
れ

る
。
も
っ
と
も

『倶
舎
論
』
に
そ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い

る
ゆ
え
に

『三
十
頒
』
や
安
慧
注
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
と
断
言
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

一
方
で
は
安
慧
注
で
は
転
変
が
二
刹
那
に
ま

た
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
断
言
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
こ
に
引
用
し
た

『倶
舎
論
』
の
箇
所
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は

「刹

那
に
お
い
て
生
ず
る
こ
と
と
消
滅
す
る
こ
と
と
が
存
す
る
」
と
は
述
べ

ら

れ

て

い
な

い

こ

と

で

あ

る
。

は
消
滅
作
用
を
有
す
る
も
の
を

指
し
、
消
滅
作
用

を
意
味
し
な
い
。
で
は
こ
こ
で
消
滅
作

用
を
有
す
る
も

の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
生
ず

る

作
用
が
消
滅
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
生
ず
る
作
用
を

有
す
る
も

の

(生
じ
た
も
の
)
が
消
滅
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
『倶
舎
論
』
の
か
の
箇
所
で
は

一
般
に

「生
ず
る
こ
と
」

を
意
味
す
る

と

い
う

語

が
用

い
ら

れ

て
お

り

、

「生

じ

た

も
の
」
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ど
の
よ

う
に
理
解
す
べ
き
か
。
そ
の
解
決
は

が

「生

じ

た

も

の
」

を
も
意
味
す
る
と
考
え
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
語
は
安
慧

の

転
変
の
定
義

(五
)
に
も
現
れ
る
が
、
そ
の
意
味
に
関
し
て
は
さ
き
ほ

ど
の

『倶
舎
論
』
の
箇
所
と
同
様

の
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

安
慧
は

「因
の
刹
那
の
消
滅
と
同
時
で
あ
り
」
と
い
う
。
な
ぜ

「同

時
」
な
の
か
。
「因
の
刹
那
の
消
滅
の
次
の
刹
那
」
と
な
ぜ
い
わ
な
か
っ

た
の
か
。
因
が
生
じ
消
滅
す
る
こ
と
が

一
刹
那

に
起
き
、
し
か
も
そ
の

果
が
同
じ
刹
那
に
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
因
と
果
と
の
関
係
を
認
め

て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
因
と
果
と
の
距
離
を
可
能
な
か
ぎ
り
縮

め
て
い
る
。
つ
ま
り
因
と
果
の
区
別
を
あ
い
ま

い
に
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

「因
は
果
に
先
行
す
る
。
」

こ
れ
は
ヴ
ァ
ィ

シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
や

ニ

ヤ
ー
ヤ
学
派

の
よ
う
な
実
在
論
学
派
に
と
っ
て
の
鉄
則
で
あ
る
。
唯
名

論
的
傾
向
を
強
く
有
す
る
竜
樹
の
立
場
に
あ
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
戯

論

(プ
ラ
パ
ン
チ
ャ
)
を
否
定
す
る
場
面

に
あ

っ
て
は
因
果
関
係
そ
の
も

の
の
成
立
を
認
め
な
い
。
世
親
や
安
慧

の
唯
識

の
立
場
は
竜
樹
ほ
ど
ラ

デ
ィ
カ
ル
で
は
な
い
が
、
唯
名
論
的
傾
向
を
有
す
る
。
因

の
生
ず
る
こ

と
ー

あ
る
い
は
消
滅
す
る
こ
と

と
果

の
生
ず
る
こ
と
が
同

一
の

刹
那
に
あ
る
と
は
、
唯
名
論
的
傾
向

の

一
端
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

五
「因

の
刹
那
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

そ
こ
に
お
い
て
因
が
存

在
す
る
と
こ
ろ
の
瞬
間

(時
間
量
)
を
い
う

の
か
。
『倶
舎
論
』
に
お
い

て
も
安
慧
注
に
お
い
て
も
刹
那
が
延
長
で
あ
る
時
間
量
と
考
え
ら
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
間
量
と
そ
の
中

に
存
在
す
る
も
の
と
は
、

ヴ
ァ
ィ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
に
お
け
る
よ
う
に
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
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な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

安
慧
は

「因
の
刹
那
と
特
質
を
異
に
し
」
と
い
う
。
し
か
し
、
実
の

と
こ
ろ
特
質
を
異

に
す
る
の
は
因
そ
の
も
の
で
あ

っ
て
、
因
が
存
在
す

る
時
間
量

と
特
質
を
異
に
す
る
の
で
は
な

い
。

「因
と
異
な
る
果
」
と

　む

調

伏

天

も

注

の
中

で
述

べ

て

い

る

の
を

わ

れ

わ

れ

は
す

で

に
見

た

。

こ

の
よ

う

に
考

え

る

な
ら

ぼ

、
,
安

慧

が

「
因

の
刹

那

」

と

い
う

と

き

に

は

「因

の
時

間

位

に
あ

る
識

」

す

な

わ

ち

「因

」
・
を

考

え

て

い

た

と

思

わ

れ

る
。

す

で

に
述

べ
た

よ
う

に
、
定

義

(
三
)

の
部

分

は

文

法

的

に

は

(五
)

を

修

飾

し

て

い
る
。

こ

の

こ

と

を
意

識

し

て
北

川

秀

則

氏

は
遺

稿

(未

定
稿
)

に
次

の
よ

う

に
訳

す
。

別

の
状
態

の

〈
と
な

る
〉

こ
と

で
あ

る
。
因

の
刹

那
が
滅
す

る
の
と
時
を

同
じ
く

し

て
果
が
自
己

を
獲
得

す
る

〈発
生

す

る
〉

こ
と

【そ
し

て
そ

の
自

己
獲
得

〈
果

の
発
生
〉

が
]
因

の
刹

那
と

は
相

(す

が
た
)

を
異

に
し
た
も

　　

の
で
あ

る
こ
と
、
[そ
れ
が
」
転
変

で
あ

る
。

こ

の
訳

に

お

い

て

は
、

因

の
刹

那

と
特

質

を

異

に

す

る

も

の

は
果

で

は
な

く

て
果

の
生

ず

る

こ
と

で
あ

る
、

と

理

解

さ

れ

て

い
る

。

が
、

日

本

語

に

お

い

て

「特

質

を

異

に
す

る

も

の
」

が

、

「生

ず

る

こ
と

(
作

用
)
」

で
あ

る
、
と

は
理

解

し

に
く

い
。
前

述

の
ご

と

く

因

の
刹

那

と

特

質

の
異

な

る
も

の

は
、
果

そ

の
も

の

で

あ

っ

て
果

の
生

ず

る
作

用

で

は

な

い
、

と

考

え

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

先

ほ

ど

引

用

し

た

『
倶

舎

論

』

の
箇

所

に

お

け

る

と

同

様

倒§

㌣

と

い
う
語
が
生
ず
る
こ
と
お
よ
び
生
じ
た
も
の
の
両
方
を
意
味

す
る
と
す
る
な
ら
ぼ
、
定
義
の
部
分

(三
)
が

(五
)
を
修
飾
し
て
い

る

と
考

え

る

こ
と

も

可

能

で
あ

る
。

が
生
じ
た
も
の
を
意

味

す
る
場
合
、
属

格

の

(四
)
は
主
格

の

(五
)
と
お
な
じ
対
象

を
指
し
示
す

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
文
法
的

に

は
問

題

の

な

い
こ

と

で
あ

る
。

も

し

こ

の
よ

う

に

理
解

す

る

こ
と

が

可

能

な

ら

ば

、
定

義

部

分

(
三
―
五
)

の
訳

は

次

の

よ
う

に

な

ろ

う
。

因

の
刹
那

と
特
質
を
異

に
す

る
果

お
よ
び

そ

の
果

の
生
ず

る

こ
と
が
転
変

で

あ

る
。

こ
こ
に
い
う

「因
」
も

「果
」
も
当
然
な
が
ら
識
に
他
な
ら
な
い
。

識
が

「転
変
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
。
し
た
が
っ
て
、

因
の

(刹
那
)
に
あ
る
識
が
果
の
位
に
移
る
そ

の
変
化
の
み
な
ら
ず
果

と
な
っ
た
識
も

「転
変
」
と
呼
ぼ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
果
と
な
っ
た
識

と
は
、
例
え
ぼ
、
眼
識
が
仇
い
た

(転
変
し
た
)
結
果

「
こ
れ
は
木
だ
」

と
い
う
認
識

の
あ

っ
た
と
き
、
「木
」
と
い
う

ノ
エ
シ
ス
的
内
容

の
あ

る
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。
「木
」
と
い
う
名
辞

を
対
象
物

に
結
び

つ
け

る
こ
と
あ
る
い
は
そ
の
結
果
は

『
三
十
頒
』
第

一
偶
に
い
う
仮
説

(ウ

パ
チ
ャ
ー
ラ
)

で
あ
っ
て
識
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
生
ず

る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
仮
説
し
よ
う
と
す
る
ノ
エ

マ
的
作
用
も
識
の
有
す

る
作
用
に
他
な
ら
ず
、
例
え
ば
仮
説

の
結
果

「木
」
と
い
う
概
念
が
生

ま
れ
た
と
き
に
は
そ
の
概
念
内
容
も
識

の
有
す

る
局
面
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
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『三
十
頒

』
第

一
偶

c
を

「そ
れ

(仮
説
)
は
識
に
お
い
て
で
あ
る
」

と
読
ま
ず

に
、

a
か
ら

c
ま
で
を

一
文
章
に
し
て

「種
々
の
仮
説
は
識

　ぬ
　

の
転
変
に
対
し
て
な
さ
れ
る
」
と
読
む
と
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
ノ
エ

マ
お
よ
び

ノ
エ
シ
ス
的
両
面
を
有
す
る
仮
説
の
意
味
が
よ
り

一
層
は
っ

き
り
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
う
す
る
に
、
対
象
を
概
念

で
把
え

る
こ
と
は
識
が
彷

い
て
い
る

(転
変
し
て
い
る
)
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と

『三
十
頒
』

お
よ
び
安
慧
は
い
う
の
で
あ
る
。

仮
説
と
識
転
変
と
の
関
係
に

つ
い
て

『三
十
頒
』
第

一
偶

c
の
チ

ベ
ッ
ト
訳

は
示
唆
的

で
あ
る
。

(そ
れ

(仮
説
)

は
識

と
な

っ
た
も

の

(転
変
)

で
あ
る
)

こ
こ
で
転
変

まご

つ
ま
り

「変
化
し
た
結

果
」

の
意
味
に
と
ら
れ
て
お
り
、
変
化
す
る
こ
と

と
訳

さ

れ

て

い
な

い

こ
と

に
注

目

し

た

い
。

も

っ
と

も

チ

ベ

ッ

ト
訳

者

の
用
い
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本
に

で
は
な

く
て

と
あ
っ
た
と
推
定
す
る
こ
と
も
可
能

で

　　

あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
重
要
な
こ
と
は
、
「そ
れ

(仮
説
)
は
識
と

な
っ
た
も

の

(転
変
)
で
あ
る
」
と
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
が
千
年
以
上
に

わ
た
っ
て
読
ん
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
読
ん
で

も
、
『
三
十
頒
』
思
想
全
体
に
と
っ
て
大
き
な
相
違
は
な
か
っ
た
と
考

え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
識
に
は
仮
設
し
よ
う
と
す
る
作
用

と
そ
の
結

果
と
の
両
面
が
存
す
る
こ
と
の
証
左
の
ひ
と

つ
と
な
る
と
思

わ

れ

る
。

六
『
三
十
頒
』
第

一
偶
d
に

「
こ
の
識
の
転
変

は
三
種

で
あ
る
」
と
い

う
。
こ
の
箇
所
に
対
す
る
注
の
中
で
安
慧
は

「
我
等

の
仮
説
と
法

の
仮

説
と
が
そ
こ
に
あ
る
も

の
、
そ
れ

(識
の
転
変
)
は
ま
た
因
と
し
て
と

果
と
し
て
と
に
分
か
れ
る
」
と
い
う
。

つ
ま
り
、
識
の
転
変
は
因
で
あ

る
場
合
と
果
で
あ
る
場
合
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

右
の
箇
所
を
宇
井
氏
は

「因
の
場
合
と
し
て
と
、
果
の
場
合
と
し
て

　　

と
に
、
区
分
せ
ら
れ
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
北
川
秀
則
氏
の
遺
稿

『唯
識
三
十
頒
』
に
は

「更
に
ま
た
こ
の
転
変

は
因
と
し
て
、
ま
た
果

ま
　

と
し
て
存
す
る
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
宇
井
訳

お
よ
び
北
川
訳
に
従
い

　
あ
　

た
い
。
山
口
・野
沢
訳
に
は

「因
性
と
果
性
に
区
別
さ
れ
る
」
と
あ
り
、

　　

長
尾
訳
に
は

「復
た
因
性
と
果
性
と
に
分
た
れ

る
」
と
あ
る
。
山
口

.

野
沢
訳
お
よ
び
長
尾
訳
は
、
識

の
転
変

す
な
わ
ち
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
、

マ
ナ
識
お
よ
び
転
識

が
因
性
で
あ
っ
た
り
果
性
で
あ

っ
た
り
す
る

と
い
う
印
象
を
与
え
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
識
の
転
変
す
な
わ
ち
三
種
の

識
は
、
因
と
し
て
あ
る
い
は
果
と
し
て
存
す
る
と
安
慧
は
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
識

の
転
変
が
因
性
あ
る
い
は
果
性
で
あ
る
と
い
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。

今
問
題
に
し
て
い
る
安
慧
注
の
箇
所
で
あ
る

に
お
け
る

と

い
う

具

格

は

「
～

と

し
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『
三
十
頒
』
安
慧
注

に
お
け
る
識

の
転
変

(立

川
)

て
」
「～
と

い
う
資
格
に
お
い
て
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合

の

は
抽
象
名
詞
を
作
る
語
尾
-芝
9
と
同
様

の
意
味
を
有
す
る
。

の
具

格

も

「～

と

し

て
」
と

い
う

意

味

を

有

す

る

の

で
あ

っ

て
、

「～

性
と
し
て
」
を
意
味
し
な
い
。

『
三
十
頒
』
第

一
七
偶
に
は

「
こ
の

[第
二
ー

一
六
偶
で
説
明
さ
れ

た
]
識

の
転
変

は
分
別

(概
念
作
用
)
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

概
念
作
用
が
識
の
転
変

つ
ま
り
仇
き
に
他
な
ら
な
い
と
明
言
さ
れ
て
い

る
。
「そ
れ

(分
別
)
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
る
も
の
」
(第

一
七
偶
b
)
と

は
、
概
念
内
容
で
あ
り
、
仮
設
の
結
果
的
側
面
で
も
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、
概
念
作
用

の
結
果
と
し
て
の
概
念
内
容
も
言
葉
と
対
象
と
を
結
び

つ
け
る
仮
説
も
と
も
に
識
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、安
慧

の
転
変
の
定
義
に
お
け
る

は
生
ず

る
こ
と
と
と
も
に
生
じ
た
も
の
を
も
意
味
す
る
と
考
え

る

こ
と

が

で
き

る

で
あ

ろ

う

。
こ

の
よ

う

に
と

る

こ
と

に
よ

っ

て
、
「因

の
刹

那

と

は
特

質

を

異

に
し

た

」

と

い
う
句

(三
)

が

文

法

的

に

は

一

般
に
生
ず
る

こ
と
を
意
味
す
る

と
い
う
語

(五
)
を
修

飾
し
て
い
る

の
で
は
あ
る
が
、
内
容
的
に

「因
の
刹
那
と
特
質
を
異
に

し
た
果
」

と
訳
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
「果
の

と
は
、
果
の
生
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
も
に

「自
体
を
得

た
」

(生

じ
た
)

果

を

も

意

味

す

る

の

で
あ

る
。

と
い
う
語

に
生
ず

る

こ
と
と
生

じ
た
も

の
と

の
二
者
を
意
味
さ
せ
た
と
こ
ろ
に

『三
十
頒
』安
慧
注
に
お
け
る
唯
名
論
的
傾
向
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
元
来
は
こ
と

(作
用
)
と
も
の

(実
体
Y
と
の

区
別
を
厳
密

に
表
現
す
る
言
語

で
あ
る
が
、
大
乗
仏
教

の
サ

ン
ス
ク

リ
ッ
ト
文
献
は
そ
の
区
別
を
し
ば
し
ば
意
識
的

に
無
視
し
て
き
た
と
思

わ
れ
る
。

1

上

田
義
文

「

の
意
味
」
『鈴
木
学
術
財
団
研
究
年
報
』

2

一
九
六
五
年

一
頁

2

イ

ン
ド
哲

学
に
お
け
る
唯

名
論
と
実

在
論

に

つ
い
て
は
拙
著

『
中
論

の

思
想
』
法
蔵
館

一
九
九
四
年

六
六
頁

、
同

34

宇
井
伯
寿

『安
慧
護
法

・
唯
識
三
十
頒
釈
論
』
岩
波
書
店

一
九
五
二

年

六
頁

5

山
口
益

・
野
沢
静
謹

『世
親
唯
識
の
原
典
解
明
』
法
蔵
館

一
九
五
三

年

一
六

一
頁

6

長
尾
雅
人

『中
観
と
唯
識
』
岩
波
書
店

一
九
七
八
年

三
四
七
頁

7

上
田
義
文

『「梵
文
唯
識
三
十
頒
」
の
解
明
』
第
三
文
明
社

一
九
八
七

年

四
五
頁

8

服
部
正
明

・上
山
春
平

『仏
教
の
思
想
4

・
認
認
と
超
越

〈唯
識
〉』
角

川
書
店

一
九
九
七
年

一
三
六
頁

9

に
お
け
る
訳
も
宇
井
等
の
訳

と
基
本

的

に
同
じ

で
あ

る
。
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『
三
十
頒
』
安
慧
注

に
お
け
る
識

の
転
変

(立

川
)

云

々
と

い
う

ヒ

ン
デ

ィ

ー
訳

が
あ

る
。

の
直
後

の
カ

ン

マ
は

に
か
か
る

こ
と
を
意
識
…し
て
の
こ
と
か

も

し

れ

な

い
。

101112

 

13

北
京
版
西
蔵
大
蔵
経

鈴
木
学
術
財
団
　

一
一
三
巻
　
三
〇
〇
頁
四
葉

五
行

(五
五
六
五
番
)

14

寺
本
娩
雅

『梵

蔵
漢
和

四
訳
対
照

・
安
慧
造

・
唯
識

三
十
論

疏
』
国
書
刊
行
会

一
九

七

二
年

(
一
九
三
三
年

版

の
復

刻
)

三
頁
参
照
。

15

北
京
版
西
蔵
大
蔵
経

一
一
四
巻

一
七
八
頁
五
葉
四
行

(五
五
七

一
番
)

16

同

一
七
八
頁
五
葉

三
行

1718
プ

ラ
ダ

ン
の
テ
キ
ス
ト

の
読

み
が

。

で

あ

る

こ

と

に

注

目

し
た
い
。

こ
の
箇
所

は

「

が

[生
じ

て
]
問

を
置

か
ず

に
消
滅

す

る
」

云
々
と
読
む

べ
き

で
あ

っ
て
、

「生
ず

る

こ
と

の

無
間

に
消
滅

す
る

[も
の
]」
と
読

む

こ
と

は
で
き
な
い
。
写
本

に
よ

っ
て

。
と

あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
今

は
プ

ラ
ダ

ン

の
読

み
に
従

い
た

い
。

眞
諦

は

「何
法
名
刹

那
。
得
体
無

間
滅
」
(大

正
蔵

、
二
九
巻
　

二

二
五

頁
b
)
と
訳
し
、
玄
藁

は

「刹
那
何

。
謂
得
体
無
間
滅
」

(大

正
蔵
　

二
九

巻

六
七
頁

c
)
と
訳

す
。

こ
れ
ら

は

「体

を
得

る
無
間

に
滅
す

る
」
上

読

む

こ
と
も
可
能
か
と
思
わ
れ
る

(『
国
訳
大

蔵
経

・
論
部

・
一
二
巻

・
国

訳

阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』

国
民
文
庫

刊
行
会

一
九
八
五
年

六
頁
参
照
)

が
、

そ

の
意
味

な
ら
ぼ

「体
生
無

間
滅
」

と

で
も
訳

し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

「得
体
無
間
滅
」
を

「得
体

が
無

間

に
滅

す
」
と
読
む
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。

こ
の

「得
体
」

は
生
じ
た
も

の
を
意
味
す

る
。

19

注
15
参
照
。
因

の
刹
那

と
因

と
が
実
質

的

に
同

じ
も

の
を
指

し
て
い
る

こ
と
に

つ
い
て
は
、
上

田
義
文

『
「梵
文
唯
識

三
十
頒
」

の
解
明
』
五
四
頁

に
指
摘

さ
れ

て
い
る
。

20

北
川
秀
則

『唯
識

三
十
頒
』

(遺
稿
)

名
古
屋
大
学
文
学
部

イ

ン
ド
文

化

研
究

室
蔵

七
-
八
頁

21

拙
稿

「
『唯
識

三
十

頒
』

に
お
け

る
仮
説

と
識

に

つ
い
て
」

『今

西
順
吉

教
授

還
暦
記
念
論
集

・
イ

ン
ド
思
想
と
仏
教
文

化
』

(春
秋
社

一
九

九
六

年

三

四
五
-

三
五
六
頁
)

に
お

い
て
は
、
第

一
偶

a
-

c
を

一
文
章

と

し

て
読
む

こ
と

の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。

22

長
尾
雅
人

『
中
観
と
唯
識
』

三
六
八
頁
参

照
。

23

宇
井
伯
寿

『
安
慧

護
法

・
唯

識
三
十
頒
釈
論

』

二

一
頁

24

北
川
秀
則

・
野
沢
静
謹

『
世
親
唯
識

の
原
典

解
明
』

一
九
七
頁

26

長
尾
雅
人

『
中
観
と
唯
識

』
三
四
八
頁

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

三
十

頒
、
案
慧

、
識
、
転
変

(総

合
研
究
大
学
院
大
学
教
授
)
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