
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
八
巻
第
二
号

平
成
十
二
年
三
月

二
五

天
台
教
学

に
お
け

る

一
闡
提

の
扱

い
に

つ
い
て

藤

井

教

公

一
、

は

じ

め

に

一
闡
提
は
大
乗

『
浬
盤
経
』
に
よ
つ
て
提
唱
さ
れ
た

「
一
切
衆
生
悉

有
仏
性
」
の
唯

一
の
除
外
例

で
あ
る
。
経
は

一
闡
提
に
つ
い
て
断
善
根

者
、
諺
法
者
、
無
信

の
者
、
な
ど
と
言
い
、
四
重
禁
や
五
逆
罪
を
犯
し

た
者

で
も
成
仏

で
き
る
が
、

一
閾
提
は
除
か
れ
る
と
説
く
。
こ
の
よ
う

に

一
闡
提
は
、
仏
性
を
根
拠
に
衆
生
成
仏
の
可
能
性
を
主
張
す
る

一
乘

仏
教

の

『浬
薬
経
』
に
あ
つ
て
は
極
め
て
特
異
な
存
在
で
あ
る
が
、
イ

ン
ド
仏
教
の
歴
史

の
中
で
そ
れ
が

『入
樗
伽
経
』
に
採
り
入
れ
ら
れ
、

種
姓
論

と
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
従
来

の
一
闡
提
の
ほ
か
に
内
容
的
に
は

全
く
相
反
す
る
大
悲
閾
提
と
い
う
新
し
い
一
闡
提
が
創
始
さ
れ
た
こ
と

は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
大
乘

『浬
藥
経
』
や

『入
樗
伽
経
』
な
ど
の

一
闡
提
を
説
く

経
典
論
書
が
中
国
に
伝
え
ら
れ
、

一
闡
提
が
中
国
仏
教
者
に
ど
の
よ
う

に
理
解

さ
れ
て
、
受
容
さ
れ
た
の
か
。
本
論
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

イ
ン
ド
仏
教
か
ら
中
国
仏
教

に
亘
る

一
闡
提

の
概
念
の
変
遷
と
い
う
視

点
か
ら
、
天
台
に
お
け
る

一
闡
提
の
理
解
と
扱
い
に
つ
い
て
檢
討
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
台
教
学
に
お
い
て
は
、
法
相
宗

の
成
立
以

後
に
お
け
る
五
性
各
別
説
と
の
対
立
、
及
び
趙
宋
天
台
以
後

の
如
来
性

悪
説
の
強
調
と
い
う
気
運
の
中

で
一
闡
提
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
と

い
う
経
緯
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
原
始
天
台

に
お
け
る
智
顕
と
潅
頂
を

中
心
と
す
る
理
解
と
受
容
に

つ
い
て
檢
討
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

二
、

一
闡
提

の
基
本
的
性
格

一
閾
提
に
つ
い
て

『浬
藥
経
』
は
そ
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
種
々
に

説

い
て
い
る
が
、
そ

の
記
述
内
容
は

『浬
藥
経
』
の
同

一
テ
キ
ス
ト
に

お
い
て
も
、
ま
た
テ
キ
ス
ト
の
相
違
に
よ
つ
て
も
異
な

っ
て
い
る
。
テ

キ
ス
ト
は
法
顕
訳
六
巻
本
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
十

三
巻
本
、
曇
無
識
訳
四
十

巻
本
と
い
う
増
広
発
展
の
跡
を
た
ど

つ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
近
年
、

そ
れ
ら
三
訳
を
教
団
史
的
に
読
み
込
ん
で

一
闡
提
に
つ
い
て
検
討
し
、

一
闡
提
に

「利
養
貧
著
者
」
と
い
う
定
義
を
与
え
た
の
が
望
月
良
晃
氏

　ユ
　

で
あ
り
、
ま
た
最
近
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
思
想
史
、
社
会
背
景
史

の
両
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天
台
教
学

に
お
け
る

一
闡
提

の
扱

い
に

つ
い
て

(藤

井
)

二
六

側
面
か
ら
檢
討
を
加
え
、
か
な
り
な
条
件
付
き
な
が
ら
望
月
説
を
追
認

　　
　

し
た
の
が
下
田
正
弘
氏
で
あ
る
。
両
説
は

一
闡
提
の
基
本
的
性
格
と
し

て

「利
養
に
貧
著
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
第

一
義
を
見
出
し
て
い
る
わ

け
だ
が
、
現
存
最
古

の
大
乗

『浬
藥
経
』
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
法
顕
訳

六
巻
本

の

「問
菩
薩
品
」
に
は

「永
く
善
心
を
離
る
る
を

一
闡
提
と
名

つ
く
。
諸

の
増
上
慢
な
る

一
闡
提
の
輩
は
、
何
を
以
て
本
と
為
す
や
。

経
法
を
誹
諦
す
る
不
善
の
業
、
是
れ
を
以
て
本
と
為
す
」
(大
正
十
二
巻
、

八
九
二
b
)
と
か
、
あ
る
い
は
同
品
の

「彼
の

一
闡
提

の
如
来
性
に
於

い
て
永
絶
す
る
所
以
は
、
斯
れ
誹
諺
し
て
大
悪
業
を
作
す
に
由
る
」
(同
、

八
九
三

a
)
な
ど

の
文
言
を
見
る
限
り
で
は
、
経
の
説
く

一
闡
提

の
基

本
的
性
格

は
、
正
法
す
な
わ
ち
当
の

『浬
藥
経
』
そ
の
も
の
に
対
す
る

　ヨ

誹
諦
者

で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
経
を
誹
諺
す
る

一
闡
提

の
輩

は
、
経

の
説
く
仏
性
如
来
蔵
説
や
仏
身
常
住
説
を
信
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
た
が
つ
て
菩
提
の
因
た
る
仏
性
に
与
る
こ
と
が
で
き
ず
、
成

仏
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
別
な
言

い
方
を
す
れ

ぼ

一
切

の
善
根
を
断

っ
て
い
る
断
善
根
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
六
巻
本

の
述

べ
る

一
闡
提
の
基
本
的
性
格
と
し
て
、
『浬
繋

経
』
に
対
す
る
誹
諦
者
、
断
善
根
者
と
い
う
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

『入
榜
伽
経
』
は
、
ま
さ
に
こ
の
二
点
の
基
本
的
性
格
を

『浬
藥
経
』

か
ら
継
承
し
て
、
五
種
姓
と
し
て
の

の
第
五
の

を

一
闡
提
と
し
、
こ
れ
に
二
種
を
分
け
て
従
来
の
意
味

で
の

一
闡

提
を
断
善
根
者
、
菩
薩
蔵

の
誹
諦
者
と
し
、
さ
ら
に
不
成
仏

と
い
う

こ

と
に

一
闡
提
の
特
質
を
見
出
し
て
、

一
切
衆

生
が
済
度
さ
れ
る
ま
で
は

自
ら
は
決
し
て
成
仏
し
な
い
菩
薩
を
大
悲
闡
提
と
し
て
立
て
た
の
で
あ

　　
　

る
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
闡
提

の
不
成
仏
と

い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、

同
じ

『浬
藥
経
』

の
曇
無
識
訳
四
十
巻
本
の
増
広
部
分

(第
十

一
巻
以

降
)
の

「高
貴
徳
王
菩
薩
品
」
以
降
に
お
い
て
、

一
闡
提
は
断
善
根
者

で
は
あ
る
が
仏
性
が
あ
り
、
成
仏
可
能
で
あ

る
と
し
て
、
当
初
の
主
張

を
翻
す
に
至

つ
て
い
る
。
こ
の
点
は
六
巻
本

に
お
け
る

一
闡
提
の
扱

い

と
四
十
巻
本
に
お
け
る
扱

い
と
で
は
大
き
く
異
な
つ
て
い
る
。

三
、
中
国
仏
教
に
お
け
る

一
闡
提

の
理
解
と
受
容

紀
元
四

一
八
年
に

『浬
藥
経
』
六
巻
本
が
東
晋
の
法
顕
と
仏
駄
践
陀

羅
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
時
に
、
い
ち
早
く

こ
れ
を
見
て

一
闡
提
成
仏

説
を
唱
え
た
道
生
が
異
端
邪
義
と
し
て
建
康

か
ら
積
斥
さ
れ
た
が
、
ほ

ど
な
く
し
て
曇
無
識
訳
四
十
巻
本
が
江
南
に
伝
え
ら
れ
て
道
生
の
正
し

　
　
　

さ
が
証
明
さ
れ
た
と
い
う

の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
『
浬
藥
経
』
は
道

生
以
後
の
中
国
仏
教
界
に
お
い
て
広
く
流
行
し
、
特
に
江
南
浬
藥
宗
を

中
心
に
研
鐙
さ
れ
た
が
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
六
巻
本
よ
り
も
よ
り
大

部
で
整

っ
た
曇
無
識
訳
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
江
南

で
は
慧
観

や
謝
霊
雲
な
ど
に
よ
つ
て
修
治
さ
れ
た
三
十
六
巻
本

(南
本
)
が
出
現

し
て
以
来
、
こ
れ
が
多
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
と
す
れ
ぼ
、

一
闡
提
に

つ
い
て
は
そ
の
成
仏

の
可
能
性
が
経
自
体
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
わ
け
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天
台
教
学
に
お
け
る

一
闡
提

の
扱

い
に

つ
い
て

(藤

井

)

二
七

で
あ
る
か
ら
、
道
生
の
主
張
の
如
く
成
仏
可
能
な
存
在
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
仏
教
界
で
は
、
七
世
紀
後

半
、
五
性
各
別
説
に
立
っ
て
無
性
の
衆
生

の
存
在
を
主
張
す
る
唯
識
法

相
宗
が
成
立
す
る
ま
で
は
、

一
闡
提
に
関
し
て
は
成
仏
可
能
な
存
在
と

し
て
理
解

さ
れ
て
い
た
と
い
つ
て
よ
い
。
今
、
そ
の
一
例
を
地
論
宗
南

道
派

の
浄
影
寺
慧
遠
に
取

っ
て
見
れ
ぼ
、
彼
の

『大
乘
義
章
』
中
の

一

闡
提

の
全
用
例
を
檢
討
し
て
み
る
と
、

一
闡
提
は
断
善
根
者
、
諺
法
者

　　
　

と
い
う
性
格
を
持

つ
も
の
と
し
て
解
さ
れ
、
か
つ
仏
性
を
有
し
て
い
る

者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
闡
提
が
仏
性
を
有
し
て
い
る
と
い

う

こ
と
に

つ
い
て
見
て
み
る
と
、
『
大
乗
義
章
』
巻

一

「仏
性
義
」
で

は
、
『浬
藥
経
』
が

「迦
葉
品
」
で
仏
性
に
つ
い
て

一
闡
提
と
善
根
人

と
を
対
比
さ
せ
て
、

一
闡
提
に
あ

つ
て
善
根
人
に
な
い
も
の
、
善
根
人

に
あ
つ
て

一
闡
提
に
な
い
も
の
、
一
闡
提
、
善
根
人
両
方
に
あ
る
も
の
、

ど
ち
ら
に
も
な
い
も
の
、
と
い
う
四
句

に
分
け
て
説

い
て
い
る
箇
所

(大
正
十
二
巻
、
五
七
四
c
)
を
引
用
し
、
こ
の
経
文
に
次
の
よ
う
な
解

釈
を
加
え

て
い
る
。

「是

の
義
云
何
。
仏
性

に
四
有

り
。

一
に
は
不
善

の
陰

、
二

に
は
善

の
五
陰
、

三
に
は
仏
果

の
陰
、
四
に
は
是
れ
理
性
な

り
。

(中
略
)
四
の
中

の
初

め
の

一

は
、
闡

提
人
に
は
有
り
、
善
根
人

に

は
無

し
。

第
二

の
善

の
陰

は
、
善
根
人

に
は
有

り
、
闡

提
人
に
は
無

し
。
第

三

の
果

の
陰
は
、

二
人
倶

に
無
し
。
第

四
の
理
性

は
、

二
人
倶

に
有
り
」

(大
正
四
十

四
巻
、

四
七
三
b
)

こ
こ
で
は
経
の
仏
性
の
四
句
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
経

の
意
趣
に
沿

っ

て
解
説
し
て
い
る
が
、
経
の
意
趣
は
、
仏
性
は
善
悪
を
含
め
た
あ
ら
ゆ

る
相
対
を
内
に
含
み
つ
つ
、
ど
ち
ら
に
も
偏
ら
な
い
中
道
と
し
て
あ
る

と

い
う
も

の
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
四
十
巻
本
に
お
け
る

「師
子
吼
品
」

以
降

の
際
だ
つ
た
特
徴
で
、
仏
性
は
空
観
思
想

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
説

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
慧
遠
は

一
闡
提

に
も
存
在
す
る
仏

性
を
理
性
と
し
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
理
性
は
上
掲

の
例
文

の
中
略
部
分

で
、
「理
性
と
言
う
は
、
縁
を
廃

し
て
実
を
談
ず
。
実

の

処
に
縁
無
し
。
縁
無
き
を
以
て
の
故

に
、
真
体

一
味
に
し
て
、
非
因
非

果
な
り
。
『浬
藥
』
の
中
の
非
因
果
性
と
其

の
理

一
な
り
」
(同
上
)
と

述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
遍
在
す
る
真
如
の
理
と
解
さ
れ
、
こ
れ
は
天
台

智
顕
に
あ

っ
て
は
正
因
仏
性
と
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
理
性

が

一
闡
提
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
仏
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
が
内
に

存
す
る
限
り
成
仏
の
可
能
性
有
り
と
す
る
の
が

こ
こ
で
の
慧
遠
の
解
釈

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
慧
遠
に
お
い
て
も
経

の
説
く
通
り

一
闡
提
成
仏

を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
。

四
、
天
台
に
お
け
る

一
闡
提
の
理
解
と
受
容

そ
れ
で
は
天
台
に
お
け
る

一
闡
提
の
解
釈
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
を
潅
頂
の
修
治
し
た
も
の
を
含
む
智
顕

の
著
作
に
つ
い

て
見
て
み
る
と
、

一
闡
提
に
つ
い
て
の
用
例
は

『浬
藥
経
』
の
引
用
援

用
の
多
さ
に
比
べ
る
と
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

ま
ず
、
『
四
教
義
』
巻

五
で
は
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。
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天
台
教
学

に
お
け
る

一
闡
提

の
扱

い
に

つ
い
て

(藤

井
)

二
八

「若
し
媛
法

に
し
て
、
悪
因
縁

に
遇
い
て
退
せ
ば
、
能
く
五
逆

を
造
り
、
方
等

経
を
諦
じ

て

一
闡
提

と
作

り
、
無
間
地
獄

に
堕

す
。
若
し
頂
法
に
し
て
悪

因

縁

に
遇

い
て
退
せ
ば
、
善
根

を
断
ぜ
ず

と
離

も
、
猶

五
逆
等

の
罪
を
作

す
な

り
」

(大
正

四
十
六
巻
、
七
三
八
b
)

こ
こ
で
は
、
媛

・
頂

・
忍

・
世
第

一
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
行
位
に
つ
い

て
述
べ
る
と
こ
ろ
で
、
頂
法
を
退
し
た
場
合
は
善
根
を
断
じ
な
い
ま
で

も
五
逆
罪

を
な
す
が
、
媛
法
を
退
し
た
場
合
に
は
断
善
根
と
な
っ
て
五

逆
罪
を
な
し
、
大
乗
を
誹
諺
し
て

一
闡
提
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
例
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
闡
提
は
断
善
根
者
、
方
等
経

の
誹
諦
者

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
こ
の
理
解
は
中
国

仏
教
に
お
け
る
伝
統
的
理
解
で
あ
る
。
な
お
、
媛
法
を
退
す
と

一
闡
提

に
な
る
と
い
う
こ
と
は

『法
華
玄
義
』
に
も
、
ま
た
潅
頂
撰
の

『国
清

　　
　

百
録
』
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

次
に

『摩
詞
止
観
』
で
は
ど
う
か
。
巻
四
上
で
順
流
の
十
心
を
説
く

中
の
最
後

の
第
十
に
、

「十

に
は
因
果
を
據
無
し

て

一
闡
提
と
作

る
。
是
れ
を
十
種

の
生
死

の
流

れ
に

順
じ

て
昏
倒
し

て
悪
を
造

る
と
為
す
。

(中
略
)

四
重

・
五
逆
極

ま
り
て
闡
提

に
至
る
」

(大
正
四
十
六
巻
、
四
〇

a
)

と
あ
つ
て
、

一
闡
提
は
因
果
を
據
無
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
菩
提
の
因
と
果
を
認
め
な
い
か
ら
成
仏
に
与
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
意
で
あ
る
。
こ
れ
は

『国
清
百
録
』
巻

一
の

「方
等
繊
法
」
に
も

引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(大
正
四
十
六
巻
、
七
九
七
c
)
。
し
か
し
、
後

に
例
を
挙
げ
る
よ
う
に
天
台
が

一
闡
提
を
成
仏

不
可
能
な
者
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。

一
闡
提
は
固
定
し
た
性
で
は
な
く

一
つ
の
状
態
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
重

・
五
逆
が
極
ま
っ
て

一
闡
提
に
至

る
と
し
て
い
る
の
は
、

一
闡
提
を
極
悪

の
存
在

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は

『法
華
玄
義
』
巻
六
上

「感

鷹
妙
」
に
も

「闡
提
の

極
悪
は
仏
を
感
ず
る
こ
と
能
わ
ざ
る
が
如
し
」

と
あ
っ
て

(大
正
三
十

三
巻
、
七
四
七

c
)
、

一
闡
提
を
善
根
人

の
対
極

の
存
在
と
し
て
い
る
。

一
闡
提

の
成
仏
に
つ
い
て
は
、
『摩
詞
止
観
』
巻
六
上
で
、

「闡
提

に
心
有
れ
ば

、
猶
作
仏

す
べ
し
。

二
乗

は
智

を
滅

す
れ
ば
、
心
は
生
ず

べ
か
ら
ざ

る
も
法
華
は
能
く
治
す
。
復

た
称

し
て
妙
と
為

す
」
(大
正
四
十
六

巻

、
七
九
b
)

と
述
べ
て
、

一
闡
提

の
成
仏
を
言
う
。
こ
の

「闡
提
に
心
有
れ
ぼ
、
猶

作
仏
す
べ
し
」
の
文
は
、
経
の

「高
貴
徳
王
菩
薩
品
」
の
意
趣

(大
正

十
二
巻
、
七
三
七
b
～

c
)
を
取
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の

一
闡
提
が
心

を
有
し
て
い
る
限
り
成
仏
可
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
『法
華
玄
義
』

巻
六
下

「春
厩
妙
」
で
も

「
一
切

の
心
有
る
は
、
皆
当
に
作
仏
す
べ
し
。

闡
提
も
心
を
断
ぜ
ざ
れ
ば
、
猶
反
復
有
り
。
作

仏
何
ぞ
難
か
ら
ん
」
(大

正
三
十
三
巻
、
七
五
七
a
)
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
、
数
例
を
挙
げ

て

一
闡
提
に
つ
い
て
の
天
台

の
解
釈
を

見
た
が
、

一
闡
提
は
断
善
根
者
、
方
等
経
の
誹
諦
者
、
極
悪
者
、
因
果

を
據
無
す
る
者
な
ど
と
解
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
成
仏
可
能
な
者
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
理
解
は
あ
く
ま
で
経

に
忠
実
な
解
釈
で
あ
る
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二
九

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
智
顕

に
至
る
ま

で
の
従
来

の
解
釈

の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

智
顕
は
地
論
宗

の
如
来
蔵
縁
起
や
攝
論
宗

の
唯
識
教
学
に

つ
い
て
も

知
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
円
教
で
は
な
く
別
教
に
位
置
づ
け
、
厳
し
く

批
判
し
て
い
る
。
例
え
ば

『法
華
玄
義
』
巻
五
下

で
は
、
『摂
大
乘
論
』

の
明
か
す
理
乗

・
随
乘

・
得
乗
の
三
種
の
乗
に
つ
い
て
、

「此

の
三
意
、

一
往

は
乃

ち
三
軌

に
同
じ
け
れ
ど
も
、
前
後
未

だ
融
ぜ
ず

。
何

と
な
れ
ば
、
九
識

は
是

れ
道
後

の
真
如
な
り
。
真
如

に
事
無

し
。
智

行

の
根

本
種

子
は
、
皆
、
梨
耶

識
中

に
在

り
て
、
黒
習
成
就
し
、
無
分
別

智
光
を
得

て
、

真
実
性
を
成
ず
。

是
れ
則
ち
理
乗
は
本
有
、
随

・
得

は
今
有

な
り
。
道

後

の
真
如

は
方

に
能

く
物

を
化

す
。
此
れ
豊

に
縦

の
義

に
非
ざ

ら
ん
。
若

し

三
乗

は
悉
く
黎
耶

の
摂
す

る
所

と
為

ら
ば
、
又
是
れ
横

の
義

な
り
。
又
、
冥

初

の
覚
を
生
ず

る
に
濫
ず
。

既
に
縦
、
既

に
横
な
れ
ば
、
真

の
伊

字
と
相
乖

く
」

(同
前
、
七

四
二
b
)

と
述
べ
て
、
『摂
大
乗
論
』
め
説
く
三
乗
が
時
間
的
に
は
先
後
の
関
係

に
、
空
間

的
に
は
並
列
関
係
に
な
り
、
不
縦
不
横
の
真
の
伊
字
の
三
点

に
な
ら
な

い
と
批
判
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
の
法
相
宗

の
よ
う

に
、
唯
識
教
学
に
お
け
る
種
子
の
概
念
や
種
姓
論
を
持
ち
込
ん
で
の

一

闡
提
解
釈

は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
智
顕
が

「種
子
」
の
語
を
用

い
る
場

　　
　

合
は
、
因

と
し
て
の
仏
性
を
表
す
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

さ
て
、
天
台
の

一
闡
提
理
解
が
従
来
の
伝
統
的
理
解
を
出
な
い
も
の

で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
天
台
教
学
に
お
け
る

一
闡
提
の
扱

い
の
特
徴

は
ど
こ
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
第

一
に

『法
華
玄
義
』
巻
六
上

の

「感
鷹
妙
」
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
感
応
は
仏
と
衆
生
と

の
相
関
関
係
を
、
衆
生

の

「機
」
と
仏
の

「応
」
と
い
う
二
つ
の
概
念

に
よ
っ
て
示
し
た
も
の

で
あ
り
、
四
悉
檀
と
と
も
に
天
台
智
顕
の
宗
教
的
情
熱
の
現
れ
を
最
も

よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の

「感
鷹
妙
」

の
段
に

「機
応
の
相
」
を

明
か
す
と
こ
ろ
で
、

「善
悪
は
独
り
機
と
為
す

こ
と
を
得
ず
」
と
い
い
、

単
な
る
善
は
金
剛
の
後
心
の
よ
う
な
極
善
で
も
、
抜
苦
与
楽
の
働
き
が

な
い
の
で

「機
」
が
成
立
し
な
い
と
し

(大
正
三
士

二
巻
、
七
四
七
b
～

c
)
、
ま
た
単
な
る
悪
の
み
で
も
極
悪

の
一
闡
提

が
仏
を
感
ず
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
も

「機
」
と
成
り
え
な
い
と
説
く

(同
前
、
七

四
七

c
)
。
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
極
悪
な
る
存
在
と
し
て
の

一
闡
提
を

用
い
て
感
磨
を
説
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
続
け

て

「或
い
は
善
悪
相

い
帯
ぶ
る
を
取
り
て
機
と
為

さ
ば
、
闡
提
の
改
悔

の

心
を
起
こ
す
従
り
、
上
は
等
覚
に
至
る
ま
で
、
皆
、
善
悪
相

い
帯
ぶ
る

こ
と
有
り
。
故
に
機
と
為
す
こ
と
を
得
」
(同
前
)
と
述
べ
て
、
善
悪
が

相
資
し
て
初
め
て

「機
」
と
な
り
う
る
と
述

べ
て
い
る
。
単
な
る
善
、

単
な
る
悪
の
み
で
は
仏

の
慈
悲
救
済
と
衆
生
の
苦
と
い
う
宗
教
的
世
界

が
成
立
し
な
い
と
し
て
い
る
の
は
ま
こ
と
に
興
味
深

い
が
、
こ
こ
で
も

極
悪

の
一
闡
提
の
改
悔
と

い
う
こ
と
が
依
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に

「感
鷹
妙
」
を
説
く
中
に
善

の
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て

一
闡
提
が

取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
重
要
な
意
義
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
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三
〇

れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
は
如
来
性
悪
説
に
お
け
る

一
閾
提

の
意
義
と
役
割

で
あ
る
。
如

来
性
悪
説
は
直
接
的
に
は

『観
音
玄
義
』
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
著
作

を
め
ぐ

つ
て
智
顕
の
も

の
か
、
潅
頂
の
も
の
か
の
議
論
が
あ

つ
て
い
ま

す
　

だ
に
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
智
顕
の
も

の
と
し

て
扱
つ
て
お
く
が
、
同
書
に
は
如
来
も
本
性
と
し
て
の
悪
を
具

え
て
い
る
と
い
う
有
名
な
如
来
性
悪
説
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
説
は

天
台
の
十
界
互
具
の
重
層
的
な
世
界
観
と
、

二
心
に

二
切
諸
法
を
不
縦

不
横
に
本
具
し
て
い
る
と
す
る
性
具
説
を
突
き
つ
め
れ
ば
容
易
に
導
か

れ
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
如
来

の
無
漏
清
浄
性
を
主
張
す
る
華
厳
宗
な

ど
か
ら

は
激
し
い
非
難
を
浴
び
た
も
の
で
あ
る
。
『観
音
玄
義
』
巻
上

で
は
、善

に
本
性
的
な
性
善
と
後
天
的
な
修
善
を
区
別
す
る
と
と
も
に
、

悪
に
も
本
性
と
し
て
の
性
悪
と
後
天
的
な
悪
と
し
て
の
修
悪

の
区
別
を

設
け
て
、
仏
と
そ
の
対
極
に
あ
る

一
閾
提
を
引
き
合
い
に
出
し
て
問
答

料
簡
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
第
二
の
問
答
に
お
い
て

「問
う
。
閾

提
と
仏
と
は
何
等
の
善
悪
を
断
ず
る
や
。
答
う
。
闘
提
は
修
善
を
断
じ

尽
く
さ
ば
、
但
だ
性
善

の
み
在
り
。
仏
は
修
悪
を
断
じ
尽
く
さ
ぼ
、
但

だ
性
悪

の
み
在
り
」
(大
正
三
十
四
巻
、
八
八
二
c
)
と
し
て
、

一
閾
提
に

は
性
善
が
あ
り
、
如
来
に
は
性
悪
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
し
か

し
続
け

て
、

一
閾
提
が

一
閾
提
た
る
所
以
は
、
性
善
に
達
し
て
い
な
い

の
で
修
善
が
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
達
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ

善
に
染
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
修
善
が
起
き
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
に
対
し
如
来
は
性
悪
が
あ
っ
て
も
悪
に
達
し
て
い
る
か
ら
、
永
く

悪
に
染
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
説
い
て
い
る

(同
前
)
。
こ
こ
に
お
い

て
、

一
閾
提
が
悪
か
ら
善
に
転
向
し
、
作
仏
す
る
と
い
う
可
能
性
が
示

さ
れ
る
と
同
時
に
、
如
来

の
性
悪
を
説
い
て
衆
生
教
化
の
完
全
性

の
根

拠
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
如
来
性
悪
説
は
、
先
の

「感
鷹
妙
」

と
同
じ
く
、
善
悪
相
資

の
思
想
に
基
づ
い
て
宗
教
的
実
践
に
根
拠
を
与

え
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
十
界
互
具
や
性
具
思
想

の
実
践

面
で
の
表
出
と
も
考
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
如
来
性
悪
説
に
お
い

て

一
闘
提
が
重
要
な
役
割
を
担
わ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
天
台

の

一
闘

提

の
受
容

の
も
う

一
つ
の
特
色
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

五
、
結
語

こ
れ
ま
で

『浬
葉
経
』
に
お
い
て
創
始
さ
れ
た

一
閾
提
が
、
中
国
仏

教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
理
解

さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
問

題
を
、
天
台

の
智
顕
と
潅
頂
の
理
解
と
扱

い
を
中
心
に
検
討
を
加
え
て

き
た
。
そ
の
結
果
を
こ
こ
に
ま
と
め
れ
ば
、
次

の
こ
と
が
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
仏
教
に
お
い
て

『
入
榜
伽
経
』
な
ど
が
受

け
継
い
だ

一
閾
提
の
基
本
的
性
格
は
、
断
善
根
者
と
大
乗
方
等

の
誹
諺

者
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
六
巻
本
で
は

一
閾
提
と
い
う

言
葉

の
背
後
に
あ

っ
た
そ
の
実
体
は
す
で
に
失
わ
れ
て
お
り
、
観
念
的

な
極
悪
な
る
存
在
と
し
て
の
意
味
し
か
持
ち
得
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き

で
あ
る
が
、
地
域
と
時
代
を
離
れ
た
中
国
仏
教

に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
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三

一

の
は
、
や
は
り
基
本
的
性
格
と
し
て
の
断
善
根
者
、
大
乗
の
諦
法
者
と

し
て
の
性
格
で
あ
つ
た
。
し
か
も
そ
の
受
容
当
初
か
ら
四
十
巻
本
の
説

く
よ
う
に

一
闡
提
は
成
仏
可
能
な
存
在

で
あ
っ
た
。

天
台

の

一
闡
提
解
釈
も
中
国
仏
教

の
伝
統
的
解
釈
と
し
て
の
理
解
で

あ
り
、
断
善
根
者
、
経
教
の
誹
諺
者
、
極
悪
な
る
存
在
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
台
の

一
闡
提
の
受
容
と
扱

い
で
特
徴
的
な
こ
と

は
、
極
悪
な
る
存
在
と
し
て
の

一
闡
提
を
、
仏
と
衆
生
の
感
鷹
関
係
を

説
く
際

に
登
場
さ
せ
、
善
悪
相
資

の
立
場
で
苦
の
衆
生
と
、
そ
れ
を
救

済
す
る
仏
の
関
係
と
い
う
宗
教
的
世
界
を
表
わ
し
出
し
た
こ
と
と
、
如

来
性
悪
説
を
説
く
際
に
や
は
り

一
闡
提
を
仏
と
の
対
応
に
お
い
て
こ
れ

を
採
用

し
、
同
じ
く
宗
教
的
実
践
の
根
拠
を
与
え
て
意
義
あ
ら
し
め
た

と

い
う

こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

1

望
月
良
晃

『
大
乗

涅
槃

経

の
研
究
』
春
秋
社
、

一
九
八
八
年

2

下
田
正
弘

『
涅
槃
経

の
研
究
―
大
乗
経
典

の
研
究
方
法
試
論
』
春
秋
社

、

一
九
九
七
年

3

六
巻
本

で
は
、
経
法

の
誹
諦

者
と

一
闡
提

と
を
並
記
し

て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
り

(大
正
十

二
巻
、

八
九
〇

c
第

二
十

一
行
、
八
九

一
c
第

一
六
-

一
七
行
な
ど
)
、

一
見
す

る
と
誹
諦
者

と

一
闡

提
と
は
別

な
存
在

の
よ
う
な

印
象
を
受
け

る
が
、

こ
の
場
合

は

『
涅
槃
経

』
以
外

の
経
教

に
対

す
る
誹

諦

で
あ
り
、
正
法

と
し
て

の

『
涅
槃
経
』

に
対
す

る
誹
諦
者

が

一
闡
提

と

さ
れ

る
。
藤
井
教
公

「
一
闡
提

に

つ
い
て
」

『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三

十
九
巻
第
二
号
、

一
九
九

一
年
同

「六
巻

泥
垣
経
に
お
け
る

一
闡

提

の
諸

相
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第

四
十
巻
第

二
号

4

南

条
文
雄
校
訂
第
二
版

『
梵
文
入
楞
伽
経

』
六

三
頁
第

二
行
-
六
七
頁

第

二
行

、
大
谷
大
学
、

一
九
五
六
年

5

「
又
六
巻
泥
垣
、
先
至
京
師

。
生
剖
析
經

理
、
洞

入
幽
微
。
廼
説
阿
闡
提

人
皆

得
成

佛
。
子
時
大
本
未
傳
。
孤
明
先
發
、
濁
見
迂
衆
。
於
是

旧
学
、
以

為

邪
説
。

譏
憤
滋
甚
、
遂
顕

大
衆
、
擯

而
遣
之

」
『
高
僧
伝
』

「道
生
伝
」

(大

正
五
十
巻
、
三
六
六

c
)

6

断

善
根
者
と
し
て
の
例

は
、

「二
明
三
受
生
過
軽
重
。
捨
受
最
重
。
能
起

邪

見
。
断

滅
善
根
。
作
闡
提
故

」

(大

正
四
十

四
巻
、
六

二
二

a
)
な
ど
。

諦

法
者
と
し

て
の
例

は
、

「身

口
意

浄
。
不
犯

四
重
五
逆
者
。
故

能
到
不
謗

方
等

。
不
求
闡
提
。
是
故
能
到
」

(
同
、
五
九

一
c
)
な
ど
が
あ
る
。

7

『
法
華
玄
義
』
(大
正
三
十
三
巻
、
七
八
七

a
)
、
『
国
清
百
録
』

(大
正

四

十

六
巻
、
七
七
〇

c
)

な
ど
。

8

拙
論

「羅
什
訳

の
問
題

点
―

「仏

種
」

の
語

の
解

釈
を
め
ぐ

っ
て
―

」

(『
印
度
哲
学
仏
教
学
』
第
十

三
号
、

一
九
九
八
年
)
参
照
。

9

佐
藤
哲
英
氏

は

『天
台
大
師

の
研

究
』

の
中

で
潅
頂

の
著
作

で
あ
る
と

し
た

が

(同
書
、
四
七

五
～

四
九
六
頁

)
、
こ
れ
に
は
安
藤
俊
雄
氏

の
反
論

が
あ

る

(
『天
台
学
―
根
本
思
想
と
そ

の
展
開
』
三
八
七
～
四

一
八
頁
)
。
た

だ
し
、
智

顕

の
撰

を
認

め
る
場
合

で
も
、
潅

頂

に
よ
る
吉
蔵
著

作
を
援
用

し

て
の
大
幅

な
修
治
が
な
さ
れ
た
も

の
と

し
て
扱

う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

(本
稿

は
、
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究

(c
)
(2
)
に
よ
る
研
究
成

果

の

一
部

で
あ
る
。
)

<
キ

ー

ワ
ー

ド

>

一
闡

提

、

智

〓

、

潅

頂

(北
海
道
大
学
教
授
)
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