
中
国
仏
教
の
課
題
を
取
り
上
げ
る
時
、
漢
訳
仏
典
や
そ
の
註
疏
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
広
く
思
想
的
歴
史
的

に
検
討
を
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
著
述
を
読
み
そ
の
思
想
を
明
か
に
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
ど
こ
ま
で
視
野
を
拡
げ
視
点

を
定
め
る
か
、
ど
こ
ま
で
を
周
知
の
こ
と
と
す
る
か
は
決
め
難
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
著
わ
し
た
人
の
心
に
、
ど
の
辺
り
ま
で
迫
れ
る

の
か
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
そ
の
よ
う
な
文
章
は
表
わ
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
思
想
背
景
は
如
何
に
、
次
々
と
問
題
が
提
起
さ
れ
て
く
る
。

ど
の
よ
う
な
文
献
を
選
ん
で
も
言
え
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、
先
ず
は
正
確
に
そ
の
文
章
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
字
の
三
の

意
味
を
定
め
、
そ
の
文
が
何
を
述
銅
へ
よ
う
と
す
る
の
か
を
理
解
す
る
。
し
か
し
漢
文
の
場
合
に
漢
字
の
一
字
に
多
義
を
含
む
か
ら
、
文
意

を
明
瞭
に
取
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
た
と
え
書
下
し
文
に
直
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
十
分
意
味
が
通
ず
る
と
い
う
も
の
で
も

な
く
、
か
え
っ
て
句
読
点
の
入
れ
具
合
に
よ
っ
て
は
、
原
文
に
も
ど
し
て
読
む
方
が
分
か
り
易
い
場
合
す
ら
あ
る
。
そ
れ
が
仏
教
言
で
あ

れ
ば
、
そ
の
思
想
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
宗
教
と
し
て
ど
こ
ま
で
深
め
ら
れ
て
い
る
の
か
な
ど
、
文
章
を
和
訳
し
得
た
と
し
て
も
、

な
か
な
か
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
近
頃
つ
く
づ
く
思
う
の
は
、
繰
返
し
読
む
し
か
な
い
の
で
は
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
読
書
１

三
論
学
の
す
す
め

Ｉ
吉
蔵
の
般
若
義
Ｉ

’
三
論
学
と
は

三
桐
慈
海



百
遍
、
義
自
ら
見
わ
る
」
と
い
う
句
は
、
ま
さ
し
く
漢
文
資
料
の
仏
典
を
読
む
者
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
２

如
何
に
自
分
の
読
み
込
み
が
不
足
し
て
い
る
か
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
漢
文
仏
典
の
読
解
は
な
か
な
か
困
難

で
あ
る
が
、
比
較
的
文
章
が
平
易
で
論
旨
が
明
解
な
の
は
、
三
論
宗
の
吉
蔵
が
著
わ
し
た
諸
註
疏
で
あ
る
。
殊
に
そ
の
代
表
的
な
著
述
と

み
ら
れ
て
い
る
『
三
論
玄
義
』
は
、
仏
教
の
入
門
書
的
な
役
割
を
も
果
し
て
き
て
お
り
、
仏
教
を
学
ぶ
者
は
一
度
は
読
む
べ
き
言
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
吉
蔵
は
多
く
の
経
典
や
論
に
註
疏
を
著
わ
し
、
そ
の
注
釈
の
骨
子
と
も
な
る
諸
義
は
「
大
乗
玄
論
』
に
纒
め
ら
れ
て
い
て
、

三
論
宗
の
宗
義
を
体
系
づ
け
た
人
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
宗
義
の
根
幹
を
な
す
の
は
無
所
得
中
道
の
体
現
に
あ
り
、
吉
蔵
の
言

う
摂
嶺
興
皇
の
相
承
、
僧
朗
・
僧
詮
・
法
朗
の
伝
承
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
初
章
中
仮
義
よ
り
八
不
義
へ
の
、
龍
樹
の
中
論
に

よ
る
実
践
体
系
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
著
述
と
さ
れ
る
「
大
乗
玄
論
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
三
論
宗
の
諸
義
は
、
伝
承
の
宗
義
と
し
て
師
法
朗
よ
り
授
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
吉
蔵
は
そ
れ
ら
の
宗
義
に
依
っ
て
、
多
く
の
経
論
に
註
疏
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
。
三
論
宗
の
宗
義
が
師
資
相
承
に
よ
る
も
の
で
、

吉
蔵
の
創
始
で
な
い
こ
と
は
、
吉
蔵
自
身
の
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
吉
蔵
に
思
想
的
展
開
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
大
乗
玄
論
所
収
の
八
不
義
が
、
慧
均
の
四
諭
玄
義
中
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
と
、
大
乗
玄
論
に
初
章
中
仮
義
が
収

め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
特
に
理
由
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
展
開
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
初
章
中
仮
」
ば
中
観

論
疏
は
も
と
よ
り
、
吉
蔵
の
著
述
の
処
々
に
散
見
で
き
る
が
、
そ
の
ま
と
ま
っ
た
論
述
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
眺
め
て
み
る
と
、
八
不
義

に
つ
い
て
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
二
諦
義
は
慧
均
の
そ
れ
と
吉
蔵
の
二
諦
説
と
、
そ
し
て
大
乗
玄
論
所
収
の
も
の
と
あ
り
、
そ
の
三
者

①

の
間
に
明
ら
か
に
展
開
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
性
義
は
慧
均
の
仏
性
義
を
下
に
敷
い
て
論
旨
を
展
開
さ
せ
て
お
り
、
二
智
義
に
つ
い

て
も
同
様
の
こ
と
が
言
い
得
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
初
章
中
仮
や
八
不
が
諸
著
述
の
処
均
に
言
及
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
伝
承
の
実
践
法
門
を
決
し
て
軽
ん
じ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
二
諦
義
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
吉
蔵
の
立

②

場
を
鮮
明
に
し
た
と
言
え
よ
う
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
論
宗
の
二
諦
義
は
中
論
観
四
諦
品
の
偶
頌



晉
王
広
の
要
請
に
よ
っ
て
晴
の
都
長
安
に
随
行
し
た
吉
蔵
が
、
最
初
に
著
わ
し
た
の
は
浄
名
玄
論
で
あ
り
、
続
い
て
浄
名
経
唇
疏
や
維

⑥

摩
経
義
疏
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
維
摩
経
に
関
わ
る
諸
疏
が
著
わ
さ
れ
た
動
機
は
、
種
々
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、

十
地
経
論
や
摂
大
乗
論
な
ど
の
唯
識
系
の
論
害
が
研
讃
さ
れ
て
い
た
北
地
の
仏
教
界
に
お
い
て
、
そ
れ
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
る

二
諦
義
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
二
智
義
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吉
蔵
の
思
想
は
既
に
平
井
俊
榮
博
士
に
よ
っ
て
論
究

せ
ら
れ
て
お
り
、
二
智
義
に
つ
い
て
も
「
し
た
が
っ
て
吉
蔵
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
こ
の
二
智
を
独
立
の
命
題
と
し
て
説
き
続
け
て
い
る

④

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
同
時
代
の
祖
師
方
に
比
べ
、
吉
蔵
に
お
い
て
顕
著
な
事
実
で
あ
る
」
と
述
詩
へ
ら
れ
詳
述
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
加

⑤

え
る
何
も
の
も
な
い
。
三
論
宗
の
宗
義
や
吉
蔵
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
近
時
ほ
ぼ
論
究
さ
れ
て
い
て
、
新
た
な
る
問
題
の
提
起
や
発
見
は

困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
読
書
百
遍
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
繰
返
し
読
ん
で
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
る
確
認
は
成

立
っ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
言
を
重
ね
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
二
智
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

１
と
一
一
言
睦

↑
め
る
。

③

諸
仏
依
二
諦
為
衆
生
説
法
一
以
世
俗
諦
二
第
一
義
諦

の
文
に
よ
っ
て
、
教
の
二
諦
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
そ
れ
は
衆
生
が
真
実
と
見
る
所
は
、
世
俗
で
あ
れ
第
一
義
で
あ
れ
執
着
（
有
所
得
）

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
真
実
無
所
得
は
仏
心
に
お
い
て
し
か
言
い
得
な
い
か
ら
、
仏
道
を
歩
む
者
は
仏
の
教
説
に
依
る
し
か
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
中
論
の
偶
頌
に
依
っ
た
教
諦
と
し
て
の
二
諦
義
が
、
師
法
朗
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
宗
義
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ

り
で
あ
る
が
、
吉
蔵
は
二
諦
義
に
三
論
宗
伝
承
の
実
践
法
門
を
投
影
さ
せ
て
、
世
俗
諦
よ
り
第
一
義
諦
へ
と
向
わ
せ
る
二
諦
の
観
察
に
よ

っ
て
、
無
所
得
中
道
を
体
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
教
法
に
乗
託
し
て
仏
智
に
到
る
今
へ
き
実
践
道
を
、
二
諦
義
の
中
で
成
立
さ
せ
た

と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
吉
蔵
は
こ
の
二
諦
義
を
論
拠
と
し
得
た
か
ら
こ
そ
、
あ
の
多
数
の
経
論
の
註
疏
が
著
わ
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で

二
般
若
と
方
便

３



べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
江
南
の
地
よ
り
は
北
地
に
お
い
て
、
維
摩
経
の
講
説
を
受
け
容
れ
る
雰
囲
気
が
濃
い
か
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
４

が
、
や
が
て
大
業
年
中
に
中
論
を
は
じ
め
百
論
や
十
二
門
論
の
註
疏
を
著
わ
す
た
め
に
、
吉
蔵
は
そ
れ
を
足
が
か
り
と
し
て
、
二
智
義
を

ま
と
め
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

昔
、
江
南
に
あ
っ
て
法
華
玄
論
を
著
わ
し
、
す
で
に
略
し
て
二
智
を
明
か
す
。
た
だ
こ
の
義
は
既
に
衆
聖
の
観
心
、
法
身
の
父
母
と

な
す
。
必
ず
精
究
す
簿
へ
し
。
故
に
重
ね
て
こ
れ
を
論
ず
。
こ
の
義
も
し
通
ず
れ
ば
、
則
ち
方
等
の
衆
経
、
言
を
待
た
ず
し
て
自
ら
顕

⑦

わ
る
。
具
に
梵
本
を
存
せ
ぱ
、
応
に
般
若
波
羅
蜜
・
温
和
波
罹
蜜
と
い
う
べ
し
。

浄
名
玄
論
は
先
ず
名
題
を
釈
し
た
後
、
巻
第
四
に
至
っ
て
第
二
に
宗
旨
を
論
じ
、
そ
の
中
で
二
智
を
別
釈
し
て
い
て
、
そ
れ
は
そ
の
ま

ま
大
乗
玄
論
に
二
智
義
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
吉
蔵
は
早
い
頃
の
著
述
で
あ
る
大
品
般
若
経
義
疏
に
、
す
で
に
般
若
方
便
の
二
道
を

⑧
⑨

挙
げ
、
三
種
般
若
を
論
じ
て
お
り
、
ま
た
法
華
玄
諭
巻
第
四
で
は
権
実
の
二
智
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
江
南
会
稽
に
お
い
て
著
わ
し
た

法
華
玄
諭
や
義
疏
は
、
既
に
都
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
吉
蔵
の
仏
教
に
対
す
る
姿
勢
と
そ
の
見
識
は
、

北
地
の
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
昔
、
江
南
に
あ
っ
て
法
華
玄
論
を
著
わ
し
」
と
は
、
二
智
を
別
釈
す
る
冒
頭
に
、

あ
え
て
そ
の
こ
と
を
明
示
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宗
旨
を
論
ず
る
中
、
初
め
に
総
じ
て
宗
旨
を
定
め
る
中
、
「
有
人
」
と
し
て
三
師
の

所
説
を
挙
げ
た
後
に
「
今
明
か
す
と
こ
ろ
は
、
前
の
義
な
き
に
非
ず
。
た
だ
師
資
の
習
う
と
こ
ろ
、
正
し
く
二
智
を
も
っ
て
宗
と
な
す
」

と
い
う
。
そ
し
て
二
智
を
も
っ
て
宗
と
す
る
幾
つ
か
の
例
を
出
し
た
中
で

ま
た
こ
の
経
を
維
摩
詰
経
と
名
づ
く
る
は
、
菩
薩
を
も
っ
て
教
主
と
な
す
。
正
し
く
二
智
を
も
っ
て
名
づ
け
て
菩
薩
と
な
す
。
方
便

の
実
慧
は
凡
夫
に
同
じ
か
ら
ず
。
実
慧
の
方
便
は
小
道
を
簡
非
す
。

ま
た
方
便
の
実
慧
は
名
づ
け
て
菩
薩
と
な
す
。
実
慧
の
方
便
は
摩
訶
薩
に
名
づ
く
。
故
に
菩
薩
法
を
成
ず
る
を
も
っ
て
菩
薩
の
経
宗

と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
広
義
に
考
え
る
な
ら
ば
、
三
師
の
意
義
を
含
ま
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
三
論
宗
の
師
資
相
承
に
よ
る
な
ら
ば
、

⑩

と
な
す
。



先
ず
第
一
門
は
翻
名
門
と
し
、
般
若
に
智
慧
・
明
浄
・
遠
離
な
ど
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
て
、
必
ず
し
も
特
定
し
得
な
い
と
し
た
上
で
、

般
若
を
慧
と
し
、
闇
那
を
智
と
翻
じ
て
、
そ
の
意
味
を
設
定
す
る
。
般
若
と
は
般
若
波
羅
蜜
で
あ
る
こ
と
を
主
意
と
し
て
受
け
と
め
、
般

若
波
羅
蜜
は
因
位
で
あ
る
菩
薩
の
智
慧
で
あ
る
か
ら
、
慧
を
智
に
対
応
さ
せ
て
用
い
る
と
き
は
、
空
を
照
ら
す
知
照
の
意
味
で
あ
り
、
実

相
に
由
っ
て
生
ず
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
智
は
決
了
で
果
地
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
有
を
壁
み
る
仏
智
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う

な
考
え
方
を
基
本
に
お
い
て
、
波
若
と
智
慧
の
語
を
比
較
し
て
説
明
す
る
。
そ
れ
は
智
慧
の
語
は
般
若
の
語
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
因

中
の
般
若
を
誉
と
言
い
、
果
地
の
般
若
を
智
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
般
若
は
縁
観
を
絶
し
、
概
念
や
文
字
を
絶
す
る
が
、
智
慧
は

観
を
主
と
し
名
言
に
渉
る
な
ど
、
智
慧
が
知
照
の
観
の
意
味
に
限
定
さ
れ
る
が
、
般
若
は
そ
の
限
定
を
越
え
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
続
い
て
第
二
に
般
若
と
方
便
の
名
の
意
味
を
、
実
智
と
権
智
に
関
わ
ら
せ
て
説
明
す
る
。
そ
こ
で
は
先
に
八
義
を
立
て
て
、
般
若
が

実
智
で
あ
る
こ
と
を
述
畿
へ
る
。
続
い
て
方
便
に
つ
い
て
は
「
善
巧
の
名
」
で
あ
る
と
し
て
、
十
対
の
説
明
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
十
対
に

論
ず
る
中
、
前
の
二
対
と
後
の
八
対
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

一
に
は
、
直
に
空
有
を
照
す
を
名
づ
け
て
波
若
と
な
す
。
空
を
行
ず
れ
ど
も
証
せ
ず
、
有
に
渉
れ
ど
も
着
す
る
こ
と
な
し
、
故
に
方

便
と
名
づ
く
。
こ
の
照
と
巧
と
更
に
二
体
な
し
。
巧
な
り
と
い
え
ど
も
照
な
り
、
故
に
名
づ
け
て
実
と
な
す
。
照
な
り
と
い
え
ど
も

巧
な
り
、
故
に
方
便
と
名
づ
く
。
５

維
摩
経
の
中
心
課
題
は
二
智
を
表
わ
す
こ
と
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
維
摩
経
が
示
す
二
智
は
菩
薩
の
智
慧
で
あ
り
、
智
慧
と

は
般
若
波
羅
蜜
で
あ
り
、
菩
薩
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
中
国
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ
て
よ
り
、
智
慧
や
智
と

慧
、
般
若
と
方
便
、
権
と
実
な
ど
、
般
若
の
語
が
種
々
に
翻
訳
さ
れ
説
明
さ
れ
て
き
た
。
吉
蔵
も
ま
た
多
く
の
講
説
に
お
い
て
、
ま
た
そ

れ
ぞ
れ
の
著
述
の
中
で
、
適
宜
に
三
諭
宗
の
師
資
に
し
た
が
っ
て
述
奪
へ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
浄
名
玄
論
を
述
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、

二
智
義
と
し
て
統
括
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
玄
論
に
お
い
て
は
二
智
に
つ
い
て
十
一
門
を
挙
げ
て
、
般
若
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
の

二
智
義
‐

で
あ
る
。



二
に
は
、
空
を
照
す
を
実
と
な
し
、
有
に
渉
る
を
方
便
と
な
す
。
釈
論
に
、
波
若
は
将
に
畢
寛
空
に
入
ら
ん
と
す
と
云
う
が
如
し
。

方
便
は
将
に
畢
寛
空
を
出
で
ん
と
す
べ
し
。
空
は
こ
れ
実
相
な
る
を
以
て
の
故
に
名
づ
け
て
実
と
な
す
。
波
若
は
空
を
照
ら
す
が
故⑪

に
名
づ
け
て
実
と
な
す
。
ま
た
空
を
照
ら
す
と
い
え
ど
も
、
即
ち
能
く
有
に
渉
る
。
こ
の
用
既
に
巧
な
れ
ば
名
づ
け
て
方
便
と
な
す
。

こ
の
二
対
の
文
よ
り
し
て
、
吉
蔵
は
方
便
の
語
に
二
つ
の
面
を
見
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
の
「
証
せ
ず
」
「
着
せ
ず
」
は
、

「
空
を
行
ず
」
「
有
に
渉
る
」
照
の
は
た
ら
き
に
対
し
て
、
内
に
向
っ
て
無
執
著
の
作
用
を
し
て
お
り
、
「
巧
」
が
他
に
向
う
の
で
は
な
く

て
、
自
己
に
向
っ
て
は
た
ら
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
項
の
中
の
問
答
に
お
い
て
、
空
智
と
有
智
に
対
応
す
る
真
境
と
俗
境
の
別
を
一

応
は
認
め
る
が
、
「
こ
れ
如
実
智
の
境
な
る
が
故
に
実
境
と
名
づ
く
。
智
に
従
っ
て
名
を
受
く
」
と
述
べ
、
「
当
体
を
実
と
名
づ
く
る
な
り
」

と
も
言
う
。
こ
の
境
は
能
照
に
お
け
る
所
照
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
「
智
の
境
」
と
し
て
智
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
項
の
方
便
は
利
他
で
は
な
く
、
自
利
と
し
て
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第
二
の
方
便
の
意

義
は
、
「
畢
寛
空
を
出
ん
と
す
る
」
「
有
に
渉
る
」
巧
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
利
他
に
向
う
は
た
ら
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
空
を
照
ら
す

般
若
も
ま
た
巧
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
方
便
で
は
な
い
の
か
と
い
う
質
問
に
は
、
実
智
を
体
す
る
か
ら
巧
の
意
味
を
隠
し
て
実
と
す
る
と
い

う
。
こ
れ
ら
二
対
に
よ
れ
ば
、
般
若
は
空
有
を
照
ら
す
実
智
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
そ
の
有
を
照
ら
す
巧
が
方
便
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た

方
便
は
有
に
渉
る
巧
で
あ
る
と
同
時
に
、
空
有
を
照
ら
し
て
そ
れ
に
滞
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
、
内
へ
の
は
た
ら
き
の
役
割
を
も
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
第
三
対
の
後
は
、
何
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
に
は
、
内
に
静
菫
す
る
を
も
っ
て
実
と
な
す
。
外
に
反
動
す
る
を
権
と
な
す
。
問
う
、
こ
の
義
は
前
と
何
が
異
る
や
。
答
う
、
こ

れ
は
、
若
く
は
照
、
若
く
は
巧
、
静
鑿
す
る
の
義
を
み
な
名
づ
け
て
実
と
な
す
。
外
に
反
動
す
る
を
も
っ
て
の
故
に
名
づ
け
て
権
と

こ
こ
で
は
般
若
の
照
も
方
便
の
巧
も
、
空
有
を
静
霊
す
る
の
を
「
実
」
と
し
、
「
外
に
反
動
す
る
」
の
を
「
権
」
と
す
る
と
い
う
。
外

れ
は
、

な
す
、

若
く
は
照
、
若
〃⑫

と
明
か
す
な
り
。

6



一
、
依
名
釈
。
権
は
こ
れ
権
巧
、
実
は
審
諦
と
な
す
。

二
、
相
資
釈
。
権
は
こ
れ
実
の
椎
、
実
は
こ
れ
権
の
実
。
実
は
権
を
磯
げ
ず
、
権
は
実
を
磯
げ
ず
。
実
と
い
え
ど
も
権
、
権
と
い
え

ど
も
実
。
故
に
権
は
実
を
以
て
義
と
な
す
こ
と
を
得
る
、
実
は
権
を
以
て
義
と
な
す
こ
と
を
得
る
。

三
、
顕
道
釈
。
権
は
不
権
を
以
て
義
と
な
し
、
実
は
不
実
を
以
て
義
と
な
す
。
故
に
云
う
、
一
切
有
無
の
法
は
非
有
無
に
了
達
す
。

亦
た
一
切
権
実
の
法
は
非
権
実
に
了
達
す
。

四
、
無
方
釈
。
華
厳
に
云
く
、
一
中
に
無
量
を
解
し
、
無
量
中
に
一
を
解
す
と
。
も
し
爾
れ
ば
一
権
に
無
量
義
あ
る
こ
と
を
得
る
。

⑬

無
量
法
に
こ
れ
一
椎
の
義
を
得
る
。

こ
の
無
方
釈
に
、
自
由
自
在
な
菩
薩
の
自
利
利
他
行
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
権
」
の
義
に
四
師
の
説
を
挙
げ
、
吉
蔵
は
こ
れ

を
「
具
に
こ
の
四
義
合
し
て
こ
れ
を
用
う
べ
し
」
と
言
い
、
如
来
の
智
が
縁
を
照
ら
す
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
す
雫
へ
て
が
そ
こ
に
収
敵
さ
れ

る
と
示
し
て
い
る
。
四
師
の
権
の
義
と
は
、
錘
を
も
っ
て
軽
重
を
詮
量
す
る
に
書
え
る
義
、
仮
の
義
、
権
化
の
意
味
、
随
宜
の
説
法
の
義

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
意
味
を
包
含
す
る
語
と
し
て
方
便
が
あ
り
、
方
便
と
権
と
は
別
の
も
の
で
は
な
い
が
、
敢
て
分
け
る
な
ら
ば
、
方

便
の
巧
と
し
て
権
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

に
反
動
す
る
と
は
、
内
に
静
鑿
す
る
に
対
す
る
外
へ
の
は
た
ら
き
か
け
を
い
う
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
権
」
は
第
四
対
で
は
、
般
若
波
羅

蜜
に
対
す
る
五
波
羅
蜜
を
、
「
解
」
に
対
す
る
「
行
」
に
約
し
て
、
巧
で
あ
る
有
行
と
し
て
権
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
第
五
対
で
は
、

照
空
を
実
と
す
る
の
に
対
し
て
、
「
空
も
ま
た
空
な
り
と
知
り
て
、
即
ち
能
く
空
を
証
せ
ず
、
故
に
権
と
な
す
」
と
い
う
。
ま
た
「
空
も

亦
た
空
と
知
り
て
即
ち
能
く
有
に
渉
る
。
こ
の
用
す
で
に
勝
た
り
、
故
に
名
づ
け
て
権
と
な
す
」
と
も
い
う
。
照
空
の
実
よ
り
も
「
空
亦

空
」
は
よ
り
巧
で
あ
る
か
ら
、
「
権
」
は
「
実
」
よ
り
勝
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
菩
薩
の
利
他
行
を
重
視
す
る
論
調

の
基
と
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
権
智
に
つ
い
て
は
法
華
玄
論
に
お
い
て
四
種
釈
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

四
種
釈
義
と
は
次
の
四
義
で
あ
る
。

７



三
三
種
般
若

⑭

浄
名
玄
論
に
二
智
義
を
明
か
す
中
、
釈
名
門
第
二
は
三
門
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
三
に
は
般
若
道
と
方
便
道
の
二
道
が
あ
る

こ
と
を
明
か
し
、
般
若
道
の
中
の
三
種
般
若
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
般
若
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
、
如
何
に
迷
い
よ
り
悟
り

へ
向
わ
せ
る
か
を
纒
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
三
種
と
は
実
相
般
若
・
観
照
般
若
・
文
字
般
若
で
あ
る
が
、
実
相
は
般
若
を
生
ず
る
能
生

の
境
と
い
う
こ
と
で
実
相
般
若
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
所
生
の
智
と
な
る
、
観
照
の
当
体
と
し
て
の
般
若
が
観
照
般
若
で
あ
る
。
ま
た
文

字
は
能
く
般
若
を
表
わ
す
か
ら
、
能
詮
の
文
と
な
る
こ
と
が
文
字
般
若
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
三
種
が
機
能
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
般
若

の
功
用
が
あ
る
の
で
、
実
相
般
若
と
観
照
般
若
が
、
境
と
智
の
関
係
で
は
た
ら
き
あ
う
こ
と
。
境
智
と
そ
れ
を
顕
わ
す
文
字
般
若
と
が
、

所
詮
と
能
顕
の
関
係
で
成
り
立
つ
こ
と
。
境
智
の
自
行
と
文
字
般
若
の
化
他
と
い
う
実
践
的
な
関
係
が
成
り
立
つ
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
般
若
を
有
為
と
無
為
に
位
地
づ
け
て
、
有
為
よ
り
無
為
へ
と
向
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
不
生
不
滅
の
実
相
は
無
為
般
若
で
あ
り
、

実
相
よ
り
生
じ
た
観
照
般
若
は
有
為
般
若
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
文
字
般
若
は
有
為
と
無
為
を
詮
わ
し
て
、
有
為
般
若
に
摂
め
ら

れ
る
。
こ
れ
は
有
為
で
あ
る
観
照
般
若
が
有
為
の
文
字
般
若
を
通
し
て
、
無
為
の
実
相
を
観
照
す
る
、
有
為
よ
り
無
為
へ
の
方
向
を
示
す
。

ま
た
実
相
は
無
為
般
若
で
文
字
は
有
為
般
若
で
あ
る
の
に
対
し
、
観
照
般
若
を
有
為
と
無
為
に
通
ず
る
と
見
る
場
合
に
は
、
仏
智
と
菩
薩

の
智
慧
の
関
係
と
な
り
、
菩
薩
は
文
字
に
よ
っ
て
仏
智
を
得
る
と
い
う
道
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
吉
蔵
は
有
為
と
無
為
の
関
係
を
別
体

今
明
か
さ
く
、
未
だ
菩
提
を
得
ざ
る
を
ば
、
即
ち
無
為
は
有
為
と
な
る
。
も
し
菩
提
を
得
る
と
き
は
、
即
ち
有
為
は
無
為
と
な
る
。

⑮

豈
に
有
為
を
離
れ
て
別
に
無
為
あ
ら
ん
や
。

と
い
う
。
有
為
と
は
、
煩
悩
に
よ
っ
て
不
生
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
了
解
で
き
ず
、
生
滅
の
ま
ま
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
し
煩
悩
が
な
け

れ
ば
八
自
ら
不
生
不
滅
を
悟
り
無
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
有
為
般
若
を
転
ず
る
が
故
に
無
為
と
な
る
、
と
は
言
わ
ず
」
と
述
令
へ
る
。

と
は
見
な
い
。
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そ
し
て
本
来
は
般
若
に
お
い
て
は
有
為
無
為
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
諸
法
の
本
性
が
清
浄
で
無
生
無
滅
で
あ
る
こ
と
を
、
悟
る
か
悟
ら
な

い
か
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
般
若
道
に
お
け
る
三
種
の
般
若
は
、
有
為
と
無
為
と
の
関
り
に
お
い
て
は
た
ら
き
、
迷

い
よ
り
悟
り
へ
と
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
釈
名
門
第
二
の
末
に
は
、
次
の
よ
う
に
引
用
の
経
文
に
よ
っ
て
述
べ
て
い
る
。

貫
欲
は
則
ち
こ
れ
道
と
は
、
負
欲
を
求
む
れ
ば
、
四
句
内
外
畢
寛
従
な
し
。
負
欲
は
本
来
自
性
清
浄
に
し
て
、
則
ち
こ
れ
実
相
な
り
。

こ
の
如
く
了
悟
す
る
を
便
ち
波
若
と
名
づ
く
。
豈
に
実
相
の
境
の
波
若
の
観
に
異
な
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。
故
に
境
智
不
二
な
り
。
四

句
内
外
に
負
を
求
む
と
い
え
ど
も
得
ず
。
而
し
て
則
ち
衆
生
を
見
る
に
宛
然
と
し
て
寅
欲
あ
り
。
便
ち
こ
れ
方
便
な
り
。
衆
生
の
無

負
を
負
と
お
も
う
こ
と
を
傷
ん
で
、
こ
れ
を
抜
か
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
則
ち
こ
の
方
便
を
ま
た
大
悲
と
名
づ
く
。
負
は
無
負
な
り

と
悟
ら
し
め
て
、
無
負
の
楽
を
与
え
ん
と
欲
す
、
即
ち
こ
の
大
悲
を
ま
た
は
大
慈
と
名
づ
く
る
な
り
。
無
の
故
に
一
句
の
観
行
に
境

智
の
二
門
、
慈
悲
の
両
観
を
具
え
る
。
初
め
に
こ
の
法
を
信
ず
る
を
十
信
と
な
す
。
次
に
こ
の
法
を
解
す
る
を
十
解
と
な
し
、
乃
至⑯

こ
の
法
を
証
悟
す
る
を
十
地
と
な
し
、
究
寛
了
達
す
る
を
仏
果
と
な
す
。
豈
に
一
貫
の
中
に
無
量
の
諸
仏
の
道
を
具
す
る
に
非
ず
や
。

こ
の
文
中
で
は
、
境
で
あ
る
実
相
と
観
照
の
般
若
と
は
不
二
で
あ
る
が
、
そ
の
般
若
が
衆
生
に
負
あ
り
と
照
ら
し
、
そ
の
負
を
抜
こ
う

と
は
た
ら
く
と
こ
ろ
に
方
便
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
般
若
の
観
照
を
境
智
を
論
ず
る
第
三
の
中
で
は
、
般
若
の
知
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
般
若
は
知
る
は
た
ら
き
で
あ
る
が
、
知
る
対
照
を
執
ら
な
い
か
ら
「
無
所
知
」
で
あ
り
、
そ
の
知
る
所
の
な
い
ま

ま
に
「
無
所
不
知
」
と
し
て
、
知
る
は
た
ら
き
が
あ
り
、
こ
れ
が
方
便
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
相
を
知
る
「
無
知
」
な
る
般
若
と
、
「
無

所
不
知
」
の
方
便
に
よ
っ
て
、
般
若
無
知
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
。

そ
れ
で
は
般
若
と
方
便
に
つ
い
て
、
吉
蔵
は
ど
ち
ら
を
重
要
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
般
若
は
方
便
の
般
若
で
あ
り
、
方
便

は
般
若
の
方
便
で
あ
っ
て
、
両
者
の
問
に
軽
重
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
般
若
の
「
巧
」
と
い
う
こ
と
で
は
、
双
方
に
勝
劣

が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
般
若
が
本
で
あ
る
な
ら
ば
般
若
が
勝
れ
方
便
が
劣
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
菩
薩
の
第
六
地
が
般
若
で
第
七
地
を

方
便
と
す
る
の
は
何
故
か
と
い
う
問
題
を
立
て
、
そ
れ
に
対
し
、
「
金
は
こ
れ
体
と
い
え
ど
も
、
未
だ
巧
物
を
作
ら
ざ
れ
ぱ
、
則
ち
金
は
９



劣
と
な
す
。
金
を
制
し
て
巧
を
な
せ
ば
、
即
ち
巧
は
金
に
勝
れ
た
り
」
と
い
う
譽
哺
を
用
い
る
。
第
六
地
で
は
般
若
の
体
を
得
た
と
し
て

も
、
妙
用
が
な
い
の
で
般
若
は
劣
で
あ
る
。
第
七
地
に
お
い
て
般
若
の
妙
用
が
あ
り
、
そ
れ
を
方
便
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
勝
れ
て
い
る

⑰

と
い
う
。
そ
し
て
「
照
空
の
恵
、
即
ち
よ
く
有
に
渉
る
、
故
に
転
じ
て
方
便
と
名
づ
く
」
と
述
べ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
勝
劣
も
隠
と
顕
に

お
い
て
解
釈
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
こ
の
二
慧
に
優
劣
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
二
乗
に
照
空
は
あ
っ
て
も
渉
有
す
る
こ
と
が
な
い

の
に
対
し
た
ま
で
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
菩
薩
地
と
般
若
と
方
便
を
ま
と
め
る
と
、
六
地
で
は
般
若
の
体
が
強
く
方
便
の
用
が
弱
い
。

般
若
は
静
観
で
あ
る
か
ら
空
を
観
じ
て
も
執
著
を
起
さ
ず
、
方
便
の
用
が
弱
け
れ
ば
有
に
渉
っ
て
も
滞
ら
な
い
。
七
地
に
到
っ
て
体
と
用

が
と
も
に
は
た
ら
き
、
そ
れ
を
等
定
慧
地
と
名
づ
け
る
が
、
こ
こ
で
は
般
若
の
用
が
巧
み
に
作
用
す
る
。
八
地
以
上
は
二
慧
そ
の
も
の
が

巧
と
な
る
。
仏
地
に
到
達
す
れ
ば
、
実
慧
は
薩
般
若
即
ち
一
切
智
に
変
じ
、
方
便
慧
は
一
切
種
智
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
吉
蔵
は
ま
と
め

て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
般
若
方
便
の
問
題
を
菩
薩
の
智
慧
と
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
智
と
慧
を
仏
智
と
菩

薩
慧
に
分
け
、
般
若
と
方
便
を
菩
薩
慧
の
照
と
巧
に
区
分
す
る
。
そ
し
て
権
実
二
智
を
照
の
実
智
と
巧
の
権
智
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
包

摂
さ
せ
た
上
で
、
智
度
論
に
よ
っ
て
般
若
道
と
方
便
道
の
二
道
を
立
て
て
、
般
若
と
方
便
の
作
用
を
よ
り
明
瞭
に
し
得
た
の
で
あ
る
。
ま

た
二
道
の
そ
れ
ぞ
れ
に
三
種
般
若
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
に
向
う
だ
け
で
な
く
内
に
向
っ
て
も
常
に
は
た
ら
き
か
け
る
、
い
わ

ゆ
る
清
浄
行
と
し
て
の
無
執
著
化
へ
の
機
能
を
説
明
し
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
二
智
義
に
お
い
て
、
無
所
得
中
道
を
体
現
し
て
い

く
手
順
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

吉
蔵
が
二
智
義
に
お
い
て
菩
薩
の
般
若
波
羅
蜜
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
吉

蔵
に
と
っ
て
般
若
波
羅
蜜
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
法
華
玄
論
で
は
、
法
師
品
に
よ
っ
て
説
法
者
の
菩
薩
行
を
明
ら
か
に
し
て
お

り
、
自
ら
法
師
と
し
て
立
つ
こ
と
の
意
義
を
表
明
し
た
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
自
分
の
立
場
を
内
外
に
示
す
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
つ

四
む
す
び
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た
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
と
は
何
か
を
考
え
る
に
、
生
死
を
越
え
る
こ
と
と
規
定
す
る
時
、
生
死
を
越
え
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、

生
死
を
如
何
に
し
て
越
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
吉
蔵
に
お
い
て
生
死
を
越
え
る
と
は
、
十
二
因
縁
不
生
不
滅
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
無

所
得
中
道
を
体
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
作
仏
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
体
現
す
る
と
か
獲
得
す

る
と
い
う
言
葉
に
執
わ
れ
て
、
自
ら
対
境
を
形
成
す
る
と
、
そ
れ
は
迷
妄
の
於
諦
で
あ
り
生
死
を
出
離
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
ど
こ
ま

で
も
無
所
得
を
追
究
し
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
無
所
得
の
追
究
は
空
に
陥
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
「
空
亦
空
」
の
方
便
を
は
た

ら
か
す
こ
と
で
あ
る
。
作
仏
を
求
め
る
者
は
す
等
へ
て
菩
薩
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
菩
薩
の
般
若
波
羅
蜜
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

作
仏
へ
の
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
吉
蔵
の
信
念
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
摂
嶺
興
皇
相
承
の
実
践
法
門
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
れ
を
理
論

的
な
法
門
へ
変
貌
さ
せ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
吉
蔵
の
三
論
教
学
は
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

三
論
宗
の
宗
義
の
多
く
は
既
に
先
学
に
よ
っ
て
論
究
さ
れ
て
い
て
、
新
た
な
る
発
見
は
容
易
で
な
い
。
し
か
し
新
た
な
る
確
認
は
幾
重

に
も
重
ね
ら
れ
る
。
経
や
論
の
註
疏
は
徐
々
に
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
ま
だ
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
作
業
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

吉
蔵
と
智
顎
の
著
作
上
で
の
思
想
的
解
明
な
ど
に
い
た
っ
て
は
、
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
多
い
と
思
う
。
入
り
易
く
進

み
易
く
、
し
か
も
奥
の
深
く
幅
の
広
い
三
論
教
学
の
研
究
は
、
ま
だ
私
に
と
っ
て
入
口
を
復
坊
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

⑤④③② ①
拙
稿

参
照
。平

井
俊
榮
著
「
中
国
般
若
思
想
史
研
究
」
班
頁
。

三
論
宗
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
井
俊
榮
博
士
に
よ
っ
て
「
中
国
般
若
思
想
史
研
究
」
（
春
秋
社
一
九
七
六
年
）
に
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
同
氏

の
監
修
に
な
る
「
三
論
教
学
の
研
究
」
（
春
秋
社
一
九
九
○
年
）
に
は
、
「
序
篇
三
論
教
学
の
歴
史
的
展
開
」
と
題
し
て
、
そ
の
教
学
史
が
手
際
良
く

平
井
俊
榮
著
「
中
国
般
十

中
論
（
大
正
鋤
・
兜
ｃ
）

「
吉
蔵
の
三
諦
義
」
大
谷
学
報
第
六
十
巻
第
四
号
（
一
九
八
一
年
）
。
同
「
吉
蔵
の
仏
性
義
」
同
じ
く
第
六
十
九
巻
第
三
号
（
一
九
八
九
年
）

「
中
国
般
若
思
想
史
研
究
」
弛
頁
。
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ｃ
拙
稿
一
維
摩
詰
所
説
経
と
吉
蔵
」
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
四
十
八
号
（
一
九
八
八
年
）
参
照
。

⑦
浄
名
玄
論
巻
第
四
（
大
正
詔
・
師
ｂ
）

③
大
品
経
義
疏
巻
第
一
（
続
蔵
謁
套
皿
巾
表
）

⑨
法
華
玄
論
巻
第
四
（
大
正
型
・
郷
ｃ
）

⑩
浄
名
玄
論
巻
第
四
（
大
正
犯
・
師
ｂ
）

⑪
浄
名
玄
論
第
四
、
二
釈
名
門
、
一
釈
権
実
（
大
正
粥
・
恥
ｂ
）

⑫
右
同
（
同
恥
Ｃ
）

⑬
法
華
玄
論
巻
第
四
（
大
正
弘
・
州
ａ
）

⑭
浄
名
玄
論
で
は
釈
名
門
に
三
門
を
立
て
三
正
二
道
門
と
す
る
が
、
大
乗
玄
論
所
収
の
二
智
義
に
は
二
門
と
な
っ
て
お
り
、
三
門
中
の
第
三
は
そ
こ

で
は
釈
道
門
第
三
と
し
て
別
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。

⑮
浄
名
玄
論
巻
第
四
（
大
正
詔
・
剛
Ｃ
）

⑮
浄
名
玄
論
巻
第
五
（
大
正
犯
・
郷
ａ
）

⑰
↓
浄
名
玄
論
巻
第
四
（
大
正
詔
・
畑
Ｃ
）

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

拙
稿
「
維
摩
詰
所
説
経
と
吉
蔵
」
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
四
十
八
号
（
一
九
八
八
年
）
参
照
。

浄
名
玄
論
巻
第
四
（
大
正
詔
・
師
ｂ
）

大
品
経
義
疏
巻
第
一
（
続
蔵
謁
套
皿
巾
表
）

法
華
玄
論
巻
第
四
（
大
正
型
・
郷
Ｃ
）

浄
名
玄
論
巻
第
四
（
大
正
犯
・
師
ｂ
）

浄
名
玄
論
第
四
、
二
釈
名
門
、
一
釈
権
実
（
大
正
粥
・
恥
ｂ
）
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