
本
吾
は
龍
樹
の
『
中
論
頌
」
第
十
八
章
（
自
我
と
法
と
の
考
察
）
に
対

す
る
研
究
書
で
あ
り
、
著
者
が
京
都
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
の
一
部

を
公
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ほ
ぼ
相
前
後
し
て
著
者
は
同
じ
『
中

論
頌
』
に
対
す
る
月
称
の
注
釈
で
あ
る
『
明
ら
か
な
こ
と
ば
』
の
第
一
章

（
縁
の
考
察
）
の
和
訳
研
究
を
出
版
し
て
い
る
。
（
丹
治
昭
義
「
中
論
釈

明
ら
か
な
こ
と
ば
』
一
、
関
西
大
学
出
版
部
、
昭
和
六
三
年
三
月
）
著
者

の
長
年
の
中
観
思
想
研
究
の
着
実
な
歩
み
の
一
端
が
公
に
さ
れ
、
誠
に
喜

ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
本
書
の
紹
介
を
し
て
少
し
私
見
を
述
べ
て

み
た
い
。

龍
樹
の
『
中
諭
頌
』
は
中
観
学
派
の
根
本
諭
書
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

大
乗
仏
教
の
基
本
思
想
で
あ
る
「
空
」
や
「
縁
起
」
な
ど
を
初
め
て
体
系

的
に
論
じ
た
諭
書
で
あ
る
た
め
、
大
乗
仏
教
全
体
の
根
本
諭
書
の
側
面
も

持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
の
論
耆
に
関
す
る
直
接
の
研
究
は
多
く
、
言

及
や
間
接
的
な
関
わ
り
を
持
っ
た
も
の
を
含
め
る
と
も
っ
と
多
い
。
と
こ

ろ
で
、
『
中
論
頌
』
は
簡
潔
な
渇
頌
で
著
さ
れ
て
い
る
の
で
古
来
そ
れ
を

理
解
す
る
た
め
に
い
く
つ
か
の
注
釈
が
書
か
れ
て
い
る
。
（
イ
ン
ド
で
は

十
種
の
注
釈
が
書
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
）
従
っ
て
こ
の
「
中
論
頌
』

の
研
究
に
は
そ
れ
ら
の
注
釈
を
参
照
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か

丹
治
昭
義
著

「
沈
黙
と
教
説
』
中
観
思
想
研
究
１

兵
藤
一
夫

し
従
来
は
こ
れ
ら
注
釈
の
い
ず
れ
か
一
つ
か
二
つ
に
よ
っ
て
『
中
論
頌
』

を
理
解
す
る
こ
と
が
多
く
、
全
て
の
注
釈
を
踏
ま
え
た
研
究
は
余
り
見
か

け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
で
、
本
書
は
『
中

論
頌
』
の
研
究
に
対
し
て
一
つ
の
明
確
な
態
度
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ

れ
は
著
者
の
中
論
研
究
の
基
本
的
な
方
法
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
本
書
の

特
色
を
形
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
著
者
は
本
書
の
は
し

が
き
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
書
は
中
論
第
十
八
章
の

偶
頌
と
そ
れ
に
対
す
る
現
存
の
注
釈
と
を
思
想
史
的
に
比
較
検
討
し
た
も

の
で
あ
る
。
」
『
中
論
頌
』
の
研
究
に
イ
ン
ド
撰
述
の
注
釈
を
全
て
参
照
し
、

し
か
も
そ
れ
ら
諸
注
釈
を
思
想
史
的
な
観
点
で
比
較
検
討
し
た
う
え
で

『
中
諭
頌
』
を
理
解
す
る
と
い
う
態
度
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
論
の
下
で
著
者
は
中
論
の
、
特
に
第
十
八
章
を
研
究
し
、

そ
れ
が
「
沈
黙
と
教
説
」
と
い
う
表
題
の
中
に
結
実
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

中
論
第
十
八
章
「
自
我
と
法
の
観
察
」
は
中
論
の
中
で
最
も
重
要
な
章

の
一
つ
で
あ
る
。
著
者
は
本
書
の
は
し
が
き
の
中
で
こ
の
章
の
意
義
を
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
第
十
八
章
は
中
観
派
の
思
想
の
根
本
的
な
原

理
で
あ
る
「
空
」
の
宗
教
哲
学
的
な
意
味
を
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
章
で

は
ま
ず
人
間
の
実
在
を
無
我
と
す
る
仏
教
の
実
在
観
を
主
題
と
し
、
無
我

の
実
相
、
即
ち
無
我
と
い
う
こ
と
の
宗
教
的
な
真
意
を
追
及
し
て
い
る
。

無
我
の
真
意
は
自
我
と
い
う
も
の
の
否
定
で
な
く
、
自
我
を
主
体
的
に
脱

却
し
た
解
脱
・
浬
渠
の
境
地
、
大
乗
仏
教
の
用
語
で
表
現
す
れ
ば
、
仏
の

実
現
で
あ
る
覚
り
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
法
性
な
る
空
性
の

現
成
で
あ
る
こ
と
を
章
の
前
半
は
解
明
し
て
い
る
。
後
半
で
は
、
仏
と
い

う
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、
仏
の
覚
り
は
仏
の
沈
黙
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
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と
と
、
仏
の
沈
黙
と
仏
の
教
説
は
別
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
成
せ
る
法
性
は
沈
黙
と
教
説
と
の
同
事
性
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
の
同
事
性
が
空
即
縁
起
、
八
不
の
縁
起
の
宗
教
的
真

意
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
」
こ
の
よ
う
に
中
論
第
十
八
章

を
捉
え
た
う
え
で
、
著
者
は
本
書
の
意
義
を
自
ら
次
の
よ
う
に
示
し
て
い

る
。
仏
の
沈
黙
に
関
し
て
は
、
従
来
は
主
と
し
て
十
四
難
無
記
を
主
題
と

し
て
仏
の
沈
黙
の
意
味
や
意
義
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
本
書
は
龍
樹
や
そ
の
優
れ
た
後
継
者
で
あ
る
羅
什
、
清
弁
、
月
称

な
ど
が
こ
の
第
十
八
章
で
、
無
我
の
実
在
こ
そ
仏
の
沈
黙
で
あ
り
、
し
か

も
沈
黙
は
同
時
に
仏
の
教
説
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
的
に
主
張
し
て
い
る
こ

と
、
即
ち
、
仏
の
沈
黙
と
仏
の
教
説
が
同
事
で
あ
る
こ
と
が
イ
ン
ド
中
観

派
で
既
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
目
次
に
よ
っ
て
本
書
の
構
成
を
示
せ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

序
章
仏
の
沈
黙
に
関
す
る
研
究
史
概
観
一
頁

第
一
章
無
我
と
実
在
二
九

第
一
節
中
論
第
十
八
章
前
半
の
主
題
二
九

第
二
節
無
畏
三
六

第
三
節
羅
什
四
一

第
四
節
仏
護
四
五

第
五
節
清
弁
・
観
誓
五
○

第
六
節
月
称
六
○

第
七
節
戯
論
寂
静
の
思
想
史
的
考
察
七
一

第
八
節
戯
論
寂
静
の
用
法
八
五

第
二
章
実
在
と
教
説
一
二
九

第
一
節
中
論
第
十
八
章
後
半
の
展
望
一
二
九

第
二
節
無
畏
一
四
七

第
三
節
羅
什
一
六
五

第
四
節
仏
護
一
八
三

第
五
節
清
弁
・
観
誓
二
○
五

第
六
節
月
称
二
四
六

第
七
節
結
論
二
七
七

著
者
は
は
し
が
き
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
陀
の
沈
黙
の
意
義
が

こ
の
第
十
八
章
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
序
章

と
し
て
仏
の
沈
黙
に
関
す
る
研
究
史
を
概
観
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
阿
含
や
一
一
カ
ー
ャ
な
ど
に
見
ら
れ
る
仏
の
沈
黙
の
中
で
重
要
な
も

の
は
二
種
類
で
あ
る
。
一
つ
は
仏
陀
が
成
道
後
説
法
を
時
路
し
た
こ
と
で

あ
る
。
仏
陀
は
自
ら
の
悟
っ
た
真
理
、
実
在
は
深
遠
で
、
見
難
く
、
難
解

で
あ
り
、
思
考
の
域
を
超
え
、
微
妙
で
あ
り
、
賢
者
の
み
よ
く
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
の
で
他
の
人
糞
に
は
理
解
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
説
法

を
陰
膳
す
る
が
、
梵
天
の
勧
請
に
よ
っ
て
説
法
に
踏
み
切
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
こ
の
「
梵
天
の
勧
請
」
の
伝
承
を
、
伝
承
の
作
者
は
仏
陀
が
悟
っ

た
真
理
、
実
在
が
理
論
的
認
識
の
対
象
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
は
い
た
が
、

そ
れ
が
不
可
説
を
意
味
す
る
こ
と
を
意
識
せ
ず
、
む
し
ろ
単
に
実
在
が

「
難
解
」
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
説
法
跨
踏
の
理
由
と
し
て
と
っ
て
お
り
、

だ
か
ら
説
法
が
無
駄
に
終
わ
る
と
い
う
実
際
的
効
用
の
立
場
で
の
み
こ
れ

を
取
り
上
げ
て
い
る
、
と
見
る
。
さ
ら
に
著
者
は
、
こ
の
よ
う
に
実
在
は
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難
解
で
あ
る
が
、
理
解
で
き
る
者
も
い
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
衆
生
の
能

力
を
区
別
す
る
立
場
が
出
て
く
る
の
も
避
け
得
な
い
、
と
す
る
。
そ
し
て

著
者
は
「
難
解
」
と
「
不
可
説
」
を
か
な
り
明
確
に
区
別
し
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
唯
識
派
や
『
宝
性
論
』
の
立
場
は
中
観
派
と
は
異
な
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
即
ち
、
イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
で
は
中
観
派
以
外
は
、
実
在
が

不
可
説
で
あ
る
こ
と
は
一
応
認
め
な
が
ら
も
、
説
け
な
い
も
の
で
な
く
、

た
だ
難
解
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
強
調
す
る
が
、
中
観
派
は
実
在
の
不
可
説

を
主
題
と
す
る
、
と
し
て
い
る
。
特
に
唯
識
派
が
五
姓
各
別
の
立
場
を
取

り
、
小
乗
仏
教
の
人
無
我
だ
け
に
よ
る
解
脱
を
も
認
め
る
の
は
こ
の
こ
と

に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
る
。

も
う
一
つ
は
い
わ
ゆ
る
十
四
難
無
記
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
陀
が
十
四
の

形
而
上
学
的
問
題
に
答
え
な
か
っ
た
、
即
ち
沈
黙
を
守
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
ら
に
関
し
て
は
経
典
自
身
が
様
々
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

「
毒
矢
の
比
職
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
著
者
は
先
学
達
の
研
究
を
踏
ま

え
、
こ
の
沈
黙
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
解
釈
を
提
示
す
る
が
、
そ
の
中
で

次
の
二
つ
が
重
要
で
あ
る
。
①
沈
黙
は
仏
陀
の
教
説
が
対
機
説
法
で
あ

る
こ
と
と
本
性
的
な
内
的
関
連
が
あ
る
②
形
而
上
学
的
な
問
題
は
「
利

益
を
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
」
沈
黙
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
「
無
益

で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
。

即
ち
、
言
葉
は
実
在
の
表
現
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
り
、
不
完
全
で
あ
る

た
め
沈
黙
し
た
の
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
実
在
は
言
葉
に
よ
っ
て
は
表

現
で
き
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
沈

黙
は
実
在
の
不
可
説
性
の
主
体
的
実
現
で
あ
り
、
中
観
思
想
の
「
空
」
に

お
い
て
は
沈
黙
と
教
説
と
は
同
事
で
あ
る
。

第
一
章
「
無
我
と
実
在
」
は
中
論
第
十
八
章
の
前
半
（
第
五
偽
ま
で
）

を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
、
著
者
が
か
っ
て
『
南
都
仏
教
』
（
Ｍ
四
六
）
に
掲

載
し
た
も
の
に
若
干
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
冒
頭
に
第
十
八

章
の
章
名
を
検
討
し
、
「
自
我
と
法
と
の
考
察
」
が
本
来
の
も
の
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
。
月
称
の
注
釈
で
は
「
自
我
の
考
察
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
彼
の
自
我
観
に
基
づ
く
改
題
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、

本
章
は
単
に
自
我
と
自
我
の
所
有
物
だ
け
に
主
題
を
限
定
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
解
脱
、
法
性
、
仏
の
教
説
と
い
っ
た
大
乗
仏
教
の
主
要
な
概
念

を
取
り
上
げ
る
な
ど
、
中
論
の
中
で
は
珍
し
く
宗
教
的
に
究
極
的
な
境
位

を
直
接
的
、
か
つ
積
極
的
に
論
じ
て
い
る
章
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

中
論
第
十
八
章
の
前
半
（
第
五
偶
ま
で
）
は
無
我
論
が
説
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
展
開
さ
れ
る
無
我
論
は
単
に
自
我
の
所
有
物
の
否
定
で
は

な
い
。
著
者
は
、
龍
樹
は
こ
こ
で
、
無
我
を
単
に
理
論
的
認
識
の
対
象
と

し
て
で
は
な
く
、
主
体
的
実
現
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
無
我
論
の
本
質
的

な
解
明
に
努
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
格
的
に
自
我
論
を
取
り
上
げ
た

と
こ
ろ
に
龍
樹
の
宗
教
思
想
家
と
し
て
の
器
量
の
ほ
ど
が
伺
え
る
し
、
そ

こ
に
中
論
が
後
世
ま
で
根
本
諭
書
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
由
縁
の
一
端
が
あ

る
、
と
述
、
へ
、
無
我
論
は
必
然
的
に
自
我
の
否
定
の
真
意
、
無
我
の
真
相

の
解
明
へ
と
展
開
し
、
究
極
的
に
は
解
脱
の
問
題
に
至
る
、
と
言
う
。
そ

こ
で
こ
の
龍
樹
の
無
我
論
を
具
体
的
に
厳
密
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
各

々
の
偶
の
思
想
内
容
を
正
確
に
把
握
し
、
各
偏
の
占
め
る
位
置
や
順
序
が

顕
わ
す
思
想
的
な
必
然
的
な
展
開
を
跡
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
章
全
体

一
一
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の
構
成
と
思
想
体
系
を
組
織
的
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
龍
樹
と
同
じ
伝
統
の
中
で
著
さ
れ
た
イ
ン
ド
撰
述
の
注
釈
言
に
示
さ
れ

る
見
解
を
厳
密
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
、
現
存

の
イ
ン
ド
撰
述
の
注
釈
害
、
『
無
畏
註
』
『
仏
護
註
』
一
・
清
弁
註
（
般
若
燈

論
）
』
（
観
誓
の
複
註
を
含
む
）
、
『
月
称
註
（
明
ら
か
な
こ
と
ば
）
』
そ
れ

に
羅
什
訳
の
『
中
論
』
を
直
接
的
な
資
料
と
す
る
の
で
あ
る
。

複
数
の
注
釈
害
を
比
較
検
討
す
る
場
合
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
時
代
的
な
先

後
が
問
題
と
な
る
。
著
者
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
仮
定
し
て
い
る
。
即
ち

『
無
畏
註
』
『
中
論
』
『
仏
護
註
』
『
清
弁
註
』
『
月
称
註
』
の
順
序
と
す
る
。

こ
の
場
合
問
題
と
な
る
の
は
「
無
畏
註
』
で
あ
る
が
、
著
者
は
既
に
「
無

畏
と
青
目
註
」
（
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
恥
三
一
’
一
）
に
よ
っ
て
『
無

畏
註
』
は
羅
什
訳
の
『
中
論
』
の
原
本
と
見
ら
れ
る
『
青
目
註
』
と
同
じ

も
の
で
あ
ろ
う
と
仮
定
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
こ
と
は
幾
分
検
討
の
余
地

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
後
で
少
し
論
じ
て
み
た
い
。
著
者
の
示
す

順
序
に
基
づ
く
と
、
当
然
思
想
史
的
に
は
『
無
畏
註
』
が
重
要
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
し
か
も
著
者
は
、
原
本
を
同
じ
と
見
倣
し
て
い
る
羅
什
訳

の
『
中
論
』
は
羅
什
自
身
の
思
想
を
自
由
に
盛
り
込
ん
だ
意
訳
で
あ
り
、

特
に
こ
の
第
十
八
章
は
羅
什
が
原
本
を
離
れ
て
全
く
独
自
に
注
釈
を
し
た
、

と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
『
無
畏
註
』
は
イ
ン
ド
撰
述
の

注
釈
書
で
原
本
に
も
っ
と
も
近
い
形
で
現
存
し
て
い
る
中
の
も
っ
と
も
古

い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
著
者
は
漢
訳
の
み
に
存
す
る
安
慧
の

『
中
観
釈
論
』
に
も
、
主
と
し
て
清
弁
の
中
で
適
宜
言
及
し
て
い
る
。

さ
て
、
第
十
八
章
の
第
五
偶
ま
で
は
、
自
我
と
自
我
の
所
有
物
の
否
定

に
基
づ
く
無
我
論
と
戯
論
の
寂
静
に
よ
る
解
脱
の
実
現
が
説
か
れ
て
い
る
。

安
慧
（
『
中
観
釈
論
』
）
と
清
弁
（
『
般
若
燈
論
』
）
を
除
く
注
釈
は
、
こ
れ

は
実
在
（
冨
斧
く
四
）
と
実
在
の
証
得
あ
る
い
は
悟
入
が
説
か
れ
て
い
る
、

と
解
釈
す
る
。
そ
の
場
合
、
『
無
畏
註
』
は
自
我
と
自
我
の
所
有
物
の
否

定
に
基
づ
く
無
我
論
は
人
無
我
で
あ
り
、
戯
論
の
寂
静
は
法
無
我
の
証
得

に
よ
る
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
人
・
法
二
無
我
の
考
え
方
を
持
ち
込
ん
で
い

る
。
こ
の
考
え
方
は
よ
り
明
確
な
形
で
清
弁
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
は
月
称
か
ら
強
い
批
判
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
羅
什
訳
の
『
中

論
一
と
仏
護
は
こ
こ
を
人
無
我
・
法
無
我
の
考
え
方
に
よ
っ
て
解
釈
せ
ず
、

同
じ
一
つ
の
立
場
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
見
て
い
る
。
ま
た
、
『
無
畏

註
』
は
人
無
我
を
有
余
依
浬
梁
、
法
無
我
を
無
余
依
浬
藥
に
配
当
し
て
い

る
が
、
著
者
は
こ
れ
が
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
著
者

は
全
般
的
に
こ
れ
ら
の
注
釈
を
比
較
し
て
そ
の
特
色
を
述
べ
て
い
る
が
、

そ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
①
『
無
畏
註
』
の
実

在
観
は
客
観
的
で
原
理
的
な
本
質
規
定
に
留
ま
っ
て
い
て
、
仏
護
な
ど
の

そ
れ
に
比
べ
て
具
体
的
内
容
に
乏
し
い
。
③
羅
什
訳
の
『
中
論
」
は
諸

法
実
相
即
空
性
の
立
場
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
。
⑧
仏
護
は
こ
の
章
で
一

貫
し
て
、
縁
起
が
空
性
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
解
脱
と
は
実
在

た
る
空
性
の
証
得
で
あ
る
こ
と
を
直
裁
に
主
張
す
る
。
㈱
清
弁
は
多
く

の
場
合
『
無
畏
註
』
に
従
っ
て
い
る
が
、
仏
護
に
従
っ
て
い
る
場
合
も
あ

る
。
主
題
は
法
無
我
に
よ
る
解
脱
で
あ
る
が
、
人
無
我
の
直
証
だ
け
に
よ

る
も
の
も
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
唯
識
派
の
影
響
が
伺
え
る
。
し
か

し
最
終
的
に
は
月
称
の
立
場
と
相
違
は
な
い
。
観
誓
は
清
弁
が
批
判
す
る

仏
護
を
盛
ん
に
用
い
て
、
い
わ
ゆ
る
プ
ラ
サ
ン
ガ
論
法
と
清
弁
の
論
証
を

統
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
ま
た
観
誓
に
よ
っ
て
こ
の
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箇
所
の
人
・
法
二
無
我
に
よ
る
解
釈
は
徹
底
し
に
従
っ
と
な
る
。
⑤
月

称
の
実
在
観
の
特
色
は
無
取
得
言
三
冨
旨
己
匡
国
）
で
あ
る
。
無
取
得
と
は

無
自
性
の
根
源
的
な
主
体
的
実
現
で
あ
り
、
空
性
の
実
相
で
あ
る
。
五
覗

な
ど
の
無
取
得
〔
で
あ
る
法
無
我
〕
を
根
拠
と
し
て
、
自
我
意
識
と
所
有

意
識
の
消
滅
〔
と
い
う
人
無
我
の
証
得
〕
が
成
立
す
る
。
従
っ
て
人
・
法

二
無
我
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
な
い
が
、
法
無
我
の
証
得
が
な
け
れ
ば

人
無
我
の
証
得
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
四
百

論
』
第
十
二
章
の
月
称
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、
法
無
我
は
縁
起
し
て
い
る
も

の
の
空
性
で
あ
り
、
人
無
我
は
依
存
的
に
仮
設
さ
れ
た
も
の
の
空
性
で
あ

る
、
従
っ
て
人
・
法
二
無
我
が
実
質
的
に
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
『
中

諭
頌
』
第
二
十
四
章
第
十
八
偶
の
「
縁
起
は
空
性
で
あ
る
と
我
々
は
言
う
。

そ
れ
が
依
存
的
仮
設
で
あ
る
」
に
明
白
に
教
示
さ
れ
て
い
る
。

第
五
偶
で
は
煩
悩
と
業
の
消
滅
に
よ
る
解
脱
は
戯
諭
の
寂
静
に
拠
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
著
者
は
次
に
戯
論
寂
靜
に
つ
い
て
考
察

を
始
め
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
思
想
史
的
考
察
と
し
て
他
の
諭
書
や
仏
教

以
外
の
学
派
の
用
例
な
ど
を
検
討
し
て
い
る
。
最
初
に
「
宝
性
論
』
で
は
、

戯
論
は
分
別
、
計
ら
い
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
次
に
、
ヴ

ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
で
は
、
そ
れ
は
「
二
元
的
な
事
物
」
で
あ
り
、
そ
こ

か
ら
派
生
す
る
世
界
、
現
象
界
で
あ
る
。
ま
た
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
プ
ラ
・
ハ
ン

チ
証
（
戯
論
）
を
名
称
と
形
態
の
二
つ
に
分
け
、
こ
れ
ら
の
滅
尽
に
拠
っ

て
実
在
の
覚
知
（
解
脱
）
が
あ
る
と
す
る
。
次
に
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派

で
は
、
プ
ラ
バ
ン
チ
ャ
は
享
受
の
主
体
で
あ
る
自
我
を
除
く
身
体
、
六
感

覚
器
官
及
び
全
て
の
対
象
物
と
い
う
経
験
の
構
成
要
素
を
意
味
し
、
解
脱

と
は
そ
の
プ
ラ
パ
ン
チ
ャ
と
ア
ー
ト
マ
ン
の
結
合
関
係
の
解
消
で
あ
る
と

第
二
章
「
実
在
と
教
説
」
は
中
論
第
十
八
章
後
半
（
第
五
偶
’
第
十
二

偶
）
を
対
象
と
し
て
い
る
。
著
者
は
こ
こ
で
第
五
偶
を
再
度
取
り
上
げ
て

い
る
が
、
そ
の
意
図
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
ま
ず
著
者
は
こ
の
部

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
観
派
の
戯
論
の
意
味
が
次
に
検
討
さ
れ
る
。

た
だ
検
討
の
範
囲
は
中
論
と
そ
の
注
釈
に
限
ら
れ
る
。

中
論
に
お
け
る
戯
論
の
用
法
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
大
ま
か
に
三
つ
に

分
け
ら
れ
る
。
①
実
在
を
客
観
的
、
理
論
的
対
象
と
し
て
捉
え
て
、
実

在
と
戯
論
の
関
係
を
説
く
も
の
、
②
実
在
を
主
体
的
に
捉
え
て
、
実
在

が
実
現
さ
れ
た
と
き
戯
論
が
ど
う
な
る
か
を
示
す
も
の
、
③
特
に
実
在

と
の
関
連
の
上
で
説
か
れ
て
は
い
な
い
も
の
、
と
で
あ
る
。
ま
た
、
戯
論

の
意
味
と
し
て
は
次
に
三
つ
の
層
が
考
え
ら
れ
る
と
言
う
。
⑥
言
語
表

現
と
い
う
も
っ
と
も
表
面
的
な
層
⑥
そ
の
根
底
に
横
た
わ
る
分
別
の

層
⑥
さ
ら
に
そ
の
深
層
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
分
別
の
根
拠
と
し
て

の
層
と
で
あ
る
。
①
に
は
⑧
側
が
見
ら
れ
、
②
に
は
何
が
、
③
に
は
側
が

見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
何
の
具
体
的
な
言
い
回
し
に
は
注
釈
者
の
間

で
相
違
が
あ
る
。
無
畏
と
清
弁
は
こ
の
戯
論
を
「
言
説
諦
へ
の
執
着
」
と

し
、
清
弁
は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
は
言
語
表
現
と
も
み
な
す
。
仏
護
は
世

間
八
法
な
ど
を
含
む
世
間
の
一
切
法
へ
の
諦
執
と
す
る
。
一
方
月
称
は
認

識
や
言
葉
の
上
で
の
二
元
性
を
中
心
と
す
る
言
説
と
す
る
。
し
か
し
い
ず

れ
に
し
て
も
、
戯
諭
寂
静
と
は
、
世
俗
諦
と
か
言
説
諦
へ
の
執
着
の
寂
靜

消
滅
に
よ
っ
て
、
無
戯
論
を
本
性
と
す
る
勝
義
が
現
前
す
る
こ
と
と
解
釈

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
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分
を
全
体
に
わ
た
っ
て
展
望
す
る
が
、
そ
の
際
、
中
論
の
空
の
思
想
と
密

接
な
対
応
関
係
を
示
し
な
が
ら
構
成
的
な
理
論
体
系
を
持
っ
て
い
る
「
宝

性
論
」
の
実
在
と
教
説
に
関
す
る
基
本
的
見
解
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
『
宝
性
論
』
で
は
、
教
説
と
覚
り
は
、
教
説
が
覚
り
を
原

因
と
し
て
生
じ
た
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
が
覚
り
を
実
現
す

る
原
因
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
二
重
の
相
互
的
因
果
関
係
を
も
っ
て
法
身

を
構
成
す
る
の
で
、
教
説
は
覚
り
に
と
っ
て
必
然
的
か
つ
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
実
在
が
不
可
説
で
あ
る
こ
と

は
当
然
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
こ
の
こ
と
が
重
要
な
意
味
や
決
定
的
な
役
割

を
担
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
『
宝
性
論
』
で
の
実
在
と
教
説
の
問
魑
を
、
空
の
立
場
で
主
題
に

し
た
の
が
こ
の
中
論
の
第
十
八
章
の
後
半
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
中
、
第

五
、
七
、
九
偶
は
実
在
を
主
題
と
し
、
そ
の
間
の
第
六
、
八
偶
は
仏
の
教

説
に
言
及
し
、
第
十
、
十
一
偶
で
縁
起
の
教
説
へ
と
展
開
し
て
い
る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
偶
を
理
解
す
る
に
は
、
形
式
的
に
分
類
し
、
比
較
し
て
も

余
り
役
に
立
た
ず
、
留
意
す
べ
き
は
偶
の
類
似
性
で
は
な
く
、
寧
ろ
偶
の

順
序
で
あ
る
、
と
言
う
。
偶
の
順
序
が
実
在
と
教
説
の
関
係
を
捉
え
る
視

座
に
対
応
し
、
そ
の
論
述
の
順
序
が
思
想
の
論
理
的
展
開
を
表
す
と
見
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
著
者
の
独
自
の
立
場
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は

偶
の
順
序
に
注
目
し
な
が
ら
、
各
注
釈
書
の
注
釈
の
態
度
や
内
容
を
検
討

し
た
上
で
、
龍
樹
自
身
の
偶
の
真
意
を
探
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
論
と

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
偶
の
意
味
を
解
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
要
約
す
れ
ば

次
の
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。

中
論
第
十
八
章
の
後
半
は
、
真
の
無
我
は
空
で
あ
り
、
そ
の
空
こ
そ
が

解
脱
と
か
浬
藥
と
か
呼
ば
れ
て
き
た
覚
り
の
実
相
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
五

偶
で
結
論
と
し
て
示
さ
れ
た
。
第
六
偶
（
非
我
非
無
我
論
）
は
龍
樹
が
第

五
偶
で
説
い
た
空
の
立
場
が
非
我
非
無
我
論
で
あ
る
こ
と
を
証
す
為
の
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
注
釈
者
た
ち
は
も
う
一
つ
の
解
釈
も
な
し
て
い
る
。

有
我
・
無
我
・
非
我
非
無
我
論
は
仏
が
同
じ
無
我
と
い
う
一
つ
の
実
相
を

三
通
り
に
説
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
も
空
の
立
場
に
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
い
。
第
七
偶
（
実
相
に
お
け
る
沈
黙
と
教
説
の
同
事
性
）

は
覚
り
に
お
け
る
言
葉
の
対
象
の
消
滅
が
、
法
性
の
不
生
不
滅
と
同
事
で

あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
偶
は
『
無
畏
註
』
や
清
弁
の
解
釈
す
る

よ
う
に
第
五
偶
の
戯
論
寂
静
の
根
拠
を
示
す
た
め
で
は
な
く
、
月
称
の
様

に
、
偶
の
順
序
を
重
視
し
て
、
第
六
偶
の
非
我
非
無
我
の
教
説
の
実
相
を

開
示
す
る
た
め
に
法
性
が
説
か
れ
た
と
理
解
す
る
の
が
龍
樹
の
意
図
に
適

っ
て
い
る
。
こ
の
月
称
の
解
釈
に
基
づ
き
、
著
者
は
、
仏
の
非
我
非
無
我

の
教
説
や
さ
ら
に
は
有
我
の
仮
説
も
無
我
の
教
説
も
、
総
じ
て
仏
の
教
説

は
全
て
何
事
を
も
説
か
な
い
こ
と
で
あ
り
、
不
説
を
実
相
と
す
る
、
と
述

雲
へ
る
。
第
八
偶
（
四
句
説
法
）
は
世
間
の
言
語
的
慣
用
（
言
説
）
に
し
た

が
っ
た
立
場
で
の
説
き
方
で
あ
り
、
第
七
偶
が
勝
義
、
実
在
に
関
し
て
説

い
て
い
る
こ
と
と
対
比
さ
れ
て
い
る
い
し
か
し
こ
の
偶
は
諸
注
釈
に
従
う

と
し
て
も
、
検
討
す
ぺ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
第
九
偽
（
更
な
る
実

在
の
規
定
）
は
五
種
の
実
在
の
規
定
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
第
八
偶
で

説
か
れ
た
教
説
が
実
在
を
目
的
と
す
る
の
で
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
修
行

す
る
者
に
対
し
て
実
現
目
標
で
あ
る
実
在
の
特
徴
を
実
践
の
指
針
と
し
て

示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
清
弁
は
、
実
在
は
あ
く
ま

で
も
不
可
説
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
初
心
者
の
た
め
に
そ
れ
の
特
徴
を
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本
書
は
中
論
第
十
八
章
に
対
し
て
、
現
在
の
諸
注
釈
の
文
献
学
的
な
研

究
に
基
づ
い
て
内
容
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
随
所
に
注
釈
書
の
文
章

が
和
訳
さ
れ
て
引
用
さ
れ
、
『
無
畏
註
』
や
『
仏
護
註
』
な
ど
は
そ
れ
が

ほ
ぼ
全
体
に
わ
た
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
た
め
各
注
釈
書
の
内
容
が
具
体

的
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
議
論
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
し
て
あ
る

程
度
当
然
で
は
あ
る
が
、
著
者
の
表
現
に
は
哲
学
的
で
難
解
な
と
こ
ろ
も

見
受
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
筆
者
に
は
理
解
が
出
来
な
か
っ
た
り
不
十
分

で
あ
る
箇
所
も
多
い
が
、
以
下
に
気
づ
い
た
と
こ
ろ
を
少
し
述
舎
へ
て
み
、
た

言
葉
で
表
現
し
た
も
の
と
し
、
月
称
は
、
特
に
増
益
し
て
実
在
の
規
定
を

説
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

第
十
・
十
一
偶
は
そ
の
よ
う
な
実
在
の
構
造
が
仏
の
教
説
の
甘
露
で
あ

る
こ
と
を
説
く
。
即
ち
、
第
九
偶
で
実
在
が
不
可
説
で
あ
り
、
沈
黙
で
あ

る
こ
と
を
説
き
、
第
十
偶
で
真
の
沈
黙
の
実
在
が
縁
起
と
し
て
の
み
成
立

す
る
こ
と
を
示
し
、
第
十
一
偶
で
実
在
の
構
造
を
如
実
に
あ
り
の
ま
ま
に

説
く
縁
起
の
教
説
こ
そ
が
実
在
と
同
事
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
全
く
断
絶
し
、
あ
い
矛
盾
す
る
沈
黙
と
教
説
が
縁
起
に
お

い
て
同
事
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
十
二
偶

は
独
覚
の
覚
り
が
説
か
れ
て
い
る
。
教
脱
に
よ
ら
ず
無
師
独
悟
の
聖
者
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
独
覚
で
さ
え
も
、
過
去
に
お
い
て
縁
起
の
教
説
を
聞

き
実
修
し
た
こ
と
に
よ
り
覚
り
を
得
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
仏
の
縁
起

の
教
説
が
全
て
の
者
の
覚
り
の
た
め
の
唯
一
の
拠
り
所
で
あ
る
こ
と
に
な

づ
（
》
◎

四

い
。

ま
ず
初
め
に
気
づ
く
こ
と
は
、
著
者
の
〃
曾
斥
ぐ
ゅ
″
に
対
す
る
「
実

在
」
と
い
う
訳
語
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
「
真
実
」
な
ど
の
比
較
的
一
一
ユ

ー
ト
ラ
ル
な
訳
語
が
一
般
的
で
あ
っ
た
中
で
、
こ
の
訳
語
の
持
つ
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
な
一
一
ユ
ア
ン
ス
は
そ
の
ま
ま
著
者
の
中
観
思
想
の
理
解
の
反
映
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
著
者
は
、
無
我
、
法
性
、
空
性
、
縁
起
な
ど
と
表

現
さ
れ
る
「
実
在
」
を
単
に
理
論
的
認
識
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
主

体
的
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
事
柄
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
実
在
」

と
は
無
我
な
ど
が
実
現
さ
れ
た
主
体
者
の
在
り
方
、
状
態
で
あ
り
、
言
い

換
え
れ
ば
無
分
別
智
が
現
成
し
て
い
る
と
き
の
主
体
者
の
状
態
で
あ
る
と

も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
著
者
の
こ
の
立
場
は
本
書
で
は
終
始
一

貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
中
観
思
想
研
究
で
は
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
、
〃
菌
斧
ぐ
四
″
が
「
客
観
的
な
真
実
」
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
、
真
実
の
内
容
と
し
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
中
で
、

そ
の
真
実
は
主
体
的
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
新
た
な
、

し
か
し
仏
教
と
し
て
は
当
然
そ
う
あ
る
罰
へ
き
視
点
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は

意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
著
者
が
こ
の
「
実
在
」
と
い
う
訳
語
を

あ
ら
ゆ
る
文
脈
の
中
で
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
気
に
か
か
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
明
ら
か
に
〃
冨
詐
ぐ
Ｐ
″
が
客
観
的
、
理
論
的
認
識
の
対

象
と
し
て
捉
ら
え
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
「
実
在
」
で
は
誤
解
が
生

じ
る
恐
れ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

著
者
は
沈
黙
と
教
説
は
同
事
だ
と
い
う
。
沈
黙
は
不
可
説
で
あ
る
実
在

を
主
体
的
に
実
現
し
た
状
態
の
当
然
の
在
り
方
で
あ
り
、
無
分
別
智
が
現

成
し
て
い
る
と
き
の
主
体
者
の
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
在
が
不
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可
説
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
て
ば
、
沈
黙
と
い
う
在
り
方
こ
そ
が
実
在

の
直
接
的
な
表
示
、
あ
る
い
は
実
在
に
関
す
る
．
ハ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
実
在
に
関
し
て
は
言
語
表
現
す
る
こ
と
、

即
ち
教
説
は
、
実
在
が
究
極
的
に
は
言
語
表
現
で
き
な
い
こ
と
を
教
示
す

る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
沈
黙
と
教
説
は
ど
ち
ら
も
実
在

の
不
可
説
な
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
両
者
は

同
事
で
あ
る
と
言
え
る
。
沈
黙
は
所
化
に
対
す
る
一
種
の
。
ハ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
と
見
る
な
ら
ば
、
沈
黙
と
教
説
は
本
質
的
に
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
表
面

的
な
相
違
は
対
機
説
法
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
実
在
を
実
現

し
た
主
体
者
の
状
態
に
関
し
て
は
少
し
相
違
点
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
沈
黙
と
は
無
分
別
智
が
現
成
し
た
こ
と
で
も
あ

り
、
そ
こ
で
は
言
語
表
現
（
戯
諭
）
は
寂
静
し
て
い
る
か
ら
、
い
か
な
る

言
語
活
動
も
生
じ
な
い
。
従
っ
て
、
教
説
と
い
う
言
語
活
動
、
分
別
が
起

こ
る
の
は
、
無
分
別
智
の
状
態
か
ら
出
た
と
き
で
あ
る
。
著
者
も
言
及
し

て
い
る
『
宝
性
論
」
の
「
仏
の
無
功
用
の
行
為
」
や
唯
識
学
派
の
「
後
得

清
浄
世
間
智
」
な
ど
が
こ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

中
観
派
で
は
一
」
の
無
分
別
智
と
そ
の
後
の
清
浄
な
分
別
的
活
動
と
の
違
い

に
余
り
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
月
称
は
少
し
関
心
を
持

っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
『
無
畏
註
』
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
『
無
畏
註
』
は
龍
樹
の

自
註
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
こ
と
は
否
定
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
青
目
註
』
や
『
仏
護
註
』
と
の
関
係
が
問

題
に
さ
れ
て
い
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
著
者
は
『
無
畏
註
』
を

『
冑
目
註
』
と
同
じ
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
に
は
『
仏
護

註
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
『
無
畏
註
』
が
「
仏
護
註
』
よ
り
も
後
の
も

の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
チ
、
●
ヘ
ッ
ト
で
も
こ
の
『
無
畏

註
」
の
著
者
や
著
作
年
代
が
早
く
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
ツ
ル
テ
ム
・
ケ
サ
ン
（
白
館
戒
雲
）
「
研
究
雑
感
」
（
「
仏
教
学

セ
ミ
ナ
ー
』
叱
鉛
）
に
言
及
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
特
に
『
無
畏
註
』
が
中

論
の
第
十
八
章
を
人
・
法
二
無
我
に
よ
っ
て
初
め
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と

は
、
仏
護
が
そ
れ
を
な
し
て
お
ら
ず
し
か
も
清
弁
や
月
称
は
人
・
法
二
無

我
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
仏
護
よ
り
も
後
で
あ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
諸
注
釈
を
思
想
史
的
に
検
討
す
る
場
合
、

人
・
法
二
無
我
な
ど
の
唯
識
学
派
の
影
響
の
度
合
い
が
も
う
少
し
大
き
な

比
重
を
占
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
第
九
偶

の
「
無
分
別
」
に
対
す
る
注
釈
が
「
無
畏
註
』
で
は
「
表
象
（
号
鼠
い
Ｐ
）
が

な
い
の
で
、
〃
こ
れ
は
こ
う
で
あ
る
〃
と
分
別
さ
れ
る
こ
と
か
な
い
」
と

さ
れ
、
仏
護
は
「
〃
こ
れ
は
″
と
″
こ
れ
で
あ
る
〃
と
分
別
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
」
と
さ
れ
、
仏
護
は
「
〃
こ
れ
は
″
と
〃
こ
れ
で
あ
る
″
と
分
別

さ
れ
な
い
」
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
著
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
本

書
一
六
一
頁
、
一
九
九
頁
）
、
前
者
は
唯
心
論
的
実
在
観
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

次
に
些
細
な
こ
と
で
あ
る
が
、
気
づ
い
た
と
こ
ろ
を
記
し
て
お
き
た
い
・

第
三
偶
の
仏
護
の
注
釈
の
中
で
、
著
者
は
〃
：
冒
昌
①
口
悪
置
再
①
ロ

ロ
儲
魁
撹
の
恩
（
眉
目
自
画
日
眉
圏
母
働
冒
騨
言
色
目
ご
″
を
「
我
執

（
巨
圖
目
目
）
に
よ
る
仮
設
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
（
本
書
四
七
頁
）
、

こ
れ
は
「
あ
る
も
の
（
取
ら
れ
る
も
の
、
こ
こ
で
は
五
認
）
に
依
拠
し
た

仮
説
」
で
あ
ろ
う
（
高
崎
直
道
己
甸
シ
ロ
シ
ｚ
炉
（
取
）
に
つ
い
て
Ｉ
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『
中
論
』
の
用
例
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
参
照
。
田
村
芳
郎
博
士
還
暦
記
念

論
集
「
仏
教
教
理
の
研
究
』
昭
師
・
春
秋
社
、
所
収
）
。
著
者
自
身
も
月
称

の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
本
吉
六
五
頁
）
、
中
論
第
二
十
四

章
第
十
八
偶
に
｝
」
れ
と
類
似
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
七
偶
の

仏
護
の
注
釈
で
は
、
中
観
派
と
虚
無
論
者
と
の
違
い
を
示
す
た
め
に
四
つ

の
喰
例
が
述
蕊
へ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
の
最
初
の
も
の
は
仏
陀
と
凡
夫
の

無
関
心
（
者
）
の
違
い
を
例
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
仏
陀
の
と

こ
ろ
を
阿
羅
漢
と
し
て
い
る
。
清
弁
が
同
じ
よ
う
な
嶮
例
を
上
げ
て
い
る

が
、
そ
こ
で
は
阿
羅
漢
と
凡
夫
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
気
が
つ
い
た
と
こ
ろ
を
述
べ
て
き
た
が
、
本
書
が
中
論
研
究
に
対

し
て
一
つ
の
明
確
な
方
法
論
を
打
ち
だ
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
確
実
な
成

果
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
中
論
研
究
の
一
つ
の
方
向
を

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
九
八
九
年
三
月
、
関
西
大
学
出
版
部
、
Ａ
五
版

（
十
八
）
十
三
三
四
十
二
○
頁
、
五
、
二
○
○
円
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