
書
評
・
紹
介

１
１
…

近
年
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
研
究
の
進
展
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
初

期
の
聡
伽
行
唯
識
学
派
の
研
究
に
つ
い
て
も
す
ぐ
れ
た
研
究
業
績
が
提
出

さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
研
究
動
向
の
特
色
の
一
つ
に
、
研
究
論
孜
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
根
拠
と
な
る
厳
密
な
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
と
翻
訳
研
究

の
増
加
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
我
が
国
の
も
の
に
限
定
し
て
も
片
野
道
雄

『
唯
識
思
想
の
研
究
』
（
『
摂
大
乗
論
』
「
所
知
相
分
」
無
性
釈
の
解
読
研

究
）
、
長
尾
雅
人
、
梶
山
雄
一
編
大
乗
仏
典
中
『
世
親
諭
集
』
、
長
尾
雅
人

『
摂
大
乗
論
』
上
（
「
序
・
所
知
依
分
・
所
知
相
分
」
）
や
研
究
継
続
中
で
は

あ
る
が
高
橋
・
松
濤
・
勝
部
「
琉
伽
論
・
声
聞
地
」
な
ど
が
す
ぐ
に
浮
か

ぶ
で
あ
ろ
う
。
最
近
、
我
わ
れ
は
こ
の
研
究
動
向
に
連
な
る
も
の
に
す
ぐ

れ
た
成
果
を
一
つ
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
小
谷
信
千
代
『
大
乗
荘
厳
経

論
の
研
究
』
（
同
論
第
聖
早
安
慧
釈
の
解
読
研
究
）
で
あ
る
。
同
諭
書
の

研
究
は
周
知
の
如
く
二
○
世
紀
初
頭
、
フ
ラ
ン
ス
の
碩
学
の
．
原
員
博

士
に
よ
る
梵
文
テ
キ
ス
ト
（
一
九
○
七
）
な
ら
び
に
翻
訳
研
究
（
一
九
一

小
谷
信
千
代
著

「
大
乗
荘
厳
経
論
の
研
究
」

早
島
理

一
）
を
も
っ
て
噴
矢
と
さ
れ
る
。
我
が
国
に
お
け
る
解
読
研
究
は
、
宇
井

伯
寿
博
士
に
よ
る
。
〈
イ
オ
｜
ニ
ノ
的
業
績
『
大
乗
荘
厳
経
論
研
究
』
（
一
九

六
一
）
以
来
ま
と
ま
っ
た
も
の
の
見
あ
た
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
近

年
、
西
蔵
文
典
研
究
会
「
安
慧
造
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
釈
疏
」
（
第
Ⅸ
章

菩
提
品
の
解
読
研
究
、
一
九
七
九
・
一
九
八
一
）
や
袴
谷
憲
昭
「
尽
亀
言
‐

冒
鳶
畠
ミ
ミ
ミ
ミ
画
さ
菖
勇
画
最
終
章
和
訳
」
（
第
ｍ
・
江
章
無
性
釈
の
解
読

研
究
）
な
ど
い
く
つ
か
の
章
に
つ
い
て
解
読
研
究
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、

初
期
礁
伽
行
派
に
占
め
る
同
論
吾
の
重
要
性
を
鑑
み
る
に
、
よ
り
多
く
の

章
の
（
安
慧
釈
・
無
性
釈
に
基
づ
く
）
解
読
研
究
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
本
書
は
か
よ
う
な
情
況
の
中
で
望
ま
れ
て
出
版
さ
れ
た
本
格
的

な
研
究
書
で
あ
る
。

「
本
書
は
唯
識
説
を
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
（
以
下
『
荘
厳
経
論
』
）
第
十

四
章
教
誠
教
授
品
（
こ
の
章
題
名
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
じ
る
で
あ
ろ
う

ｌ
評
者
）
に
説
か
れ
る
琉
伽
行
修
習
の
階
梯
の
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
唯
識
説
の
担
っ
て
い
る
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
中
心

テ
ー
マ
と
し
て
い
る
」
と
序
章
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
職
伽
行
修
習

の
階
梯
に
関
す
る
諸
問
題
を
考
察
す
る
第
１
部
と
、
そ
の
考
察
を
主
に
支

え
て
い
る
『
荘
厳
経
論
』
第
狸
早
の
和
訳
研
究
及
び
校
訂
梵
文
テ
キ
ス
ト

（
偶
頌
・
世
親
釈
）
、
同
西
蔵
文
テ
キ
ス
ト
（
安
慧
釈
）
よ
り
な
る
第
Ⅱ
部

と
の
二
部
構
成
を
な
し
て
い
る
。
第
１
部
は
さ
ら
に
、
全
五
章
か
ら
な
る
。

『
荘
厳
経
論
」
の
註
釈
者
の
問
題
（
第
一
章
）
、
「
菩
薩
地
』
を
中
心
に
『
聡

伽
論
』
と
『
荘
厳
経
論
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
（
第
二
・
三
章
）
お
よ
び

二

旬 戸
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第
１
部
第
一
’
四
章
は
先
述
の
如
く
、
第
五
章
「
聡
伽
行
に
お
け
る
法

の
修
習
」
へ
の
い
わ
ば
序
説
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
『
荘
厳
経
論
』
注
釈
ａ
目
望
四
）
の
著
者
や
「
荘
厳
経
論
』

の
章
分
け
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
同
論
吾
と
『
琉
伽
論
』
と
の
先
行
性
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
小
川
一
乗
教
授
が
「
｜
」
の
提
言
は
こ
れ
ら
の
問
題
に

最
終
的
な
決
着
を
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
解
決
し
て

い
く
上
で
新
た
に
加
え
ら
れ
る
ゞ
へ
き
有
力
な
研
究
成
果
で
あ
る
」
（
「
序
に

か
え
て
」
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
決
定
的
な
文
献
資
料
が
見
出
さ

れ
て
い
な
い
現
時
点
で
は
、
最
終
的
な
結
論
は
望
み
得
ゞ
へ
く
も
な
い
。
か

よ
う
な
情
況
の
も
と
で
我
わ
れ
が
な
し
得
る
こ
と
は
地
道
に
文
献
を
読
み

あ
さ
り
、
一
つ
で
も
多
く
の
資
料
（
た
と
い
そ
れ
が
決
定
的
な
も
の
で
な

く
と
も
）
を
積
み
重
ね
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
よ
り
確
実
な
推
定
や
仮
説
を

提
出
し
続
け
る
以
外
に
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
こ

第
一
’
三
章
で
は
こ
れ
ま
で
の
学
説
と
そ
の
根
拠
を
丹
念
に
検
討
し
、
各

々
の
特
色
と
弱
点
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
に
い
く
つ
か
の
新
た
な

資
料
に
基
づ
い
て
筆
者
な
り
の
結
論
を
提
出
す
る
。
新
た
な
資
料
の
う
ち

注
目
す
。
へ
き
は
後
代
の
チ
ベ
ッ
ト
学
僧
に
よ
る
一
荘
厳
経
論
』
注
釈
害
で

西
蔵
に
お
け
る
『
荘
厳
経
論
』
の
研
究
（
第
四
章
）
の
前
四
章
を
導
入
と

し
て
、
筆
者
が
最
も
力
を
注
い
だ
と
思
わ
れ
る
（
第
１
部
一
三
五
頁
中
五

○
頁
を
占
め
る
）
司
職
伽
行
に
お
け
る
法
の
修
習
」
（
第
五
章
）
が
続
く
。

以
下
微
力
な
が
ら
、
順
を
追
っ
て
所
感
と
も
ど
も
本
書
の
紹
介
を
試
み

、
Ｆ
生
』
「
ノ
０

三

あ
る
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
紹
介
し
た
い
。

さ
て
、
筆
者
の
結
論
は
幾
分
控
え
目
で
あ
る
が
、
評
者
に
は
妥
当
な
も

の
に
思
わ
れ
る
。
「
荘
厳
経
論
」
国
目
署
ｐ
の
著
者
に
つ
い
て
も
冨
冒
烏
‐

武
の
①
ご
色
の
壁
守
言
冨
ミ
ミ
ミ
ミ
尋
§
承
ミ
ミ
に
基
づ
く
シ
の
自
彊
説
を
採

ら
ず
「
安
慧
、
利
他
賢
、
智
吉
祥
な
ど
が
所
属
し
て
い
た
系
統
に
お
い
て

は
旨
い
缶
国
屋
の
著
者
は
世
親
で
あ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
た
」
（
一
二
頁
）

こ
と
に
基
づ
き
、
文
献
資
料
を
あ
げ
て
世
親
説
を
支
持
す
る
。
ま
た
『
菩

薩
地
』
と
『
荘
厳
経
論
』
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
も
、
後
者
の
構
成
を
注

釈
者
安
慧
や
無
性
が
前
者
に
依
っ
て
説
明
し
て
い
る
点
を
、
具
体
的
な
文

例
を
あ
げ
て
示
し
、
ま
た
両
者
の
類
似
性
を
示
す
他
の
諸
理
由
を
あ
げ
つ

つ
も
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
慎
重
に
判
断
を
避
け
て
い
る
。
同
様
に
『
聡

伽
論
』
と
『
荘
厳
経
論
』
と
の
先
行
性
に
関
し
て
も
、
い
く
つ
か
の
資
料

を
示
し
つ
つ
「
世
親
ｌ
安
慧
の
伝
承
に
お
い
て
は
『
礒
伽
論
』
が
『
荘
厳

経
論
』
に
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」
（
四
六
頁
）
と
い
う
結
論
に
甘

ん
じ
て
い
る
。
『
琉
伽
論
』
全
五
分
の
著
者
と
成
立
年
代
に
つ
い
て
、
あ

る
い
は
そ
の
う
ち
の
『
菩
薩
地
』
現
行
梵
本
の
古
層
と
新
層
と
の
成
立
過

程
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
諸
学
説
が
錯
綜
し

て
い
る
現
時
点
で
著
者
の
慎
重
な
態
度
は
や
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

読
者
の
中
に
は
一
歩
踏
み
込
ん
だ
結
論
を
期
待
し
た
む
き
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
評
者
は
、
可
能
な
限
り
の
文
献
資
料
を
整
理
・
提
示
し

た
上
で
か
よ
う
な
結
論
に
あ
え
て
踏
み
留
ま
り
、
新
た
に
後
代
の
西
蔵
学

僧
に
よ
る
注
釈
文
献
と
い
う
未
開
の
分
野
に
進
ん
だ
筆
者
の
立
場
を
支
持

す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
二
の
点
に
つ
い
て
評
者
の
所
感
を
述
・
へ
て
み
た
い
。
一
つ
は
旨
の
声

局ハ
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国
冒
の
著
者
問
題
を
論
じ
る
中
で
同
論
第
Ⅲ
章
安
慧
釈
に
見
出
さ
れ
る

普
巨
Ｈ
尉
口
置
函
が
世
親
ぐ
尉
口
‐
９
口
目
口
の
西
蔵
語
訳
に
あ
た
る
（
一

二
頁
）
と
す
る
点
で
あ
る
。
註
⑪
（
一
四
頁
）
で
筆
者
が
記
す
よ
う
に

「
普
巨
Ｈ
尉
騨
］
侭
は
必
ず
し
も
ぐ
儲
巨
富
且
冒
の
訳
語
で
あ
る
わ
け

で
は
な
」
く
、
可
能
性
に
し
か
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
「
し
か

し
、
の
湯
ぐ
国
ロ
に
お
け
る
留
冨
再
困
旨
函
は
ぐ
ゅ
２
９
昌
冒
と
見
て

よ
い
」
と
す
る
根
拠
が
評
者
に
は
不
充
分
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
な
お
、

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
松
田
和
信
氏
に
よ
り
最
近
「
こ
の
語
は
ぐ
四
ｍ
ロ
‐

ず
い
且
冒
の
訳
語
で
あ
る
」
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
氏
「
ぐ
開
口
‐

ず
色
目
目
に
お
け
る
三
帰
依
の
規
定
と
そ
の
応
用
」
（
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』

第
調
号
註
⑤
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

次
に
評
者
が
興
味
を
ひ
か
れ
た
の
は
第
二
章
第
六
節
に
述
・
へ
ら
れ
て
い

る
『
荘
厳
経
論
』
第
Ⅸ
章
末
の
摂
頌
へ
の
註
で
あ
る
（
三
三
頁
）
。

、

、

こ
の
〔
『
荘
厳
経
論
」
第
一
章
乃
至
第
九
〕
菩
提
の
章
は
〔
『
菩
薩
地
』

、

、

の
〕
初
品
か
ら
菩
提
品
に
い
た
る
ま
で
順
次
に
〔
説
か
れ
て
い
る
加

く
に
〕
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
（
評
者
試
訳
）

筆
者
が
〔
む
す
び
〕
の
㈲
（
四
○
頁
）
で
述
、
へ
て
い
る
よ
う
に
、
明
ら
か

、
、

、
、

に
旨
い
シ
国
ロ
の
著
者
は
（
そ
れ
が
無
著
に
せ
よ
、
世
親
に
せ
よ
）
「
荘
厳
経

論
』
の
偶
頌
を
『
菩
薩
地
』
に
基
づ
い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て

い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
摂
頌
を
含
め
て
、
『
菩
薩
地
』
・
「
荘
厳
経
論
』
に
は
対

応
す
る
摂
頌
が
存
し
、
各
左
の
章
分
け
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ

の
摂
頌
が
持
つ
問
題
点
を
、
後
代
の
西
蔵
学
僧
の
註
釈
な
ど
を
参
照
し
て

よ
り
深
く
追
求
し
て
欲
し
か
っ
た
。
『
菩
薩
地
』
の
新
古
の
層
に
関
連
す

さ
て
、
そ
の
後
代
の
西
蔵
学
僧
に
よ
る
『
荘
厳
経
論
」
の
註
釈
を
紹
介

す
る
の
が
第
四
章
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
註
釈
文
献
は
学
会
で
も
未
開
拓
の

分
野
で
、
筆
者
小
谷
氏
が
か
っ
て
西
蔵
学
会
で
発
表
し
た
折
に
も
大
き
な

注
目
を
あ
び
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
に
西
蔵
で
編

纂
さ
れ
た
貴
重
本
の
目
録
に
七
種
の
『
荘
厳
経
論
』
註
釈
害
の
題
名
が
記

さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
二
言
が
入
手
可
能
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
れ
と
は
別
に

二
種
の
註
釈
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
筆
者
は
こ
れ
ら
四
種
の
入

手
可
能
な
註
釈
書
の
う
ち
一
五
世
紀
に
活
躍
し
た
ジ
ャ
ム
ャ
ン
・
ガ
ロ
と

一
八
’
一
九
世
紀
の
パ
ー
マ
ソ
の
二
人
の
註
釈
書
を
中
心
に
紹
介
す
る

（
墳
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
本
文
・
註
記
と
も
に
た
と
え
ば
ジ
ャ
ム
ヤ
ン
・

ガ
ロ
と
浬
凹
目
号
制
蔚
揖
農
ｇ
ｏ
と
い
う
よ
う
に
両
様
の
表
記
が
不

統
一
に
記
さ
れ
て
い
る
）
。
筆
者
は
こ
れ
ら
の
新
資
料
を
縦
横
に
活
用
し

て
『
荘
厳
経
論
』
の
章
分
け
、
同
論
害
と
『
菩
薩
地
』
に
お
け
る
基
本
構

造
と
三
種
の
学
道
、
同
論
耆
第
Ⅵ
章
に
説
か
れ
る
四
十
四
作
意
の
問
題
を

論
考
す
る
。
『
荘
厳
経
論
』
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
諸
問
題

は
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
評
者
の
も
含
め
て
こ
れ

ま
で
に
い
く
つ
か
の
仮
定
的
結
論
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
筆
者
は
こ
れ
ら

「
近
代
の
仏
教
学
者
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
研
究
成
果
」
（
六
七
頁
）
に

対
し
て
上
記
の
新
資
料
を
も
と
に
精
密
な
再
検
討
を
加
え
て
い
る
。
こ
の

再
検
討
に
よ
り
最
終
的
な
結
論
が
導
び
き
出
さ
れ
る
ほ
ど
目
下
の
問
題
は

単
純
で
は
な
い
。
し
か
し
筆
者
の
努
力
に
よ
り
、
課
題
と
す
曇
へ
き
点
が
明

る
論
点
だ
け
に
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

四
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白
と
な
り
、
何
よ
り
も
「
近
代
仏
教
学
の
研
究
成
果
：
…
・
を
凌
ぐ
研
究
が

な
さ
れ
て
い
た
」
（
同
頁
）
西
蔵
の
伝
統
教
学
を
我
わ
れ
に
具
体
的
に
提

供
し
て
く
れ
た
功
績
は
大
で
あ
る
。

こ
の
伝
統
教
学
の
な
か
で
最
も
興
味
を
抱
い
た
の
は
ジ
ャ
ム
ャ
ン
・
ガ

ロ
の
注
釈
で
あ
る
。
筆
者
に
よ
れ
ば
ガ
ロ
は
、
た
と
え
ば
『
荘
厳
経
論
』

第
Ｉ
章
第
二
偶
を
注
釈
す
る
に
あ
た
り
目
安
慧
・
無
性
、
㈲
ロ
ー
ッ
ァ
・

チ
ェ
ン
ポ
、
目
智
吉
祥
、
㈲
シ
ャ
ー
ン
タ
§
ハ
ド
ラ
、
国
サ
ン
ジ
ャ
ナ
の
各

註
釈
を
要
約
し
、
㈲
諸
註
釈
家
に
対
す
る
ジ
ャ
ム
ャ
ン
・
ガ
ロ
の
批
評
と

⑥
彼
自
身
の
註
釈
を
述
。
へ
る
（
註
⑤
六
八
頁
’
七
九
頁
）
。
一
註
釈
者
の
立

場
か
ら
と
は
い
え
、
『
荘
厳
経
論
』
に
説
か
れ
る
思
想
が
イ
ン
ド
・
西
蔵

の
仏
教
学
者
の
間
に
如
何
様
に
伝
承
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
を
め
ぐ

っ
て
意
見
が
た
た
か
わ
さ
れ
て
来
た
の
か
が
一
目
瞭
然
に
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
『
荘
厳
経
論
』
に
は
章
分
け
な
ど
以
外
に
も
種
々
の
論
ず
べ

き
問
題
が
あ
り
、
安
慧
・
無
性
の
註
釈
で
も
不
明
な
点
が
残
さ
れ
る
こ
と

は
、
こ
の
論
書
の
研
究
に
手
を
染
め
た
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
ば
多
々
経
験

さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
ガ
ロ
自
身
も
含
め
た
七
人
の

註
釈
者
の
解
釈
を
他
の
問
題
に
つ
い
て
も
教
示
し
て
く
れ
た
ら
と
願
う
の

は
評
者
一
人
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
要
な
問
題
に
限
っ
て
で
も
、
新
た

に
稿
を
起
し
て
教
示
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
筆
者
小
谷
氏
に
切
望
す
る
次

第
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
筆
者
は
こ
の
章
を
上
述
の
如
く
「
西
蔵
の
唯
識
学
に
お
い
て

．
：
…
近
代
仏
教
学
の
研
究
成
果
…
：
を
凌
ぐ
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

硯
、
、
、
、
、

が
確
認
さ
れ
る
」
と
結
ん
で
い
る
・
欲
を
い
え
ば
、
こ
れ
ら
貴
重
な
西
蔵

文
献
を
扱
う
に
際
し
て
、
近
年
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
西
蔵
学
の
一
環
と
し

小
川
一
乗
教
授
に
よ
り
「
本
書
の
最
も
中
心
的
な
研
究
成
果
」
（
「
序
に

よ
せ
て
」
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
筆
者
が
最
も
力
を
注
い
だ
の
が

第
五
章
で
あ
り
、
「
唯
識
思
想
を
球
伽
行
修
習
の
階
梯
の
上
に
位
置
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
大
乗
の
教
法
観
の
上

に
唯
識
思
想
の
担
っ
て
い
る
役
割
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
（
小
川
、

同
上
）
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
琉
伽
行
の
修
習
過
程
に
お
け
る
唯
識
説
の
役

割
を
検
討
す
る
」
（
一
頁
）
こ
と
が
本
章
の
、
ひ
い
て
は
本
書
の
テ
ー
マ

、
Ⅵ
、
、
、
、
、

で
あ
る
。
筆
者
は
「
琉
伽
行
に
お
け
る
修
習
の
中
心
が
仏
の
教
法
を
対
象

と
し
て
行
な
わ
れ
る
唯
識
観
の
修
習
」
（
二
頁
、
傍
点
は
評
者
）
で
あ
る

と
こ
ろ
に
聡
伽
行
学
派
の
特
色
を
見
出
そ
う
と
す
る
。

瑞
伽
行
学
派
の
思
想
が
識
論
（
ア
ー
ラ
ャ
識
論
）
、
三
性
説
、
菩
薩
道

（
聡
伽
行
）
の
三
面
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
の
第
三
の
職
伽
行
を
と
り
あ
げ
、
そ
の

対
象
に
視
点
を
す
え
て
菩
薩
道
の
う
ち
資
糧
道
・
加
行
道
に
重
点
を
置
い

て
論
じ
て
い
る
。
従
来
こ
の
領
域
で
の
研
究
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
初
地

入
見
道
を
中
心
に
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
手
薄
で
あ
っ
た
こ
の
面
で
の
研

究
が
本
書
を
加
え
て
充
実
し
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

て
論
じ
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
仏
教
理
解
の
た
め
の
補
助
手

段
と
考
え
て
事
足
り
る
の
か
、
他
に
先
が
け
て
こ
れ
ら
の
文
献
解
明
に
着

手
さ
れ
た
筆
者
の
お
考
え
を
お
聞
き
し
た
か
っ
た
と
の
思
い
が
残
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
り
本
章
の
成
果
が
微
塵
に
も
揺
が
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も

な
い
が
…
…
。

五
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さ
て
「
仏
の
教
法
を
対
象
」
と
す
る
琉
伽
行
の
修
習
を
説
く
に
あ
た
り
、

こ
の
論
述
は
必
然
的
に
仏
説
の
定
義
や
仏
と
所
説
の
諸
法
と
の
関
連
性
か

ら
説
き
始
め
ざ
る
を
え
な
い
（
同
章
第
一
’
三
節
）
。
筆
者
は
こ
れ
ら
を

論
じ
る
に
あ
た
り
『
荘
厳
経
論
』
（
世
親
・
安
慧
・
無
性
や
上
述
の
西
蔵

学
僧
の
諸
註
釈
）
は
無
論
の
こ
と
『
般
若
経
』
、
『
解
深
密
経
』
、
『
声
聞

地
』
、
『
菩
薩
地
』
（
第
一
’
四
章
は
ｚ
・
ロ
ロ
洋
版
、
本
章
と
第
Ⅱ
部
は

荻
原
本
を
用
い
て
い
る
）
、
『
中
辺
論
』
、
『
集
論
』
、
「
摂
大
乗
論
』
な
ど
多

く
の
関
連
文
献
を
引
用
し
、
厳
密
な
考
証
を
す
す
め
て
い
る
。

筆
者
は
「
教
法
を
対
象
」
と
す
る
修
習
を
、
ま
ず
『
荘
厳
経
論
』
第

Ｉ
章
の
「
法
と
い
う
対
象
、
含
胃
目
昌
四
目
９
口
四
」
を
手
が
か
り
に
、

「
聞
慧
に
よ
る
法
な
る
対
象
」
．
（
二
二
頁
）
へ
と
論
を
進
め
る
。
こ
の

「
法
な
る
対
象
」
の
論
議
は
『
荘
厳
経
論
』
第
墾
早
五
○
偶
や
『
摂
大
乗

論
』
第
三
章
第
七
節
（
ラ
モ
ッ
ト
版
）
お
よ
び
『
三
十
頌
』
第
二
七
偶
に

類
出
す
る
「
現
前
に
立
て
ら
れ
た
相
ｅ
目
算
昌
牌
目
且
菌
日
日
目
芹
‐

色
目
）
」
と
「
自
然
に
存
在
す
る
相
（
“
昏
芹
四
目
の
ぐ
ゅ
冒
日
昌
目
芹
四
目
）
」

へ
と
集
約
さ
れ
る
。
前
者
は
十
二
分
教
な
ど
を
聴
聞
し
て
不
浄
観
な
ど
を

修
習
す
る
際
の
、
観
法
の
対
象
と
な
る
も
の
な
ど
を
さ
す
。
我
わ
れ
の
も

の
の
見
方
、
考
え
方
を
転
換
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
修
行
・
訓
練
の
場
に

お
け
る
意
図
的
な
対
象
で
あ
る
。
後
者
は
日
常
経
験
世
界
に
お
け
る
あ
ら

、
、

ゅ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
修
習
に
よ
り
達
成
し
た
観
法
を
日
常
生
活
の

、
も

も
の
に
い
わ
ば
応
用
し
て
、
所
取
・
能
取
の
執
着
を
離
れ
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
筆
者
は
前
者
が
加
行
道
忍
位
で
、
後
者
が
世
第
一
法
位
に
て
修
せ
ら

れ
る
と
し
て
、
菩
薩
道
の
階
梯
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
（
一

二
○
’
一
二
二
頁
）
。
さ
ら
に
本
章
は
仏
に
ま
み
え
教
え
を
受
け
る
法
流

三
昧
の
考
察
を
も
っ
て
締
じ
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
修
習
の
対
象
を
手

が
か
り
に
、
資
糧
道
・
加
行
道
を
中
心
に
承
伽
行
の
具
体
的
な
観
法
を
修

行
道
の
階
梯
に
位
置
づ
け
「
全
て
を
唯
識
と
観
ず
る
止
観
」
（
二
三
頁
）

を
明
ら
か
に
し
た
筆
者
の
功
は
高
く
評
価
さ
れ
る
↓
へ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
資
糧
道
・
加
行
道
を
中
心
と
し
た
聡
伽
行
の
内
容
が
筆
者
小
谷

氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
今
、
評
者
も
含
め
こ
の
学
派
の
研
究
に
携

わ
る
者
が
事
と
す
べ
き
課
題
の
一
つ
を
と
り
あ
げ
て
第
１
部
の
紹
介
を
終

え
た
い
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
間
薫
習
」
の
問
題
で
あ
る
。
本
書
で
も
論

じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
仏
道
を
求
め
る
こ
と
は
資
糧
道
に
て
十
二
分
教

を
聴
聞
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
は
「
法
界
等
流
の
法
」
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
こ
の
「
法
界
等
流
の
法
」
で
あ
る
十
二
分
教

を
耳
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
法
界
等
流
の
法
」
と
し
て
聞
く
耳
を
持
た

ぬ
者
が
存
す
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
十
二
分
教
」
あ
る

い
は
「
法
界
等
流
の
法
」
が
初
め
か
ら
そ
れ
と
し
て
確
か
に
存
し
、
そ
れ

を
聴
聞
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
お
し
え
（
こ
と
ば
）
を
聞
い
た

と
き
に
、
あ
る
人
の
心
の
中
で
は
そ
れ
が
「
法
界
等
流
の
法
」
へ
と
質
的

転
換
が
な
さ
れ
る
が
、
別
な
人
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
と
ば
化
さ
れ
た
「
法
界
等
流
の
法
」

（
世
俗
）
が
聴
聞
す
る
人
の
心
の
中
（
心
相
続
中
）
で
「
法
界
等
流
の
法
」

そ
の
も
の
（
勝
義
）
へ
と
転
換
を
と
げ
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
「
資
糧
道

、
、
、
、

に
て
十
二
分
教
を
聴
聞
し
て
云
々
」
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
の
章
が
「
教
授
・
教
誠
」
の
名
の
も
と
に
、
五
道
の
う
ち

特
に
聴
聞
か
ら
始
ま
る
資
糧
道
・
加
行
道
に
お
け
る
実
践
も
重
視
し
て
説

く
の
も
（
全
五
一
偶
中
二
七
偶
）
、
こ
の
「
間
薫
習
」
の
問
題
が
根
底
に

79



横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
修
行
階
梯
の
問

題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
間
薫
習
す
な
わ
ち
識
諭
及
び
三
性
説
の
論
議
へ
と
展

開
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
資
糧
道
な
ど
を
中
心
と
し
た
礁
伽
行

の
階
梯
に
関
連
し
つ
つ
、
唯
識
観
の
修
習
を
考
察
し
た
小
谷
氏
の
著
書
は

ア
ー
ラ
ャ
識
諭
、
三
性
説
を
も
射
程
に
入
れ
た
「
間
薫
習
」
の
解
明
を
今

後
の
課
題
と
し
て
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

｛
〈

本
書
第
Ⅱ
部
は
『
荘
厳
経
論
』
第
聖
早
の
和
訳
（
偶
頌
・
世
親
釈
・
安

慧
釈
）
と
同
章
の
校
定
梵
文
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
安
慧
釈
校
定
西
蔵
文
テ
キ

ス
ト
か
ら
な
り
、
こ
れ
ら
に
先
立
っ
て
、
智
吉
祥
造
『
荘
厳
経
論
総
義
』

に
基
づ
く
野
沢
靜
証
博
士
に
よ
る
シ
ノ
プ
シ
ス
と
、
ジ
ャ
ム
ャ
ン
・
ガ
ロ

に
よ
る
シ
ノ
・
フ
シ
ス
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
和
訳
の
う
ち
ま
ず
目
に
と
ま
る
の
は
冒
頭
の
章
題
で
あ
る
。
漢

訳
で
「
教
授
・
教
誠
」
と
あ
る
《
《
津
ぐ
Ｐ
ぐ
目
い
‐
シ
ロ
ロ
勘
困
昌
】
』
を
筆
者
は
一

貫
し
て
「
教
誠
・
教
授
」
と
訳
し
て
い
る
。
両
語
と
も
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
・
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
で
あ
り
（
旨
○
日
①
Ｈ
‐
弓
筐
圃
目
の
］
ぬ
§
扇
ぎ
尋
‐
旬
ご
廻
房
琴
己
忌
忌
‐

ミ
ミ
ミ
は
ゆ
く
四
句
倒
色
四
に
田
口
・
ロ
ロ
四
．
と
し
て
《
《
旨
の
ヰ
ロ
ｏ
は
○
口
』
尉
ぃ
。
冨
邑
四
〉

を
出
す
）
、
閃
侭
①
Ｈ
‐
３
口
》
国
員
§
曽
国
息
ミ
ミ
曽
富
い
ざ
詳
冒
ミ
ミ
ミ
ミ

は
《
ゆ
ぐ
ゆ
ぐ
脚
。
倒
口
巨
融
‐
闘
昌
》
に
《
苗
・
目
○
ご
旨
○
口
四
目
Ｑ
目
算
Ｈ
ロ
呉
旨
邑
」
》
の

訳
語
を
与
え
て
い
る
が
、
同
時
に
↑
ｐ
ｐ
ｐ
散
、
騨
昌
》
の
項
に
《
《
冨
巳
ざ

豊
島
の
は
侭
昌
呂
坤
Ｏ
Ｂ
Ｐ
く
画
く
目
勲
｝
』
と
特
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
ゆ
く
四
‐

３
８
の
意
味
は
且
昌
○
口
旨
○
口
で
あ
る
と
断
定
し
た
わ
け
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
（
国
侭
①
耳
○
口
は
ち
な
み
に
、
両
語
と
も
に
《
旨
昇
目
。
陸
○
口
》

旦
日
○
国
旨
○
口
』
の
訳
語
を
与
え
な
て
い
る
）
。
さ
ら
に
ｐ
ロ
ロ
く
劉
酎
に
は

８
訂
四
号
ゞ
旨
、
茸
匡
昇
と
と
も
に
８
尉
昌
①
｝
咽
ぐ
①
目
』
も
巨
昌
呂
ゞ
な
ど

の
意
味
が
あ
る
が
い
く
ゆ
く
く
且
に
は
こ
れ
ら
の
意
味
が
見
出
さ
れ
な
い
こ

と
、
『
菩
薩
地
」
に
お
い
て
も
玄
契
が
ゆ
く
ゆ
く
目
四
を
「
教
授
」
、
煙
ロ
ロ
職
＄
昌

を
「
教
誠
」
と
訳
出
し
て
い
る
こ
と
（
荻
原
本
一
四
七
頁
、
大
正
三
○
巻

五
一
三
Ｃ
な
ど
参
照
）
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
複
合
語
の
訳
は
伝
統

的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
「
教
授
教
誠
」
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

筆
者
の
よ
う
に
「
教
誠
教
授
」
と
す
る
な
ら
ば
、
注
記
を
必
要
と
す
る
で

圭
払
し
つ
（
〆
箔
『
ノ
Ｏ

さ
て
本
文
に
移
ろ
う
。
翻
訳
は
大
き
な
誤
り
も
な
く
、
澳
訳
を
尊
重
し

つ
つ
読
み
易
い
訳
に
な
っ
て
お
り
筆
者
の
苦
労
の
あ
と
が
伝
わ
る
よ
う
で

あ
る
。
註
記
も
詳
細
に
付
せ
ら
れ
て
い
て
、
思
想
上
の
問
題
点
と
関
連
文

献
、
あ
る
い
は
テ
キ
ス
ト
校
定
上
の
問
題
点
が
細
か
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
評
者
が
意
見
を
異
に
す
る
の
は
、
註
釈
文
を
本
文
（
偶
頌
や
世
親
釈
）

中
に
と
り
込
む
態
度
に
お
い
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
一
偶
冒
頭
「
阿
僧

祇
劫
に
わ
た
っ
て
出
離
せ
る
〔
菩
薩
は
〕
」
（
一
四
四
頁
）
。
誤
り
で
は
な
い

が
い
ら
ざ
る
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
「
第
一
の
阿
僧
祗
の
劫
よ
り
出

で
て
」
（
宇
井
訳
）
は
論
外
と
し
て
も
、
註
釈
を
参
照
し
て
「
阿
僧
祇
劫

に
わ
た
っ
て
〔
菩
薩
行
を
行
じ
て
初
地
へ
と
〕
出
離
し
た
〔
菩
薩
は
〕
‐
｜

の
方
が
読
者
に
は
親
切
で
あ
ろ
う
。
本
文
の
後
に
提
示
さ
れ
て
い
る
釈
文

を
読
ん
で
自
分
で
補
え
ば
よ
い
と
い
わ
れ
る
と
そ
れ
ま
で
な
の
だ
が
：
：
・
・
。

以
下
紙
面
の
制
約
も
あ
り
、
資
糧
道
に
限
っ
て
世
親
釈
を
中
心
に
気
づ

い
た
点
を
若
干
記
し
て
み
た
い
。

④
第
四
偶
世
親
釈
（
一
六
四
頁
）
、
「
経
や
応
頌
等
の
法
に
お
い
て
、
「
十
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地
〔
経
〕
等
の
、
経
を
初
め
と
す
る
〔
十
二
分
教
の
〕
題
名
に
、
心
を
結

び
つ
け
・
・
・
…
」
は
「
こ
こ
な
る
経
の
名
称
は
『
十
地
〔
経
〕
』
で
あ
る
、

〔
応
頌
の
名
称
は
…
…
〕
云
々
と
い
う
よ
う
に
、
経
や
応
頌
な
ど
〔
十
二

分
教
〕
の
法
に
心
を
結
び
つ
け
．
…
：
」
と
す
べ
き
か
。

②
同
（
一
四
七
頁
）
「
決
定
心
」
中
の
「
随
観
し
伺
察
し
た
所
の
そ
の

相
を
そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
す
る
．
：
：
．
」
は
「
〔
先
に
〕
随
観
し
伺
察
し
た

〔
経
な
ど
の
語
や
意
味
、
文
字
の
〕
そ
の
相
を
こ
の
〔
心
〕
に
よ
り
決
定

す
る
の
で
あ
る
」
。

③
第
八
偶
ａ
ｂ
句
（
一
五
三
頁
）
「
諸
法
の
題
名
が
集
約
さ
れ
る
」
。

こ
の
止
道
の
説
明
は
安
慧
の
釈
に
あ
る
よ
う
に
、
第
五
偶
の
随
観
心
と
対

応
す
る
（
次
の
観
道
は
同
じ
く
伺
察
心
と
対
応
す
る
）
か
ら
８
の
意
味

を
明
確
に
し
て
「
題
名
〔
と
語
と
〕
が
。
：
…
」
と
補
う
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。

㈹
第
一
○
偶
の
ｂ
句
（
一
五
三
頁
）
「
さ
ら
に
は
〔
所
縁
を
も
〕
捨
す

る
。
〔
そ
れ
は
即
ち
〕
そ
の
所
縁
に
お
い
て
平
等
を
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

「
捨
す
る
」
は
眉
①
厨
①
苗
の
訳
で
あ
る
が
誤
解
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。

安
慧
釈
の
よ
う
に
ａ
句
の
語
順
《
、
３
日
眉
圃
も
３
日
号
①
厨
①
３
）
』
に
従

っ
て
「
さ
ら
に
そ
の
対
象
に
〔
沈
む
こ
と
も
昂
ぶ
る
こ
と
も
な
い
〕
平
等

な
〔
心
の
〕
あ
り
方
に
到
達
す
る
。
〔
す
な
わ
ち
対
象
に
心
が
動
じ
る
こ

と
の
な
い
〕
無
関
心
〔
な
あ
り
方
〕
に
な
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
」
な
ど
と
し

た
方
が
読
み
易
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑥
第
一
五
偶
ａ
句
（
一
五
八
頁
）
「
微
細
な
（
国
ロ
巨
冨
）
」
。
安
慧
釈
に

あ
る
よ
う
に
「
中
ぐ
ら
い
の
、
あ
る
い
は
大
き
な
適
応
性
」
と
対
比
し
て

「
小
さ
な
適
応
性
」
の
意
味
で
あ
り
「
わ
ず
か
の
、
小
さ
な
」
の
意
で
あ

げ
。
。
」

づ
（
》
○

㈹
第
一
九
’
二
二
偽
（
一
六
一
頁
）
。
こ
の
四
偶
に
限
ら
ず
頻
出
す
る

《
（
皆
邑
巨
（
１
口
）
〕
ａ
曾
口
回
冨
（
‐
巴
》
》
は
《
《
君
国
胃
里
目
〕
》
》
と
い
う
他

動
的
一
一
『
一
ア
ン
ス
な
の
だ
ろ
う
か
、
《
《
冒
凰
ご
》
》
と
い
う
自
動
詞
的
一
三

ア
ン
ス
で
『
荘
厳
経
論
』
で
は
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
語

自
体
に
は
、
お
そ
ら
く
両
者
の
意
が
含
ま
れ
て
お
り
、
個
均
の
文
脈
に
そ

っ
て
理
解
さ
れ
る
雲
へ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
世
親
が
《
《
皆
８
房
Ｈ

旨
皆
目
耳
鼠
昌
：
目
白
島
・
》
と
註
釈
す
る
時
に
筆
者
は
「
浄
化
」
の
訳

語
を
与
え
て
お
り
前
者
の
意
に
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
浄
勝

意
楽
地
は
初
地
で
あ
り
、
評
者
に
は
後
者
の
意
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
如
何

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
第
二
二
偶
安
慧
釈
（
一
六
三
頁
）
中
、
註
鋤
（
二
○
四
頁
）
で
筆
者

は
《
《
ｚ
○
口
目
匡
色
口
冨
、
（
ｇ
は
誤
植
）
ミ
罵
言
、
ｓ
園
。
目
の
口
目
薗
冒

冒
月
耳
８
号
こ
の
ｇ
ｐ
目
冒
を
意
味
不
明
と
し
て
削
除
し
て
訳
出

し
て
い
る
（
西
蔵
文
テ
キ
ス
ト
二
五
○
頁
。
ち
な
み
に
訳
中
で
は
且
圃
旨

で
あ
る
が
西
蔵
文
テ
キ
ス
ト
で
は
ｇ
の
旨
と
不
統
一
）
。
し
か
し
無
性
釈

も
同
一
文
で
目
色
日
冨
が
あ
り
弓
．
ｇ
］
農
口
・
思
浮
＆
削
除
に
は
疑

問
が
残
る
。
こ
れ
は
直
前
に
説
か
れ
た
第
四
・
第
五
の
勝
徳
（
ゅ
口
息
四
日
の
Ｐ
）

を
「
二
種
の
観
想
」
に
関
速
さ
せ
て
《
、
目
四
冒
忌
・
】
と
し
、
具
体
的
に

法
身
円
満
と
清
浄
の
因
言
の
言
．
Ｈ
喝
ロ
）
へ
と
導
び
く
の
で
あ
る
か
ら
削

除
し
な
い
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

以
上
評
者
の
非
力
を
も
か
え
り
み
ず
ま
た
ひ
と
り
評
者
に
よ
る
本
書
読

解
の
不
当
不
備
を
恐
れ
つ
つ
筆
者
と
意
見
を
異
に
す
る
一
端
を
記
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
い
ず
れ
も
些
少
の
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
り
本
書
の
学
術
的

評
価
を
損
な
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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最
後
に
希
望
を
一
つ
書
か
せ
て
頂
け
れ
ば
、

『
荘
厳
経
論
』
の
他
の
章 

に
つ
い
て
も
、
安
慧
釈
、
無
性
釈
あ
る
い
は
他
の
諸
註
釈
に
基
づ
く
解
読 

研
究
が
こ
の
た
び
の
小
谷
氏
の
御
労
作
に
触
発
さ
れ
て
後
出
さ
れ
ん
こ
と 

を
強
く
望
tf

も
の
で
あ
る
。

(
梵
文
テ
キ
ス
ト
に
限
っ
て
気
づ
い
た
点
を
以
下
に
記
す
。
p

・2
2
2
-

 

L

 

18"

 

a
v
d
h
a
r
a
y
a
/
t
l—

>-ava.dn

plr
a
.
y
a
t
l
"2

2
4

—
cnd
h

pln
e

—>d
h
y

pln
e
"

 

2
2
4

—
2
6

 
v
i
v
u
h
y

plJ
v
i
v
M
d
d
h
y

pl

な
ど
。
ま
た
連
声
を
示
す= >
 =

記
号 

が
不
統
一
に
付
加
さ
れ
て
お
り
、
第
四
一
偈
の
世
親
釈
に
限
っ
て
コ
ン
マ 

が
打
た
れ
て
い
た
り
す
る
が
、
い
ず
れ
も
些
細
な
こ
と
で
あ
る
。
 

な
お
、
第
四
七
〜
五
〇
偈
お
よ
び
世
親
釈
に
つ
い
て
、

現
行
のL

^
v
i

 

本
は
訂
正
を
必
要
と
す
る
が
、
本
書
で
な
さ
れ
た
訂
正
梵
文
に
関
し
て
は 

今
は
評
を
さ
し
控
え
た
い
。)
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