
『
中

論
』

に

お

け

る

「
縁

起
」

の

意

義

中

村

元

第

一
節
 

縁

起

の

語

義

『
中

論

』

に
お

け

る

「
縁

起
」

P
r
a
t
it
y
a
s
a
m
u
tp
a
d
a
と

い
う

語

を

ク

マ
ー

ラ
ジ

ー

ヴ

ア
は
、

「
因

縁

」
「
衆

因
縁

生

法

」

「
諸

因

縁

」

「
因

縁

法
」

と

訳

し
、

ま

た

「
縁

起

せ
ざ

る
」

a
p
u
a
t
it
y
a
s
a
m
u
t
p
a
b
n
a
と

い

う

語

を

「
不

下
従

二
因

縁

一
生
上
、
不

二
従

レ
縁

生

一
」
と

訳

し
、

ま

た

「
何

で
も

縁

つ
て
存

す

る

も

の
」

p
r
a
t
it
y
a
 y
a
d
 b
h
a
v
a
t
i
を

「
若

法

従

レ

(
1
)

縁
生
、

若
法
衆
縁
生
」
と
訳
し
て
い
る
。
故
に
こ
れ
ら
の
訳
語
か
ら
み

て
以
前
の
仏
教
学
に
右
い
て
は
大
体

『
中
論
』
は

「因
と
縁
と
に
よ
つ

て
生
じ
る
こ
と
」
ま
た
は

「縁
に
よ

つ
て
生
じ
る
こ
と
」
を
説
く
と
考

え
て
い
た
ら
し
い
。

ま
た
西
洋

の
学
者

の
中
に
も
、
小
乗
の
縁
起
と
区
別
さ
る
べ
き
は
ず

の

『
中
論
』
の
縁
起
を
同
様
に
解
す
る
人
が
少
く
な
い
。

『
中
論
』
の

縁

起

も

普

通

d
e
p
e
b
d
e
n
t
 
o
r
i
g
i
b
a
t
i
o
b
,
 p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
b
y
 
c
a
u
s
e
s
,

d
a
s
 

a
b
h
a
b
g
i
g
e
 
E
b
t
s
t
e
h
e
n
,
 
l
a
 

c
a
u
s
a
t
i
o
b
 

d
e
p
e
b
d
a
n
t
e
 
e
t

(
2
)

c
o
b
d
i
tio
b
e
lle

な

ど

と

訳

さ

れ

て

い
る
。

と

こ

ろ

が
縁

起

を

こ

の
よ

う

に

「
因

と

縁

と

に

よ

つ
て
生

ぜ
ら

れ

る

こ
と
」

と

み

る

な
ら

ば
、

解

釈

上

す

こ

ぶ
る

困

難

な
問

題

に

遭

遇

す

る
。

『
中

論
』

は

一
方

に
お

い

て

「
因

縁

所

生

」

を

認

め

な

が

ら
、

他

方

に

お

い
て

は

こ
れ

を

排

斥

し

て

い

る
。

そ

の

著

し

い

例

は

第

一
章

(
観
因
縁
品
第

一
)
お

よ

び

第

二
十

章

(観
因
果
品
第
二
十
)

で
あ

り
、

い

つ

れ
も

諸

法

が

因

と

縁

と

に

よ

つ
て
生

ず

る

と

云

う

説

を

極

力
攻

撃

し

て

い
る
。

一
方

で
は

承

認

し

他
方

で
は
排

斥

し

て

い
る

と

い
う

此

の
矛

盾

を

一
体

ど

の
よ

う

に
解

釈

す

べ
き

で
あ

ろ
う

か
。

そ

こ

で
先

づ

思

い

つ
く

の
は

p
r
a
t
it
y
a
sa
m
u
tp
a
d
a

と

い
う

語

を

(
3
)

ク

マ
ー

ラ
ヅ

ー

ヴ

ァ
は

「
衆

因

縁

生

法
」

な

ど

と

訳

し

て

は

い

る

が
、

「
中

論
」

に

お

け

る

「
縁

起
」

の
意

義
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「
衆

の
因

と

縁

と

に

よ

つ

て
生

ぜ

ら

れ

る
」

と

い
ふ
意

味

に
解

釈

し

て

は

な

ら

な

い

の

で
は

な

か

ろ

う

か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

れ

を

『
中

論

』

の
原

文

に
当

つ

て
み

る

と

容

易

に

理
解

し

得

る
。

第

十

七

章

第

二
十

九

詩

句

に

お

い

て
、

業

は

縁

に

よ

つ
て

生

ぜ

ら
れ

た

も

の

(
p
r
a
t
y
a
y
a
s
a
m
u
tp
a
m

a
)

で
は

な

い
、

と

さ

れ

て

い
る
。

と

こ

ろ

が

『
中

論

』

全

体

か

ら

い
え

ば
、

あ

り

と

あ

ら

ゆ

る

も

の
は

(
し

た

が

つ

て
業

も

)
縁

起

せ
る

も

の

(
p
r
a
t
it
y
a
s
a
m
u
t
p
a
m

a
)

で
あ

る
。

故

に

「
縁

に

よ

つ
て
生

ぜ
ら

れ

た

」

(
p
r
a
t
y
a
y
as
a
m
u
tp
a
m

a
)
と
、
「
縁

起

し

た

」
(
p
r
a
t
it
y
a
s
a
m
u
t
p
a
n
b
a
)
と

は

区

別

し

て
考

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

両

語

の

チ

ベ

ッ
、ト
訳

を

み

る

に
、

前

者

は

r
k
y
e
b
-l
a
s
 b
y
u
n
-

b
a

と
訳

さ
れ
、

後

者

は

r
t
e
b
-
c
in
 h
b
r
e
l
-
p
a
r
 h
b
y
u
n
と

訳

さ

れ
、

(
4
)

両
者
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
が
両
者
を
区
別
し
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
区
別

を
示
す
に
適
当
な
訳
語
が
見

つ
か
ら
な
か

つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
し

も
、
「
縁
に
よ
つ
て
生
ぜ
ら
れ
た
」
を
意
味
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
別

の
原
語
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
前
述
の

p
ra
ty
a
y
a
-

(
5
)

s
a
m
u
t
p
a
m

a

の

外

に

h
e
tu
p
r
a
t
y
a
y
a
s
a
m
b
h
n
t
a

あ

る

い

は
、

(
6
)

h
e
t
u
p
u
a
t
y
a
y
a
ja
b
it
a

が

用

い
ら

れ

る

で

あ

ろ

う
。

こ
れ

ら

は

皆

な

有

為

法

に

関

し

て
用

い
ら
れ

る
語

で
あ

る
。

故

に

『
中

論

』

に
お

け

る

「
縁

起
」

「
縁

起

し

た
」

と

い
う

語

は

こ
れ

ら

と

区

別

し

て

理
解

さ

れ

ね

ば

な
ら

な

い
。

縁

起

の
原

語

の
前

半
、
す

な

わ
ち

p
r
a
t
it
y
a
を

中

観

派

は

「
縁

に
よ

つ
て
」

と

い

ふ
意

味

に

は
解

し

て

い
な

い
。

説

一
切

有

部

に
お

い

て

は

「
縁

り

て
」

p
r
a
t
ity
a

と

は

「
縁

を

得

て
」
(
p
r
a
ty
a
y
a
m
 
P
r
a
p
y
a
)

(
7
)

の
意

味

で

あ

つ
た

が
、

中

観

派

に

よ

る

と
、

P
r
a
p
y
a
,
 ap
ek
s
y
a
,

(
8
)

u
p
a
d
a
y
a
,
 
a
sr
ity
a

と

同

義

で
あ

り
、

論

理
的

な

依

存

関

係

を

意

味

し

て

い
る

と

さ

れ

て

い
る
。

ま

た

チ

ベ

ッ
ト

訳

か
ら

み

て
も
、

こ
れ

ら

は

皆

な

(
la
)
 b
r
te
b
 b
a
s
ま

た

は
(
la
)
 b
r
t
e
b
 c
in
と

訳

さ

れ

て

い
る

か

ら
、

チ

ベ

ッ
ト

の
翻

訳
者

も

こ

れ

ら

は
同

義

で
あ

り
、

論

理
的

関

係

(
9
)

を
示
す
も

の
と
解
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
た
が
つ
て

「縁

つ
て
」

(
p
ra
tity
a
)
を
「原
因
に
よ
つ
て
」
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

故
に

『
中
論
』
の
縁
起
を

「
縁
に
よ
つ
て
起
る
こ
と
」

と
解
釈
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
中
観
派
は

「縁
起
」
を
ど

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
次
に
こ
れ
を
論
じ
た
い
。

第

二
節

相

互

依

存

『
中
論
』
の
主
張
す
る
縁
起
と
は
相
依
性
(
相
互
依
存

id
a
m
p
r
a
t
y
-

ay
ata
)

の
意
味

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

『
中
論
』

の
詩
句
の

中
に
は
相
依
性
と
い
う
語
は

一
度
も
出
て
来
な
い
が
、
し
か
し
縁
起
が
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相
依
性
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
註
釈
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

例
え
ば
第
八
章

(観
作
作
者
品
第
八
)
に
お
い
て
は
、
行
為
と
行
為
主

体
と
が
互

い
に
離
れ
て
独
立
に
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
証
明
し
た
あ
と
で
、

『
行
為

に
よ
つ
て
行
為
主
体
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
行
為
主
体
に
よ

つ

て
行
為
が
は
た
ら
く
。
そ
の
他
の
成
立
の
原
因
(
sid
d
h
ik
a
ra
n
a)
を

(
1
)

わ

れ

わ
れ

は
見

な

い
。
』
(
八
.

一
二
)

と
結

ん

で

い
る
。

す

な

わ

ち

行

為

と

行

為

主

体

と

は

互

い
に

相
依

つ
て

成

立

し

て

い
る

の

で
あ

り
、

相

依

性

以

外

に
両

者

の
成

立

し

得

る

理

由

は

考

え

ら

れ

な

い
と

い

う
意

味

で
あ

る
。

チ

ャ
ン

ド

ラ
キ

ー

ル

テ

ィ

の

註

に
よ

る

と

こ

の
詩

句

は

「
陽

炎

の

よ
う

な
世

俗

の
事

物

は

相

依

性

の

み

を

承

認

す

る

こ
と

(
id
a
m
p
r
a
t
y
a
y
a
t
a
m
a
tr
a
b
h
y
u
p
a
g
a
m
a
)

に

(
2
)

よ
つ
て
成
立
す
る
。
他
の
理
由
に
よ
つ
て
は
成
立
し
な
い
。
」と
い
う
こ

と
を
説

い
て
い
る
と
い
う
。
故
に
こ
の
詩
句
の
意
味
す
る

「甲
に
よ
つ

て

(p
r
atity
a
)
乙
が
あ
り
、
乙
に
よ
つ
て
甲
が
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と

を
相
依
性
と
命
名
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
と
思
う
。

ま
た
第
十
二
章

(観
苦
品
第
十
二
)
に
お
い
て
は
、
苦
が
自
ら
に
よ
つ

て
作
ら
れ
た
、
他
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
、
自
と
他
と
の
両
者
に
よ

つ
て

共
に
作
ら
れ
た
、
無
因
に
し
て
作
ら
れ
た
、
の
い
ず
れ
で
も
な
い
こ
と

を
証
明
し
た
あ
と
で
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
し
て

結
ん
で
い
る
。

『
上
述
の
四
句

(自
作
、
他
作
、
共
ハ作
、
無
因
作
)
を
離
れ
た

「行
為
と

行
為
主
体
と
の
観
察
の
章
」
(観
作
作
者
品
)
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た

規
定
に
よ

つ
て
、
す
な
わ
ち
相
依
性
の
み

の
意
味
な
る
縁
起
の
成
立

(
3
)

に

よ

つ
て
、
〔
諸

の

こ
と

が

ら

の
〕

成

立

が

承

認

さ

れ

ね

ば

な

ら

ぬ
。
』

故

に

『
中

論

』

の
主

張

す

る

縁

起

と

は

「
相

依

性

の
み

の
意

味

な

る

縁

起
」

(
id
a
m
p
r
a
t
y
a
y
a
t
a
m
a
t
r
a
r
th
a
p
r
a
t
it
y
a
s
a
m
u
t
p
a
d
a
)
で
あ

る

と

い
う

こ
と

は
疑

い

な

い
。

こ
れ

と
同

じ
意

味

の

こ
と

を

他

の
箇

所

に

お

い

て
も

述

べ
て

い
る
。

『
相

依

性

の
み

(
id
a
m
p
r
a
t
y
a
y
a
t
a
m
a
tr
a
)

に

よ

つ
て
世

俗

の
成

立

(
s
a
m
v
r
t
e
h
 s
id
d
h
i)
が

承

認

さ

れ

る
。

し

か

る

に

四
句

を

承

認

す

る

こ
と

に
よ

つ
て
は

〔
成

立

し

〕

な

い
。

何

と

な

れ

ば

有
自

性

論

(
s
a
s
v
a
b
h
a
v
a
v
a
d
a
)

の

〔
欠

陥

〕

が

随

伴

す

る

が

故

に
。

そ

う

し

て
そ

の

こ
と

は

正

し
く

な

い

が

故

に
。

実

に

相
依

性

の

み

(
id
a
m
-

p
r
a
t
y
a
y
a
t
a
m
a
tr
a
)

を

承

認

す

る

な

ら

ば
、

原

因

と

結

果

と

の
互

い

に
相

依

れ

る

が

故

に

(
a
b
y
o
b
y
a
p
e
k
sa
t
v
a
t
)
自

性

上

の
成

立

は

(
4
)

存

し

な

い
。

(
s
v
a
b
h
a
v
ik
i
 s
id
d
h
ir
 b
a
s
ti
)
』

ま

た
、

チ

ャ

ン

ド

ラ

キ

ー

ル

テ

ィ

は

そ

の

著

『
中

観

に

入

る

論

』

「
中

論
」

に

お

け

る

「
縁
起
」
の
意
義
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(
g

a
d
h
y
a
m
a
k
a
v
a
t
a
r
a
)

に

お

い

て
、

「
相

依

性

の

真

理

」
(
h
d
i-r
t
e
b

h
b
y
u
n
-b
a
h
i
 d
e
-n
id
 
H
i
d
a
m
p
r
a
t
y
a
y
a
t
a
t
a
t
t
v
a
)

を

強

調

し

て

い

(5
)

る
。こ

の
よ
う
に
中
観
派
が

縁
起
を
相
依
性
の

意
味
に
観
じ
て
い
る
以

上
、
種
々
の
縁
起
の
系
列
に
共
通
な
根
本
思
想
を
示
す
と
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
の

「
こ
れ
が
あ
る
と
き
、
か
れ
が
あ
る
。
こ
れ
が
生
ず
る
か
ら
、

か
れ
が
生
ず
る
」
云
々
と
い
う
句
も
そ
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば

(
6
)

な
ら
な
い
。
小
乗
仏
教
の
諸
派
に
お
い
て
は
種

々
な
る
解
釈
が
行
わ
れ

て
い
た
が
、
大
体
十
二
支
が
順
を
追
う
て
時
間
的
に
生
起
す
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
と
解
す
る
傾
向
が
強
か
つ
た
し
、
ま
た

『中
論
』
註
釈

(
7
)

か
ら

み

て
も

反

対

者

は
時

間

的

生

起

関

係

と
解

し

て

い
た
。

と

こ

ろ

が

中

観

派

の
解

釈

は

こ
れ

と

載

然

た

る

対

立

を

な

し

て

い
る
。

チ

ャ

ン
ド

ラ

キ

ー

ル
テ

ィ
は

「
こ

れ

が

あ

る

と

き
、

か

れ

が

あ

る
。

あ

た

か
も

短

が

あ

る

と

き

に

長

が

あ

る

が

如
く

で
あ

る
。
」

(
a
s
m
in
 s
a
t
id
a
m
 
b
h
a
v
a
t
i
 h
r
a
s
v
e
 d
ir
g
h
a
m
 
y
a
t
h
a
 s
a
ti)
と

(
8
)

説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
は
注
目
す
べ
き
主
張
で
あ
る
。
小
乗
仏
教
に
お

い
て
は
、

縁
に
よ
つ
て
起
る
こ
と
、
時
間
的
生
起
関
係
を
意
味
す
る
と

解
さ
れ
て
い
た
こ
の
句
が
、
中
観
派
に
お
い
て
は

「
あ
た
か
も
短
に
対

し
て
長
が
あ
る
が
ご
と
し
」
と
か
、
あ
る
い
は

「長
と
短
と
の
如
し
」

(
9
)

(
d
irg
h
a
h
ra
sv
a
va
t)
之
い
う
よ
う
に
全
く
法
と
法
と
の
論
理
的
相
関

関
係
を
意
味
す
る
庵
の
と
さ
れ
る
に
至
つ
た
。

長
と
短
と
が
相
依

つ
て

そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
、
諸
法
は
相
互
に
依
存
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
れ
は
法
有

の
立
場
に
お
い
て
は
絶

対
に
許
さ
れ
な
い
説
明
で
あ
る
。
有
部
は
長
と
短
と
は
相
依
つ
て
い
る

(
10
)

走
は
考
え
な
い
で
、
独

立
な
「長
と
い
ふ
も
の
」
d
irg
h
ad
ra
v
y
a
「短

と
い
ふ
も

の
」を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
色
境
の
中
の
形
色
(sa
m
sth
a
n
a
-

r
n
p
a
)
の
中
に

「長
」
「短
」
と
い
う
法
を
認
め
、
「長
」
「短
」
と
い
う

「
あ
り
か
た
」
を
実
体
視
し
て
い
る
。
し
た
が

つ
て
「長
と
短
ど
の
如
し
」

と
い
う
表
現
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
例

え
ば

『倶
舎
論
釈
論
』
梵
文
の

中
の
縁
起
を
説
く
部
分
を
見
て
も

「長
と
短
と
の
如
し
」
と
か

「あ
た

か
も
短
に
対
し
て
長
が
あ
る
が
如
し
。
」
と
い
う

説
明
は

一
度
も
見
当

ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
中
観
派
は

「
こ
れ
が
あ
る
と
き
、
か
れ
が
あ
る
云
々
」

と
い
う
句
を
相
依
、

す
な
わ
ち
論
理
的
相
関
関
係
を
意
味
す
る
も
の
と

解
し
た
め

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
問
題
が
起
る
。

『
中
論
』
め
詩
句
の
中

に
は

「此
が
あ
る

と
き
、
か
れ
が
あ
る
。
」
と

い
う
句
を

否
定
し
て
い

る
詩
句
が
あ
る
。
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『
無

自

性

な

る

諸

の
存

在
(
有

)
に
は

有

性

が

存
在

し

な

い
が
故

に

こ

の

こ
と

が

あ

る

と

き
、

こ

の

こ
と

が

あ

る

と

い
ふ

こ

と

は
可

能

で

は

な

い
。
』

(
一
・
一
〇
)

b
h
a
v
a
b
a
m
 

b
ih
s
v
a
b
h
a
v
a
n
a
m
 

b
a
 
s
a
t
ta
 
v
id
y
a
t
e
 y
a
ta
h

s
a
t
id
a
m
 
a
s
m
ib
 b
h
a
v
a
t
ity
 
e
t
a
b
 n
a
iv
o
p
a
p
a
d
y
a
t
e
.

こ

こ

に
お

い

て
わ

れ

れ

れ

は

当

惑

を
感

ず

る

の

で
あ

る

が
、

し

か
し

註

釈

を

み

る

な

ら

ば
、

こ

の
疑

問

も

氷

解

し

う

る
。

チ

ャ

ン
ド

ラ

キ

ー

ル

テ

ィ

の
註

に
よ

る

と
、

(
11

)

と
あ
り
、

ま
た
青
目
の
釈
に
よ
る
と
、

『
経
説
二十
二
因
縁
一
。
是
事
有
故
是
事
有
。

此
則
不
レ
然
。
何
以
故
。

諸
法
従
二
衆
縁
一生
故
自
無
二
定
性
噌
自
無
二定
性
哺故
、
無
レ
有
二有
相
】
。

ヘ

へ

も

へ

有
相
無
故
。
何
得
レ言
二
是
事
有
故
是
事
有
一
。是
故
無
二
増
上
縁
一
。

(
12
)

仏

随

三
凡
夫

分
二
別

有

無

一故

説
。
』

と

い
う
。

故

に

「
是

事
」
(
a
s
m
i
m)
を

原

因
(
k
a
r
a
n
a
)
と

み

な

し
、
「
是

事

」

(
id
a
m
)
を

結

果

(
k
a
r
y
a
)
と

解

す

る

解

釈

を

排

斥

し

た

の

で
あ

る
。

す

な
わ

ち

「
こ
れ

が

あ

る

と

き
、

か

れ

が

あ

る
」

と

い
う
句

は
、

四
縁
の
中
の
増
上
縁
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く

て
、
論
理
的
な
相
依
相

関
関
係
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
は
主
張

し
た
の
で
あ
る
。
第

一
章

(観
因
縁
品
第
一
)
で
は
こ
の
前
の
第
七
、
八

九

の
詩
句
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
因
縁

・
等
無
間
縁

・
所
縁
縁
を
否
認
論

破
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
第
十
詩
句
が
増
上
縁
を
論
破
し
て
い
る
こ
と

は
疑
な
い
。
故
に
小
乗
諸
派
の
よ
う
に
こ
の
句
が
増
上
縁
を
意
味
す
る

と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
の
排
斥
す
る
と
こ
ろ
と

な
つ
た
が
、
前
述
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
の
よ
う
に
こ
の
句

が
法
と
法
と
の

論
理
的

相
関
関
係
を

意
味
し

て
い
る
と

解
す
る
な
ら

ば
、
正
し
ぐ
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
の
真
意
を
得

て
い
る
と
云
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
前
述
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ

ィ
の
説
明
と

『中
論
』
第

一
章
第
十
詩
と
は
少
し
も
矛
盾
し
な
い
。

こ
の
相
依
性
、
す
な
わ
ち
諸
法
の
相
依
相
関
関
係
を
明
す
の
が
実
に

『中
論
』
の
主
要
目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
種
々
の
論
法
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
『
中
論
』
の
最
初
に
述
べ
て
く
れ

て
い
る

<
八
不
>
に
関

す
る
諸
註
解
書
の
証
明
も
こ
の
相
依
を
明
す
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
あ
る
が
、

い
ま
別
に
例
え
ば
浄
と
不
浄
と
を
問
題
と
し
て
考

へ
て
み

よ
う
。『

浄
に
依
存
し
な
い
で
は
不
浄
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
(
不
浄
)
に
縁

「
中

論
」

に

お

け

る

「
縁

起
」
の
意
義
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教

文

化

(
13
)

つ
て
浄
を

わ
れ
ら
は
説
く
。
故
に
浄
は

不
可
得
で
あ
る
。
』
(二
一二
・

一
〇
)

『
不
浄
に
依
存
し
な
い
で
は
浄
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
(
浄
)
に
縁

つ

(
14
)

て
不
浄
を
わ
れ
ら
は

説
く
。
故
に
不
浄
は
存
在
し
な
い
。』
(
二
一二
.

一

一
)

浄
と
不
浄
と
は
概
念
上
は
全
く
別
な
も
の
で
あ
り
、
浄
は
あ
く
ま
で

も
浄
で
あ
り
、
不
浄
で
は
な
く
、
ま
た
不
浄
は
ど
こ
ま
で
も
不
浄
で
あ

つ
て
浄

で
は
な
い
。
両
者
を
混
同
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
浄
と
不
浄
と
が

そ
れ
ぞ
れ

自
身
の
本
質

(自
性
)
を
持
つ
な
ら

ば
、
す
な
わ
ち

ey
is
teb
tia
と
し
て
存
す
る
な
ら
ば
、
浄
は
不
浄
を
離

れ
て
も
存
在
し
、
ま
た
不
浄
は
浄
と
は
独
立
に
不
浄
と
し
て
存
在
す
る

こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
浄
も
不
浄
も
と
も
に
自
然
的
存
在
の

「あ
り
か
た
」
で
あ
る
か
ら
、
独
立
に
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が

一
本
の
木
と

一
個
の
石
と
い
う
二
つ
の
自
然

的
存
在
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
両
者
は
互
い
に
独
立
無
関
係
で
あ
る

と
い
う

こ
と
は
言

い
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
古
代
イ
ン
ド
人
が

問
題
と
し
て
い
た
の
は
自
然
的
存
在
の
領
域
で
は
な
く
て
法
の
領
域
で

あ
る
。

し
た
が
つ
て
浄
と
不
浄
と
い
う
二
つ
の

「あ
り
か
た
」
に
つ
い

て
考
え
る
な
ら
ば
、
両
者
は
互
い
に
無
関
係
で
は
あ
り
得
ず
、
互
い
に

他
を
予
想
し
て
成
立
し
て
い
る
。
浄
は
不
浄

に
依
つ
て
浄
で
あ
り
、
不

浄
は
浄
に
よ
つ
て
不
浄
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
両
者
は
独
立
に
は
存
在

し
な
い
。

こ
の
相
依
の
思
想
は
中
観
派
の
書
に
し
ば
し
ば
出
て
来
る
と
こ
ろ
の

<
父
と
子
>
と
の
例
に
よ
る
説
明
を
み
る
な
ら
ば

一
層
明
瞭
に
な
る
。

(
15
)

(例

え
ば

『
百
論
』
『廻
謹
論
』
『
大
智
度
論
』
『
菩
提
行
経
』
な
ど

に
出

て
来
る
。
)

自

然

的

存

在

の
領

域

に

お

い

て

は

父

が
あ

つ
て
子

が

生

ま

れ

る

の

で
あ

る

か

ら
、

父

は
能

生

で
あ

り
、

子

は
所

生

で
あ

る
。

逆

に
子

が

父

を

生

む

こ
と

は

有

り

え

な

い
。

と

こ
ろ

が

「
あ

り

か

た
」

と

し

て

の
父

と

子

と

を

問

題

と

す

る

と
、

そ

う

は

い
え

な

い
。

父

は
子

を

生

じ

な

い
間

は

父

で
は

有

り
得

な

い
。

(
s
a
(
p
ita
)
 ca
 n
a
 p
u
tr
a
m
 
y
a
v
a
j
 j
a
b
a
y
a
t
i

(
16
)

t
a
v
a
t
 
p
ita
iv
a
 n
a
 b
h
a
v
a
ti
.)
 
子

を

生

ず

る

こ

と

に

よ

つ

て

こ

そ

(
17
)

(
p
u
t
r
a
jg

a
n
a
s
a
p
e
k
sa
t
v
a
t)

始

め

て

父

と

い

い
得

る
。

父

と

子

と

は

互

い

に
相

依

つ
て

い
る

(
it
a
r
e
t
a
u
a
s
r
a
y
a
n
a
)

の

で
あ

る

か

ら
、

互

い

に
独

立

な

父

と

子

と

を

考

え

る

こ
と

は

で
き

な

い
し
、

ま

た

父

が

子

を

生

じ

る
と

い
う

こ
と

も

あ

り
得

な

い
。

一
切

の
法

は
相

依

相

関

に

お

い

て
成

立

し

て

い
る
、

と

い
う

の

で
あ

る
。

い
ま

チ

ャ

ン
ド

ラ
キ

ー

ル
テ

ィ
の
註

を

み

る
と
、

こ

の
相

依

説

を

種

々

の
表

現

に
よ

つ

て
説

明

し

て

い
る
。

す

で

に
述

べ
た

よ
う

に

一
切

の
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法

は

「
長

と

短

と

の

ご

と

く
」
(
d
ir
g
h
a
h
r
a
s
v
a
v
a
t
)
あ

る

い
は

「
短

と

長

と

の
ご

と

く

」

(
h
r
a
s
v
a
d
ir
g
h
a
v
a
t
)
相

依

つ
て

い
る

と

も

い

い
、

あ

る

い
は

「
彼

岸

と

此

岸

と

の
ご

と

く
」
(
p
a
r
a
-a
v
a
r
a
v
a
t)
あ

る

い
は

「
種

子

と

芽

と

の
ご

と

く

」

(
b
ija
n
k
u
r
a
v
a
t
)

相

関

関

係

に

お

い

て

(
18
)

成

立

し

て

い

る
と

も

い
う
。

あ

る

い
は

ま

た

諸

の

事

物

は

あ

た
か

も

燈

(
p
r
a
d
ip
a
)
と

闇

(
a
b
d
h
a
k
a
r
a
)

と

の
ご

と

く

互

い

に
相

関

概

念

(
19
)

(
p
r
a
t
id
v
a
b
d
v
in
)

と

な

つ

て
存

在

し

て

い
る

と
も

説

明

し

て

い

る
。

(
20
)

要

す

る

に
諸

法

は

互

い
に

相
依

つ
て

い

る
(
p
a
r
a
s
p
a
r
a
p
e
k
s
a
)
の

で
あ

り
、

例

え

ば

認

識

方

法

と

認

識

の
対

象

と

に

つ
い

て

い
え

ば

『
そ
う

し

て

そ
れ

ら

は

互

い

に
相

依

る

こ
と

に
よ

つ
て
成

立

し

て

い

る

(
t
a
n
i
 c
a
 p
a
r
a
s
p
a
r
a
p
ek
s
a
y
a
 s
id
h
y
a
n
t
i)
。

認

識

方

法

が

あ

れ

ば

認
識

対
象

た

る
も

の

が
あ

る
。

認

識

対

象

た

る
も

の
が

有

れ

ば

認
識

方

法

が
あ

る
。

実

に
認

識

方

法

と
認

識

対
象

と

の
本

性

上

の

(
21
)

成

立

は

存
在

し

な

い
。

(
n
o
.
.
.
s
v
a
b
h
a
v
ik
i
 s
id
d
h
ih
)
』

と

い

い
、

ま

た

『
先

師

は

互

い

に
相

依

る
成

立

に

よ

つ

て

(
p
a
r
a
s
p
a
r
a
p
e
k
s
a
y
a

(
22
)

s
id
d
h
y
a
)

両

者

を
成

立

さ

せ

た
。
』

と

も

い
う
。

こ
れ

を

術

語

で
ま

と

め

て

い
え

ば
、

諸

の
存
在

の

「
相

依

」
(
p
a
r
a
s
-

(
23
)

(
24
)

p
a
r
a
p
ek
sa
)

「
互

い

に

相

依

つ

て

い

る

こ

と

」
(
it
a
r
e
s

r
a
p
ek
sa
t
v
a
)

「
相

依

に

よ

る

成

立
」

(
p
a
r
a
s
p
a
r
a
p
ek
sa
 
s
id
d
h
ih
,
 p
a
r
a
s
p
a
r
a
,

(
25
)

p
e
k
s
ik
i
 s
id
d
h
ih
,
 ab
y
o
b
y
a
p
e
k
sik
i
 s
id
d
h
ih
)

を

主

張
す

る

の
が

『
中

論

』

の
中

心
問

題

な

の

で
あ

つ
た
。

次

に

こ
れ

ら

の
諸

語

の
漢

訳

を

み

る

に

ク

マ
ー

ラ

ジ

ー
ヴ

ァ
は
青

目

釈

を

訳

す

に
当

つ
て

「
相

待
」

「
相

因

待
」

「
因

待

」
「
相

因

」
等

の
字

を

用

い

て

い

る
。

上

述

の
説

明

に

「
相

依

」

と

い
う

訳

語

を
度

々
用

い

た

の

は
宇

井

博

士

が

使

用

さ

れ

た

の
に

順

じ

た

の

で
あ

る

が
、

青

目

釈

に

は
出

て
来

な

い
よ

う

で
あ

る
。
し

か
し

『
中

論

琉

』

を

み

る
と

「
相

依

」

(
26
)

と
い
う
語
は
頻
繁
に
出
て
来
る
。
そ
の
相
依

の
用
例
を
見
る
と
、
稀
に

(
27
)

は

s
a
m
p
r
a
y
u
k
t
a

の
意

味

に
用

い

て
あ

る

こ
と

も

あ

る

が
、

大

部

分

は
上

述

の

p
a
r
a
s
p
a
r
a
p
e
k
s
a
,
 
it
a
r
e
t
a
r
a
p
e
k
s
a
t
v
a

等

の
意

味

に
用

い
ら

れ

て

い
る
。

(
「
相
待
」
「
相
因
待
」
「
因
待
」
「
相
因
」
等

の
語
も
嘉
祥
大
師

が

し
ば
し
ば
用

い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も

な
い
。
)

嘉

祥

大

師

も

『
中

論

』
が

相

依

説

を

説

い

て

い
る

こ
と

に
充

分

留

意

し

て

『
相
待

通
二
生

死

浬

葉

三

乗

一
乗

等
万

義

一
。
相

待

若

成
万

義

成
。

相

(
28
)

待
若
壊

一
切
皆
壊
。
』

と
い
う
。

の
み
な
ら
ず
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
未
だ
充
分
に
分
類
さ
れ

て
い
な
か

つ
た
此
の

「相

待
」
と
い
う
概
念
を

種
々
に
分
類
し
て
い

「
中

論
」

に

お

け
る

「
縁

起
」

の
意

義
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密

教

文

化

る
。
第
一

の
分
類
。
<
通
待
>
と
別
待
>
。

<
通
待
>
と
は
長
と
不
長
と
の
関
係
の
如
き
を
い
う
。
す
な
わ
ち
長

と
長
以
外
の
す
べ
て
の
関
係
で
あ
り
、

一
般
的
に
い
へ
ば
甲
と
非
甲

と
の
関
係

(す
な
わ
ち
矛
盾
)
で
あ
る
。

も

ぬ

<
別
待
>
と
は
長
と
短
と
の
如
き
関
係
を
い
う
。
す
な
わ
ち
反
対
概

念
の
関
係

で
あ
る
。

一
師
は
前
者
を

「密
待
」
と
名
づ
け
、
後
者
を

「疎
待
」
と
名
づ
け

て
い
る
と
伝
え
て
い
る
。

第
二
の
分
類
。
<
定
待
>
と
<
不
定
待
>
。

<
定
時
>
と
は
例
え
ば
生
死
と

ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
、
色
と
心
と
の
関
係

の
如
き
を
云
い
、
<
不
定
待
>
と
は
、
五
尺
は
一
丈
に
対
し
て
は
短

い
が
三
尺
に
対
し
て
は
長
い
と
い
う
が
如
き
場
合

の
関
係
を
云
う
。

第
三
の
分
類
。
<

一
法
律
>
と
<
二
法
律
>
。

<
一
法
律
>
と
は

一
人
が
父
で
も
あ
り
、
ま
た
子
で
も
あ
る
が
如
き

場
合
を
云
い
、
<
二
法
待
>
と
は
長
い
物
と
短
い
も
の
と
二
法
に
関

(
29
)

し
て
い
う
場
合
で
も
あ
る
。

イ
ン
ド
の
中
観
派
の
い
う

「相
待
」
と
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
包
括
し
て

い
る
と
み
て
よ
.い
で
あ
ろ
う
。

と

の
よ
う
な
諸
存
在
の
相
依
性
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
『中
論
』
の
論

理
の
特
異
性
を
明
か
に
し
得
る
と
思
う
。
例

え
ば

『
中
論
』
に
お
い
て

・は
、
「
A
が
成
立
し
な
い
か
ら
B
が
成
立
し
得

な
い
。
」
と
い
う
論
法
が

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
<
特
質
>

(相
)が
成
立
し
な
い
か
ら
<
特
質
づ
け
ら
れ
る
も
の
>

(可
相
)
は
有
り
得
な
い
。

<
特
質
づ
け
ら
れ
る
も
の
>
が
成
立
し
な

い
か
ら
特
質
も
ま
た
成
立

(30
)

し
な
い
』

(
五
・
四
)

と
い
う
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

こ
の
論
法
は
非
常
に
多
く
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、

い
ま
例
示
す
る
と

第

一
章
五
、
七
、
八
、
十
四
後
半
、
第
二
章
二
二
、
二
三
、
第
三
章

五
後
半
、
六
後
半
、
第
四
章
五
、
第
七
章
第
二
九
、

三
三
、
第
九
章

(
31
)

(
32
)

一
一
、
第
十

一
章
二
、
第
十
四
章
八
、
第
十
六
章
五
、
七
、
第
十
七

章
二
六
、

二
七
、

二
九
、
三
〇
、
第
二
十

章
二
二
、
二
四
後
半
、
第

二
十
二
章
四
前
半
、
九
後
半
、
第
二
十
三
章
四
、
六
後
半
、
九
、
一

二
、

=
二
、

一
四
、

一
六
、
一

九
、

二

一
(
な
お
多
少
意
味
を
異
に
す

る
が
第
二
十
四
章
に
は
こ
れ
と
似
た
論
法
が
非
常
に
多
い
。
)

こ
れ
ら
の
論
法
は

一
様
で
な
い
が
、

い
ず
れ
も

一
方
が
成
立
し
な
い

か
ら
他
方
も
成
立
し
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
註
釈
中
に
も
非

常
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
、

こ
の
議
論
は
形
式
論
理
学
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
決

し
て
正
し

い
議
論
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
第
七
章

(
観
三
相
品
)
で
は

あ
ら
ゆ
る
方
法
に
よ
つ
て
有
為
法
が
実
有
な
る
も
の
と
し
て
は
成
立
し

得
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
後
で
、

『生
と
住
と
滅
と
が
成
立
し
な
い
が
故
に
有
為
は
存
在
し
な
い
。

ま
た
有
為
が
成
立
し
な
い
が
故
に
ど
う
し
て
無
為
が
成
立
す
る
で
あ

(
33
)

ろ
う
か
。
』
(七
・
三
三
)

と
い
う
が
、

一
切
法
を
分
類
し
て
有
為
と
無
為
と
の
二
つ
に
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
有
為
と
無
為
と
は
互
い
に
排
除
し
合
う
関
係
に
あ
る
以
上

有
為
が

成
立
し
な
い
と
し
て
も

無
為
は

成
立
す
る
か
も

し
れ
な
い
。

一
般
に

『
中
論
』
に
お
け
る
推
論
の
形
式
を
み
る
と
形
式
論
理
学
的
に

は

不
正
確
な
も
の
の
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
宇
井
博
士
が
指
摘
し
て
お

(
34
)

ら
れ
る
。

で
は

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
の
議
論
に
は
誤
謬
が
有
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
は
ず

で
あ
る
が
、
し
か
し

『
中
論
』
が
相
依
説
を
主
張
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
困
難
も
解
決
し
得
る
と
思
う
。

『
中
論
』

に
よ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
相
関
関
係
を
な
し
て
成
立
し
て

い
る
か
ら
、

こ
の
節
の
始
め
に
述

べ
た
よ
う
に

「甲
に
よ
つ
て
乙
が
あ

り
、
ま

た
乙
に
よ

つ
て
甲
が
あ
る
。
」
と
い
い
得
る
。
こ
れ
を

条
件
文

の
形
に
書
き
換
え
る
と
、
「
甲
が
成
立
す
る
と
き
に
乙
が
成
立
し
、
ま
た

乙
が
成
立
す
る
と
き
に
甲
が
成
立
す
る
。」

と
い
い
得
る
。
故

に

『中

論
』
お
よ
び
そ
の
註
釈
に
お
い
て

「甲
が
成
立
す
る
な
ら
ば
乙
も
成
立

す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
甲
が
成
立
し
な
い
か
ら
乙
も
成
立
し
な
い
。
」
と

い
う
議
論
が
あ
る
場
合
、
形
式
論
理
学
的
に
批
判
す
る
と
明
瞭
に
不
正

確
な
推
論
で
あ
る
が

『
中
論
』
が
相
依
説
に
立
つ
以
上
、
前
述

の
議
論

は
暗

々
裡
々

「
乙
が
成
立
す
る
な
ら
ば
甲
も
成
立
す
る
。
」と
い
う
命
題

を
前
提
と
し
て
も

つ
て
い
る
か
ら
必
ら
ず
し
も
誤
謬
と
は
い
え
な
い
。

ま
た

一
切
の
条
件
や
理
由
な
し
に
、
た
だ

「
一
方
が
成
立
し
な
い
か
ら

他
方
も
成
立
し
な
い
。
」と
主
張
す
る
議
論
も
相
依
説
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
誤
つ
た
議
論
で
無
い
こ
と
が
解
る
。
す
な
わ
ち

『
相
互
に
依
存
す
る
が
故
に
、

一
っ
の
も

の
が
成
立
し
な
い
と
き
に

(
35
)

は
、
第
二
の
も
の
も
ま
た
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
』

と
い
わ
れ
、
ま
た

『
そ
れ
故
に
、
相
互
に
依
存
す
る
が
故
に
、

一
つ
の
も
の
が
存
在
し

(
36
)

な
い
な
ら
ば
他
の
も
の
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
』

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
故
に
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
が
相
依
説
を
主
張
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
従
来
西
洋
の
学
者
に
よ

つ
て
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
は
誰
弁
を

「
中

論
」

に

お

け

る

「
縁
起
」
の
意
義
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密

教

文

化

説
い
て
い
る
と
い
う
説
が
誤
解
に
も
と
つ
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
ろ
う
。

以
上

は
縁
起
ま
た
は
相
依
と
い
う
語
の
内
容
を
論
じ
た
の
で
あ
る
が

次
に
縁
起
と
い
う
こ
と
が
い
か
な
る
範
囲
に
関
し
て
い
い
得
る
か
を
考

察
し
た
い
。

す
で
に
説

一
切
有
部
に
お
い
て
は
、
縁
起
と
は
有
情
数
に
限
つ
て
い

(
37
)

う
と
な
す
説
と
情

・
非
情
に
通
じ
て
い
う
と
な
す
説
と
二
種
行
わ
れ
て

(
38
)

い

た

が
、

い
ず

れ

に
し

て
も

縁

起

と

は

有

為

法

に

関

し

て
の

み

い

い
得

る

こ

と

で
あ

つ
た
。

そ
う

し

て
有

部

は

有

為

法

の
外

に
別

に
独

立

に
実

在

す

る
無

為

法

を

認

め

て

い
た
。

す

な

わ

ち

『
無

為

法

有

二
自

相
住

一
。』
(
=

s
v
a
l
a
k
s
a
n
a
s
t
h
it
ib
h
a
v
a
)

と

い
う
。

こ
れ

を

ヤ

シ

ョ
ー

ミ

ト

ラ

は
、

s
v
a
l
a
k
s
a
n
e
 s
th
i
ti
h
.

(
39
)

sth
ity
a
 b
h
av
ah
と
註
解
し
て
い
る
か
ら
、
無
為
法
も

「自
相
に
お
い

て
住
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
存
在
す
る
」
と
こ
ろ
の
法
で
あ
り
、
有
為
法

の
単
な
る
反
対
概
念
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
有
為
の
歓
如
で
も
な
い
。

自
相
を
有
す
る
独
立
絶
対
な
法
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て

こ
の
無
為
法
に
関
し
て
は
縁
起
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

『中
論
』
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
れ
に
対
し
て
、『
ま

た
有
為
が
成
立
し
な
い
が
故
に
ど
う
し
て
無
為
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う

か
。
』
(七
・
三
三
)
と
い
う
。
有
為
法
が
成
立
し
な
い
か
ら
無
為
法
も
成

立
し
得
な
い
と
い
う

議
論
は

中
観
派
の
書

の
う
ち
に
度
々
現
れ
て
い

(
40
)

る
。
有
為
法
も
無
自
性
で
あ
り
、
無
為
法
も
無
自
性
で
あ
り
、
両
者
は

(
14
)

相
依
相
関
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
。
し
た
が

つ
て
、

『
何
で
あ
ろ
う
と
縁
起
せ
ざ
る
法
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
い
か
な
る

(
42
)

不

空

な

る

法

も

存

在

し

な

い
。
」

(
二
四
・

一
九
)

(
『
未
曽
有

一
法
不
従
因
縁
生

是
故

一
切
法

無
不
是
空
者
。
』
)

と

い
う

し
、

ま

た

チ

ャ

ン
ド

ラ
キ

ー

ル
テ

ィ
も
同

様

に

「
縁

起

せ
ざ

「

(
43
)

る
法
は
存
在
し
な
い
。
」
と
い
う
か
ら
、
有
為
法
も

無
為
法
も

共
に

一

切
法
が
、
よ
り
高
き
相
依
と
い
う
統
一

の
下

に
お
か
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち

『
い
か
な
る
法
で
あ
ろ
う
と
も
無
為
な
る
な
の
は
実
に
ど
こ
に
も
存

(
14
)

在
し
な
い
。
』
(
二
五
・
五
後
半
)

の
で
あ
つ
て
、

ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
と
い
う
の
も
仏
と
い
う
の
も
皆
な

「
因

縁
に
属
し
」
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
大
智
度
論
』
に
よ
る
と
、

『
須
菩
提
語
二
諸
天
子
一
。我
説
仏
及
浬
葉
正
自
如
レ
幻
如
レ
夢
。
是
二

法
錐
レ妙
。
皆
従
二
虚
妄
法
一出
故
空
。
所
以
者
何
。
従
二
虚
妄
法

一故

有

二
浬

葉

一
。従

二
福

徳

智

慧

一故

有

レ
仏
。

是

二
法

属

二
因

縁

一
。
無

レ
有

二

(
51

)

実
定

一
。如
二念
仏
念
法
義
中
説
一
。』
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と
い
う
し
、
三
論
宗
で
も

『
以
二
生
死
浬
桑
凡
聖
解
惑
皆
是
仮
名
相
侍
無
ワ有
二
自
性
一
。称
為
二因

(
46
)

縁

義

一
。』

(
47
)

と
い
い
、
『中
論
』
は
要
す
る
に

『
一
切
仏
法
皆
是
因
縁
義
。
』
を
明
し

て
い
る
と
説
く
。
こ
の
よ
う
に
有
為
法
と
無
為
法
と
に
わ
た
つ
て
相
依

が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
述
の
有
部
の
縁
起
論
と
比
較
す
る

な
ら
ば
、

著
し
い
相
違
の
あ
る
こ
と
に
気
が

つ
く
。
そ
れ
ど
同
時
に
、

『
中
論
』
の
主
張
す
る
縁
起
が
後
世
シ
ナ
の
華
厳
宗
の
法
界
縁
起
の
思

想
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
法
界
縁
起
の
説
に
お
い
て

は
有
為
法

・
無
為
法
を
通
じ
て

一
切
法
が
縁
起
し
て
い
る
と
説
く
の
で

あ
る
が
、
そ
の
思
想
の
先
駆
を
わ
れ
わ
れ
は
正
し
く

『中
論
』
の
う
ち

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

シ
ナ
の
華
厳
宗
は

一
切
法
が
相
即
圓
融
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
主
張

す
る
が
、
中
観
派
の
書
の
う
ち
に
も
そ
の
思
想
が
現
わ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
註
解
に
お
い
て
は

『
一
に
よ
つ
て

一
切
を
知
り
、

一
に
よ
つ
て

一
切
を
見
る
。
』

(
48
)

(
e
k
e
b
a
 
s
a
r
v
a
m
 
j
a
b
a
ti
,
 sa
r
v
a
m
 
ek
e
b
a
 p
a
s
y
a
ti
.)

と

い

い
、

ま

た

一
つ

の

法

の

空

は

一
切

法

の

空

を

意

味

す

る

と

も

論

じ

て

い

る
。

ア

ー

リ

ヤ

デ

ー

ヴ

ァ
は

い

う
、

『
一
つ
の
も
の
の
空
を
見
る
人
は
、

一
切

の
も
の
の
空
を
見
る
人
で

あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
一

つ
の
も
の
の
空
性
は
、

一
切
の
も
の

(
49
)

の
空
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。』

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
も
同
様
に
い
う
、

『
中
観
派
は
、

一
つ
の
も
の
の
空
性
を
教
示
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る

の
と
同
様
に

一
切
の
も
の
の
空
性
を
も
教
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

(
50
)

で
あ

る
。
』

『
若

見

二
一
物

性

一

一
切

法

亦
然
。

若

解

二
一
法

空

一
、
一
切

皆

空

故
。

(
51
)

言
説
有
所
得
、
諸
所
作
皆
空
、

一
切
無
所
得
。

一
切
皆
成
就
。
』

こ
の
よ
う
に

一
(
ek
a)
と

一
切
(
sar
v
a)
と
は
別
な
も
の
で
は
な
い
。

極
小
に
お
い
て
極
大
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
極
め
て
微
小
な
る
も

の
の
中
に
全
宇
宙
の
神
秘
を
見
出
し
得
る
。
各
部
分
は
全
体
的
連
関
の

中
に
お
け
る
一
部
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
部
分
を
通
じ
て
全
体
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
実
に

『中
論
』
の
め
ざ
す
目
的
は
全
体
的
連
関
の

建
設
で
あ
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば

『中
論
』
の
説
く
縁
起
と
華
厳
宗
の
説

く
縁
起
と
は
い
よ
い
よ
以
て
類
似
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

従
来
、
華
厳
宗
の
法
界
縁
起
説
は
全
く
シ
ナ
に
お
い
て
始
め
て
唱
え
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
縁
起
と
い
う
語
の
内
容
を
変
化
さ
せ
て
、
時
間

「
中

論
」
に

お

け

る

「
縁

起
」

の
意

義
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密

教

文

化

的
観
念
を
離
れ
た
相
互
関
係
の
上
に
命
名
し
た
、
と
普
通
解
釈
さ
れ
て

来
た
が
、

し
か
し
華
厳
宗
の
所
説
は
す
で
に
三
論
宗
の
中
に
も
認
め
ら

(
52
)

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
遡

っ
て

『
中
論
』
の
う
ち
に
見
出
し
得
る
。

『中

論
』
の
縁
起
説
は
華
厳
宗
の
思
想
と
根
本
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
一
致
す

る
と
い
つ
て
よ
い
。
た
だ
華
厳
宗
の
ほ
う
が
一
層
複
雑
な
組
織
を
立
て

て
い
る
点
が
相
違
す
る
の
み
で
あ
る
、
賢
首
大
師
に
は

『十
二
門
論
宗

致
義
記
』
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
ま
た
日
照
三
蔵
か
ら
も
教
え
を
受
け

た
と
い
う
か
ら
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
か
ら
の
直
接
の
思
想
的
影
響
も

充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

法
界
縁
起
の
説
が
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
の

『中

論
』
そ
の
他
の
著
書
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
独
立
な

研
究
問
題

で
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
内
面
的
に
密
接
な
連
絡
の
あ

つ
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
は
れ
る
。

な
お
、

最
後
に
問
題
と
す
べ
き
こ
と
と
し
て

『中
論
』
の
右
に
挙
げ

た
よ
う
な
表
現
が
原
始
仏
教
聖
典
の
う
ち
に
は
見
当
ら
な
い
の
に
、
ジ

ャ
イ
ナ
教

の
聖
典
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば

ジ
ャ
イ
ナ
教
の
聖
典
で
は

『
一
の
も
の
を
知
る
人
は

一
切
を
知
る
。

一
切
の
も
の
を
知
る
人
は

(
53
)

一
の
も

の
を

知

る
。
』

と
説
き
、
同
趣
意
の
思
想
が
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
詩

(
54
)

句

に

お

い

て
も

伝

え

ら

れ

て

い
る
。

ま

た

『

一
つ
の

〔
煩

悩

を

〕

避

け

る

人

は
一

切

の

〔
煩

悩

を
〕

避

け
る
。

一
切

の

〔
煩

悩

を

〕

避

け

る

人

は

一
つ

の

〔
煩

悩

を
〕

避

け

る
。
』

と

も

い
う
。

で

は
、

ナ
ー

ガ

ー

ル
ジ

ュ
ナ
は

こ
の

よ
う

な
表

現

を

ジ

ャ

イ

ナ
教

か
ら

と

り

い
れ

た

の

で
あ

ろ

う

か
。

し

か

し

ジ

ャ
イ

ナ
教

に
関

す

る

ナ

ー
ガ

ー

ル
ジ

ュ
ナ

の
言

及

は

割
合

に
僅

少

な

の

で
、

な

お

疑

問

と
す

べ
き

余

地

が
あ

る
。

こ

の
歴

史

的

連

絡

の
解

明

は
、

今

後

の
研

究

に

ゆ

だ

ね

た

い
。

第

一
節

縁

起

の

語

義

(
註
)

(1)
 
p
ra
tity
a
sa
m
u
tp
a
d
a
…
…

因
縁
 
(
帰
敬
偶
)
、衆

因
縁
生
法

(第

二
十

四

品
第
十

八
偶
)
、
諸

因

縁

(
第
二
十
四
品
第

三
十
六
偶
)
、
因

縁

法

(
第
二
十
四
品
第

四

十
偶
)
。

a
p
r
a
tity
a
s
a
m
u
tp
a
m
a
…
…
不
二
従
レ
縁
生

一(第

二
十
四
品
第

二
十

一
偶
)
、

不
下
従
一一因
縁

一生
上
(第

二
十
四
品
十

九
偶
)
。

P
r
a
tity
a
 y
ad
 
g
h
a
v
a
t
i
…
…

若
法
従
レ
縁
生

(第
十

八
品
第
十
偶
)
、

若
法
衆
縁
生

(
第
七
品
第
十
六
偶
)
。

(2)
 
ラ
ー
ダ

ー

ク
リ

シ

ュ
ナ

ン
、
ト

マ
ス
、
ダ

ス
グ
プ
タ
、

ダ

ッ
ト
は

d
ep
e
n
-

d
eb
t
 or
ig
ib
a
ti
o
nと
訳

し
、
ダ

ッ
ト
は
或

い
は

ca
u
sa
l
 la
w

と
も

訳
し
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プ

ー

サ

ン
は
、

p
ro
d
u
ction
 b
y
 ca
u
sem
 (
E
R
E
.
 M
a
d
h
y
a
m
ik
a
 の
項

参

照

)

と
訳

し
、

ワ

レ
ー
ザ

ー

は
 
d
ss
 ab
h
an
g
ige
 E
b
tste
h
eb

と

訳

し
、

ヴ

ァ

ィ
デ

ィ

ヤ
ば

L
a
 c
au
sa
tig
 
d
ep
eb
d
a
b
te
 e
t
 com
d
ition
elle
 と

訳

し

て

い
る
。

(A
ry
a
d
ev
a
,
 p
.
 29
)
.

(3)
 

『
般

若

灯
論

釈

』

は

「縁

起
」

と

訳

し

『
大
乗

中

観

釈

論

』

は
惟

浄

訳

の
部

分

も
、

法

護

訳

の
部

分

も

「
縁

生

」
と

な

つ
て

い

る
。

(4)

「
。フ
ー

サ

ン
博

士
出

版

本

の
脚
註

に
採

録

し

た
も

の

に

よ

る
。

(5)
 
例

え

ば

M
e
r
 2
6
0
,
 
N
.
 
1
 (
P
k
r
s
k
a
)
.
 ま

た

M
e
r
.
 
p
.
 
3
4
2
,
 
l
.
4
で

は
、

s
k
a
b
d
h
a
h
 s
a
m
sk
rs

tv
a
d
 d
h
etu
p
r
a
ty
a
y
a
sa
m
b
h
u
ta
 
u
ep
ad
a
sth
it
i
-

b
h
g

g
a
lak
s
an
a
h
.
 と

い
う
。

な

お

『
中

論

』

第

十

五

品
、

第

一
偶

参

照
。

(6)
 
例

え
ば

A
K
V
.
 P
.
 1
2
,
 l
.2
2

で

は

h
e
tu
p
ra
ty
a
y
a
ja
b
ita
 r
u
p
a
d
a
y
a
h

sa
m
s
k
r
ta
h

と

い
う
。

ch
.
 M
v
r
 
p
.
 

2
7
5
,
 N
.
 
2

(7)(8)

N
ire
a
n
g
 p
.
 19
5
,
 hoo
t-m

te
 
4
.
 
論

理
的

関

係

を

示

す

と

さ
れ

て

い
る
。
)

u
p
a
da
y
a
=
a
s
rity
a
 (M
e
r
.
 p
.
 52
7
.
 N
.
 
1
4
,
 

p
.5
2
1
,
 
N
.9)
 h
a
p
ek
sy
a

(M
e
r
.
 
p
.
 52
80
,
 N
.1
.)

(9)
 
p
r
at
ity
a
 は

『
中

論

』

の
詩

句

に
お

い
て

は
大

体

…
…

(la
)
 brte
b
 (b
a
s)
と

訳

さ

れ

u
p
a
d
a
y
a
は

b
r
ten

b
a
s
と

訳

ざ

れ

て

い
る
。

(
第

二
十

四
章

第

十
、

八

詩

M
er
.
 
p
.
 

5
0
2
,
 ho
o
t
-
o
te
 2
.)
 a
sr
it
y
a

は
…

…

la
 b
r
te
 b

c
in

と

訳

さ
れ

て

い
る
。
(
池

田
教

授

『
西

蔵

語
読

本

』

所

載

『
般

若

心
経

』

チ

ベ

ッ
ト

文

に

よ

る
)第

二
節

相

互

依

存

(
註
)

(1)(2
)

(3
)

(4
)

(5)
 
M
a
d
h
y
a
m
a
k
a
v
a
t
a
r
a
 
v
l
.
 
1
.
 p
.
 7
2
,
 N
.
 
2
.
 こ

れ

を

P
.
 7
3
,
 l
.
 
8で

は
、

r
t
e
b
 
c
i
n
 
h
b
r
e
l
 p
a
r
 h
b
y
u
n
 
b
a
 
N
a
b
 
m
o
h
i
 d
e
 
n
id
 
H
g
a
m
b
h
i
r
a
p
r
a
-

t
i
t
y
a
s
a
m
u
t
p
a
d
a
s

t
t
v
a
 
と

書

き

換

え

て

い

る
。

な

お

h
d
i
 r
t
e
n
 
h
b
y
u
n
 
b
a
h
i
 N
a
b
 
m
o
h
i
 d
e
 n
id
 
を

N
.
 A
i
y
a
s
w
a
m
i

s
a
s
t
r
i
 (
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 
O
r
i
e
n
t
a
l
 
R
o
s
e
a
r
c
h
,
 
I
I
I
.
)
 

は

id
a
m
p
r
a
t
i
t
y
a
-

「
中
論
」

に
お
け
る

「
縁
起
」

の
意
義
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密

教

文

化

u
d
g

a
v
a

と

還

元

し

て

い

る
が
、

プ

ー

サ

ン
の

id
a
m
p
r
a
ty
a
y
a
s
s
ttv
a

と

い
う

推

定

に
従

つ
て
お

く
。

(6)
 

こ
れ

に

つ
い

て
は
、

い
ず

れ

他

の
機
会

に

詳

し
く

論

ず

る

こ
と

に
し

た

い
。

(7)
 
C
h
.
 M
er
.
 p
.
 54
,
 
l
l
.
 

9
-
1
0
.

(8)
 
M
e
r
.
 p
.
 10
,
 N
.
7
こ
の

文
句

は
元

来

バ
ー

ヴ

ァ
ヴ

ィ
ヴ

ェ
ー

カ

の
説

と

さ

れ

て

い
る

が
、

チ

ャ

ン
ド

ラ
キ

ー

ル
テ

ィ
は

こ
れ

に
対

し

て
、

汝

(
チ

ャ

ン

ド

ラ

キ
ー

ル
テ

ィ
)

は
種

々
異

説

を

立

て

て
ブ

ッ
ダ

パ
ー

リ

タ
を

攻

撃

し

て

い

る
が
、

こ
れ

が
汝

の
根

本

思

想

で

あ

る

な
ら

ば
、

結

局

わ
れ

わ

れ

の
考

と

一
致

す

る

で
は

な

い
か

と

い

つ
て

い
る

の

で
あ

る
。

(M
er
.
 p
.
 1
0
,
 
NN
.
 
8

-
9)

ス
チ

ェ
ル

バ

ツ

コ
ー

イ

の
訳

文

も

こ

の
よ
う

に
解

し

て
い

る
。

故

忙
、

縁

起

を

長

と
短

と

の
よ

う

な
相

関

関

係

と

み

な
す

点

で
は
、

バ
ー
ヴ

ァ
ヴ

ィ
ヴ

ェ

ー

カ

も

チ

ャ

ン
ド

ラ
キ

ー

ル
テ

ィ
も

一
致

し

て

い

る
。

(9)
 
d
irg
h
a
h
r
a
sv
a
v
a
t
.
 M
er
.
 p
.
 
4
5
8
,
 
l
.
1
4
;
 

p
.
 
52
9
,
 
l
.
 
4
;
 

p
.
 
4
5
9
,
 
l
.
 
9
.

h
ra
sv
a
d
irg
h
av
a
t
.
 M
er
.
 p
 2
5
2
,
 N
.
 
1
2
;
 p
.
 
4
5
8
,
 
l
.
 

1
4
.

『
ラ

ン
カ

ー
ヴ

ァ
タ

ー

ラ
』

(
楊

伽

経

)

の

次

の
説

明

も

こ

れ

を
受

け

て

い

る

の
で
あ

ろ

う
。

(10)(11)(12)
 
大
正
蔵

三
〇
巻

三
ペ
ー
ジ
中
。

(13)

(14)(15)
 
。
『
内
日
。
不
レ
然
。

子
故
父
。
鶴
妬
若
未
レ
生
レ
子
不
二名
為

レ父
。

子
生
然
後

為

レ父
。
』
(
『
百
論

』
破

一
品
、

大
正
蔵
、
光
巻

一
七
四
ペ
ー
ジ
上
。
)

・
『
因
縁
亦
空
。

因
縁

不
レ定
故
。

讐
如
二
父
子

一
。
父
生
故
名
為

レ子
。

生

レ
子
故
名
為
レ
父
。
』
(『
大
智
度
論
』
三
十

一
巻
、
大

正
蔵
、
廿

五
巻
二
九

〇

ペ
ー
ジ
上
。
)

『
無

父

定

無

子

欲

子

生

何

得

有

父

而

有

子

彼

二
法

亦

爾
。
』

(

『
菩

提

行
経

』

巻

四
、

大

正
蔵
、

珊

二
巻
、

五

五
九

ペ
ー

ジ

中
。
)

こ
れ

を
、

プ

ラ

ジ

ニ
ャ

ー
カ

ラ

マ
チ

は
註

釈

し

て
次

の

よ
う

に

い
う
。

p
u
tr
a
ja
n
a
b
a
sa
p
ek
sa
tv
a
d
 a
sy
a
 v
y
a
p
a
d
e
sa
sy
a
.
 S
r
h
i
 k
u
s
h

p
u
tra
sy
a
 sa
m
b
h
a
v
a
h
.
 (B
Q
A
P
.
 p
.
 
5
2
7
,
 N
.
 
1
8
.)

或

い

は
ま

た

『
も
し
も

父
に
よ

つ
て
子
が
生

ぜ
ら
れ
、

ま̀
た
そ

の
子
に
よ

つ
て
父
が
生

ぜ

ら
れ
る

の
で
あ

る
な
ら
ば
、

し
か
ら
ば
汝
は
説
明
せ
よ
、
-

そ
の
両
者

の

う
ち

で
何
者
が
何
者
を
生
ず
る
の
で
あ
る
か
。
』
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『
そ
れ

ら

両

者

と
も

に
父

と

子

と

の
特

質

を

取

る

が
故

に
、

そ
れ

に

関

し

て

わ

れ

ら

は
疑

を

い
だ
く
。

汝

は

説

明

せ

よ
-

そ

の
う
ち

で
誰

が

父

で

あ

る

の
か
?

誰

が

子

で
あ

る

の
か
?

』
.

(V
ig
r
a
h
a
e
y
a
e
a
r
tam
i
,
 ed
.
 by
 A
.
 K
u
b
s
t
,
 
v
v
.
 
4
9
;
 

5
0
.)

『
為

是
父

生

子

為

是

子
生

父

何

者

是
能

生

何

者

是

所
生
。

』

(

『
廻

謹
論

』

第

二
十

八

偶
、

大

正

蔵
、

量

二
巻

二
〇

ぺ

ー
ジ

中
-

下
。
)

『
為

何
者

是
父

為

何

者

是

子

汝

説

此

二

種

父

子

相

可

疑
。

』

(
『
廻

謹

論

』
第

二
十

九

偶
、

右

二
同

ジ
。
)

(16)
 
註

11
参

照
。

(17)

『
因

縁

亦

空
。

因
縁

不

定

故
。

讐

如
父

子
。

父

生

故
名

為

子
。

生

子

故
名

為

」

父
。
』

(

『
大

智

度
論

』
大

正

蔵
、

二
五

巻

二
九

〇

ペ
ー

ジ
上
。
)

(18)
 
d
irg
h
ah
r
a
sv
a
sv
a
v
a
t
,
 hra
sv
a
d
ir
gq
h
a
v
a
t
に

つ
い

て
は

註

9
参

照

p
a
ra
v
a
ra
v
a
t
.
 (M
e
r
.
 p
.
 
4
5
80
,
 N
.
 
1
2
;
 p
.4
5
9
,
 
l
.
 

9
.)
;
 b
ija
n
k
m

a
v
a
t
.

(M
e
r
.
 p
.
 
4
5
8
;
 
l
.
 
2
1
;
 
p
.
 
2
5
2
,
 
l
.
 

H
1
.)

(19)
 
シ

ャ
イ

エ
ル
は

p
r
a
tid
v
a
b
d
v
ib
を

K
o
b
t
ra
d
ik
to
r
is
ch
e
r
 Q
eg
e
n
sa
s

と

訳

し

て

い

る
。

(A
u
sg
eu
a
h
lte
 k
a
p
ite
l
,
 
E
in
leitib
g
,
 
S
.
X
X
。)

モ

ニ

エ

ル
、

ウ

イ

リ

ア

ム

ス
の
辞

書

は

p
r
a
tid
v
a
n
d
v
ib
を

p
ra
tid
v
a
b
d
v
a

と

同

義

に
解

し
、

こ
れ

を

op
p
o
mit
i
o
nと

訳

し

て

い

る
。

チ

ャ

ン
ド

ラ

キ

ー

ル
テ

ィ

の
註

に

は
時

々
出

て
来

る
語

で
あ

る
。

例

え

ば
、

有

と
無

(M
e
r
.
 
p
.
 
2
6
9

N
.
 
1
4
.

)
、輪

廻

と

ニ
ル
ヴ

ァ
ー

ナ

(M
e
r
.
 p
.
 
2
8
7
,
 
l
.
 

1
5
fh
.)
、灯

と
闇

(N
er
.

p
.
 
2
80
2
,
 N
.
 
1
5
,
 

p
.1
5
4
,
 
l
.
 

1
0)

と

は

p
r
a
tid
v
a
b
d
v
ib

で
あ

る

と

い
う
。

故

に

い
ま

こ
れ

を
相

関
概

念

と

訳

し

て
お

い

て
も

差

支

え

な

い
で

あ

ろ
う
。

(20)
 
M
er
.
 p
.1
80
9
,
 N
.
 5
.

(21)(22)(23)(24)(25)(26)

『
中
論
疏
』
(
六
三
八

ぺ
ー
ジ
下
、

五
八
九

ペ
ー
ジ
上
、

五

一
九

ペ
ー
ジ
上
、

五
八
五
ペ
ー
ジ
上
)

(27)

『
中
論

疏
』
(
五
八
五
上
)

(28)

『
中
論

疏
』
、
六

五
ニ
ペ
ー
ジ
下
。

ア
リ

(29)

『
但
相
待
二
多

門
。
有
二
通
別
定
不
定

一
法

二
法

一
。
通
待
者
。

若
長
待
二
不

長

一
自
レ
長
之
外
並
是
不
長
。
別
待
者
如
二
長
待
ウ
短
。

一
師
亦
名
レ
此
為
二疎

密
相
待

一
。
若
長
短
相
待
名
為
二
疎

待

一
。
長

待
二
不
長

一
。
翻
是
密
待
。

以
三

即
レ長
論
二
不
長

一故
。

不
長
望
レ
長
此
即
為
レ
密
。

長
短
相
望
即
是
二
法
。

是

ス
ル
ハ

以
名

レ
疎
。

故
山
中
薔

語
云
。
成
レ
瓶
之
不
レ
瓶
。
成
レ
青
之
不
レ
青
。

即
指
レ

瓶
為

二
不
瓶

一
。
故
不
瓶
成

レ
瓶
也
。

定
待
者
。
如
下
生
死
待
二
浬
葉

一
及
色
心

カ
タ
ド
ツ
テ

相

待

上名

為

二定

待

一
。
不

定

待
者
。

如

下
五

尺

形

二
一
丈

一為

レ
短

待

二
三
尺

一為

上
レ長
。

名

二
不

定

待

一
。
一
法

待

者
。

如

二

一
人
亦

父
亦

子

一
。

二
法

待

者
。

如

二
長

短

両

物

一
。』

(
『
中
論

疏

』

六

五

ニ

ペ

ー

ジ
下
。

)

(30
)
 lek
sa
n
a
 Ia
sa
m
p
ra
v
rt
ta
u
 ca
 b
a
 la
k
sy
a
m
 
u
p
a
p
a
d
y
a
t
,
 

la
k
s
y
a
sy
a
m

p
a
p
a
ts
u
 c
a
 la
k
sa
n
a
sy
a
p
y
 a
sa
m
b
h
a
v
a
h
.

『
相

法

無

有

故
。

可
相

法

亦

無
。

可

相

法

無

故
。

相
法

亦

復

無
。
気

羅

什

訳

)

「
中
論
」
に

お
け
る

「
縁
起
」
の

意
義
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密

教

文

化

(31)
 
註

釈

に
よ

る
。

(32)
 
u
t
p
a
d
a
sth
itib
h
a
n
g
a
b
a
m
 
a
sid
d
h
er
 b
a
s
ti
 m
a
m
sk
rs

m
,

s
a
m
s
k
rs

sy
a
p
ra
s
id
d
h
a
u
 c
a
 k
a
th
a
m
 
se
tsy
a
ty
 d
ad
m
sk
r
s
m

(33)
 
宇

井

博

士

『
国

訳

中
論

』

解

題

二
八

ペ
ー

ジ
。

(34)
 
is
r
es
r
a
s
ra
y
at
v
a
d
 e
k
a
sy
a
sid
d
h
au
 d
v
it
iy
a
sy
a
p
i
 a
sid
d
h
ih
.

(B
Q
A
P
.
 p
.
 52
7
.
 
ll
.
 
1
2
-
12
.)

(35)
 
a
ta
 is
r
es
r
a
sr
a
y
a
n
a
d
 ek
a
b
h
a
v
a
d
 a
n
y
a
s
r
a
b
 a
v
a
h
 sy
a
t
.

(b
O
A
P
.
 p
.
 52
80
,
 l
.
 
4
.

)

(36)
 
三

世

両

重

の
因

果

に
よ

る
解

釈

あ

る

い
は

分

位
縁

起

の
説

が

そ

れ

で
あ

る
。

(37)

『
上
座

言
、

縁

起

有

レ
ニ
。

一
有

情

数
、

二
非
有

情

』

(

『
順

正

理
論

』
第

二

五

巻
大

正
蔵
、

二
九

巻

四

八

ニ

ペ
ー

ジ

上
。
)

(38)

『
倶
舎

論

』

五
巻
、

十

二
枚

左
。

(39)(40)
・
『
有
為
法
空
故
、

当
レ
知
無
為
浬
葉
法
亦
空
。

何

以

故
。

此
五
陰
。
更

不
レ

生
二
余

五
陰

一
。是
名
二
浬
葉

一
。五
陰
本
来

自
空
。

何
所
滅

故
。
説
名
二
浬
契

一
。

又
我
亦
復
空
。

誰
得
二
浬

葉

一
。復
次
無

生
法
名

二
浬
禦

一
。
若
生
法
成
者
。

無
生
法
亦
応
レ
成
。

生
法
不
レ成
。

…
…
因
二
生
法

一
故
名
二
無
生

一
。若
生
法

不
レ
成
、
無
生
法
云
何
成
。

是
故
有
為
無
為
及
我
皆
空
。
』

(
『十

二
門
論
』
大
正
蔵
、

光
巻
、

一
六
〇
ペ
ー
ジ
中
。
)

・
『
生
住
滅
空
故
、
有
為

法
空
。

有
為
法

空
故
、

無
為
法

亦

空
。

因

二
有
為

一

故
有

二無
為

一
。
有
為
無
為
法
空
故
、

一
切
法
皆
空
。
』
(
『十

二
門
論
』
大
正

蔵
、

光
巻

一
六

ニ
ペ
ー
ジ
下
、
お
よ
び

一
六

三
ペ
ー
ジ
中
。
)

・
『
錐
三
常
法
仮
名
二
無
為

一
。
以
レ
理
推
レ
之
。
無

常
法
尚
無
レ
有
。

何
況
常
法
不

可
見
不
可
得
者
。
』
(
青
目
釈
、
大
正
蔵
、

光
巻
、
光

五
ペ
ー
ジ
上
。
)

嘉
祥
大
師
も

こ
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
う
け
と

つ
て
い
る
。

『
有
為
空

故
無
為
亦
空
。

為
無

為
空
故

ゆ

一
切
法
畢

寛
空
。

即
是

諸
法
実

相
。
』
(
『
中
論

疏
』

五
九
〇

ペ
ー
ジ
下
。

)

其

の
他
第
七
品
第
三
十

三
偶

に
対
す
る
註
を
み
る
と
、
皆

ど
の
註
釈
も
同
様

の
議
論
を
述

べ
て
い
る
。

(41)
 
ス
チ

ェ
ル
バ
ツ
コ
イ
は
次

の
よ
う

に
云
う
。

「
小
乗
で
は

存
在

(ex
isten
ce
)

は
有
為
と
無
為
と
に
分
類
さ
れ
、
両
者
と
も

に
実
在

(r
ea
litie
s)
と
さ
れ
て

い
た
。
し
か
る

に

〔
大
乗

で
は
〕

い
ま
や
両
者
共

に
窮
極

に
お
い
て
は
実
在

す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
ず
、
両
者
共

に
相
関

(R
ela
tiv
ity
)
と
い
う

よ
り
高

き
統

一
の
も
と

に
も
た
ら
さ
れ
た
。
」
と
。

(Bu
u
d
d
h
ist
 N
ir
e
a
n
a
,
 
p
.
 
4

2
.)

ダ

ッ
ト
も
同
様

に
い
う
。

(D
u
et
:
 
A
sp
ec
ts
 o
f
 M
a
h
a
y
a
m
 
B
u
d
d
h
ism
,

p
.
 2
2
2
.
)

(42)
 

a
p
ra
t
ity
a
 a
m
u
tp
an
b
o
 d
h
a
rm
a
h
 k
a
scin
 b
a
 v
id
y
a
te
 y
a
s
m
a
t

ea
s
m
a
d
 a
su
b
y
o
 h
i
 d
h
a
r
m
a
h
 k
a
s
cib
 b
a
 v
id
y
a
te
.
プ

ー

サ

ン
の
出

版

本

に

は

a
p
ra
tity
a
 sa
m
u
tp
a
b
m

と

離

し

て

あ

る
が
、

チ

ベ

ッ
ト
訳

に
は

g
a
n
 P
h
y
ir
 r
ten
 h
b
y
u
n
 m
a
 y
i
n
 p
a

と
あ

る
か

ら

続

け

て
書

い

た

ほ
う

が

よ

い
。

す

な

わ

ち

「
縁

ら

ず

し

て
起

れ

る
」

で

は
な

く

て

「
縁

起

せ
ざ

る

」

の
意

味

で
あ

る
。

(43)
 
y
o
 h
y
 
a
p
r
a
t
i
t
y
a
s
a
m
u
t
p
a
m
o
 

d
h
a
rm
a
h
 sa
 b
a
 sa
m
v
id
y
a
te
.

(M
e
r
.
 p
.
 
5
0
5
,
 l
.
 
4
.
)

(44
)
 
nasam
skrs
 hi
 vidyate
 bhavah
 kva
 caba
 kascam
.
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『
終

無

レ
有

一二

法
。

而

是

無

為

者

一
。』

(45)

『
大

智

度

論

』

五
十

五
巻

(大

正

蔵
、

二

五
巻

四
四

九

ペ
ー

ジ
上
-

中
。
)

(46)
 

『
中

論

疏

』

三

〇

ペ

ー

ジ
上
。

(47)

『
中

論

疏

』

三

〇

ペ
ー

ジ
上
。

(48)
 
M
e
r
.
 p
.
 
2
80
 l
.
 15
.
 
S
a
m
a
d
h
i
r
a
j
a
s
u
t
r
a

の
引

用

で

あ

る
と

し

て
あ

る
。

こ
れ

と

同
趣

意

の
文

章

は

A
b
h
is
am
ay
a
la
n
h
a
ra
lo
h
a

(ed
.
 by
 
w
o
g
i
h
a
r
a

)
,
 p.
 
9
0
9
,
 ll
.
 
8
-
1

1
に
も

出

て

い
る
。

(49)(50)(51)

『
大

乗

中

観

釈
論

』

(大

正

蔵
、

冊

巻

一
四
四

ペ
ー

ジ
下

)
。

な

お

チ

ャ

ン
ド

ラ
キ

ー

ル
テ

ィ

の
註

に

引

用
し

て
あ

る

次

の
詩

句

も

こ

の
思

想

を
示

す

と

み

て
よ

い

で
あ

ろ

う
。

ek
a
sy
a
 b
h
a
sa
m
a
b
a
sy
a
 s
a
rv
e
 b
h
a
sa
n
t
i
 b
ir
m
ita
h
.

ck
a
sy
a
 tu
sn
im
b
h
u
ta
sy
a
 sa
rv
e
 tu
sn
im
b
h
a
v
a
b
ti
 h
i
.

(
M
cr
.
 p
.
 
2
2
1
,
 l
.
 5
な

お

プ

ー

サ

ン
の
註

参

照
。
)

(52)
 
既

述

の

相
待

の
思

想

は

皆

な

こ
れ

と

・関

係

が
あ

る
。

ま

た

『
三
論

玄

義

』

の
中

に

は

『
華

厳

経

』

第

五
、

四
諦

品

の
文

を

引

い

て
次

の

よ
う

に

い
う
。

(

『
三
論

玄

義

』

八

三
枚
左
。
)

『
一
中

解

二

切

一
。
無

量

中
解

レ
一
。
故

一
法

得
下
以

二
一
切

法

一為
上
レ
義
。

一
切

法

得
下
以
二
一
法

一
為

上
レ
義
。
』

(53)(54)

以

上

の

二

つ

の

詩

句

は

己Q
y
a
d
e
a
d
a
m

a
n
j
a
r
i
 (
C
h
o
w
k
h
a
m
b
a
 
s
a
b
s
k
r
it

a
e
r
i
e
s
,
 p
p
.
 
4
.
 

1
1
2
)
 
(B
o
m

b
a
y
 
s
a
b
s
k
r
i
t
 S
e
r
i
e
s
,
 N

o
.
 L
X
X

X

1
1
1
,

p
p
.
 
4
;
 9
2
)
;
 O
u
n
a
r
a
t
b
a
 
a
d
 
S
a
d
d
a
r
s
a
n
a
s
a
m
u
c
c
a
y
a
 
(
B
ib
l
i
o
t
h
e
c
a

H
bld
io
a
,
 p
.
 
2
2
2
)
 (
C
h
o
u
k
h
a
m

b
a
 
s
a
b
s
k
r
i
t
 s
c
r
ie
s
,
 N
o
.
 
2
7
,
 p
.
 
42
.)
に

引

用

さ

れ

て

い

る
。

(
v
.
 
B
h
a
e
s

c
h
a
r
y
y
a
:
 B
h
a
a
p
r
a
h
a
s
a
,
 p
.
 2
0
9
.)

(55)
 

A
y
a
r
a
n
g
a
,
 I
,
 2
,
 
4
,
 
2
.
 

(e
d
.
 b
y
 
s
c
h
u
b
r
i
n
g
,
 p
.
 1
7
,
 l
.
 1h
.)

「
中
論
」
に

お
け
る

「
縁
起
」

の
意
義

-121-


