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※
本
稿
は
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
古
文
書
研
究
所

刊
行
の
定
期
刊
行
物
﹃
東
洋
の
諸
国
と
民
族
﹄
第
36
巻

︱
東
洋
の
宗
教
︵
モ
ス
ク
ワ
、
ナ
ウ
カ
、
二
〇
一
五
年
、

三
四
二
︱

三
六
一
頁
︶С

ТРАН
Ы

 И
 Н

АРО
ДЫ

 ВО
С

ТО
К

А, 
В

ы
п. X

X
X

V
I, Религии на В

остоке (М
осква: Н

аука —
 

В
осточная литература, 2015, cc. 342-361) 

に
掲
載
さ
れ

た
論
文 Е.П

.О
стровская, О

браз учителя В
асубандху в 

буллийской традиции и научном дискурсе. 

の
邦
訳
で
あ

る
。
な
お
︹　

︺
は
邦
訳
に
際
し
て
の
補
注
で
あ
り
、
適
宜
、

見
出
し
を
付
し
た
。

〔
要
旨
〕

　

本
稿
は
、
初
期
中
世
イ
ン
ド
の
高
名
な
仏
教
僧
の
一
人
で
あ
る

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
︹Vasubandhu 

世
親
︺︵
四
︱

五
世
紀
︶
の
哲
学

的
実
践
の
足
跡
研
究
の
問
題
を
扱
う
。
彼
の
著
作
に
は
、
北
部
小

乗
︵H

īnayāna

︶
部
派
で
あ
る
毘
婆
沙
師
︵Vaibhāṣika

︶
と
経
量

部
︵Sautrāntika

︶、
さ
ら
に
大
乗
仏
教
︵M

ahāyāna

︶
の
瑜
伽
行
派

︵Yogācāra

︶
の
見
解
を
学
術
的
に
理
解
す
る
た
め
の
資
料
が
豊
富
に
あ

る
。
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
で
彼
の
思
想
が
い
か
に
形
成
さ
れ
発
展
し
た
の

か

︱
そ
の
諸
段
階
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る

仏
教
哲
学
・
仏
教
思
想
の
発
展
の
特
徴
が
わ
か
る
。
本
稿
で
筆
者
は
、

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
関
す
る
学
術
論
争
の
重
大
な
き
っ
か
け
を
示
し
つ

つ
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
大
乗
仏
教
へ
転
向
し
た
時
期
に
つ
い
て
、
彼

の
伝
記
を
修
正
し
得
る
よ
う
な
新
た
な
研
究
成
果
に
着
目
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
初
期
中
世
イ
ン
ド
の
仏
教
哲
学
、
毘
婆
沙
師
、
ヴ
ァ

ス
バ
ン
ド
ゥ
、
瑜
伽
行
派
、
大
乗
、
経
量
部
、
北
部
小
乗

　
　
　

寄
稿　

エ
レ
ー
ナ
・
Ｐ
・
オ
ス
ト
ロ
フ
ス
カ
ヤ

佐
藤
裕
子　

訳

仏
教
の
伝
統
と
論
書
に
お
け
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
人
物
像
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は
じ
め
に

　

初
期
中
世
イ
ン
ド
の
傑
出
し
た
思
想
家
の
一
人
で
あ
る
法
師（１
）

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
と
り
わ
け
中
央
ア
ジ
ア
と
東
ア
ジ
ア
諸

国
で
尊
崇
さ
れ
る
高
名
な
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
、
今
日
の
仏
教

伝
統
の
な
か
に
姿
を
現
し
て
い
る
。
彼
の
著
作
は
幾
世
紀
も
前

に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
中
国
語
・
チ
ベ
ッ
ト
語
・
日
本
語

に
翻
訳
さ
れ
、
イ
ン
ド
半
島
を
超
え
た
地
域
で
多
く
の
註
釈
書

が
生
ま
れ
、
今
日
で
も
そ
れ
が
仏
教
僧
向
け
の
高
等
教
育
の
学

習
科
目
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
対
す
る
学
術
的
関
心
は
二
十
世
紀
初
頭

に
起
こ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
宗
教
思
想
・
宗
教
哲
学
を
発
展
さ

せ
て
き
た
多
様
な
学
派
に
お
け
る
文
化
史
上
の
現
象（２
）を
仏
教
研

究
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
、
仏
教
学
の
分
野
で
前
面
に
押
し
出

さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
と
い

う
名
前
で
著
述
さ
れ
た
諸
テ
ク
ス
ト
は（３
）、
歴
史
哲
学
的
に
優
れ

た
名
著
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
思
想
内
容
が
あ
ま
り
に
も
多
岐

に
わ
た
る
た
め
に
学
術
論
争
の
的
と
な
っ
て
き
た
。
強
調
す
べ

き
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
本
人
の
著
作
に

仮
に
同
じ
名
前
を
冠
し
た
別
人
が
書
き
加
え
た
創
作
物
だ
と
し

た
ら
、
そ
の
理
論
的
立
場
が
根
本
的
に
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
論
じ
た
二
大
小
乗
派
と
　
　

瑜
伽
行
派

　

大
部
な
分
量
を
も
つ
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
著
作
は
、
北
部

小
乗
部
派（４
）の
思
想
体
系
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
部
派
と

は
、
三
蔵（５
）の
中
の
第
三
部
で
あ
る
論
蔵
、
す
な
わ
ち
阿
毘
達

磨
︵
ア
ビ
ダ
ル
マ
、A

bhidharm
a

︶
（
６
） 

の
教
説
を
め
ぐ
る
論
争
の

過
程
で
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
、
毘
婆
沙
師
お
よ
び
経
量

部
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
大
部
派
に
つ
い
て
ヴ
ァ
ス
バ
ン

ド
ゥ
が
論
じ
た
総
合
的
な
主
要
書
で
あ
る
﹃
阿
毘
逹
磨
倶
舍

論
﹄︵A

bhidharm
akośakārikā

︶
と
、
そ
れ
を
自
ら
註
釈
し
た

﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
釈
﹄︵A

bhidharm
akośabhāṣya

︶
に
よ
っ

て
、
彼
は
傑
出
し
た
思
想
家
と
し
て
の
名
を
一
躍
高
め
た
が
、

こ
の
二
書
が
極
め
て
相
反
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
は
注
目
に

値
す
る
。
第
一
の
論
書
に
は
、
首
尾
一
貫
し
て
説
一
切
有
部

︵Sarvāstivādin

︶
の
毘
婆
沙
師
の
見
解
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
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ち
な
み
に
、
こ
れ
は
厳
格
な
カ
シ
ミ
ー
ル
有
部
に
属
す
る
。
第

二
の
註
釈
書
で
は
、
こ
の
毘
婆
沙
師
の
体
系
で
最
重
要
と
さ
れ

る
概
念
規
定
の
多
く
が
、
経
量
部
の
立
場
か
ら
の
抜
本
的
批
判

を
受
け
て
い
る
。

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
自
ら
論
じ
た
こ
れ
ら
の
書
の
中
で

は
、
唯
識
派
︵Vijñānavāda
︶
が
典
拠
と
し
て
築
い
た
唯
識

の
教
学
が
四
つ
の
小
品
に
明
確
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、﹃
大
乗
成
業
論
﹄︵K

arm
asiddhiprakaraṇa

︶、﹃
唯
識

二
十
論
﹄︵V

iṃ
śatikāvijñaptim

ātratāsiddhi
︶、﹃
唯
識
三
十
頌
﹄

︵Triṃ
śikāvijñaptim

ātratā

︶、﹃
三
性
論
﹄︵Trisvabhāva-nirdeśa

︶

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
書
の
中
で
記
さ
れ
た
概
念
は
、
ア
サ
ン

ガ
︹A

saṅga

無
著
、
四
世
紀
︺
が
創
始
し
た
大
乗
仏
教
の
瑜
伽

行
派
の
哲
学
的
見
解
の
教
義
上
の
核
心
と
な
っ
た
。

　
﹁
唯
識
派
﹂
と
い
う
用
語
は
、
こ
の
瑜
伽
行
派
の
第
二
の
名

称
と
し
て
使
わ
れ
始
め
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
あ
た
か
も
実

兄
で
あ
る
無
著（７
）と

と
も
に
こ
の
部
派
を
創
始
し
た
か
よ
う
な
存

在
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
。

毘
婆
沙
師
、
説
一
切
有
部

　

ヴ
ァ
ス
ハ
ン
ド
ゥ
の
哲
学
的
実
践
を
文
化
史
的
文
脈
か
ら
解

明
す
る
た
め
に
は
、
ヴ
ァ
ス
ハ
ン
ド
ゥ
が
自
身
で
展
開
し
た
論

説
の
視
点
で
、
彼
の
所
属
部
派
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
す
る
必

要
が
あ
る
。
毘
婆
沙
師
は
当
初
か
ら
説
一
切
有
部
と
呼
ば
れ
て

い
た
。
こ
の
名
称
は
、
阿
毘
達
磨
の
中
の
教
説
が
文
書
︹
註
釈

書
︺
と
し
て
記
録
さ
れ
た
時
に
現
れ
た
。
こ
の
部
派
は
、
阿
毘

達
磨
に
関
す
る
主
要
問
題
の
研
鑽
の
指
導
的
立
場
を
務
め
た
。

そ
れ
は
、
認
識
、
感
情
・
感
性
、
活
動（８
）な

ど
、
生
き
と
し
生
け

る
も
の
の
個
々
の
経
験
を
絶
え
ず
構
成
す
る
要
素
と
し
て
の
ダ

ル
マ
の
理
論
を
扱
う
。
説
一
切
有
部
は
、
過
去
・
未
来
・
現
在

の
三
世
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
自
性
︵svabhāva

︶ 

と
独
自
の

特
徴 

︵svalakṣana

︶ 

を
も
っ
た
客
観
的
な
本
質
と
し
て
、
あ
ら

ゆ
る
宇
宙
の
法
と
秩
序
が
実
存
す
る
と
い
う
命
題
を
、
自
ら
の

基
本
思
想
の
な
か
に
掲
げ
た
。

　

説
一
切
有
部
は
、
こ
の
教
義
を
よ
り
詳
細
に
研
究
し
て
い
く

過
程
で
、
既
存
の
経
典
の
解
釈
に
対
し
て
批
評
的
な
立
場
を

と
っ
た
。
こ
の
姿
勢
に
よ
れ
ば
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
教
説
を
文
字

通
り
に
理
解
す
る
こ
と
も
、
論
書
的
な
分
析
方
法
を
使
う
こ
と
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も
必
要
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
教
主
の
言
葉
は
た
だ
﹁
意
味
に
導

く
﹂
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
お
り
、
つ
ま
り
、
そ
れ
を
会
得

で
き
る
能
力
の
あ
る
聴
衆
だ
け
に
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
釈
迦
牟
尼
の
崇
高
な
説
法
を
理
論
的
に
理
解

す
る
た
め
に
は
、﹁
要
約
﹂︵vibhāṣa

︶︹
さ
れ
た
論
説
︺
に
つ
い

て
討
論
し
、
そ
の
註
釈
を
入
れ
る
過
程
で
形
成
さ
れ
た
特
別
な

解
釈
法
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
部
派
の

第
二
の
名
称
で
あ
る
﹁
毘
婆
沙
師
﹂︵Vaibhāṣika

︶
の
根
拠
が

見
え
て
く
る
。

　

説
一
切
有
部
の
中
心
地
と
な
っ
た
の
が
カ
シ
ミ
ー
ル
国
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
に
か
け
て
膨
大
な

量
︹
の
論
説
︺
が
ま
と
め
ら
れ
、
註
釈
書
と
し
て
﹃
阿
毘
達
磨

大
毘
婆
沙
論
﹄︵
以
下
、﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
と
表
記（９
）︶
が
作
成
さ
れ

た
。
共
同
作
成
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
こ
の
註
釈
書
に
は
、﹁
譬
喩

者
﹂︵dārṣṭāntika

︶）
（1
（

 

を
含
む
初
期
仏
教
部
派
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
が
反
映
さ
れ
た
。﹁
譬
喩
者
﹂
は
そ
の
後
、
経
典
を
重
ん
じ

そ
れ
を
基
準
︵
量
︶
と
す
る
部
派
と
見
な
さ
れ
、
第
二
の
名
称

で
あ
る
﹁
経
量
部
﹂︵Sautrāntika

︶
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
。

譬
喩
者
、
経
量
部

　

譬
喩
者
の
起
源
に
関
し
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ

の
祖
師
は
ク
マ
ー
ラ
ラ
ー
タ
︹K

um
āralāta

鳩
摩
羅
駄
︺
と
さ

れ
る
が
、
彼
の
生
涯
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
部
派

の
僧
た
ち
は
、
説
一
切
有
部
と
違
い
、
仏
陀
の
教
説
や
教
訓
の

解
釈
の
問
題
に
関
し
て
阿
毘
達
磨
の
論
説
の
権
威
を
退
け
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
宗
教
的
地
位
は
認
め
な
か
っ
た
。

　

経
量
部
は
、
独
自
の
哲
学
体
系
を
完
成
す
る
ま
で
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。
彼
ら
の
実
証
的
・
理
論
的
見
解
を
収
録
し
た
文
献

は
、
今
日
ま
で
や
は
り
見
つ
か
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
彼
ら

は
、
律
︵V

inaya

︶
を
構
成
す
る
﹃
ジ
ャ
ー
タ
カ
︵
本
生
譚
︶﹄

と
﹃
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
文
献
︵
譬
喩
譚
︶﹄
と
い
っ
た
、
教
訓
的

で
興
味
深
い
物
語
の
経
典
や
例
証
を
も
と
に
判
断
す
る
こ
と
を

主
張
し
、
説
一
切
有
部
に
抗
論
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
説
一

切
有
部
は
、
教
主
は
さ
ま
ざ
ま
な
教
養
水
準
の
衆
生
が
集
ま
る

場
で
、
衆
生
の
理
解
力
に
表
現
方
法
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
自
身

の
説
法
や
教
訓
を
述
べ
て
い
た
と
い
う
状
況
を
経
量
部
に
対
し

示
し
た
。
同
様
に
、
経
典
や
﹃
ジ
ャ
ー
タ
カ
﹄、﹃
ア
ヴ
ァ
ダ
ー

ナ
文
献
﹄
は
、
法
︵
ダ
ル
マ
︶
の
理
論
的
な
議
論
の
た
め
に
作
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ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
教
主
の
教
え
は
、
阿
毘
達
磨
の
論
説
の

中
で
だ
け
厳
格
な
解
釈
が
許
さ
れ
る
と
指
摘
し
た
。

　

経
量
部
が
派
生
し
た
時
代
に
、
実
際
に
は
第
二
の
名
称
で
あ

る
﹁
譬
喩
者
﹂
の
ま
ま
で
通
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
の
分
析
を
論

拠
と
す
る
現
代
の
研
究
者
は
、
次
の
よ
う
な
き
わ
め
て
興
味
深

い
事
実
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
シ
ミ
ー
ル
有
部
の
主

張
に
対
す
る
経
量
部
か
ら
の
批
判
が
、﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
釈
﹄

で
十
九
項
目
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
譬
喩
者
の
主
張
も
ま
た
二

度
反
証
を
受
け
て
い
る
と
い
う
の
だ
）
（（
（

。
別
の
言
葉
で
言
う
と
、

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
経
量
部
と
譬
喩
者
を
同
一
視
せ
ず
、
譬
喩

者
に
は
ま
っ
た
く
賛
同
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

言
及
す
べ
き
は
、﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
が
カ
シ
ミ
ー

ル
有
部
側
か
ら
猛
烈
な
反
駁
を
呼
び
起
こ
し
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
説
一
切
有
部
の
擁
護
者
で
あ
る
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ

︹Saṅghabhadra

衆
賢
︺
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
著
作
に

対
す
る
答
弁
と
し
て
挑
戦
的
な
論
書
で
あ
る
﹃
阿
毘
達
磨

順
正
理
論
﹄︵A

bhidharm
anyāyānusāriṇī

︶
を
著
し
、
ま
た

あ
る
無
名
の
著
者
は
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
釈
﹄
へ
の
反
論

に
向
け
ら
れ
た
批
判
的
な
論
書
で
あ
る
﹃
阿
毘
達
磨
燈
論
﹄

︵A
bhidharm

adīpa

、﹁
阿
毘
達
磨
の
灯
﹂
と
い
う
意
︶
を
発
表
し

て
い
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
続
い
て
い
た
経
量
部
に
関
す
る
学

術
的
論
争
で
は
、﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
の
出
現
ま
で
は
、﹁
経

量
部
﹂
と
い
う
用
語
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
原
典
の
中
で

深
く
研
究
・
考
察
さ
れ
て
い
な
い
と
の
結
論
に
達
し
た
）
（1
（

。
経
量

部
の
特
徴
を
も
つ
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
が
成
立
し
た
時
代

に
、
経
典
だ
け
で
な
く
、
大
乗
の
経
典
）
（1
（

と
り
わ
け
﹃
解
深
密

経
﹄︵Saṃ

dhinirm
ocana Sūtra

︶
の
模
倣
︵
踏
襲
︶
も
認
め
ら
れ

て
い
た
と
提
議
す
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
。

瑜
伽
行
派

　
﹃
解
深
密
経
﹄
は
、
瑜
伽
︵Yogā

︶
を
実
践
す
る
部
派
で
あ

る
瑜
伽
行
派
の
思
考
的
慣
例
の
形
成
過
程
で
基
礎
と
な
っ
た
教

義
上
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
部
派
の
名
称
は
﹃
瑜
伽
師
地

論
﹄︵Yogācārabhūm

i

︶
に
起
源
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
。﹃
瑜

伽
師
地
論
﹄
の
宗
教
的
儀
式
の
由
来
は
、
法
師
ア
サ
ン
ガ
の
作

と
さ
れ
る
聖
者
伝
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
伝
記
に
よ
れ
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ば
、
ア
サ
ン
ガ
は
未
来
仏
）
（1
（

で
あ
る
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
︹M

aitreya 

弥
勒
菩
薩
︺
か
ら
直
接
こ
の
論
の
原
典
を
手
に
入
れ
た
。

　

現
代
の
史
学
史
家
た
ち
は
、
こ
の
原
典
の
中
に
記
さ
れ

た
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
、
あ
る
い
は
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
ナ
ー
タ

︹M
aitreyanātha 

弥
勒
︺
の
名
は
、
ア
サ
ン
ガ
を
長
年
の
禁
欲
的

実
修
に
導
い
た
、
実
存
の
遁
世
者
の
名
の
可
能
性
も
あ
っ
た
と

推
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
学
術
書
の
中
で
、
マ
イ

ト
レ
ー
ヤ
と
ア
サ
ン
ガ
の
名
前
が
﹃
瑜
伽
師
地
論
﹄
の
共
著
者

と
し
て
併
記
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
こ
の
経
論
は
、
菩
薩
道
を

選
択
し
た
大
乗
仏
教
の
苦
行
者
が
遵
守
す
べ
き
修
行
の
教
義
を

説
き
、
瑜
伽
行
派
の
プ
ラ
ク
シ
オ
ロ
ジ
ー
︵praxeology

、
先
験

的
・
超
越
論
的
演
繹
︶
の
基
礎
と
な
っ
た
。

　

唯
識
派
の
た
め
に
書
か
れ
た
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
論
説
は
、

瑜
伽
行
派
の
プ
ラ
ク
シ
オ
ロ
ジ
ー
の
範
疇
に
入
る
哲
学
的
基
礎

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
あ
る
概
念
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

の
論
説
の
中
に
自
身
の
論
理
的
具
現
化
を
見
出
し
た
。
そ
の
概

念
に
従
え
ば
、
現
実
を
理
解
す
る
た
め
の
唯
一
の
方
法
と
し
て

浮
上
す
る
の
が
一
大
表
象
で
あ
る
認
識
行
為
︵Vijñaptim

ātra

︶、

つ
ま
り
唯
識
、
観
念
で
あ
る
。
一
方
、
説
一
切
有
部
が
所
依

と
す
る
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
の
編
纂
者
た
ち
が
実
在
の
本
性
と

み
な
し
て
い
た
他
の
す
べ
て
の
ダ
ル
マ
は
、
唯
識
派
の
観
点

か
ら
、
有
名
無
実
な
分
析
単
位
を
超
え
る
も
の
で
な
く
、
空

︵śūnyatā

︶、
つ
ま
り
ど
の
よ
う
な
利
己
主
義
も
有
さ
な
い
も
の

と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

　

年
代
学
の
見
地
で
は
、
唯
識
派
、
経
量
部
、
瑜
伽
行
派
と
関

係
す
る
法
師
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
哲
学
的
実
践
の
諸
段
階
は
ど

の
よ
う
に
し
て
区
分
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
要
因

に
よ
っ
て
、
彼
は
自
ら
の
思
想
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
し

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
問
い
に
答
え
て
く
れ
る
よ
う
な
、
信
頼
で
き
る
学

術
的
な
証
拠
資
料
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
ヴ
ァ
ス
バ

ン
ド
ゥ
が
生
き
て
い
た
年
代
す
ら
推
定
す
る
の
に
論
争
が
起
き

て
い
る
の
だ
。
古
代
お
よ
び
中
世
初
期
の
イ
ン
ド
の
思
想
家
、

学
者
、
文
学
者
た
ち
の
こ
と
は
、
伝
承
か
ら
し
か
わ
か
ら
な
い

た
め
、
こ
の
よ
う
な
︹
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
年
代
が
不
明
な
︺
状

況
は
何
ら
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
卓
越
し
た
人
物
に
起
き
た

具
体
的
な
歴
史
的
事
象
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
も
、
時
に
解
決

で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
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︹
受
け
継
が
れ
た
︺
イ
ン
ド
の
文
献
遺
産
と
も
い
え
る
年
代
記
に

は
、
文
化
的
・
精
神
的
な
社
会
生
活
の
諸
相
に
関
し
て
は
、
歴

史
編
纂
学
分
野
の
著
作
が
報
告
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
仏
教

の
聖
人
に
関
す
る
情
報
を
探
す
中
で
研
究
者
が
注
目
す
る
の

は
、
中
国
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
聖
者
伝
や
巡
礼
記
、
仏

教
の
伝
統
的
な
歴
史
編
纂
学
分
野
の
著
作
が
記
述
さ
れ
た
史
料

な
の
で
あ
る
。

　

中
国
の
口
碑
に
、
あ
る
仏
教
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
関
す
る
最
初

の
聖
者
伝
は
、
中
国
仏
教
文
献
を
見
事
に
翻
訳
し
中
観

派
︵M

ādhyam
ika

︶
思
想
を
広
め
た
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ

︹K
um
ārajīva

鳩
摩
羅
什
、
四
世
紀
中
葉
︱

五
世
紀
初
頭
︺
に
よ
り

編
纂
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
著
作
は
現
在
に
至
る
ま

で
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
聖
者
伝
の
著
作
に
き
わ
め
て
重
要
な

貢
献
を
果
た
し
た
の
が
、
瑜
伽
行
派
の
︹
教
え
を
︺
最
も
積
極

的
に
布
教
し
た
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
）
（1
（

︹Param
ārtha

真
諦
、
四
九
九
︱

五
六
九
年
︺、
そ
し
て
玄
奘
三
蔵
）
（1
（

︵X
uánzàng

、
六
〇
二
︱

六
六
四

年
︶
と
彼
の
門
弟
た
ち
で
あ
る
。

パ
ラ
マ
ー
ル
タ
に
よ
る
『
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
』

　
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
釈
﹄
を
中
国
語
に
初
め
て
翻
訳
し
た
と

さ
れ
る
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
の
名
前
は
、﹃
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
﹄、
つ

ま
り
﹃
法
師
傳
﹄
の
登
場
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
パ
ラ
マ
ー
ル

タ
は
自
身
を
こ
の
伝
記
の
翻
訳
者
と
し
て
記
し
て
い
る
が
、
お

そ
ら
く
彼
は
こ
の
伝
記
の
編
者
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。︹
た

だ
︺
こ
の
伝
記
に
関
す
る
資
料
は
ど
こ
に
も
な
い
。
こ
の
伝
記

は
ほ
ぼ
確
実
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
国
や
カ
シ
ミ
ー
ル
国
で
伝
え
ら
れ

た
口
碑
に
拠
っ
て
お
り
、
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
が
訳
経
修
学
時
代
に

仏
教
修
学
の
二
つ
の
中
心
地
を
訪
れ
た
際
に
、
そ
の
こ
と
を
耳

に
し
た
の
だ
︹
と
考
え
ら
れ
る
︺。

　

こ
の
﹃
法
師
傳
﹄
が
筋
書
き
の
構
成
を
も
っ
て
い
る
点
は

特
筆
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
プ
ト
ン
・

リ
ン
チ
ェ
ン
・
ド
ゥ
ブ
︹B

u-ston R
in-chen G

rub

一
二
九
〇
︱

一
三
六
四
年
︺
の
﹃
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
史
）
（1
（

﹄
や
タ
ー
ラ

ナ
ー
タ
︹Tāranātha 

一
五
七
五
︱

一
六
三
四
年
︺
の
﹃
イ
ン
ド
仏

教
史
）
（1
（

﹄
と
い
っ
た
、︹
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
生
涯
を
伝
え
た
︺
チ

ベ
ッ
ト
人
に
よ
る
仏
教
史
の
史
伝
や
年
代
記
と
い
っ
た
史
料
の
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中
で
ず
っ
と
後
に
再
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
事

実
を
記
述
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
パ
ラ
マ
ー
ル
タ

の
﹃
法
師
傳
﹄
や
こ
れ
ら
チ
ベ
ッ
ト
人
の
史
料
の
間
に
一
部
違

い
が
生
じ
て
い
る
。

　
﹃
法
師
傳
﹄
の
名
は
、
阿
毘
達
磨
部
派
文
献
の
日
本
の
著
名

な
研
究
者
で
あ
る
高
楠
順
次
郎
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
学
界
で
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
高
楠
は
、﹃
婆
藪
槃
豆
法
師
傳
﹄
の

英
訳
本
を
一
九
〇
四
年
に
出
版
し
た
）
（1
（

。
そ
の
一
年
後
に
は
、
世

親
の
生
涯
の
年
代
を
特
定
す
る
問
題
を
扱
っ
た
研
究
論
文
を
発

表
し
た
）
11
（

。
高
楠
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
年
代
を
四
二
〇
年
か

ら
五
〇
〇
年
の
間
の
時
代
と
し
た
が
、
こ
の
仮
説
が
、︹
今
日

ま
で
︺
す
で
に
百
年
以
上
続
く
学
術
的
な
議
論
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
。

プ
ル
シ
ャ
プ
ラ
か
ら
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
国
へ
：

　
　

サ
ー
ン
キ
ヤ
派
と
の
対
立

　
﹃
法
師
傳
﹄
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
イ
ン
ド
半
島

の
最
北
西
部
に
位
置
す
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
国
の
プ
ル
シ
ャ
プ
ラ

︵
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
の
ペ
シ
ャ
ー
ワ
ル
︶
で
生
ま
れ
た
。
彼
の

両
親
は
、
特
権
的
な
地
位
の
バ
ラ
モ
ン
階
層
の
出
身
で
あ
っ

た
。
僧
侶
の
父
親
は
カ
ウ
シ
カ
氏
族
︵

）
1（
（

gotra

︶
の
一
員
で
あ

り
、
宮
廷
の
祭
司
で
あ
る
プ
ロ
ー
ヒ
タ
︵Purohita

︶
と
い
う

最
高
位
を
得
た
。
聖
者
伝
に
よ
れ
ば
、
母
親
は
ヴ
ィ
リ
ン
チ
と

い
う
名
で
あ
っ
た
。

　

系
譜
学
の
面
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
、

﹁
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
﹂
と
い
う
名
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
。
こ

の
名
は
、
こ
の
伝
記
の
主
人
公
︹
い
わ
ゆ
る
世
親
法
師
︺
だ
け

で
な
く
、
彼
の
実
の
二
人
の
兄
弟
に
も
生
ま
れ
た
時
に
付
け
ら

れ
た
よ
う
だ
。
後
に
弟
は
自
身
を
ヴ
ィ
リ
ン
チ
の
息
子
﹁
ヴ
ィ

リ
ン
チ
ヴ
ァ
ッ
サ
﹂
と
名
付
け
、
兄
は
大
乗
仏
教
の
師
ア
サ
ン

ガ
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
。

　

瑜
伽
行
派
の
開
祖
で
あ
る
ア
サ
ン
ガ
と
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

を
、
血
縁
関
係
の
あ
る
兄
弟
と
し
て
結
び
付
け
た
こ
の
﹃
法

師
傳
﹄
は
、﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄
の
著
者
︹
で
あ
る
ヴ
ァ
ス
バ

ン
ド
ゥ
︺
が
ど
の
方
向
に
見
解
を
展
開
し
た
の
か
を
描
き
な
が

ら
、
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
史
学
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
根

付
い
た
の
で
あ
る
。

　
﹃
法
師
傳
﹄
に
よ
れ
ば
、
未
来
の
啓
蒙
家
︹
と
な
る
ヴ
ァ
ス
バ
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ン
ド
ゥ
︺
は
、
グ
プ
タ
王
朝
時
代
に
、
文
化
的
生
活
の
隆
盛
を

極
め
た
中
心
地
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
国
で
、
仏
教
の
修
行
の
道
に

入
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
も
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
代
表
に
よ

る
哲
学
の
公
開
討
論
が
国
王
の
宮
廷
で
も
行
わ
れ
、
そ
の
勝
者

に
は
十
分
な
褒
賞
金
が
与
え
ら
れ
た
。
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
国
で

は
説
一
切
有
部
の
僧
団
が
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な

り
、
若
き
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
そ
の
一
員
と
な
っ
た
。
彼
は
、

毘
婆
沙
師
で
博
識
で
知
ら
れ
た
ブ
ッ
ダ
ミ
ト
ラ
︹Buddham

itra 

仏
陀
密
多
羅
︺
に
師
事
し
て
、
見
事
に
阿
毘
達
磨
を
習
得
す

る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
経
量
部
の
論
者
や
、
マ
ノ
ー
ラ
タ

︹M
anoratha 

摩ま

拏ぬ

羅ら

︺︹
の
指
導
︺
に
よ
り
仏
教
の
知
識
を
得
た
他

の
す
ぐ
れ
た
碩
学
た
ち
と
も
関
係
を
保
っ
て
い
た
。

　
﹃
法
師
傳
﹄
で
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
著
と
さ
れ
る

﹃
七
十
眞
實
論
﹄︵Param

ārthasaptatik ā

︶
の
登
場
と
、
彼
が

ブ
ッ
ダ
ミ
ト
ラ
の
も
と
で
修
学
し
た
時
期
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。﹁
最
高
の
真
実
に
関
す
る
七
十
品
﹂
を
収
め
た
こ
の
論
書

を
通
し
て
、
バ
ラ
モ
ン
の
哲
学
体
系
で
あ
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
論

︵Sāṅkhya

︶
が
批
判
さ
れ
、
カ
シ
ミ
ー
ル
の
毘
婆
沙
師
が
論
理

的
に
優
位
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

強
調
す
べ
き
は
、
中
世
初
期
時
代
の
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
の

信
奉
者
た
ち
は
、
こ
の
関
係
の
な
か
で
、
公
開
討
論
の
場
で

仏
教
の
師
に
対
抗
し
な
が
ら
、
彼
ら
を
妥
協
な
く
批
判
す
る

者
だ
と
自
ら
表
明
し
た
点
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
文

脈
で
、﹃
法
師
傳
﹄
は
﹃
七
十
眞
實
論
﹄
の
成
立
の
歴
史
を
物

語
っ
て
い
る
。﹃
法
師
傳
﹄
に
よ
れ
ば
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
を

本
質
か
ら
革
新
し
、﹃
サ
ー
ン
キ
ヤ
論
︵
数
論
学
︶﹄︵Sāṅkhya-

śāstra

︶
を
著
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ヴ
ィ
ン
ド
ヤ
ヴ
ァ
ー
シ
ン

︹V
indhyavāsin

頻
闍
訶
婆
娑
）
11
（

︺
が
、
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
国
に
討

論
の
た
め
に
赴
い
た
）
11
（

。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
と
マ
ノ
ー
ラ
タ
が
不

在
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
の
呼
び
か
け
を
受
け
た
の
は
ブ
ッ
ダ
ミ

ト
ラ
で
あ
っ
た
。
す
で
に
か
な
り
高
齢
だ
っ
た
こ
の
仏
教
の
師

は
こ
の
討
論
で
敗
北
を
喫
し
、
王
の
褒
賞
金
︵
三
ラ
ー
ク
︶
は

ヴ
ィ
ン
ド
ヤ
ヴ
ァ
ー
シ
ン
の
も
と
に
渡
っ
た
。

　

衆
目
の
な
か
で
の
師
の
屈
辱
を
知
っ
た
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

は
、
知
的
な
討
論
で
勝
ち
誇
っ
た
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
と
戦
い
仇

を
討
と
う
と
強
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
ま
も
な
く
、

ヴ
ィ
ン
ド
ヤ
ヴ
ァ
ー
シ
ン
は
生
ま
れ
故
郷
へ
戻
る
道
中
で
死
去

し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
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が
﹃
数
論
学
﹄
の
論
破
の
た
め
の
﹃
七
十
眞
實
論
﹄
の
著
述
に

着
手
し
た
頃
で
あ
っ
た
。
伝
記
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
ダ
ル
マ
の

擁
護
者
と
し
て
の
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
こ
の
功
績
は
国
家
に
認

め
ら
れ
、
以
前
ヴ
ィ
ン
ド
ヤ
ヴ
ァ
ー
シ
ン
に
贈
ら
れ
た
の
と
全

く
同
じ
褒
賞
が
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
授
与
さ
れ
た
。

思
想
の
発
展
段
階
①

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
思
想
的
発
展
の
最
初
の
段
階
は
、
伝
記

の
中
の
カ
シ
ミ
ー
ル
で
の
彼
の
修
学
時
代
に
つ
い
て
書
か
れ
た

箇
所
で
明
か
さ
れ
る
。
経
量
部
の
側
か
ら
の
分
析
的
な
批
判
を

浴
び
た
說
一
切
有
部
の
厄
介
な
抽
象
論
は
、
時
と
と
も
に
ヴ
ァ

ス
バ
ン
ド
ゥ
の
中
に
大
き
な
疑
念
を
呼
び
起
こ
し
始
め
た
。
こ

れ
を
増
長
さ
せ
た
の
が
、
経
験
豊
か
な
論
客
で
あ
る
マ
ヌ
ラ
ー

タ
と
の
交
流
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
說
一
切
有
部

の
立
場
に
移
る
前
に
、
最
終
的
に
は
、
阿
毘
達
磨
の
伝
統
を
厳

格
に
保
持
し
て
き
た
カ
シ
ミ
ー
ル
有
部
の
師
に
直
接
指
導
を
受

け
、﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄︵M

ahāvibhāṣa

︶
を
新
た
に
研
究
す
る
こ

と
を
望
ん
だ
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
偽
名
で
カ
シ
ミ
ー
ル
に
出

向
き
、
異
国
の
僧
院
の
一
つ
に
学
生
と
し
て
入
学
す
る
こ
と
を

決
意
し
た
。

　

彼
は
四
年
に
わ
た
っ
て
偽
名
で
修
学
し
た
が
、﹃
入
菩
提
行

論
﹄︵B

odhicaryāvatāra

︶
の
著
者
で
あ
る
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー

ヴ
ァ
︹Śāntideva

寂
天
︺
が
主
導
す
る
僧
院
で
行
わ
れ
た
。
伝

記
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
の
僧
院
の
修
行
僧
の
一
人
が
、﹃
阿

毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
を
そ
の
後
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
サ
ン
ガ
バ

ド
ラ
で
あ
っ
た
。

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
カ
シ
ミ
ー
ル
国
の
僧
院
を
卒
業
す
る

前
に
、
僧
院
を
早
い
時
期
に
去
る
の
だ
が
、
そ
の
原
因
は
、
彼

の
非
凡
な
行
動
に
あ
っ
た
。
こ
の
偽
名
の
学
生
は
、﹃
大
毘
婆

沙
論
﹄
の
擁
護
者
た
ち
を
袋
小
路
に
追
い
や
る
よ
う
な
質
問
を

提
示
し
、
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
と
絶
え
間
な
く
論
争
を
行
い
、
他
の

学
生
た
ち
を
苛
立
た
せ
た
。
僧
院
の
中
で
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に

対
す
る
敵
意
が
増
大
に
す
る
に
つ
れ
、
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー

ヴ
ァ
に
極
度
の
不
安
が
生
ま
れ
た
。
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ

は
深
く
集
中
し
た
状
態
に
沈
潜
す
る
こ
と
で
、
手
の
焼
く
学
生

だ
っ
た
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
仮
面
の
中
に
非
常
に
才
能
豊
か
で

成
熟
し
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
国
出
身
の
思
想
家
の
顔
が
隠
れ
て
お

り
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
本
気
で
論
証
を
示
し
、
カ
シ
ミ
ー
ル



「東洋学術研究」第58巻第１号

257 仏教の伝統と論書におけるヴァスバンドゥの人物像

国
の
毘
婆
沙
師
を
批
判
に
さ
ら
す
つ
も
り
で
い
た
こ
と
を
見
抜

い
た
。

　

シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
を
懇
談
の
席

に
呼
び
出
し
、
粗
野
で
不
作
法
な
学
生
側
か
ら
の
あ
か
ら
さ
ま

な
攻
撃
を
受
け
る
前
に
、
故
郷
へ
帰
る
よ
う
助
言
し
た
。
ヴ
ァ

ス
バ
ン
ド
ゥ
は
こ
の
助
言
に
従
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ヴ
ァ
ス
バ
ン

ド
ゥ
は
、
僧
院
で
の
滞
在
期
間
に
カ
シ
ミ
ー
ル
の
学
匠
た
ち
の

体
系
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
概
念
が
、
ダ
ル
マ
の
深
い
意
味
と

合
致
し
な
い
こ
と
を
完
全
に
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
。
カ
シ
ミ
ー
ル
国
の
毘

婆
沙
師
に
す
で
に
失
望
し
た
思
想
家
が
、
何
の
た
め
に
哲
学
偈

頌
﹃
阿
毘
逹
磨
倶
舍
論
﹄
を
編
み
、
こ
の
体
系
の
諸
相
を
洗
練

さ
れ
た
綴
り
で
美
し
く
表
現
す
る
こ
と
を
自
身
に
課
し
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

伝
記
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
カ
シ
ミ
ー
ル
を
去
っ

た
後
に
プ
ル
シ
ャ
プ
ラ
に
住
み
つ
き
、
聖
人
と
し
て
の
活
動
場

所
を
そ
こ
に
移
し
た
。
今
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
は
、
文
脈
上

こ
の
移
動
に
関
係
し
て
い
る
。
プ
ル
シ
ャ
プ
ラ
は
﹃
大
毘
婆

沙
論
﹄
の
中
で
何
度
も
登
場
す
る
譬
喩
者
の
ダ
ル
マ
ト
ラ
ー

タ
︵B

hadanta D
harm

atrāta

達
磨
多
羅
大
徳
、
二
世
紀
︶
の
故
郷

で
あ
り
、
初
期
中
世
イ
ン
ド
で
は
経
量
部
の
砦
と
し
て
有
名
で

あ
っ
た
。
カ
シ
ミ
ー
ル
国
の
学
匠
た
ち
は
、
正
統
派
の
説
一
切

有
部
の
﹁
真
の
理
解
﹂
を
も
っ
て
、
遠
く
隔
た
っ
た
高
み
か
ら

ガ
ン
ダ
ー
ラ
国
の
阿
毘
達
磨
の
学
者
た
ち
を
見
下
ろ
し
て
い

た
。
カ
シ
ミ
ー
ル
の
教
義
の
論
破
を
目
論
ん
だ
ヴ
ァ
ス
バ
ン

ド
ゥ
は
、
そ
の
哲
学
的
構
造
を
自
身
が
最
初
に
完
璧
に
習
得
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
学
術
的

な
公
開
討
論
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
反
駁
す
る
論
題
を
的
確
に
提

示
す
る
能
力
の
な
い
対
論
者
は
注
目
に
値
し
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
プ
ル
シ
ャ
プ
ラ
の
中
心
地
に
位
置
し

て
い
た
小
さ
な
個
人
宅
に
好
ん
で
居
を
構
え
、
ど
の
僧
院
の
共

同
体
に
も
加
わ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
彼
は
生
活
を
維
持
す
る

た
め
に
、
カ
シ
ミ
ー
ル
の
説
一
切
有
部
が
説
く
阿
毘
達
磨
の
分

析
・
解
説
に
つ
い
て
公
開
の
か
た
ち
で
講
義
し
、
啓
蒙
活
動
を

行
う
道
を
選
ん
だ
。
彼
は
、
叙
述
さ
れ
た
論
の
内
容
を
具
体
的

な
主
題
に
沿
っ
て
偈
頌
の
か
た
ち
で
要
約
し
て
毎
回
の
講
義
を

終
え
た
。
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そ
の
結
果
、
説
一
切
有
部
の
教
義
を
広
義
に
註
釈
し
て
ほ
し

い
と
の
要
求
が
あ
り
、
そ
の
大
部
分
の
哲
学
的
体
系
を
、
六
百

の
偈
頌
で
優
美
に
表
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
代
の
教
養
あ

る
イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
は
、
仏
教
僧
院
が
所
蔵
す
る
程
度
の
偈

の
経
句
を
、
耳
で
聞
い
て
暗
唱
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は

な
か
っ
た
）
11
（

。

　
﹃
法
師
傳
﹄
で
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
カ
シ
ミ
ー
ル
国
に

論
書
の
写
本
を
送
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー

ヴ
ァ
と
彼
の
仲
間
は
、
正
統
派
の
説
一
切
有
部
が
理
想
的
と
す

る
著
作
だ
と
認
め
た
。︹
た
だ
︺
文
中
で
見
か
け
る
﹁
こ
の
よ

う
に
論
証
さ
れ
て
い
る
﹂﹁
と
言
わ
れ
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
推

論
的
備
考
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
を
い
く
ぶ
ん
か
警
戒
さ
せ
た
。

︹
い
ず
れ
に
し
て
も
︺
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
承
認
を
得
た
こ
と

で
、
批
判
的
な
著
作
と
し
て
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
釈
﹄
の
編
集

を
自
由
に
行
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

　
﹃
法
師
傳
﹄
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
カ
シ
ミ
ー
ル
国
の
学
者
が
、

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
対
し
て
彼
の
論
書
の
註
釈
書
を
作
成
し
て

ほ
し
い
と
要
求
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、﹃
阿
毘
逹
磨
倶
舍
論
﹄
の

金
言
が
簡
潔
過
ぎ
た
た
め
、
説
明
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
カ
シ
ミ
ー
ル
国
の
学
者
は
こ
の
プ
ル
シ
ャ
プ
ラ

出
身
の
碩
学
の
新
し
い
著
作
に
つ
い
て
知
っ
た
と
た
ん
、
憤

慨
し
た
。
時
間
の
三
様
態
す
べ
て
の
中
に
真
実
の
本
質
と
し
て

の
ダ
ル
マ
が
存
在
す
る
と
し
た
説
一
切
有
部
の
基
本
的
な
教
義

が
、
実
に
見
事
に
反
証
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
説
一
切
有
部

は
、
的
確
な
論
理
・
論
拠
を
見
つ
け
て
擁
護
す
る
こ
と
が
き
わ

め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
善
い
カ
ル
マ
や

悪
い
カ
ル
マ
の
結
果
を
形
成
す
る
過
程
に
現
わ
れ
な
い
物
質
的

な
形
而
下
の
要
素
の
役
割
に
関
し
て
、
カ
シ
ミ
ー
ル
の
思
想
家

た
ち
の
概
念
は
有
効
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
た
。
そ
の
概
念
に

対
抗
し
て
、
立
派
な
、
あ
る
い
は
不
道
徳
な
行
為
を
完
遂
す
る

瞬
間
に
行
為
者
の
先
験
的
な
未
来
を
形
作
る
よ
う
な
、﹁
因
果

具
時
﹂
に
関
す
る
命
題
が
提
起
さ
れ
た
。
説
一
切
有
部
の
そ
の

他
の
た
い
へ
ん
重
要
な
一
連
の
教
義
も
、
同
様
の
か
た
ち
で
深

刻
に
揺
る
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
正
統
派
の
說
一
切
有
部
が
と
く
に

嫌
っ
た
経
量
部
の
立
場
か
ら
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
釈
﹄
の
中
で

批
判
を
広
範
に
わ
た
っ
て
記
述
し
た
。
說
一
切
有
部
は
ヴ
ァ
ス

バ
ン
ド
ゥ
を
転
向
者
と
宣
告
し
、
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
ヴ
ァ
ス
バ
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ン
ド
ゥ
の
著
述
に
乱
暴
な
罵
声
を
浴
び
せ
た
。

思
想
の
発
展
段
階
②　

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
思
想
的
発
展
の
第
二
段
階
は
、
ア
サ
ン

ガ
が
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
大
乗
仏
教
へ
の
転
向
に
つ
い
て
叙
述

し
た
伝
記
の
中
に
見
ら
れ
る
。
伝
記
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン

ド
ゥ
が
自
ら
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
へ
の
註
釈
書
を
完
成
さ
せ

た
後
、
彼
は
巡
礼
し
な
が
ら
学
匠
の
生
活
を
送
っ
た
。
国
王
や

宮
廷
の
上
流
階
級
に
ダ
ル
マ
つ
い
て
講
義
し
て
い
た
ア
ヨ
ー

デ
ィ
ヤ
ー
国
で
の
滞
在
期
間
に
、
彼
は
﹃
瑜
伽
師
地
論
﹄
を
知

る
機
会
を
得
た
。
そ
の
原
文
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
と
っ
て
冗

長
で
難
解
に
思
え
た
が
、
彼
自
身
の
視
点
で
機
知
に
富
ん
だ
批

評
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
。

　

プ
ル
シ
ャ
プ
ラ
で
弟
子
と
暮
ら
し
て
い
た
ア
サ
ン
ガ
は
こ
の

こ
と
を
知
り
、
弟
を
大
乗
仏
教
に
向
か
わ
せ
る
時
が
来
た
と
決

断
し
た
。
彼
は
二
人
の
門
弟
を
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
国
に
送
り
、

空
や
、
日
常
的
な
言
葉
で
﹁
個
人
﹂︵Pudgalā

︶
と
称
さ
れ
る

も
の
や
、
ダ
ル
マ
の
自
性
︵svabhāva

︶
に
関
す
る
大
乗
仏
教

の
教
義
で
あ
る
﹁
中
観
派
）
11
（

﹂
の
基
本
理
論
が
書
か
れ
た
﹃
無
盡

意
菩
薩
品
﹄︵A

k ṣayam
atinirde śas ūtra

︶
を
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

に
読
誦
さ
せ
る
よ
う
に
）
11
（

命
じ
た
。

　

こ
の
経
を
傾
聴
し
た
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
こ
の
教
え
が
論

理
的
見
地
か
ら
完
全
に
論
証
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し

そ
れ
と
同
時
に
、
彼
は
経
文
を
見
て
、
空
観
︵Śūnyavāda

︶
に

達
す
る
た
め
の
観
照
と
い
う
実
践
方
法
が
何
も
提
示
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
サ
ン
ガ
が
空
を
直
覚
し

よ
う
と
熱
心
に
試
み
、
長
年
に
わ
た
り
隠
遁
生
活
を
送
っ
た
こ

と
を
思
い
出
し
、
こ
の
こ
と
を
率
直
に
表
明
し
た
。

　

兄
ア
サ
ン
ガ
は
、﹃
十
地
経
﹄︵
観
照
の
十
段
階
に
関
す
る
説

教
︶
の
読
経
の
た
め
に
再
び
使
者
を
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
も
と

に
送
っ
た
。
今
回
よ
う
や
く
、
ア
サ
ン
ガ
の
門
弟
た
ち
は
最
終

的
に
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
を
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
大
乗
仏

教
の
実
践
的
方
法
が
深
く
論
証
さ
れ
た
こ
と
を
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン

ド
ゥ
は
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
間
も
な
く
ア
サ
ン
ガ
の
も

と
を
訪
れ
、
長
時
間
に
わ
た
る
対
話
を
通
じ
、
兄
弟
と
も
に
完

全
に
同
じ
考
え
に
到
達
し
た
の
だ
。

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
大
乗
仏
教
へ
の
転
向
後
、
彼
が
最

初
に
作
成
し
た
の
が
、
彼
の
註
釈
論
書
で
あ
る
﹃
無
盡
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意
菩
薩
示
教
﹄︵A

kṣyam
atinirdeśat

4īkā

︶
と
﹃
十
地
経
論
﹄

︵D
aṣ́abhūm

ivyākhyāna

︶
で
あ
っ
た
。
そ
の
ず
っ
と
後
に
な
っ

て
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
唯
識
派
の
叙
述
に
充
て
て
独
創
的
な

論
書
を
生
み
出
し
、
大
乗
仏
教
の
偉
大
な
師
と
し
て
有
名
に

な
っ
た
。
伝
記
に
よ
れ
ば
、
彼
は
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
国
で
人
生

の
幕
を
閉
じ
て
い
る
。

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
以
後

　

伝
記
に
は
、
師
匠
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
教
え
を
継
承
し
独

自
の
道
を
拓
い
た
、
卓
越
し
た
四
人
の
弟
子
の
名
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
唯
識
派
の
救
済
論
的
見
解
を
発
展
さ

せ
た
初
期
仏
教
の
諸
学
派
の
碩
学
で
あ
る
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ

︹Sthiram
ati

安
慧
︺、
般
若
経
）
11
（

の
理
論
家
で
あ
る
ヴ
ィ
ム
ク
テ
ィ

セ
ー
ナ
︹V

im
uktisena

解
脱
軍
︺、
唯
識
派
の
註
釈
者
で
あ
り

理
論
家
の
グ
ナ
マ
テ
ィ
︹G

unam
ati 

徳
慧
︺、
唯
識
派
の
論
理

学
を
確
立
し
た
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
︹D

ignāga 

陳
那
）
11
（

︺
で
あ
る
。

　

強
調
す
べ
き
は
、
中
国
で
﹃
婆
薮
槃
豆
法
師
傳
﹄
が
登
場
し

た
の
と
同
じ
時
代
に
、
カ
シ
ミ
ー
ル
国
の
毘
婆
沙
師
か
ら
パ
ラ

マ
ー
ル
タ
︵
眞
諦
︶
に
よ
り
布
教
さ
れ
る
瑜
伽
行
派
の
異
な
る

見
解
が
見
ら
れ
、
説
一
切
有
部
が
根
付
く
現
象
が
起
こ
っ
た
点

で
あ
る
。
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
大
著
で
あ
る

﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
を
本
来
の
ま
ま
残
し
、﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎

論
釈
﹄
を
漢
訳
し
た
。
お
そ
ら
く
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
は
、
中
国
の

ダ
ル
マ
の
擁
護
者
た
ち
が
、
こ
の
論
書
に
記
述
さ
れ
た
説
一
切

有
部
へ
の
批
判
に
猛
烈
に
関
心
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
パ
ラ

マ
ー
ル
タ
は
﹃
法
師
傳
﹄
の
中
で
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
完
全

に
習
得
し
た
説
一
切
有
部
の
教
え
に
知
的
な
物
足
り
な
さ
を
感

じ
、
そ
こ
か
ら
反
射
的
に
距
離
を
置
い
た
段
階
と
、
大
乗
仏
教

へ
の
転
向
に
先
立
つ
段
階
と
し
て
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
自
身
が
註

釈
書
を
編
纂
し
た
軌
跡
を
説
い
た
。

中
国
に
お
け
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

　

玄
奘
三
蔵
が
巡
礼
者
と
し
て
イ
ン
ド
を
訪
れ
た
ず
っ
と
後
の

七
世
紀
に
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
関
す
る
伝
記
は
も
は
や
大

乗
仏
教
の
擁
護
者
と
し
て
の
伝
記
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
中

国
の
旅
行
者
︹
す
な
わ
ち
玄
奘
︺
の
旅
行
記
の
中
の
書
き
込
み

が
、
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
玄
奘
は
、
プ
ル
シ
ャ
プ
ラ

で
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
）
11
（

﹄
の
著
述
に
従
事
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し
た
と
き
に
生
活
し
た
覚
書
の
一
覧
表
が
残
さ
れ
た
家
や
、
ア

ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
国
で
王
朝
の
名
士
た
ち
）
1（
（

の
前
で
ヴ
ァ
ス
バ
ン

ド
ゥ
が
大
乗
仏
教
の
説
教
を
行
っ
た
大
広
間
を
見
る
こ
と
が
で

き
た
と
記
載
し
た
。
カ
シ
ミ
ー
ル
国
で
玄
奘
は
、﹃
阿
毘
逹
磨

倶
舍
論
﹄
と
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
﹃
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
﹄
の
読

経
を
聴
き
、
双
方
の
著
書
の
研
究
が
、
唯
識
派
）
11
（

に
お
け
る
諸
問

題
の
流
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
絶
対
に
必
要
で
あ
る
と
確
信
し

た
の
で
あ
る
。

　

玄
奘
が
イ
ン
ド
か
ら
持
ち
帰
っ
た
写
本
の
中
に
入
っ
て
い

た
の
が
、﹃
解
深
密
経
﹄
と
﹃
瑜
伽
師
地
論
）
11
（

﹄
の
古
書
で
あ
っ

た
。
中
国
の
碩
学
で
あ
っ
た
玄
奘
は
、
こ
れ
ら
の
原
書
を
研

究
し
、
瑜
伽
行
派
と
カ
シ
ミ
ー
ル
国
の
阿
毘
達
磨
僧
た
ち

︵A
bhidharm

ika

︶
と
の
相
互
関
係
を
自
身
で
完
全
に
理
解
し
た

い
と
強
く
思
っ
て
い
た
。
玄
奘
と
門
弟
の
一
団
は
故
郷
へ
帰
る

途
上
で
、
こ
れ
ら
二
冊
の
古
書
を
漢
訳
し
、
同
様
に
﹃
阿
毘
逹

磨
倶
舍
論
﹄
と
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
釈
﹄
の
翻
訳
も
果
た
し

た
。
漢
訳
に
は
、
玄
奘
が
構
築
し
た
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

専
門
用
語
を
統
一
し
て
翻
訳
す
る
と
い
う
新
た
な
原
則
を
基
本

に
置
い
た
）
11
（

。

　

玄
奘
の
門
弟
で
あ
る
普
光
と
法
實
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の

﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
と
そ
の
註
釈
書
の
作
成
の
軌
跡
に
、
意

味
の
深
い
革
新
的
な
見
方
を
持
ち
込
ん
だ
。
こ
の
新
た
な
所
見

は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
最
初
か
ら
経
量
部
の
立
場
を
と
っ
て

い
た
た
め
に
、
カ
シ
ミ
ー
ル
国
の
毘
婆
沙
師
へ
の
酷
評
を
企
て

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
良
の
方
法
で
酷
評
す
る

た
め
に
、
彼
は
す
で
に
持
っ
て
い
た
知
識
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な

く
、
カ
シ
ミ
ー
ル
の
学
者
た
ち
の
考
え
方
を
よ
り
深
く
詳
細
に

学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、
カ
シ

ミ
ー
ル
国
で
修
学
を
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
さ
せ
た
原
因
で
あ
っ

た
と
い
う
）
11
（

。

　

こ
の
所
見
は
、
七
世
紀
の
中
国
の
瑜
伽
行
派
研
究
者
た
ち

が
、
毘
婆
沙
師
の
根
本
聖
典
や
註
釈
書
、
と
り
わ
け
﹃
大
毘
婆

沙
論
﹄︹
の
作
成
︺
を
唯
識
派
の
立
場
へ
と
昇
華
す
る
た
め
に

不
可
欠
な
段
階
だ
と
見
な
し
て
い
た
と
い
う
証
し
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

　

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
伝
統
で
は
、
世
親
の
論
述
や
翻
訳
が
、
哲

学
的
言
説
）
11
（

が
発
展
す
る
な
か
で
の
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
と
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な
っ
た
。
啓
蒙
者
で
あ
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ
︹N

āgārjuna 

龍
樹
︺、
ア
ー
リ
ヤ
デ
ー
ヴ
ァ
︹Ā

ryadeva
提
婆
︺、
ア
サ
ン
ガ
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ

︹D
harm

akīrti 

法
称
︺
と
並
ん
で
仏
教
思
想
の
﹁
六
つ
の
宝
﹂
の

一
人
に
数
え
ら
れ
た
。

　

チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
史
で
は
、
ア
サ
ン
ガ
と
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

の
兄
弟
に
関
す
る
物
語
は
分
か
ち
難
い
も
の
と
し
て
叙
述
さ
れ

て
お
り
、
特
別
な
弁
証
学
的
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
プ
ト
ン
に

よ
れ
ば
、
ア
サ
ン
ガ
は
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
実
の
兄
で
は
な

く
、
彼
ら
の
母
親
が
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
父
と
の
最
初
の
結
婚
で

誕
生
し
た
異
父
兄
で
あ
っ
た
）
11
（

。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
父
親
は
バ

ラ
モ
ン
で
あ
っ
た
。
プ
ト
ン
は
、
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
の
著
述
と
は

別
に
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
母
親
の
名
を
プ
ラ
サ
ン
ナ
シ
ュ

ラ
と
し
て
い
る
が
、
ア
サ
ン
ガ
と
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
父
親
た

ち
の
名
前
に
関
し
て
は
何
も
伝
え
て
い
な
い
。
こ
の
歴
史
家
の

言
葉
に
よ
れ
ば
、
こ
の
母
親
の
言
葉
が
、
僧
院
生
活
を
選
択
し

た
息
子
た
ち
の
精
神
的
道
程
を
決
定
す
る
の
に
極
め
て
重
要
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
筋
書
き
は
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
の
作
で
も
同
様
に
叙
述
さ
れ

て
お
り
、
母
親
が
プ
ラ
カ
シ
ャ
シ
ラ
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

唯
一
違
う
点
で
あ
る
。
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
は
、
ア
サ
ン
ガ
と
ヴ
ァ

ス
バ
ン
ド
ゥ
の
間
に
明
確
な
年
齢
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て

い
る
。
す
な
わ
ち
ア
サ
ン
ガ
が
二
十
歳
で
僧
院
生
活
に
入
り
、

僧
侶
と
な
っ
た
翌
年
に
、
弟
が
誕
生
し
た
と
あ
る
）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
人
の
歴
史
家
が
カ
シ
ミ
ー
ル
国
で
の
ヴ
ァ

ス
バ
ン
ド
ゥ
の
修
学
時
代
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
こ

と
と
彼
の
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
と
そ
れ
に
対
す
る
註
釈
書
の

作
成
の
状
況
は
何
ら
関
係
な
い
。
こ
れ
ら
の
語
り
で
は
、
サ
ン

ガ
バ
ド
ラ
が
世
親
の
門
弟
で
は
な
く
、
博
学
な
学
者
で
あ
る
学

派
の
指
導
者
と
と
も
に
登
場
す
る
。
講
義
し
た
と
さ
れ
る
﹃
大

毘
婆
沙
論
﹄
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
に

よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
経
典
や
律
、
論
書
︵V

ibhā ṣa

︶

や
初
期
仏
教
の
諸
学
派
の
見
解
、
同
様
に
外
道
の
︵
つ
ま
り
非

仏
教
的
︶
六
種
の
思
想
体
系
と
い
っ
た
類
の
原
文
を
修
学
し
て

い
っ
た
。

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
大
乗
仏
教
に
転
向
し
た
筋
書
き
は
、
パ

ラ
マ
ー
ル
タ
の
伝
記
と
同
様
、
二
人
の
歴
史
家
に
よ
り
叙
述
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
語
の
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論
説
で
は
、
ア
サ
ン
ガ
が
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
父
か
ら
誕
生
し
た

と
い
う
異
な
っ
た
点
が
示
さ
れ
、
そ
れ
が
思
想
上
の
明
確
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
よ
り
、
王
族
・
武
士
階
級
出

身
者
で
あ
る
釈
迦
牟
尼
仏
と
ア
サ
ン
ガ
が
少
し
ず
つ
近
づ
い
て

い
く
。
バ
ラ
モ
ン
階
級
の
生
ま
れ
だ
っ
た
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

は
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
出
身
の
異
父
兄
の
導
き
に
よ
っ
て
大
乗
仏

教
の
信
奉
者
と
な
り
、
瑜
伽
行
唯
識
学
派
の
卓
越
し
た
理
論
家

と
し
て
名
声
を
得
た
。
こ
の
よ
う
な
伝
記
の
筋
書
き
の
構
成
か

ら
、
理
論
的
思
弁
の
頂
点
に
唯
識
派
を
押
し
上
げ
た
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
の
中
心
思
想
を
容
易
に
推
量
で
き
る
。

　

タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
の
伝
記
の
中
で
一
点
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン

ド
ゥ
が
、
神
秘
主
義
の
祈
祷
の
定
型
句
で
あ
る
マ
ン
ト
ラ

︵M
antra

︶
や
呪
文
の
ダ
ー
ラ
ニ
ー
︵

）
11
（

dhāraṇī

︶
の
吟
唱
を
仏
教

の
タ
ン
ト
ラ
︵
聖
な
る
秘
密
の
教
え
︶
の
領
域
で
実
践
し
て
い

た
こ
と
を
付
け
加
え
た
い
。
こ
の
こ
と
を
語
り
な
が
ら
、
歴
史

学
者
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
史
料
を
引
用
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
タ
ン
ト
ラ

実
践
に
関
す
る
叙
述
は
、
と
く
に
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
ヴ
ァ
ス

バ
ン
ド
ゥ
の
人
物
像
を
示
し
て
い
る
。
タ
ン
ト
ラ
は
非
常
に
早

い
時
代
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
に
根
付
き
、
か
つ
仏
教
の
信
仰
生
活
を

送
る
と
い
う
最
高
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
最
速
で
効
果
的

な
方
法
と
し
て
注
目
さ
れ
、
人
気
を
博
し
た
。

西
洋
に
お
け
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
人
物
像

　

こ
こ
で
、
西
洋
の
学
界
で
形
成
さ
れ
て
き
た
ヴ
ァ
ス
バ
ン

ド
ゥ
の
人
物
像
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
一
九
一
〇
年
代
、
ア

カ
デ
ミ
ー
会
員
の
Ｆ
・
Ｉ
・
シ
チ
ェ
ル
バ
ツ
キ
ー
の
主
導
で

﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
釈
﹄
を
学
術
的
に
活
用
し
て
い
こ
う
と
す

る
国
際
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
が
始
ま
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、

仏
教
学
者
の
中
で
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
哲
学
的
活
動
の
年
代
を

解
明
し
よ
う
と
す
る
気
運
が
芽
生
え
た
）
11
（

。
一
九
一
一
年
、
フ
ラ

ン
ス
人
学
者
の
Ｎ
・
ペ
リ
ー
に
よ
り
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
年

代
は
高
楠
順
次
郎
が
以
前
提
起
し
た
四
二
〇
年
か
ら
五
〇
〇
年

の
間
の
時
代
で
は
な
く
、
三
二
〇
年
か
ら
四
〇
〇
年
の
は
ず
だ

と
す
る
仮
説
が
提
示
さ
れ
た
）
1（
（

。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
の
史
料
の

研
究
に
最
初
に
着
手
し
た
一
人
で
あ
る
Ｆ
・
Ｉ
・
シ
チ
ェ
ル
バ

ツ
キ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
年
代
の
確
定
は
時
期
尚
早
で
あ
り
、

同
名
だ
が
別
人
の
﹁
古
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
﹂、
つ
ま
り
中
観
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派
︵
三
世
紀
︶
の
中
心
者
だ
っ
た
ア
ー
リ
ヤ
デ
ー
ヴ
ァ
の
著
作

﹃
百
論
﹄︵Shata-shastra

、
百
の
論
［

）
11
（

章
］︶
の
註
釈
書
を
編
ん
だ

人
物
が
こ
こ
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
た
。　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
二
人
説

　

一
九
五
〇
年
代
以
降
の
学
界
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
者

Ｅ
・
フ
ラ
ウ
ヴ
ァ
ル
ナ
ー
が
提
起
し
た
、
い
わ
ゆ
る
﹁
ヴ
ァ
ス

バ
ン
ド
ゥ
二
人
説
﹂
争
論
の
対
象
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ウ
ヴ
ァ
ル

ナ
ー
は
、
漢
文
史
料
に
示
さ
れ
た
年
代
を
対
比
し
な
が
ら
、
伝

記
の
筋
書
き
の
な
か
で
、
二
人
の
異
な
る
人
物
つ
ま
り
﹁
古

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
﹂
と
﹁
新
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
﹂
に
関
す
る
伝

記
が
混
ざ
っ
て
い
る
と
推
察
で
き
る
よ
う
な
年
代
差
）
11
（

を
明
ら
か

に
し
た
。
彼
は
、
二
者
の
う
ち
古
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
を
ア
サ

ン
ガ
の
弟
で
大
乗
仏
教
の
布
教
者
と
判
断
し
、
彼
の
年
代
を

三
二
〇
年
か
ら
三
八
〇
年
と
し
た
。

　

フ
ラ
ウ
ヴ
ァ
ル
ナ
ー
は
、
ま
さ
に
こ
の
人
物
を
ヤ
シ
ョ
ー
ミ

ト
ラ
︹Yaśom
itra

称
友
︺
の
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
）
11
（

﹄
へ
の
註
釈

の
言
及
さ
れ
た
﹁
古
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
﹂
と
い
う
人
物
と
同
一

と
認
め
る
べ
き
だ
と
確
信
し
て
い
た
。
ま
た
彼
は
、
ア
サ
ン
ガ

の
影
響
に
よ
っ
て
大
乗
仏
教
へ
転
向
し
た
と
い
う
伝
記
の
筋
書

き
に
、
こ
の
﹁
古
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
﹂
が
関
係
し
て
い
る
と
し

た
。
フ
ラ
ウ
ヴ
ァ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、﹁
古
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
﹂

は
、﹃
百
論
﹄
に
対
す
る
註
釈
書
や
﹃
十
地
経
論
﹄
を
含
む
、

大
乗
仏
教
の
数
多
く
の
論
書
や
註
釈
書
を
著
し
た
。

　

彼
は
古
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
関
し
て
は
、
そ
の
年
代
を

四
〇
〇
年
か
ら
四
八
〇
年
代
と
し
て
い
る
。
こ
の
思
想
家
は
最

初
に
﹃
阿
毘
逹
磨
倶
舍
論
﹄
を
著
述
し
、
説
一
切
有
部
の
立
場

を
堅
持
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
論
書
に
対
す
る
自
身
の
註
釈

に
誤
り
の
な
い
こ
と
を
経
量
部
の
視
点
か
ら
証
明
し
、
経
量
部

の
中
で
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
古
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
、
決
し

て
大
乗
仏
教
へ
転
向
は
し
な
か
っ
た
。﹁
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
二

人
説
﹂
は
、
多
数
の
研
究
者
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。﹃
阿

毗
達
磨
燈
論
﹄
の
公
刊
者
で
あ
る
イ
ン
ド
の
学
者
Ｐ
・
Ｓ
・

ジ
ャ
イ
ニ
は
、
年
代
の
確
定
の
問
題
を
、
ア
サ
ン
ガ
と
の
関
係

で
は
な
く
、﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
の
哲
学
的
内
容
に
訴
え
て

判
断
を
仰
い
だ
。
彼
は
、﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
の
中
で
経
量

部
の
視
点
で
示
さ
れ
た
立
場
は
大
乗
仏
教
に
き
わ
め
て
近
い
）
11
（

と

指
摘
し
た
。
日
本
の
研
究
者
は
、
フ
ラ
ウ
ヴ
ァ
ル
ナ
ー
に
よ
る
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漢
文
史
料
の
分
析
方
法
を
批
判
的
に
再
検
討
し
、﹁
ヴ
ァ
ス
バ

ン
ド
ゥ
二
人
説
﹂
を
全
体
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
）
11
（

。
日
本
の
仏
教
学
研
究
に
お
い
て
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
法

師
は
一
乗
︵ekayāna
︶
の
提
唱
者
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
﹁
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
二
人
説
﹂
の
批
判
に
つ
い
て
は
、

一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
ス
イ
ス
の
研
究
者
Ｓ
・
ア
ナ
ッ
カ
ー

が
、
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
記
の
筋
筋
書
き
を
焼
き
直
し
の
著

作
を
基
礎
と
し
て
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
哲
学
的
実
践
の
諸
段

階
を
再
構
築
し
よ
う
と
試
み
出
し
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
出
来

事
で
あ
る
）
11
（

。
ア
ナ
ッ
カ
ー
は
、
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
や
他
の
チ
ベ
ッ

ト
の
歴
史
家
た
ち
が
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
つ
い
て
言
及
す
る
イ

ン
ド
の
国
王
や
皇
帝
の
史
料
を
考
慮
し
な
が
ら
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン

ド
ゥ
の
年
代
を
三
二
六
年
か
ら
三
九
六
年
と
推
定
し
た
。
そ

し
て
、
カ
シ
ミ
ー
ル
国
で
の
彼
の
修
学
時
代
を
三
四
二
年
か
ら

三
四
六
年
と
し
た
。
ア
ナ
ッ
カ
ー
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
大

乗
仏
教
に
転
向
し
た
筋
書
き
に
つ
い
て
、﹃
阿
毘
逹
磨
倶
舍
論
﹄

を
記
述
し
、
巡
礼
を
行
っ
た
後
に
、
結
果
と
し
て
起
こ
っ
た
段

階
と
し
て
簡
潔
に
記
し
て
い
る
）
11
（

。

　

ア
ナ
ッ
カ
ー
の
著
作
は
、
き
わ
め
て
説
得
力
あ
る
論
証
を
有

し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
は
、﹁
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
二

人
説
﹂
に
対
す
る
論
破
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
慣
例
に
従

い
フ
ラ
ウ
ヴ
ァ
ル
ナ
ー
の
こ
の
仮
説
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

の
︹
思
想
的
︺
遺
産
を
形
成
す
る
論
書
に
つ
い
て
学
術
的
な
検

証
を
促
し
た
。
現
代
仏
教
学
の
世
界
的
に
知
ら
れ
た
古
典
学

者
で
あ
る
Ｌ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
は
、﹃
阿
毘
逹
磨
倶
舍

論
釈
﹄
の
著
者
︹
で
あ
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
︺
が
著
し
た
論
書

を
検
証
す
る
と
い
う
最
も
難
し
い
方
法
を
課
題
目
標
と
し
て

立
て
た
。
そ
の
検
証
対
象
の
論
書
と
し
て
、﹃
阿
毘
逹
磨
倶
舍

論
﹄、﹃
大
乗
成
業
論
﹄、﹃
縁
起
初
分
分
別
経
論
﹄︵Pratītya- 

sam
utpādavyākhyā

︶、﹃
大
乗
五
蘊
論
﹄︵Pañcaskandhaka

︶、

﹃
唯
識
二
十
論
﹄
と
﹃
唯
識
三
十
頌
﹄
を
入
れ
て
い
る
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
よ
る
い
く

つ
か
の
大
乗
仏
教
経
典
の
註
釈
書
や
﹃
三
性
論
﹄
の
詩
論
が
後

世
の
テ
ク
ス
ト
と
見
な
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
が
、

二
人
の
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
関
す
る
問
題
提
起
の
正
当
性
を
証

明
し
て
い
る
と
考
え
た
）
11
（

。

　

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
哲
学
的
実
践
の
諸
段
階
に
つ
い
て
の

学
術
的
な
理
解
に
き
わ
め
て
重
要
な
貢
献
を
果
た
し
た
の
が
、
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二
〇
〇
五
年
に
出
版
さ
れ
た
Ｒ
・
ク
リ
ッ
ツ
ァ
ー
の
研
究
書
で

あ
る
﹃
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
と
﹁
瑜
伽
師
地
論
﹂﹄︵Vasubandhu 

and Yogācārabhūm
i

︶
で
あ
る
。﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
﹄
に
お
け

る
瑜
伽
行
唯
識
派
の
要
素
を
扱
っ
た
本
書
は
、
本
稿
で
も
す

で
に
何
度
も
参
照
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ

が
﹃
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
﹄
の
な
か
で
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論

釈
﹄
を
批
判
し
た
と
き
の
論
点
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
ク
リ
ッ

ツ
ァ
ー
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
自
身
に
よ
る
註
釈
書
の
八
つ
の

そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
見
ら
れ
る
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
の
反
駁
す
る
論
題

は
、﹃
瑜
伽
師
地
論
﹄
に
盛
り
込
ま
れ
た
理
論
的
立
場
を
更
新

し
た
も
の
で
あ
る
と
示
し
た
）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
と
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
、
ア

サ
ン
ガ
に
よ
る
論
書
の
概
念
論
的
な
関
係
性
に
つ
い
て
根
本
か

ら
論
証
す
る
こ
と
で
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
大
乗
仏
教
に
転
向

し
た
と
い
う
伝
記
の
筋
書
き
に
重
大
な
修
正
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

﹃
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
釈
﹄
の
著
者
︹
で
あ
る
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
︺
は

﹃
瑜
伽
師
地
論
﹄
の
詳
細
を
知
り
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
か

ら
高
く
評
価
し
た
。
高
僧
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
は
﹃
阿
毘
達
磨
倶

舍
論
﹄
を
註
釈
し
、
私
た
ち
が
考
え
る
よ
う
に
、
カ
シ
ミ
ー
ル

国
の
說
一
切
有
部
か
ら
、
ダ
ル
マ
の
理
解
に
新
し
い
地
平
を
開

く
よ
う
な
哲
学
的
教
義
の
道
を
創
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

注︵
１
︶ 

法
︹
ダ
ル
マ
、D

harm
a

︺
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
の
原

義
に
即
し
た
仏
教
の
名
称
。

︵
２
︶ 

十
九
世
紀
の
仏
教
学
に
お
け
る
最
重
要
の
研
究
対
象
は
、
初
期

仏
教
、
つ
ま
り
南
伝
仏
教
の
最
初
期
の
パ
ー
リ
語
で
書
き
残
さ

れ
た
経
典
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
仏
陀
の
教
説
の
唯
一
信
頼

で
き
る
経
典
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。

︵
３
︶ 

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
原
本
す
べ
て
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
現
代
の
史
学
史
家
は
、
お
よ
そ
三
十
の
テ
ク
ス
ト

が
あ
る
程
度
の
確
信
を
も
っ
て
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
遺
作
で
あ

る
と
見
な
し
て
い
る
。

︵
４
︶ 

北
部
小
乗
︵Śrāvakayāna

、
声
聞
乗
と
も
︶
は
、
イ
ン
ド
か
ら

中
央
ア
ジ
ア
や
東
ア
ジ
ア
に
枝
分
か
れ
し
て
流
布
し
た
仏
教
伝

統
。
こ
の
分
枝
を
形
成
す
る
た
め
に
部
派
が
ツ
ー
ル
と
し
て
使

用
し
て
い
た
言
語
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
っ
た
。

︵
５
︶ 

三
蔵
︵tri-piṭaka

、﹁
三
つ
の
収
蔵
物
﹂﹁
三
つ
の
籠
﹂
の
意
︶

と
は
、
北
部
小
乗
部
派
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
仏
教
の
典
籍
の
集

大
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
中
の
仏
典
の
う
ち
一
つ
と
し
て

原
本
の
形
で
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
学
者
た
ち
が
保
管
し
て
い

る
の
は
、
中
国
語
と
チ
ベ
ッ
ト
語
に
翻
訳
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
経
典
の
一
部
だ
が
、
そ
れ
は
何
か
単
独
の
仏
典
か
ら
作
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成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
大
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
領
域
の

オ
ア
シ
ス
か
ら
出
土
し
た
原
本
の
写
本
の
断
片
も
保
管
さ
れ
て

い
る
。
三
蔵
の
第
一
部
と
第
二
部
で
あ
る
﹁
経
蔵
﹂︵
説
法
︶

と
﹁
律
蔵
﹂︵
宗
教
的
戒
律
の
規
範
︶
は
、
仏
陀
で
あ
る
釈
迦

牟
尼
に
よ
り
説
か
れ
た
経
句
、
つ
ま
り
法
︵
ダ
ル
マ
︶
を
収
録

し
て
い
る
。
第
三
部
で
あ
る
﹁
論
蔵
﹂︵
法
を
体
系
づ
け
た
論

議
・
注
釈
︶
に
は
、
仏
教
の
創
始
者
で
あ
る
釈
尊
の
弟
子
や
信

奉
者
、
つ
ま
り
声
聞
の
十
大
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
七

つ
の
哲
学
的
論
考
が
含
ま
れ
て
い
る
。

︵
６
︶ 

仏
教
哲
学
の
論
述
様
式
を
と
っ
た
典
籍
﹁
阿
毘
達
磨
︵
論
蔵
、

A
bhidharm

a-dīpa

︶﹂
で
は
、
歴
史
的
に
は
最
初
期
の
段
階
で
、

﹁
経
蔵
﹂
と
﹁
律
蔵
﹂
の
内
容
を
、
そ
の
解
釈
を
通
し
て
内
観

し
て
い
る
。
総
括
的
に
﹁
論
蔵
﹂
の
研
究
者
に
よ
り
名
付
け
ら

れ
た
こ
の
哲
学
的
思
索
の
流
れ
は
、
部
派
仏
教
の
時
代
に
さ
ら

に
発
展
を
遂
げ
た
。
そ
の
た
め
仏
典
注
釈
の
文
献
は
、﹁
論
蔵
﹂

前
後
で
区
分
さ
れ
て
い
る
。

︵
７
︶ 

ア
サ
ン
ガ
と
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
血
縁
関
係
に
関
す
る
相
反
す

る
資
料
は
、
聖
者
伝
説
の
性
質
を
持
つ
。

︵
８
︶ 

説
一
切
有
部
の
歴
史
に
関
し
て
は
、B

hikhu K
uala Lum

pur 
D

ham
m

ajoti ︵2005: 55

︱61

︶ 

を
参
照
。

︵
９
︶ 

テ
ク
ス
ト
は
漢
訳
で
保
管
さ
れ
て
い
た
。

︵
10
︶ ﹁
譬
喩
者
﹂
と
は
、﹁
明
瞭
な
実
例
に
立
脚
し
て
い
る
﹂
人
々
の

こ
と
。

︵
11
︶ C

ox ︵1995: 39

︶ 

を
参
照
。

︵
12
︶ 

当
該
議
論
の
概
要
は
、Kritzer ︵2005: X

X
V

I

︱X
X

X

︶ 

を
参
照
。

︵
13
︶ 

経
量
部
の
概
念
の
拡
大
解
釈
を
し
た
論
書
の
中
の
仮
定
に
つ
い

て
は
、B

ayer ︵2010: X
X

V
I

︶ 

が
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
経
量

部
の
思
想
的
伝
統
に
関
し
て
は
、Singh ︵2007

︶ 

を
参
照
。

︵
14
︶ 

ア
サ
ン
ガ
の
師
に
関
し
て
は
、K

eenan ︵1992

︶ 

を
参
照
。

︵
15
︶ 

パ
ラ
マ
ー
ル
タ
は
西
イ
ン
ド
出
身
の
氏
族
で
あ
っ
た
。
若
い
と

き
か
ら
、
カ
シ
ミ
ー
ル
国
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
国
、
そ
の
他
の
伝

統
的
学
問
の
中
心
地
へ
い
わ
ゆ
る
遊
学
を
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
師

の
指
導
の
下
で
仏
教
経
典
を
学
ん
だ
。
ま
た
彼
は
、
仏
教
と
対

立
す
る
正
統
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
体
系
に
も
精
通
し
て
い

た
。
五
四
六
年
か
ら
中
国
で
仏
教
経
典
の
翻
訳
に
従
事
し
た
。

彼
に
よ
り
翻
訳
・
著
述
さ
れ
た
大
部
分
が
、
瑜
伽
行
派
の
論
書

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、Л

енков

︵2006: 54

︱59

︶
を
参
照
。

︵
16
︶ 

玄
奘
は
、
論
蔵
︵
阿
毘
達
磨
︶
の
思
潮
や
瑜
伽
行
派 

の
伝
統

的
な
仏
教
哲
学
文
献
の
す
ぐ
れ
た
訳
経
僧
で
あ
る
。
中
国
で
唯

識
派
を
発
展
さ
せ
た
法
相
宗
︵fǎxiàngzōng 

唯
識
宗
︶
の
開

祖
で
あ
る
。
大
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
天
山
北
路
を
辿
り
、
イ
ン
ド

へ
の
遊
学
を
果
た
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、Л

енков 

︵2006: 
54

︱70

︶
を
参
照
。

︵
17
︶ 

こ
の
著
述
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
Ｆ
・
Ｉ
・
シ
チ
ェ
ル
バ
ツ

キ
ー
の
弟
子
で
あ
る
ロ
シ
ア
の
学
者
Ｅ
・
Ｅ
・
オ
ベ
ル
ミ
ラ
ー

に
よ
り
初
め
て
チ
ベ
ッ
ト
語
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
︵
英
語
︶

へ
翻
訳
さ
れ
、
一
九
三
二
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
出
版
さ

れ
た
。
こ
の
著
作
の
第
三
版
︵B

u-ston R
in-chen-grub 1999

︶

を
参
照
。
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︵
18
︶ 

論
文
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
︵
ロ
シ
ア
語
︶
へ
の
最
初
の
翻
訳

は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
の
Ｖ
・
Ｐ
・
ワ
シ
リ
ー
エ
フ
が
遂
行
し

た
。
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
の
﹃
イ
ン
ド
仏
教
史
﹄︵Д

араната 1869

︶

を
参
照
。
本
稿
で
は
、Tāranātha

︵2010

︶
の
引
用
を
使
用
。

︵
19
︶ Takakusu

︵1904: 169

︱196

︶. 

︵
20
︶ Takakusu

︵1905: 33

︱53

︶.

︵
21
︶ 

氏
族
と
は
、
父
系
の
血
縁
に
よ
り
成
員
が
繋
が
っ
て
い
る
大
家

族
の
こ
と
。

︵
22
︶ 

プ
ロ
ー
ヒ
タ
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
に
、
部
族
の
平
穏
な
暮
ら
し

と
戦
で
の
常
勝
の
保
障
を
す
る
使
命
を
帯
び
た
た
め
の
儀
式
の

執
行
に
対
し
責
任
を
担
う
祭
司
。
初
期
中
世
に
は
、
独
占
的
な

宗
教
的
権
威
を
持
っ
て
い
た
宮
廷
の
祭
司
で
あ
り
、
そ
の
後
は

家
族
あ
る
い
は
氏
族
の
司
祭
と
な
っ
た
。

︵
23
︶ 

ヴ
ィ
ン
ド
ヤ
ヴ
ァ
ー
シ
ン
は
、
そ
の
名
の
人
物
の
居
住
地
が
ヒ

ン
ド
ゥ
ス
タ
ー
ン
北
東
の
ヴ
ィ
ン
デ
ィ
ヤ
︵V

indhya

︶
山
脈

に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

︵
24
︶ ﹃
サ
ー
ン
キ
ヤ
論
︵
数
論
学
︶﹄
と
そ
の
著
者
に
関
し
て
は
、

Ш
охин 

︵1995: 41

︱44

︶
を
参
照
。﹃
サ
ー
ン
キ
ヤ
論
︵
数
論

学
︶﹄
の
テ
ク
ス
ト
は
永
久
に
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

︵
25
︶ 

彼
ら
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
た
修
行
方
法
は
以
下
の
三
点
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
聴
聞
、
知
覚
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
理
性
的
な

思
索
、
得
ら
れ
た
知
識
を
実
践
的
に
消
化
す
る
た
め
の
観
照
で

あ
る
。

︵
26
︶ ﹃
入
菩
薩
行
論
﹄
で
は
、
仏
陀
の
教
え
に
対
す
る
註
釈
法
に
つ

い
て
二
分
法
的
対
比
が
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
実
に
固

有
の
性
質
を
﹁
空
﹂
と
し
て
説
明
す
る
厳
格
な
解
釈
法
で
あ
る

了
義
︵nītārtha

︶
と
、
修
行
者
た
ち
を
真
実
の
意
味
に
導
く
こ

と
だ
け
が
目
的
と
さ
れ
る
、
慣
習
的
で
教
訓
的
な
解
釈
法
で
あ

る
不
了
義
︵neyārtha

︶
で
あ
る
。
経
典
の
中
で
了
義
の
分
類

に
入
る
の
は
、
中
観
派
の
理
念
が
叙
述
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
だ
け

で
あ
り
、
他
は
す
べ
て
不
了
義
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
対

比
は
、
大
乗
仏
教
の
布
教
者
た
ち
に
よ
っ
て
弁
明
の
目
的
で
用

い
ら
れ
た
。

︵
27
︶ 

イ
ン
ド
で
形
成
さ
れ
た
仏
教
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
経
典
や
論
書

の
聴
聞
は
、
最
高
の
真
理
を
直
接
判
断
す
る
洞
察
力
と
い
う
精

神
状
態
を
散
発
的
に
出
現
さ
せ
る
よ
う
に
促
す
。

︵
28
︶ 

仏
陀
と
菩
薩
に
具
わ
っ
て
い
る
智
慧
の
完
成
に
関
す
る
大
乗
仏

教
の
経
典
の
論
は
以
下
の
通
り
。
史
学
史
家
た
ち
が
考
え
て
い

る
よ
う
に
、
般
若
波
羅
蜜
多
︵Prajñāpāram

itā

︶
の
最
古
の
断

片
は
最
初
期
の
正
統
な
経
典
と
時
代
が
相
関
し
て
い
る
。
般
若

波
羅
蜜
多
の
救
済
論
的
な
見
解
の
中
に
、
執
着
の
束
縛
か
ら
自

由
か
つ
完
全
に
独
立
し
た
包
括
的
認
識
が
あ
る
。

︵
29
︶ 

現
代
の
研
究
者
の
多
く
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
も
と
で
デ
ィ

グ
ナ
ー
ガ
が
直
接
修
業
し
た
と
い
う
事
実
を
疑
う
傾
向
に
あ

る
。
し
か
し
、
真
実
を
認
識
す
る
た
め
の
根
源
に
関
す
る
デ
ィ

グ
ナ
ー
ガ
の
教
義
の
出
発
点
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
﹃
論

式
﹄︵V

ādavidhāna

︶︵﹃
公
開
討
論
の
規
則
﹄︶
の
論
理
的
理

念
で
あ
っ
た
。

︵
30
︶ H

suan-tsang

︵1906: 105

︶
を
参
照
。

︵
31
︶ 
同
三
二
五
頁
を
参
照
。
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︵
32
︶ 

カ
シ
ミ
ー
ル
で
の
玄
奘
の
滞
在
に
つ
い
て
はH

arza ︵2011: 
12

︱13

︶ 

を
参
照
。

︵
33
︶ ﹃
瑜
伽
師
地
論
﹄
の
完
全
な
原
本
の
入
手
が
、
玄
奘
の
旅
の
計

画
の
目
標
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
の
詳
細
は

Л
енков ︵2006: 69

︶
を
参
照
。

︵
34
︶ 

玄
奘
に
よ
り
立
案
さ
れ
た
翻
訳
法
に
つ
い
て
は
、Л

енков 

︵2006: 72

︱73

︶
を
参
照
。

︵
35
︶ 

と
く
にP＇u-K

＇auang ︵1960: 363

︶
を
参
照
。

︵
36
︶ 

世
親
の
阿
毘
達
磨
論
の
翻
訳
は
、
八
世
紀
に
チ
ベ
ッ
ト
の
訳
経

僧
グ
ル
ー
プ
が
イ
ン
ド
の
学
者
ジ
ナ
ミ
ト
ラ
︹Jinam

itra

︺
と

協
力
し
て
行
っ
た
。

︵
37
︶ B

u-ston R
in-chen-grub

︵1999: 137
︶
を
参
照
。

︵
38
︶ Tāranātha

︵2010: 167

︶
を
参
照
。

︵
39
︶ 

同
一
七
〇
︱

一
七
一
頁
を
参
照
。

︵
40
︶ 

当
時
の
学
者
た
ち
の
関
心
は
、﹃
阿
毘
逹
磨
倶
舍
論
本
頌
﹄
と

﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄
の
中
国
語
や
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
テ
ク
ス

ト
、
ま
た
経
量
部
の
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
︵Yaśom

itra 

称
友
、

八
世
紀
︶ 

に
よ
る
唯
一
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
注
釈
で
あ
る

﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
明
瞭
義
釈
破
我
品
﹄︵A

bhidharm
akośa-

sphuṭārthabhidhar m
akośavyākhyā

︶ 

に
の
み
向
け
ら
れ
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
に
参
加
し
た
の
は
、
ロ
シ
ア
か
ら
は
Ｆ
・

Ｉ
・
シ
チ
ェ
ル
バ
ツ
キ
ー
と
彼
の
弟
子
で
あ
る
Ｏ
・
Ｏ
・
ロ
ー

ゼ
ン
ベ
ル
グ
、
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
ー
の
仏
教
学
派
の
学
者

で
あ
る
Ｓ
・
レ
ヴ
ィ
と
ル
イ
・
ド
ゥ
・
ラ
・
バ
レ
・
プ
サ
ン 

︵Louis de La Vallée Poussin

︶、
日
本
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学

者
で
あ
り
史
料
研
究
家
で
あ
る
荻
原
雲
来
で
あ
っ
た
。
上
記
す

べ
て
の
テ
ク
ス
ト
の
出
版
と
、
全
テ
ク
ス
ト
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言

語
へ
の
翻
訳
の
遂
行
、
阿
毘
達
磨
の
哲
学
の
諸
問
題
に
関
す
る

研
究
の
準
備
が
計
画
さ
れ
た
。
こ
の
作
業
の
経
過
と
そ
の
成
果

はЕрмакова 

︵2012: 22

︱44

︶
を
参
照
。﹃
阿
毘
逹
磨
倶
舍
論
﹄

と
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
釈
﹄
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
原
本

は
、
一
九
三
五
年
に
チ
ベ
ッ
ト
の
シ
ガ
ツ
ェ
市
の
南
方
二
〇
キ

ロ
に
あ
っ
た
小
さ
な
ゴ
ル
︵N

gor

︶
僧
院
で
ラ
ー
フ
ラ
・
サ
ー

ン
ク
リ
テ
イ
ヤ
ー
ヤ
ナ
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
。

︵
41
︶ Peri ︵1911: 355

︱382

︶
を
参
照
。

︵
42
︶ Щ

ербатской ︵1988:84

︱85

︶
を
参
照
。

︵
43
︶ Frauw

allner

︵1951: 3

︱5

︶
を
参
照
。

︵
44
︶ 

同
二
一
︱

二
二
頁
を
参
照
。

︵
45
︶ 

と
く
にJaini ︵1958: 48-53; 1959: 236

︱249

︶ 

を
参
照
。

︵
46
︶ 

日
本
人
研
究
者
た
ち
の
反
証
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、K

ritzer

︵2005: X
X

V

︶
を
参
照
。

︵
47
︶ ﹃
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

︱
彼
の
生
涯
と
時
代
﹄
と
い
う
概
論
形

式
の
中
で
行
わ
れ
た
こ
の
再
構
成
は
、A

nacker ︵1984

︶ 

に

収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
い
く
つ
か
の
修
正
を
施
し
、

二
〇
〇
五
年
と
二
〇
一
三
年
の
二
回
に
わ
た
り
再
版
さ
れ
た
。

︵
48
︶ 
同
一
八
︱

二
〇
を
参
照
。

︵
49
︶ Schm

ithausen

︵1987: 262-263

︶。

︵
50
︶ 
研
究
の
方
法
論
と
結
果
の
叙
述
は
、K

ritzer ︵2005: X
X

I

︱

X
X

X
V

I
︶
を
参
照
。。
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