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K
am

alaśīla

著
『
中
観
光
明
論
』
に
お
け
る

＂
世
俗
知
に
依
拠
し
た
無
自
性
性
論
証
＂
の
成
立
に
つ
い
て

（
1
（

計　
　

良　
　

龍　
　

成

一
、
は
じ
め
に

　

イ
ン
ド
仏
教
後
期
中
観
派
の
学
者K

am
alaśīla

（c. （40 -（95

）

は
、
主
著
と
見
な
さ
れ
る
『
中
観
光
明
論
』（M

adhyam
akāloka

以
下
、M

Ā

）
の
中
で
、
一
切
法
の
無
自
性
性
（niḥ svabhāvatā

）、

即
ち
、「
一
切
の
存
在
（
法dharm

a

）
は
勝
義
と
し
て
（param

ārthatas
）

本
性
（
自
性svabhāva

）
を
持
た
な
い
こ
と
」
を
積
極
的
に
論
証

す
る
こ
と
を
企
て
た（

2
（

。
そ
の
論
証
に
お
い
て
、
彼
が
実
際
行
っ
て
い

る
の
は
、
世
俗
の
事
物
の
上
に
勝
義
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
他
者

に
よ
っ
て
捏
造
（
増
益sam

āropita

）
さ
れ
た
本
性
（
自
性
）
を

推
論
（anum

āna

）
に
よ
っ
て
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

彼
は
「
一
切
法
は
、
勝
義
と
し
て
〔
存
在
す
る
と
他
者
に
よ
っ
て
捏

造
・
構
想
さ
れ
た
〕
自
性
を
持
た
な
い
」
と
い
う
命
題
を
中
観
派
自

ら
の
主
張
と
し
て
論
証
し
て
い
る
の
で
あ
る（

3
（

。
彼
は
世
俗
の
自
性
の

存
在
は
認
め
て
お
り
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
勝
義
の
自

性
（svabhāva

）
の
空
（
＝
欠
如
・
非
存
在
）
の
み
を
論
証
す
る
の

で
あ
る
。

 

中
観
派
は
、N

āgārjuna

（
龍
樹c. 150 -250

）
以
来
、
勝
義

（param
ārtha

）
と
世
俗
（saṃ vṛ ti

）
と
い
う
二
つ
の
真
理
か
ら
成

る
二
真
理
（
二
諦satyadvaya

）
説
を
学
説
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。

こ
の
説
は
、
空
性
思
想
に
関
す
る
自
己
矛
盾
、
例
え
ば
、
一
切
が
空

（
＝
非
存
在
）
な
ら
そ
れ
を
説
く
言
葉
も
空
で
あ
り
、
従
っ
て
空
思

想
を
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
た
自
己
矛
盾
を
解
消
す
る
な

ど
、
空
性
論
証
が
成
立
す
る
た
め
の
学
説
上
の
基
盤
を
与
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
後
期
中
観
派
の
二
真
理
説
に
よ
る
と
、「
離
一
多
」
等
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の
五
つ
の
論
証
因
（hetu

）
を
述
べ
る
推
論
は
、
そ
の
推
論
の
言

葉
・
推
論
式
自
体
は
、
世
俗
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
世
俗
的
存
在
と
認

め
ら
れ
る
が
、
そ
の
推
論
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
知
は
、
そ
の
知 

自
体
も
勝
義
的
存
在
で
は
な
い
も
の
の
、
勝
義
に
つ
い
て
の
理
解
を

助
け
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
勝
義
」

（param
a-artha

）
と
い
う
複
合
語
の
解
釈
の
一
つ
、
所
有
複
合
語

（bahuvrīhi

）
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
も
「
勝
義
」
と
見
な
さ

れ
て
い
る（

4
（

。

　

さ
て
、
イ
ン
ド
後
期
中
観
派
の
無
自
性
性
論
証
に
関
す
る
従
来
の

研
究
は
、
こ
の
勝
義
の
理
解
を
助
け
る
点
で
「
勝
義
」
と
見
な
さ
れ

る
無
自
性
性
論
証
（
の
み
）
を
研
究
対
象
と
し
て
扱
い
、
無
自
性
性

論
証
の
そ
れ
以
外
の
解
釈
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
考
察
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、K

am
alaśīla

の

中
観
思
想
を
分
析
す
る
と
、「
勝
義
」
と
見
な
さ
れ
る
無
自
性
性
論

証
と
は
別
の
無
自
性
性
論
証
も
解
釈
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
思
想
史
研
究
の
立
場
か
ら
右
記
の
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、K

am
alaśīla

の
無
自
性
性
論
証
に
お
け

る
論
証
対
象
（sādhya

）、
即
ち
「
勝
義
と
し
て
無
自
性
で
あ
る
こ

と
」（
＝
勝
義
の
自
性
の
否
定
）
に
含
ま
れ
る
否
定
の
解
釈
の
分
析

と
、
無
自
性
性
論
証
が
成
立
す
る
た
め
の
学
説
上
の
基
盤
を
与
え
る

二
真
理
説
と
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
る
彼
の
三
性
・
三
無
性
解
釈
の
分

析
と
を
行
う
。
そ
れ
ら
の
分
析
を
通
し
て
、K

am
alaśīla

が
解
釈

と
し
て
受
け
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
、
勝
義
と
見
な
さ
れ
る
無
自
性
性

論
証
と
は
別
の
無
自
性
性
論
証
と
は
、
勝
義
の
自
性
の
定
立
的
否
定

（paryudāsa

）
を
論
証
す
る
、
世
俗
知
（
実
世
俗
知
）
に
依
拠
し
た

無
自
性
性
論
証
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
、
勝
義
の
自
性
の
定
立
的
否
定

　

K
am

alaśīla

が
、
勝
義
と
見
な
さ
れ
る
論
証
と
は
別
の
無
自
性

性
論
証
を
解
釈
と
し
て
受
け
入
れ
可
能
と
示
唆
す
る
の
は
、「
離
一

多
」
と
い
う
論
証
因
を
扱
うM

Ā

中
の
一
節
の
、
対
論
者
に
よ
る

反
論
に
対
す
る
答
論
に
お
い
て
で
あ
る
。
対
論
者
は
、「
離
一
多
」

と
い
う
論
証
根
拠
（sādhana

）（
＝
論
証
因
）
と
「
勝
義
と
し
て

無
自
性
で
あ
る
こ
と
」（
＝
勝
義
の
自
性
の
否
定
）
と
い
う
論
証
対

象
（sādhya

）
が
、
否
定
対
象
と
は
別
の
存
在
の
成
立
を
含
意
す

る
否
定
で
あ
る
定
立
的
否
定
（paryudāsa

）
の
形
を
採
る
場
合
と
、

そ
の
二
つ
が
否
定
対
象
と
は
別
の
存
在
の
成
立
を
含
意
し
な
い
否
定

で
あ
る
純
粋
否
定
（prasajyapratis. edha

）
の
形
を
採
る
場
合
と

に
分
け
て
考
察
し
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
論
証
因
は
不
確
定

（anaikāntika

）
と
い
う
誤
謬
を
持
ち
、
論
証
に
誤
り
が
生
じ
る
と

中
観
派
に
対
し
て
反
論
す
る（

5
（

。
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
主
題
と
関
わ
る
、

論
証
根
拠
と
論
証
対
象
が
定
立
的
否
定
の
形
を
採
る
場
合
の
反
論
の
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1（

み
を
採
り
上
げ
る
。
対
論
者
は
、
論
証
対
象
の
解
釈
問
題
に
は
直
接

言
及
せ
ず
、
定
立
的
否
定
の
形
を
採
る
論
証
根
拠
の
解
釈
だ
け
を
問

題
と
し
、「
離
一
多
」
即
ち
「
一
性
・
多
性
の
定
立
的
否
定
」
と
い

う
論
証
根
拠
が
、「
一
性
で
も
多
性
で
も
な
い
勝
義
の
実
在
物
」
を

意
味
す
る
と
解
釈
す
る
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
、
対
論
者
は
、「
一

性
で
も
多
性
で
も
な
い
勝
義
の
実
在
物
」
と
「
無
自
性
性
」
と
の
間

に
は
含
意
関
係
（vyāpti
遍
充
関
係
）
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
、
離

一
多
が
必
ず
無
自
性
性
を
含
意
す
る
と
は
限
ら
ず
、
含
意
し
な
い
場

合
も
あ
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
離
一
多
と
い
う
論
証
因
は
不
確
定
と

い
う
誤
謬
を
持
つ
と
述
べ
る
の
で
あ
る（

（
（

。
右
記
の
反
論
に
対
す
る
答

論
の
中
で
、K

am
alaśīla

は
、
論
証
根
拠
だ
け
で
な
く
、
論
証
対

象
に
つ
い
て
も
定
立
的
否
定
に
よ
る
解
釈
を
問
題
と
し
て
、
次
の
よ

う
な
考
え
を
述
べ
る
。

〔
論
証
対
象
と
論
証
根
拠
と
が
〕
定
立
的
否
定
〔
の
形
を
と
る
〕
と

い
う
見
解
に
関
す
る
〔
対
論
者
の
〕
批
判
も
全
く
正
し
く
な
い
の
で

あ
る
。〔
そ
れ
ら
二
つ
が
〕
定
立
的
否
定
と
い
う
形
で
述
べ
ら
れ
た

と
い
う
た
だ
単
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
何
も
ど
こ
に
も
、
勝
義
の

実
在
物
と
し
て
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
―（
中
略
）
―

①
実
在
論
者
た
ち
に
と
っ
て
さ
え
も
、
一
性
と
多
性
を
欠
い
た
真

実
の
実
在
物
は
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、〔
一

性
で
も
多
性
で
も
な
い
真
実
の
実
在
物
が
無
い
こ
と
は
〕「
既
に

成
立
し
た
事
柄
を
〔
再
度
〕
論
証
す
る
こ
と
」（siddhasādhana

）

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
（
＝
一
性
で
も
多
性
で
も

な
い
真
実
の
実
在
物
）
は
、
考
え
ら
れ
得
る
対
象
で
も
な
い
か
ら

で
あ
る
し
、
一
〔
性
〕
と
多
〔
性
〕
が
す
べ
て
の
自
性
を
遍
充
す

る
の
で
あ
る
と
既
に
我
々
は
論
証
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

②
勝
義
と
し
て
自
性
の
無
い
、
幻
等
と
無
区
別
で
あ
る
そ
の
よ
う

な
も
の
に
対
し
て
さ
え
、〔
汝
が
〕「
実
在
物
」
と
い
う
名
前
を
付

け
る
な
ら
ば
、〔
中
観
派
の
論
証
が
〕
排
撃
さ
れ
る
こ
と
は
少
し

も
な
い
の
で
あ
る
。〔
こ
れ
は
、
汝
が
〕
承
認
す
る
〔
実
在
論
者
の
〕

見
解
が
崩
壊
す
る
こ
と
か
ら
、
汝
自
身
を
論
駁
す
る
だ
け
の
こ
と

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る（

（
（

。

　

①
で
は
、「
離
一
多
」
と
い
う
論
証
根
拠
が
定
立
的
否
定
の
形
を

採
っ
た
と
し
て
も
、
勝
義
の
実
在
物
を
含
意
す
る
こ
と
は
な
い
と
い

う
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
自
性
に
は
一
性
と
多
性
以
外
の
第
三

の
可
能
性
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、「
一
性
で
も
多
性
で
も
な
い
勝
義

の
実
在
物
」
な
ど
あ
り
得
な
い
。
勝
義
の
実
在
物
も
自
性
を
持
つ
な

ら
、
そ
れ
は
一
性
か
多
性
か
ど
ち
ら
か
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
論
証
根
拠
が
定
立
的
否
定
の
形
を
採
る
と
解
釈
さ
れ

て
も
、
論
証
因
に
関
す
る
誤
謬
は
何
も
生
じ
な
い
。

　

②
は
、
論
証
対
象
（
＝
勝
義
の
自
性
の
否
定
）
が
定
立
的
否
定
の

形
を
採
る
と
見
な
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
のK

am
alaśīla

の
見
解
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が
示
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
彼
が
述
べ
て
い
る
の
は
次

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
―
対
論
者
は
、
そ
の
論
証
対
象
も
定
立

的
否
定
の
形
を
採
れ
ば
勝
義
の
実
在
物
が
成
立
す
る
と
考
え
る
が
、

そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
む
し
ろ
、
勝
義
の
自
性
の
定
立
的
否
定
は
、

「
勝
義
の
自
性
を
も
た
な
い
、
幻
等
に
等
し
い
も
の
」
を
意
味
す
る

と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
対
論
者
が
そ
の
よ
う
な
「
幻

等
に
等
し
い
も
の
」
に
対
し
て
さ
え
「
実
在
物
」
と
名
付
け
る
な
ら

ば
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
に
名
付
け
ら
れ
て
も
、「（
勝
義
の
自
性
を
も

た
な
い
）
幻
等
に
等
し
い
も
の
」
を
論
証
対
象
と
す
る
こ
と
に
実
質

変
わ
り
は
な
い
か
ら
、
中
観
派
と
し
て
は
異
論
は
な
い
し
、
無
自
性

性
論
証
に
誤
謬
が
生
じ
る
こ
と
は
全
く
な
い
。
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に

名
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
論
者
（
＝
実
在
論
者
）
の
見
解
に
自

己
矛
盾
が
生
じ
、
対
論
者
の
見
解
が
崩
壊
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　

K
am

alaśīla

は
、
勝
義
の
自
性
の
定
立
的
否
定
が
「
幻
等
に
等

し
い
も
の
」
を
意
味
す
る
と
い
う
考
え
を
、
積
極
的
に
と
は
言
い
難

い
が
、
論
証
対
象
の
解
釈
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
の
場
合
、「
諸
事
物
は
、
一
性
・
多
性
を
欠
い
て
い
る

か
ら
、
幻
等
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
論
証
も
、
無
自
性
性

論
証
と
し
て
誤
謬
無
く
成
立
す
る
と
い
う
考
え
を
彼
は
も
っ
て
い
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
諸
事
物
は
幻
等
に
等
し
い
」
と
い
う
命

題
の
論
証
が
無
自
性
性
論
証
と
し
て
成
立
す
る
と
彼
が
考
え
て
い
た

と
し
て
も
、
そ
の
論
証
は
、
彼
の
学
説
上
、
ど
の
よ
う
な
無
自
性
性

論
証
と
し
て
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
の
位
置
付
け
が
明
ら
か
で

な
い
。
彼
の
中
観
思
想
に
お
い
て
、
無
自
性
性
論
証
が
成
立
す
る
た

め
の
学
説
上
の
基
盤
を
与
え
、
論
証
を
位
置
づ
け
る
の
は
二
真
理
説

で
あ
る
の
で
、
そ
の
説
に
お
い
て
、
そ
の
命
題
の
論
証
が
無
自
性
性

論
証
の
一
種
と
し
て
成
立
す
る
も
の
と
し
て
ど
の
よ
う
に
基
礎
付
け

ら
れ
、
位
置
付
け
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
を
以
下
に
考
察
す
る
こ
と
と

す
る
。三

、Kam
alaśīla

の
三
性
・
三
無
性
解
釈
と
二
真
理
説

 

三
性
（trisvabhāva

）
と
三
無
性
（trividhā niḥ svabhāvātā

）

の
説
は
、
ど
ち
ら
も
本
来
瑜
伽
行
派
が
学
説
と
し
て
採
用
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
瑜
伽
行
派
は
、『
般
若
経
』（Prajñāpāram

itāsūtra

）

等
が
説
く
無
自
性
説
を
、
了
義
（nītārtha

）（
＝
文
字
通
り
の
意
味

（yathārutārtha

）
で
理
解
し
て
良
い
教
説
の
そ
の
文
字
通
り
の
意

味
）
を
説
く
も
の
と
は
見
な
さ
ず
、
未
了
義
（neyārtha

）（
＝
文

字
通
り
の
意
味
で
は
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
教
説
の
意
味
）
を
説

く
も
の
と
見
な
し
、
そ
の
教
説
は
文
字
通
り
の
意
味
と
は
別
の
意
味

（arthāntara

）
で
あ
る
三
無
性
を
意
図
し
て
説
か
れ
た
密
意
（
趣
）

（abhiprāya
）
説
（
＝
文
字
通
り
の
意
味
と
は
別
の
意
味
を
意
図
し

て
説
か
れ
た
説
）
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
別
の
意
味
と
し
て
説
か
れ
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た
三
無
性
と
は
、
三
種
の
無
自
性
性
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
即
ち
、

生
起
の
無
自
性
性
（
生
無
性utpattiniḥ svabhāvātā

）・
特
徴
の
無

自
性
性
（
相
無
性laks. aṇ aniḥ svabhāvātā

）・
勝
義
の
無
自
性
性

（
勝
義
無
性param

ārthaniḥ svabhāvātā

）
の
三
種
で
あ
る（

（
（

。

　

瑜
伽
行
派
に
よ
れ
ば
、
三
無
性
は
三
性
（
＝
三
種
の
存
在
の
あ
り

方
）、
即
ち
、
他
に
依
る
あ
り
方
（
依
他
起
性paratantrasvabhāva

）・

構
想
さ
れ
た
あ
り
方
（
遍
計
所
執
性parikalpitasvabhāva

）・
完

成
さ
れ
た
あ
り
方
（
円
成
実
性parinis. pannasvabhāva

）
を
基
盤

と
し
て
成
立
す
る
。
生
起
の
無
自
性
性
は
、
他
に
依
る
あ
り
方
（
＝

縁
起
す
る
あ
り
方
）
に
基
づ
き
成
立
し
、
原
因
・
条
件
と
い
う
他
の

も
の
に
依
拠
し
て
生
じ
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
生
じ
て
い
る

も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
は
生
じ
て
い
る
よ
う
な
本
性
（
自
性
）

は
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
特
徴
の
無
自
性
性
は
構
想
さ
れ
た

あ
り
方
に
基
づ
き
成
立
し
、
構
想
さ
れ
た
も
の
に
は
構
想
さ
れ
た
通

り
の
特
徴
・
本
性
が
無
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
構
想
さ
れ
た
あ
り
方

は
、
他
に
依
る
あ
り
方
の
も
の
の
上
に
何
ら
か
の
本
性
・
特
性
が
構

想
・
捏
造
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
し
て

勝
義
の
無
自
性
性
は
完
成
さ
れ
た
あ
り
方
（
＝
他
に
依
る
あ
り
方
の

も
の
が
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
を
離
れ
た
あ
り
方
）
に
基
づ
き
成
立

し
、
完
成
さ
れ
た
あ
り
方
は
他
に
依
る
あ
り
方
の
諸
法
の
真
実
の
あ

り
方
（
真
如tathatā

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
聖
者
の
知
（
勝
れ
た
知
）

の
対
象
（
義
）
で
あ
る
か
ら
、
勝
義
で
あ
り
、
勝
義
は
一
切
法
無
我
・

無
自
性
性
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
か
ら
、
勝
義
の
無
自
性
性
で

あ
る
。
瑜
伽
行
派
は
、
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
は
本
来
非
存
在
で
あ
る

が
、
そ
の
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
が
成
立
す
る
基
盤
と
し
て
の
他
に
依

る
あ
り
方
の
も
の
と
、
そ
れ
が
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
を
離
れ
た
と
こ

ろ
の
完
成
さ
れ
た
あ
り
方
と
の
二
つ
は
実
在
す
る
と
考
え
る
の
で
あ

る
。

　

三
性
と
三
無
性
に
関
す
る
瑜
伽
行
派
の
以
上
の
考
え
は
、
中
観
派

に
と
っ
て
は
学
説
と
し
て
受
け
入
れ
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
中
観

派
は
無
自
性
説
を
、
未
了
義
で
は
な
く
、
了
義
を
説
く
も
の
と
見
な

し
、
勝
義
に
お
い
て
は
一
切
は
無
自
性
・
非
存
在
と
考
え
、
三
性
は

す
べ
て
無
自
性
・
非
存
在
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、K

am
alaśīla

は
、M

Ā

の
中
で
、
中
観
派
も
三
性
・
三
無
性

の
教
説
を
学
説
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る

の
で
あ
る（

9
（

。

 
K

am
alaśīla

は
、
三
性
・
三
無
性
の
教
説
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
、

そ
れ
ら
を
中
観
派
の
学
説
と
両
立
し
う
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
の

で
あ
る
。
三
性
・
三
無
性
の
解
釈
を
打
ち
出
す
こ
と
で
、
彼
は
中
観

思
想
と
瑜
伽
行
派
の
思
想
と
の
両
立
化
を
企
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
両
立
化
と
い
っ
て
も
、
両
者
を
そ
の
ま
ま
対
等
な
立
場
で
両

立
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
こ
れ
は
中
観

派
側
か
ら
の
思
想
的
接
近
で
あ
り
、
瑜
伽
行
派
の
学
説
を
中
観
派
の

立
場
か
ら
解
釈
し
、
中
観
思
想
を
思
想
的
に
上
位
に
置
き
な
が
ら
も
、
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両
学
説
の
思
想
的
・
教
義
的
対
立
関
係
を
解
消
し
、
瑜
伽
行
派
の
思

想
を
中
観
派
の
思
想
に
調
和
さ
せ
、
連
結
さ
せ
る
た
め
の
両
立
化
で

あ
り
、
ま
た
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
瑜
伽
行
派
説
の
支
持
者
達
を
も

中
観
思
想
に
、
つ
ま
り
中
観
派
の
説
く
真
実
智
（tattvajñāna

）
に

導
き
入
れ
る
た
め
の
両
立
化
で
も
あ
る（

（1
（

。
以
下
の
三
項
ａ
ｂ
ｃ
で
、

我
々
はK

am
alaśīla

の
三
性
と
三
無
性
の
解
釈
を
分
析
し
、
そ
の

分
析
か
ら
、
彼
の
解
釈
に
お
い
て
、
二
種
の
無
自
性
性
論
証
が
成
立

す
る
根
拠
と
な
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

ａ
、
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
・
特
徴
の
無
自
性
性

　

構
想
さ
れ
た
あ
り
方
と
特
徴
の
無
自
性
性
は
、M

Ā
 D

151a2 -（

で

次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

幻
等
と
区
別
の
無
い
、
ま
さ
に
そ
の
他
に
依
る
あ
り
方
（
依
他
起

性
）
の
も
の
に
対
し
て
、
恒
常
・
無
常
等
の
勝
義
の
本
性
（rang 

gi ngo bo

）
を
捏
造
す
る
こ
と
が
、
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
で
あ
る
。

そ
の
〔
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
の
も
の
〕
が
ま
た
、
構
想
さ
れ
た
通

り
の
特
徴
（
相
）〔
を
も
つ
こ
と
〕
は
不
成
立
で
あ
る
か
ら
、
特

徴
は
無
自
性
で
あ
る
（
＝
相
無
性
）
と
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
〔
特
徴
の
〕
無
自
性
（
＝
相
無
性
）
も
、
客
観
的
事
実
と
し

て
は
（vastutas

）、〔
勝
義
の
本
性
が
構
想
さ
れ
た
の
と
〕
同
じ

他
に
依
る
あ
り
方
の
も
の
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
同
じ
〔
他
に
依
る
あ
り
方
の
〕
も
の
が
、
そ
の
〔
勝
義
の
本
性
〕

と
い
う
特
徴
〔
を
も
つ
も
の
〕
と
し
て
構
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

―
（
中
略
）
―

ま
た
、〔『
聖
解
深
密
経
』
の
中
で
、〕

従
っ
て
、
私
（
＝
世
尊
）
は
、
特
徴
の
無
自
性
性
を
意
図
し
て
、

一
切
法
は
不
生
起
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

と
説
か
れ
た
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、〔
世
尊
は
、〕
文
字
通
り
の

意
味
で
〔
不
生
起
を
〕
理
解
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
世
俗
の
他
に
依
る
あ
り
方
の
も
の
に
お
い
て
上
述
の
構
想
さ

れ
た
本
性
の
無
い
こ
と
（
欠
如
）
を
証
明
し
て
、
否
認
し
得
な
い

世
俗
の
あ
り
方
を
も
説
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
勝
義
と

し
て
〔
そ
の
構
想
さ
れ
た
本
性
が
他
に
依
る
あ
り
方
の
も
の
に
お

い
て
無
い
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
の
〕
で
は
な
い
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

K
am

alaśīla

は
、
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
を
、
幻
と
無
区
別
な
他

に
依
る
あ
り
方
の
も
の
に
対
し
て
勝
義
の
本
性
を
捏
造
（
付
託
）
す

る
こ
と
と
解
釈
す
る
。
他
に
依
る
あ
り
方
の
も
の
は
、
次
項
ｂ
に
見

る
が
、
世
俗
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
、
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
と
は
、

世
俗
の
も
の
に
勝
義
の
本
性
を
捏
造
す
る
こ
と
と
彼
は
解
釈
し
て
い

る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
特
徴
の
無
自
性
性
に
つ
い
て
は
、
彼
は
、
構

想
さ
れ
た
あ
り
方
の
も
の
に
は
構
想
さ
れ
た
通
り
の
特
徴
が
無
い
こ

と
と
解
釈
し
、
そ
れ
は
、
世
俗
と
見
な
さ
れ
る
他
に
依
る
あ
り
方
の
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も
の
に
お
け
る
そ
の
構
想
さ
れ
た
勝
義
の
本
性
の
欠
如
を
意
味
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、K

am
alaśīla

の
特
徴
の
無
自
性
性
の
解
釈
は
、

捏
造
さ
れ
た
勝
義
の
本
性
を
欠
い
た
、
世
俗
の
他
に
依
る
あ
り
方
の

成
立
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

K
am

alaśīla
等
の
後
期
中
観
派
の
二
真
理
説
に
よ
る
と
、
世
俗

は
正
し
い
世
俗
（
実
世
俗tathyasaṃ vṛ ti

）
と
誤
っ
た
世
俗
（
邪

世
俗m

ithyāsaṃ vṛ ti
）
と
に
分
け
ら
れ
、
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
は

邪
世
俗
と
見
な
さ
れ
る
。
邪
世
俗
と
し
て
の
存
在
で
、
構
想
さ
れ
た

あ
り
方
の
勝
義
の
本
性
等
は
、
実
際
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

顕
現
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
学
説
に
基
づ
き
成
立
し
て
い

る
に
過
ぎ
ず
、
一
般
に
そ
の
存
在
が
承
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る（

（1
（

。
ｂ
、
他
に
依
る
あ
り
方
・
生
起
の
無
自
性
性

　

他
に
依
る
あ
り
方
と
生
起
の
無
自
性
性
の
解
釈
は
、M

Ā
 D150a4 -5

で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

そ
の
〔
三
性
の
〕
内
、
考
察
さ
れ
な
い
限
り
一
般
的
に
承
認
さ
れ
、

顕
現
し
た
通
り
の
も
の
で
、
幻
の
如
く
〔
原
因
・
条
件
に
〕
依
存

し
て
生
じ
る
事
物
、
そ
れ
が
他
に
依
る
あ
り
方
（
依
他
起
性
）
の

も
の
で
あ
る
。
そ
の
〔
他
に
依
る
あ
り
方
の
も
の
〕
は
ま
た
、
世

俗
と
し
て
幻
の
如
く
に
、
他
の
条
件
の
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
自
体
の
み
〔
で
生
じ
る
の
〕
で
は
な
い
の
で
、
生
起

は
無
自
性
で
あ
る
（
＝
生
無
性
）
と
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

 

後
期
中
観
派
の
二
真
理
説
か
ら
す
る
と
、
他
に
依
る
あ
り
方
そ
れ

自
体
は
実
世
俗
と
見
な
さ
れ
る
。『
中
観
荘
厳
論
註
』

（M
adhyam

akālaṃ kāravṛ tti, 

以
後
、M

A
V

）D
（1a1

で
は
、「
実

際
に
見
ら
れ
（
＝
顕
現
す
る
も
の
で
）、（
一
般
に
）
認
め
ら
れ
、
縁

起
し
て
い
る
事
物
は
、
考
察
に
耐
え
得
な
い
の
で
、
実
世
俗
で
あ
る
」

と
説
か
れ
て
い
る（

（1
（

。
実
世
俗
と
し
て
の
他
に
依
る
あ
り
方
と
は
、
構

想
さ
れ
た
あ
り
方
を
離
れ
て
成
立
す
る
そ
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
の
こ

と
で
あ
り
、『
二
諦
分
別
論
頌
』（Satyadvayavibhaṅ gakārikā, 

以
後
、SD

V
K

）（abc

で
は
、「
構
想
さ
れ
た
も
の
を
離
れ
て
、〔
原

因
・
条
件
〕
に
依
拠
し
て
生
起
す
る
事
物
そ
れ
自
体
の
み
（dngos

（po

） tsam

）
が
実
世
俗
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
説

か
れ
る
。
従
っ
て
、
実
世
俗
と
は
、
世
俗
の
も
の
に
つ
い
て
勝
義
の

本
性
を
捏
造
す
る
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
を
離
れ
て
成
立
す
る
、
幻
等

と
無
区
別
な
他
に
依
る
あ
り
方
そ
れ
自
体
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

先
述
のK

am
alaśīla

に
よ
る
生
起
の
無
自
性
性
の
説
明
は
彼
独

自
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、『
解
深
密
経
』

（Saṃ dhinirm
ocanasūtra, 

以
後
、SN

S

）
や
他
の
瑜
伽
行
派
の

テ
キ
ス
ト
で
も
見
付
け
ら
れ
る
説
明
で
あ
る（

（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、

K
am

alaśīla
は
、
生
起
の
無
自
性
性
の
そ
の
説
明
に
加
え
て
、
中
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観
思
想
の
立
場
か
ら
、
そ
れ
に
別
の
解
釈
を
与
え
る
。
即
ち
、
中
観

派
は
、
縁
起
し
て
い
る
も
の
は
勝
義
と
し
て
自
性
を
欠
い
て
い
る
と

考
え
る
の
で
、
他
に
依
る
あ
り
方
は
勝
義
あ
る
い
は
真
実
と
し
て
存

在
す
る
本
性
（yang dag pa’i ngo bo nyid

）
で
は
な
く
、
そ
れ

は
勝
義
と
し
て
は
生
起
せ
ず
非
存
在
の
幻
等
と
異
な
ら
な
い
あ
り
方

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
、
生
起
に
関
し
て
無
自
性
で
あ

る
と
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る（

（1
（

。
生
起
の
無
自
性
性
の
こ
の
解
釈
は
、

他
に
依
る
あ
り
方
の
も
の
そ
れ
自
体
は
勝
義
と
し
て
生
起
せ
ず
、
勝

義
真
理
の
レ
ベ
ル
で
は
非
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ｃ
、
完
成
さ
れ
た
あ
り
方
・
勝
義
の
無
自
性
性

　

完
成
さ
れ
た
あ
り
方
と
勝
義
の
無
自
性
性
は
、M

Ā
 D

151a1 -2

で
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

一
切
法
は
勝
義
と
し
て
常
に
本
性
上
無
自
性
に
他
な
ら
な
い
と
確

定
さ
れ
る
こ
と
が
、
完
成
さ
れ
た
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
の
〔
完
成

さ
れ
た
あ
り
方
〕
は
、
常
に
捏
造
さ
れ
た
〔
勝
義
の
本
性
等
〕
が

全
く
無
い
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ

は
、
認
識
手
段
（pram

āṇ a

）
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
を
本
性

と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
勝
義
」
と
も
言
わ
れ
る
し
、〔
勝
義

は
〕
無
自
性
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
（prabhāvita

）
か
ら
、

「
無
自
性
性
」
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
〔
完
成
さ

れ
た
あ
り
方
〕
は
、
勝
義
と
し
て
無
自
性
で
あ
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

完
成
さ
れ
た
あ
り
方
は
勝
義
の
無
自
性
性
を
意
味
し
、
実
世
俗
と

し
て
成
立
し
た
他
に
依
る
あ
り
方
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
捏
造
・
構

想
さ
れ
た
あ
り
方
が
否
定
さ
れ
、
勝
義
と
し
て
一
切
は
無
自
性
（
非

存
在
）
で
あ
る
と
確
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。
他
に
依
る
あ
り
方
の

も
の
は
、
世
俗
と
し
て
生
起
し
顕
現
し
、
世
俗
と
し
て
は
本
性
（
自

性
）
を
も
つ
と
見
な
さ
れ
て
も
、
幻
等
に
等
し
い
と
理
解
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
り
、
勝
義
と
し
て
非
存
在
で
あ
る
か
ら
、
勝
義
の
生
起

や
本
性
と
い
う
捏
造
・
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。

従
っ
て
、
実
世
俗
の
他
に
依
る
あ
り
方
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
、
そ

の
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
切
は
勝
義
と
し

て
不
生
起
・
無
顕
現
・
無
自
性
と
し
て
、
完
成
さ
れ
た
あ
り
方
と
な

る
の
で
あ
る
。

　

以
上
のK

am
alaśīla

の
三
性
・
三
無
性
解
釈
と
二
真
理
説
を
総

合
し
て
考
え
る
と
、
邪
世
俗
は
他
に
依
る
あ
り
方
の
も
の
の
上
に
構

想
さ
れ
た
あ
り
方
が
捏
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
実
世
俗
は
、
他
に
依

る
あ
り
方
の
も
の
が
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
を
離
れ
て
成
立
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
後
期
中
観
派
の
二
真
理
説
に
お
け
る
世
俗

は
、
瑜
伽
行
派
説
と
同
様
、
二
分
依
他
の
構
造
を
と
っ
て
い
る（

（1
（

。
そ

し
て
、
勝
義
は
勝
義
無
自
性
性
と
し
て
完
成
さ
れ
た
あ
り
方
で
あ
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り
、
実
世
俗
と
し
て
の
他
に
依
る
あ
り
方
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
構

想
さ
れ
た
あ
り
方
が
否
定
さ
れ
、
一
切
が
無
自
性
・
非
存
在
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。

　

K
am

alaśīla

の
三
性
・
三
無
性
解
釈
か
ら
す
る
と
、
世
俗
の
も

の
に
つ
い
て
勝
義
の
本
性
等
を
捏
造
す
る
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
の
否

定
・
除
去
に
は
、
二
種
類
あ
る
い
は
二
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
が
否
定
・
除
去
さ
れ

る
こ
と
で
、
幻
等
に
等
し
い
他
に
依
る
あ
り
方
が
成
立
す
る
実
世
俗

レ
ベ
ル
で
の
否
定
。
も
う
一
つ
は
、
幻
等
に
等
し
い
と
理
解
さ
れ
る

べ
き
他
に
依
る
あ
り
方
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
、
勝
義
の
生
起
・
本

性
と
い
っ
た
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
が
否
定
・
除
去
さ
れ
、
一
切
が
不

生
起
・
無
顕
現
・
無
自
性
と
な
る
勝
義
レ
ベ
ル
で
の
否
定
で
あ
る
。

　

K
am

alaśīla

の
無
自
性
性
論
証
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
一

切
法
は
、
勝
義
と
し
て
〔
存
在
す
る
と
他
者
に
よ
っ
て
捏
造
・
構
想

さ
れ
た
〕
本
性
を
持
た
な
い
」
と
い
う
命
題
を
論
証
し
、
世
俗
の
も

の
に
つ
い
て
勝
義
と
し
て
存
在
す
る
と
捏
造
さ
れ
た
本
性
等
、
即

ち
、
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
を
推
論
に
よ
っ
て
否
定
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
次
の
二
種
類
・
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
無

自
性
性
論
証
が
成
立
す
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
―

一
つ
は
、
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
あ
り
方

を
離
れ
た
正
し
い
世
俗
の
事
物
は
、
幻
等
に
等
し
い
他
に
依
る
あ
り

方
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
、
実
世
俗
の
理
解
に
基
づ
く
無

自
性
性
論
証
（
こ
れ
は
、
事
物
が
幻
等
に
等
し
い
と
理
解
す
る
こ
と

か
ら
、
勝
義
の
自
性
を
持
た
な
い
こ
と
を
間
接
的
に
理
解
さ
せ
る
）。

も
う
一
つ
は
、
勝
義
の
生
起
・
本
性
等
の
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
が
否

定
・
除
去
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
切
は
勝
義
と
し
て
不
生
起
・
無
自
性

で
あ
る
と
い
う
勝
義
に
つ
い
て
の
理
解
を
、
論
証
に
よ
り
直
接
的
に

も
た
ら
す
無
自
性
性
論
証
。

四
、
ま
と
め

　

以
上
の
考
察
か
ら
、K

am
alaśīla

は
、
論
証
対
象
（
＝
勝
義
の

自
性
の
否
定
）
が
定
立
的
否
定
の
形
を
採
り
、「
幻
等
に
等
し
い
も

の
」
を
意
味
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
、「
諸
事
物
は
幻
等
に
等
し
い

も
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
論
証
も
、
誤
謬
の
な
い
論
証
と
し
て

受
け
入
れ
、
そ
の
論
証
は
、
彼
の
二
真
理
説
と
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ

る
三
無
性
・
三
性
解
釈
か
ら
す
る
と
、
実
世
俗
に
つ
い
て
の
理
解
に

基
づ
く
無
自
性
性
論
証
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

こ
の
論
証
に
お
い
て
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
論
証
根
拠
・
論
証
因

の
解
釈
に
つ
い
て
、
ま
だ
未
解
決
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。「
一
性
・

多
性
を
欠
い
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
離
一
多
の
論
証
因
は
否
定
を
論

証
す
る
無
知
覚
因
（anupalabdhihetu

）
な
の
か
、
事
物
を
肯
定

的
に
論
証
す
る
論
証
因
の
一
つ
で
あ
る
自
性
因
（svabhāvahetu

）

と
解
す
る
べ
き
な
の
か
、
そ
の
こ
と
に
関
す
るK

am
alaśīla

自
身
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の
考
え
は
、
現
段
階
で
は
明
ら
か
で
は
な
い（

11
（

。
彼
は
、M

Ā

の
中
で
、

自
性
因
や
結
果
因
（kāryahetu

）
に
よ
っ
て
も
無
自
性
性
を
論
証

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
の
考
え
と
そ
の

考
え
の
根
拠
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
再
度
考
察
を
試
み
る
こ
と

と
し
た
い（

1（
（

。

　

K
am

alaśīla
は
、
勝
義
と
見
な
さ
れ
る
無
自
性
性
論
証
と
は
別

の
無
自
性
性
論
証
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
点
で
、
彼

の
論
証
解
釈
は
、
中
観
思
想
展
開
史
上
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と

思
わ
れ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は
、K

am
alaśīla

等
後
期
中
観
派

が
「
勝
義
の
自
性
の
定
立
的
否
定
」
の
論
証
を
受
け
入
れ
た
か
ど
う

か
を
巡
っ
て
、
無
自
性
性
論
証
の
解
釈
問
題
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い

く
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は
、
こ
の
解
釈
問
題
は
、
イ
ン
ド
後
期
中
観

派
の
無
自
性
性
論
証
を
理
解
し
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
け
る
中
観
思

想
を
確
立
す
る
上
で
重
要
な
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る（
11
（

。

　

し
か
し
、Kam

alaśīla

自
身
は
、「
幻
等
に
等
し
い
」
と
い
う
「
勝

義
の
自
性
の
定
立
的
否
定
」
の
論
証
を
解
釈
と
し
て
認
め
た
が
、
そ

れ
は
単
に
論
証
上
の
誤
謬
回
避
の
た
め
と
考
え
て
い
た
可
能
性
も
あ

り
、
そ
の
解
釈
に
無
自
性
性
論
証
と
し
て
の
意
義
・
必
要
性
を
積
極

的
に
認
め
て
い
た
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ

る（
11
（

。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
け
る
解
釈
問
題
を
分
析
し
た
上
で
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
も
再
度
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
《
注
》

（
1
） 

本
稿
は
、
平
成
二
四
年
六
月
二
三
日
に
行
わ
れ
た
法
政
哲
学
会
第

三
二
回
大
会
に
お
け
る
筆
者
に
よ
る
同
題
の
発
表
の
内
容
を
、
紙
面

の
制
約
上
、
一
部
を
省
略
し
、
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
） K

am
alaśīla

の
生
涯
とM

Ā

の
基
本
情
報
に
関
し
て
は
、R. 

K
eira, M

ādhyam
ika and E

pistem
ology. W

ST
B 59. V

ienna, 
2004, pp.  1 -9

を
見
よ
。

（
3
） M

Ā
 D

1（9b5 -1（0a2. K
EIRA

 ibid., 2004, pp. 30 -33

を
見
よ
。

（
4
） 

「
勝
義
」（param

a-artha

）
と
い
う
複
合
語
の
三
種
の
解
釈
、
即

ち
、
同
格
限
定
複
合
語
（karm

adhāraya

）
の
解
釈
・
格
限
定
複

合
語
（tatpurus. a

）
の
解
釈
・
所
有
複
合
語
（bahuvrīhi

）
の
解

釈
に
つ
い
て
は
、K

EIRA
 ibid. 2004, p. 2（, fn. （1

を
見
よ
。

（
5
） 

定
立
的
否
定
（paryudāsa

）
と
純
粋
否
定
（prasajyapratis. edha

）

と
は
、
イ
ン
ド
思
想
に
お
け
る
二
種
の
否
定
を
意
味
す
る
語
で
あ

り
、
定
立
的
否
定
と
は
否
定
対
象
と
は
別
の
存
在
の
成
立
を
含
意
す

る
否
定
で
、
例
え
ば
、「
彼
は
バ
ラ
モ
ン
で
は
な
い
」
と
否
定
し
た

場
合
、
バ
ラ
モ
ン
以
外
の
階
級
で
あ
る
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
（
王
族
）
等

を
定
立
す
る
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
純
粋
否
定
は
否
定
対
象

と
は
別
の
存
在
の
成
立
を
含
意
し
な
い
否
定
で
、
例
え
ば
、「
こ
こ

に
壺
は
な
い
」
と
否
定
し
た
場
合
、
壺
以
外
の
も
の
を
定
立
す
る
こ

と
の
な
い
、
壺
の
単
な
る
非
存
在
・
欠
如
の
み
を
示
す
純
粋
な
否
定

で
あ
る
。Y

. K
ajiyam

a, “T
hree kinds of affirm

ation and tw
o 

kinds of negation in Buddhist philosophy,” W
ZK

S 1（, 
19（3

とR. K
eira, ibid., 2004, p. 33, fn. （（

を
参
照
。

 
 

M
Ā

に
お
け
る
対
論
者
の
反
論
に
つ
い
て
は
、M

Ā
 D

139a1 -（

を
見
よ
。
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（
（
） M

Ā
 D

139a1.
（
（
） M

Ā
 D

221b2 -（.
（
（
） 

三
性
・
三
無
性
に
関
す
る
瑜
伽
行
派
の
見
解
は
、SN

S

の
所
説
に

従
っ
て
い
る
。
無
自
性
説
を
未
了
義
と
見
な
す
考
え
は
、E. Lam

otte, 
Saṃ dhinirm

ocanasūtra: L’E
xplication des m

ystères. U
ni-

versité de Louvain, Louvain: Bibliothèque de l’U
niversité; 

Paris: A
drien M

aisonneuve, 1935, p.  （5, 4 -9

を
見
よ
。
ま
た

無
自
性
説
は
三
無
性
を
意
図
し
て
説
か
れ
た
説
で
あ
る
こ
と
は
、

E. Lam
otte, ibid., 1935, p. （（, 2（ -30

を
見
よ
。
密
意
説
は
文
字

通
り
の
意
味
を
説
く
も
の
で
は
な
い
の
で
、
瑜
伽
行
派
は
「
密
意
説

な
ら
ば
、
そ
れ
は
未
了
義
説
」
と
考
え
る
。
そ
の
派
の
了
義
・
未
了

義
・
密
意
説
とK

am
alaśīla

の
了
義
・
未
了
義
解
釈
に
つ
い
て
は
、

R. K
eira, “T

he description of niḥ svabhāvatā and its inten-
tional m

eaning: K
am

alaśīla’s solution for the doctrinal 
conflict betw

een M
ādhyam

ika and Y
ogācāra,” A

cta T
ibet-

ica et Buddhica 2, 2009 

を
見
よ
。

（
9
） M

Ā
 D

149b（ -150a4. R. K
eira, ibid., 2009, p. 13

とfn. 2（

を

見
よ
。

（
10
） K

am
alaśīla

の
衆
生
救
済
論
の
核
と
な
る
一
乗
（ekayāna
）
思

想
に
お
い
て
は
、
一
切
の
衆
生
は
如
来
蔵
（tathāgatagarbha
）
を

有
し
、
こ
の
上
な
い
正
し
い
悟
り
（
無
上
正
等
覚anuttarā 

sam
yaksaṃ bodhi

）
の
本
性
を
有
す
る
の
で
、
発
心
し
修
行
す
れ

ば
、
そ
の
悟
り
に
達
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
瑜
伽
行
派
の
ヨ
ー

ガ
行
者
や
声
聞
の
ヨ
ー
ガ
行
者
（
即
ち
、
説
一
切
有
部
や
経
量
部
の

ヨ
ー
ガ
行
者
）
達
で
も
、
中
観
派
の
説
く
瞑
想
の
階
梯
に
つ
い
て
の

考
え
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ
り
、
中
観
派
の
説
く
瞑

想
に
住
し
、
真
実
智
を
獲
得
し
、
そ
の
結
果
、
彼
等
も
無
上
正
等
覚

に
到
達
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
は
、R. K

eira, ibid., 
2009, p. 3, fn. （

を
見
よ
。

（
11
） M

Ā
 D

151a2 -3

の
対
応
文
は
、A

bhayākaragupta

の
『
牟
尼

本
宗
荘
厳
論
』（M

unim
atālaṃ kāra, 

以
後M

M
A

）D
13（b5 -（, 

P1（（a（ -1（（b1

に
見
ら
れ
る
。SN

S

か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、E.  

Lam
otte, ibid., 1935, pp. （9, 33 -（0, 2

を
見
よ
。

（
12
） SD

V
K

（d:

「
構
想
さ
れ
た
も
の
〔
こ
そ
〕
邪
な
る
も
の
（
＝
邪
世

俗
）
で
あ
る
。」SD

V
K

（d

に
対
す
る
『
二
諦
分
別
論
註
』（Satya-

dvayavibhaṅ gavṛ tti,

以
後
、SD

V
V

）D
5b（ -（

を
参
照
。
一
般
に

承
認
さ
れ
た
も
の
（prasiddha

）
の
範
囲
を
超
え
出
て
構
想
さ
れ

た
も
の
が
邪
世
俗
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、M

Ā
 D

230a4 -5

も

見
よ
。
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
の
も
の
は
無
顕
現
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、SD

V
V

 D
5b5

を
見
よ
。

（
13
） 

対
応
文
はA

bhayākaragupta

のM
M

A
 D

13（b4

に
見
ら
れ

る
。

（
14
） 

次
も
見
よ
。M

A
V

の
詩
頌
（M

A
K

）（4

：「
考
察
さ
れ
な
い
限

り
歓
ば
し
い
も
の
（avicāraikarām

an. īya

）
で
、
生
・
滅
の
属
性

を
有
し
、
結
果
を
生
み
出
す
能
力
の
あ
る
も
の
（arthakriyāsam

-
artha

）
で
あ
る
〔
事
物
〕
そ
れ
自
体
が
〔
実
〕
世
俗
で
あ
る
と
理

解
〔
す
べ
き
〕
で
あ
る
。」

（
15
） E. Lam

otte, ibid., 1935, p. （（, 11 -13

、
ま
た
瑜
伽
行
思
想
研

究
会
編
、
梵
蔵
漢
対
校
、E-text, A

bhidharm
asam

uccaya and 
A

bhidharm
asam

uccayabhās. ya, Shiga

（http://w
w

w
.shi-

ga-m
ed.ac.jp/public/yugagyo/

）, 2003, p. （9（, 10 -13

（T
atia 

edition, p. 114, 21 -23

）
を
見
よ
。

（
1（
） M

Ā
 D

150a5, D
150b（ -151a1

を
見
よ
。

（
1（
） M

M
A

 D
13（（ -（

に
引
用
さ
れ
る
。
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（
1（
） 

『
一
切
法
無
自
性
論
証
』（SD

N
S

）D
2（（b（:

「〔
世
俗
と
し
て
幻

等
の
よ
う
に
生
起
す
る
〕
他
に
依
る
あ
り
方
に
つ
い
て
、
上
述
の

〔
勝
義
と
し
て
の
生
起
等
を
捏
造
す
る
〕
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
が
無

い
こ
と
、
そ
れ
が
完
成
さ
れ
た
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
認
識
手
段

に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
と
し
て
、
常
に
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。」

K
am

alaśīla
に
よ
る
と
、
認
識
手
段
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
、
成
立
す

る
こ
と
こ
そ
が
、
勝
義
・
完
成
さ
れ
た
あ
り
方
で
あ
り
、
認
識
手
段

に
よ
っ
て
排
斥
・
否
定
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
構
想
さ
れ
た
あ
り
方

で
あ
る
。
従
っ
て
、
世
俗
と
し
て
諸
事
物
の
生
起
は
一
般
に
認
め
ら

れ
る
が
、
真
実
と
し
て
は
認
識
手
段
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
の
で
、

そ
れ
は
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
で
あ
る
。M

Ā
 D

23（b2 -3

を
見
よ
。

ま
たSD

N
S D

2（（a（ -（

も
参
照
。

（
19
） 

瑜
伽
行
派
の
三
性
説
は
、
本
来
、
汚
れ
た
煩
悩
の
世
界
を
否
定
し

て
清
浄
の
世
界
を
実
現
す
る
と
い
う
ヨ
ー
ガ
行
者
に
よ
る
修
行
の
一

環
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
三
性
の
中
心
は
他
に
依

る
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
軸
と
し
て
、
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
か
ら

完
成
さ
れ
た
あ
り
方
へ
と
修
行
者
の
認
識
の
転
換
が
行
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
他
に
依
る
あ
り
方
が
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
構
想
さ

れ
た
あ
り
方
が
そ
れ
の
汚
れ
た
状
態
で
、
完
成
さ
れ
た
あ
り
方
が
そ

の
清
浄
な
状
態
で
あ
り
、
汚
れ
た
状
態
と
し
て
の
他
に
依
る
あ
り
方

が
清
浄
な
状
態
の
他
に
依
る
あ
り
方
へ
と
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
他

に
依
る
あ
り
方
は
こ
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
二
分
依
他

と
言
わ
れ
、
二
分
依
他
の
考
え
は
『
摂
大
乗
論
』
に
お
い
て
特
に

は
っ
き
り
説
明
さ
れ
て
い
る
。
長
尾
雅
人
『
摂
大
乗
論
：
和
訳
と
注

解
（
上
）』、
講
談
社
、19（2, pp. 3（（ -3（（, 2.29A

を
見
よ
。

（
20
） 

本
稿
で
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
カ
ダ
ム
派
の
学
僧Phya pa chos 

kyi seng ge

（1109 -11（9

）
に
よ
る
イ
ン
ド
後
期
中
観
派
の
無
自

性
性
論
証
解
釈
の
分
析
は
省
略
し
た
。Phya pa

の
解
釈
を
略
説
す

る
と
、
離
一
多
と
い
う
論
証
因
が
勝
義
の
自
性
の
純
粋
否
定
を
論
証

す
る
場
合
は
、
そ
れ
は
勝
義
と
見
な
さ
れ
る
無
自
性
性
論
証
を
指
す

と
思
わ
れ
、
そ
の
論
証
因
は
否
定
を
論
証
す
る
能
遍
の
無
知
覚
因

（vyāpakānupalabdhihetu

）
と
見
な
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
論
証
因

が
勝
義
の
自
性
の
定
立
的
否
定
を
論
証
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
は
世

俗
知
に
よ
る
無
自
性
性
論
証
と
解
釈
さ
れ
、
論
証
因
は
自
性
因
と
見

な
さ
れ
て
い
る
。

 
 

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
お
い
て
は
、「
勝
義
の
自
性
の
定
立
的
否
定
」

を
論
証
対
象
と
す
る
無
自
性
性
論
証
を
認
め
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、

解
釈
問
題
が
起
こ
り
、
ゲ
ー
ル
ク
派
の
開
祖T

song kha pa

（135（ -1419

）
は
、K

am
alaśīla

の
無
自
性
性
論
証
の
論
証
根
拠
も

論
証
対
象
も
純
粋
否
定
の
形
の
み
を
採
る
も
の
で
あ
り
、
定
立
的
否

定
の
形
は
採
ら
な
い
と
み
な
し
、Phya pa

の
解
釈
と
は
異
な
る
解

釈
を
提
示
し
て
い
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、R. K

eira, ibid., 2004, 
p. 21 （, fn. 399

を
見
よ
。

（
21
） K

am
alaśīla

はM
Ā

 D
1（（a5 -（

で
、
自
性
因
や
結
果
因
に
よ
っ

て
も
無
自
性
性
を
論
証
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
は
っ
き
り
述
べ

る
。
彼
は
、M

Ā
 D

1（（b（ -1（（a2

で
、
次
の
よ
う
な
自
性
因
を
、

我（ātm
an

）等
の
無
自
性
を
論
証
す
る
も
の
と
し
て
認
め
て
い
る
。

―
〔
含
意
関
係
〕
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
の
も
の
は
全
く
虚
偽
な
も

の
で
あ
る
。
不
妊
で
出
産
不
可
能
な
女
性
の
子
等
の
如
し
。〔
主
題

所
属
性
〕
我
等
は
構
想
さ
れ
た
あ
り
方
の
も
の
で
あ
る
。〔〔
結
論
〕

我
等
は
全
く
虚
偽
な
も
の
で
あ
る
。〕

 
 

自
性
因
・
結
果
因
に
よ
る
無
自
性
性
論
証
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え

が
実
際
ど
の
程
度D

harm
akīrti

の
論
理
学
に
基
づ
く
も
の
な
の

か
、
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
。

Ｈｏｓｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｐｏｓｉｔｏｒｙ
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（
22
） 

本
稿
注（
20
）を
見
よ
。

（
23
） 

「
諸
事
物
は
幻
等
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
論
証

は
、
無
自
性
性
論
証
の
目
的
と
見
な
さ
れ
る
、
捏
造
（
増
益

sam
āropa

）
と
否
認
（
損
減apavāda

）
の
排
除
に
よ
る
中
道
の
実

現
の
た
め
に
企
て
ら
れ
た
も
の
と
は
見
な
し
難
い
。
中
道
の
実
現
と

い
う
中
観
派
の
重
大
目
標
か
ら
す
れ
ば
、「
幻
等
に
等
し
い
」
と
理

解
す
る
こ
と
の
必
要
性
・
重
要
性
は
、
否
認
と
い
う
極
端
の
排
除
、

つ
ま
り
、
諸
事
物
の
世
俗
と
し
て
の
存
在
性
（
＝
幻
の
よ
う
に
世
俗

と
し
て
在
る
こ
と
）
の
理
解
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
勝
義

と
し
て
の
非
存
在
性
・
無
自
性
性
（
＝
幻
の
よ
う
に
勝
義
と
し
て
無

い
こ
と
）
の
理
解
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
、
捏
造
と
い
う
極
端
を
排
除
す
る
に
は
、
勝
義
と
見
な
さ
れ
る

無
自
性
性
論
証
が
あ
れ
ば
、
実
質
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
も
言
え
る

か
ら
で
あ
る
。
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