
集
刊

束
洋
学
』
問
号

書評

高
野
淳

著

『
中
国
中
観
思
想
論

|
|
吉
蔵
に
お
け
る
「
空
」
|
|
』

芦田

一
、
は
じ
め
に

野

博

史

本
書
は
高
野
淳
一
氏
が
二

0
0
二
年
十
月
に
東
北
大
学
よ
り
博
士

(
文
学
)
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
学
位
論
文
「
吉
蔵
思
想
の
研
究
」

に
加
筆
修
正
し
、
大
蔵
出
版
よ
り
二

O
一
一
年
十
一
月
に
刊
行
し
た

も
の
で
あ
る
。
中
国
哲
学
を
専
攻
す
る
高
野
氏
が
中
国
コ
一
論
宗
の
大

成
者
で
あ
る
嘉
祥
大
師
吉
蔵
(
五
四
九
六
一
一
一
一
一
)
の
思
想
、
と
く

に
「
空
」
の
思
想
の
解
明
に
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
吉
蔵
の
研

究
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
主
に
中
国
仏
教
を
専
攻
す

る
研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
の
で
、
高
野
氏
の
よ
う
に
中
国

哲
学
を
専
攻
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
吉
蔵
の
思
想
が
正
面
か
ら
研
究

仰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
私
に
は
と
て
も
興
味
深
い
。
編
集
委

l

書

評

員
会
か
ら
の
書
評
依
頼
を
お
受
け
し
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
理
由
か

ら
で
あ
る
。
本
誌
の
読
者
の
な
か
に
は
、
中
国
仏
教
の
専
門
家
が
少

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
自
身
は
中
国
仏
教
を
専
攻
し
、
な
か
で

も
三
論
宗
、
天
台
宗
、
南
北
朝
・
陪
代
の
仏
教
思
想
を
専
攻
し
て
い

る
。
士
ロ
蔵
に
関
し
て
は
、
高
野
氏
が
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ

う
に
(
十
三
十
四
頁
)
、
中
国
の
法
華
経
疏
研
究
と
い
う
研
究
領

域
の
な
か
で
吉
蔵
の
法
華
経
疏
を
研
究
し
て
き
た
だ
け
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
高
野
氏
の
吉
蔵
思
想
研
究
の
評
者
と
し
て
は
、
他
に
私

よ
り
適
任
者
が
い
る
か
と
思
う
が
、
こ
の
書
評
担
当
を
機
会
に
高
野

氏
の
研
究
成
果
を
学
び
た
い
と
思
う
。

本
書
は
三
百
七
十
五
頁
の
分
量
で
あ
り
、
序
章
、
本
体
と
な
る
五

章
、
そ
し
て
終
章
か
ら
な
る
。
残
念
な
こ
と
に
索
引
は
付
さ
れ
て
い

な
い
。
左
に
、
目
次
の
全
体
を
示
し
、
以
下
章
ご
と
に
、
[
内
容
紹
介
]

と
[
コ
メ
ン
ト
]
に
分
け
て
論
述
を
進
め
て
い
く
(
終
章
は
全
体
の

短
い
ま
と
め
な
の
で
割
愛
す
る
)
。

序
章
本
研
究
の
目
的

第
一
章
吉
蔵
の
伝
記
と
著
作

は
じ
め
に

第
一
節
吉
蔵
の
伝
記

第
二
節
吉
蔵
の
著
作



s
 

m
第
二
章
音
蔵
思
想
の
枠
組
|
|
『
大
乗
玄
論
』
の
検
討
を
通
し
て

は
じ
め
に

第
一
節
ご
諦

第
二
節
八
不

第
三
節
仏
性
・
一
乗
浬
繋

コ
了
一
仏
性

三
l

二

一

乗

三
l

三

湿

撲

第
四
節
二
智

第
五
節
教
迩
・
論
紘
一

五
l

一

教

漣

五

二

論

迩

第
六
節
全
体
を
通
し
て
|
1
吉
蔵
思
想
の
基
調

六

一

中

仮

の

論

理

六
二
教
理
の
関
係
と
破
邪
顕
正
の
理
念

お
わ
り
に

第
三
章
士
口
蔵
思
想
の
展
開

は
じ
め
に

第
一
節
会
稽
時
代
の
思
想

一
l

一
教
え
と
素
質

一
1
二
中
道
の
実
現

一
l
三
智
慧
と
煩
悩

一
l
四
ま
と
め
|
会
稽
時
代
の
思
想

第
二
節
揚
州
時
代
の
思
想

ニ
ー
一
教
え
と
素
質

ニ

ニ

中

道

の

実

現

二

三

智

慧

と

煩

悩

二
l

凹
ま
と
め
揚
州
時
代
の
思
想

第
二
節
長
安
時
代
の
思
想

三

一

教

え

と

素

質

三

二

中

道

の

実

現

二
丁
三
智
慧
と
煩
悩

三
四
ま
と
め
|
長
安
時
代
の
思
想

お
わ
り
に

第
四
章
育
蔵
思
想
の
基
底

は
じ
め
に

第
一
節
吉
蔵
と
羅
什
訳
経
論
を
め
ぐ
っ
て
|
|
中
仮
の
成
立

一
l

一
吉
蔵
の
中
仮
思
想

一
二
羅
什
訳
経
論
に
見
え
る
中
仮
思
想

一

三

む

す

ぴ

第
二
節
古
訳
般
若
経
の
「
仮
」
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
|
|
中
仮

以
前
I
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一
了
一
古
訳
般
若
経
の
「
仮
」
の
思
想

け
『
道
行
経
』
の
思
想

口
『
光
讃
経
」
の
思
想

日
『
放
光
経
』
の
思
想

一一
i

二
道
安
と
支
遁
の
思
想

H
道
安
の
思
想

口
支
返
の
思
想

二
l

三
む
す
び

第
三
節
貌
耳
目
期
の
固
有
思
想
を
め
ぐ
っ
て
|
|
中
仮
以
前
E

=
丁
一
郭
象
の
思
想

一
一
丁
ニ
替
康
と
主
粥
の
思
想

=
一
コ
一
貌
普
期
の
固
有
思
想
と
吉
蔵
の
思
想

=
一
四
む
す
び

お
わ
り
に

第
五
章
吉
蔵
思
想
の
位
置

は
じ
め
に

第
一
節
吉
蔵
と
僧
肇
を
め
ぐ
っ
て
|
|
二
一
乗
観
を
中
心
に

一
-
僧
配
置
の
三
乗
観

一
二
育
蔵
の
三
乗
観

一
l

三
化
他
行
を
め
ぐ
る
音
蔵
と
僧
肇
の
見
解

一
四
悟
り
に
つ
い
て
の
音
蔵
と
僧
肇
の
見
解

書

評

一

五

む

す

び

第
二
節
吉
蔵
と
浄
影
寺
慧
遠
を
め
ぐ
っ
て
|
|
維
摩
経
解
釈
を

中
心
に

三
一
仏
の
教
え
の
捉
え
方
と
維
摩
経
の
位
置
づ
け

二
l

二
解
釈
の
検
討

付
二
諦
に
つ
い
て

口
不
二
に
つ
い
て

凹
因
縁
を
め
ぐ
っ
て

一
丁
コ
一
む
す
び

第
三
節
吉
蔵
と
天
台
=
一
大
部
を
め
ぐ
っ
て
|
|
煩
悩
観
智
慧

観
を
中
心
に

一
一
丁
一
煩
悩
を
め
ぐ
る
吉
蔵
と
天
台
三
大
部
の
見
解

八
円
吉
蔵
の
煩
悩
観

口
天
台
三
大
部
の
煩
悩
観

三
二
智
慧
を
め
ぐ
る
吉
蔵
と
天
台
三
大
部
の
見
解

付
吉
蔵
の
智
慧
観

口
天
台
三
大
部
の
智
慧
観

三

三

む

す

び

お
わ
り
に

終
章
吉
蔵
に
お
け
る
「
空
」

後
記
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二
、
「
序
章

本
研
究
の
目
的
」

[
内
容
の
紹
介
]
高
野
氏
は
、
冒
頭
で
「
本
研
究
は
、
惰
か
ら
唐

初
に
か
け
て
活
躍
し
た
吉
蔵
(
五
四
九
i
六
二
三
)
の
思
想
を
取
り

上
げ
、
そ
の
枠
組
・
論
理
を
考
察
し
、
そ
の
成
立
・
展
開
を
検
討
し
、

そ
し
て
中
国
思
想
史
上
に
お
け
る
か
れ
の
思
想
の
位
置
・
意
味
を
検

証
し
て
、
当
該
時
期
の
「
空
』
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
論
む
も
の
で

あ
る
」
(
十
一
頁
)
と
、
本
書
の
目
的
を
明
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

先
行
研
究
の
主
な
傾
向
に
つ
い
て
、
「
か
れ
の
思
想
は
、
中
国
思
想

史
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
貌
晋
期
の
冨
』
と
『
有
』

と
を
め
ぐ
る
思
想
や
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
い
わ
ゆ
る
格
義
仏
教
と
の

関
わ
り
か
ら
論
じ
ら
れ
、
ま
た
中
国
仏
教
史
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
場
合
に
は
、
貌
普
南
北
朝
の
仏
教
思
想
を
集
大
成
し
、
階
唐
仏
教

の
一
宗
派
を
成
立
せ
し
め
た
と
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ

し
て
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
や
は
り
そ
の
『
空
』
の
理
解
が

主
に
問
題
と
さ
れ
、
固
有
思
想
や
伝
統
思
想
の
名
残
を
留
め
た
中
国

的
な
仏
教
理
解
だ
と
か
、
逆
に
不
完
全
な
理
解
を
乗
り
超
え
仏
教
本

来
の
『
空
」
の
思
想
を
実
現
し
た
な
ど
と
評
価
さ
れ
て
き
た
」
(
十
一

頁
)
と
整
理
し
た
う
え
で
、
自
身
の
研
究
の
狙
い
に
つ
い
て
、
「
中

国
思
想
に
お
け
る
一
つ
の
思
惟
の
営
み
と
し
て
か
れ
の
思
想
を
捉
え

た
時
、
正
し
い
仏
教
理
解
か
否
か
と
い
う
評
価
に
限
定
さ
れ
な
い
そ

の
相
貌
が
窺
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
音
蔵
自
身
が
ハ
ツ

キ
リ
と
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
中
国
の
固

有
思
想
の
思
惟
と
、
固
有
思
想
と
は
ま
た
異
な
る
仏
教
思
想
の
思
惟

と
が
、
揮
然
一
体
と
な
っ
て
そ
の
思
想
に
流
れ
込
ん
で
お
り
、
そ
の

両
者
が
か
れ
な
り
の
論
理
・
方
法
に
よ
り
総
合
・
統
一
さ
れ
て
い
た

と
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
(
十
一
十
二
頁
)
と
の
見
通
し
を
語
っ

て
い
る
。

そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
代
表
的
な
先
行
研
究
(
平
井
俊
築
『
中
国

般
若
思
想
史
研
究
|
音
蔵
と
一
一
一
論
学
派
』
[
春
秋
社
、
一
九
七
六
年
]
、

平
井
俊
柴
監
修
『
三
論
教
学
の
研
究
』
〔
春
秋
社
、
一
九
九
O
年]、

伊
藤
隆
寿
『
中
国
仏
教
の
批
判
的
研
究
』
[
大
蔵
出
版
、
一
九
九
三
年
]
、

菅
野
博
史
『
中
国
法
華
思
想
の
研
究
」
[
春
秋
社
、
一
九
九
四
年
]
)

の
内
容
を
簡
潔
に
紹
介
・
批
判
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
代
表
的
な

平
井
氏
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
「
ま
こ
と
に
吉
蔵
思
想
に
つ
い
て
の

総
合
的
・
体
系
的
な
研
究
で
あ
る
」
(
十
二
頁
)
と
評
価
し
な
が
ら
も
、

「
そ
れ
以
前
の
仏
教
思
想
や
中
国
思
想
全
般
と
の
関
わ
り
の
中
で
の

吉
蔵
思
想
の
特
徴
が
、
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
、
確
か
に
仏
教
史
の
中
で
は
般
若
思
想
と
浬
架
思
想
と
を

統
合
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
吉
蔵
に
お
い
て

そ
れ
は
ど
う
い
う
事
時
宮
乞
指
し
て
い
た
の
か
。
す
な
わ
ち
、
無
と
有

と
の
相
即
を
目
指
す
『
無
得
正
観
』
と
い
う
根
本
基
調
と
、
中
道
を



l
 

l
 

l
 

表
わ
す
「
仏
性
』
と
い
う
枠
組
と
が
、
一
体
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
に

あ
る
の
か
。
ま
た
そ
う
し
た
『
仏
性
』
と
『
二
諦
』
『
二
智
』
と
い
っ

た
他
の
枠
組
と
が
、
互
い
に
ど
の
よ
う
に
有
機
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
、

更
に
ま
た
そ
れ
ら
が
『
無
得
正
観
』
と
一
体
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て

く
る
の
か
。
つ
ま
り
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
根
本
基
調

基
礎
範
鴫
・
枠
組
を
規
定
し
構
成
し
て
い
く
中
で
、
士
百
蔵
が
、
理
想

的
な
境
涯
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ま
た
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
を
獲
得
・

実
現
で
き
る
と
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
窺
え
る
か
れ
の

思
惟
の
あ
り
ょ
う
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
十

分
に
納
得
の
い
く
形
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
」
(
十
一
一
-
|
十
三
一
頁
)
と
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
伊
藤
、
菅

野
以
外
の
研
究
に
つ
い
て
具
体
的
な
名
前
は
出
し
て
い
な
い
が
、
総

じ
て
「
中
国
思
想
の
中
で
の
位
置
を
シ
ッ
カ
リ
と
見
定
め
る
ま
で
に

は
、
ま
だ
士
ロ
蔵
思
想
の
特
徴
を
ズ
パ
リ
悶
み
え
て
い
な
い
と
見
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
主
要
な
概
念
を
取
り
上
げ
分
析

す
る
こ
と
は
勿
論
重
要
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
に
、
中
国
の

固
有
思
想
や
他
の
仏
教
諸
思
想
と
同
じ
土
俵
の
上
で
問
題
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
更
に
深
く
踏
み
込
ん
で
、
吉
蔵
の
思
惟
の
あ
り

ょ
う
を
語
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
」

(
十
四
頁
)
と
批
判
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
高
野
氏
は
自
身
の
取
り
組
む
べ
き
吉
蔵
思
想
研
究
の
一
一

書

評

つ
の
課
題
に
つ
い
て
、
第
一
に
、
吉
蔵
思
想
の
基
底
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
、
第
二
に
、
吉
蔵
思
想
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
を

あ
げ
て
い
る
。

[
コ
メ
ン
ト
]
高
野
氏
が
序
章
で
取
り
あ
げ
た
吉
蔵
に
関
す
る
先

行
研
究
が
あ
ま
り
に
少
な
い
の
で
驚
く
が
、
こ
れ
は
、
本
書
全
体
に

も
あ
て
は
ま
る
傾
向
で
あ
る
。
高
野
氏
自
身
の
吉
蔵
思
想
の
整
理
・

理
解
を
目
指
す
の
が
本
書
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
よ
う
だ
。
確
か
に
、

引
用
漢
文
に
妥
当
な
標
点
を
付
し
、
こ
な
れ
た
現
代
日
本
語
訳
を
付

し
た
う
え
で
、
堅
実
な
論
述
を
心
が
け
て
い
る
点
、
高
く
評
価
す
べ

き
で
あ
り
、
評
者
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
も
、
士
口
蔵

思
想
の
正
確
な
理
解
の
た
め
に
大
い
に
参
考
に
な
る
と
思
う
。
た
だ

し
、
高
野
氏
の
考
察
に
は
、
実
に
多
数
存
在
す
る
先
行
研
究
と
の
絶

え
ざ
る
緊
張
対
決
の
姿
勢
が
な
い
。
先
行
研
究
に
注
で
言
及
し
て

も
、
そ
れ
を
本
文
の
な
か
で
取
り
あ
げ
、
具
体
的
に
批
判
す
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
結
果
、
ど
う
し
て
も
論
述
が
平
板
と
な
り
、

高
野
氏
の
新
し
い
研
究
成
果
の
中
身
が
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
が
読

者
に
わ
か
り
づ
ら
い
と
い
う
恨
み
が
残
る
。

す
べ
て
の
研
究
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
隈
界
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ

る
の
で
、
高
野
氏
が
先
行
研
究
を
批
判
す
る
こ
と
も
当
然
で
あ
り
、

自
身
の
研
究
課
題
を
、
吉
蔵
の
思
想
の
変
化
発
展
を
正
し
く
把
握

し
、
吉
蔵
思
想
の
本
当
の
基
底
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、



弓
Ll

吉
蔵
思
想
を
中
国
思
想
史
の
な
か
で
正
し
く
位
置
づ
け
た
い
と
い
う

目
標
も
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
課
題
は
研

究
者
皆
の
課
題
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
言
う
は
易
く
行
な
う

は
難
し
で
あ
り
、
高
野
氏
の
研
究
が
序
章
で
立
て
た
目
標
を
十
分
に

果
た
し
得
た
か
ど
う
か
は
、
最
終
的
に
は
読
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら

れ
る
が
、
評
者
と
し
て
は
、
今
後
の
課
題
が
だ
い
ぶ
残
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

三
、
「
第
一
章

吉
蔵
の
伝
記
と
著
作
」

[
内
容
の
紹
介
]
本
章
で
は
、
吉
蔵
の
伝
記
と
、
育
蔵
の
生
涯
を

三
時
期
(
会
稽
・
揚
州
長
安
に
そ
れ
ぞ
れ
滞
在
)
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
吉
蔵
の
著
作
活
動
を
整
理
し
て
い
る
。
高
野

氏
も
「
従
来
の
研
究
と
異
な
る
新
た
な
知
見
は
特
に
無
い
」
(
十
七
頁
)

と
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
お
お
む
ね
平
井
氏
の
研
究
に
基
づ
い
て
、

本
書
全
体
の
考
察
の
準
備
作
業
と
し
て
い
る
。

[
コ
メ
ン
ト
]
本
章
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
高

野
氏
自
身
の
研
究
成
果
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
と

く
に
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
平
井
氏
の
「
『
弥
勅

経
遊
意
』
は
偽
撰
の
疑
い
が
あ
る
と
指
摘
す
る
」
(
二
十
五
頁
)
と

い
う
発
言
を
引
用
し
な
が
ら
、
伊
藤
隆
寿
氏
が
発
表
し
た
『
弥
勅
経

遊
意
」
の
慧
均
(
法
朗
の
門
下
)
撰
述
説
(
「
『
弥
動
経
遊
意
』
の
疑

問
点
」
[
『
駒
浮
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
四
、
一
九
七
三
年
十
二
月
〕
「
慧

均
撰
『
弥
勅
上
下
経
遊
意
』
の
出
現
を
め
ぐ
っ
て
|
|
付
、
宝
生
院

本
の
翻
印
」
[
『
駒
浮
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
三
十
五
、

一
九
七
七
年
三
月
]
)
に
言
及
し
な
い
の
は
疑
問
で
あ
る
。
評
者
も
『
弥

勤
経
遊
意
』
の
慧
均
撰
述
説
に
有
利
な
証
拠
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ

る
(
拙
著
『
南
北
朝
・
隙
代
の
中
国
仏
教
思
想
研
究
』
[
大
蔵
出
版
、

ニ
O
一
二
年
二
月
]
五
O
九
頁
を
参
照
)
。

四
、
「
第
二
章
吉
蔵
思
想
の
枠
組
|
|
『
大
乗
玄
論
」

検
討
を
通
し
て
」

の

[
内
容
の
紹
介
]
高
野
氏
は
吉
蔵
思
想
の
枠
組
を
理
解
す
る
た
め

に
『
大
乗
玄
論
』
を
取
り
あ
げ
て
、
二
諦
、
八
不
、
仏
性
、
一
乗
、

浬
紫
、
二
智
、
教
迩
、
論
遮
の
八
項
目
の
思
想
を
ま
と
め
、
さ
ら
に

そ
れ
ら
の
基
底
に
あ
っ
て
吉
蔵
の
思
想
を
形
成
し
て
い
る
も
の
が

「
中
仮
の
論
理
」
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。

「
大
乗
玄
論
』
を
取
り
あ
げ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
『
大
乗
玄
論
』
に

関
す
る
真
偽
問
題
と
い
う
文
献
学
的
な
問
題
も
あ
る
の
で
、
高
野
氏

は
本
章
の
冒
頭
で
、

『
大
乗
玄
論
』
に
つ
い
て
、
平
井
俊
栄
氏
は
、
そ
の
巻
二
「
入



不
義
」
が
慧
均
の
『
四
論
玄
義
』
「
八
不
義
」
と
極
め
て
類
似

し
て
お
り
、
吉
蔵
自
身
の
執
筆
と
認
め
る
こ
と
が
な
お
問
題
祝

さ
れ
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
『
大
乗
玄

論
」
そ
の
も
の
が
吉
蔵
の
撰
述
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
の

確
証
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
述
べ
、
士
ロ
蔵
の
代
表
的
論

書
で
あ
り
そ
の
思
想
を
最
も
良
く
表
明
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ

る
こ
と
に
は
異
論
が
無
い
と
し
て
、
一
応
吉
蔵
の
著
作
と
認
め

る
立
場
を
取
り
、
ま
た
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
吉
蔵
の
長

安
時
代
の
代
表
作
『
中
観
論
琉
』
以
後
の
も
の
と
指
摘
す
る
。

慶
明
活
氏
(
『
嘉
祥
吉
蔵
学
説
』
[
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
八
五

年
]
の
著
者

l
評
者
注
)
は
平
井
氏
の
主
張
を
踏
ま
え
、
「
二

諦
義
』
と
共
に
『
大
乗
玄
論
』
を
吉
蔵
思
想
の
最
も
基
本
的
な

入
門
書
と
見
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
両
氏
の
主
張
に
従
い
、

『
大
乗
玄
論
』
を
、
そ
の
全
て
が
吉
蔵
自
身
の
手
に
成
る
も
の

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
吉
蔵
思
想
の
大
綱
を
最

も
良
く
示
し
て
い
る
著
作
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
た
上
で
、

考
察
を
進
め
る
。
(
ご
十
九
頁
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
大
乗
玄
論
』
の
著
者
の
問
題
に

殴
昧
な
点
が
あ
る
の
で
、
高
野
氏
は
奥
野
光
賢
氏
「
「
大
乗
玄
論
』

に
関
す
る
諸
問
題
|
|
「
一
乗
義
」
を
中
心
と
し
て
」
(
金
剛
大
学

3

校
『
仏
教
学
レ
ビ
ュ
ー
』
豆
、
二

O
O九
年
六
月
)
に
も
言
及
し
、
「
「
大

I

書

評

乗
玄
論
』
一
乗
義
と
吉
蔵
の
他
の
著
作
と
の
対
応
関
係
を
考
察
し
、

一
乗
義
が
そ
れ
ら
先
行
す
る
著
作
の
多
く
の
文
脈
に
依
拠
し
て
成
立

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
・
指
摘
し
て
、
『
大
乗
玄
論
』
が
士
ロ
蔵
の
著

作
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
見
解
で

は
あ
る
が
、
奥
野
氏
自
身
、
同
書
が
吉
蔵
の
真
撰
で
な
い
と
ま
で
は

断
じ
て
い
な
い
」
(
三
十
一
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
お
わ
り
に
」

に
お
い
て
も
、
「
『
大
乗
玄
論
』
は
そ
の
全
て
を
吉
蔵
の
執
筆
と
断
定

し
か
ね
る
著
作
で
は
あ
る
の
だ
が
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
意
図
の

も
と
、
少
な
く
と
も
か
れ
の
長
安
時
代
の
著
作
の
所
論
を
踏
ま
え
て

継
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
だ
と
号
甲
え
よ
う
。
従
っ
て
こ

の
『
大
乗
玄
論
』
は
、
会
稽
時
代
揚
州
時
代
を
経
過
し
て
長
安
時

代
へ
と
至
る
、
吉
蔵
思
想
の
一
つ
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
と
見
て

良
い
の
で
は
な
い
か
」
(
九
十
一
九
十
二
頁
)
と
、
『
大
乗
玄
論
』

を
取
り
あ
げ
る
こ
と
を
正
当
化
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

後
の
[
コ
メ
ン
ト
]
で
改
め
て
評
者
の
意
見
を
述
べ
る
。

高
野
氏
自
身
が
、
平
井
氏
、
{
脇
氏
と
も
『
大
乗
玄
論
』
を
重
視
し

て
は
い
る
が
、
「
こ
と
『
大
乗
玄
論
』
の
中
身
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

両
者
と
も
締
ま
っ
た
綿
密
な
検
討
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
(
三
十

頁
)
と
指
摘
し
、
本
章
で
は
上
記
の
八
項
目
に
つ
い
て
要
領
よ
く
整

理
し
て
い
る
。
そ
の
中
身
は
『
大
乗
玄
論
』
の
要
約
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
具
体
的
な
内
容
を
紹
介
す
る
の
は
割
愛
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
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1

考
察
の
後
に
、
「
第
六
節
全
体
を
通
し
て
|
|
吉
蔵
思
想
の
基
調
」

に
お
い
て
、
高
野
氏
が
強
調
す
る
「
中
仮
の
論
理
」
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
の
で
紹
介
す
る
。

高
野
氏
は
、
中
仮
の
論
理
に
つ
い
て
、
「
言
葉
を
超
え
出
た
中
道

と
い
う
真
理
を
か
り
そ
め
の
言
葉
に
よ
っ
て
如
何
に
説
き
明
か
す
か

と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
中
仮
の
論
理
が
、
士
口
蔵
思
想
の
基
調
を
形

作
っ
て
い
る
。
・
す
な
わ
ち
、
有
や
無
に
と
ら
わ
れ
な
い
非
有
非

無
の
中
道
の
立
場
か
ら
、
有
と
無
と
を
そ
れ
ぞ
れ
仮
の
有
、
仮
の
無

と
規
定
す
る
。
こ
の
仮
の
有
と
仮
の
無
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
非
有
非
無

を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
固
定
的
な
有
盤
で
は
な
く
て
相
互
に
自

在
無
碍
に
転
換
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
限
定

的
な
言
葉
で
あ
る
有
無
に
、
中
道
を
表
わ
す
指
標
と
し
て
の
働
き
が

付
与
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
有
無
は
ま
た
、
有
無
か
ら
非
有
非
無
へ
、

更
に
非
有
非
無
か
ら
非
有
無
非
非
有
無
(
非
二
非
不
二
)
へ
と
、
展

開
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
(
八
十
一
頁
)
と
述
べ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
中
仮
の
論
理
は
、
『
成
実
論
』
の
三
仮
(
因

成
仮
・
相
続
仮
・
相
待
仮
)
の
相
待
仮
を
踏
ま
え
て
形
作
ら
れ
た
よ

う
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
(
八
十
一
一
貝
)
、
相
待
に
対
す
る
解
釈
と

し
て
、
「
横
論
顕
発
」
「
竪
論
表
理
」
に
つ
い
て
も
論
究
し
て
い
る

(
人
十
三
頁
)
。

[
コ
メ
ン
ト
]

第
一
に
、
高
野
氏
は
平
井
氏
が
「
八
不
義
」
を
慧

均
の
『
四
論
玄
義
』
「
人
不
義
」
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
を

認
め
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
が
、
新
出
資
料
、
『
大
乗
四
論

玄
義
記
』
八
不
義
の
発
見
に
と
も
な
い
、
こ
の
方
面
の
研
究
は
さ
ら

に
進
ん
だ
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
三
桐
慈
海
氏
は
「
慧

均
撰
四
論
玄
義
人
不
義
に
つ
い
て
(
こ
ー
ー
ー
大
乗
玄
論
八
不
義
と

の
比
較
対
照
」
(
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
二
、
一
九
七
O
年一

O
月
)

に
お
い
て
、
『
大
乗
玄
論
』
人
不
義
と
新
出
の
『
四
論
玄
義
記
』
人

不
義
の
詳
細
な
対
照
表
を
出
し
、
結
論
と
し
て
、
「
全
体
か
ら
眺
め

る
と
全
く
同
じ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

異
同
の
部
分
を
少
し
く
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
大
乗
玄
論
が
慧
均
の

入
不
義
の
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
要
素
が
加
味
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
既
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
後
に
吉
蔵
の
門

弟
に
よ
っ
て
大
乗
玄
論
に
編
入
さ
れ
た
折
に
手
が
加
え
ら
れ
た
と
み

る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
士
口
蔵
が
自
ら
慧
均
の
八
不
義
を
可
と
し

て
取
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
ま
た
入
不
義
は
そ
も
そ
も
師
法

朗
の
著
わ
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
等
が
推
測
し

得
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
伊
藤
隆
寿
氏
も
「
『
大
乗

玄
論
』
八
不
義
の
真
偽
問
題
」
(
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
一
九
二
、

一
九
七
一
年
三
月
)
で
、
『
大
乗
玄
論
』
八
不
義
は
、
結
論
と
し
て

慧
均
の
作
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
「
『
大

乗
玄
論
」
八
不
義
の
真
偽
問
題
(
二
)
」
(
『
駒
津
大
学
仏
教
学
部
論
集
』



三
、
一
九
七
二
年
二
一
月
)
で
も
、
入
不
義
が
育
蔵
の
著
作
で
は
な

い
こ
と
を
論
じ
、
さ
ら
に
、
『
大
乗
玄
論
』
に
入
不
義
が
取
り
入
れ

ら
れ
た
の
は
、
「
吉
蔵
の
門
弟
に
よ
っ
て
多
少
手
を
加
え
ら
れ
た
上

で
編
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
決
し
て
吉
蔵
自
ら
が

取
入
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
」
と
指
摘
し
、
南
都
に
お
け
る
編
入

の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
入
不
義
が
慧
均

の
も
の
で
あ
り
、
二
諦
義
が
吉
蔵
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
に

お
け
る
類
似
箇
所
の
存
在
は
、
彼
ら
の
共
通
の
師
で
あ
る
法
朗
の
著

作
中
に
す
で
に
あ
っ
た
文
章
を
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
仕
方
で
取

り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

三
桐
「
大
乗
玄
論
の
八
不
義
|
|
一
慧
均
撰
八
不
義
に
つ
い
て

(2)
」

(
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
七
、
一
九
七
三
年
五
月
)
も
同
じ
方
向
の

推
定
を
下
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
、
人
不
義
は
、
慧
均
の
著
述
と
結
論
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
で
は
、
慧
均
の
八
不
義
を
含
む
『
大
乗
玄
論
』
の
著
者

の
問
題
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
評
者
も
、
『
大
乗
玄
論
」
の
吉

蔵
撰
述
説
に
対
す
る
疑
念
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
『
法
華
経
』
を

七
巻
と
す
る
か
、
八
巻
と
す
る
か
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
こ
と
が
あ

る
。
育
蔵
は
一
貫
し
て
(
『
法
華
玄
論
』
『
法
華
義
疏
』
『
法
華
遊
意
』

『
法
華
統
略
」
の
す
べ
て
の
法
華
経
疏
に
お
い
て
)
、
『
法
華
経
』
を

5

七
巻
と
し
て
お
り
、
同
時
代
の
智
額
も
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
大

l

書

評

乗
玄
論
』
巻
第
三
「
一
乗
義
」
に
は
、
「
三
車
四
車
誇
論
紛
紛
由
来

久
実
。
了
之
則
一
部
可
通
、
迷
之
則
八
軸
皆
墾
」
(
大
正
四
五
・
四
四

上
二
五

l
二
七
)
と
あ
る
よ
う
に
、
八
巻
と
し
て
い
る
。
こ
の
文
は
、

『
法
華
玄
論
』
の
文
と
ほ
ぼ
同
じ
文
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
さ
わ
さ
「
七

軌
」
を
「
八
軌
」
に
変
え
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
し
て
お
り
、

八
巻
の
『
法
華
経
』
が
流
行
し
た
吉
蔵
よ
り
後
の
時
代
の
影
響
を
感

じ
る
(
拙
著
「
南
北
朝
・
府
代
の
中
国
仏
教
思
想
研
究
』
[
前
掲
]

五
O
八

五

O
九
頁
を
参
照
)
。

握
鉛
植
氏
も
、
「
『
四
論
玄
義
』
と
士
百
蔵
の
著
述
と
し
て
知
ら
れ
る

『
大
乗
玄
論
』
の
関
係
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
『
四
論
玄
義
」
の
『
八

不
義
』
と
『
大
衆
玄
論
』
の
『
人
不
義
』
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ

と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
両
書
に
同
じ
内
容
が
収
録

さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
な
解
明
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
『
大
乗
玄
論
』
は
中
国
と
韓
国
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
書
物
で

日
本
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
1
人
の
文

章
を
集
め
た
も
の
で
は
な
く
、
吉
蔵
と
慧
均
或
い
は
そ
の
他
の
三
論

学
者
の
文
章
を
集
め
て
編
纂
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

『
大
乗
玄
論
』
の
編
纂
問
題
は
今
後
よ
り
詳
細
に
検
討
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
『
四
論
玄
義
』
を
は
じ
め
と
し
た
慧
均
の
著
述
と

の
比
較
は
、
そ
の
重
要
な
糸
口
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
(
山
口
弘
江
訳

「
『
大
乗
四
論
玄
義
記
』
と
韓
国
古
代
仏
教
思
想
の
再
検
討
」
[
『
束
ア



6
 

l

ジ
ア
仏
教
研
究
』
八
、
一
一

O
一
O
年
五
月
、

し
て
い
る
。

ま
た
、
『
大
乗
玄
論
」
三
智
義
は
、
吉
蔵
の
長
安
時
代
の
最
初
期

の
著
作
『
浄
名
玄
論
』
巻
第
四
、
「
別
釈
二
智
」
(
大
正
コ
一
八

八
七
六
中
)
か
ら
巻
第
六
の
終
わ
り
(
巻
第
六
の
「
故
為
名
三
性
三

無
性
」
の
下
に
三
百
九
十
三
文
字
の
脱
落
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
日
本

大
蔵
経
』
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
花
塚
久
義
「
『
浄
名
玄

論
略
述
』
の
史
料
的
価
値
」
〔
『
駒
湾
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年

報
」
十
六
、
一
九
八
三
年
一
月
]
を
参
照
)
ま
で
を
採
用
し
た
も
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
大
乗
玄
論
』
の
「
三
釈
道
門
」
は
、
「
浄
名
玄

論
」
で
は
別
出
さ
れ
ず
、
「
二
釈
名
門
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
『
大
乗
玄
論
』
の
「
十
二
得
失
門
」
は
、
『
浄
名
玄
論
』
の
「
十
一

得
失
門
」
の
前
文
の
五
十
字
ほ
ど
を
採
用
す
る
の
み
で
、
中
身
の

十
二
門
(
大
正
蔵
で
約
七
頁
の
分
量
)
を
す
べ
て
採
用
し
て
い
な
い
。

奥
野
氏
の
「
一
来
義
」
に
つ
い
て
の
研
究
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
高
野
氏
が
『
大
乗
玄
論
』
の
思
想
と
そ
の
構
造
の

分
析
を
的
確
に
成
し
遂
げ
て
い
る
点
は
高
く
評
価
で
き
る
が
、
吉
蔵

思
想
の
頂
点
と
し
て
、
あ
る
い
は
吉
蔵
思
想
の
枠
組
と
し
て
『
大
乗

玄
論
』
を
利
用
す
る
こ
と
に
は
、
よ
り
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
と

思、つ。第
二
に
、
「
中
仮
の
論
理
」
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
音
蔵
の
思
惟

一
O
三
頁
]
)
と
推
定

方
法
の
基
調
と
し
て
、
高
野
氏
が
指
摘
す
る
「
中
仮
の
論
理
」
が
あ

る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
平
井
氏
が
「
吉
蔵
は
・
そ
の
著
述
の

各
所
に
お
い
て
中
仮
義
的
な
発
想
を
た
え
ず
示
し
、
中
仮
義
そ
の
も

の
に
つ
い
て
も
随
所
に
精
紋
な
論
理
を
展
開
し
て
い
る
の
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
吉
蔵
は
、
こ
の
中
仮
を
基
調
と
し
て
彼
の
全
教
学
を
組

織
体
系
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
」
(
平
井
『
中
国
般
若

思
想
史
研
究
|
|
吉
蔵
と
一
一
一
論
学
派
』
[
前
掲
]
四
四
二
頁
)
と
述

べ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
一
言
語
表
現
を
仮
名
と
規

定
す
る
吉
蔵
に
お
い
て
は
、
彼
の
基
本
的
な
思
惟
方
法
に
対
し
て
さ

え
、
多
品
押
な
概
念
化
を
許
す
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
評
者
自
身

は
、
吉
蔵
の
思
惟
方
法
が
も
っ
と
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
の
は
「
破

取
(
収
)
の
四
門
」
、
つ
ま
り
「
破
し
て
取
ら
ず
」
「
取
り
て
破
せ
ず
」

「
亦
た
取
り
亦
た
破
す
」
「
取
ら
ず
破
せ
ず
」
(
『
一
一
一
論
玄
義
』
『
法
華

遊
意
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
高
野
氏
も
一
七
五
一
七
六
頁
で
雪
一

論
玄
義
」
を
引
用
し
て
い
る
)
で
は
な
い
か
と
息
っ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
『
法
華
遊
意
』
に
お
い
て
、
「
法
華
経
』
の
宗
旨
に
つ
い
て
の

三
説
(
因
を
宗
旨
と
す
る
第
一
説
、
果
を
宗
旨
と
す
る
第
二
説
、
因

果
#
宗
旨
と
す
る
第
三
説
)
に
対
し
て
、
吉
蔵
は
「
破
し
て
取
ら
ず
」

「
取
り
て
破
せ
ず
」
「
亦
た
取
り
亦
た
破
す
」
「
取
ら
ず
破
せ
ず
」
の

四
つ
の
視
点
か
ら
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
言
語
に

よ
る
把
捉
を
超
越
す
る
実
相
に
お
い
て
は
上
の
=
一
説
や
吉
蔵
自
身
の



説
も
、
そ
の
存
在
す
る
余
地
は
な
い
こ
と
(
「
取
ら
ず
破
せ
ず
」
)
、

次
に
、
言
語
に
よ
る
議
論
を
認
め
る
次
元
に
お
い
て
は
、
非
因
非
呆

の
中
道
を
体
と
し
、
因
果
な
ど
を
用
と
な
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
(
「
亦
た
取
り
亦
た
破
す
」
)
、
次
に
、
『
法
華
経
』
の
宗
旨
を

因
果
的
視
点
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
る
こ
と
は
有
所
得
の
説
で
あ
り
、

有
所
得
の
説
は
す
べ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
(
「
破
し
て
取
ら
ず
」
)
、

し
か
し
、
有
所
得
を
破
し
無
所
得
に
達
し
た
う
え
で
は
、
三
説
が
す

べ
て
許
容
、
肯
定
さ
れ
る
こ
と
弓
取
り
て
破
せ
ず
」
)
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
、
吉
蔵
の
基
本
的
な
思
惟
方
法
が
よ
く
示
さ
れ
て
い

る
と
、
評
者
は
考
え
る
(
菅
野
博
史
『
中
国
法
華
思
想
の
研
究
』
[
前

掲
同
書
]
四
九
六
五
二
人
頁
を
参
照
)
。

第
三
に
、
「
中
仮
の
論
理
」
が
『
成
実
論
』
の
相
待
仮
に
基
づ
く

と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
は
、
「
相
待
」
と
い
う
概
念
か
ら
吉
蔵
が
ヒ

ン
ト
を
受
け
た
こ
と
を
認
め
て
も
、
一
方
で
、
成
実
論
師
の
三
仮
(
実

は
三
仮
の
名
称
は
『
成
実
論
』
そ
の
も
の
に
は
な
く
、
『
成
実
論
』

仮
名
相
品
の
思
想
に
基
づ
い
て
、
成
実
論
師
が
立
て
た
)
を
批
判
す

る
吉
蔵
の
立
場
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
た
と
え
ば
、
『
中
観
論
疏
』
巻
第
六
本
に
は
、
『
中
論
』
燃
可
燃

品
の
来
意
(
存
在
意
義
)
に
つ
い
て
、
「
『
中
論
』
の
初
め
か
ら
多
く

因
成
仮
を
破
し
て
き
た
が
、
こ
の
品
(
燃
可
燃
品
)
は
相
待
[
仮
]

7

を
破
す
」
(
大
正
蔵
四
二
・
九
七
中
)
と
述
べ
て
、
や
や
詳
し
く
相
待

l

書

評

仮
を
批
判
し
て
い
る
(
同
前
・
九
七
由
!
九
九
上
を
参
照
)
。

第
四
に
、
「
検
論
顕
発
」
「
竪
論
表
理
」
に
言
及
し
、
ま
た
別
の
箇

所
で
、
随
名
釈
目
因
縁
釈
・
顕
道
釈
・
無
方
釈
に
言
及
し
て
い
る
が

(
一
八
三

l
一
八
四
頁
、
二
五
人
二
六
O
頁
)
、
こ
れ
ら
は
『
大
乗

四
論
玄
義
記
』
に
も
ほ
ぼ
見
ら
れ
る
解
釈
方
法
で
あ
り
、
士
ロ
歳
、
慧

均
以
前
か
ら
あ
る
三
論
宗
の
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

(
拙
著
『
南
北
朝
陪
代
の
中
国
仏
教
思
想
研
究
』
[
前
掲
]
四
七
七

|
四
九
二
頁
を
参
照
)
。

五
、
「
第
三
章

吉
蔵
思
想
の
展
開
」

[
内
容
の
紹
介
]
吉
蔵
の
生
涯
の
著
作
活
動
は
、
会
稽
時
代
、
揚

州
時
代
、
長
安
時
代
の
=
一
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
各

時
代
を
代
表
す
る
著
作
、
及
び
成
立
時
期
の
明
ら
か
な
他
の
著
作
に

基
づ
い
て
、
士
ロ
蔵
思
想
の
展
開
の
あ
り
さ
ま
を
三
つ
の
時
期
に
分
け

て
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
第
二
章
で
、
高
野
氏
が
明
ら
か
に
し

た
吉
蔵
の
思
想
の
課
題
、
「
教
え
と
素
質
」
「
中
道
の
実
現
」
「
智
慧

と
煩
悩
」
と
い
う
三
つ
の
問
題
に
対
す
る
吉
蔵
の
思
想
的
取
り
組
み

を
分
析
し
て
い
る
。

第
一
節
「
会
稽
時
代
の
思
想
」
に
お
い
て
は
、
資
料
と
し
て
、
『
二

諦
義
』
『
法
華
玄
論
』
を
中
心
に
、
『
湿
梁
経
疏
」
(
逸
文
)
『
法
華
義



8
 

1

疏
』
を
用
い
て
い
る
。
「
ま
と
め
」
と
し
て
、
高
野
氏
は
、
「
教
え
と

素
質
」
に
関
わ
る
於
諦
・
教
務
、
「
中
道
の
実
現
」
に
関
わ
る
五
仏

性
説
、
「
智
慧
と
煩
悩
」
に
関
わ
る
実
方
便
・
権
の
概
念
規
定
は
、

す
で
に
会
稽
時
代
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
『
大
乗
玄
論
』
の
思
想

と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
隔
た
り
が
無
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
子
細
に

検
討
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

第
一
に
、
凡
夫
か
ら
二
乗
へ
、
二
乗
か
ら
菩
薩
へ
と
、
衆
生
の
素
質

が
変
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
会
稽
時
代
の
著
作
で
言
及
さ
れ
て
は

い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
素
質
の
あ
り
さ
ま
や
、
そ
れ
が
変
化
し
う
る

理
由
に
つ
い
て
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
第
三
に
、
真
諦
の

中
道
、
俗
諦
の
中
道
、
真
諦
と
俗
諦
を
合
わ
せ
た
中
道
と
い
う
、
衆

生
の
悟
り
の
深
化
を
論
理
的
に
明
ら
か
に
す
る
三
種
中
道
説
が
ま
だ

見
ら
れ
な
い
。
高
野
氏
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
か
り
そ
め
の
言
説

と
衆
生
の
素
質
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
思
惟
の
深
ま
り

が
ま
だ
無
か
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
第
三
に
、
五
仏
性
説
の
な

か
で
、
十
二
因
縁
が
悟
り
の
お
お
も
と
と
し
て
の
「
正
性
」
だ
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
点
は
、
『
大
乗
玄
論
』
の
中
道
を
「
正
性
」
と
す
る

見
解
と
相
違
し
て
い
る
。
高
野
氏
は
、
こ
の
こ
と
を
原
因
と
し
て
、

会
稽
時
代
に
は
、
理
内
と
理
外
に
お
け
る
仏
性
の
有
無
に
つ
い
て
の

分
析
が
明
確
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
第
二
節
の
「
揚
州
時
代
の
思
想
」
に
お
い
て
は
、
資
料
と
し

て
、
『
二
一
論
玄
義
』
『
勝
髭
宝
窟
』
を
用
い
て
い
る
。
「
ま
と
め
」
と

し
て
、
ヲ
一
論
玄
義
』
に
お
け
る
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
に
対
す
る

批
判
を
契
機
と
し
て
、
衆
生
の
索
H
買
に
つ
い
て
の
見
方
が
会
稽
時
代

よ
り
も
広
げ
ら
れ
、
か
く
て
中
と
仮
に
つ
い
て
の
分
析
が
よ
り
細
か

く
な
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
『
二
一

論
玄
義
』
の
所
論
を
契
機
と
し
て
、
長
安
時
代
の
著
作
に
お
い
て
は
、

明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
『
勝
霊
宝

窟
』
に
つ
い
て
は
、
如
来
蔵
や
仏
性
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て
、

煩
悩
と
心
と
の
関
係
の
分
析
が
会
稽
時
代
に
比
べ
て
深
め
ら
れ
、
心

の
あ
り
方
が
よ
り
注
目
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
内
容
的
に

は
、
惑
う
心
が
有
る
と
せ
ず
ま
た
悟
る
心
が
無
い
と
し
な
い
こ
と
が

中
道
だ
と
さ
れ
、
ま
た
実
智
と
方
便
の
二
つ
の
智
慧
の
実
現
と
中
道

の
悟
得
と
が
直
結
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
共
に
、
煩
悩
の
根
源
が
心
の

と
ら
わ
れ
る
働
き
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
こ
と

を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

最
後
に
第
三
節
の
「
長
安
時
代
の
思
想
」
に
お
い
て
は
、
資
料
と

し
て
、
『
中
観
論
疏
』
『
浄
名
玄
論
』
を
中
心
に
、
『
浬
梁
経
遊
意
」
『
法

華
遊
意
』
『
法
華
統
略
』
『
維
摩
経
義
疏
」
を
用
い
て
い
る
。
「
ま
と
め
」

と
し
て
、
衆
生
の
素
質
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
揚
州
時
代
に
比
べ
て

更
に
深
め
ら
れ
、
素
質
の
多
様
な
あ
り
さ
ま
や
そ
れ
が
時
間
の
変
化

に
伴
っ
て
変
わ
り
う
る
こ
と
が
明
確
に
意
識
さ
れ
、
そ
こ
で
悟
得
の



深
化
を
論
理
的
に
明
ら
か
に
す
る
三
つ
の
中
道
が
説
か
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
長
安
時
代
に
は
じ
め
て
現
れ
た
四
重

の
二
諦
は
素
質
に
つ
い
て
の
考
察
の
深
ま
り
を
背
景
と
し
て
い
る
と

推
定
し
て
い
る
。
中
道
に
つ
い
て
の
見
解
も
、
揚
州
時
代
に
比
べ
て

更
に
深
め
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
一
一
者
に
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
、
従
っ
て

心
が
惑
っ
て
い
る
こ
と
と
悟
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
更
に
は
心
と
外

界
と
の
区
別
に
さ
え
も
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と
が
中
道
と
捉
え
ら
れ
、

十
二
因
縁
か
ら
中
道
そ
の
も
の
へ
と
悟
り
の
お
お
も
と
で
あ
る
「
正

性
」
を
捉
え
る
視
点
が
移
行
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
智
慧
と

煩
悩
に
つ
い
て
は
、
方
便
が
菩
薩
の
修
道
に
よ
る
心
の
あ
り
か
た
の

深
ま
り
を
示
す
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
、
心
の
と
ら
わ
れ
る
働
き
の
現

わ
れ
で
あ
る
固
着
し
た
認
識
の
仕
方
が
さ
ま
ざ
ま
に
分
析
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
揚
州
時
代
を
転
換
点
と
し
て
、

菩
薩
や
心
の
あ
り
か
た
へ
と
議
論
が
収
束
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。

最
後
に
「
お
わ
り
に
」
で
は
、
長
安
時
代
の
思
想
と
第
二
章
で
考

察
し
た
『
大
乗
玄
論
』
の
思
想
と
を
比
較
し
て
、
数
点
に
わ
た
る
相

違
を
見
出
し
て
い
る
が
、
内
容
の
紹
介
は
割
愛
す
る
。

[
コ
メ
ン
ト
]
本
章
は
本
書
の
中
心
的
部
分
で
あ
る
と
思
う
の

で
、
そ
の
内
容
を
や
や
詳
し
く
紹
介
し
た
。
高
野
氏
は
平
井
氏
の
よ

9

う
に
、
士
ロ
蔵
思
想
の
枠
組
み
を
「
三
諦
義
」
「
二
智
義
」
「
仏
性
義
」

l

書

評

と
捉
え
る
仕
方
、
彦
氏
の
よ
う
に
「
二
諦
」
「
八
不
中
道
」
「
仏
性
」

と
捉
え
る
仕
方
に
見
ら
れ
る
、
い
く
つ
か
の
主
要
な
概
念
に
よ
る
吉

蔵
思
想
の
整
理
を
批
判
し
、
『
大
乗
玄
論
』
に
基
づ
い
て
、
士
ロ
蔵
の

思
想
は
「
教
え
と
素
質
」
「
中
道
の
実
現
」
「
智
慧
と
煩
悩
」
と
い
う

三
つ
の
問
題
を
課
題
と
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
伝
統
的
な
仏
教
の

教
理
用
語
を
避
け
て
、
我
々
の
宗
教
的
実
存
に
引
き
つ
け
た
、
よ
り

関
か
れ
た
言
葉
で
吉
蔵
思
想
の
課
題
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
態
度
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
課
題
に
対
す
る
吉
蔵
の
生
涯
に
わ
た
る
取
り
組

み
の
変
化
発
展
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
研
究
方
法
は
高
く
評
価
さ

れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
大
き
な
研
究
課
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
輸
相
級
な
研

究
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
長
安
時
代
の
思
想
と
『
大

衆
玄
論
』
と
の
比
較
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
『
大
乗

玄
論
』
の
文
献
と
し
て
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
比
較
に

ど
こ
ま
で
意
味
が
あ
る
の
か
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

六
、
「
第
四
章

吉
蔵
思
想
の
基
底
」

[
内
容
の
紹
介
]
本
章
は
、
高
野
氏
が
育
蔵
の
「
中
仮
の
論
理
」

に
つ
い
て
改
め
て
説
明
し
、
そ
の
思
想
的
な
源
流
を
鳩
摩
羅
什
訳
の

経
論
や
、
『
般
若
経
』
の
古
訳
に
探
求
し
て
い
る
。
ま
た
、
吉
蔵
の



。
ロ
中
仮
の
思
想
を
吉
蔵
以
前
の
仏
教
史
と
関
連
づ
け
る
た
め
に
、
道
安

と
支
逓
の
思
想
を
考
察
し
、
さ
ら
に
音
蔵
以
前
の
中
国
哲
学
史
と
関

連
づ
け
る
た
め
に
、
郭
象
、
話
康
、
王
弼
な
ど
の
貌
普
時
代
の
思
想

と
の
比
較
を
試
み
、
士
百
蔵
と
そ
の
他
の
思
想
家
の
両
者
の
類
似
性
を

指
摘
し
て
い
る
。

[
コ
メ
ン
ト
]
本
章
で
は
、
中
国
哲
学
専
攻
の
高
野
氏
な
ら
で
は

の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
貌
晋
時
代
の
思
想
家
と
吉
蔵
思
想
と
の
比

較
を
試
み
て
い
る
点
は
、
そ
の
方
面
に
う
と
い
評
者
に
は
た
い
へ
ん

興
味
深
か
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
方
面
で
の
高
野
氏
の
研
究
成
果
を
期

待
し
た
い
。

た
だ
し
、
古
訳
般
若
経
典
と
し
て
、
高
野
氏
は
主
に
翻
訳
年
代
の

前
後
に
基
づ
い
て
、
支
婁
迦
識
訳
『
道
行
般
若
経
』
、
竺
法
護
訳
『
光

讃
般
若
経
』
(
二
人
六
年
訳
)
、
無
叉
緩
・
竺
叔
闘
訳
『
放
光
般
若
経
』

(
二
九
一
年
訳
)
を
こ
の
順
に
取
り
あ
げ
、
二
一
経
の
思
想
的
相
違
や

発
展
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
訳
年
代
で
は
な
く
、
イ
ン

ド
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
の
成
立
史
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
放
光
般
若

経
』
が
『
光
讃
般
若
経
』
よ
り
も
早
い
成
立
と
言
わ
れ
る
(
「
大
乗

経
典
解
説
事
典
』
六
七
頁
、
北
辰
堂
、
一
九
九
七
年
)
。
ま
た
、
「
光

讃
般
若
経
』
は
全
体
の
=
一
分
の
一
ほ
ど
の
部
分
訳
で
あ
る
。
高
野
氏

が
『
放
光
経
』
巻
第
十
八
、
超
越
法
相
品
を
引
用
し
て
、
「
『
仮
号
』

が
菩
薩
の
救
済
行
と
結
び
つ
け
て
説
か
れ
て
い
る
」
(
二
三

O
頁
)

と
言
っ
た
箇
所
は
、
『
光
讃
経
』
で
は
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
部
分
で

あ
る
の
で
、
比
較
の
し
ょ
う
も
な
い
し
、
も
し
翻
訳
さ
れ
て
い
れ
ば
、

異
訳
と
は
い
え
、
基
本
的
に
は
同
じ
思
想
を
説
い
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
続
い
て
、
高
野
氏
は
、
『
放
光
般
若
経
』
に
つ
い
て
、
「
そ
う
し

た
『
仮
号
』
に
対
す
る
執
著
が
、
『
締
』
『
侍
』
『
著
』
な
ど
と
言
葉

を
変
え
て
繰
り
返
し
説
明
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
結
局
相
い
対
す
る
こ

者
の
区
別
に
つ
い
て
の
偏
っ
た
と
ら
わ
れ
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
と
ら

わ
れ
に
つ
い
て
の
分
析
が
『
光
讃
経
』
に
比
べ
て
よ
り
広
げ
ら
れ
深

め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
」
(
三
二

O
頁
)
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
も
、
高
野
氏
が
引
用
す
る
『
放
光
経
』
に
対
応
す
る
『
光
讃

経
』
の
箇
所
の
翻
訳
は
な
い
。
『
光
讃
経
」
は
翻
訳
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
『
放
光
経
』
と
『
光
讃
経
』
の
比
較
が
そ
も
そ
も
成

立
し
な
い
。七

、
「
第
五
章

吉
蔵
思
想
の
位
置
」

[
内
容
の
紹
介
]
本
章
は
、
高
野
氏
が
吉
蔵
と
そ
の
他
の
仏
教
者
、

僧
壁
、
浄
影
寺
慧
速
、
智
顔
と
の
比
較
を
試
み
た
章
で
あ
る
。
第
一

節
「
吉
蔵
と
僧
肇
を
め
ぐ
っ
て
|
|
一
一
一
乗
観
を
中
心
に
」
で
は
、
は

じ
め
に
『
注
維
摩
』
を
資
料
と
し
て
、
僧
肇
の
三
来
観
を
整
理
し
、

次
に
育
蔵
の
三
部
の
『
維
摩
経
』
注
釈
脊
の
三
来
観
を
明
ら
か
に
し
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た
う
え
で
、
両
者
の
化
他
行
、
悟
り
に
つ
い
て
の
比
較
を
試
み
て
い

る
。
第
二
節
「
士
ロ
蔵
と
拍
車
寺
慧
速
を
め
ぐ
っ
て
l
|維
摩
経
解
釈

を
中
心
に
」
で
は
、
両
者
の
相
違
点
を
い
く
つ
か
浮
き
彫
り
に
し
て

い
る
。
第
三
節
「
吉
蔵
と
天
台
三
大
部
を
め
ぐ
っ
て
|
|
煩
悩

観
・
智
慧
観
を
中
心
に
」
で
は
、
士
ロ
蔵
と
智
顕
に
つ
い
て
、
両
者
の

煩
悩
と
智
慧
に
対
す
る
捉
え
方
の
相
違
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

す
ぐ
に
気
が
つ
く
よ
う
に
、
副
題
の
「
煩
悩
観
・
智
慧
観
」
は
、
上

記
の
よ
う
に
、
高
野
氏
が
吉
蔵
の
=
一
つ
の
思
想
的
課
題
と
し
た
も
の

の
一
つ
で
あ
る
。
高
野
氏
の
問
題
意
識
は
一
貫
し
て
い
る
。
詳
し
い

内
容
の
紹
介
は
割
愛
す
る
。

[
コ
メ
ン
ト
]
第
二
節
・
第
三
節
は
、
学
位
論
文
の
後
に
執
筆
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
「
後
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ

も
個
別
の
研
究
論
文
と
し
て
一
定
の
成
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
が
な
い
。
た
だ
し
、
大
き
な
研
究
テ
!
?
で
あ
る
だ
け

に
、
資
料
を
広
く
渉
猟
し
、
全
面
的
な
思
想
の
比
較
を
期
待
し
た
い
。

た
と
え
ば
、
智
額
の
煩
悩
観
を
知
る
た
め
に
は
、
「
四
教
義
』
な
ど

も
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
数
滅
無
為
」
を
「
な

す
べ
き
理
屈
が
無
い
」
(
三
一
六
頁
)
と
訳
し
、
「
理
屈
が
滅
ん
で
仕

業
の
無
い
こ
と
」
(
二
二
七
頁
)
と
解
説
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
三

無
為
の
一
つ
の
「
択
滅
無
為
」
の
異
訳
で
あ
り
、
択
滅
は
智
慧
に
よ

る
煩
悩
の
消
滅
で
あ
り
、
無
為
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
も
の

書

評

で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
翻
訳
の
な
か
に
、
「
『
究
寛
の

混
繋
は
、
常
に
寂
滅
相
た
り
』
と
説
く
。
結
局
空
に
帰
す
る
の
で
あ

り
、
:
:
」
(
一
一
二
九
頁
)
と
あ
る
が
、
「
結
局
空
に
帰
す
」
ま
で
が
、

『
法
華
経
」
薬
草
除
品
、
「
究
寛
浬
紫
、
常
寂
滅
相
、
終
帰
於
空
」
(
大

正
九
・
一
九
下
)
と
あ
る
よ
う
に
、
経
典
の
引
用
で
あ
る
。

高
野
氏
の
研
究
は
、
古
典
漢
文
に
対
す
る
す
ぐ
れ
た
読
解
力
に
基

づ
き
、
吉
蔵
の
多
く
の
著
作
を
渉
猟
し
、
吉
蔵
思
想
に
対
す
る
堅
実

な
研
究
を
成
し
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。
『
大
乗
玄
論
』
の
扱
い
、
先

行
研
究
の
取
り
あ
げ
方
な
ど
に
問
題
は
あ
る
が
、
独
自
の
視
点
か
ら

吉
蔵
思
想
に
光
を
あ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
参
考
に
す
べ
き
成
果
を
少
な

か
ら
ず
提
示
し
た
と
思
う
。
近
年
は
、
士
口
蔵
と
同
じ
=
一
論
宗
に
属
す

る
慧
均
の
『
大
乗
四
論
玄
義
記
』
の
研
究
が
し
だ
い
に
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
吉
蔵
の
思
想
を
相
対
化
す
る
視
点
が

得
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
て
き
た
。
ま
た
、
士
ロ
蔵
と
浄
影
寺
慧
遠
、

智
額
と
の
比
較
研
究
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
高
野
氏
の
今
後
の
研

究
に
期
待
す
る
こ
と
大
で
あ
る
。
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