
龍
樹
は
中
諭
の
中
で
、
察
観
と
法
観
と
を
統
合
し
て
、
有
無
生
滅
の
分

別
を
超
え
る
眞
実
相
と
し
て
の
諸
法
実
相
〈
貫
き
画
の
胃
一
望
＄
言
幽
）
、
法

性
（
国
富
目
員
鋤
の
体
系
を
立
て
塁
い
る
。
し
か
し
彼
の
実
相
論
は
原
則

を
示
し
た
だ
け
に
止
６
、
未
だ
猿
極
的
に
現
実
展
開
が
な
さ
れ
る
に
至
ら

ず
、
そ
の
限
り
矢
張
り
な
お
室
的
否
定
的
な
段
階
に
止
る
も
の
で
あ
っ
た

と
一
云
え
る
。
空
観
に
よ
る
諸
法
実
相
の
体
系
が
如
何
に
し
て
現
実
に
生
成

展
開
手
，
る
か
は
そ
の
後
に
残
さ
れ
た
問
題
で
、
以
後
の
大
乘
仏
教
は
す
べ

て
と
の
問
題
に
何
程
か
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
実
相
と
稼
起

の
相
即
に
苦
心
を
挑
つ
た
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
が
と
の
問
題
に
つ
い
て
の

表
察
が
進
む
に
つ
れ
て
、
今
一
つ
の
問
題
に
遡
遇
せ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た

そ
れ
は
眞
実
と
現
実
の
相
即
を
論
ず
る
あ
ま
り
、
軍
な
る
同
一
性
的
な
現

実
肯
定
に
階
ろ
危
険
性
を
孕
む
に
至
っ
た
と
と
で
あ
る
。
一
体
筌
観
は
、

現
実
を
常
住
で
あ
り
有
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
執
見
を
破
し
て
、
無
常

で
あ
り
室
な
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
無
常
で
あ
り
室
で
あ
る
と
・
い
う
こ
と
に
叉
執
着
し
て
虚
無
室
見
に
贈

る
者
の
生
じ
た
と
と
か
ら
、
更
に
ど
の
空
を
も
否
定
し
て
「
室
亦
復
筌
」

（
二
）
研
究
発
表

諸
法
實
相
論
１
日
蓮
聖
人
篁
相
観

田
村
芳
朗

と
い
う
否
定
の
否
定
を
説
く
に
至
っ
た
。
」
」
の
空
亦
復
筌
と
し
て
の
全
き

否
定
は
”
し
か
し
実
は
裏
返
せ
ば
全
き
肯
定
と
な
る
も
の
で
、
所
謂
眞
室

妙
有
と
云
わ
れ
た
り
、
華
厳
の
一
即
一
切
、
一
切
即
一
の
事
事
無
藤
、
眞

言
の
即
事
而
眞
、
天
台
の
円
融
実
相
論
等
全
て
と
の
傾
向
の
現
れ
で
、
現

実
へ
の
生
成
展
開
、
現
実
へ
の
関
係
づ
け
が
考
察
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て

そ
の
傾
向
が
狼
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
有
と
無
と
の
二
元
対

立
を
否
定
し
て
筌
亦
復
空
と
し
て
不
一
二
如
の
円
融
相
即
を
説
く
点
は
、

思
想
と
し
て
は
最
高
の
慨
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
否
定
の
否

定
と
し
て
の
全
き
肯
定
を
押
し
進
め
る
あ
ま
り
、
空
本
來
の
否
定
性
が
見

失
わ
れ
、
更
に
は
と
の
肯
定
的
一
元
鋤
を
そ
の
茨
奇
相
対
的
現
実
に
適
用

し
、
事
実
と
し
て
の
現
実
は
依
然
と
し
て
無
常
で
あ
り
罪
悪
に
満
ち
た
も

の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
善
悪
不
二
、
邪
正
一
如
を
ふ
り
ま
わ
し
て
悪
迷
す

る
と
い
う
結
果
を
生
ず
る
に
も
至
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｒ
蓮
聖
人
当
時
の
天
台
は
ま
さ
に
右
の
如
き
頤
向
を
有
し
た
の
で
、
「

ノ
ニ
ヂ
ニ
ラ
ル
カ
ラ
フ

善
悪
盃
一
邪
正
一
如
故
狸
善
悪
不
し
可
レ
云
也
」
〔
早
勝
問
答
〕
と
の
言
葉

に
よ
っ
て
も
想
像
し
う
る
。
密
教
に
於
て
は
、
「
彼
の
眞
言
等
の
流
れ
偏

に
現
在
を
以
て
旨
と
す
。
所
謂
畜
類
を
本
尊
と
し
て
男
女
の
愛
法
を
祈
り

莊
園
の
望
を
い
の
る
」
（
星
名
五
郎
太
郎
殿
御
返
事
）
と
評
さ
れ
て
い
る

如
く
、
と
の
傾
向
は
顯
著
で
あ
っ
た
。
聖
人
は
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
「
天

〃
ハ
ヲ
メ
ン
ヴ
メ
ヲ
ン
メ

台
出
世
悪
息
爲
歎
叉
悪
増
爲
歎
」
〔
早
勝
問
答
）
、
叉
「
若
《
是
證
以
て

勝
れ
た
り
と
い
は
ぱ
彼
月
氏
の
外
道
等
に
は
す
ぎ
じ
」
〔
星
名
五
郎
太
郎

テ
ラ
テ
夕

殿
御
返
事
）
、
或
は
「
只
立
二
不
二
不
し
知
二
而
三
謂
己
均
仏
の
大
慢
を
成
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叙
織
、

ぜ
り
」
（
聖
愚
問
答
抄
）
等
と
狸
く
批
判
し
、
そ
れ
ら
が
不
一
二
如
の
理

に
停
滞
し
、
し
か
も
そ
れ
を
そ
の
蓑
典
現
実
に
適
用
し
て
堕
落
し
た
と
と

猛
戒
め
て
い
る
。
そ
し
て
聖
人
自
身
は
そ
の
よ
う
な
悪
肯
定
、
悪
無
差
別

の
実
相
観
を
否
定
し
て
、
「
底
下
の
愚
人
」
た
る
自
覚
を
媒
介
と
し
て
、

仏
凡
対
立
の
現
実
の
事
実
を
事
実
と
し
て
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
茜

統
攝
す
る
能
統
一
酌
実
相
観
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
と
れ
が
即
ち
「
久
遠

実
成
の
妙
覚
極
果
の
仏
の
境
界
」
〔
立
正
観
抄
）
と
し
て
の
実
相
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
底
下
の
凡
夫
理
性
所
具
」
ｅ
一
大
趣
法
抄
）
の
実
相
で
な
く
し
そ

「
犬
覚
世
尊
久
遠
実
成
の
当
初
証
得
（
同
抄
）
の
実
相
、
即
ち
久
遠
本
仏

に
よ
っ
て
実
証
せ
ら
れ
、
久
遠
釈
箪
の
因
行
果
徳
の
備
わ
る
久
遠
本
仏
果

上
の
実
相
で
あ
る
。
「
其
諸
法
実
相
と
云
ふ
も
釈
迦
多
宝
の
二
仏
と
習
う

な
り
」
（
四
條
金
害
殿
御
返
事
）
と
説
か
れ
て
い
る
の
も
と
の
と
と
を
指
し

て
い
る
。
そ
し
て
わ
れ
ノ
、
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
『
旅
直
捨
方
便
但
読

無
上
道
と
信
ず
る
を
諦
法
実
相
の
開
会
の
法
門
と
は
申
す
也
」
（
凹
條
金

吾
殿
御
返
事
〕
と
設
か
れ
て
い
る
如
く
，
信
仰
の
諸
法
実
相
で
あ
る
。
と

の
本
仏
果
上
の
諸
法
実
相
に
於
て
眞
に
円
融
不
二
の
世
界
が
具
現
さ
れ
て

い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
ノ
＼
は
信
仰
に
よ
っ
て
と
そ
と
の
本

仏
果
海
の
実
相
の
世
界
に
融
入
す
る
と
と
が
出
來
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

次
に
日
蓮
聖
人
の
実
相
観
に
於
て
注
目
す
厚
へ
き
と
と
は
、
そ
れ
が
「
力

用
」
の
実
相
観
で
あ
る
と
と
で
あ
る
。
先
に
み
た
如
く
聖
人
の
実
相
観
は

久
遠
仏
に
よ
っ
て
実
証
せ
ら
れ
、
因
果
の
功
徳
を
含
ま
せ
ら
れ
、
久
遠
仏

に
よ
っ
て
統
擶
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
具
体
的
普
遍
な
る
実
相
と
し
て
、
能

動
的
な
救
済
の
実
相
観
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
仏
界
綴
起
と
も
称
せ
ら
れ
る

所
以
で
あ
る
。
し
た
が
三
』
七
れ
は
単
に
靜
止
的
加
不
一
二
元
観
に
止
ろ

も
の
で
な
く
、
又
そ
の
一
元
観
を
そ
の
ま
Ｌ
現
実
に
あ
て
は
め
る
の
で
も

な
い
。
こ
れ
ら
は
た
度
観
念
の
上
で
立
て
ら
れ
た
抽
象
的
な
一
元
観
で
し

か
な
堵
日
蓮
聖
人
の
場
合
は
、
「
不
可
見
無
対
色
を
、
可
見
有
対
色
の

か
た
ち
と
あ
ら
は
し
ぬ
れ
ば
、
顯
・
形
の
二
色
と
な
れ
る
な
り
、
減
せ
る

梵
菅
声
、
か
へ
つ
て
形
を
あ
ら
は
し
て
文
字
と
成
っ
て
衆
生
を
利
益
す
る

な
り
」
ロ
ー
像
開
眼
抄
）
と
述
べ
ら
れ
て
ど
っ
如
く
、
「
色
心
不
二
な
る

が
故
に
而
二
と
あ
ら
は
れ
て
」
（
同
抄
）
現
実
に
具
成
し
・
猿
極
的
な
救

済
力
用
の
動
力
の
場
を
瀧
成
す
る
と
こ
ろ
の
実
相
で
あ
る
。
そ
れ
ば
、
「

こ
と
し
て
「
在
る
」
実
相
か
ら
。
一
」
と
し
て
「
成
る
〕
実
相
で
あ
る

云
い
か
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
不
一
二
如
の
実
相
を
観
念
す
る
の
で
は
な
く

現
実
に
行
ず
ろ
の
で
あ
る
。
即
ち
歴
史
世
界
に
具
現
し
実
証
し
、
歴
史
世

界
を
改
革
し
ゆ
く
実
相
で
あ
る
。
「
教
主
釈
尊
を
う
ご
か
し
奉
れ
ぽ
ゆ
ろ

が
い
草
木
や
あ
る
べ
き
、
さ
わ
が
ぬ
水
や
あ
る
べ
き
」
（
円
眼
女
造
立
釈

迦
抄
）
と
て
釈
尊
を
極
め
て
動
的
な
も
の
と
し
て
見
、
叉
「
成
仏
は
持
つ

に
あ
り
」
（
四
條
金
吾
殿
御
返
事
）
と
云
わ
れ
、
法
華
経
の
信
者
は
常
に

「
法
華
経
の
行
者
」
で
あ
る
と
躯
調
さ
れ
る
所
以
も
と
上
に
あ
る
。
「
諸

法
実
相
抄
」
の
、
「
凡
夫
は
体
の
三
身
に
し
て
木
仏
ぞ
か
し
。
仏
は
用
の

三
身
に
し
て
通
仏
也
。
然
匁
ぽ
釈
迦
仏
は
我
等
衆
生
の
た
め
に
は
●
主
師
親

の
三
徳
を
備
へ
給
ふ
と
恩
ひ
し
に
、
さ
に
て
は
候
は
ず
、
返
て
仏
に
三
徳

を
蒙
ら
せ
た
て
堂
つ
亮
は
凡
夫
な
り
」
と
い
う
逆
説
的
な
表
現
も
右
の
如

き
力
用
の
実
相
論
と
し
て
み
る
時
に
始
め
て
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
即
ち
」
」
れ
膣
、
仏
の
仏
た
る
所
以
は
衆
生
救
済
の
た
め
に
、
い
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十
餘
年
前
の
法
華
会
席
上
、
今
は
亡
き
姉
崎
博
士
の
「
今
の
円
蓮
宗
は

鮮
出
な
る
旗
幟
を
掲
ぐ
る
要
あ
り
」
と
の
言
に
共
感
し
て
以
来
、
と
の
問

題
に
関
す
る
私
の
思
案
は
絶
え
ず
胸
中
に
去
来
し
、
今
以
て
簡
明
に
し
て

完
全
な
成
案
を
得
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
混
沌
た
る
世
界
情
勢
と
世
相
の

下
、
人
心
の
不
安
迷
信
の
横
行
を
目
前
に
し
て
は
何
時
迄
も
騰
艤
逵
巡
す

る
能
は
ざ
る
を
痛
感
し
、
宗
門
有
爲
の
土
と
共
に
我
等
は
、
今
の
世
に
如

何
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
以
て
教
陣
を
布
く
べ
き
か
を
提
案
す
る
と
共
に
、

此
処
に
私
案
を
述
べ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

巽
産
難
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
多
く
の
青
年
暦
に
対
す
る
迫
力
に
於
て
定
評

わ
ぼ
凡
夫
に
ひ
か
れ
て
現
れ
出
で
て
用
の
仏
と
な
り
現
象
佛
と
な
る
と
と

ろ
に
存
ず
る
と
と
を
説
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
衆
生
の
目

ざ
す
所
は
体
の
佛
で
あ
り
本
佛
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
本
体
に
歸

入
す
べ
き
衆
生
あ
る
が
故
に
慈
悲
救
済
の
佛
が
引
き
出
さ
れ
る
の
で
、
云

い
か
え
れ
ば
衆
生
に
よ
っ
て
佛
が
呼
び
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
‐
に
説

か
れ
て
い
る
も
の
は
、
佛
と
衆
生
と
の
間
の
力
動
崎
な
相
瓦
媒
介
で
あ
り

能
動
的
な
力
用
救
済
の
論
理
で
あ
る
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
法
華
宗
の
現
代
的
旗
幟

■

浦
上
芳
武

あ
り
、
総
選
挙
に
臨
む
各
政
窯
も
亦
国
民
の
生
活
感
情
に
呼
應
す
る
ス
ロ

ー
ガ
ン
を
競
い
鍋
ぐ
る
如
く
、
日
蓮
法
華
宗
も
鮮
明
な
る
旗
幟
を
掲
げ
る

と
と
は
焦
眉
の
急
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
及
び
そ
の
以
後
の
教
団
に
は
そ
れ

が
あ
っ
た
。
一
々
文
会
皆
釈
尊
金
口
の
説
法
と
信
ぜ
ら
れ
た
当
時
に
於
て

は
四
十
除
年
末
顯
興
実
と
か
、
諸
宗
は
無
得
遁
堕
地
獄
の
根
元
、
法
華
経

独
り
成
佛
の
法
等
の
標
語
は
有
力
な
ろ
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
と
思
は
れ

る
が
、
今
日
の
民
衆
に
と
っ
て
は
馬
耳
の
念
仏
で
し
か
な
い
。
し
か
も
説

き
方
に
よ
っ
て
は
今
日
間
相
当
の
迫
力
を
持
つ
も
の
に
現
世
安
識
後
生
善

処
資
生
産
業
皆
順
正
法
等
あ
り
、
或
は
病
即
消
滅
不
老
不
死
等
も
正
当
に

心
的
に
正
解
す
れ
ば
必
ず
し
も
空
言
と
言
え
な
い
。
教
は
現
代
の
時
、
機

乃
至
今
日
の
世
界
状
勢
下
の
日
本
国
を
対
象
と
し
、
教
法
流
布
の
前
後
国

民
思
潮
の
動
向
等
所
謂
五
綱
の
教
到
を
鑑
み
て
説
く
べ
き
も
の
で
あ
る
が

と
れ
は
単
な
る
読
書
士
や
机
上
の
学
者
の
爲
し
得
る
所
で
は
な
い
。
衣
食

に
窮
せ
る
か
と
恩
え
ぽ
パ
チ
ン
コ
に
怠
屈
を
ま
ぎ
ら
す
金
は
あ
っ
て
も
、

鶏
講
無
料
の
教
に
も
耳
を
籍
さ
ず
、
他
愛
も
な
き
迷
信
に
易
々
諾
々
と
金

銭
を
投
ず
る
複
雑
怪
奇
な
る
民
衆
は
、
活
眼
を
開
く
法
師
と
錐
も
容
易
に

救
済
し
難
い
で
あ
ら
う
。
し
か
も
看
過
し
得
ざ
る
大
問
題
は
仏
滅
後
正
像

末
三
時
に
関
し
大
集
経
を
中
心
と
す
る
諸
経
と
法
華
羅
と
の
正
反
対
な
豫

言
を
如
何
に
会
通
し
得
る
か
で
あ
る
。
即
ち
通
頭
佛
教
は
正
法
千
年
像
法

千
年
を
経
て
衰
退
し
第
五
の
五
百
歳
た
る
闘
靜
堅
固
の
時
代
た
る
近
代
に

及
ん
で
白
法
鱈
没
す
と
誘
く
大
集
経
の
讓
言
と
、
第
五
の
五
育
浅
に
於
て

却
っ
て
『
広
宣
流
布
し
て
閻
淨
提
即
ち
世
界
に
於
て
断
絶
す
る
と
ど
無
け

ん
」
と
識
言
す
る
法
華
窪
と
の
明
か
な
る
矛
質
で
あ
る
。
し
か
も
大
集
溌
の

、
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