
シ
ナ
佛
教

に
お
け
る
危
機
觀

ー
特
に
隋

・
唐
時
代
以
前
に
お
け
る
諸
問
題
ー

藤

堂

恭

俊

-

六
世
紀
前
孚
に
形
成
さ
れ
た
危
機
觀
と
そ
の
歴
史
的
背
景

巫

南
北
朝
時
代
に
お
け
る
像
法
觀

皿

疑
僞
經
典
に
あ
ら
わ
れ
た
法
滅
思
想

(　
)

シ
ナ
に
お
け
る
佛
教
の
展
開
史
上
に
見
出
さ
れ
る
危
機
觀
と
言
う
と
、
誰
れ
し
も
南
岳
慧
思
禪
師
に
始
ま
る
末
法
觀
を
想
起
す
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
シ
ナ
佛
教
に
お
け
る
危
機
觀
は
末
法
觀
に
限

つ
た
も
の
で
な
く
、
正
像
末
の
三
時
思
想
の
成
立
す
る
以

前
に
お
い
て
、
既
に
形

成

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
師
ち
南
岳
慧
思
禪
師
の

『
立
誓
願
文
』
の
成
立
に
先
立

っ
三
十
五
年
以
前
、

つ
ま
り
北
魏

の
末
期
か
ら
裴

の
初
め
に
か
け
て
の
半
世
紀
に
も
み
た
な
い
短
期
間
に
形
成
を
み
た
危
鬚

に
つ
い
て
は
・
夙
に
指
鞠
し
た
の
で
そ
の
詳

論
を
さ
け
た
い
と
思
う
が
、
補
足
の
意
味
も
あ

つ
て
概
觀
す
る
な
ら
ば
左
記
の
よ
う
で
あ
る
。

北
魏
の
正
光
五
年

(五
二
四
)
セ
劉
根
等
の
四
十

一
人
か
ら
な
る
宗
教
結
社
に
よ

つ
て
造
ら
れ
た
三
級
薄
浮
圖

に
附
せ
ら
れ
る
銘
文
に

託
於
冥
冥
之
中

生
於
千
載
之
下

進
不
値
鷲
巖
初
軒

退
未
遇
龍
華
寶
駕

(開
封
博
物
館
藏
)

シ
ナ
佛
教
に
お
け
る
危
機
觀

二
五



二
六

と
刻
さ
れ
て
い
ゐ
。

こ
の
表
現
は
、
佛
教
の
開
創
者
釋
奪
が
入
滅
し
給
う
て
か
ら
は
る
か
に
の
ち
に
、
こ
の
世
に
生

を
享
け
た
た
め
親
し
く

そ

の
歡
え
に
浴
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
の
み
な
ら
ず
、
釋
奪
の
後
繼
者
と
し
て
こ
の
世
に
出
現
し
て
佛
陀
と
な
り
給

う
彌
勒
も
、
ま
だ
ま
だ

遠

い
將
來
に
し
か
お
で
ま
し
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
教
え
に
あ
ず
か
る
と
言
う
こ
と
は
到
底
望
み
得
な

い
と
言
う
、
悲
痛
な
感

鄭

吐
露
し
た
も
の
で
あ
る
・
こ
の
よ
う
な
悲
痛
な
叫
び
は
.
そ
の
表
現
を
こ
糞

に
す
る
が
、
武
毛

年

(五
四
九
)
窒

る
四
分
璽

世
紀
間
に
上
述
の

a

正
光
五
年

(五
二
四
)

劉
根
等
四
十

一
人
か
ら
な
る
宗
歡
結
瓧
に
よ
つ
て
造
ら
れ
た
三
級
薄
淨
圖
に
附
せ
ら
れ
る
銘
文

(開
封
博

物
館
藏
)

の
外
に

b

永
安
三
年

(五
三
〇
)

比
丘
道
翫
等
の
道
俗
に
よ
つ
て
造
ら
れ
た
石
佛
像
に
附
せ
ら
れ
る
銘
文

c

永
熙
二
年

(五
三
三
)

元
囗
等
二
十
餘
人
か
ら
な
る
宗
教
結
瓧
に
よ
つ
て
造
ら
れ
た
石
佛
像
に
附
せ
ら
れ

る
銘
文

(龍
門
石
窟
蓮

華
洞
)

d

大
統
七
年

(五
三
七
)

河
北
省
趙
縣
の
在
俗
の
人
た
ち
に
よ
つ
て
造
ら
れ
た
中
興
寺
の
石
佛
像
に
附
せ
ら

れ
る
銘
文

e

武
定
七
年

(五
四
九
)

山
西
省
定
襄
縣
の
在
俗
か
ら
な
る
宗
教
結
瓧
に
よ
つ
て
造
ら
れ
た
佛
像
に
附
せ
ら
れ
る
銘
文

f

永
熙
二
年

(五
三
三
)

比
丘
慧
憧
に
よ
つ
て
書
寫
さ
れ
た

『
寶
梁
經
』
卷
上
の
奥
書

(大
谷
大
學
蔵
)

　

9

沙
彌
法
生
の
造
寵
に
附
せ
ら
れ
る
銘
文

(年
代
不
明
、
麥
積
山
石
窟
第

一
二
七
號
窟
)

都
合
六
つ
の
銘
文
と

一
つ
の
寫
經
の
上
に
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。

こ
の
よ
う
な
悲
痛
な
感
惰
は

(
e
)
に

生
遭
季

進
不
値
釋
加
初
興

後
未
遭
彌
勒
三
會

二
聖
中
周

又

(
9
)
に



自
慨
不
値
釋
迦
初
暉

退
口
蒙
慈
氏
三
會

兩
宜
中
間

逢
茲
季
蓮

と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
釋
迦
牟
尼
佛
と
に
封
す
る
隔
絶
感
の
上
に
な
り
た
つ
も
の
で
あ
り
、
他
面
曇
鸞
が

『無
量
壽
經
論
註
』

(h
)

の
上
に
示
し
た

「
於
無
佛
時
」
と
言
う
表
現
に
よ
つ
て
推
察
し
得
る
よ
う
に
佛
教
を
奉
ず
る
も
の
に
と

つ
て
、
み
ず
か
ら
の
出
離
解
脱
の
た

め

の
教
え
主
と
し
て
の
佛
陀
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
な
い
と
言
う
絶
望
感
、
無
縁
の
自
覺
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

隔
絶
感
、
絶
望
感
は
親
し
く
佛
陀
に
面
接
し
な
が
ら
、
直
接
そ
の
教
え
を
仰
が
ん
と
す
る
意
志
が
高
け
れ
ば
高

い
だ
け
、
そ
れ
に
反
比
例
し

て
強
く
深
ま
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
(
a
)
と

(
C
)
と
に

「託
於
冥
冥
之
中

生
於
千
載
之
下
」
と

表
現
し
、
又

(
e
)
に

「
生
遘
季
」
と
言
い
、
(
9
)
に

「
逢
茲
季
蓮
」
と
か
、
(h
)
に

「
於
五
濁
之
世

」
と
か
表

明
し
て
い
る
よ
う
に
、

黌

も
霧

も
ま
し
ま
さ
ざ
る
末
の
・
に
ご

つ
た
γあ

世
に
生
を
享
け
た
と
言
う
立無

蠡

め
る
と
と
も
に
・

(b

)
に

法
鼓
不
振
于
今
日

而
弟
子
等
稟
質
常
因
實
羅
塵

(中
略
)

囑
生
命
辰
坎
填
之
世

と
表
現
し
、

(f
)
に

「
自
惟
福
薄
生
羅
蓮
末
」
と
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
法
鼓
不
振
」
、

「
羅
蓮
末
」
に
生

を
享
け
た
自
分
自
身
を

「
寅

羅
塵

」

と

か
・

コ
鐸

」

と

奪

一口
う

よ
う

に
觀

察

し

・

自

省

に
ま

で
も

ち

こ
ん

で

い
る

・

か

く

自

分

自
身

を

覯

書

・゚

に

よ

つ
て

ふ

さ
が
れ
て
い
る
と
す
る
意
識
、
み
ず
か
ら
の
出
離
解
脱
の
道
を
自
分
自
身
が
閉
鑚
し
て
い
る
と
言
う
自
覺
、
さ
ら
に
み
ず
か
ら
が
生
活
を
營

ん
で
い
る
こ
の
現
實
の
世
界
、
み
ず
か
ら
の
出
離
解
脱
の
た
め
の
佛
道
の
實
踐
が
行
わ
れ
る
こ
の
世
を
末
の
世
、
濁

つ
た
世
、
羅
闍
に
み
ち

た
世
界
で
あ
る
と
感
じ
と
る
こ
と
は
、
す
べ
て
釋
奪
と
彌
勒
と
に
樹
す
る
隔
絶
感

・
絶
望
感
の
投
影
で
あ
る
と
言

い
得
よ
う
。

け
だ
し
こ
の
隔
絶
感
、
絶
望
感
は
、
み
ず
か
ら
が
歸
依
し
て
い
る
釋
奪
と
彌
勒
と
に
封
す
る
信
仰
に
お
い
て
、

そ

の

信
頼
感
が
裏
切
ら

れ
、
む
く
わ
れ
な
い
と
言
う
、
方
向
を
異
に
す
る
意
識
の
上
に
成
立

つ
も
の
と
し
て
、

一
種
の
危
機
觀
と
言
う
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
危
機
觀
は

(
a
)
か
ら

(
e
)
に
至
る
造
像
銘
丈
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
多
數
の
道
俗
の
人
た
ち
に
よ

つ
て
直

觀
さ
れ

た

も

の

で
あ

り

、
特
に

(
a
)
、
(
C
)
、
(
e
)
の
如
く
そ
れ
が
宗
教
結
杜
で
あ
る
法
儀
の
構
成
員
に
共
通
す
る
宗
教
感
情
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。

言
葉
を
か
え
て
言
う
な
ら
ば
、
危
機
觀
は
多
數
の
道
俗
に
共
通
す
る
宗
教
感
情
を
信
仰
の
繋
帶
と
し
て
道
俗
が
結
ば
れ
、
あ
る
い
は
結
瓧
に

ヘ

シ
ナ
佛
教
に
お
け
る
危
機
觀

二
七



二
八

ま

で
及

ん

だ

こ
と

は

注

目

に
値

す

る

と

言

わ
な

け

れ

ば
な

ら

な

い
。

さ

ら

に
も

う

一
つ
注

目

に
値

す

る

こ
と

は

、

誰

れ

も

が
求

め

て
容

易

に

得
ら
れ
な
か
つ
た
ー

と
言

つ
て
も

(f
)
に

「
乘
此
微
幅

願
託
生
西
方
無
量
壽
佛
國
」
と
表
明
し
て
は
い
る
が
、

1

危
機
觀
の
超
克
を
、

『無
量
壽
經
論
註
』
に

難
行
道
者
謂
於
五
濁
之
世
於
無
佛
時
求
阿
眦
跋
致
爲
難
。
此
難
乃
有
多
途
。
粗
言
五
三
以
示
義
意
。

一
者
外
道
相
善
亂
菩
薩
法
。
二

者
聲
聞
自
利
障
大
慈
悲
。

三
者
無
顧
惡
人
破
他
勝
徳
。

四
者
顛
倒
善
果
能
壞
梵
行
。

五
者
唯
是
自
力
無
他
力
持
。

如
斯
等
事
觸
目
皆

是
。
譬
如
陸
路
歩
行
則
苦
。

易
行
道
者
謂
但
以
信
佛
因
縁
願
生
淨
土
乘
佛
願
力
便
得
往
生
彼
清
淨
土
。
佛
力
住
持
印
入
大
乘
正
定
聚
。
正
定
師
是
阿
眦
跋
致
。
譬

如
水
路
乘
船
則
樂
。

(淨
土
宗
全
書
第

一
卷

・。
お

上
)

⑥

と
言

つ
て
い
る
よ
う
に
、
曇
鸞
が
無
量
壽
佛
に
封
す
る
信
仰
に
お
い
て
見
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
六
世
紀
前
牛
に
お
い
て
道
俗
の
聞
に
形
成
さ
れ
た
危
機
觀
は
偶
然
的
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
歴
史
的
必
然
性

を
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。
今
、
そ
う
し
た
危
機
觀
を
成
立
せ
し
め
る
母
胎
と
し
て
の
北
魏
の
佛
教
信
仰
の
趨
勢
と
、
そ
れ
の
歴
史
的
背
景

と
し
て
、
シ
ナ
に
佛
教
が
移
植
さ
れ
て
以
後
に
お
け
る
釋
奪
と
彌
勒
と
に
謝
す
る
信
仰
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う

と
思
う
。

北
魏
の
首
都
が
四
九
三
年
、
大
同
か
ら
洛
陽
に
移

つ
て
か
ら
の
北
魏
に
お
け
る
佛
教
信
仰
の
傾
向
は
、
龍
門
に
造
立
さ
れ
た
佛
寵
を
と
お

0

し
て
ほ
ぼ
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
部
ち
既
に
塚
本
善
隆
博
士
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
北
魏
時
代
の
造
像
總
數
二
〇
六
の
う
ち
、
釋
霹
像
四

十
三
、
彌
勒
像
三
十
五
と
言
う
數
量
的
多
數
i

造
像
總
數
の
三
分
の

一
張
を
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
佛
歡
信
仰
が
主

と
し
て
釋
奪
と
彌
勒
と
を
禮
拜
の
封
象
と
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
龍
門
石
窟
に
造
像
さ
れ
た
北
魏
時
代
の
造
像
總
數

の
三
分

一
を
う
わ
ま
わ
る
釋
奪

・
彌
勒
兩
像
の
外
に
、
觀
世
音
像
十
九
、
無
量
壽
佛
像
八
、
多
寶
佛
像
三
、
定
光
佛
像
二
が
造
像
さ
れ
た
こ

と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
、
定
光
佛
は
釋
奪
の
前
生
時
代
に
こ
の
世
に
あ

つ
て
、
釋
奪
に
封
し
將
來
成
佛
し
得
べ
き
こ
と
を
豫
言
し

た
佛
で
あ
り
、
又
多
寳
佛
は
靈
鷲
山

に
お
け
る
法
華
經
の
會
座
に
あ
ら
わ
れ
、
涌
出
し
た
寳
塔
中
に
釋
迦
佛
と

と

も

に
並
坐
す
る
佛
と
し



て
、
定
光
佛
と
多
寶
佛
と
は
と
も
に
釋
奪
に
ま

つ
る
佛
で
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
又
史
官
魏
收
の
編
集

に
か
か
る

『魏
書
』
釋
老

志

の
な
か
に

所
謂
佛
者

本
號
釋
迦
文
者

譯
言
能
仁

謂
徳
充
道
備

堪
濟
萬
物
也
。

釋
迦
前
有
六
佛

釋
迦
繼
六
佛
而
成
道

處
今
賢
劫
。

丈
言
將
來

彌
勒
佛

方
繼
釋
迦
而
降
世
。

と
言

つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
當
時
代
の
北
魏
の
知
識
人
の

一
般
的
な
佛
陀
觀
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
定
光
佛
や
多
寶
佛
の
こ

と
に
關
説
し
て
い
な

い
が
、
釋
奪
と
彌
勒
と
が
世
俗
的
系
列
に
つ
ら
な
る
佛
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
現
在
は
賢
劫
の
時
で
あ

⑧

る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
と
も
か
く
釋
尊
と
彌
勒
と
は
北
魏
人
の
信
仰
封
象
と
し
て
過
看
靦
出
來
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
あ
き
ら
か
な
事

實

で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
れ
を
北
魏
全
期
の
佛
教
に
お
け
る
信
仰
の
展
開
の
上
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
主
と
し
て
洛
陽
遷
都
以
前
に
造
營
せ
ら
れ
た
雲
岡

石
窟
と
邁
都
以
後
に
造
營
を
始
め
た
龍
門
石
窟
と
に
お
い
て
は
、
同
じ
く
釋
奪
を
信
仰
の
樹
象
と
し
て
い
る
に
拘

ら
ず
、
そ
の
性
格
に
相
異

の
あ
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
印
ち
雲
岡
石
窟
に
お
い
て
は
、
釋
奪
の
傳
歴
1

そ
の
誕
生
か
ら
入
滅
に
至
る
彼
の

一
生
涯
や
、
そ
の
本

生
物
語
を
も
取
扱

つ
た
の
に
封
し
、
龍
門
石
窟
に
あ

つ
て
は
、
そ
う
し
た
釋
奪
の
生
涯
と
言
う
よ
う
な
人
間
的
な
面
を
こ
え
て
、
超
人
的
神

と
し
て
の
釋
奪
を
取
扱
う
と
と
も
に
、
そ
の
繼
承
者
と
し
て
の
彌
勒
佛
に
も
多
大
の
關
心
を
よ
せ
る
に
至
つ
た
こ
と
を
知
る

こ

と

が

出
來

る
。
こ
の
こ
と
は
、
北
魏
人
の
釋
奪
に
樹
す
る
信
仰
が
外
面
的
か
ら
内
面
的

へ
と
進
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
北

魏
人
の
精
紳
的
成
長
こ
そ
、
危
機
觀
に
ま
で
た
か
め
ら
れ
て
ゆ
く
必
然
性
を
持

つ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
釋
奪

・
彌
勒
に
封
す
る
旺
盛
な
信
仰
は
、
佛
教
が
シ
ナ
に
移
植
さ
れ
て
か
ら
の
ち
の
佛
教
徒
の
宗
教
的
感
情
を
背
景

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
部
ち
佛
教
が
シ
ナ
に
移
植
さ
れ
て
の
ち
、
佛
教
の
開
創
者
で
あ
る
釋
奪
に
封
す
る
關
心
が

た
か
ま
る
に
從

つ
て
、
釋

奪

は
既
に
こ
の
世
を
去
り
給
う
て
い
る
の
だ
と
言
う
意
識
が
張
ま
り
、
曹
魏
甘
露
元
年

(
二
五
六
)
書
寫
さ
れ
た

『
譬
喩
經
」
の
奥
書
き
に

惟
大
聖
之
難
遭

至
教
實
巨
値
之
不
懇

側
來
世
何
所

(第
+
一
回
東
京
大
藏
會
目
録
)

シ
ナ
佛
教
に
お
け
る
危
機
觀

二
九



三
〇

と
表
現
し
て
い
る
よ
う
な
、
釋
奪
に
お
目
に
か
か
れ
な
い
の
だ
と
言
う
感
情
を
い
だ
く
に
至

つ
て
い
る
。

さ

ら

に

時
代
が
降

つ
て
釋
道
安

(ゴ
ニ

ニ
i

三
八
五
)
に
い
た
る
と

安
宿
不
敏

生
値
佛
後

又
麌

ハ國

楷
範
多
闕
仰
希
古
烈

滯
而
未
究

臻

憂
悸

有
羨

首

(『+
二
門
經
序
」
㌫
難

藏
謖

黠

噸

蔭①)

世
不
値
佛

孟

邊
國

音
殊
俗
異
規
矩
不
同

蚤

疊
量

難
以
逮
也

(蔭
持
入
澤

』
想

触

曜

』㌔

噬
ハ)

天
簍

邦
譜

遼
遠

幽
見
硯
儒
少
來
周
化

先
哲
既
逝
簍

耋

蓑

狼
馨

髴

洟

(「蘯

經
序
」
超

擁

諜
"讒

+
)

と
言
う
よ
う
な
感
情
を
表
明
す
る
よ
う
に
な

つ
た
。
こ
の
釋
道
安
が
い
だ
い
た
感
情
を
分
折
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
印
ち

(
a
)
先
づ
第

一
に
、
釋
尊
が
な
く
な
ら
れ
た
後
に
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
た
め
に
、
釋
霹
に
お
値
い
し
た
く

て
も
お
値
い
す
る
こ
と
が

⑨

出
來
な
い
と
言
う
意
識
を
持
つ
に
至
る
。

(b
)

こ
の
意
識
は
單
な
る
時
間
的
な
隔
絶
感
を
示
す
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
空
間
的
な
隔
絶
感
に
ま
で
た
か
ま
り
、
釋
尊
が
ま
し
ま
し

た
イ
ン
ド
、
所
謂
聖
邦
で
な

い
國
に
生
れ
た
と
言
う
意
識
を
誘
發
せ
し
め
、
み
ず
か
ら
が
生
活
し

つ
つ
あ
る
聖
邦
で
な
い
國

を
、

異

國

と

か
、
邊
國
と
か
表
現
す
る
ま
で
に
至
つ
て
い
る
。

(
c
)
こ
の
空
間
的
な
隔
絶
感
は
ま
た
、
異
國

・
邊
國
か
ら
聖
邦
イ

ン
ド

へ
の
交
通
路
の
け
わ
し
さ
、
遠
さ
を
意
識
せ
し
め
る
に
至
つ
て

い
る
。
か
か
る
意
識
は

(b
)
が
示
す
釋
奪
の
在

・
不
在
と
言
う
よ
う
な
精
神
的
な
空
間
意
識
を
、
自
然
地
理
的
な
距
離
感
に
よ
つ
て

一
暦

張
め
る
も
の
で
あ
る
。

(d
)
さ
ら
に
釋
奪
の
金
口
読
法
の
記
録
で
あ
る
經
典
が
完
備
し
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
は
、
釋
奪
の
教
え
を
奉
ず
る
も
の
と
し
て
根
本

資
料
の
不
足
を
意
味
す
る
點
、
當
然
そ
の
こ
と
に
支
障
を
強
く
感
じ
、
意
識
す
る
に
至

つ
た
。

(
e
)

こ
の
經
典
の
完
備
し
て
い
な
い
と
言
う
事
實
は
、
他
面
そ
の
こ
と
か
ら
起

つ
て
く
る
佛
教
歡
理
な
ど
に
封
す
る
疑
問
を
、
容
易
に

0

解
決
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
と
言
う
危
惧
感
を
か
り
た
て
る
に
至
る
。



(f
)
佛
教
教
理
等
に
對
す
る
疑
問
の
解
決
が
期
待
し
得
る
彌
勒
佛
は
、
遙
か
に
遠

い
將
來
に
し
か
お
で
ま
し
に
な
ら
な
い
こ
と
に
封
す

る
悲
痛
な
感
情
を
い
だ
く
ま
で
に
お
い
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

.あ

さ
つ
な
意
識
、
檮

は
、
簔

徒
の
姓
を
釋
氏
に
壟

せ
ん
と
し
た

(道
安
傳

縮

ゴ鑰

肇

驚

勉

噺
)
釋
導

の
曹

を
い

か
ん
な
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
上
記
の
三
の
經
序
の
な
か
、

『道
地
經
序
」
に
み
ら
れ
る

「
先
哲
翫
逝
來
聖
未
生

進
退
狼
跋
咨
嵯
涕
洟
」

と
言
う
表
現
は
、
翫
に
指
摘
し
た
北
魏
末
か
ら
北
齊
初
め
に
か
け
て
形
成
を
み
た
釋
迦

・
彌
勒
に
樹
す
る
隔
絶
感

・
絶
望
感
と
ま

つ
た
く
同

じ
危
機
觀
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
拂

つ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

さ
て
釋
奪
に
お
値
い
し
た
く
て
も
お
値

い
出
來
な
け
れ
ば
、
せ
め
て
そ
の
こ
遺
跡
な
り
と
も
巡
拜
し
た
い
と
言
う
希
望
が
、
釋
道
安
の
先

輩

で
あ
り
、
竺
法
雅
ら
と
と
も
に
佛
教
を
理
解
し
得
な
い
も
の
の
た
め
に
格
義
を
唱
導
し
た
康
法
朗
に
よ
つ
て

五.杲

値
実

寧
可
不
覩
聖
處

於
是
誓
往
迦
夷
仰
瞻
馨

乃
共
同
學
四
人
發
跡
霧

西
過
流
沙

(康
法
朗
傳
癬
離

靆

譖

し

と

表

明

さ

れ

て

い
る
。

こ
の

こ
と

は
先

に
指

摘

し

た

(
a
)

と

(
b

)

の
隔

絶

感

を
釋

奪

そ

の
人

で
は

な

い
が

、

釋

尊

の
こ

遺

跡

巡

拜

(
9
)

　

と
言
う
行
動
に
よ

つ
て
う
ち
破
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
面
巡
拜
と
言
う
行
動
を
實
行
す
る
こ
と
に
よ

つ
て

(
c
)
を
克
服
す
る
も
の

で
あ
る
。

さ
ら
に

(d
)
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
經
典
が
完
備
し
て
い
な
い
と
言
う
意
識
は
釋
道
安
を
遡
る
こ
と
遠
く
、
た
と
え
ば
三
國
時
代
の
曹

魏

の
人
、
朱
士
行
の
傳
中
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

士
行

嘗
於
洛
陽
講
小
品

往
往
不
逋

毎
歎
此
經
大
乘
之
要

而
譯
理
不
盡

誓
志
捐
身
遠
求
大
品

途
以
魏
甘
露
五
年

發
迹
雍

州
西
渡
流
沙

曁

于
聞

(
『出
三
藏
記
集

三

大
正
藏
Oα』
騰

叶
)

　

　

こ
れ
は
佛
教
經
典
の
漢
字
譯
の
良

.
不
良
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
類
經
典
の
比
較
研
究
に
も
と
ず
く
疑
問
の
解
決
が
要
請
さ
れ

る
ま
で
に
た
か
ま

つ
て
い
る
こ
と
に
注
目
を
ひ
く
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
比
較
研
究
を
實
施
す
る
に
は
、
み
ず

か
ら
身
を
挺
し
て
經
典
採
訪

に
旅
立
た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
從

つ
て

(d
)
の
解
滄
の
た
め
に
は
、

(
c
)
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
聖
邦
イ

ン
ド

へ
の
交
逋
路

ツ
ナ
佛
教
に
お
け
る
危
機
觀

一一二



三
二

の
け
わ
し
さ

゜
遶
さ
に
撫
ら
ず
・
經
典
採
訪
の
晦
と
言
う
行
動

(h
)
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

か
く

(
a
)
と

(b
)
を
克
服
せ
ん
と
し
て
實
施
さ
れ
た
釋
奪
の
こ
遺
跡
巡
拜

(
9
)
と
、

(d
)
を
克
服
せ
ん
と
し
て
實
施
さ
れ
た
佛

教

經
典
綵
訪
の
旅

(h
)
と
は
、
時
代
が
降

つ
て
東
晋
時
代
の
後
期
に
い
た
る
と
、
こ
れ
ら

(
9
)
と

(h
)
と
の
二
つ
を
か
ね
そ
な
え
た

希
望
が
表
明
さ
れ
る
に
至

つ
て
い
る
。
た
と
え
ば
寶
雲
は

而
求
法
齎

忘
身
徇

誓
繁

覩
靈
跡
廣
轟

經

途
以
晋
窶

之
初

覊

西
域

與
法
響

嚴
先
籍

隨

(賓
雲
傳
霾

蠎

檗
』

義

。、)

と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。

又

(b
)
に
示
す
よ
う
な
佛
教
徒
の
も

つ
疑
問
が
彌
勒
に
よ

つ
て
解
決
さ
れ
ん
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
も
、
彌
勒
佛
出
現
以
前
な
る
を
も

つ
て
解
決
出
來
な
い
と
言
う
悲
痛
な
感
情
は
、
彌
勒
佛
に
封
す
る
期
待
を
す
て
得
な

い
ま
ま
に
、
四
二
六
年
に
は

漿

之
世
籤

霧

齧

鬣

韲

生
忽

+
方
有
識
咸
同
斯
誓

(『篷

塞
韆

記
』
想

擁

噫

嘆
九
)

と
言
う
よ
う
に
、
そ
の
解
決
を
將
來
彌
勒
佛
の
出
現
時
に
待

つ
と
言
う
あ
わ
い
期
待
に
か
わ
つ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
佛
教
が
シ
ナ
に
移
植
さ
れ
て
か
ら
の
ち
、
佛
歉
徒
が
釋
曾
に
封
し
て
拂

つ
た
奪
信
と
敬
慕
の
情
は
、
釋
道
安
の
撰
に
な
る
三

の
經
序
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
感
情
を
ピ
ー
ク
と
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。

こ
う
し
た
佛
教
徒
が
釋
奪
に
封
し
て
い
だ
い
た
感
情
ほ
、
す
べ
て
北

魏
末
か
ら
北
齊
初
め
に
か
け
形
成
を
み
た
危
機
觀
の
歴
史
的
背
景
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
先

に
も
注
意
を
し
た
よ
う
に
、
釋
道
安
の

『
道
地

經
序
』
に
み
ら
れ
る
危
機
觀
と
、
北
魏
末
か
ら
北
齊
初
め
に
形
成
さ
れ
た
危
機
觀
と
の
相
違
に
就
て
曇
口及
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
郎
ち
釋
道

案

「
安
簸

弟
子
法
馨

於
霧

佛
前
妾

口願
生
塞

」
(道
安
傳

鋸

磐

巻゚
鞭

゜
)
と
一一嵩、
さ
つ
に
、
霧

の
ま
し
ま
す
搴

天

に
往
生
を
願
つ
た
こ
と
や
・

筅

匠
質

輟
章
遐
懸

決
言
於
霧

畫

旄

也
」
(僭
叡
撰
『轟

羃

韆

譱

序
』
想

擁

噫

嘆

)

と
言
う
僣
叡
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
釋
道
案

み
ず
か
ら
の
危
機
觀
の
超
克
を
、
そ
こ
に
見
出
し

て
い
た
.芝

を
物
語
る

も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
か
る
釋
道
安
の
兜
率
願
生
は



〔
婆
須
蜜
〕

集
斯
經
已
入
三
昧
定

如
彈
指
頃

神
昇
兜
術
彌
妬
路

彌
妬
路
刀
利
及
僣
伽
羅
刹

適
彼
天
宮

斯
二
三
君
子
皆
次
補

處
人
也

(
『鑄

蜜
集
序
』
癰

編

曜

」灘

叶
)

と
傳
え
ら
れ
る
、
聖
邦
イ
ン
ド
の
大
先
輩
た
ち
、
し
か
も
佛
入
滅
以
後
の
聖
者
で
あ
る
鬚

蜜
瀋

伽
羅
襲

・
霧

の
兜
羹

宮
に
往
生

し
た
と
言
う
こ
と
を
聞
い
て
強
い
示
唆
を
與
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な

い
。
こ
れ
に
封
し
て
北
魏
末
か
ら
北
齊
初
め
に

形
成
さ
れ
た
危
機
觀
は
、
龍
華
樹
下
に
お
け
る
彌
勒
の
説
法

の
會
座
に
値

い
た
い
と
言
う
信
仰
の
先
行
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
・

さ
ら
に
危
靉

の
超
克
は
蠡

に
よ
つ
て
示
さ
れ
蠱

蝋量
壽
佛
鋳

す
る
信
仰
に
お

い
て
・
そ
の
結
和
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
・
か
く
兩
者

の
危

機

觀

超

克

の
道

は
そ

れ

ぞ

れ

異

つ
た

方

向

を

示

し

て

い
る

こ
と

を
忘

れ

て

は
な

ら

な

い
。

①

拙
著

『
無
量
壽
經
論
註

の
研
究
』
(
一
九
五
八
年
刊
)

の

「
北
魏
時
代

に
お
け
る
淨
土
教

の
受
容

と
そ

の
形
成
」

の
項
參
照

②

釋
尊

と
彌
勒
佛

か
ら
直
接
そ

の
敏
え
を
受

け
る
こ
と
が
出

來
な
い
と
言
う
悲
痛

な
感
情
が
形
成
さ
れ
る
過
程

に
は

ヘ

ヘ

ヘ

へ

自
以
流
歴
彌
劫

於
法
喩
遠

囑

遇
像
教

身
乖
達
士

雖
奉
聯
紫
暉

早

頃
片
體

孤
育
幼
孫

以
紹
蕃
國

氷
薄
之

心

唯
歸
眞
寂

今

造
彌
勒

像

一
區

願
此
微
因

資
潤
禪
識

現
身
永
康

朗
悟
貫
覺

遠
除
曠

世
無
明
惚
業

(
廣
川
賀
略

汗
の
未
亡
人
で
あ
る
上
谷
侯
氏
が
發

願
者
、
景
明
四

年

(
五
〇
三
)
造
營
。
1

龍
門
石
窟
古
陽
洞
)

又
世
祀
太
武
帝
熹

(
四
〇
八
ー
四

五
二
)

が
太
卒
眞
君
七
年

(
四
四
六
)
三
月
詔
し
た
廢
佛
令

の
な

か
に
、

「
雖
言
胡
禪

・問
今
胡
人

共
云
無
有
」

(『
魏
書
」
釋
老
志
)

と
言

っ
て
い
る

の
は
、
胡
神

(佛
)
が
こ
の
世

に
ま
し
ま
さ
な

い
こ
と
を
、
外
國

人
か
ら
聞

い
た

こ
と
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。

、③

沙
彌
法
生
の
名

は
龍
門
石
窟
古
陽
洞
窟
中

に
、
景
明
四
年

(
五
〇

二
)

十
二
月

一
日
の
年
紀
を
も

つ
造
像
銘
文

に
見
出

す
こ
と
が

で
き
る
。

(『
龍
門
石

窟

の
研
究
』
所
牧

の

「
龍
門
石
刻
録
録
交
」
第
五
九

一
)

こ
の
法
生

と
同

一
人

か
否
か

つ
ま
び
ら
か
で

は
な
い
が
、
麥
積
山
石
窟

第

一
二
七
號

は
北
魏

時
代

の
造
營
で
あ
る
點

は
さ

だ
か
で
あ
る
。

④

こ
れ
ら

の
資
料
に
お
い
て
、
造
像
銘
文

の
上
に
し
ば
し
ば
見
出

す
こ
と
が
出
來
る
世
俗
的
繁
榮

に
つ
い
て
の
願
望
が
、

な
に

一
っ
表
明
さ
れ
て

い
な
い

こ
と
は
、
彼
等

が
こ
の
現
實
を

い
か
に
否
定
的

に
感
じ
と

つ
て
い
た
か
、

と
言
う
あ
ら
わ
れ

に
外
な
ら
な
い
。

⑤

(b
)

と

(f
)

と
に
見

ら
れ
る

「
羅
」

の
字
は
、

「
菩
薩
若

一
切
語

(法
)
中

聞
羅
字
即
隨
義
知

一
切
法
離
垢
相
、
羅
闍
秦
言
垢
」

(『
大

智
度
論
』
卷
第
四
十
八
f

大

正
T

2
5
4
08

d
)

シ
ナ
佛
教

に
お
け
る
危
機
觀

三
三



三
四

こ
の
外
、

「
羅
」
字
を
使
用
し
て
い
る
も

の
に
、
無
紀
年

な
が
ら
北
魏
時
代

の
寫
經

と
推
定
さ
れ
て
い
る

『
大

般
涅
槃
經
』
奥
童
臼
に

「
自
惟
往
殖
不

純

生
遭
末
代
沈
羅
生
死
難
道

化
受
穢
女
身
」
(
東
京
第

十

一
回

『
大
藏
會
展
觀

目
録
』
所
收

書
道
博
物
館
藏
)、

夊
同

じ
く
無
紀
年

の
北
魏
寫
經

で
あ
る

『
十
萬
千

五
百
佛
名
』

の
奥
書
に

「
現
在
之
身

麋
羅
之
敞
」

(
京
都
第
十
五
回

『
大
藏
會
目
録
』
所
收

大
谷
大
學
藏
)

の
二
つ
を
あ
げ
る

こ
と
が
出
來
る
。

こ
の
中
、
前
者

に

「
生
遭
末
代
沈
羅
」

と
表
現

し
て
い
る

「
末
代
」

と
言
う
表
明

は
、
大
統

五
年

(
五
三
九
)
書
寫

『
大
涅
槃
經
義

記
」

卷
第
四
の
奥
書

に

「
大
統

五
年
六
月
十
三
日
寫
訖

流
通
末
代
也
」

(東
京
第
十

一
回

『
大
藏
會
目
録
』
所
收

山
本
悌
二
郎
藏
)

に
見
出
さ
れ

る
・

こ
の
外
・

末
代

に
關
響

て
雌

羅
什

が
鼕

愚
に
迭

つ
蓉

書
な
か
に

「
經
言

末
後
東
方
薯

護
鑿

・薩

昂
哉
仁
耄

、
弘

其

事
」
(
蕎

僭

傳
』
籍

六

慧
遠
傳
中
夫

正

5
0
3
59
c
}

・
言

至

乏

「
末
後
」

な
る
讃

を
使
用

し
、

又
南
齊
武
帝

(
四
八
三
歯

九
三
)

縁

蘯

が
上
表

し
菱

畫

「
琴

末
麓

丘

寧
能
收
失

葉

收
失
」
(
『
弘
明
集
』
卷
第
+
二
所
收

実

保
毒

道
盛

啓
齊
武
皇
帝
論

檢
藩

事
L
失

正
藏

5
2
8
6
a
)

と
言

つ
て
い
る
が
・

・」
の

棄

法
L

は
正
欒

の
三
蹙

お
け
・
末
法
を
指
す
も

の
で
な

い
。

さ
ら
爰

北
齊
天

保
二
年

(
至

一
)
史
官
靉

に
よ
つ
て
撰
述
さ
れ
た

巍

晝

釋
老
志
の

「
老
」

の
部

に

「
螽

上
簑

末
劫
埀
及

其
申
行
警

嵳

と
量
ロ
ー

よ
う

に
、
末
劫

と
言

う

表
現

を
使

用

し

て

い
る

こ

と

は
、

上

に
指

摘

し

た

末

代

な

ど

か
ら

の
影

響

で

あ

ろ

う
。

夊

(b

)

に

「
羅

麈
」

と
表

珊

し

て

い
る

麈

の
字

を
使

用

し
て

い
る
用

例

を
あ

げ

て

お

こ

う
。

○

永
平

四
年

(
五

一
一
)
『
華
州
刺
史
安
定
王
燮
造
石
像

(彌
勒
)

記
』
ー

龍
門
石
窟

古
陽
洞

(
前
略
)
口

使
捨

此
塵
躯

師
彼
眞
境
口

趣
六
通

(後
略
)

○

無
年
紀

『安
定
王
爲
女
夫
闖
散
騎
口
造
觀
世
音
像
二
躯
記
』ー

龍
門
石
窟
古
陽
洞

(
前
略
)

當
令
永
離
塵
躯

師
眞
無
碍

(後
略
)

か
く

「
麈
」

の
字

は
自
分
自
身

を
表
現
す
る
場
合

に
使
用

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑥

拙
者

『
無
量
壽
經
論
註

の
研
究
』
所
收
1

「
北
魏
時
代

に
お
け
る
淨
土
教

の
受
容
と
そ
の
形
成
」
參

照

⑦

『
支
那
佛
教
史
研
究
』

(
北
魏
篇
)
所
收

「
龍
門
石
窟

に
現
れ
た
る
北
魏
佛
教
」
參
照

⑧

賢

劫
千
佛
が
雲
岡

・
龍
門
兩
石
窟

に
造
營
さ
れ
て
い
る
。

(
塚
本

善
隆
博
士

『
支
那
佛
教
史

研
究
』
參
照
)

⑨

『
安

般
守
意
經
序
』
謝
敷
撰
に

「
〔
謝
〕
敷
染
習
沈
冥
積
罪
歴
劫

生
與
佛
乖
弗
覩
祚
化
」
(
『出

三
藏
記
集
』
卷
第
六

大
正
藏

呂

ぬ

げ
)

⑩

『
安

般
守
意
經
序
』
康
僣
會
撰
に

「
仰
瞻
雲
日

悲
無
質
受

隧
言
顧
之
潜
然
出
涕
」
(
『
出
三
藏
記
集
』
卷
第
六

大
正
藏

韻

偽
ω

餌
)

⑪

法
勇
健

「
常
聞
沙
門
法
顯
寳
雲
藩

躬
踐
佛
國

慨
然
有
亡
身
之
誓

途
以
宋
永
初
元
年

招
集
同
志
沙
門
集

曇
朗
之
徒
二
+
有
五
人

共
齎
幡

蓋
供

養
之
具

發
跡
此
土
遠
樋
西
方
」
(
『
出
三
藏
記
集
』
卷
第
十
五

大

正
藏

♂

一
一ω

。
)



⑫

釋
道
安

の
翻
譯
に
關
す
る
意
見
で
あ
る
五
失
本
三
不
易

は
夙

に
著
名
で
あ
る
。
彼

の
翻
譯
論
等

に
つ
い
て

は
横
超
慧

日
博
士

の

『
中
國
佛
敏

の
研
究
』

所
牧
、

「
中
國
佛
教
初
期

の
翻
譯
論
」
參
照

⑬

『
出
三
藏
記
集
』
卷
第
六
-

十

一
に
收

め
ら
れ
る
經
序

の
な
か
卷
第
七
に
、

釋
道
安

の
撰
と
し
て

『
合
放
光
光
讚
略
解
』
が
あ
り
、

支
道
林

(
=
二

四
-

三
六
六
)

撰
に
か
か
る

『
大
小
品
對
比
要
抄
序
』

が
卷
第
八
に
收

め
ら
れ
て
い
る
。
夊
同
本
異
譯
經

典
を
比
較
研
究
し
て
そ
の
比
較
蜀
照
本
を

作

つ
た
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

『
出
三
藏

記
集
』

卷
第
七

に

『
ム
ロ
首

楞
嚴
經
記
」
を
收

め
、
同
卷
第
八
に

『
ム
ロ
維
摩
詰
經
序
』

を
牧

め
て
い
る
。
と

も
に
東
晋
時
代

の
支
敏
度

の
作
で
あ

る
。

⑭

廬
山
慧

遠
傳

に

「
初
經
流
江
東
多
有
未
備

禪
法
無
聞
律
藏
殘
闕

遠
大
存
教
本
憤
慨
道
缺

乃
命
弟
子
法
淨
等

遠
尋
衆
經

踰

越
沙
雪
曠
載
方
還

皆

獲
胡
本
得
以
傳
譯
」

(『
33
111藏
記
集
』
卷
第
十
五

大
正
藏

9

一
δ

⇔
)

法

顯
傳

に

「
常
慨
經
律
舛
闕
誓
志
尋
求

以
晋
隆
安

三
年
與

同
學
慧
景
道
整
慧
應
慧
嵬
等

發
自
長
安

西
度
沙
河
」
(
『
出
三
藏
記
集
』
卷
第
十
五

大

正
藏

♂

一
二

〇

)

智
嚴
傳

に

「
志
欲
廣
求
經
法

途
周
流

西
域

進
到
罵
賓
」

(『
出

三
藏
記
集
』

卷
第
・}-
五

大
正
藏

5
5
1
1
2

c
)

⑮

智
猛
傳

に

「
毎
見
外
國
道
人
読
釋
迦
遺
跡

又
聞
方
等
衆
經

布
在
西
域

常
慨
然
有

感
馳
遐
心
外

心
爲
萬

里
咫
尺
千
歳
可
追
也

途
以
僞
秦
弘
始
六

年
戊
辰
之
戯

招
結
同
志
沙
門
十
有
五
人
發
跡
長
安
」
(
『
出
三
藏
記
集
』
卷
第
十
五

大
正
藏

切
α
一
一ω

び
)

⑯

『
櫓
伽
羅
刹
經
序
』

に

「
尋
昇
兜
術
輿
彌
勒
大
士
高
談

彼
宮
將
補
佛
處
賢

劫
第

八
」
(
『
出
三
藏
記
集
』
卷
第
十

大

正
藏

q
α
ご

ぴ
)

さ
ら
智
嚴
傳

に

「
後

入
道
受
具
足

常
疑
不
得
戒

毎
以
爲
懼

積
年
禪
觀
而
不
能
自
了

途
更
汎
海
重
到
天
竺
諮
諸
明
達

値
羅
漢
比
丘

具
以
事

問
羅
漢

羅

漢
不
敢
剣
決

乃
爲

嚴
入
定

往
兜
率
宮
諮
彌
勒

彌
勒
答
稱
得
戒

嚴
大
喜

躍
」

(智
嚴
傳

『出

三
藏
記
集
』
卷
第
十
五

大

正
藏

.誤

1
12

c
)

と
あ
る
。

⑰

『
無
量
壽
經
論
註
』
開
卷
劈
頭

に
、
「
菩

薩
求
阿
毘
跋
致
有
二
種
道

一
者
難
行
道

二
者
易
行
道

難
行
道
者
謂
於

五
濁
之
世
於
無
佛
時

求

阿
毘
跋

致
爲
難

(
中
略
)
易
行
道
者
謂
但
以
信
佛
因
縁
願
生
淨
土

乘
佛
願
力
便

得
往
生
彼
清
淨
土

佛
力
住
持
部

入
大
乘
正
定

聚

正
定
郎
是
阿
毘
跋
致
」

(淨
土
宗
全
書

一

碧
O

p
)

(
　

)

隋

.
唐

時

代

に
盛

行

を

み

る

に

い
た

つ
た

三
階

教

や
淨

土

教

は
、

「
現

今

は
末

法

の
時

期

で
あ

る
」

と

い
う

意

識

の
上

に
、

そ

の
教

義

を

シ

ナ
佛
敏

に
お
け
る
危
機
觀

三
五



三
六

展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
南
岳
慧
思
に
よ
る
末
法
觀
の
成
立
に
先
立

つ
時
代
に
お
い
て
、
正
像
末

の
三
時
の
思
想

。
意
識
は

存
し
な
か

つ
た
。
た
だ
種
々
の
經
典
に
読
か
れ
る
正
法

・
像
法
二
時
の
思
想
を
受
容
し
た
の
み
で
あ

つ
て
、
末
法
時

に
關
し
て
は
な
ん
ら
知

る
と
こ
ろ
が
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
末
法
觀
の
成
立
に
先
立
つ
時
代
に
お

い
て
、
シ
ナ
の
佛
教
徒
は
い
か
に
正
法
時

.
像
法
時
を

考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

先
づ
第

一
に
正
法
時
、
像
法
時
と
言
う

こ
と
を
、
シ
ナ
の
佛
歡
徒
が
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
な

つ
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

も
ど
う
い
う
こ
と
を
機
縁
と
し
て
正
法
時
、
像
法
時
を
と
り
あ
げ
る
よ
う
に
な

つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
正
法

時

・
像
法
時
と
い
う

こ
と
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
五
世
紀
の
初
頭
、
鳩
摩
羅
什
に
關
係
の
あ
る
人
た
ち
に
よ
つ
て
、
次
に
示
す
よ
う
な
と
り

あ
げ
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
郎
ち
僣
叡
は

『大
乘
釋
論
序
』
に
お
い
て

是
以
馬
鳴
起
於
正
法
之
餘

龍
鑾

篠

法
之
末

(『出
三
藏
記
集
」
卷
第
十

大
正
藏

韻
゜
謹
゜

。

)

　

と
言

い
、
馬
鳴
と
龍
樹
の
出
生
の
年
代
を
、
正
法
時

・
像
法
時
と
い
う
佛
教
獨
自
な
歴
史
觀
に
も
と
ず
く
時
代
區
分

に
よ

つ
て
あ
き
ら
か
に

し
て
い
る
。
し
か
し

一
概
に
正
法
時

・
像
法
時
と
い
つ
て
も
、
そ
の
期
間
に

つ
い
て
種

々
な
説
が
あ
る
の
で
、
佛

入
滅
後
何
年
ま
で
を
さ
し

て
正
法
時
と
言

い
、
像
法
時
と
す
る
の
か
、
と
言
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
馬
鳴
及
び
龍
樹
は
佛
入
滅
後
何
年
の
出
生
で
あ

る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
從

つ
て
僣
叡
は
正
法
時
を
も
つ
て
何
年
と
し
、
像
法
時
を
も

つ
て
何
年
と
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

僣
叡
と
同
じ
く
鳩
摩
羅
什
と
關
係
を
も
ち
、
し
か
も
同
じ

『大
智
度
論
』
に
序
を
撰
し
た
廬
山
の
慧
遠
ω逡
～
ら
①
は
、
龍
樹
の
出
生
を
佛
入

滅
後
何
年
に
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
部
ち

『
大
智
論
抄
序
」
に

有
大
乘
高
士

驍

藩

隼

天
竺

出
自
梵
種

積
誠
曩
代
契
心
蠧

莞

夏

蓮

(「出
三
藏
記
集

大
正
藏

♂

」諮
第
叶
)

と

い
つ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
慧
遠
は
龍
樹
の
出
生
を
佛
入
滅
後
の
九
百
年
に
近

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
龍
樹
の
出
生
年

代

を
示
す
場
合
に
前
者
は

「-像
法
之
末
」
と
し
、
後
者
は

「
接
九
百
之
蓮
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
大
智

度
論
の
漢
字
譯
が
完
成

し

た
頃
の
逋
読
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
從
つ
て
前
者
に

「像
法
之
末
」
と
い
つ
て
い
る
の
は
佛
入
滅
後
九
百
年

に
近
い
年
代
を
指
し
て
い



　

る
と
判
斷
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
像
法
の
末
を
九
百
年
と
す
る
か
ら
に
は
、
檜
叡
は
正
法
時
、
像
法
時
と
も

に
五
百
年
と
い
う
考
え
を

前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
る
に
同
じ
く
僭
叡
の
撰
し
た

「成
實
論
序
』
に
、
馬
鳴
と
龍
樹
の
出
生
年
代
に
つ
い
て

述
什
師
語
云

佛
滅
後
三
百
五
+
篤

鳴
出
世

吾

三
+
年
龍
蟹

世

又
云
驫

興
正
法
秦

龍
韆

像
法
之
初
(結
蠣

氈

聾

発

構
礁

夛
恥」
以
下
聽
論
讎
欝
鸚

蒜
て
縫
贓
)

と
、
鳩
摩
羅
什
の
詭
を
紹
介
し
て
い
る
。

こ
の
鳩
摩
羅
什
の
読
に
よ
る
と
龍
樹
は
佛
入
滅
後
五
百
三
十
年
の
出
世

で
あ
り
、
正
法

.
像
法
五

百
年
読
に
よ
る
と
像
法
時
初
期
の
出
世
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
鳩
摩
羅
什
の
読
は
先
に
か
か
げ
た
僣
叡
が

『
大
乘
釋
論
序
』
に
お

い
て

「
像
法
之
末
」
と
し
、
慧
遽
が

「
大
智
論
抄
序
』
に
お
い
て

「接
九
百
之
運
」
と
い
つ
て
い
る
の
と
説
を
異

に
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
た
し
て
説
を
異

に
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、

『成
實
論
序
』
の
撰
者
で
あ
る
僣
叡
は
、
鳩
摩
羅
什
の
説
に
よ
つ
て
前

説
ー

『
大
乘
釋
論
序
』
に
示
し
た
読
を
訂
正
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
吉
藏
が

『
百
論
疏
」
や

『
中
論
疏
』
論
に
引
用
し
た
文

章
と
、
そ
の
起
源
を
等
し
く
す
る
と
思
わ
れ
る
文
章
を
別
人
に
よ
つ
て
他
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
と
の
比
較
封
照
の
上
で
、
僣

叡
が
前
説
を
訂
正
し
た
か
否
か
を
決
定
し
た
い
と
思
う
。
啣
ち
吉
藏
の
門
人
で
あ
る
磧
法
師
撰
に
か
か
る

『
三
論
遊
意
義
」
に
は

叡
公
云

天
竺
有
十
六
大
國
方
八
十
里

三
百
五
十
年
有
馬
菩
薩
出
世

令
大
乘
之
化
重
啓
閻
淨
提

後
五
百
三
十
年
有
龍
樹
菩
薩
出

世

扇
無
相
之
道

(大
正
藏

嵩

置
O

⇔

)

と

い
う

一
文
を
引
用
し
、
又
影
慧
の

『
大
智
度
論
疏
』
第

一
に

羅
什
法
師
言

如
來
般
泥
沍
後
三
百
七
十
年

有
馬
鳴
菩
薩
出
興
於
世

敷
演
無
上
大
乘
之
化

其
後
五
百
三
十
年

有
龍
樹
菩
薩
出

興
於
世
鰲

無
上
大
乘

(湛
叡

『起
信
論
義
記
教
理
抄
』輦

五
鉱
課

轂

)

と

い
う
記
述
を
引
用
し
て
い
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
る
な
ら
ば
、
「後
五
百
三
十
年
」
と
か
、
「
其
後
五
百
三
十
年
」
と
し
て
い
る
限

り
、
龍
樹
は
馬
鳴
の
出
世
に
お
く
れ
る
こ
と
五
百
三
十
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
佛
入
滅
後
八
百
八
十
年
の
出
世
、
あ
る
い
は
九
百
年

シ
ナ
佛
敏
に
お
け
る
危
機
觀

三
七



三
八

の
出
世
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
読
は

『大
乘
釋
論
序
」
に
い
う

「
龍
樹
生
於
像
法
之
末
」
と
も
、
亦

「
大
智
論
抄
序
」
に
い
う

「接

九
百
之
蓮
」
と
も
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
か
く
比
較
し
て
み
る
と

『成
實
論
序
」
に
示
さ
れ

る

「
五
百
三
十
年
龍
樹
出

世
」
と
言
う
の
は
、
馬
.鳴
の
揚
合
の
よ
う
に

「
佛
滅
後
三
百
五
十
年
」
の

「佛
滅
後
」
を
記
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
や
は
り
馬
鳴
の

出
世
に
お
く
れ
る
こ
と
五
百
三
十
年
と
理
解
す
る
の
が
穩
當
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
僭
叡
に
し
て
も
、
慧
遶
に
し
て
も
、
鳩

摩
羅
什
の
歡
示
に
よ
つ
て
龍
樹
の
出
世
年
代
を
記
述
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

「成
實
論
序
』
を
僭
叡
が
撰
す
る
に
あ
た
つ

て
、

前

読

を

改

め
る
理
由
が
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
鳩
摩
羅
什
自
身
が
龍
樹
の
出
世
年
代
に
つ
い
て
二
つ
の
読
を
も
つ
て
い
た
も
の
と
制
斷
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
鳩
摩
羅
什
自
身
が
龍
樹
の
出
世
年
代
に
關
し
て
二
説
も
つ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

『成
實
論
序
』
の

「
又
云

馬
鳴
興
正
法
之
末
、
龍
樹
像
法
之
初
」
と
言
う
の
は
、
正
法
時
、
像
法
時
と
も
に
五
百
年
説
に
も
と
つ
い
て
五
百
三
十
年
出
世
の
龍
樹
を
像

法
之
初
と
し
た
の
で
あ
り
、
又
鳩
摩
羅
什
が
龍
樹
の
出
世
年
代
に
關
し
て
佛
滅
後
八
百
八
十
年
読
だ
け
し
か
も
つ
て
い
な
か
つ
た
と
す
る
な

　

ら
ば
、

「
又
」
以
下
の
文
章
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
正
法
時
五
百
年
、
像
法
時
千
年
と
言
う
読
が
、
僣
叡
や
慧

遠
の
時
代
に
あ

つ
た
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
つ
れ
が
正
し
い
と
も
決
定
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
シ
ナ
の
佛
敏
徒
が
正
法
時
、
像
法
時
と
言
う
歴

史

觀
に
も
と
つ
い
て
年
代
を
區
分
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
五
世
紀
の
初
頭
か
ら
始
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
東
晋
時
代
に
お
け
る
鳩
摩
羅
什
を
め
ぐ
る
人
た
ち
の
正
像
二
時
に
關
す
る
意
識
は
、
イ
ン
ド
の
論
師

尚
鳴
と
龍
樹
の
出
生
年

代

の
上
に
お
か
れ
て
い
た
。
し
か
ら
ば
そ
う
し
た
彼
等

の
像
法
觀
は
ど
の
よ
う
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。
慧
遶
は

莫

乘
高
蕨

號
龍
樹

生
干
天
竺

(中
略
)
接
九
百
之
遐

撫
頽
薄
之
會

悲
蒙
隻

茫
昧

(翹

嘱

講
喋
」嘱

諍
+
)

と

『大
智
論
抄
序
』
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
像
法
觀
と
言
う
よ
り
も
、
龍
樹
が
出
生
し
た
時
代
の
佛
歡
界
と
人
と
に
つ
い
て
論
じ

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
記
述
か
ら
佛
滅
九
百
年
に
近
い
、

つ
ま
り
像
法
時
の
末
期
に
お
け
る
時
と
機
と
は
と
も
に
歡
迎
さ
れ

④

る
よ
う
な
良
好
な
も
の
で
な
い
、
と
言
う

一
般
概
念
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
又
僣
叡
は

『
大
智

釋
論
序
」
に

正
餘
易
弘

故
直
振
其
鰲

篝

而
已

欒

多
端

故
乃
寄
跡
凡
未

不
悟
物
以
漸

(『出
三
藏
記
集
』
卷
第
十

-}{
正
藏

55

74

c
)



と
言
い
、
又

『
喩
疑
』
に

此

〔
前
〕
五
百
年
中

得
道
者
多

不
得
者
少

以
多
言
之

故
日
正
法

後
五
百
年

唯
相
是
非
執
競
盈
路

得
道
者
少

不
得
者

多

蛮

耆

之

名
篠

法

像
而
非
眞

失
之
臾

更

之
失

乃
簸

眞
言

斧
戟
實
化

(『出
三
藏
記
集

大
正
藏

績

』鶚

吃
)

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
正
法
時
と
樹
比
し
つ
つ
像
法
觀
を
説

い
て
い
る
。
こ
の
な
か
前
者
は
、
像
法
時
を
も
つ
て
、
佛
陀
の
遺
教
を
弘
め

や
す
い
正
法
時
に
封
し
、
弘
め
に
く

い
時
期
と
規
定
し
、
そ
の
理
由
を
機
に
見
出
し
て
い
る
。
叉
後
者
は
得
道
者
の
多
少
に
よ
つ
て
正
像
二

　

時
を
分
け
、
像
法
を
非
眞
と
き
め
つ
け
、
さ
ら
に
そ
の
理
由
を
是
非
に
執
薯
し
是
非
を
競
う
機
の
失
に
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
曇
影

(お
切-

凸
c。年
間
に
七
十
歳
寂
)
は

『中
論
序
』
に

流
至
末
葉
像
教
之
中

人
根
膚
淺
道
識
不
明

途
廢
魚
守
筌
存
指
忘
月

覩
空
教
便
謂
罪
輻
倶
泯
聞
相
説
則
謂
之
爲
眞

是
使
有
無
交

興
生
婆

爭

斷
常
諸
邊
紛
然
競
起

(『出
三
藏
記
集

大
正
藏

♂

」触

嘩

一
)

と
罰
。
い
・

又
慧

義

(
3
7
2
-

4
4
4
)

は

羅

門

論

」

に

前
吾

年
多
説
籍

法

少
馨

相
法

故
名
正
法

後
吾

年
多
馨

相

少
説
無
相

故
名
像
法

(嘉
禪
『中
論
藏
』
卷
第
一

末

大
正
藏

偉

一c。

び
)

と
言

つ
て
い
る
。
前
者
と
後
者
に
共
通
し
て
い
る
點
は
、
所
説
の
法
の
内
容
に
も
と
ず
い
て
正
像
二
法
を
區
分
し
て
い
る
。
齪
ち
像
法
時
に

は
有
相
法
が
齋

れ
・
し
か
も
こ
れ
を
も
つ
て
眞
と
な
す
,芝

を
藕

し
て
い
る
。

こ
の
な
か
、
後
者
歪

像

二
法
時
を
と
も
に
吾

年
と

な
し
て
い
る
の
は
、
先
に
指
摘
し
た
僣
叡

の

『
喩
疑
』
に
共
逋
し
、
又
前
者
が
像
法
時
の
機
に
觸
れ
、,
し
か
も
有
相
法
な
る
像
法
を
眞
と
な

し
、
有
無

・
是
非
に
執
著
し
、
競
う
と
言
つ
て
い
る
の
は
、
か
の
僭
叡
の

『
喩
疑
』
に
通
ず
る
考
え
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

慧
義
の

『雜
門
論
』
は
嘉
詳
の

『中
論
疏
』
に
そ
の
斷
片
が
轉
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
そ
の
文
章
の
前
後
に
い
か
な
る
内
容
が
記
述
さ
れ

て
い
た
か
詳
か
で
な
い
が
、
曇
影
の
説
は
あ
き
ら
か
に
龍
樹
を
豫
想
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
點
、
あ
く
ま
で
も
、
イ

ン
ド
の
大
論
師
龍
樹
の
時

代

の
佛
教
界
と
人
と
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
慧
遠

・
僭
叡

・
曇
影

・
慧
義
に
お
い
て
見
出
し
た
像
法
に
關
す
る
記
述
は
、
そ
れ
を
彼
等
の
像
法
觀
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言

つ

シ
ナ
佛
教
に
お
け
る
危
機
觀

三
九



四
〇

て
も
、
そ
れ
ら
は
彼
等
が
生
活
を
營
ん
で
い
る
現
實
の
今
を
像
法
と
感
じ
と
つ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
東
晉
時
代
に
行
わ
れ
た

歴
史
的
な
像
法
時
に
關
す
る
見
解
は
、
梁

の
時
代
を
迎
え
る
と
、

あ
き
ら
か
に
展
開
の
あ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

郎
ち
僣
砧

(ぱ
q

-
5
18)
は
そ
の
編
薯

『出
三
藏
記
集
」
卷
第
五
、

「新
集
疑
經
僞
撰
雜
録
」
を
編
集
す
る
に
あ
た
つ
て

自
篷

澆
霪

競
蓼

或
憑
眞
以
構
僞

或
飾
虚
以
亂
實

昔
安
法
師
摘
出
僞
經
二
士

ハ
部

又
嚢

達
道
人
以
爲
深
戒

(大
正
藏
沼

38
　

)

⑧

と
言
う
よ
う
に
、
い
つ
わ
つ
て
疑
僞
經
典
の
編
集
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
現
實
の
今
を
像
法
時
と
感
じ
と
る
に
至
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に

『
高
僣
傳
』
の
編
薯
者
慧
皎

(4
9
7-
5
54
)
は
そ
の
卷
第
八
に
お
い
て
、
義
解
篇
を
結
ぶ

一
文
の
絡
り
に
の
ぞ
ん
で

篠

諜

興

馨

吾

功
効
之
美
躄

美
焉

(大
正
藏
8

GQOOω

⇔
)

　

と
記
述
し
て
い
る
。

こ
れ
は
シ
ナ
の
義
解
僣
た
ち
の
め
ざ
ま
し
い
研
鑽
に
よ
つ
て
像
法
時
に
ひ
か
り
あ
ら
し
め
た

こ
と
を
た

た

え

た

一
文

で
、
慧
皎
は
梁
時
代
ま
で
の
シ
ナ
に
お
け
る
佛
教
の
展
開
を
も

つ
て
像
法
時
の
出
來
事
と
判
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
檜
砧
も
、
慧
皎
も
と
も
に
彼
等
が
現
實
に
生
活
を
營
み
、
佛
教
を
頂
戴

・
實
踐
し
て
い
る
今

の
時
を
像
法
時
と
感
じ
と

つ

て
い
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
は
像
法
時
な
る
が
故
に
疑
僞
經
典
が
編
集
さ
れ
る
と
言
う
、

「
後
學
を
し
て
誑
誤
」
せ
し

め

る

よ

う
な

　

「寒
心
」
事
の
行
わ
れ
て
い
る
事
實
を
記
述
し
た
の
に
反
し
、
慧
皎
は
像
法
時
と
い
え
ど
も
佛
教
が
盛
行
し
た
こ
と
に
讃
美
の
辭
を
お
く
つ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
慧
皎
の
讚
辭
は
、

一
見
僭
砧
の
記
述
と
異
つ
て
い
る
が
、
所
詮
現
實
の
今
を
も
つ
て
像
法
時
と
し
て
い
る
こ
と
に

は
な
ん
ら
相
違
の
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
慧
皎
は
た
だ
、
檜
鯱
が
憂
う
べ
き
事
實
を
看
取
し
た
そ
の
像
法
時
と
さ
れ
る
現
實
の
今

を
肯
定
す
れ
ば
こ
そ
、
か
く
ま
で
も
義
解
僭
た
ち
の
努
力
に
よ
つ
て
佛
教
の
盛
行
す
る
に
至
つ
た
こ
と
に
讚
辭
を
お
く
つ
た
ま
で
の
こ
と
で

あ
る
。

南
北
朝
の
末
期
か
ら
隋
初
に
活
躍
し
た
地
論
宗
南
逋
派
の
淨
影
寺
慧
遠

(52
3-
5
9
2)
は
、
そ
の
著

『無
量
壽
經
疏
』
卷
下
に
お
い
て

當
來
之
世
經
譲

嚢

覆

未
來
藏

毒

釋
迦
如
歪

法
有
吾

年

像
法
羲

末
法
靉

房

皆
過

名
爲
爨

(錚

堕

曙
切)



と
、
正
像
末
三
時
の
年
時
を
規
定
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
と
は
別
に

釋
迦
正
法
有
吾

年

吾

年
中
後
八
+
年
中

前
四
+
年
此
經
轟

於
閻
淨
提
雨
大
法
雨

(大
正
藏
ω刈

①刈Φ

o
)

と

『浬
槃
經
義
記
」
卷
第
三
に
言
つ
て
い
る
よ
う
に
、
正
法
五
百
年
中
の
後
の
入
十
年
を
各
四
十
年
に
二
等
分
し
、
そ
の
前
牛

に
お

い
て

『
涅
槃
經
』
が
か
さ
ね
て
興
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
而
し
て
こ
れ
に
續
く
後
牛
の
四
十
年
間
に
つ
い
て
慧
遠

は
、

一
正
法
滅
時
、
二
正

戒
毀
時
、
三
非
法
盛
時
、
四
檜
破
戒
時
、
五

一
切
聖
人
隱
不
現
時
、
六
畜

一
切
不
淨
物
時
の
六
時
を
も
つ
て
説
明
を
加
え
、
「
六
中
前
四

就

法
辨
時
…
…
…
後
之
兩
句

就
人
辨
時
」
と
言

つ
て
い
る
。
か
く
慧
遠
は
正
法
五
百
年
の
絡
り
四
十
年
間
に
お
い
て
、
經
法
が
漸
次
滅

・
毀

へず
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
、
『
大
般
涅
槃
經
集
解
』
卷
第
十
五
に

僣
宗
日

佛
滅
度
後

正
法
有
五
百
年

像
法
亦
五
百
年

今
言
四
十
年
者

據
正
法
中

佛
初
涅
槃
後
也

寶
亮
日

佛
在
世
凡
五
十
年
説
法

若
與
佛
同
年
者
已
過

其
有
中
年
受
道
者

佛
雖
涅
槃

而
此

一
時
人
輩

能
爲
流
通

正
可
四

+
年
也

此
輩
復
去

覆

法
懿

就
訛
替
也

(
大
正
藏
ω刈

蒔らQcQ

o
)

と
い
う
、
梁
代
涅
槃
宗
の
先
逹
た
ち
の
説
を
繼
承
し
つ
つ
よ
り

一
暦
詳
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

現
今
は
佛
入
滅
後
何
百
年
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
現
在
は
正
法

・
像
法
兩
時
の
い
つ
れ
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
言
う
こ
と
は
、
シ
ナ

佛
教
徒
の
問
題
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
佛
入
滅
後
に
お
け
る
佛
教
の
展
開
を
正
法
時

・
像
法
時
と
言
う
歴

史
觀
に
も
と
つ
い
て
區

分
す
る
に
は
、
な
ん
と
言
つ
て
も
そ
の
基
點
と
な
る
佛
入
滅
の
年
代
を
、
い
つ
に
決
定
す
る
か
が
第

一
の
問
題
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
シ

ナ
の
佛
教
徒
が
そ
う
し
た
佛
入
滅
の
年
代
に
つ
い
て
種
々
發
表
し
た
資
料
を
左
記
に
竭
げ
て
み
よ
う
。

西
晋
白
法
祀
譯

『佛
般
泥
滬
經
』
卷
下
の
末
尾
に

從
佛
般
泥
沍

到
永
興
七
年
二
月
十

一
日

凡
己
八
百
八
十
七
年
餘

七
月
十
有

一
日

至
今
丙
戍
歳

合
爲
九
百

一
十
五
年

是
比

丘
害

所
記
也

(大
正
藏

一

175

c
)

0

と
記
載
し
て
い
る
。
こ
の
康
日
比
丘
所
傳
の
年
紀
に
言
う

「
至
今
丙
戍
歳
」
を
も
つ
て
東
晋
成
帝
の
咸
和
元
年

(
三
二
六
)
に
あ
た
る
と
す

シ
ナ
佛
敢
に
お
け
る
危
機
觀

四

一



四
二

　

る
な
ら
ば
、
佛
入
滅
の
年
代
を
西
紀
前
五
八
九
年
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

次
に
中
亞

・
印
度

・
南
海
の
紀
行
文
で
あ
る

『法
顯
傳
」

(『歴
遊
天
竺
記
傳
」
.
『
佛
國
記
』)
に

〔霧

菩
薩

像
立
在
佛
泥
覆

三
百
許
年

(際

鼕

と

記

し

、

さ
ら

に

又

衆
生
鑾

乃
般
泥
潼

泥
沍
己
來

享

四
百
九
+
七
歳

(大
正
藏
鈕

cQ①α

⇔
)

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
法
顯
の
記
述
に
よ
る
と
、
前
者
は
佛
の
入
滅
後
三
百
年
ば
か
り
の
年
を
周
の
卒
王
時
、
師
ち
西
紀
前
七
七
〇
1

西

紀
前
七
二
〇
年
の
聞
に
換
算
し
て
い
る
か
ら
、
佛
入
滅
の
年
代
を
西
紀
前

一
〇
七
〇
1

西
紀
前

一
〇
二
〇
年
の
間
に
お

い
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
又
後
者
は
前
者
の
ご
と
く
漠
然
と
し
て
で
は
な
く
、
は
つ
き
り
佛
入
滅
後

一
四
九
七
年
と
な
し
て
い
る
が
、
そ
の

一
四
九
七
年

　

に
あ
た
る
年
を
彼
が
佛
齒
供
養
を
ま
の
あ
た
り
見
た
義
熙
元
年

(
四
〇
五
)
と
す
る
な
ら
ば
、
佛
の
入
滅
を
西
紀
前

一
〇
八
二
年
と
し
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

又
北
周
の
釋
道
安
が
そ
の
著

『
二
教
論
』
の
な
か
に

『
什
法
師
年
紀
及
在
柱
銘
』
な
る
も
の
に
も
と
つ
い
て

什
法
師
年
紀
及
石
柱
銘

並
與
春
秋
符
同

如
來
周
桓
王
五
年
歳
次
乙
丑
生

桓
王
二
十
三
年
歳
次
癸
未
出
家

莊
王
十
年
歳
在
甲
午

成
佛

襄
王
+
葦

馨

甲
需

饗

(『贖
弘
明
集
卷
』
第
八

大
正
藏
52

142

a
)

と
記
述
し
て
い
る
の
に
よ
る
と
、
鳩
摩
羅
什
は
佛
入
滅
の
年
代
を
西
紀
前
六
三
七
年
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

次
に

『衆
聖
點
記
』
に
關
す
る
二
つ
の
記
録
を
蝎
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

先
づ
費
長
房
編
の

『歴
代
三
寶
紀
」
卷
第
十

一
に

〔
齊
〕

武
帝
世

外
國
沙
門
僣
伽
跋
陀
羅

齊
言
僭
賢

師
資
相
傳
云

佛
涅
槃
後
優
波
離
既
結
集
律
藏
訖

部
於
其
年
七
月
十
五
日

受
自
恣
竟

以
香
華
供
養
律
藏

便
下

一
點
置
律
藏
前

年
年
如
是

優
波
離
欲
涅
槃
持
付
弟
子
陀
寫
倶

陀
寫
倶
欲
涅
槃
付
弟
子
須

倶

須
倶
欲
涅
槃
付
弟
子
悉
伽
婆

悉
伽
婆
欲
浬
槃
付
弟
子
日
撻
蓮
子
帝
須

目
捷
蓮
子
帝
須
欲
涅
槃
付
弟
子
旃
陀
跋
閣

如
是
師
師



相
付
至
今
三
藏
法
師

三
藏
法
師
將
律
藏
至
廣
州
臨
上

舶
反
還
去

以
律
藏
弟
子
僭
伽
跋
陀
羅

羅
以
永
明
六
年
共
沙
門
僭
狗

於

廣
州
竹
林
寺
譯
出
此
善
見
毘
婆
沙

因
共
安
居

以
永
明
七
年
庚
午
歳
七
月
牛
夜
受
自
恣
竟

如
前
師
法

以
香
華
供
養
律
藏
訖
齟
下

一
點

當
其
年
計
得
九
百
七
十
五
點

點
是

一
年

趙
伯
林
梁
大
同
元
年

於
盧
山
値
苦
行
律
師
弘
度

得
此
佛
涅
槃
後
衆
聖
點
記

年
月
訖

齊
永
明
七
年
以
後
云
何
不
復
見
點

弘
度
答
云

自
此
已
前
皆
是
得
道
聖
人
手
自
下
點

貧
道
凡
夫
止
可
奉
持
頂
戴
而
已

不
敢
輒
點

伯
休
因
此
蕪

下

推
至
梁
大
同
九
年
癸
護

A・
墾

千
二
+
八
年

(
大
正
藏
お

9
5
b
-
c
)

　

と
記
載
し
て
い
る
が
、
夙
に
望
月
博
士
の
指
摘
に
從
え
ば
干
支
と
年
數
に

一
年
の
誤
差
が
あ
る
か
ら
、
干
支
に
よ
つ
て
庚
午
の
歳
で
あ
る
永

明
入
年
と
改
正
し
て
佛
入
滅
の
年
代
を
求
め
る
と
西
紀
前
九
七
五
年
と
な
り
、
年
數
に
も
と
つ
い
て
干
支
を
改
め
、
永
明
七
年
己
巳
の
歳
と

す
る
と
西
紀
前
九
七
四
年
に
佛
滅
年
代
を
お
く
こ
と

が

で

き

る
。
次
に

『出
三
藏
記
集
』
卷
第
十

一
に
收
め
ら
れ
る

『善
見
律
毘
婆
沙
後

記
」
に齊

永
明
十
年
歳
次
實
沈
三
月
十
日

禪
林
比
丘
尼
淨
秀

聞
僭
伽
跋
陀
羅
法
師
於
廣
州
共
檜
臆
法
師
譯
出
梵
本
善
見
毘
婆
沙
律

一
部
十

八
卷

京
師
未
有

渇
仰
欲
見

檜
伽
跋
陀
其
年
五
月
還
南

憑
上
寫
來

以
十

一
年
歳
次
大
梁
四
月
十
日

得
律
遐
都

頂
禮
執
讀

敬
寫
流
布

仰
推
峯

泥
沍
暴

籖

毛

月
+
吾

護

竟

於
衆
前
謹
丕

點

年
年
如
此

嚢

心
悲
不
覺
流
涙

(大
正
藏
αα

○。bO
鈔
1
ぴ
)

　

と
tlna
載
さ
れ
て
い
る
が
、
望
月
博
士
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に

『
歴
代
三
寶
紀
』
に
傳
え
る

『
衆
聖
點
記
』
の
読
と
合
わ
な
い
點
が
あ
る
。
も

し

『歴
代
三
寶
紀
」
に
言
う
永
明
七
年
が
、

『善
見
律
毘
婆
沙
後
記
』
に
言
う
永
明
十

一
年

の
寫
誤
、
訛
傳
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
佛
入
滅
の

⑯

年
代
は
西
紀
前
四
入
二
年
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
齊
代
の
淨
秀
比
丘
尼
や
梁
代
の
趙
伯
林
の
ご
と
く
、
時
代
が
く
だ
る
に
從

つ
て
佛
入
滅
の
年
代
を
知

ろ
う
と
す
る
意
欲
が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
淨
秀
比
丘
尼
の
よ
う
に

「敬
寫
流
布
」
の
事
實
が
あ
る
か
ら
に
は
、
佛
入
滅
の
年
代
も
漸
次

一
般
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
北
魏
正
光
元
年

(五
二
〇
)、

孝
明
帝
の
前
で
道
士
姜
斌
と
討
論
を
こ
こ
ろ
み
た
曇
無
最
は
、
佛
と
老
子
と
の
年
代
に
つ
い
て

シ
ナ
佛
教
に
お
け
る
危
機
觀

四
三



四
四

最
日

佛
當
周
昭
王
二
十
四
年
四
月
入
日
生

穆
王
五
十
二
年
二
月
十
五
日
滅
度

計
入
涅
槃
經
三
百
四
十
五
年
始
到
定
王
三
年

老

子
方
生

(『績
高
僣
傳
』
卷
第
二
十
三

曇
無

最
傳

大
正
藏

㎝O

①隠

。

)

と
言
い
、
佛
を
も
つ
て
老
子
よ
り
遙
か
に
以
前
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
數
字
を
も

つ
て
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
佛
入
滅
の
年
代
を
西

紀
前
九
五
〇
年
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

又
北
齊
の
法
上
は
高
句
麗
の
大
丞
相
王
高
徳
の
問

い
に
答
え
る
な
か
に

上
答
略
一ム

佛
以
姫
周
昭
王
二
十
四
年
甲
寅
歳
生

十
九
出
家

三
十
成
道

當
穆
王
二
十
四
年
癸
未
之
歳

穆
王
聞
西
方
有
化
人
出

便
印
西
入
而
竟
不
遐

以
此
爲
證

四
十
九
年
在
世

滅
度
已
來
至
今
齊
武
卒
七
年
丙
申

凡
經

一
千
四
百
六
十
五
年

(『績
高
僣
傳
』

卷
笶

法
上
傳

鞜

譜

。)

　

と
言

つ
て
い
る
。
こ
の
法
上
説
は
不
審
な
點
が
あ
る
が
、
昭
王
二
十
四
年
西
紀
前

一
〇
二
九
年
に
誕
生
し
、
西
紀
前
九
五
〇
年
印
ち
穆
王
五

二
年
を
も

つ
て
入
滅
の
年
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
點
、
先
に
掲
げ
た
曇
無
最
の
読
と
等
し
い
説
で
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
ら
に

『
魏
書
』
の
編
集
者
魏
收
は

「
釋
老
志
」
の
な
か
で

釋
迦
生
時
當
周
獣
王
九
年

春
秋
魯
莊
公
七
年
夏
四
月
恒
星
不
見
夜
明
是
也

と
言
い
、
そ
の
入
滅
の
年
代
を
記
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
誕
生
の
年
を
西
紀
前
六
八
七
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
入
滅
の
年
は
西
紀
前
六
〇

八
年
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
外
、

『
像
正
記
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
像
正
記
」
は
何
人
の
作
に
な
る
も
の
か
詳
か
で
な

い
が
、

依
像
正
記

當
前
周
筆

圭

奎

宜
臼
四
+
八
年
戍
午

至
A
子

已
型

千
三
百
二
+
三
年

(「歴
代
三
寳
紀
』
卷
第
一

所
收

大
正
藏

お

Nω
⇔
)

と
記
し
て
い
る
の
に
よ
る
と
、
西
紀
前
七
二
三
年
に
誕
生
し
て
、
西
紀
前
六
四
二
年
に
入
滅
し
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

か
く
佛
入
滅
の
年
に
關
す
る
種
々
な
読
は
、
佛
の
降
誕

・
入
滅
等
の
年
を
決
定
す
る
上
に
貴
重
な
資
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
が
、
こ
れ
ら
の
な
か
、
新
し
く
正
像
末
三
時
の
思
想
を
受
用
し
た
シ
ナ
佛
歡
徒
か
、
末
法
時
が
い
つ
か
ら
始
ま
る
か
と
言
う
極
め
て
實
際



的
な
問
題
に゚
、
解
答
を
與
え
る
に
至
つ
た
説
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
こ
れ
ら
多
數
の
説
の
な
か
の
南
岳
慧
思
が
そ

の

『
立
誓
願
文
』
に
お

い
て

『
本
起
經
』
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
佛
降
誕
の
年
を
甲
寅
と
し
、
入
滅
の
年
を
癸
酉
と
な
し
、

「
我
慧
思
部
是
末
法
八
十
二
年
」
と
し

て

い
る
の
は
、
法
上
の
説
に

一
致
す
る
だ
け
で
あ
る
。

な
お
・
像
法
に
關
説
す
る
疑
僞
籃

ハと
し
て
・

『像
法
決
疑
經
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
・
こ
の
焦

は

『
出
三
藏
記
集
」
に
そ
の
名

　

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
五
九
四
年
法
經
等
編
に
な
る

『
衆
經
目
録
」
等
に
、
そ
の
名
を
列
ね
て
い
る
。
從

つ
て
こ
の
經
典
は
、
僣

砧
の

『
出
三
藏
記
集
」
編
集
以
後

『法
經
録
』
編
集
に
先
立
つ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
南
北
朝
時
代
の
末
期
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
接
近
す

る
隋
初
に
成
立
を
み
る
に
至
つ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の

『像
法
決
疑
經
」
に
は
像
法
時
に
お
け

る
道
俗
の
造
惡
と
法
寶

の
衰
頽
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

「
善
法
漸
衰
」
、

「
破
滅
我
法
」
、

「
速
滅
我
法
」
、

「
輕
賤
三
寶
」

.

「
令
法
穢
濁
」
i

つ
ま
り
法
寶
の
衰
頽
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
像
法
時
中
に
行
わ
れ
る
造
惡
ー

つ
ま
り
像
法
時

の
相
に
つ
い
て
は
、
後

に
指
摘
す

る
よ
う
に

『法
滅
盡
經
』
の
法
滅
盡
の
相
に
關
す
る
記
事
を
繼
承
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
點
を
持
つ
て
い
る
。
從

つ
て
そ
の
詳
説
に
つ
い
て

は
後
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
僭
砧
や
慧
皎
が
現
實
の
今
の
時
を
像
法
と
感
じ
と
つ
た
感
じ
方
と
、
疑
僞
經
典
の
編
纂
者
が
感
じ
と

つ
た
現
實
の
今
に
封
す

る
感
じ
方
と
の
間
に
距
離
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
距
離
が
な
に
よ
つ
て
生
じ
た
か
と
言
う
こ
と
は
、
疑
僞
經
典
が
い
つ
、
ど
こ
で
、

誰

れ
に
よ
つ
て
編
纂
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
か
ら
、

一
概
に
時
代
の
ズ
レ
と
し
て
か
た
ず
け
ら
れ
な
い
。
經
録

の
編
纂
と
か
、
高
僭
の
傳

歴

の
集
大
成
と
言
つ
た
仕
事
に
從
事
し
た
彼
等
の
志
向
す
る
覗
野

・
感
覺
と
、
そ
の
時
代

の
佛
教
界
の
現
状
に
部
應

し
つ
つ
、
そ
れ
に
適
應

し
た
教
化
に
目
標
を
お
い
た
、
疑
僞
經
典
作
者
の
志
向
す
る
覗
野

・
感
覺
の
相
違
が
、
兩
者
の
間
に
距
離
を
も
た
ら
す
に
至
つ
た
の
で
あ
ろ

㌻つ
。①

釋
僭
叡
は
『大
智
釋
論
序
』
に
お
い
て
、

「
天
竺
傳
云
」
と
し
て
「
像
正
末
微
馬
鳴
龍
樹

道
學
之
門
其
淪
渭
溺
喪
矣
」
(『出
三
藏
記
集
」
卷
第
十

シ
ナ
佛
敏
に
お
け
る
危
機
觀

四
五



四
六

大

正
藏

沼

誤

⇔
)

と
い
う

一
文

を
引
用
し

て
い
る
。

こ
の

『
天
竺
傳
』

と
は
い
か
な
る
も
の
か
詳

か
で
な

い
が
、

龍
樹
を
も

つ
て

「
像
法
之
末
」

の
出
生
と
は
明
記

し
て
い
な
い
。

②

僭
叡
が
正
法
像
法

の
二
時
を
各

五
百
年

と
規
定
し
た
根
據

と
な
る
と
思
わ
れ
る
も

の
と
し

て
、
衣

の
二
經
典
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
法
五
百
年

に
つ
い
て

は
、
東
晋
隆
安

二
年

(
三
九
八
)
僣
伽
提
婆
譯

『
中
阿
含
經
』
卷
第

二
十
八

「
瞿
曇
彌
經
」

に

「
正
法
當
住
千
年

今
失
五
百
歳

餘
有
五

百
年
」

(大

正
藏

一
①
O
刈

び
)

と
言

い
、
又
正
法

・
像
法

と
も

に
五
百
年
と
す

る
も
の
に
、
西
晋
永
康
元
年

(
三
〇
〇
)
竺
法
護
譯

『
賢
劫
經
』
卷
第

七

「
千
佛
興
立
品
」

の

「
正
法
存
立

五
百
歳

像

法
存
立
亦
五
百
歳
」
(大

正
藏

に

α
O

。
)

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。

③

蕭
齊

(4
7
7
-
5
0
1)
曇
景
譯

と
さ
れ
る

『
摩
訶
摩
耶
經
』
卷
下

に
は
、
佛

入
滅

五
百
年
を
も

つ
て

「
正
法
於

此
便
就
滅
盡
」

(-j{
正
藏

1
2
1
0
1
3

c
)

と
言

い
、

又
千
五
百
年
を
も

つ
て

「
於
是
佛
法
而

滅
盡
也
」
(
大
正
藏

這

δ
置

鋤
)

と
言

い
、
夊
高
齊
那
連
提

耶
舍
譯

『
大
方
等
大
集
經
』
卷
第
五

十
六
月
藏
分

に
も
、
正
法
五
百
年

の
説

を
か
か
げ
て

い
る
。

し
か
し

こ
れ
ら
の
經
典

は
僭
叡
ら
よ
り
も
後
世

に
お

い
て
シ

ナ
に
あ
ら
わ
れ
た
經
典
で
あ

る
。僭

叡
よ
り
も
時
代
を
く

だ
っ
た
梁

の
武
帝

(
50
2-
5
4
9
)

は
、
正
法
末
と
か
、
像
法
初

と
か
言

わ
な
い
で

ー
つ
ま
り
こ
れ
ら

の
異
諡
を
い
か
に
處

理

し
た
の
か
わ
か
ら
な

い
が
、
『
發
菩
提

心
因
縁
』

の
な
か
で

「
敬
禮
興
正
法
馬
鳴
菩
薩

歸
命

興
像
法
龍
樹
菩
薩
」

(吉
藏

『
百
論
疏
』

卷
上
之
上

大
正
藏

爵

器
G。

⇔
)

と
言

い
、

正
法
末
、
像
法
末
の
區
別

を
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

④

慧
皎

は

『
高
僣
傳
』
卷
第

三
、
譯
經
篇

を
閉

る
に
あ
た

つ
て
、

「
至
若
龍
樹
馬
鳴
婆
藪
盤
豆

則
於
方
等
深
經
領
括
樞
要

源
發
般
若
流
貫
雙
林

雖

日
化
冶
窪
隆
而
亦
倶
得
其
性

故
令

三
寳
載
傳
法
輪
未
絶

是
以
五
百
年
中
獪
稱
正
法
在
世
」

(大

正
藏

5
0
3
4
5

b
)

と
言
う
よ
う
に
、

像
法
時

の

惡
條
件
を
克

服
し
て
、
正
法
時
の
如
く
佛
教
を
正
道
に
歸
せ
し
め
た
龍
樹
等

の
功
績
を
た
た
え
て
い
る
。

⑤

凉
州
釋
道
朗
も
亦
、
『
大
涅
槃
經
序
』

に
お
い
て
、
「
千
載
像
教
之
末

雖
有
此
經

人
情
薄
淡
無

心
敬
信

途
使
群
邪
競
辯
曠
塞
玄
路

當
知
遺
法
將

滅
之
相
」

(『
出

三
藏
記
集
』

卷
第
八

a{
正
　

5
5
6
0

a
)

と
、
遺
教
の
弘
傳

を
さ
ま

た
げ
る
も
の
と
し
て
の
機
を
指
摘

し
て
い
る
。

⑥

吉
藏

は
そ
の
著

コ
ニ
論

玄
義
』

の

「
折
毘
曇
」
の
下

に

「
第
四
守
小
筌

夫
爲
未
識
源
者

示
之
以
流

令
尋
流
以
得
源

未
見
月
者
示
之
以
指

令
因

指
以
得
月

窮
流
則
唯
是

一
源

亡
指
則
但
是

一
月

蓋
是
如
來
説
小
之
意
也
。
而
毘
曇
之
徒

執
固
小
宗
不

趣
大
道

守
筌
喪
實
」

(大
正
藏

経

ω

⇔
)

と
言

つ
て
い
る
が
、
「守
筌
」

と
か
、
「
指
月
」
の
譬

な
ど
、
曇
影
の

『
中
論
序
』

の
表
現
に
ょ
く
似

て
い
る
こ
と
が
指
摘

し
う
る
。

⑦

慧
義
が
後
五
百
年

に
お
い
て
多
く
有
相

を
詭
く

と
言

つ
て

い
る
が
、

吉
藏
が

「
思
盆
梵
天
所
問
經
」

卷
第
二
四
諦
品

の
文
意

(大

正
藏

1
5
4
1c
,
4
2

p。
)

に
よ

つ
て
、
「
思
盆
經
云

於
未
來
世
有
惡
比
丘

説
有
相
法
得
成
聖
道

佛
埀

此
勅
懸
誡
將
來
」
(
『
三
論
玄
義
』
-j{
正
藏

4
5
2
c-
3a
)

と
言

つ

て
い
る
の
と
關
連
が
認

め
ら
れ
る
。



⑧

『
出
三
藏

記
集
』
卷
第
五

に
お
さ
め
ら
れ
る

「
新
集
安

公
疑
經
録
」
(〔
道
〕
安
法
師
造
)

お
い
て
釋
道
安

は

「
金
匱

玉
石
同
緘

・下
和
爲
之
懷
恥

安
敢

預
學
象

見
徑
渭
雜
流
龍
蛇
並
進

豈
不
恥
之

今
列
意
謂
非
佛
經
者
如
左
」
(大

正
藏

53

ω
c。

び
)

と
言

い
、
疑
經

の
編
纂
さ
れ
る
こ
と
を
憂

い
な

が
ら
も
、

そ
こ
に
は
像
法
時

と
言
う
意
識
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
點
、
釋
道
安

と
僣
肪

と
の
時
聞
的
距
離
が
く

つ
き
り
描
出
さ
れ
る
。

⑨

『
高
僣
傳
』
卷
第
六

「
釋
道
融
傳
」

に
、
「
像
運
再

興
融
之
力
也
」
(-j{
正
藏

5
0
3
6
3

c
)

⑩

『
出
三
藏
記
集
序
』

に
お

い
て
僣
砧

は
、
「
〔
僭
伽
〕
提
〔
婆
〕
〔
鳩
摩
羅
〕
什
擧
其
宏
綱

〔
道
〕
安
〔
慧
〕
遠
振
其
奥
領

渭
濱
務

逍
遙
之
集

廬
岳
結
般

之
臺

像
法
得
人
於
斯
爲
盛
」
(
大
正
藏

綉

H
鋤
)

夊
謝
靈
運

は

『
廬
山
慧
遠
法
師
誅
』
を
撰
し
、
そ

の
な
か
に

「
可
謂
五
百
年
之
季

劭
舍
衛
之
風

廬
山
之
醍
府

傳
靈
鷲
之
音

洋
洋
乎

未
曾
聞

也
」

と
言

い
、
像
法
五
百
年
代

に
慧
遠

の
み
ち
び
い
た
廬
山
に
お
け
る
佛
法

の
興
隆

を
た
た
え
て
い
る
。

⑪

望
月
信
亨
博
士

『
佛
教
大
年
表
』
序
論

5

⑫

緬
旬

所
傳

と

一
致
す
る
こ
と
が
望
月
博
士
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(
『
佛
教
大
年
表
』
5
)

⑬

『
歴
代

三
寳
紀
』
卷
第
七
に

「
計
從
義
熙
元
年
太
歳
乙
巳
至
今
開
皇
十
七
年
歳
次
丁
巳

便
成

一
千
六
百
八
十

一
載
矣
」
(
大
正
藏

4
7
7
1

b
)

と
記

述
し
て
い
る
が
、
義

煕
元

乙
巳

(ら
O
α
)

か
ら
開
皇
十
七
年
丁
CL7
(5
9
7
)

S
間

は

一
九
二
年
あ
り
、

こ
れ
に
佛
入
滅
後

の

一
四
九
七
年
を
加
え
る
と

一

六
八
九
年

と
な
る
か
ら
、
費
長
房

の
計
算

に
八
年

の
誤
算
が
あ
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
佛
滅
後

一
四
九
七
年

と
言
う
の
は
、
義
熙
元
年
ま
で
で
は
な
く
、
義

煕
六
年

三
月

に
當
る
こ
と
を
足
立
喜

六
氏

が
指
摘

し
て
い
る
。

(『
法
顯

傳
』
・
中
亜

。
印
度

・
南
海
紀
行

の
研
究
ー
節
O
刈
)

⑭

望
月
博
士

『
佛
教
大

年
表
」
序
論

2

⑮

同
右

3

⑯

望
月
博
士

は
西
紀
前

四
八
二
年

は
、
佛
陀
伽
耶
碑
文
第

一
の
西
紀
前
四
八

一
年
説

と
、
わ

つ
か

一
年

の
差

で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

(『
佛
教
大

年
表
」
3
)

⑰

吉
岡
義
豊
教
授

は

「
魏
明
帝

の
時

の
佛
道
論
爭

と
い
う
こ
と
自
體
が
あ
や
し
い
傳
読

で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
こ
と
は
佛
教
側

の
も
の
に
だ
け
記
録

せ

ら
れ
て

い
る
の
も
信
用
度
を
弱
め
る
原
因

で
あ
る
し
、
ず

つ
と
後

に
書
か
れ
た
と
見
ら
れ
る
漢

法
本
内
傳

と
い
う
よ
う
な
書
物
ー

隋
末

か
唐
初
武
徳

年
間
ご
ろ
の
佛
教
徒

の
作
爲
に
成

る
も

の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
ー

が
、

こ
の
時

の
論
爭

の
重
要
資
料
と
し
て
出

さ
れ

て
い
る
の
も
納
得
で
き

な

い
」

(『
道

教

と
佛

教
』

第

一

誤

)

と
言

い
、

こ
の
論

爭

の
事

{買
を
否

定

し

て

い
る

。

⑱

法

上

は
周

昭

王

の

二
十

四

年

(じd
.
C

10
2
9
)

を
甲

寅

歳

と
な

し

て

い
る

が
、

甲

寅

で
な

く

壬
子

歳

で
あ

り
、

又

穆

王

二
十

四
年

(しd
.
C

9
7
8
)

を

も

シ

ナ
佛

教

に

お
け

る

危
機

觀

四

七



四
入

っ
て
釋
尊

の
三
十
歳
成
道

の
年
と
し
て
い
る
が
、
穆
王
二
十
四
年

は
釋
貧
・の
五
十

二
歳

に
あ
た
る
の
だ
か
ら
、
成
道
の
年

を
三
十
歳

と
す
る
な
ら
ば
、

穆
王
二
年

CB
.
C

l,0
0
0
)

と
な
す

べ
き
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
武
卒
七
年

(5
7
6
)

よ
り
佛
入
滅

の
年

(bd
.
C

9
50
)

を
逆
算
す

る
と
、

法
上
の
計
算

に

六
十
年

の
不
足
が
指
摘

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑲

『
像
法
決
疑
經
」
の
最
後

の
部
分

に

「
汝
好
受
持
愼
莫
忘
失
」

と
言

つ
て
い
る
の

は
、

第
五
世
紀

の
前
牛

に
お
い
て

一
時
的
に
漢
字
譯

を
み
る
に
至

つ

た

『
觀
佛

三
昧
海
經
』

・
『
禪
秘
要
法
經
』

な
ど
多
種
多
樣
の
諸
觀
經

と
形
式
的
類
似
性
を
も

つ
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も

の
で
あ
る
。

⑳

『
衆
經
目
録
』
卷
第
二

「
衆
經
疑
惑
」
二
十
部

二
十
九
卷
の
な
か
に

「
像
法
決
疑
經

二
卷
」
を
録
し

(大

W
藏

5
5
12
6

b
)
、
夊
六
〇
三
年
彦
綜
編

『
衆
經
目
録
」
卷
第
四

「
疑
僞
」
(
名
雖
似
正
、

義
渉
人
造
)

二
百
九
部

四
九

一
卷
中

に
こ
の
經
名

(
二
卷
)

を
録

し

(
大
W
藏

5
5

17
2

c
)
、

明

栓

編

の

『
大
周
刊
定
衆
經

目
録
』
卷
第
十
五

「
僞
經
目
録
」
中
に
こ
の
經
名

(
一
卷
)
を
録

し

(-j{
正
藏

5
5
4
7
2

b
)
、
智
昇
編
の

『
開
元
釋
教
録
」

卷

第
十
八

「
疑
惑
再
鮮
録
」
中

に
こ
の
經
名

(
一
卷
)
を
録
し
て

い
る
。

(大
正
藏

芻

①
ま

ぴ
)

な
お
こ
の
經

に
對
し
て

『
新
像
法
決
疑
經

一
卷
』
が

『
明
栓
録
』
卷
第
十
五

(
大
正
藏

5
5
4
4
3

b
)
、
『
智
昇
録
」
卷
第
十
八

(
-}{
正
藏

5
5
6
7
7

0
)

に
そ
の
名

を
列
ね
て

い
る
。

注
目
す

べ
き
こ
と
は

『
法
經
録
』
・
『
彦
經
録
』

に
お

い
て
二
卷

と
さ
れ
て

い
た

『
像
法
決
疑
經
」
が

『
明
栓
録
』
・

『
智
昇
録
』

に
お
い
て

一
卷
と
さ
れ
て
い
る
點

で
あ
る
。
現
行

の

『
日
本
大
藏
經
』
本

及
び

『
正
倉
院
聖
語
藏
』
本

は
と
も

一
卷
本

で
あ

る
。

(　

)

梁

時

代

に

い
た

る

と

か

の

『
出

三
藏

記

集

」

の
撰

者

で
あ

る
僣

祐

は

『
釋

迦

譜

』

を

編

し

、

そ

の
卷

第

五

(
大
正
藏

α
o
り
8
a
-
c)

に

劉
宋

求

那

跋
陀

羅

の
譯

出

に
な

る

『
雜

阿

含

經

」

に
も

と

ず

い

た

「
釋

迦

法

滅

盤
縁

起

」

と

『
法

滅
盡

經

』

に

よ

つ
た

「
釋

迦
法

滅

盡

相

記

」

と

を

收

め

る

に

い
た

つ
た
。

同

じ
く

『
經

律

異

相

」
の
撰

者

で

あ
り

、

僣

祐

の
弟

子

で
あ

る
寶

唱

も

亦

、

そ

の
卷

第

六

(
大
正
藏

5
3
3
0
c
-
3
2
a
)

「
現

涅
槃

後

事

佛

部

法

減

盡

條

」

に
僣

祐

と

同

じ

く

こ
れ

ら

の

二
經

を

引

用

す

る

に

い
た

つ
た

。

こ
の

こ
と

は
法

滅
蠱

に

封

す

る
關

心

の

あ

0

ら

わ

れ
を

示

す

も

の

で
あ

る
。

い
く

ら

法

滅

盡

を

説

く

經

典

が

傳

譯

さ

れ

て

い
た

と

し

て

も

、

そ
う

し

た

こ

と

に

シ

ナ

の

佛
歡

徒

が
關

心
を

拂

わ
な

い
限

り

、

シ

ナ

に
お

け

る
佛

教

の
展

開

の
上

に
あ

ら

わ

れ

て

こ
な

か

つ
た

で

あ

ろ

う
。

部

ち
經

典

に

説

か

れ

る

こ
と

が
現

實

の
事

實

と

な

つ
て

い

る
と

か
、

な

り

つ

つ
あ

る
と

か

、

そ

れ

に
近

い
状

態

を

呈

し

て

い
る

と

か
、

と

言
う

こ

と

で
始

め

て

そ

の
經

典

に

謝
す

る
關

心



.

.
N

か
昂
る
も
の
で
あ
る
。
否
佛
教
教
團
の
現
状
が
逆
に
經
典
の
所
詭
に
樹
す
る
關
心
を
た
か
め
都
も
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
法
滅
盡
の
思
想
を

と
り
あ
げ
る
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
佛
教
界
の
現
状
と
密
接
な
關
蓮
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
は
そ
う
し
た
歴
史
的
背
景
と

の
つ
な
が
り
に
關
す
る
詮
索
を
別
の
機
會
に
ゆ
ず
り
、
前
篩
の
お
わ
り
に
指
摘
し
て
お
い
た

『
像
法
決
疑
經
」
と

『
法
滅
盡
經
」
と
に
説
か

れ

る
法
滅
盡
相
に
つ
い
て
比
較
樹
照
を
こ
こ
ろ
み
た
い
と
思
う
。
も
と
よ
り

『像
法
決
疑
經
』
は
法
滅
盡
の
具
體
相
を
説
く
の
が
主
た
る
目

　

的
と
は
し
て
い
な
い
が
、

一
經
の
主
題
で
あ
る
布
施
を
彊
調
す
る
た
め
に
、
特
に
法
滅
盡

の
相
を
読
き
、
そ
の
必
要
性
を
力
説
す
る
ま
で
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
經
典
の
編
纂
者
自
身
が
經
の
最
後
の
部
分
に
お
い
て
、

こ
の
經
典
の
別
名
を
示
し
て

「
亦
名
濟
孤
獨
」
と
い
つ
て
い
る

こ
と
に
よ
つ
て
も
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
経
典
は

『法
滅
盡
經
』
の
法
滅
盡
相
を
ど
の
よ
う
に
繼
承
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
。

法

滅
壷菰

經

(『

釋
迦
譜』
所
引)

像
法
決
疑
經

ー

大
正

藏

αO

c。ω

。

～
c。
蒔
p

ー

ー

1

1

1
ー」ー

ー

ー

大
正

藏

・。
㎝

(
我)

(
後)

(
濁
惡)吾般泥沍法欲滅時五逆濁世

魔

世
奪
如
來
去
世
後

(
中
略)

於
未
來
世
中
像
法

道
興
盛

諸
魔
沙
門

壞
亂
吾
道
(
1)

之

時

善

法

漸

裹

惡

轉

熾

盛
(
1
3
3
5
c

～1
3
3
6
a
)

善
男
子
我
滅
度
巳
千
年
後

惡
法
漸
興
(
磁ω刈
び
)

(
飾)著俗衣裳樂

好
袈
娑

五
色
之
服

未
來
世
中
我
弟
子

樂
好
衣
服
(1
33
6
b
)

飮
酒
炙
肉
殺
生
貪
味
(
E)

飮

酒

醉

亂

歌

舞

作

樂
(
1
3
3
7
c
)

惡
比
丘
亦
復
持
律

於
毘
尼
藏
不
逹
深
義

便
作

是
言

毘

尼

藏

中

佛
聽

食

肉

(1
3
3
6

c
)

シ
ナ
佛
教

に
お
け
る
危
機
觀

四
九



五
〇

貪

嗜

美

味

(一
ω
ω
①

び
)

無
有
慈
心
更
相
僭
嫉

(
H)

不

修

慈

心

專

行恚

怒

見
他

作

善

諍

共
°,

嫌
(
1
3
3
6

b
)

諸
惡
比
丘
爲
名
利
故
迭
相
毀
呰

(一
ωω①

。)

卻
時
有
菩
薩
精
進
修
徳

一

切
敬
待
人
所
宗
向

若
見
布
施
貧
窮
乞
人

復
生
瞋
恚

作
如
是
念

仁
ωω①

げ
)

教
化
卒
等
憐
貧
念
老

救
育
窮
厄
恒
以
經

我
於
處
處
經
中
読
布
施
者

欲
令
出
家
在
家
人
修
慈
悲
心

像

令
人
奉
事
作
諸
福
徳

志
性
温(捐)善不侵害人損身濟物不自惜

布
施
貧
窮
孤
老
乃
至
餓
狗

(1336

a
)善男子不行施者則戒不淳戒不淳

故
則
無
慈
悲
心

己

忽
辱
仁
和

(
N)

無

慈

悲

者

則
不

能
忍

(1
3
3
6

b
)

設
有
是
人
衆
魔
比
丘
咸
共
嫉
之

誹
謗

出
家
之
人
何
用
布
施

但
修
禪
定
智
慧
之
業

揚
惡
擯
黜
驅
邉
不
令
得
往

自
共
於
後

何
用

紛

動

無
盆

之

事

務

(1
3
3
6

b
)

不
修
道
徳

(
V)

(
就)寺廟空荒不復修理轉轉毀

壞

(
W)

復
有
衆
生
見
他
舊
寺
塔
廟
形
像
及
以
經
典
破
落
毀
壞不肯修治便作是言非我先崇所造何用治

爲

我
寧
更
自
造
立
新
者

善
男
子
一

切
衆
生
造
立
新
者

不

如

修

故

其

幅

甚

多

(1
3
36

a
)

從
是
一

切
道
俗
競
造
塔
寺
遍
滿
世
間

塔
廟
形
像
處

處

皆

有

(

中

略
)

頽

落

毀

壞

無

人

治
理

(一
ω
G。刈

げ
)



但
貪
財
物
積
聚
不
散

不
作
輻
徳

(
皿
)

貪

求
利

盆

儖

貪

積

聚

(1
33
6

b
)

千
一

百
年
後

諸
比
丘
比
丘
尼
遍
閻
淨
提
處
處
充
滿

多

求
財
物
專
行
非
法

多
畜
八
種
不
淨
之
物

(1337

b
)

但
求
名
聞

傾
家
財
物
以
用
布
施

及
見
貧
窮
孤
獨

呵
罵
驅
出
不
濟
二毫

如
此
衆
生
名
爲
顛
倒
作
善

癡

狂

修

輻

名

爲
不

正

作

善

(1
3
3
6

a
)

ー販
賣
奴
婢
耕
田
種
植

(
靱)

或

復

市

肆

販

賣

自

活

或

復

渉

路

商

賈

(1
33
7

b
-
c
)

佛

像

經

書

幡

花

賣

與

他

人
用

活

妻
子

(1
33
7
c-
1
3
38

a
)

焚
燒
山
林

傷
害
衆
生
無
有
慈
心

未
來
世
中
一

切
俗
官
不
信
罪
禧

税
彭
衆
僣
物

或
税

奴
爲
比
丘
婢
爲
比
丘
尼

無
有
道
徳

(
皿)

畜
生
穀
米
乃
至
二
毫
之
物

或
驅
使
三
寶
奴
婢

或

乘111

寶

牛

馬

(
1
3
3
7

b
)

(
娯)婬洪濁

亂
男
女
不
別

令
道
薄
淡
皆
由

斯
輩

或
避
縣
官
依
倚
吾
道

求
作
比

丘
不
修
戒
律

月
牟
月
盡
縒
名
講
戒

厭

惓
懈
怠
不
欲
聽
聞

抄
略
前
後
不
肯

未
來
世
中
諸
惡
比
丘
不
解
我
意

各
執
己
見
迭
相
是
非
破
滅
我

盡
読
絡
不
誦
讀

設
有
讀
者
不
識
字

法

諸
惡
比
丘
亦
復
在
座
演
説
經
法
不
逹
我
深
意

隨
文

句
爲
強
言
是

(
X)

取
義
違
背
實
相
無
上
眞
法

口
常
自
歎
我
所
読
義

シ
ナ
佛
教
に
お
け
る
危
機
觀

五

一



五
二

應
著
佛
意

(1
336

c
)(禪)諸惡比丘或有修福不依

經
論

自
逐
己
見
以
非
爲
是

不
能
分
別
是
邪
是
正

遍
向
道
俗
作
如
是
言

我
能

知
是

我
能
見
是

當
知
此
人
速
滅
我
法

(1336

c
)

不
諮
明
者
貢
高
求
名

嘘
天
推
歩
以
爲

榮
貴
望
人
供
養

諸
魔
比
丘
命
絡
之
後

精
神
當
墮
無
澤

作
是
念
者
是
魔
眷
屬

其
人
命
絡
墮
大
地
獄

經
壓

地
獄
五
逆
罪
中

餓
鬼
畜
生
靡
不
便
歴

受
苦

從
地
獄
出
墮
餓
鬼
中
受
大
苦
惱

從
餓
鬼
出

遏
恒
沙
劫
罪
竟
乃
出

生
在
邊
國
無
三
寶

五
百
生
身
墮
在
狗
中

從
狗
出
已
五
百
世
中
常
生
貧

處

(
盟)

賤
常
患
飢
窮
種
種
諸
苦

(一
ωω
①

び
)

〔
『
法
滅
盡
經
』

に
附
し
た
バ

リ
ア
ン
ト
は

『
經
律

異
相
』
所
引

の
文
に
よ
る
〕

こ

の

封

照
表

は
、

『
法

滅

盡

經

』

の

前
牛

の

部

分

に

相
當

す

る

と

思

わ

れ

る

「
像

法

決

疑

經

』

の
文

を

拾

い
、

配

列

し

て
比

較

し

た
も

の

で

あ

り

、

こ

の
比

較

封

照

を

と

お

し

て

、

少

く

と

も

『
像
法

決

疑
經

』

の
撰

者

自
身

が

も

つ
て

い

た
像

法

觀

を

さ

ぐ

ら

ん

と

す

る
意

囲

よ

り

な

さ

れ

た
も

の

で
あ

る
。

兩
經
の
養

對
照
に
よ
る
と

『像
法
嶷

經
』
は

「布
施
以
爲
初
苴

(籬

肇

と
言
う
よ
・つ
に
布
施
蠡

調
す
る
籃

ハで
あ
る
が
、

そ
の
な
か
に
読
か
れ
る
法
滅
盡
の
相
に
關
す
る
限
り
、
お
お
む
ね

『法
滅
盡
經
』
の
前
經
の
前
牛
の
説
を
繼
承
し

て
、
こ
れ
を
復
読

・
布
衍

し

て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
な
か

『像
法
決
疑
經
』
に
は

「
我
滅
度
已
千
年
後
」
と
か

「
イ丁
百
年
後
」
と
か
言
う
よ
う
に
、
佛
滅
度
後



の
年
數
を
明
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
點

「
吾
般
泥
沍

法
欲
滅
時
」
と
言
う
よ
う
に
佛
滅
度
後
の
年
數
を
明
記
し
な
か
つ
た

『法
滅
盡
經
』

に
相
逹
す
る
。
從

つ
て
こ
こ
に
示
さ
れ
る
佛
滅
度
後
の
年
數
は
、
あ
き
ら
か
に
像
法
時
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
點

『摩
訶

摩
耶
經
」
や

『
大
方
等
大
集
經
」
月
藏
分
に
説
く
正
法
時
五
百
年
、
像
法
時
千
年
の
説
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
と
も
か

く

『
像
法
決
疑
經
』
の
撰
者
は
、
像
法
時
の
相
を
あ
ら
わ
す
の
に

『法
滅
盡
經
』
の
法
滅
盡
の
相
を
も
つ
て
し
た

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の

經

典
の
編
纂
者
は
、
當
時
の
佛
教
教
團
の
内
外
に
お

い
て
見
出
さ
れ
る
現
状
に
も
ど
つ
い
て
、
現
今
像
法
時
こ
そ
法
滅
盡

の
時
で
あ
る
こ
と

を
見
と

つ
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

④

こ
の
よ
う
な

『法
滅
盡
經
」
の
影
響
の
も
と
に
撰
述
さ
れ
た
疑
經
の
用
例
と
し
て
、
今

一
つ

『最
妙
勝
定
經
」
を
あ
げ
て
置
き
た
い
と
思

う
。
こ
の
經
典
は

『像
法
決
疑
經
』
の
揚
合
と
お
な
じ
く

「出
三
藏
記
集
』
に
そ
の
經
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
法
經
等
編
に
な

0

る

『
衆
經
目
録
」
等
に
そ
の
名
を
列
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑥

夙
に
關
口
教
授
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
最
妙
勝
定
經
』
は
、
南
北
朝
時
代
に
盛
に
行
わ
れ
た
有
無
の
こ
諦
に
關
す
る
論
爭
に
封

し
、
痛
烈
な
諷
刺
を
試
み
、
又
い
る
か
な
る
重
逆
罪
も
彈
定
の
功

に
よ
つ
て
除
滅
さ
れ
る
こ
と
を
説

い
て
い
る
。

こ
の
禪
定
を
張
調
す
る
こ

の
經
典
が
な
に
故
に

『
法
滅
盡
經
」
に
読
き
示
さ
れ
る
よ
う
な
法
滅
盡
の
相
を
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
經

典
を
受
持
す
る
も
の
は
佛
入
滅
後
の
い
か
な
る
時
代
に
お

い
て
も
、
阿
難
及
び
諸
天
帝
釋
に
よ

つ
て
擁
護
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
た
め
に
佛
入

滅
後
を

「
滅
度
之
後
八
十
年
中
」
、

コ
ニ
百
年
時
後
」
、

コ
ニ
百
年
後
五
百
年
前
」
、

「
五
百
年
後
八
百
年
前
」
、
「
八
百
年
後
千
年
之
前
」

「
千
年
之
後
三
百
年
中
」
の
六
期

に
わ
か
ち
、
正
法
が
漸
次
衰
頽
し
教
團
及
び
社
會
が
腐
敗
し
て
ゆ
く
樣
相
を
説

き
示
す
た
め
に
是
非
法
滅

盡

の
相
を
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
し
、
又
こ
の
經
典
の
撰
者
が
直
面
し
て
い
る
南
北
朝
時
代
の
教
團
の
内
部
事
情
や
瓧

會
情
勢
を
、
も
つ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る

「法
滅
盡
經
」
に
基
ず
き
な
が
ら
製
作
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
そ

の
比
較
封
照
を
左
に
掲
げ

て
お
こ
う
と
思
う
。

シ
ナ
佛
教
に
お
け
る
危
機
觀

五
三



五
四

法
藏
盡
經

三
百
年
後五百年前

五
百
年
後八百年前

八
百
後
後千年前

千

年

後千三百年前

1

我
諸
弟
子

漸

我
諸
弟
子

習
學

着
惡
法

惡
法

a

我
諸
弟
子

着
俗

着
新
色
衣

亦
如

浩
浩
亂
哉

我
諸
弟
子

着
俗
衣
服

如
木

衣
服

淫
女

頭
幡

無
有
威
徳

自
衣
見
之

不
生
恭
敬

亦
如屠

兒

飮
酒
食
肉

長
養

飮
酒
食
肉

如
旃
陀
羅

四
大

皿

心
懷
嫉
妬

無
慈
悲
心

W

爾
時
多
有
白
衣

若
男
若
女

持
戒
淨
行

不
食

酒
肉

呵
責
比
丘

汝
大
徳

出
家
之
人

心
無

慈
悲

多
作
爾
許

不
如
法
事

我
觀
智
者

亦

如
屠
者

1



I　

比
丘
聞
己

競
共
打
罵

自
相
謂
之

如
來
在
時

不
聽
我
等

飮
酒
食
肉

白
衣
去
後

共
相
謂
言

今
我
解
者

如
佛
口
読

或
説
邪
言

倚
語

無

義
之
語

亂
言

倚
語

以
作
義
語

亦
如
盲
人

指
天
上
日

若
大
若
少

若
寛
若
侠

亦
如
聾
人

自
言

我
聞
天
上
読
法
之
音

有
諸
群
盲

集
共

住
聚
聽

各
各
唱
言

我
見
日
月

若
大
若
少

此
諸
比
丘

亦
復
如
是

世
有
文
殊

大
迦
葉
等

現
入
其
中

競
共
打
罵

駈
逐
令
出

不
令
得
住

W

我
諸
弟
子

如
失
國
王

如
鳥
無
翼

塔
寺
空
荒

無
人
料
理

設
有
形
像

幡
花
寶
蓋

如
破
軍
資

鳩
雀
猪
羊

競
共
入
中

如
是
比
丘

自
住
屋
舎

塗
淨
妙
好

修
行
經
詭

皿

畜
養
牛
羊

猫
狸

聚
積
穀
米

金
銀

獪
如
群
賊

劫
奪
良
善

心
貪
利
養

無
有
厭
足

驢
馬

積
集
穀
米

七
寶

-
有
頭
陀
者

多
不
如
法

常
遊
聚
落

不

在
山
林

塚
聞
樹
下

心
恒
作
念

闥
求
利
養

シ

ナ
佛
数

に
お
け
る
危
機
觀

五
五



五
六

●

名

多
貪
財
物

無
厭
無
足
…
…
…
詣
白
衣
舍

1

勸
化
白
衣

多
取
利
養

粗

與
國
王
子

大
臣

長
者

而
爲
親
友

通
致
使
命

耕
田

種
殖

皿

養
盲
奴
婢

X

雖
有
師
徒

如
惡
狂
賊

貪
婬
無
度

不
避
釁
卑

ー

當
爾
之
時

十
二
部
經

沈
沒
於
地

不
復
讀
誦

我
諸
弟
子

習
學
兵
法

畫
法

渥
法

木
法
騎

法

師
法

基
法

歌
法

哭
法

稍
法

射
法

走
馬
之
法

習
學
如
是
邪
法

吾
滅
度
後

一

切
比
丘

取
我
十
二
部
經

競
共

讀
誦

以
上
着
中

以
中
着
下

以
下
着
上

中

着
前
後

非
義
言
語

義
言
非
語

亦
如
外
道



各
言
我
是

當
爾
之
時

十
二
部
經

雖
行
於
世無有徳設有讀誦無有一人得四沙門果

超

死
入
惡
道

無
殃
數
劫

生
爲
畜
生

飢
餓
困
苦負重而行

『
法
滅
誰
經
』

に
用

い
た
ー
、
亜
、
H
、
等
の
番
號

は
、
先

に
掲
げ
た

『
像
法
決
疑
經
』

と
比
較

對
照

し
た

と
こ
ろ
に
施

し
た
も

の
で
あ
る
。
經
文
を
引

用

す
る
か
わ
り

に
番
號
を
も

つ
て
し
た
。

こ

の
比

較

封

照

に
よ

つ

て
も

知

ら

れ

る

よ

う

に

、

『
法

滅
盡

經

』

と

も

つ
と

も
密

接

な
關

係

を

も

つ
部
分

は
、

佛

入
滅

後

「
千
年

之
後

三

百
年

中

」

と

言

わ

れ

る
第

六
期

で

あ
り

、

こ
の
時

期

こ
そ

『
最

妙

勝

定

經

」

の
撰

者

が

直

面

し

た
時

代

で
あ

つ
た

こ
と

を

、

容

易

に
推

量

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

さ

て

佛

入
滅

後

を

六
期

に
分

け

る
と

言

う

こ
と

自

體

、

こ

の
經

典

の
特

微

で
あ

る
が

、

し

か

も

一
時

期

の
年

數

を

等

%

し

て

い
な

い

こ
と

も

珍

ら

し

い
。

こ

の
な

か

、

「
滅

度

之

後

入

十

年

中

」

と

言

う

の

は
、

鳩

摩

羅

什

譯

『
仁

王

般

若

波

羅

蜜

護

國

經

』

卷

下

囑

累

品

に

箜

、波
斯
匿
王

我
誠
勅
肇

吾
滅
度
後

入
+
年

入
百
年

入
千
年
中

無
佛
無
法
無
僣

(大
正
藏

c。

○。ωω

び
)

と
言

つ
て
い
る
、
八
十
を
基
數
す
る
經
典
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
又

コ
二
百
年
時
後
」
と
言
う
よ
う
に
三
百
年
で
區
切
り
を
つ
け
て
い

る
の
は
、
失
譯

『佛
使
比
丘
迦
旃
延
説
法
沒
盡
偈
百
二
十
章
」
に
、

三
百
鼕

解
腕

三
蟇

間
聞
戒
定

三
百
馨

佛
寺

入
千
年
責
怨
害

(蹴
正
孅
、、)

と
言

つ
て
い
る
三
百
を
基
數
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
目
を
ひ
く
。
か
く
佛
入
滅
後
に
お
け
る
時
期
を
六
期

に
區
分
し
た
そ
の
基
數
は

如

上
の
經
典
に
よ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

シ
ナ
佛
教
に
お
け
る
危
機
觀

五
七



五
八

　

こ
の
外
、
法
滅
に
つ
い
て
言
及
す
る
疑
僞
經
典
に

『佛
説
決
罪
福
經
」
卷
上
に

佛
告
慧
法

如
汝
無
異

若
有
明
師
教
戒
男
女

宣
佛
正
法
教
戒
人
民

習
學
者
衆

衆
共
誹
之

或
憎
嫉
之

今
佛
法
衰
落
正
教
隱

弊

而
無
長
盆

是
佛
法
中
大
魔
令
法
毀
壞

(大
正
藏
c。㎝

1329

a
)

　

と
言
う
文
が
あ
つ
て
、
佛
入
滅
後
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
五
亂
世
に
お
い
て
、
大
魔
の
た
め
に
正
教
が
毀
壞
さ
れ
る

こ
と

を

記
述
し
て
い

る
。
さ
ら
に
北
魏
正
光
二
年

(α卜〇
一)

の
爲
經
で
あ
る

『護
身
命
經
』

に
も

佛
告
阿
難

善
信
女
等
久
生
於
世

未
聞
佛
時

未
聞
法
時

爲
怨
師
所
怪

隨
世
因
縁
或
毀
滅
正
法

或
破
塔
寺

或
殺
眞
人

或

負
三
欝

物

嚢

父
母

或
犯
衆
怨

(大
正
藏
c。0

1326

c
)

と
言
う
よ
う
に
、
正
法
の
毀
滅
及
び
法
滅
の
相
を
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
法
滅
に
關
す
る
記
述
を
南
北
朝
時
代
に
撰
述
さ
れ
た
疑
僞
經
典
の
上
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
當
時
代
の
佛
教
教
團

の
内
部
事
情
、
祉
會
の
情
勢
な
ど
が
、
そ
う
し
た
法
滅
の
相
を
露
呈
し
て
い
た
た
め
、
か
か
る
現
状
を
克
服

.
超
克

す
る
道
を
佛
所
説
と
し

て
読
示
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
佛
滅
後
に
お
け
る
五
亂
を
説
く
僞
疑
經
典
と
し
て

『
大
五
濁
經
」
と

『
佛
読
決
罪
幅
經
」
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
前

者

は

『
開
元
釋
教
目
録
』
卷
第
+
八
に
よ
る
と
、

五
濁
惡
世
經

霧

蘚

鰍
鞭

(大
正
藏
綬

①胡

。
)

五
濁
経

卷

緊

製

蘿

(大
正
藏
♂

奚
①

⇔
)

と
指
摘
し
て
い
る
の
に
よ
る
と
、
現
今

『
法
苑
珠
埜

卷
第
九
+
八

(黔

謹

)

に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る

『
大
五
邏

』
の

一
読
は

『
五

濁
惡
世
經
』
の

一
説
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の

「
五
濁
惡
世
經
』
及
び

『
五
濁
經
」
の
名
は
、
と
も
に
法
經
等
撰
に
か
か
る

『
衆
經

　

目
録
』
等
に
列
記
さ
れ
て
い
る
經
典
で
、
南
北
朝
末
期

・
隋
初

に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
經
典
の
な
か
、

『
大
五
濁
經
』
に
は



佛
涅
槃
後
當
有
五
亂
。

一
者
當
來
比
丘
從
白
衣
學
法

世
之

一
亂
。
二
者
白
衣
上
坐
比
丘
處
下

世
之
二
亂

三
者
比
丘
説
法
不
行
承

受

白
衣
説
法
以
爲
無
上

世
之
三
亂
。
四
者
魔
家
比
丘
自
生
現
在

於
世
間
以
爲
眞
道
諦

佛
法
正
典
自
爲
不
明

詐
僞
爲
信

世

之
四
亂
、
五
者
當
來
比
丘
畜
養
妻
子
奴
僕
治
生

但
共
譚
訟
不
承
佛
読

世
之
五
亂

今
時
屡
見
無
識
白
衣
觸
事
不
閑

詐
爲
知
法
房

室
不
捨
然
爲
師
範

愚
癡
俗
人
以
用
指
南

虚
棄
功
夫
終
勸
無
盆

未
來
世
獪
不
免
獄

故
智
度
論
云

有
其
盲
人

自
不
見
道
妄

量.見
道

引
他
吾

盲
人

並
鑒

玩

自
塵

津
焉
能
蕩

(駄
証
鼕

套

口
う

古

つ
に

五
亂

を

説

い

て

い
る

。

こ

の
五

亂

は

す

べ

て

佛
法

そ

の
も

の

に
翻

す

る
も

の

で
な

く

、

佛

法

に
か

か

わ

る

此

丘

・

在

俗

者

ら

が
佛
法
の
流
傳
上
に
顛
倒
の
相
が
あ
ら
わ
れ

(前
三
者
)
、

許
し
難
い
不
法
の
行
わ
れ
る

(後
二
者
)
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
り
・
ま

つ

た
く
法
滅
の
具
體
相
を
説
く
も
の
と
し
て
、
法
滅
思
想
と
密
接
な
關
係
を
も
つ
こ
と
が
推
量
さ
れ
る
。

さ
ら
に
罪
輻
の
因
果
應
報
を
説
く

『
佛
説
決
罪
福
經
」
の
卷
上
に

世
舞

泥
覆

當
五
魁

暑

人
民
亂

二
羣

道
亂

三
電

觀

四
者
人
心
憂
怖
亂

五
耄

法
亂

(謙

耋

と
、
佛
入
滅
の
後
に
展
開
さ
れ
る
五
亂
世

の
名
を
か
か
げ
、
さ
ら
に
續

い
て
か
か
る
五
亂
世
に
お
け
る
四
部
弟
子

に
つ
い
て

當
爾
之
時
四
輩
弟
子
用
法

云
何
能
獲
度
世
不

佛
告
慧
法

當
爾
之
時
四
部
弟
子

皆
志
弱
戒
羸

不
守
根
門
放
咨
六
情

散
心
亂

意
雜
學
外
經

口
腹
辭
煩

心
穢
行
貧
競
求
華
名

色
色
相
途

冨
冨
相
從

澄
澄
行
安

心
不
存
道
口
説
雜
語

衆
欲
迷
心
衆
熊
自

隨

言
行
相
違

死
詣
太
山
宮

罪
福
已
定

將
欲
自
悔
不
肯
聽
之

入
三
塗
者
衆

獲
人
者
少

(同
左
)

と
言
う
よ
う
に
、

「
入
三
塗
者
多
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
卷
下
に

佛
膏
口

末
世
奉
道
人
戒
持
律
者
少

慢
法
者
多

五
亂
之
世
與
福
大
難
多
有
魔
事

大
幅
有
三
難

何
等
三

一
者
發
意
欲
作
沙
門
難

二
護

立
塔
寺
難

三
護

無
樊

纏

遮
簔

難

是
爲
三
難

是
三
毒

多
有
魔
事

(猷
驪

ぜ

と
膏
口
い
、
佛
入
滅
後
の
五
亂
世
を
末
世
と
表
現
し
、
末
世
な
る
が
故
に
幅
を
行
ず
る
に
も
魔
と
い
う
障
礙
の
つ
き
ま
と
う
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る

。

福

を

行

じ
罪

を

の

ぞ

こ
う

と
す

る
も

の

に
と

つ
て
、

實

に
な

げ

か

わ

し

い
現

實

i

末

世

な

る

こ
と

を

意

識

せ

し

む

る
。

シ
ナ
佛
教
に
お
け
る
危
機
觀

五
九



六
〇

こ

の

よ
う

に
南

北

朝

末

期

、

お

そ

く

と

も

隋
初

に
成

立

し

た

疑

僞
經

典

の

な

か
、

經

名
自

身

に
像

法

を

標

榜

す

る

『
像

法

決

疑

經

』

を

始

め
、

『
最

妙

勝

定

經

』

や

『
佛

説

決

罪

輻
經

』

等

、

す

べ

て
法

滅

の
相

に
關

説

し

な

い
も

の

は
な

い

の
で

あ

る

。

こ
の

こ
と

は

、
當

時

の

疑

僞

經

典

編

纂

者

た
ち

の
教

團

内

部

の
現

状

に
封

す

る

た
え

ざ

る

注

覗

は
、

つ

い

に
現
實

の
世

を
像

法

の
世

と
剿

じ

、

亦

佛
滅

後

千

年

を

既

に

經

過

し

た
時

代

と

い
う

意

識

を

一
層

た

か

め

た

こ
と

で
あ

つ
た
。

こ

こ

に
像

法

の
世

と

言

い
、

佛

入

滅
後

千

年

を
經

過

し

た
時

代
と

言

い
、

五
濁

の
世

と
言

い
、

そ

の
表

現

を

こ
そ

異

に
す

る

が

、

す

べ

て

現
實

を
法

滅

の
時

代

と

う
け

と

つ
て

い
た

こ
と

が

知

ら

れ

る

。

し

か

し

法

滅

の
相

を

露

呈

し

つ

つ
あ

る
佛

教

教

團

人

に
封

し

て
、

か

か

る

時

代

で

あ

る

が
故

に
特

に
實

踐

す

べ
き

修

行

を

張

調

す

る

こ
と

に
よ

つ
て
、

こ

の
危

機

を

の
り

こ
え

ん

こ
と

を

意

圖

し

て
、

疑

僞

經

典

の
編
纂

に
あ

た

つ
た
編

纂

者

た

ち

の
、

傳

道

・
護

法

に

封
す

る
熱

烈

な

息

吹

を

感

じ

と

る

こ

と
が

出

來

る

の

で
あ

る
。

①

『
法
滅
盡
經
』

の
傳
譯
な
ど
に
つ
い
て
は
、
撫

尾
正
信
氏
が

『
法
滅
盡
經

に
つ
い
て
』

(『
佐
賀
龍

谷
論
叢
」
創

卷
號
所
收
)

の
な
か
で
詳

し
く
論

じ
て

い
る
。

②

僭
砧

は

『
釋
迦
譜
』
卷
第
五
、
「
釋
迦
法
滅
盡
相
記
」

を
結

ぶ
に
あ
た

つ
て
、

砧
定
以
方
等
固
知
三
寳
常
住

常
住
之
法
理
無
興
滅

興
滅
之
來
乃
世
縁
業
耳

農
離
西
隱
不
害
千
光
之
恒
明
也

と
、

み
つ
か
ら
の
法
滅
觀
を
記
述

し
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
る

と
法
自
身

に
は
興
滅
が
な
い
が
、

「
世
縁
業
」
に
よ
つ
て
法
の
興
滅

の
あ

る
こ
と
を
指

摘

し
て
い
る
。

か
か
る

「
世
縁
業
」
が
經

典
所
読

の
法
滅
盡
相
に
關

心
を
拂
わ
す
の
で
あ

る
。

③

「
善
男
子

我
念
成
佛
皆
因
曠
劫
行
檀
那
布
施

濟
濟
貧
窮
厄
衆
生

十
方
諸
佛
亦
從
布
施
而
得
成
佛

是
故
我
於
處
處
經
中
説
六
波
羅
蜜
皆
從
布
施

以
爲
初
首
」

(-K
正
藏

8
5

13
3
6

b
)

「
善
男
子

此

布
施
法
門

三
世
諸
佛
所
共
敬
重

是
故
四
攝
法
中
財
攝

最
勝
」
)
大
正
藏

8
5

13
3
6
b
-
c)

「
當
爾
之
時
悲
心
布
施
貧
窮
孤
老

一
切
苦
厄
乃
至
蟻
子
其
幅
最
勝

善

男
子
我
若
麕
説
布
施

孤
窮
病
苦
功
徳
窮
劫
不
盡

浬
槃
時
至
爲
汝
略
詭
」

(
大
正
藏

○。
α

Hω
ω
○。

Q
)

「
布
施
時

不
觀
輻
田
及
非
輻
田

若

見
貧
苦
衆
生
悉
皆
施
與

行
布
施
時
應
作
是
觀

不
見
受
者

不
見
施
者

財
物
亦
爾

三
事
倶
空
夲
等
無

著

何
以
故

一
切
諸
法
無
我
我
所
行

施
之
時

不
望
現
報

不
望
未
來
入
天
樂

但
爲
衆
生
求
大
菩

提

爲
欲
安
樂
無
量
衆

生
故
而
行
布
施

爲
欲



攝
取
諸
悪
衆
生

令
善
法
而
行
布
施
」
(大

正
藏

○。
α
磊
G。。。

び
)

と
言

つ
て
い
る
の
に
よ
つ
て
、

こ
の

『
像
法
決
疑
經
」

が
布
施

を
説
く
經

曲
ハ
で
あ

る
こ
と
が
知

ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

④

旅
順
博
物
館
所
藏

の

『
最
妙
定
勝
經

一
卷

(
敦
煌
出

土
本
)
を
關
口
慈
光
教
授
が
そ

の
全
文
と
そ
の
解
題
を

「
石
井

教
授

遐
暦
記
念
佛
教
論
攷
」

に
發

表
し
て

い
る
。

⑤

『衆

經
目
録
」
卷
第

二

「、衆
經
疑
惑
」

二
十
九
部

三
十

一
卷

の
な
か
に

「
最
妙
勝
定
經
」

一
卷

を
録
し

(
大
正
藏

㎝
q
H
ω
c。

国
)
を
録
し
、

夊
彦
僚
編

『衆
經

目
録
』
卷
第
四

「
疑
僞
」

二
百
九
部
四
九

一
卷
中

に
こ
の
經
名

(
一
卷
)

(大

正
藏

α
ω
ミ
ω

鋤
)

を
録

し
、

靜
泰

撰

『衆

經
目
録
」

卷
第
四

「
衆

經
疑
惑
」

二
十
九
部

三
十

一
卷
中

に
經
名
出

し

(-K
正
r

5
5
2
1
2
a
)
、
明
倫

編
の

『
大
周
刊
定
衆
經
目
録
』
卷
第
十

一

「
大
小
乘
失
譯
經
」
四

百

二
十
四
部
六
百
三
十
六
卷
の
中

に
こ
の
經
典

を
入
れ
て
い
る
外
、

『
同
」
卷
第
十
三

「
見
定
流
行
入
藏

録
卷
上
」

の
な

か
に
お
さ
め
て
い
る

(
大
正

'
5
5
4
6
5

b
)
°
智
昇
編

『
開

元
釋
教
録
」
卷
第
十

八

「
疑
惑
再
詳
録
」

に
こ
の
經
名

を
出

し
、
「
與
最
妙
初
教
經
文
勢
相
似

一
眞

一
僞
亦
將
未
可
」

と
割
註
を
ほ
ど
こ
し
、

さ
ら
に
同
卷

に

「
右
阿
含
經
下
八
十
六
部
百
四
十

一
卷

隋
開
皇
十
四
年
勅
沙
門
法
經
等
所

撰
衆
經
録
云

並
名
號
乖
眞

或

首
掠

金
言

而
未
申
謠
讖

或
初
論
世
術
後
託
法
詞

或
引
陰
吉
凶

或
明
脚
鬼
鍋
輻

諸
如
此
比
僞
妄
灼
然

分
宜
秘
寢
以
救
世
患
」

(
大
正
藏

5
5
6
7
6

c
)

と
言

い
、

さ
ら
に
同
卷
第

二
十
に
は

「
淨
度
經
下
十
部

一
十

五
卷

並
是
古
舊
録
中
僞
疑
之
經

周
録
雖
編
入
正
丈

理
並
渉
人
謀
故
此
録

中
除
之
不
載
」

と
言

つ
て
い
る
が
、
こ
の
十
部
十

五
卷
中
に
こ
の
經
典
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
特

に
入
藏

か
ら

は
ず
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑥

『
燉
煌
出
土

「
最
妙
勝
定
經
」
考
」

(『
石
井
教
授
畏
暦
記
念
佛
教
論
攷
」ー

『
淨
土
學
」
第

二
十
一
丁

三
輯
ー

嶺
①-
-17
0
)
,

⑦

百
年

に
ず

つ
に
區

切
る
經
典

に
、
『
阿
難
七
夢
經
』
(
入
滅
後

七
百
年

ま
で
を
七
等
分
ー

大
正
藏

ば

δ
c。)
『
摩
訶
摩
耶
經
」
(
大
正
藏

崑

HO
Oω
7

。)
『
禪
秘
要
法
經
」
(
大
正
藏

1
5
2
6
9
b
-
c)

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ

の
他

『仁

王
經
』

の
八
十
、

八
百
、

八
千
年
説
、

『
阿
難
七
夢
經
』

の

三
百
爺
論
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧

『
出
三
藏

記
集
』
卷
第
五
、
新
集
疑
經
僞

撰
雜
録
第

三
に
、
『
比
丘
應
供
法
行
經
』

一
卷
以
下
十

二
部

の
經
名

を
列
記
す
る
な
か
、

そ
の
第

四

番

目

に

『
決
定
罪

幅
經
』

一
卷

(
大
正
藏

芻

ω
り

。
)

を
出

し
て
い
る
。

こ
れ
ら
十

二
部
の
經
典

に
つ
い
て
、

「
右
十

二
部
經
記

或
義
理
乖
背

或
文
偈
淺

鄙

故
人
疑
録

庶
耘
蕪
積
以
顯
法
寳

」

(同
上
)

と
云

つ
て
い
る
。
法
經
等
撰

『
衆
經
目
録
』
卷
第

四
、
「
衆
經
疑
惑
」
の
な
か
に

『
決
罪
輻
經
』

一

卷
を
あ
げ

『
一
名
惠
法
經
」

と
割
註

を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。

(
大
正
藏

5
5

13
8

a
)

⑨

魔

に

つ
い
て
梁
代
の
涅
槃
宗
學
匠

は

『
大
般
涅
槃
經
集
解
』
卷
第
十
七

(
分
邪
正
品
)

(
大
正
藏

ω
刈
蒔
濠

。
)

に
お
い
て
、
僣
亮

は

「
若
具
四
顧
倒

師
四
魔
也
」

と
言

い
、
僭
宗

は

「
四
魔
者

魔
經

魔
律

魔
師
及
魔
弟
子
也
」
と
言
い
、
夊

さ
ら

に
魔

は
形
亂

と
説
亂

の
二
事
を
も
つ
て
法
を
亂
す

こ
と
を
説
い
て
い
る
。

シ
ナ
佛
珊教
に
お
け
る
危
機
觀

六

一



六
二

⑩

『
衆
經
目
録
』
卷
第

二
に
、
衆
經
僞
妄

と
し
て
八
十
部

二
百
十
七
卷
を
あ
げ
る
な

か
、
『
五
濁
悪
世
經
』

一
卷

(-K
正
藏

5
5

12
7

a
)

を

あ

げ
、

又

『
同
』
卷
第

四

衆
經
疑
惑

の
な
か
に

『
五
濁
經
」

一
卷

(
大
正
藏

5
5
1
3
8

a
)

を
あ
げ
て
い
る
。

〔
文
部
省
科
學
研
究
費
に
よ
る
總
ム
ロ
研
究

の
成
果
の

一
部

で
あ
る
〕


