
安

楽

集

と

偽

経

佐

藤

健

は

じ

め

に

中
国
の
仏
教
は
紀
元
前
後
に
、
イ
ン
ド

・
西
域
か
ら
伝
え
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
二
千
年
に
わ
た
っ
て
、
仏
教
は
中
国
人
の
宗
教
と
し

て
、
多
く
の
人
々
の
精
神
生
活

の
糧
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
仏
教
が
中
国
人
の
宗
教
と
し
て
、
中
国
仏
教
と
な
る
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
あ
っ
て
、
か
ん
た
ん
に
定
着
し
た
の

で
は
な
い
。
西
晋
の
末
期
ま
で
の
約
三
百
年
間
は
、
仏
教
が
イ
ン
テ
リ
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
。
こ
の
間

は
お
そ
ら
く
西
域

の
帰
化
人
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ

の
理
由
は
種
々
あ
ろ
う
が
、
一
つ
は
中
国
に
は
世
界
に
冠
た
る
孔
孟
の
教
え
、
儒
教
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
、
も
う

一
つ

は
中
華
意
識
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
中
華
意
識
を
打
ち
破
る

一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は

「永
嘉

の
乱
」
で
あ
る
。
永
嘉
の
乱
は
中
国

が
夷
狄
に
征
服
さ
れ
る
最
初

の
経
験
で
あ
る
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て

「夷
狄
の
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
も
中
国

に
急
速
に
広
ま
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
彼
ら
は
儒
教

で
は
解
決
が
で
き
な
か
っ
た
幸
福
の
問
題
を
仏
教
の
「
三
世
報
応
」
の
思
想

に
見
出
し
、
一
度

死
ん

で
も
、
ま
た
生
き
ら
れ
る
〈
現
世
は
楽
し
い
も
の
で
あ
る
〉
不
老
長
生
と
い
う
展
開
を
も

っ
て
、
大
き
な
救

い
と
し
た
の
で
あ
る
。

安
楽
集
と
偽
経

七
九



八
〇

道
綽
の

『安
楽
集
』
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

『無
量
寿
経
』、
『
観
経
』、
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
っ
た
経
典
に
と
く
、
浄
土
往
生
を
す
す

め
る
書
物
で
あ
る
。
こ
の
浄
土
思
想
の
起
源
は
イ
ン
ド
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
思
想
が
気
候

・
風
土
を
異

に
し
、
民
族
を
異
に
㌔
、
さ

ら

に
文
化
を
異
に
す
る
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
こ
に
当
然
衝
突
と
、
妥
協
と
、
調
和

の
世
界
が
展
開
さ

れ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
点
か
ら
、
中
国

に
展
開
し
た
浄
土
思
想
を

『安
楽
集
』
に
引
用
す
る
偽
経
を
て
が
か
り
と
し
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

e

安

楽
集

の
性

格

道
綽
の
あ
ら
わ
し
た

『
安
楽
集
』
が
、
い
か
な
る
性
格
の
書
物
で
あ
る
か
を

一
言
で
い
う
の
は
む
つ
か
し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
山
西

の
僻
地
、
貧
農
地
帯

で
あ
る
彼

の
郷
土
の
無
知
な
人
々
に
、
西
方
浄
土
往
生
の
信
仰
を
す
す
め
る
た
め
、
と
く
に

『
観
無
量
寿
経
』
の

講
義
説
法
を
集
録
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

彼
は
冒
頭
に

「
こ
の
安
楽
集

一
部

の
う
ち
に
総
じ
て
十
二
の
大
門
あ
り
。
み
な
経
論
を
ひ
き
て
証
明
し
て
信

を
す

す

め
往
を
も
と

む
。」

(浄
全

一
、
六
七
三
、
上
)
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
浄
土
往
生
を
す
す
め
る
こ
ど
が
目
的

で
、
必
ず
し
も

『観

経
』
の
講
説
、
註
釈
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
事
実
、
彼
は

『観
経
』
を
経
証
と
し
て
用

い
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
こ
と

か
ら
し
て
も
そ
う
い
え
る
。

な
ぜ
な
ら
ぼ

『
観
経
』
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、

『観
経
』
の
経
文
を
経
証
と
す
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ

な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
書
物
を

『観
経
』

の
講
説
を
集
録
し
た
も

の
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
道
宣
が
彼
の
帰
浄
後
を

記

し
て
、

「西
方

の
霊
相
を
覩
る
こ
と
、
繁
縟
陳

べ
難
し
。
此
に
由

っ
て
、
盛
徳
日
に
増
し
、
栄
誉
遠
く
及
ぶ
。
道

俗
子
女
の
赴
く
者
、



み

山
に
弥

つ
。
恒
に
無
量
寿
観

(経
)
を
講
じ
て
将

に
二
百
遍
な
ら
ん
と
す
。
自
他
を
導
悟
し
て
用

っ
て
資
神
の
宅
と
為
す
な
り
。」
ど
の

O

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
観
経
』
講
説
の
集
録
書
が
あ

っ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
い
う
推
測
に
よ
る
。
さ
ら
に
、

彼
み
ず
か
ら
、

「
今

こ
の
観
経
は
人
法
に
つ
い
て
名
と
す
。
仏
は
こ
れ
人
の
名
、
説
観
無
量
寿
と
い
う
は
こ
れ
法
の
名
な
り
。
」
(浄
全
一
、
六
七
三
、
上
)と
い

い
、
「
こ
の
観
経
は
五
種
の
説

の
う
ち
世
尊

の
自
説
な
り
。
」
(同
上
)
と
い
い
、
ま
た

「今
こ
の
観
経
は
観
仏
三
昧
を
も

っ
て
宗
ど
す
。」

(浄
全

一
、
六
七
五
、
上
)
と
い
っ
た

一
連
の
表
現
よ
り
、
『観
経
』
の
註
釈
書
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

い
う
ま
で
も
な
く
、
当
時

つ
ぎ
つ
ぎ
と
あ
ら
わ
さ
れ
た
天
台
智
顎
、
三
論
吉
蔵
、
地
論
慧
遠
、
浄
土
善
導
な
ど
の

『観
経
疏
』
と
は
お

③

よ
そ
趣
を
異
に
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
道
綽
は

『
観
無
量
寿
経
』
に
注
目
し
、
こ
の
経
を

「時

に
約
し
、
機
に
こ
う
む
ら
し
め
て
、

す
す

め
て
浄
土
に
.帰
せ
し
む
。」
(浄
全

一
、
六
七
三
、
上
)
と
い
う
、
彼

の
時
機
相
応
の
教
法
と
見
定
め
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

『観
無
量
寿
経
』
が
と
く
に
さ
か
ん
に
講
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
北
魏
後
期
、

曇
鸞

の
時
代
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
頃
か
ら
無

量
寿
仏
信
仰
が
と
く
に
勃
興
す
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
華
北
人
民
の
礼
拝
対
象

の
変
化
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
前

の
造
像
銘
が
過
去
の
釈
迦
牟
尼
仏
、
そ
し
て
そ
の
後
継
者
と
し
て
の
未
来
出
現
の
弥
勒
仏
が
多
い
の
に
対
し
、
北
魏
後
期
に
な
る
と
現

③

在
仏

と
し
て
の
無
量
寿
仏
お
よ
び
脇
侍

の
観
世
音
菩
薩
に
集
中
し
て
く
る
と
い
う
。
そ
し
て
道
綽
が
信
仰
の
対
象
と
し
た
の
も
今
現
在

の
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
た
。

さ
て
彼

の
浄
土
信
仰
の
確
立
は
、
今
は
な
き
曇
鸞
の
人
格
を
、
そ
の
碑
文
の
う
え
に
ふ
れ
、
曇
鸞
の
著
述
と
そ
の
実
践
行
を
学
ぶ
こ

と
に
よ
っ
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
彼
自
身
が
直
面
し
、
体
験
し
た
人
生
の
苦
悩
、
そ
の
社
会
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
戦

争
、
亡
国
、
廃
仏
下
に
流
浪
し
た
彼
は
、
社
会

の
底
辺
に
ひ
た
む
き
に
苦
悩
し
、
生
き
て
い
る
無
知
な
庶
民
、
難
民
の
友

と
な

④

り
師
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
塚
本
善
隆
氏
は
曇
鸞
と
道
綽
を
対
比
し
て

「曇
鸞
の
浄
土
思
想
が
、
竜
樹
-
羅
什
ー
僧

肇
と
つ
づ
い
た
、

安
楽
集
と
偽
経

八
一



八
二

稀
有
な
学
匠
、
思
想
家

の
空
観

の
哲
学

の
上
に
、
そ
し
て
竜
樹

・
世
親

の
イ
ン
ド
大
乗

の
二
大
学
者
を
浄
土
信
仰
者
と
確
信
し
て
こ
れ

ら
の
権
威
あ
る
人
々
の
教
義
と
信
仰
を

一
連
に
統

一
し
た
上
に
説
か
れ
た
の
に
対
し
て
、
道
綽
は
、
庶
民
の
生
活
、
そ

の
無
知
貧
困
、

罪
悪

の
生
活
に
ま
で
み
ず
か
ら
降
り
て
き
、
と
も
ど
も
に
同
じ
場
に
立

っ
て
語
り
合
う
浄
土
信
仰
に
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
庶
民
が
具

体
的

に
大
慈
悲
主
と
帰
依
し
す
が
る
魯
櫓

の
人
格
的
ア
ミ
ダ
仏
を
押
し
だ
し
、
そ
の
美
し
い
西
方
め
楽
土
に
、
ひ
た
す
ら
往
生
を
願
求

し
て
・
甓

の
子
供
耄

誘

っ
て
称
名
念
仏
の
護

行
に
つ
と
め
遡
・L
と
の
べ
て
い
る
・
そ
し
て
さ
ら
に

「道
綽
の
浄

土
教
の
理
蟹

は
、
彼

の
浄
土
教
信
仰

へ
の
回
心
ま
で
の
具
体
的
な
生
活
苦
の
人
生
歴
程
と
、
そ
の
生
活
し
た
社
会
の
苦
難
の
大
衆
生
活
を
理
解
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
苦
難

の
社
会
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
道
綽
の
安
易
に
説
か
れ
た
浄
土
信
仰
も
、
合
理
的
批
判
精
神
の
洗
礼
を
受
け
て

　

き
た
現
代
人
か
ら
は
、
浮
き
上
が

っ
た
も
の
と
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。」

と
提
言
し
て
い
る
。

近
代
の
批
判
精
神
を
う
け
な
く
て

も
、

す
で
に
著
述
の
直
後
、
迦
才
は

「
そ
の
文
義
参
雑
し
て
、

章
品
混
淆
す
。」

(正
蔵
、
四
七
、
八
三
、
b
)
と
批
判
の
目
を
む
け
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
道
綽
は
決
し
て
学
解
理
論
を
中
心
と
す
る
仏
教
学
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
庶
民
宣
教
者
と
で
も
い
え
る
人
物

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
彼

の
姿
勢
は
当
然
彼

の
著
述

の
上
に
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
彼
に
は
、
教
義
の
建
設
と
い
う
創
造
的
な
面
が
な
か

っ
た
か
と
い
う
と
、
ま

っ
た
く
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え

ば
聖
浄
の
二
門
を
分
判
し
、
今
時
の
衆
生
は
聖
道
を
す
て
、
浄
土
門
の
み
通
入
す
る
こ
と
の
で
き
る
教
法
で
あ
る
と
い

っ
た
主
張
は
、

ま
さ

に
彼

の
創
意
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
概
し
て
い
え
ば
、
竜
樹
、
世
親
、
曇
鸞
と
い
っ
た
思
想
家
の
教
義
を
継
承
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
は
自
身

の
考
え
を
権
威
あ
る
学
説
に
て
象

禁

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
積
欝

な
思
想
の
展
開
を
は
か
る
も
の
で
は
な
か

っ
た

と
い
え
る
。
あ
え
て
い
え
ば
曇
鸞
と
道
綽
を
分

つ
も
の
は
、
末
法
史
観

の
導
入
で
あ
ろ
う
。

道
綽
は
、

『正
法
念
経
』

と

『
大
集
月
蔵

経
』

と
を
引
い
て
、
仏
教
の
修
行
に
は
そ
の
時
が
い
か
な
る
時
で
あ
る
か
を
観
察
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
こ
の
用
意
を
欠
く
と
き



は
ま

っ
た
く
無
益
と
な
る
こ
と
を
明
し
、
と
く
に

『
大
集
月
蔵
経
』
に
よ
っ
て
、
「
今
の
と
き
の
衆
生
を
は
か
る
に
、
す

な
わ
ち
仏
、
世

を
さ

っ
て
の
ち
の
第
四
の
五
百
年
に
あ
た
れ
り
。」

(浄
全
一
、
六
七
四
、
上
)
と
力
説
し
た
。
そ
し
て
第
五
の
五
百
年
に
は
、
白
法
隠
滞

し
て
多
く
諍
訟
が
起
る
が
、
今
の
第
四
の
五
百
年
に
お
い
て
は
、
修
福
懺
悔
の
功
が
仏
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
と
説

く
。
彼
に
は
や

が
て
お
と
ず
れ
る
で
あ
ろ
う
第
五
の
五
百
年
に
対
す
る
危
機
感
が
濃
厚
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
曇
鸞
は
単

に

「無
仏

の
時
」
(浄
全

一
、

一二

九
、
上
)
と
い
っ
た
。
彼
は
無
仏

の
時
が
は
た
し
て
好
時
よ
り
悪
時

へ
向

っ
て
し
だ
い
に
堕
落
す
る
か
ど
う

か
と

い
う
意
識
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま

『大
集
月
蔵
経
』
に
よ
れ
ば
、
仏
滅
度
の
後
、
第

一
の
五
百
年
は
智
慧
堅
固
で
あ
り
、
第
二

の
五
百
年
は
禅

定
堅
固
で
あ
る
が
、
第
三
の
五
百
年
に
は
多
聞
堅
固
と
な
り
、
第
四
の
五
百
年
は
修
福
堅
固
と
な

っ
て
、
第
五
の
五
百
年
に
は
つ
い
に

白
法
隠
滞
し
て
し
ま
う
ど
い
う
。
仏
の
入
滅
を
去
る
こ
と
久
し
く
な
る
に
し
た
が

っ
て
、
機
は

一
向
に
下
劣
と
な
る
ほ
か
な
い
か
ら
、

修
行

は

一
と
き
も
懈
怠
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
第
四
の
五
百
年
と
い
う
経
文
に
悲
壮
な
叫

び
を
あ
げ
た

の
は
決
し
て
偶
然
で

は
な

い
。
自
身

の
修
行
得
脱
と
い
う
根
本
的
立
場
が
不
可
避
的
に
そ
こ
へ
帰
結
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
彼
は

「
も
し
聖
を
去
る
こ
と
ち

か
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
ま
え
の
も
の
定
を
修
し
、
慧
を
修
す
れ
ぼ
こ
れ
そ
の
正
学
な
り
、
の
ち
の
も
の
は
こ
れ
兼
な
り
。
も
し
聖
を
さ

る
こ
と
す
で
に
と
お
け
れ
ば
、

す
な
わ
ち
の
ち
の
も
の
名
を
称
う
る
は
こ
れ
正
な
り
、

ま
え
の
も
の
は
こ
れ
兼
な
り
。」

(浄
全

一
、
六

七
四
、
上
)
と
の
べ
、
そ
れ
は

「
ま
こ
と
に
衆
生
聖
を
さ
る
こ
と
遙
遠
に
、)
て
、
機
解
浮
浅
、
暗
鈍
な
る
。
」
(同
上
)
か
ら
で
あ
る
と
い

う
。
そ
こ
に
は
時

の
漸
降
に
対
す
る
痛
切
な
自
覚
と
、
機
が
時
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
不
動
の
信
念
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

那
連
提
耶
舎
が
鄰
都
に
お
い
て

『
大
集
月
蔵
経
』

を
訳
出
し
た
の
は
天
統
二
年

(五
六
六
)
と
い
う
。

道
綽
五
歳
の
と
き
で
あ
る
。

釈
尊
滅
後
五
〇
〇
年
間
は
正
法
、

つ
い
で

一
〇
〇
〇
年
が
像
法
時
代
、
そ
れ
以
後
は
末
法
時
代
で
あ
り
、
仏
法
は
お
と
ろ
え
、
人
間
も

社
会

も
悪
く
な
る
と
い
う
。
当
時
、
北
斉
天
保
三
年

(五
五
二
)
が
末
法
第

一
年
ど
信

じ
ら

れ
た
。
相

つ
い
で
お
こ
る
戦
乱
、
亡
国
、

安
楽
集
と
偽
経

八
三



八
四

北
周
武
帝
の
廃
仏
、
天
地
異
変
は
、
道
綽
を
し
て
ま
さ
に
末
法
到
来
と
い
う
実
感
を
い
だ
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼

は
こ
の
末
世
の
到

来
を
自
身
の
信
仰
の
す
す
め
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
末
法
の
世
、
そ
こ
に
お
け
る
人
間
は
い
ず
れ
も
破
戒
無
慚
の
徒

で
あ
る
。
ど
う

し
て
こ
の
よ
う
な
罪
悪
深
重
な
人
間
が
、
自
力
に
よ

っ
て
救
わ
れ
よ
う
か
。
他
力
、
阿
弥
陀
仏

の
助
け
に
よ
っ
て
往

生
す
る
こ
と
だ
け

が
、

こ
の
末
法
の
世
に
生
き
る
人
問
に
の
こ
さ
れ
た
唯

一
の
道
で
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
た
末
世
史
観
を
自
身
の
信
仰

に
利
用
す
る
と

い
う

の
は
、
三
階
教
の
信
行

(五
四
〇
1
五
九
四
)
に
影
響
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
信
行
は
機
と
処
と
時
と
の
相
関

を
認
め
、
衆
生

に
つ
い
て
は
利
根
の
空
見
有
見
の
衆
生
と
い
い
、
処
に
つ
い
て
は
娑
婆
世
界
処
も
し
く
は
五
濁
諸
悪
世
界
処
と
い
い
、
時
に
つ
い
て
は

仏
滅
度

一
千
年
已
後
と
い
っ
た
。
信
行
も
同
じ
く

『
大
集
月
蔵
経
』
に
よ

っ
て
い
る
が
、
道
綽

の
方
が
時
代
観
は
よ
り
急
迫
し
て
い
た

よ
う

で
あ
る
。

さ

て
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
道
綽
が
い
か
に
今
の
衆
生
の
機
と
そ
の
時
代
に
注
意
を
そ
そ
い
で
い
る
か
を
の
べ
た
。
す
で
に
第
四

の
五
百
年
に
突
入
し
た
と
い
う
危
機
感
は
、
も
は
や
定
慧
を
修
す
べ
き
機
根
で
は
な
い
と
自
覚
す
る
に
至

っ
た
。
そ
の
こ
と
は
主
体
的

に
は
機
解
浮
浅
に
し
て
暗
鈍
な
る
自
己
の
自
覚
で
あ
り
、
罪
悪
生
死
な
る
自
己
の
体
験
で
あ
る
。
し
か
も
末
法
史
観

を
説
く

『大
集
月

蔵
経
』
の
説
示
は
ま
す
ま
す
彼
の
自
覚
を
深
め
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
彼
は
こ
の
罪
悪
な
凡
夫
の
実
相
を
、
お
よ
そ
救
済
か

ら
無
縁
な
貧
し
い
庶
民
の
う
え
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
め
ま
ぐ
る
し
く
動
く
社
会

の
底
辺
で
ひ
た
む
き
に
生
き
る
無
知
な
人
々
も
当

然
救

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仏
法
を
彼
は
浄
土
教
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
は
か
ら

い
を
捨
て
て
、

た
だ
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
す
が
る
と
い
う
他
力
の
教
え
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
機
が
時
に
制
約
さ
れ
る
と
す
れ
ぼ
、
必
然
的
に
こ
れ
に
か
な

っ
た
法
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
に
し
て
見
出
さ
れ
る

べ
き
か
。
道
綽
は
自
己
の
分
別
を
も

っ
て
判
断
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
さ
き
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
十
二



の
大
門
か
ら
な
る

『安
楽
集
』
は
、
、彼
自
身
が
い
う
よ
う
に
、
す
べ
て
経
論
を
引
い
て
証
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
横
超

慧
日
氏
は

「経

論
よ
り
抄
出
せ
る
諸
文
を
類
集
し
た
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
自
見
を
交
え
な
い
。
ま
ま
存
す
る
道
綽
の
語
は
、
経
論
所
説

の
範
囲
内
で
自
己
の
修
行
と
い
う
見
地
か
ら
感
受
し
た
所
の
も
の
を
再
説
し
て
い
る
に
外
な
ら
ず
、
み
ず
か
ら
の
分
別

を
基
準
に
し
て

0

仏
教
を
再
組
織
せ
ん
と
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
」

と
い
う
。

こ
の
態
度
は
彼
が
自
己
の
分
別
を
も

っ
て
判
断
す
る

こ
と
を
せ
ず
、

あ
く
ま
で
仏
意
に
随
順
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
信
行
に
も
み
ら
れ
、
日
本
に
伝
わ

っ
た

『
三
階
仏
法
』
第

四
巻

の
巻
末
に

「
又
明
す
、
こ
の

一
巻
の
人
集
録
の
経
文
の
内
、
唯
、
減
五
十
字
が
こ
れ
人
語
な
る
を
除
い
て
已
外
、
余

は
皆
悉
く
普
く

⑧

こ
れ
経
文
な
り
。
或
は
人
語
の
経
説
を
引
く
者
あ
り
、
或
は
唯
だ
こ
れ
経
文
の
説
な
る
者
あ
り
。」

と
の
べ
て
い
る
。

こ
の
点
も
三
階

教
と
道
綽
の
浄
土
教
が
共
通
す
る
点
で
あ
る
。
曇
鸞
、
善
導
が
特
定
の
経
論
に
注
目
し
た
の
に
対
し
、
道
綽
は
広
く
経
論
の
説
示
に
よ

っ
て
信
仰
を
立
証
し
た
と
い
う
ち
が
い
は
あ
る
が
、
自
己
の
分
別
を
基
準
と
し
て
論
じ
る
と
い
う
の
で
な
い
点
は

一
致

す
る
。
し
か
し

こ
れ
は
彼
ら
の
主
観
よ
り
み
て
そ
う
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
こ

の
こ

と
は
後

に

の
べ
る
で
あ
ろ

㌻つ

。
こ

こ

で
明

ら

か

に

し

て
お

き

た

い
こ

と

は

、

道

綽

も

信

行

も

『
涅
槃

経
』

の
説

く

コ

切

の
衆

生

に

は

こ

と

ご

と

く
仏

性

あ

り
。
」

と

い
う

教

説

に

つ
よ

く

さ

さ

え

ら

れ

て

い
る

と

い
う

こ

と

で

あ

る

。
末

法

で

あ

り
、

罪

悪

生
死

の
凡

夫

で

あ

る

か
ら

こ

そ
、

こ

の

一
切

衆

生

に
仏

性

あ

り

と

い
う
説

示

が

力

強

く

う

か

び

あ

が

っ
て

く

る

の

で

あ

る

。
道

綽

も

信

行

も

こ

の
現

実

の
自

己

と
仏

説

と

の
矛
盾

を

い

か

に
解

決

す

る

か

に
重

点

を

お

い
た

。

道

綽

は

「
一
切
衆

生

に

み

な
仏

性

あ

り

。
遠

劫

よ

り

こ

の

か

た
、

ま

さ

に

多

仏

に
あ

う

べ

し

。

な

に

に

よ

っ
て

か
今

に

い
た

る

ま

で
、

な

お

生
死

に
輪

廻

し

て
火

宅

を

い

で

ざ

る

や
。
」

(浄
全

一
、
六
九
二
、
下
)

と

い

い
、

「
諸

仏

の
大

慈

、

す

す

め

て
浄

土

に
帰

せ

し

む

。

(中
略
)
な

ん

ぞ

思
・量

せ
ず

し

て
す

べ
て
去

く
心

な

き

や
。
」

(浄
全

一
、
六
九
三
、
上
)
と

の

安
楽
集

と
偽
経

八
五



八
六

べ
、
信
行
も

『涅
槃
経
』
に
よ
り
、

コ

切
衆
生
悉
く
仏
性
あ
り
。
さ
れ
ぼ
罪
悪
人
も
す
べ
て
将
来
仏
よ
、
仏
性
仏
よ
と
お
が
ま
れ
る

⑨

べ
き
人
格
だ
。
」

と
主
張
す
る
と
い
う
。

浄
土
教
と
三
階
教
と
は
そ
の
結
果
に
お
い
て
大
き
く
分

か
れ

る
の
で
あ
る
。

一
方
は
阿
弥

陀

一
仏

の
本
願
力
に
た
よ
る

「専
修
行
」
と
な
り
、
他
の

一
方
は
、
た
だ
普
く
す

べ
て
の
人
格
の
尊
厳
を
敬
い
、
普
く
他

の
た
あ
に
奉

仕
せ
よ
と
い
う

「普
法
」

の
仏
教
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
と
も
に
末
法
時
に
生
ま
れ
た
罪
悪
の
凡
夫
は
、
み
ず
か
ら
の
は
か
ら

い
を
す
て
、

い
ず
れ
の
経
も
仏

の
教
示
で
あ
る
ど
信
順
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
も
は
や
聖
者
に
な
る
こ
と
の
望
み
な
し
と
絶
望
の

底

に
お
ち
た
彼
ら
も
、

『涅
槃
経
』
の

「
一
切
衆
生
に
仏
性
あ
り
」
の
仏
教
の
強
力
な
地
盤
の
上
に
、

新
し
い
さ
と
り

へ
の
道
を
す
す

ん
だ

の
で
あ
る
。
信
行
は

『涅
槃
経
』

の
悉
有
仏
性
思
想
を
追
求
し
、
普
仏
普
法
に
到
達
し
、

一
方
道
綽
は

『
涅
槃
経
』

の
仏

の
大
慈

悲
の
精
神

に
着
眼
し
た
た
め
に
念
仏
往
生

へ
展
開
し
た
と
い
え
る
。

口

偽
経

に

つ
い
て

道
端
良
秀
氏
は
偽
経
を
定
義
し
て

「
だ
い
た
い
中
国
に
お
い
て
偽
経
と
決
定
し
た
経
典
は
、
イ
ン
ド
語
や
西
域
語
か
ら
訳
出
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
中
国
に
お
い
て
中
国
語
で
作
ら
れ
、
中
国
人
が
中
心
と
な

つ
て
作
成
さ
れ
た
経
典
を
偽
経
と
名
づ
け
、
疑
わ
し
い
も

0

の
を
疑
偽
経
典
と
名
づ
け
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。」

と
い
う
。

つ
ま
り
偽
経
は
中
国
撰
述
経
典
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
翻
訳
経
典

(漢

訳
経
典
)
で
な
い
も
の
ど
い
う
こ
と
に
な
る
。

偽
経

の
歴
史
は
古
い
。
道
安

(ゴ
ニ

四
～
三
八
五
)
の

『綜
理
衆
経
目
録
』

は
現
存
す
る

経
録
中
、
最
古
の
も
の
で
、
後
漢
の
霊
帝

の
こ
ろ
、
光
和

(
一
七
八
～

一
八
四
)
よ
り
東
晋

の
興
寧
二
年

(三
六
四
)
の
約
二
〇
〇
年
間

に
訳
出
さ
れ
た
経
典
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
道
安

の
経
録
に
す
で
に
二
六
部
三
十
巻
が
疑
経
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
約

三
五
〇
年
を
経
た
唐
の
智
昇
の

『
開
元
釈
教
録
』
に
い
た
っ
て
四
〇
六
部
、

一
〇
七
四
巻
に
も
の
ぼ
る
多
く
の
疑
偽
経

が
記
録
さ
れ
て



い
る
。
こ
れ
ら
は
経
録
編
纂
者
に
よ
り
、
疑
経
、
偽
撰
、
疑
惑
、
偽
妄
、
疑
偽
、
偽
経
と
い
う
名
で
経
録
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。
牧
田

諦
亮
氏
は

蘿

録
編
纂
者
の
見
蟹

ら
名
づ
け
ら
れ
た
偽
響

い
い
羅

と
い
う
、
翻
訳
仏
典
で
あ
る
か
否
か
と
り

つ
・」
と
に
基
準
を

お
い
て
、
仏
教
界
か
ら
排
除
さ
れ
た
こ
の
種
の
疑
経
類
に
つ
い
て
は
、
も
と
よ
り
そ
れ
が
成
立
す
べ
き
原
因
が
、
当
時

の
仏
教
界
や
社

会
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
た
ん
て
き
に
、
偽
で
あ
り
疑
で
あ
る
と
し
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
存
在
の

理
由
が
あ
り
得
る
と
の
立
場
か
ら
、
中
国
仏
教
形
成
の

一
面
と
し
て
、
翻
訳
仏
典
に
擬
し
て
、
中
国
人
に
よ
っ
て
撰
述

さ
れ
た
と
の
見

解
に
立
て
ば
、
偽
に
あ
ら
ず
疑
に
あ
ら
ず
、

擬
経
と
い
う
語
も
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」

と
偽
経

姦

彎

し
・
藕

的
に
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
こ
》つ
と
い
う
釐

編

し
て
い
る
・
さ
ら
纔

原
猛
氏
は

「仏
教
は
鰉

の
裂

の

⑫

歴

史

で
あ

る

。
」

と

ま

で

い

っ
て

い

る
。

い

っ
た

い
経

録

編

纂

者

が

疑

経

と

い

い
偽

経

と

い

っ
て
排

除

し

よ

う

と

し

た

真

意

は

ど

こ

に

あ

っ
た

の
で

あ

ろ

う

か
。

再

び
道

安

の

疑

経

に
対

す

る
見

解

を

う

か

が

っ
て
み

よ

う

。

彼

は
疑

経

に

つ
い

て

「
外

国

の
僧

法

の
学

は

、

み

な
跪

い

て

口
受

し
、

師

の
受

く

る
所

に
同

じ

く

す
、

も

し

く

は
十

二
十

転

し

て
、

も

っ
て
後

学

に
授

く

、

も

し

く

は

一
字

の
異

な

る

も

の
あ

れ

ば

と

も

に

あ

い
推
校

し

て
、

す
な
わ
ち
こ
れ
を
攀

る
こ
と
を
得
・
僧
法
磁

が
る
・し
と
な
き
な
り
、
経
は
晋
土
に
い
た
り
て
よ
り
、
そ
の
年
い
ま
だ
遠
か
、b
ず
、

し
か
も
事
を
蕊
む
者
は
、
沙
を
も

っ
て
金
と
標
し
、
斌
斌
如
た
り
、
し
か
し
て
正
を
括
す
る
な
く
ん
ば
、
な
に
を
も

っ
て
か
真
偽
を
別

た
ん
や
、
農
者
の
禾
草
を
と
も
に
存
す
る
は
、
。后
稷
こ
れ
が
た
め
に
歎
息
す
、
金
匱

の
玉
石
を
同
じ
く
緘
す
る
は
、
卞
和
こ
れ
が
た
め

に
恥
を
懐
う
、
安
あ
え
て
学
次
に
預
り
徑
渭
流
れ
を
雑
え
、
龍
蛇
並
び
進
む
を
見
る
、
あ
に
こ
れ
を
恥
U
ざ
ら
ん
や
、
今
、
仏
経
に
あ

ら
ず

と
丑轂
に
識
う
も
の
を
列
ぬ
る
こ
と
左
の
如
し
、
も
っ
て
将
来
の
学
士
に
示
し
て
、
と
も
に
鄙
倍

(心
い
や
し
く
道
理
に
そ
む
く
も
の
)

な
る
を
知
ら
し
む
・
」
と
の
べ
て
い
鰡
・

こ
れ
に
よ
れ
ば
彼
は
そ
の
内
容
か
ら
真
偽
を
判
断
し
た
も
の
で
、

必
ず
し
も
翻
訳
輦

で
あ

安
楽
集
ど
偽
経

八
七



八
八

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
判
定
の
基
準
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
も
う
け
と
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
す
で
に
仏
説
ど
し
て
は

疑
が
わ
し
い
経
典
が
流
行
し
、

そ
う
し
た
信
仰
が
仏
教
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
梁

の
僧
祐

(四
四
五

～
五

一
八
)
の
編
纂
し
た

『出
三
蔵
記
集
』
に
よ

っ
て
彼

の
疑
経
に
関
す
る
見
解

を

み
よ
う
。
彼
は
巻
五
の
新
集
疑
経
偽
撰
雑
録
の
序

奴
に

「
長
阿
含
経
に
い
う
、
仏
の
ま
さ
に
涅
槃
に
入
ら
ん
と
す
る
や
、
比
丘
の
た
め
に
四
大
教
法
を
説
く
、
も
し
法
律

を
聞
か
ば
、
ま

さ
に
諸
経
に
お
い
て
そ
の
虚
実
を
推
す

べ
し
、
法
と
相
違
せ
ば
、
す
な
わ
ち
仏
説
に
あ
ら
ず
、
と
、
ま
た
大
涅
槃
経
に

い
わ
く
、
我
れ

滅
度

の
後
、
諸
比
丘
の
輩
、
教
典
を
抄
造
し
て
、
法
を
淡
薄
な
ら
し
む
る
こ
と
、
種
智
の
照
す
所
、
今
に
お
い
て
験
せ
り
、
と
、
像
運

澆
季

に
入
り
浮
競
の
者
多
き
よ
り
、
或
は
真
に
憑

っ
て
偽
を
構
え
、
或
は
虚
飾
し
て
も

っ
て
実
を
乱
る
、
昔
、
安
法
師

は
偽
経
二
十
六

部
を
摘
出
せ
り
、
ま
た
慧
達
道
人
を
指
さ
し
て
も

っ
て
深
戒
と
な
せ
り
、
い
に
し
え
す
で
に
こ
れ
あ
り
、
今
ま
た
宜
し
く
然
る
べ
し
、
祐

は
群
経
を
校
閲
し
、
広
く
同
異
を
集
む
、
約
す
に
経
律
を
も

っ
て
す
る
に
、
す
こ
ぶ
る
疑
わ
し
き
と
こ
ろ
を
見
る
、
そ
れ
真
経
の
体
趣

は
、
融
然
深
遠
な
り
、
仮
托
の
文
は
、
辞
意
浅
雑
な
り
、
玉
石
朱
紫
、
形
を
逃
る
る
所
な
き
な
り
、
い
ま
疑
わ
し
き
所

を
区
別
し
、
こ

し
る

れ
を
録
に
注
せ
り
、
近
世
の
妄
撰
も
ま
た
末
に
標
せ
り
、
な
ら
び
に
雑
経
に
依
倚
し
て
、
自
ら
名
題

を
製

す
、

進

ん

で
は
遠
く
外
域

ゆ

に
適
く
を
聞
か
ず
、
退
い
て
は
訳
を
西
賓
に
承
く
る
を
見
ず
、
我
聞
は
戸
傭
に
興
り
、
印
可
は
胸
懐
に
出
ず
、
後
学
を
誑
誤
す
る
こ
と
、

ま
こ
と
に
寒
心
す
る
に
足
る
、
す
で
に
み
ず
か
ら
見
聞
す
る
と
こ
ろ
、

い
ず
く
ん
ぞ
あ
え
て
黙
せ
ん
や
、
鳴
呼
、
来
葉
、
慎
み
て
察
せ

⑭

よ
。」

と
の
べ
て
い
る
。

僧
祐
は

「進
ん
で
は
遠
く
外
域
に
適
く
を
聞
か
ず
、
退
い
て
は
訳
を
西
賓
に
承
く
る
を
見
ず
」
と
翻
訳
の
事
実
の
な

い
こ
と
を
疑
経

の
目

や
す
と
は
し
て
い
る
が
、

「
法
と
相
違
せ
ぼ
、
す
な
わ
ち
仏
説
に
あ
ら
ず
」
、

と
い
い
、
ま
た

「
約
す
に
経
律
を
も

っ
て
す
る
」

と
い
う
よ
う
に
、
翻
訳
経
典
で
あ
る
か
ど
う
か
が
主
眼
で
は
な
く
、
法
に
照
し
て
、
そ
れ
が
仏
説
で
あ
る
か
ど
う
か
を
定
め
て
い
る
。



し
か
も
真
経
と
擬
装
し
た
経
典

の
出
現
を
い
ま
し
め
る
も
の
で
、
あ
く
ま
で
純
正
な
仏
教
を
保
持
し
よ
う
と
の
態
度

で
あ
る
こ
と
は
い

う

ま
で
も
な
い
。

つ
ま
り
義
理
乖
背
し
、
文
偈
が
浅
鄙
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
疑
経
と
認
定
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

次

に
隋
の
法
経
ら
の
編
纂
し
た

『
衆
経
目
録
』

の
疑
経
観
を
み
よ
う
。
法
経
は
衆
経
疑
惑
の
条
に
、
文
理
複
雑
に
し
て
真
偽
未
分

の

疑
経

二
十
九
部
を
あ
げ
衆
経
疑
妄
の
条
に
は
、
五
十
三
部
の
偽
妄
の
経
を
列
挙
し
た
あ
と
で
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「前

の
五
十
三
経
は
な
ら
び
に
真
に
乖
く
と
号
す
。
或
は
首
に
金
言
を
掠
め
て
し
か
も
末
に
謡
讖
を
申

べ
、
或
は
前

に
は
世
術
を
論
じ

て
後

に
は
法
詞
に
託
し
、
或
は
陰
陽
吉
凶
を
引
き
、
或
は
神
鬼
の
禍
福
を
明
か
す
、
も
ろ
も
ろ
の
か
く
の
ご
と
き
の
た
ぐ
い
は
・
偽
妄

な
る
こ
と
灼
然
た
り
、

い
ま
宜
し
耘

寝
し
て
も
っ
笹

患
を
救
う

べ
し
・」

と
い
勉
・

こ
こ
に
い
た

っ
て
鰉

は
道
教

の
籖

や
風

水
な
ど
と
も
結
合
し
、
迷
信
的
な
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
・

ま

た
同
じ
く
隋
代
に
彦
棕
の
禦

し
た
衆
轡

録
に
は
、

「名
は
正
に
似
た
り
と
い
え
ど
も
・
蔆

人
造
に
渉
る
」
膕
の
べ
て
い

る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
真
経

(翻
訳
経
典
)
の
経
題
と
類
似
す
る
疑
経
の
あ

っ
た
こ
と
を
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
経
典

の
出
現
は

純
粋

な
仏
教
学
者
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
真
偽
を
ま
ど
わ
す
も
の
と
し
て
正
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
・

次

に

『大
唐
内
典
録
』
を
編
纂
し
た
道
宣

(五
九
六
～
六
六
七
)
は
疑
経
に
対
し
て
、

「
正
法
深
遠
に
し
て
、
凡
愚
未

だ
達
せ
ず
・
俗

に
随

っ
て
下
化
し
て
、
真
宗
に
悖
耄

の
あ
り
、

も
し
標
顕
せ
ず
ん
ぼ
・

玉
石
斯
繕

緬
・
」
と
の
べ
て
い
る
・
驀

を
明
ら
か
に
す

る
と

い
う
立
場
に
は
あ
る
が
、

「俗
に
随

っ
て
下
化
」
と
い
う
表
現
の
中
に
は
、
末
世
の
凡
夫
教
化
の
た
め
、
疑
経

の
存
在
を
認
め

る

か
の
よ
う
に
も
受
け
と
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

そ

の
他
、

明
栓
ら
が
則
天
武
后
の
命
に
よ
り
、

天
冊
万
歳
元
年

(六
九
五
)
に
撰
集
し
た

『大
周
刊
定
衆
経
目
録
』
・

開
元
十
八
年

(七
三
〇
)
に
長
安
西
崇
寺
智
昇

(六
六
八
～
七
四
〇
)
が
編
纂
し
た

『
開
元
釈
教
録
』
な
ど
の
疑
経
観
を
み
る

こ
と
も
必
要
で
あ
ろ

う

安
楽
集
と
偽
経

八
九



九
〇

が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

疑
経
と
い
う
の
も
、

偽
経
と
い
う
の
も
歴
代

の
経
録
編
纂
者
が
つ
け
た
名
称
で
あ
る
。

い
わ
ば
そ
れ
は
真
経

(正
経
)
に
対
す
る
概

念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
諸
経
録
の
編
者
は
、
従
来
中
国
に
流
伝
し
て
き
た
梵
語
そ
の
他

の
外
国
語
原
典
か
ら
中
国
語

に
翻
訳
さ
れ
た
経

典
〈
そ
れ
は
現
存
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
〉
を
、
知
り
得
る
か
ぎ
り
、
蒐
集
し
、
登
録
し
た
。
そ
し
て
訳
出
者
、
訳
出
年
代

の
あ
き
ら
か
な
も
の
は
、
こ
れ
を
大
小
乗
経
律
論
に
整
理
し
、
訳
者
不
明
の
も
の
に
つ
い
て
は
失
訳
と
し
、
ま
た
失

訳
経
に
し
て
も
こ

れ
を
さ
が
し
得
た
土
地

の
判
明
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
土
地
別
に
編
集
す
る
な
ど
、
で
き
る
か
ぎ
り
個
々
の
経
典
に
つ
い

て
こ
れ
ら
の
こ
と
を
明
示
し
て
、
現
在
な
ら
び
に
将
来
の
学
者
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
人
に
と

っ
て
は
漢
訳
仏
典
が

す
べ
て
で
あ

っ
た
。
す

で
に
漢
文

で
あ
る
仏
典
と
称
さ
れ
る
も
の
が
翻
訳
仏
典
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
似
せ
て
中
国
人
が
撰
述

し
た
も
の
で
あ
る
か
に
し
ぼ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
経
録
編
纂
者

の
こ
う
し
た
作
業
の
果
し
た
役
割
は
大
き
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
い
っ
た
ん
漢
訳
さ
れ
た
仏
典
は
、
多
く
の
場
合
、
も
は
や
そ
の
原
典
と
は
隔
絶
さ
れ
、
す
で

に
漢
訳
さ
れ
た
仏
典
が
原
典
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
翻
訳
者

の
権
威
に
よ
り
絶
対
視

さ
れ
た
。
梵
語
原

典
と
漢
訳
仏
典
と
が

一
々
対
校
で
き
な
い
よ
う
な
状
態
に
お
か
れ
た
中
国
仏
教
界
に
お
い
て
、
そ
れ
が
翻
訳
仏
典
で
あ
る
か
、
あ
る
い

は
そ
う
で
な
い
か
を
見
定
め
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
経
録
編
纂
者
が
偽
経
と
認
定
す
る
に
際
し
て
、

つ
ね
に

そ
れ
が
翻
訳
仏
典
で
あ
る
か
ど
う
か
に
ま
ず
注
意
を
払

っ
た
と
し
て
も
お
の
ず
か
ら
限
界
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
訳
者
が
明
確
な
も
の

は
と
も
あ
れ
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
内
容
よ
り
判
定
す
る
以
外
に
は
な
い
。
こ
う
な
れ
ば
経
録
編
纂
者
の
主
観
、
あ

る
い
は
編
纂
者
を

と
り
ま
く
仏
教
思
潮
な
ど
が
、
真
偽
を
判
別
す
る
有
力
な
基
準
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
し
て
も
、
単

に

偽
経

あ
る
い
は
疑
経
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
複
雑
な
要
素
を
含
ん
で
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
経
説
が
道
教
か
ら

き
た
符
讖
方
術

で



あ
る
と
か
、
ま
た
儒
教

の
孝

の
思
想
を
と
り
入
れ
た

『父
母
恩
重
経
』
(正
蔵
、
八
五
)
と
い
っ
た
孝
経
典

で
あ
る
と
か
、
ま
っ
た
く
の

民
間

に
伝
わ
る
俗
信
に
も
と
ず
い
た
、

一
見
し
て
偽
経
と
判
定

で
き
る
も
の
も
あ
れ
ぼ
、
漢
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ

し
い
が
、
内
容
的
に
は
尊
重
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
仏
教

の
教
説
か
ら

一
歩
も
は
み
だ
す
も
の
で
な
く
、
し
か
も

一
般

に
流
布
し
て
い

る
も

の
も
あ
る
。
ま
た
中
に
は
疑
偽

の
経
典
で
あ
り
な
が
ら
、
鳩
摩
羅
什
訳
と
し
て
入
蔵
さ
れ

て
い
る

『仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』
(正

蔵
、
巻
八
)、
同
じ
く
羅
什
訳
と
い
う

『
梵
網
経
』
(正
蔵
、
巻
二
四
)
な
ど
は

『開
元
釈
教
録
』

の
入
蔵
録
を
う
け

て
、
宋
版
以
来
の
刊

本
大
蔵
経
に
真
経
と
し
て
入
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
ら
は
翻
訳
者
名

の
権
威
を
も
っ
て
、
確
く
真
経
と
信
じ
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
時
の
政
治
権
力
者
に
順
応
迎
合
す
る
た
め
の

『
大
雲
経
』
、
『
宝
雨
経
』
と
い
っ
た
も
の
も
出
現

し
て
い
る
。

牧
田
諦
亮
氏
は
こ
れ
ら
疑
経
の
撰
述

の
意
義
を
、

①

主
権
者
の
意
に
副
わ
ん
と
し
た
も
の

②

主
権
者

の
施
政
を
批
判
し
た
も
の

③

中
国

の
伝
統
思
想
と
の
調
和
や
優
劣
を
考
慮
し
た
も
の

④

特
定

の
教
義
信
仰
を
鼓
吹
し
た
も
の

⑤

現
存
し
た
特
定
の
個
人
の
名
を
標
し
た
も
の

⑥

療
病
迎
福
な
ど
の
単
な
る
迷
信
に
類
す
る
も
の

の
六
種
に
分
類
し
、
①
に
つ
い
て
は

『
大
雲
経
』
『仏
説
宝
雨
経
』
を
あ
げ
、
②
に
は
、

三
階
教

の
典
籍
に
注
目
し
、

こ
と
に
所
依
の

経
典

と
し
て
の

『
像
法
決
疑
経
』、
『
示
所
犯
者
瑜
伽
法
鏡
経
』
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、

『仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』、

『梵
網
経
』
を
あ

げ
て
い
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
『老
子
化
胡
経
』
、
『父
母
恩
重
経
』、

『盂
蘭
盆
経
』、

『須
弥
四
域
経
』、
『
清
浄
法
行
経
』、
『
正
化
内
外

安
楽
集
と
偽
経
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九
ご

経
』
、
『首
羅
比
丘
経
』、
『
魔
化
比
丘
経
』
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
④
に
つ
い
て
は
、
『
像
法
決
疑
経
』、
『
仏
説
般
泥
沮
後
比
丘
十
変
経
』
、

『
仏
名
経
』
、
『
大
通
方
広
経
』
『
地
蔵
菩
薩
経
』
、
『閻
羅
王
経
』
、
『観
世
音
三
昧
経
』
、
『救
苦
観
世
音
経
』
な
ど
を
あ
げ

て
い
る
。
⑤
に

つ
い
て
は
、
『
高
王
観
世
音
経
』
、
『僧
伽
和
尚
欲
入
涅
槃
説
六
度
経
』
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
⑥
に
つ
い
て
は
、
『仏
説
天
地
八
陽
神
呪

⑱

経
』

を
特
に
重
視
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
偽
経
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
偽
経
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
要
請
が
仏
教
内
部
に
も
社
会
に

も
あ

っ
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
イ
ン
ド
仏
教
の
中
国
的
展
開
が
偽
経
そ
の
も
の
の
歴
史
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

釈
尊

が
説
か
れ
た
も
の
で
な
い
の
を
偽
経
と
す
る
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
大
乗
経
典
は
み
な
偽
経
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
な
れ
ば
も

は
や
偽
経
と
い
う
言
葉
す
ら
意
味
を
な
く
す
。
な
ぜ
中
国
人
が
偽
経
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
梅
原
猛
氏
は

「
こ
の

偽
経
、
偽
典
が
つ
く
ら
れ
る
背
景
に
は
、
や
は
り
伝
統
を
重
ん
じ
、
古
人
の
書
い
た
も
の
の
中
に
し
か
真
理
は
な
い
と

い
う
考
え
方
が

あ
る
。
真
理
は
す
で
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
新
し
く
発
見
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
の
通
用
し
て
い
る
時
代
に
、
新
し
い

⑲

真
理
を
語
ろ
う
と
し
た
ら
、
偽
経
、
偽
典
を
つ
く
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
。」

と
の
べ
、

こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
異

な
る
真
理
に
対

す
る
停
滞
的
な
考
え
の
表
わ
れ
と
み
る
。

こ
こ
で
最
初
に
引
い
た
牧
田
氏
の

「偽
に
あ
ら
ず
、
疑
に
あ
ら
ざ
る
、

擬
経
と
い
う
。」
主

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

張
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
疑
経
こ
そ
中
国
人
が
仏
典
に
な
ぞ
ら
え
て
主
張
し
た
と
こ
ろ
の
仏
教
論
書
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
関
連
し
て
津
田
左
右
吉
氏
は

「何
ご
と
に
つ
い
て
も
権
威
に
よ
る
こ
と
を
尚
ぶ
宗
教
家
と
し
て
は
、
自
己

の
思
想
を
自
己
の

思
想
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
経
典
に
其
の
根
拠
を
求
め
ね
ば
な
・b
ぬ
の
で
、
そ
こ
か
ら
、
意
識
と

程
或

は
せ
ず
し
て
、
自

己
の
思
想
に
適
合
す
る
よ
う
に
経
典
を
解
釈
す
る
こ
と
が
生
ず
る
。

一
方
で
経
典

の
権
威
に
服
従
し
な
が
ら
、
他
方

で
自
己
の
思
想
を

主
張

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
が

一
歩
進
む
と
自
己
の
解
釈
に
よ
っ
て
経
典

の
本
文
を
書
き



か
え
、

し
か
も
そ
れ
が
経
典
の
文
辞
で
あ
る
が
如
毳

き
な
す
よ
う
に
も
な
る
・L

炉

べ
・
縫

の
製
作
に
は
別

の
動
機
も
あ
る
と

思
う
が
、
こ
の
こ
と
と
も
ま
た
関
係
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
態
度
は
宗
教
家
に
特
有
生

種

の
自
己
陶
酔
・
も
し
く
は
自

己
信
頼
で
あ
り
、
宗
教
家
の
宣
伝
的
精
神
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

疑
経
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多

々
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
く
し
は
こ
こ
で
、
少
く
と
も
道
綽
の

『安

楽
集

』
撰
述
の
態
度
と
偽
経
製
作
者
に
は
、
こ
う
し
た
宗
教
家

の
も
つ
特
殊
な
意
識
が
と
も
に
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ

と
に
と
ど
め
る
。
こ
れ
が
必
ず
し
も
あ
や
ま
り
で
あ
る
と
か
、
不
誠
実
で
あ
る
と
は
速
断
で
き
な
い
が
、
少
く
と
も
宗
教
家

の
著
述
に

は
往

々
こ
う
し
た
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

日

安

楽
集

に
引
用

す

る
偽
経

こ
こ
で

『安
楽
集
』
に
引
用
す
る
偽
経

(疑
経
)
を
問
題
と
す
る
の
は
、
い
う
ま

で
も
な
く

『安
楽
集
』
が
、
西
方
阿
弥
陀
仏
の
浄

土

へ
往
生
す
る
こ
と
を
す
す
め
る
た
あ
に
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
道
綽
が
浄
土
往
生
を
す
す
め
る
経
証
で
あ
れ
ば
た

と
え
偽
経
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
浄
土
信
仰

ー6
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ぼ
・

こ
れ
ら
は
浄
土
教
関
係

の
偽
経
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
偽
経
を
中
国
人
に
よ

っ
て
撰
述
さ
れ
た
経
典
と
す
る
な
ら
、

ま
さ
に
こ
れ

ら
は
申
国
人
に
よ

っ
て
撰
述
さ
れ
た
浄
土
経
典
と
い
え
る
。
す
で
に
望
月
信
亨
氏
は

『中
国
浄
土
教
理
史
』
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
関
係

灘
匙
舞
纏

麟
鞍
飜

灘
鞭蓬

臆羅
仏纒
馨
難

楽
集

に
弓
用
さ
れ
た
所
謂
疑
偽
経
典
に
つ
い
て
」

と
い
う
論
文
に
お
い
て
、

『惟
無
三
昧
経
』
と

『浄
度
菩
薩
経
』
を
と
り
あ
げ
、
続

安
楽
集
と
偽
経

九
三



九
四

　

稿
と
も
い
え
る

「
『安
楽
集
』
所
引
疑
偽
経
典

の
二
、
三
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
『
十
方
随
願
往
生
経
』、
『
善
王
皇
帝
功

徳
尊
経
』
『須
弥
四
域
経
』
を
論
じ
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら

の
偽
経
は
矢
吹
慶
輝
氏
、

望
月
信
亨
氏
、

牧
田
諦
亮
氏
と
い
っ
た
諸

先
学

の
告

す
る
と
こ
ろ
で
あ
幡
・
し
か
為

々
の
偽
経
研
究
は
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
.
私
が
こ
こ
で
問
讐

す

る
の
は
、
こ
う
し

た
先
学
の
偽
経
研
究
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
浄
土
教
の
中
国
的
展
開
と
い
う
こ
と
に
視
点
を
す
え
、・
と
く
に

『安
楽
集

』
と
の
関
連
の
う

え
に
偽
経

の
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
経
論
の
引
証
で
あ
る

『安
楽
集
』
に
は
山
本
仏
骨
氏
に
よ
る
ヒ
、
四
五
経
、

一
一
六
文
、
九
論
三
釈
、
四

四
文
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
姻
・
そ
の
中
で
経
文
は

『無
量
毳

』
が

蕃

多
く
、
『
涅
篷

』、

『
議

経
』、

羅

摩
経
』
の
順

と
な

っ
て
い
る
。

一
方
、
論
釈
で
は

『
大
智
度
論
』
が
最
も
多
く
、
次

い
で

『讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
、
『論
註
』
と
な

っ
て
い
る
。
彼
が
引

用
す
る
多
く
の
経
典

の
中
で
、
歴
代
の
経
典
目
録
に
お
い
て
偽
経

(疑
経
)
と
認
定
さ
れ
た
の
は
次

の
一
〇
経
で
あ
る
。

①

十
方
随
願
往
生
経

②

五
苦
章
句
経

③

目
連
所
問
経

④

惟
無
三
昧
経

(惟
務
三
昧
経
)

⑤

菩
薩
瓔
珞
経

⑥

須
弥
四
域
経

⑦

浄
度
菩
薩
経

(浄
度
三
昧
経
)

⑧

善
王
皇
帝
尊
経



⑨

法
句
経

⑩

十
往
生
経

(配
列
の
順
位
は

『安
楽
集
』
に
お
け
る
引
用
順
に
し
た
が
う
)

、、(下
順
番
に

『安
楽
集
』
に
お
け
る
引
用
箇
所
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
綽
が
こ
れ
ら
偽
経
の
文
を
引
用
し
た
意
図
、
目
的
を

考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『安
楽
集
』
に
お
い
て
偽
経

の
は
た
し
た
役
割
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
こ
と
が
ひ
い
て
は
、

当
時
の
中
国

に
お
け
る
浄
土
教
受
容
の

一
側
面
を
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
本
論
文

の
目
的
は
果
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ω

十
方
随
願
往
生
経

こ
の
経
典
は

『安
楽
集
』
で
引
用
す
る
偽
経

の
な
か
、
最
も
引
用
回
数
の
多
い
も
の
で
四
回
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
経
は

『
大
正
蔵

経
』
巻
二
十

一
に
収
め
ら
れ
て
い
る

『灌
頂
経
』
(+
二
巻
)
の
巻
十

一
に
相
当
す

る
も

の
で
、

く
わ
し
く
は

『
灌
頂
随
願
往
生
十
方
浄

土
教
』
と
い
う
。
ま
た

『
灌
頂
普
広
経
』
、
『随
願
往
生
経
』
、
『那
舎
罪
福
因
縁
経
』
と
も
呼
ぼ
れ
る
。

⑳

、

こ
の
経
典
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
望
月
信
亨
氏

の
研
究
が
あ
り
、
大
内
文
雄
氏
も
と
り
あ
げ
て
い
る
。

『
大
正
蔵
経
』

で
は
帛
尸
梨

蜜
多
羅

の
訳
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
法
経
録
』
(正
蔵
、
五
五
、
=
一六
、
b
)
で
疑
惑
と
さ
れ
、

『
仁
寿
録
』
(正
蔵
・
五
五
・
一
七
二
・
b
)

で
疑
偽
経
典
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
経
は
ま
ず
十
方
十
仏
の
浄
土
を
あ
げ
、
他
の
経
が
多
く
阿
弥
陀
仏
を
た
た
え
る
の
は
、
衆
生
を
専
心
に
さ
せ
ん
が
た
め
の
方
便

と
の

べ
、
十
方
の
浄
土
に
差
別
は
な
く
、
願
に
し
た
が

っ
て
い
ず
れ
の
浄
土
に
も
往
生
で
き
る
と
説
く
。
望
月
信
亨
氏

は
、
こ
の
経
典

を

「
弥
陀
信
仰
の
流
行
に
対
す
る

一
種
の
反
動
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
斉
梁
代
に
起

っ
た
特
殊

の
思
潮
と
認
め
ら
れ

安
楽
集
と
偽
経

九
五

'



九
六

る
」

と
の
べ
て
い
る
。

さ
て
第

一
の
引
用
文
は
、
第
二
大
門
第
二
に
あ
り
、

普
広
菩
薩
白
レ仏
言
。
世
尊
十
方
仏
土
皆
為
厳
浄
。
何
故
諸
経
中
、
偏
歎
二西
方
阿
弥
陀
仏
国
一勧
二往
生
一也
。
仏
告
二普
広
菩
薩

一。

一
切
衆
生
濁
乱
者
多
、

正
念
者
少
。

欲
レ
令
二衆
生
専
志
有
ワ
在
。

是
故
、
讃
二歎
彼
国
一為
二別
異
一耳
。

若
能
依
レ願
修
行
莫
レ不
レ

獲
レ益
。

(浄
全
一
、
六
八
四
、
下
～
六
八
五
、
上
)

と
の
べ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

こ

の
文
は

『灌
頂
経
』
巻
十

一
の
、

普
広
菩
薩
摩
訶
薩
又
白
仏
言
。
世
尊
十
方
仏
刹
浄
妙
国
土
有
差
別
不
。
仏
言
普
広
無
差
別
也
。
普
広
又
白
仏
言
。
世
尊
何
故
経
中

讃
歎
阿
弥
陀
刹
。
七
宝
諸
樹
宮
殿
楼
閣
。
諸
願
生
者
。
皆
悉
随
彼
心
中
所
欲
応
念
而
至
。

仏
告
普
広
菩
薩
摩
訶
薩
。
汝
不
解
我
意
。
娑
婆
世
界
人
多
貪
濁
。
信
向
者
少
習
邪
者
多
。
不
信
正
法
不
能
専

一
。
心
乱
無
志
実
無

差
別
。
令
諸
衆
生
専
心
有
在
。
是
故
讃
歎
彼
国
土
耳
。
諸
往
生
者
悉
随
彼
願
無
不
獲
果
。

(正
蔵
、
一二

、
五
二
九
、
c
)

と
あ
る
の
た
相
応
す
る
。

い
う
ま
で
も
な
く

「
十
方
随
願
」
と

「西
方
専
願
」
と
は
相
反
す
る
思
想
で
あ
り
、
当
然
、
信
仰
の
う
え
で
も
重
視
さ
れ
る
。
阿
弥

陀
仏

の
西
方
極
楽
浄
土
に
重
要
な
意
義
を
み
と
め
る
浄
土
教

に
と

っ
て
、
十
方
随
願
は
こ
れ
に
反
す
る
信
仰
で
あ
る
。
望
月
信
亨
氏
が

い
う

よ
う
に
随
願
往
生
思
想
を
西
方
浄
土
往
生
思
想
の
反
動
と
み
る
な
ら
、
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は

一
致
し
て
も
、

〈
専
V
と
く
普
V
と
い
う
点
に
お
い
て
対
立
す
る
。

大
内
文
雄
氏
は
引
用
文
の
普
広
菩
薩

の
問
文

の

「偏
」
と

「勧
往
生
也
」
、

仏
の

答
文

の

「専
志
」
、
「別
異
」
と
い
っ
た
語
句
に
注
目
し
、
こ
れ
ら
は
西
方
願
生
の
優
越
性
を
強
調
す
る
た
め
の
道
綽

の
改
変
と
み
る
。



し
か
し
道
綽
は
こ
の
引
用
文
の
ま
え
に

「
十
方
仏
国
不
浄
と
な
す
に
は
あ
ら
ず
。
し
か
る
に
境
ひ
ろ
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
心
く
ら
し
。

境
せ
、ま
け
れ
ば
す
な
わ
ち
意
も

っ
ぱ
ら
な
り
」

(浄
全

一
、
六
六
四
、
下
)
と
い
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ぼ
、
末
世

の
罪
悪
な
凡
夫
、

散
乱

心
を
常
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
専
心
な
ら
し
め
る
に
は
、
そ
の
向
う
べ
き
方
処
を

一
定

に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
意
向
か
ら
こ
の
文
を
引
用
し
た
の
で
あ
り
、
彼
が
注
目
し
た
の
は

「衆
生
専
・39
有
在
」
と
い
う

一
句
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

彼

は
第
四
大
門
に

「
曇
鸞
法
師
の
ご
と
き
は
康
存
の
日
、

つ
ね
に
浄
土
を
お
さ
む
。
ま
た
毎
に
世
俗
の
君
子
あ
り

て
き
た
り
て
法
師

を
呵

し
て
い
わ
く
。
十
方
仏
国
み
な
浄
土
な
り
。
法
師
な
ん
ぞ
す
な
わ
ち
ひ
と
り
こ
こ
ろ
を
西
に
と
ど
む
る
、
あ
に
偏
見
の
生
に
あ
ら

ず
や

と
。
法
師
こ
た
え
て
い
わ
く
。
わ
れ
す
で
に
凡
夫
に
し
て
智
慧
浅
短
な
り
。
い
ま
だ
地
位
に
い
ら
ず
、
念
力
ひ
と
し
く
す
べ
け
ん

や
。
草
を
置
き
て
牛
を
引
く
が
ご
と
く
、
恒
に
す

べ
か
ら
く
心
を
槽
櫪
に
つ
な
ぐ

べ
し
、
あ
に
縦
放
に
し
て
ま

っ
た
く
帰
す
る
と
こ
ろ

な
き
こ
と
を
え
ん
や
」
(浄
全
一
、
六
九
五
、
上
)
と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

⑳

ま
た
、
こ
の
経
典
は

一
名

『普
広
経
』
と
も
い
う
。
こ
の
普
広
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
仏
の
対
告
者
、
〈
普
広
菩
薩
〉
か
ら
と

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
普
広
は
専

一
に
対
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
〈
普
広
〉
は
、
三
階
教
信
行
の
主
張
す
る
八
普
仏
〉
〈
普

法
〉

の
思
想
と
何
ら
か
の
関
連
を
も

つ
も
の
で
は
な
い
か
。
同
じ
く
末
法
の
〈
機
〉
に
め
ざ
め
た
信
行
と
道
綽
も
、

一
方
は
普
仏
教

へ

の
道

を
と
り
、

一
方
は
専
修
仏
教

へ
と
す
す
ん
だ
。
両
者
は
同

一
基
点
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
到
達
し
た
点
は
ま

っ
た
く
相
反
す
る

も
の
と
な
っ
た
。

(こ
の
こ
と
は
e
安
楽
集
の
性
格
で
も
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
)。

つ
ぎ
に
こ
の
経
文
を

『観
経
』
の
経
説
と
対
比
し
,て
み
よ
う
。

こ
の
経
の
ど
く

「十
方
仏
刹
浄
妙
国
土
有
差
別
不
」

は
、

『観
経
』

の

「十
方
諸
仏
浄
渺
国
土
」
(浄
全

一
、
三
八
)
ど
い
う
説
示
に

一
致
す
る
。

し
か
し

『
観
経
』
で
は
韋
提
希
の

「世
尊
、

是
諸
仏
土
、

安
楽
集
と
偽
経

九
七



九
八

雖

三復
清
浄
皆
有
二光
明
一、
我
今
楽
レ
生
二極
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
所
二

(浄
全

一
、
三
八
)
と
い
う
よ
う
に
、

西
方
往
生
を
願
う
の
は
、

韋

提
希

の
自
由
意
志
に
よ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
経

の
よ
う
に

「令
諸
衆
生
専
心
有
在
」
と
い
っ
た
意
義
づ
け

は
さ
れ
て
い
な
い
。

し

か
し
こ
う
し
た
説
示
は
他

の
経
典

に
お
い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、

道
綽
が
第
四
大
門
に
引
用
す
る

『文
殊
般
若
経
』

に
は

「
も
し
善
男
子
、
善
女
人
ま
さ
に
空
閑
の
と
こ
ろ
に
あ
り
て
、
も
ろ
も
ろ
の
乱
意
を
す
て
て
、
仏
の
方
所
に
し
た
が
っ
て
端
身
正

向

に
し
て
相
貌
を
ど
ら
ず
、
心
を

一
仏
に
か
け
て
も

っ
ぱ
ら
名
字
を
と
な
え
念
ず
る
こ
と
休
息
な
か
る
べ
し
」

(浄
全

一
、
六
九
五
、
下
)

と

一
行
三
昧
を
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
衆
相
三
昧
に
対
し
N

1
相

(
1行
)
三
昧
を
明
す
点
に
お
い
て
同

一
の
考
え
方
に
立

つ

も

の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
彼
が
い
う

コ

切
衆
生
濁
乱
者
多
、
正
念
者
少
」
と
い
う
考
え
は

『観
経
』

の
基
本
で
あ
り
、

『安
楽
集
』

に
は
随
所
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
彼

の
人
間
観
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
散
乱
心
を
常
と
す
る
凡
夫
に
と
っ
て
、
〈
専
念
で
き
な
い
か
ら
、
あ
え
て
方
処
を
定
め
な
い
と
い
う
主
張
〉
と
〈
対
境
が
広

け
れ
ば
専
念
で
き
な
い
か
ら

一
定

の
方
処
を
定
め
る
と
い
う
主
張
〉
は
い
わ
ば
見
解
の
相
違
で
あ
っ
て
、
信
行
と
道
綽
を
分
断
せ
し
め

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
基
点
は

一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
十
方
随
願
と
西
方
専
願
も
同
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
十
方

随
願
往
生
の
信
仰
が
当
時
、
相
当
有
力
な
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
の
経
典
の
成
立
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
第

二
の
引
用
文
は
、
第
五
大
門
第

一
で
修
道
の
延
促
を
あ
か
し
、
浄
土
往
生
の
教
え
に
し
た
が
え
ば
臨
終

と
同
時
に
目
的
は

達
成

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら

コ

万
劫
を

へ
て
不
退
転

に
入

る
」
(こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
㈲
の
菩
薩
瓔
格
経
で
も
問
題
と
す
る
)
と
い
っ
た

聖
道

に
対
し
て
、
き
わ
め
て
短
促
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
経
証
と
し
て

『
大
経
』、
『
大
経
讃
』、
『
観
経
』、
『
起
信
論
』、
『
鼓
音

陀
羅

尼
経
』
、
『法
皷
経
』
、
『大
法
鼓
経
』
、
『大
悲
経
』、
『
涅
槃
経
』、
『増

一
阿
含
経
』、
『
大
品
経
』
と
い
っ
た
多
数

の
経
証
と
と
も
に
、

こ

の
経
文
を
引
く
。



そ
れ

は
、

若
有
三臨
終
及
死
堕
二
地
獄
一。
家
内
眷
属
為
二其
亡
者
一念
仏
及
転
誦
斎
福
。
亡
者
即
出
二
地
獄
一往
二
生
浄
土
一。
(浄
全

一
、七
〇
〇
、
上
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
亡
者
に
対
す
る
追
善
供
養

の
功
徳
を
と
く
も
の
で
、
『
灌
頂
経
』
巻
十

一
に
説
く
、

若
人
臨
終
未
終
之
日
。
当
為
焼
香
然
燈
続
明
。
於
塔
寺
中
表
刹
之
上
。
懸
命
過
幡
転
読
尊
経
竟
三
七
日
。
所
以
然
者
命
終
之
人
。

在
中
陰
中
身
如
小
児
。
罪
福
未
定
応
為
修
福
。
願
亡
者
神
使
生
十
方
無
量
刹
土
。
承
此
功
徳
必
得
往
生
。(正

蔵
、
二
一
、
五
二
九
、
c
)

と
い
う
文
を
取
意
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
追
善
思
想
は

『
優
婆
塞
戒
経
』
巻
五
に
、

若
父
喪
已
堕
餓
鬼
中
。、
子
為
追
福
当
知
即
得
。

(正
蔵
、
二
四
、

一
〇
五
九
、
c
)

と
い
い
、
ま
た

『
大
乗
本
生
心
地
観
経
』
巻
三
の
報
恩
品
に
は
、

汝
当
レ
知
、
勤
气
修
福
利
諸
功
徳
一、

以
二其
男
女
追
勝
福
一、

有
二大
金
光
一照
二
地
獄
一、

光
中
演
二-説
深
妙
音
一
、

開
气
悟
父
母
一

令
二発
意
一。

(正
蔵
、
三
、
三
〇
二
、
b
)

と
い
う
。
こ
れ
ら
は
追
善
に
よ
り
父
母
の
悪
趣
を
救
済
す
る
こ
ど
を
説

く
も

の
で
あ
る
。
と
く
に
申
陰
中

の
亡
者

の
た
め
の
追
善
は

『梵
網
経
』
巻
下
に
、

父
母
兄
弟
和
上
阿
闍
梨
亡
滅
之
日
。
及
三
七
日
乃
至
七
七
日
。
亦
応
四読
二
誦
講
三説
大
乗
経
律
一。
斎
会
求
レ福
。

(正
蔵
、
二
四
、
l
o
o
八
、
b
)

安
楽
集
と
偽
経

九
九



一
〇
〇

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の

『
灌
頂
経
』
の
亡
者
追
善

の
思
想
も
こ
れ
ら
と
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

大
内
文
雄
氏
に
よ
る
と
、
引
用
文
の

「
死
堕
地
獄
」、

「則
出
地
獄
往
生
浄
土
」
な
ど
の
語
句
は
『灌
頂
経
』
に
は
な
く
、
『灌
頂
経
』

で
は

「若
有
罪
業
応
堕
八
難
」
、

ま
た

「若
有
命
終
応
堕
三
塗
」
と
あ
る
の
を
、

彼
は
罪
殃
の
最
も
重
い
地
獄
に
て
強
調
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
と
い
う
。
ま
た

「家
内
眷
属
」
も
直
接
、
本
経
に
は
な
い
が

「過
命
已
後
、
兄
弟
父
母
親
属
知
識
為
其
修
福
」
と
い
う
文
を
取

意

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
他
の
語
句
に
お
い
て
も
い
え
る
。

第
三
の
引
用
文
は
、
さ
き
の
引
文
の
直
後
に

「彼
の
経
に
云
く
」
と
し
て
引
く
も
の
で
、

現
在
眷
属
為
二亡
者
一追
福
、
如
下
餉
二遠
人
一定
得
上レ
食
也
一。

(浄
全
、
一
、
七
〇
〇
、
上
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
は
さ
き
の

『灌
頂
経
』
の
文
の
数
行
あ
と
に
、

為
亡
者
修
福
。
如
餉
遠
人
無
不
獲
果
。
(正
蔵
、
一二

、
五
二
九
、
c
～
五
三
〇
、
a
)

と
あ
る
の
に
相
当
す
る
。

彼
が
こ
の
文
を
引
く
に
あ
た
り
、

「
い
わ
ん
や
、
そ
の
現
在

に
み
ず
か
ら
よ
く
修
念
せ
ば
、
な
に
を
も
っ
て
か
往

生
す
る
こ
と
を
得

ざ

る
も
の
あ
ら
ん
」
(浄
全
、
七
〇
〇
、
上
)
と
の
べ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
追
善
に
よ
り
亡
者
を
往
生
に
導
く
と
い
う
教
説
を
も

っ
て
、

さ
ら
に
現
在

の
自
身

の
念
仏

の
功
に
よ
り
、
自
身

の
往
生
の
確
実
性
を
明
そ
う
と
い
う
意
図
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
こ
れ
は
逆
修

(予
修
)

の
思
想
で
あ
る
と
い
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
第
二
、
第
三
の
引
用
文
は
修
道
の
延
促
と
い
う
こ
と
に
視
点
を
お
き
、
人
の

一
期
に

お
い
て
不
退
転
を
う
る
往
生
思
想
の
修
道
の
短
促
な
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
に
関
連
し
て
、
亡
者

の
追
善
に
も
ふ
れ
、
さ
ら
に
は
中
陰
思
想
に
も
と
ず
く
、
現
身

の
予
修
を
も
あ
か
す
に
い
た

っ
た
こ
と
は
、
死
者
に
対
す
る
民
衆

の
感

⑳

情

に
か
な
う
も

の
で
あ
っ
た
し
、
家
族
制
度
を
基
盤
と
す
る
中
国
社
会
に
合
致
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
経
典
は



続
命

法

を

と

く
経

曲
ハ
と

し

て
世

間

に
流

布

し

て

い

た

よ
う

で

あ

る
。

こ

の

一
事

か
ら

し

て
も

、

こ

の
経

典

が
中

国

の
俗

信

と

の
迎

合

の

も

と

に

製

作

さ

れ

た

経
典

で

あ

る

こ

と

を

知

る

こ

と

が

で

き

る
。

(第

六
大
門

、
第

一
で
亀
)引
用
す
る
が
、
今
は
略
す
)
。

②

五
苦

章

句

経

『
安

楽
集

』

に

『
五
苦

章

句

経
』

と

い
う

経

名

は

示

さ

れ

て

い
な

い
。

た

だ

「
経

云
」

と

い
う

だ

け

で

あ

る
。

し

か

し

そ

の
引

用

文

か
ら
糞

し
て
そ
の
経
が

『
五
薑

句
経
』
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
『
大
正
蘿

』
登

七
に
五
薑

句
経
毳

讙

辮
蕪

懿

と
い

う

の
が
収
蔵
さ
れ
、
東
晋
西
域
沙
門
竺
曇
無
蘭
訳
と
さ
れ
て
い
る
。

『大
正
蔵
経
』
で
わ
ず
か
六
頁

の
短
い
経
典
で
あ
る
。

道
安
は
失

訳
経
典
と
し
、
『出
三
蔵
記
集
』
巻
三
の

『新
集
安
公
失
訳
経
録
』
第
二
に

『
五
苦
章
句
経
』

一
巻

コ

名
浄
除
罪
蓋
娯
楽
仏
法
経
。
或
云
。

五
道
章
句
経
」
(正
蔵
、
五
五
、

一
七
、
C
)
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
経
典
は
隋
の

『法
経
録
』
巻
四

(正
蔵
、
五
五
、

一
三
八
、
a
)

で
は
衆
経
疑
惑
五
に
あ
げ
ら
れ
、
彦
棕
は
疑
偽
経
典
と
し

(正
蔵
、
五
五
、
一
七
二
、
c
)、
同
じ
く

『静
泰
録
』
(正
蔵
、
五
五
、
二
二

、

c
)
に
お
い
て
も
疑
惑
経
典
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
唐
智
昇

の

『開
元
釈
教
録
』
巻
五
で
は
総
括
群
経
録
上
之
五
に

『
五
苦
章
句
経
』

一
巻
を
あ
げ
、

「
第
二
出
与
曇
無
蘭
出
者
同
本
房
云
見
別
録
」
(正
蔵
、
五
五
、
五
三

一
、
a
)
ど
註
記
し
、
巻
十
五
の
別
録
中
有
訳
無
本

録
之
二
に
は

『
五
苦
章
句
経
』

一
巻
、

「宋
居
士
沮
渠
京
声
訳

(第
二
訳
)
右
前
後
両
訳
。

一
存

一
欠
」
(正
蔵
、
五
五
、
六
四
〇
、
c
)
と

記

し
て
い
る
。
さ
て
こ
の

『
五
苦
章
句
経
』
を
竺
曇
無
蘭
と
す
る

の
は
、
『
歴
代
三
宝
記
』
巻
七
に
東
晋
訳
経
と
し
て
こ
の
経
曲
ハを
記

し
た
の
に
始
ま
る
。
費
長
房
は
他

の

一
一
〇
部
の
経
典
と
と
も
に
、

こ
の
経
典
を
孝
武
帝
世
、

西
域
沙
門
竺
曇
無
蘭

の
訳
出

(正
蔵
・

四
九
、
六
九
、
b
～
七
〇
、
b
)
と
し
て
い
る
。

し
か
し

『歴
代
三
宝
記
』
は
信
用
が
お
け
ず
、

経
中
に

「
人
有
中
毒
。

頭
痛
体
熱
。
磨

栴
壇
屑
。
以
塗
其
上
。
若
以
服
之
。
病
即
除
愈
。
」
(正
蔵
、
一
七
、
五
四
五
、
a
)
と
い
い
、

ま
た

「諸
受
罪
者
。

不
問
尊
卑
。

随
悪
軽

安
楽
集
と
偽
経

一
〇
一



一
〇
二

重
。
各
自
受
之
。
」
(正
蔵
、
一
七
、
五
四
四
、
a
)
と
い
い
、
さ
ら
に

「開
童
蒙
人
。
有
護
有
徳
。
増
寿
益
算
。
現
世
可
獲
。
是
謂
誘
導
。」

(正
蔵
、

一
七
、
五
四
六
b
)
と
い
っ
た
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
が
偽
経
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
経
典
は
、
そ
の
題
名
か
ら
し
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
三
界
五
道
に
生
死
の
絶
え
る
こ
と
が
な
く
、
諸
天
、
人
道
、
畜
生
、

餓
鬼
、
地
獄
の
五
苦
を
う
け
る
こ
と
を
説
く
も
の
で
、
そ
の
苦
相

の

一
つ

一
つ
を
詳
し
く

の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
苦
界
か
ら
の
離

脱

を
す
す
め
、
鹽
楼
王

(閻
羅
王
)
が
五
天
使
を
世
間
に
遺
し
て
衆
生
を
警
策
す
る

こ
と
を
説
き
、
阿
難
を
し
て
こ
の
経
を
受
持
し
、

広
く
人
々
の
た
め
に
流
布
せ
し
め
た
も
う
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

道
綽
は
第
三
大
門
に
、
衆
生
の
輪
廻
多
劫
な
る
こ
と
を
明
し
、
さ
ら
に
三
界
の
中
で
も
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
の
三
悪
道
に
も
っ
と
も

多
く
生
ず
る
と
い
う
こ
と
を

『
十
住
断
結
経
』
を
引
い
て
明
し
て
い
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
強
調
す
る
た
め
に
引
用
す

る
も
の
で
、

衆
生
等
是
流
転
恆
三
悪
道
為
二常
家
一。
人
天
暫
来
即
去
、
名
為
二客
舎
一故
也
。
(浄
全
一
、
六
九
二
、
下
)

と
の
べ
て
い
る
。
い
ま
い
う

『
五
苦
章
句
経
』
の
、

三
悪
道
者
。
是

一
切
衆
生
之
家
。
暫
得
為
人
。
暫
得
為
天
。
譬
如
作
客
日
少
。
帰
家
日
多
。
(正
蔵
、
一
七
、
五
四
四
、
b
)

と
い
う
文
を
う
け
た
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
経
典
で
は
こ
の
あ
と

「
学
者
思
之
。
勤
力
精
進
。
可
得
脱
苦
」
と
説

い
て
い
る
。
彼
の

こ
の
経
文
引
用
の
意
図
は
明
白
で
あ
る
。
輪
廻
き
わ
ま
り
が
な
い
と
い
っ
て
も
衆
生
が
常
家
と
す
る
の
は
五
道
の
申

で
も
、
三
悪
道
で

あ

る
。
彼
が
こ
の
項
の
最
後
に

「
も
し
起
悪
造
罪
を
論
ぜ
ば
な
ん
ぞ
暴
風
駛
雨
に
異
な
ら
ん
。
こ
れ
を
も
て
諸
仏
の
大
慈
、
す
す
め
て

こ
こ
ろ

浄
土
に
帰
せ
し
む
。
た
と
い

一
形
悪
を

つ
く
れ
ど
も
、
た
だ
よ
く
意
を
か
け
て
専
精
に
つ
ね
に
よ
く
念
仏
す
れ
ぼ
、

一
切
の
諸
障
自
然

ゆ

に
消
除
し
て
さ
だ
め
て
往
生
を
う
。
な
ん
ぞ
思
量
せ
ず
し
て
す

べ
て
去
く

心
な
き
や
。
」
(浄
全
、
一
、
六
九
三
、
上
)

と
結

ん
で

い
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
諸
障

の
消
除
に
念
仏
に
求
め
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の

『
五
苦
章
句
経
』
は

一
名

『
浄
除
罪

盍
娯
楽
仏
法
経
』



ど

い
う
。
こ
の
経
に
は
ま
た

「
汝
等
今
去
。
或
当
為
人
家
作
子
生
。
当
念
孝
順
報
父
母
恩
。
曼
年
盛
時
。
当
忍
悪
為
善
。
篤
信
三
尊
。

守
戒
奉
道
。
修
諸
功
徳
。
莫
復
作
悪
。
還
来
入
此
。」
(正
蔵
、
一
七
、
五
四
七
、
b
)
と
い
う
。
「
当
念
孝
順
報
父
母
恩
」
と
い
っ
た
の
は

儒
教

の
孝
倫
理
を
基
盤
と
す
る
中
国
社
会
を
反
影
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
偽
経
の
成
立
の

一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈲

目
連
所
問
経

こ
の
経
典
は

『
安
楽
集
』
第
三
大
門
に
引
用
す
る
も
の
で
、
彼
は

一
大
仏
教
を
聖
道
門
と
浄
土
門
に
二
大
別
し
、
今
時

の
衆
生
に
は

浄
土
門
の
み
最
適
の
法
門
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
経
証
と
し
て

『観
仏
三
昧
経
』

と
と
も
に
引
く
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
引
用
文
は

『
大
正
蔵
経
』
二
十
四
巻
所
収
の
法
天
訳

『
仏
説
目
連
所
問
経
』、

安
世
高
訳

『仏
説
犯
戒
罪
報
軽
重
経
』

(目
蓮
悶
毘
尼
経
)
ど
か
、
失
訳
の

『仏
説
目
連
問
戒
律
中
五
百
軽
重
事
』
に
は
み
あ
た
ら
な
い
。

経
録
に
よ
れ
ば
、

『出
三
蔵
記
集
』

巻

五
の
新
集
安
公
疑
経
録
第
二
に

『
定
行
三
昧
経
』

一
巻
と
い
う
の
が
あ
り
、
「
或
云
。

仏
遺
定
行
摩
目
鍵
所
問
経
」
(正
蔵
、
五
五
、
三

八
、
b
)
と
註
記
し
て
い
る
。
こ
の
経
典
は

『
仁
寿
録
』
巻
四
の
五
分
疑
偽

(正
蔵
、
五
五
、

一
七
二
、
c
)、
『大
唐
内
典
録
』
巻
十
の
歴

代
所
出
疑
偽
経
論
録
第
八

(正
蔵
、
五
五
、
三
一二
四
、
a
)
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

一
方

『出
三
蔵
記
集
』

巻
四
の
新
集
続
撰
失
訳
雑

録
第

一
に
は

『目
連
所
問
経
』

一
巻

(正
蔵
、
五
五
、
三
一二
、
a
)
が
記
さ
れ
、
『
歴
代
三
宝
記
』

巻
十
四

(正
蔵
、
四
九
、
二

七
、
c
)、

『
法
経
録
』
巻
三

(正
蔵
、
五
五
、

;
=

、
c
)
で
は
、
『目
連
問
経
』

一
巻
と
し
て
、
小
乗
修
多
羅
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『
仁
寿
録
』

巻
三

(正
蔵
、
五
五
、
一
七
〇
、
a
)、
『静
泰
録
』
巻
三

(正
蔵
、
五
五
、
二
〇
四
、
c
)
で
は
小
乗
別
生
抄
の
経
典
と
さ
れ
こ
の
経
名
を
あ

げ
て
い
る
。
注
意
を
要
す
る
の
は

『
開
元
釈
教
録
』
に
は
、
三
品
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
、
巻
十
八
の
別
録
中
疑
惑
再
詳
録
第
六

に

『目
連
問
経
』
を
あ
げ
、
し
か
も

「
与
真
経
名
同
、
語
意
全
異
」
(正
蔵
、
五
五
、
六
七
三
、
a
)
と
注
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

安
楽
集
と
偽
経

一
〇
三



一
〇
四

あ

と

で
と

り

あ

げ

る

『
法

句

経

』

と
同

じ

よ

う

に
、

真

経

と
題

名

を
同

じ
く

す

る
偽

経

の
あ

っ
た

こ

と
を

知

る

こ

と
が

で
き

る

。

さ

て

さ

き

に

も
す

こ

し

の

べ
た

よ
う

に
、

『
安

楽

集

』

で
引

用

す

る

と

こ
ろ

は
、

第

三

大

門

で
あ

り

、

上

巻

最

後

の
部

分

で
あ

る

。

彼

は

こ

の
大

門

に
お

い

て
、

竜

樹
、

曇

鸞

の
難

易

二
道

説

、

自

他

二
力

説

を
う

け

、

聖

道

、

浄

土

の

二
門

説

を
創

唱

す

る

の

で
あ

る
。

そ

し

て
念

仏

に
よ

る
往

生
浄

土
門

こ

そ
、

末

法

時

に

お

け

る
凡

夫

の
唯

一
の
得

脱

の
道

で

あ

る

と
力

説

す

る
重

要

な

と

こ
ろ

で
あ

る
。

念

仏

三
昧

の
功

徳

の
大

な

る

こ

と

を

『
観

仏

三
昧

経

』

に

よ

っ
て
あ

か

し
、

そ

の
あ

と

で
、

「
目

連

所

問

経

の
ご

と

し
」

と

い

い
、

次

の
よ

う

に

の

べ
て

い
る
。

仏

告

二
目

連

一
、
譬

如

下
万

川

長
流

有

二
浮

艸

木

一
、

前

不

レ
顧

レ
後

、
後

不

レ
顧

レ
前
、

都

会

申
大

海

上
。

世

間

亦

爾

。

雖

レ
有

三
彖
貴

富

楽

自

在

一
、

悉

不

レ
得

レ
免

二
生
老

病

死

一
。

只

由

レ
不

レ
信

二
仏

経

一
、

後

世

為

レ
人
更

、

甚

困

劇

、

不

レ
能

レ
得

レ
生

二
千

仏

国

土

一
。

是

故

我

説

二
、

無

量

寿

仏

国

、
易

レ
往

易

7
取

、
而

人
不

レ
能

二
修

行
往

生

一
。

反

事

二
九

十

五

種

邪

道

一
。

我

説

二
是

人

一名

ゴ
無

眼

人

一
、
名

二
無

耳

人

一
。

(浄
全

一
、
六
九
四
、
上
)

道

綽

は

こ

の
経

文

を
引

い
た

あ

と

に
、

「
経

教

す

で
に

し

か

り
。

な

ん

ぞ
難

を
す

て

て
、

易

行

道

に
よ

ら

ざ

ら

ん
や

」

と
結

ん

で

い

る

こ

と

か
ら

も
明

か

な

よ

う

に
、

浄

土

往

生

の
易

行

性

を
明

す

経

証

と
す

る
も

の

で
あ

ろ

う

。

こ

の
文

の
内

容

か
ら

し

て
、

す

ぐ

さ

ま

こ

れ

を
偽

経

と
決

定

す

る

て

が

か

り

は

な

い
。

し

か
も

こ

の

「
易

往

易

取

、

而

人

不

能

修

行

往

生

」

の
文

は

後

世

の
浄

土

教
家

が

好

ん

で
も

ち

い
た

も

の
で

あ

り
、

浄

土

信

仰

の
本

質

を

つ
く

も

の

と

い
え

る
。

お

よ

そ

人
間

は
、

だ

れ

で

も
自

分

ほ

ど

た

し

か
な

も

の
は
な

い

と
信

じ
、

自

己

の
力

に

た

よ

ろ

う

と

す

る

も

の

で
あ

る
。

仏

教

も

「
断

惑

証

理
」

を
説

く
も

の

と
さ

れ

る
。

す

な

わ
ち

自

身

が

修

行

し

て
煩

悩

を
た

ち

き

り

、

真

理

を

さ

と

っ
て
仏

に
な

る

こ

と
を

教

え

る
。

こ

う

し

た
教

え

は

ま

さ

し
く

実

行

す

る
場

合

に

は
非

常

な

困

難

を

と
も

な

う

が

、

人

問

の
理

性

を

い
ち

お

う

満

足

さ

せ

る

も

の

で



あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
ひ
た
す
ら
す
が
ろ
う
と
す
る
他
力
念
仏

の
教
え
は

「易
往
易
取
」

で
あ

っ
て
も
、
信
ず
る

こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
ま
さ
に
易
行
な
る
が
ゆ
え
に
難
信

で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
は

『無
量
寿
経
』
下
巻
に
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

必

得

三
超

絶

去

往

二
生
安

養

国

一
、

横

截

コ
五
悪

趣

一
、

悪

趣

自

然

閉
、

昇

レ
道

無

二
窮
極

一。

易

レ
往

而

無

レ
人

。

其

国

不

二
逆

違

一
、

自

然

之

所

レ
牽

。

(浄
全
、

一
、
二
四
)

と
説

く

こ

と

と
も

共

通

す

る
考

え

方

で
あ

る
。

ま

た

『
無

量

寿

経

』

で
は

、

最

後

に
、

若

聞

二
斯

経

一
、

信

楽

受

持

、

難

中

之

難

、

無

レ
過

二
此

難

一
。

(浄
全

一
、
三
六
)

と
ま

で

い

い
き

っ
て

い

る
。

ま

た

『
阿

弥
陀

経

』

に
お

い

て
も

、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

我
於
二
五
濁
悪
世
一、
行
二此
難
事
一、
得
二阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
一、
為
二
一
切
世
間
一説
二
此
難
信
之
法
一是
為
二甚
難
一。

(浄
全

一
、
五
五
)

と
説
く
の
は
、
い
か
に
他
力
の
教
え
が
難
信
で
あ
る
か
を
表
明
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

彼

が
あ
え
て
、

『安
楽
集
』
上
巻
の
結
文
に
こ
の
経
文
を
あ
げ
た
の
は
、

『無
量
寿
経
』
、
『阿
弥
陀
経
』
な
ど
の
示
す
、

「
こ
の
難

信

の
法
」
に
注
目
し
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
彼
は

『安
楽
集
』
の
随
所
に

「
勧
信
求
往
」

を
力
説
す
る
。

こ
う
す

れ
ば
彼
が
い
う

「勧
信
」
は
単
な
る

「勧
信
」
で
は
な
く
、
ま
さ
に
他
力
教
な
る
が
ゆ
え
に

「勧
信
」
を
よ
り
力
説
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
意
向

と
う
け
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ω

惟
無
三
昧
経

(惟
務
三
昧
経
)

安
楽
集
と
偽
経

一
〇
五



一
〇
六

『惟
無
三
昧
経
』
は

『安
楽
集
』

の
第
四
大
門
第
三
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
の
新
集
安
公
疑
経
録
第
二
に

『
惟

務
三
昧
経
』

一
巻
を
あ
げ
、

「或
作
惟
無
三
昧
」
(正
蔵
、
五
五
、
三
八
、
c
)
と
註
記
し
て
い
る
。
そ
の
あ
と

『法
経
録
』
巻
二

(正
蔵
、

五
五
・
=
ニ
ハ
・
b
)
に
疑
惑
経
典
と
さ
れ
、

『
仁
寿
録
』
巻
四

(正
蔵
、
五
五
、
一
七
二
、
c
)、

『
大
唐
内
典
録
』
巻
十

(正
蔵
、
五
五
、

三
三
四
・
a
)
に
疑
偽
経
と
記
録
さ
れ
、

『
武
周
録
』
巻
十
五

(正
蔵
、
五
五
、
四
七
二
、
c
)、

『開
元
釈
教
録
』

巻
十
八

(正
蔵
、
五
五
、

六
七
三
・
b
)
に
は
偽
妄
の
経
典
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
経
典
は
道
安

の
こ
ろ
か
ら

一
貫
し
て
疑
偽
経
と
さ
れ
て
い
た
経

典

で
あ
る
。

こ
の
経
典
は
現
存
せ
ず
、

『安
楽
集
』

の
ほ
か
に
は
わ
ず
か
に

『諸
経
要
集
』
巻
十
九
の
送
終
部
、

『
法
苑
珠
林
』
巻
六
十
二
の
祭

桐
篇

に

『安
楽
集
』
と
異
な
る
文
が
見
出
さ
れ
る
。
牧
田
諦
亮
氏
は
、

の
ち
に

の
べ
る

『善
王
皇
帝
尊
経
』
と
と
も

に
、
こ
の
経
典

を

「
弥
陀
浄
土
経
典
で
あ
る
鳩
摩
羅
什
訳
の
阿
弥
陀
経
に
説
く
、
乃
至
七
日

一
心
不
乱
の
念
仏
を
承
け
、
ま
た
念
仏

の
利
益
を
あ
か
す

な
か
に
・
特
に
延
年
増
寿
の
現
世
利
益
を
説
き
、
閻
羅
王
の
符
な
ど
が
で
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
疑
経
撰
述

の
時
期
、
動
機
な
ど

が
察

せ
ら
れ
る
・」
如
の
べ
・

こ
の
輦

を
中
国
仏
教
初
期
に
お
け
る
、

塗

教
譽

道
鰲

想
と
の
交
流
か
ら
生
じ
た
疑
経
も

て

い

る
。

さ

て

そ

の
引

用

文

と

は
、

有

二
兄

弟

二
人

一。

兄

信

二
因

果

一
、
弟

無

二
信

心

一
。

而

能

善

解

二
相

法

一
。

因

其

鏡

中

、

自

見

二
面

上

一
、

死

相

己

現

不

レ
過

七

日

一
。

時

・

有

二
智

者

一
、
教

往

問

レ
仏

。

仏

時

報

言

。

七

日

不

レ
虚

。
若

能

一
心

念

レ
仏

修

レ
戒

、

或

得

レ
度

レ
難

。

尋

即

依

レ
教

繋

レ
念

時

、

至

二
六

日

一
即

有

三

一鬼

㌔

来

耳

聞

二
其

念

仏

之

声

一
竟

無

二
能

前

進

一
。
還

告

二閻

羅

王

一
。

閻

羅

王

索

レ
符

已

注

云

。
由

二
持

戒

念

仏

功

徳

一
生

二

第

三

炎

天

一。

(浄
全

一
、
六
九
八
、
上
)



と

い
う

も

の

で
あ

る
。

道

綽

は

こ

の

『
惟

無

三
昧

経

』

に
引

き

つ
づ

い

て

『
譬

喩

経

』

を
引

い

て

い

る
。

大

内

文

雄

氏

も

指

摘

す

る
よ

う

に
、
こ

の

二
経

は

類

似

す

る

内

容

を

も

っ
て

い
る

。
つ
ま

り

『
安

楽

集

』
で

の

『
譬

喩

経

』

の
引

用

文

と

は
次

の

よ
う

な

も

の

で
あ

る
。

有

二
一
長

者

一不

レ
信

二
罪

福

一
。

年

已

五

十

。

忽

夜

夢

見

。

刹

鬼

索

レ
符

、

来

欲

レ
取

レ
之

。

不

過

二
十

日

一
。

其

人

眠

覚

惶

怖

非

レ
常

。

至

レ
明

求

二
覓

相

師

一占

レ
夢

。

師

作

二
卦

兆

一
云
。

有

二
刹

鬼

一
、
必

欲

二
相
害

一
不

レ
過

二
十

日

一
。

其

人

惶

怖

倍

レ
常

詣

レ
仏

求

請

。

仏

時

報

云

。

若

欲

レ
攘

レ
此

、

従

レ
今

已

去
専

レ
竟

念

レ
仏

、

持

レ
戒

、

焼

レ
香

、

然

レ
燈

、

懸

二
繕

旛

蓋

一
、
信

二
向

三

宝

一
可

レ
免

二
此

死

一
。

即

依

二
此

法

一
専

心

信
向

、
刹

鬼
到

レ
門

見

修

二
功

徳

。

遂

不

レ
能

レ
害

。

鬼

即

走

去

。

其

人

縁

二
斯

功

徳

一
寿

満

二
百

年

一
、
死
得

レ
生

レ
天

。

後

有

二
一
長

者

一
。
名

日

二
執

持

一
。
退

レ
戒

還
レ
仏

、

現

被

二
悪

鬼

打

一之

。
」

(浄
全

一
、
六
九
八
、
上
～
下
)

と

こ

ろ

で
こ

の

『
譬

喩

経

』

の

一
文

は
、

『
経

律

異

相

』

巻

三

十

七

の
優

婆

塞

部

に
引

く
、

『
雑

譬

喩

経

』

の
文

と
内

容

を
等

し
く

CD

す

る

。

い
ず

れ

に

し

て
も

こ
れ

ら

の
経

文

は

と
も

に
、

善

悪

の
因

果

を

信

じ
な

い
弟

あ

る

い

は
長

者

が

死

の
予

告

を

う

け

る
が

、

仏

の
教

え

に

し
た

が

っ
て
専

心

に
持

戒

念

仏

を

修

す

る

こ

と
に

よ

り

、

延

寿

の
功

徳

を

う

け

、

さ

ら

に

死

ん

で
か

ら

天

に

生

ず

る

こ

と

が

で
き

る

と

い
う

内

容

で
あ

る
。

「
七

日

虚

し

か

ら

ず

、

も

し

よ

く

一
心

に
念

仏

し
、

戒

を

お

さ

め

ぼ
、

難

を

度

す

る

こ
と

を

得

ん

。
」

と

い

う

の

は
、

ま
さ

に

『
阿

弥

陀

経

』

の

「
執

二
持

名

号

一
、

若

一
日

、

若

二
目

(中
略
)
若

七

日

一
心

不

乱

」

と

い
う

説

示

を
う

け

る
も

の

で

あ

ろ

う

。

し

か

も

コ

一鬼

あ

り
、

来

り

て
耳

に

そ

の
念

仏

の
声

を

き

い

て

つ
い

に

よ
く

す

す

む

こ

と
な

し
。

か

え

っ
て
閻

羅

王

に

つ
ぐ

。

閻

羅

王
符

を

も

と

む
。
」

と

い

っ
た

こ
と

は

、

庶

民

が

も

つ
閻

羅

王

の
審

判

と

い
う

死

に
対

す

る

怖

畏

の
心

を

た

く

み

に
利

用

し
、

強

調

す

る

こ

と

に

よ

り
念

仏

持

戒

を
す

す

め
た

も

の

で
あ

ろ
う

。

ま

た

『
譬

喩

経

』

に

は
よ

り

且
ハ体

的

に
、

「
三

宝

を

信

向

せ

ぼ

、

こ

の

死

を

ま

ぬ

が

る

べ
し
。
」

と

い

い
、

五

〇

歳

に

て

死

の
宣

告

を

う

け

た

も

の
が
、

念

仏

、

持

戒

な

ど

の
功

徳

に
よ

っ
て
百

歳

に

延

寿

し

安
楽
集

と
偽
経

一
〇
七



一
〇
八

た
と

い
う
い
わ
ゆ
る
延
年
増
寿

の
現
世
利
益
を
説
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
古
く
よ
り
民
衆
が
も

っ
て
い
た
神
仙
思
想
な
ど
に
よ
る
、
増
寿
益
算
と
い
う
素
朴
な
願
望
に
対
し
て
浄
土
教

の
立
場
よ
り

答
え
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
が
こ
れ
ら
の
経
文
を
引
用
す
る
に
あ
た
り
、

「念
仏
三
昧
す
で
に
よ
く
障
を
の
ぞ
き
福
を
う

る
こ
と
功
利
大
な
ら
ぼ
、

い
ぶ
か
し
ま
た
よ
く
行
者
を
資
益
し
て
、
年
を
の
べ
寿
を
ま
さ
し
め
る
や
い
な
や
」
(浄
全

一
、
六
九
八
、
上
)

と
い
う
こ
と
に
対
す
る
解
答
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

㈲

菩
薩
瓔
珞
経

彼

は
第
五
大
門
第

一
に

「修
道

の
延
促
」
を
明
す
に
あ
た
っ
て

『菩
薩
瓔
珞
経
』

の
文
を
経
証
と
し
て
い
る
。

こ
の

『菩
薩
瓔
珞

経
』
は
、
姚
秦
竺
仏
念
訳
と
さ
れ
る

『菩
薩
瓔
珞
本
業
経
』
二
巻
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
経
典
は
集
衆
品
、
賢
聖
名
字
品
、
賢
聖
学

観
品

(上
巻
)、
釈
義
品
、
仏
母
品
、
因
果
品
、
大
衆
受
学
晶
、
集
散
晶

(下
巻
)
の
八
品
か
ら
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
賢

聖
名
字
品
以
下

の
三
晶
に
は
菩
薩

の
四
十
二
位

の
階
位
を
と
き
、
大
衆
受
学
品
に
は
三
聚
戒
と
十
波
羅
夷
を
あ
か
す
。
す
で
に
望
月
信
亨
氏
は
こ
の
経

典
を
梁
代
以
前
に
中
国
に
お
い
て
仮
作
さ
れ
た
偽
経
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
論
拠
と
し
て
、
①
翻
訳
の
事
実
が
明

ら
か
で
な
い
。

②
諸
経
論
か
ら
抄
出
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
③
菩
薩

の
階
位
な
ら
び
に
十
無
尽
戒
の
説
は
、
中
国
撰
述
経
典
と
さ
れ
る

『
仁

0

王
般
若
経
』
お
よ
び

『梵
網
経
』

の
影
響
を
う
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
の
べ
て
い
る
。

こ
の
経
典
は
、

『出
三
蔵
記
集
』
巻
四
の
新
集
続
撰
失
訳
雑
経
録
第

一
に
、

『菩
薩
瓔
珞
本
業
経
』
二
巻
と
し
て
あ
げ
、

「或
云
。

菩
薩

瓔
珞
経
」
(正
蔵
、
五
五
、
二
一
、
c
)
と
註
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に

『
法
経
録
』
巻

一
の
大
乗
修
多
羅
蔵
録
第

一
に
は

『
瓔
珞
本
業

経
』

二
巻
と
し
て
前
秦
世
竺
仏
念
訳

(正
蔵
、
五
五
、

一
一
五
、
b
)
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
以
後

の
諸
経
録
に
お

い
て

は
こ
れ
を
う
け



い
ず

れ
も
竺
仏
念
の
訳
と
し
て
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
経
を
竺
仏
念
の
訳
と
し
た
こ
と
に
関
し
て
望
月
氏
は

「
お
そ
ら
く
彼
が
翻
訳
し

⑳

た

『
菩
薩
瓔
珞
経
』
十
二
巻

(あ
る
い
は
+
四
巻
)
と
そ
の
名
が
近
似
す
る
こ
と
か
ら
混
淆
を
生
じ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。」
と
の
べ
、
さ

ら
に
使
用
語
句
か
ら
み
て
も
、
十
二
巻
経
に
は

「泥
滬
」
、
「
那
術
」
、
「
江
河
沙
」
な
ど
の
古
語
を
使
用
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の

経
は

「
涅
槃
」、
「
那
由
陀
」
、
「恒
河
沙
」
と
い
っ
た
新
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
竺
仏
念
の
翻
訳
で
な

い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
と
い
う
。

さ
き
に
も
す
こ
し
ふ
れ
た
が
、
こ
の
経
典
は
賢
聖
名
字
晶
以
下
の
三
品
に
菩
薩
の
階
位
を
説
く
。

そ

の
中

に
六
種
性

(習
種
性
、
性

種
性
、
道
種
性
、
聖
種
性
、
等
覚
性
、
妙
覚
性
)
を
た
て
、
こ
れ
を
六
賢
、
六
忍
、
六
慧
、
六
定
、

六
観
、

六
宝
瓔
珞
に
配
当
し
、
ま
た
は

じ
め
の
四
種
に
各
十
人
、
あ
と
の
二
種
性
に
各

一
人
の
、
合
し
て
四
十
二
賢
聖
が
あ
る
と
し
、
そ
の
他
に
習
種
性
の
ま
え
に
十
信
を
た

て
、
通
算
し
て
菩
薩
の
五
十
二
位
と
す
る
。

さ

て
道
綽
が
、
修
道
の
延
促
を
あ
か
す
に
あ
た
り
、
こ
め
経
典
を
ひ
き
あ
い
に
だ
す
と
い
う
意
図
は
お
よ
そ
察
せ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

彼
に
と
っ
て
は
、
す
み
や
か
に
不
退
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
当
面
の
問
題
で
あ

っ
た
。

一
時
も
は
や
く
こ
の
煩
悩

の
繋
縛
か
ら
の
が
れ
、

解
脱

の
自
由
を
得
た
い
と
望
ま
な
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
仏
典
は
ひ
と
し
く
、
仏
果
を
得
る
に
は
ま
ず
菩
提
心
を
発

せ
と
い
う
。
し

か
し
こ
の
菩
提
心
が
ど
う
い
う
心
で
あ
る
の
か
見
定
め
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
発
心
し
て
も
、
段
階
を
ふ
み
修
行

す
る
こ
と
は
よ
り
む

つ
か
し
い
。
彼
は
こ
の
仏
道
の
難
行
な
る
こ
と
を
、

『菩
薩
瓔
珞
経
』

の
仏
道
体
系
に
準
じ
て
次

の
よ
う
に
い
う
。

ヘ

へ

縦

令

発

二
得

此

心

一
、

依

レ
経

終

須

レ
修

二
十
種

行

一
。

謂

信

、

進

、
念

、

戒

、

定

、

慧
、

捨

、

護

法

、

発

願

、

廻

向

進

二
詣
菩

提

一
。

然

修

道

之
身

相

続

不

レ
絶

逕

二
一
万
劫

一
、

始

証

二
不

退
位

一
。

当

今

凡

夫

現

名

二
信

想

軽

毛

一
、
亦

日

二
仮

名

一
、
亦

名

二
不

定

聚

一
、
亦

名

二

外

凡

夫

一
。
未

レ
出

火

宅

一
。

(浄
全

一
、
六
九
九
、
上
)

安
楽
集

と
偽
経

一
〇
九



一
一
〇

こ

の
文
申
の

「
依
経
」
は
、
直
接
に
は

『
菩
薩
瓔
珞
本
業
経
』
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
菩
薩
の
五
十
二
位
の
説
示
は
、
仏
道
体
系
と

し
て
は
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
経

の
と
く
四
種
性

(十
住
、
十
行
、
十
廻
向
、
十
地
)
の
四
十
位

は
お
そ
ら
く

『
華
厳
経
』
に
も

と
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
が
注
目
す
る
の
は
、

四
種
性

の
前
階
位
の
信
想

(+
信
)
で
あ
る
。

十
信
を
こ
の
経
で
は
、
ま
だ

僧
祇
に
入
ら
な
い
信
想
の
菩
薩
が
行
ず
る
と
こ
ろ
の
信
心
で
あ
る
と
し
、
十
住
以
前
の
階
位
と
す
る
。
賢
聖
名
字
品
に
は
、

修
行
是
心
。
若
経

一
劫

二
劫
三
劫
。
乃
得
入
初
住
位
中
。
(正
蔵
、
二
四
、
一
〇
二

、
c
)

と
い
い
、
ま
た
釈
義
品
に
は
、

是
人
爾
時
住
前
。
名
信
想
菩
薩
。
亦
名
仮
名
菩
薩
。
亦
名
名
字
菩
薩
。
其
人
略
行
十
心
。
所
謂
信
心
進
心
念
心
慧
心
定
心
戒
心
廻

向
心
護
法
心
捨
心
願
心
。
復
行
十
心
。
所
謂
十
善
法
五
戒
八
戒
十
戒
六
波
羅
蜜
戒
。
是
人
復
行
十
善
。
若

一
劫
二
劫
三
劫
修
十
信
。

受
六
天
果
報
。
上
善
有
三
品
。
上
品
鉄
輪
王
化

一
天
下
。
中
品
粟
散
王
。
下
品
人
中
王
。
具
足

一
切
煩
悩
。
集
無
量
善
業
亦
退
亦

出
。
若
値
善
知
識
学
仏
法
。
若

一
劫
二
劫
方
入
住
位
。
(正
蔵
、
二
四
、

l
o
l
七
、
a
)

と
い

つ
て
い
る
。

こ
れ
は
住
前
の
菩
薩
は
信
進
な
ど
の
十
心
お
よ
び
十
善
を
行
ず
べ
き
こ
と
を
説
く
も
の
で
、
望
月
氏
は
、

『仁
王
般
若
経
』
の
い
わ

⑳

ゆ
る
十
善
の
菩
薩
と
伏
忍
下
品
の
説
を
合
糅
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
経
に

コ

劫
二
劫
三
劫
に
十
信
を
修
す
れ

ば
住
位
に
入
る
」
と
い
い
、

『仁
王
般
若
経
』
に

「
十
千
劫
を
も

っ
て
十
正
道
を
行
ず
と
い
え
ど
も
、
三
菩
提
心
を
発

さ
ば
、
す
な
わ

ち
、

ま
さ
に
習
忍
の
位
に
入
る
べ
し
」
(正
蔵
、
八
、
八
三
一
、
b
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
劫
数
に
大
き
な
差
が
あ
る
よ
う
で
あ
る

が
、

こ
の
経

の
大
衆
受
学
品
に

「信
想
の
菩
薩
は
十
千
劫
に
お
い
て
十
戒
の
法
を
行
じ
、
十
住
心

に
入
る

べ
し
」
(正
蔵
、
二
四
、
一
〇

一=

、
b
)
と
説

い
て
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
経
も
ま
た

『
仁
王
経
』

と
伺
じ
よ
う
に

「
十
信

一
万
劫
」
を
認

め
た
と
す
べ
き



⑳

で
あ

る
ど
い
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
道
綽
の
い
う

「経
に
よ
っ
て
あ
か
す
十
種
の
行
」
が
、

『菩
薩
瓔
珞
本
業
経
』
の
教
説
に
も

と
つ
く
も
の
で
あ

り
・

コ

万
劫
を
経
て
不
退
の
位
を
さ
と
る
」
と
い
う

コ

万
劫
」
の
根
拠

を
さ
ぐ
り
得
た
。
し
か
も
こ
の
経
の
説
示
が
、
偽
経
の

『
仁
王
般
若
経
』
と
類
似
す
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
経
が
偽
経
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
る
。

と
も
か
く
も
こ
の
経
典
の
説
示
に
し
た
が
え
ば
、
十
種

の
行
を
修
め
不
退
転
に
入
る
に
は
、

一
万
劫
と
い
う
修
道

の
身
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
困
難
な
道
と
い
え
る
。

一
方
、
現
今

の
凡
夫

の
信
想
は
薄
弱
で
あ
り
、
い
わ
ば

「仮
名
」
で
あ
り
、
「
不
定
聚
」

で
あ
る
。
と
う
て
い
こ
の
よ
う
な
修
道
に
は
た
え
ら
れ
な
い
、

「
外
の
凡
夫
」
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は

「菩
薩
瓔
珞
経
に
よ
っ
て
つ
ぶ

さ

に
入
道
の
行
位
を
弁
ず
る
に
、
法
爾
な
る
が
ゆ
え
に
難
行
道
と
な
ず
く
。」
(浄
全
一
、
六
九
九
、
上
)
ど
結
論
す
る
。

さ
ら
に
彼
は

コ

万
劫
」
と
い
う
長
時
に
照
し
て
、

「
た
だ
し
お
も
ん
み
れ
ぼ
、

一
劫

の
う
ち
の
受
身
生
死
、
な
お
数
え
し
る
べ
か

ら
ず
。
い
わ
ん
や

一
万
劫
の
う
ち
に
い
た
ず
ら
に
痛
焼
を
う
く
る
や
」
(浄
全

一
、
六
九
九
、
上
～
下
)
と
受
身

の
無
数

な
る
こ
と
を
示
し
、

そ
-)
て

「
も
し
よ
く
あ
き
ら
か
に
仏
経
を
信
じ
て
、
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
え
ば
、
寿
の
長
短
に
し
た
が

っ
て

一
形

に
す
な
わ
ち
い
た

り
て
位
不
退
に
か
な
う
。
こ
れ
は
修
道
の

一
万
劫
と
功
を
ひ
と
し
う
す
」
(浄
全
一
、
六
九
九
、
下
)
と
、
浄
土
の
法
門

に
よ
れ
ば
、
各
人

の
寿
命
に
し
た
が
っ
て
、
臨
終
と
と
も
に
不
退
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。

人
寿
百
歳
と
し
て
も
、

一
万
劫
の
修
道
ど
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
彼
は
修
道
の
延
促
と
い
う
こ
と
に
基
準
を
お
き
、
浄
土
往
生
門
の

易
行
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
を
証
明
す
る
に
あ
た
り
、
菩
薩
の
本
筋
を
あ
か
す
こ
と
を
使
命
と
す
る

『菩
薩
瓔
珞
本

業
経
』
を
も
っ
て
し
て
、
延
促
の
証
と
し
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。

安
楽
集
と
偽
経

一
一
一



一
=

一

㈲

須
弥
四
域
経

第
六
大
門
第

二
に
引
用
す
る

『須
弥
四
域
経
』

一
巻
は
、

『法
経
録
』
巻
二
に
衆
経
偽
妄
経
典

(正
蔵
、
五
五
、

=

一七
、
a
)
と
し
て

そ

の
名
が
は
じ
め
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『開
元
釈
教
録
』
巻
十
八
の
偽
妄
乱
真
録
に
は
、

「須
弥
像
図
山
経

一
巻
、
今
疑
、
与

法
経
録
中
須
弥
四
域
経
、

文
同
名
異
」
(正
蔵
、
五
五
、
六
七
七
、
b
)
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

『須
弥
四
域
経
』

と

『須
弥
像
図
山

経
』
と
は
同
種
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

道
綽
は

「
面
を
西
に
向
け
坐
礼
念
観
す
」
(浄
全

一
、
七
9

一、
下
)
と
い
う
意
義
を
明

す
た

め
に
、

『大
智
度
論
』
と
と
も
に
引
用

す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は

「須
弥
四
域
経
に
云
く
」
と
し
て
、

天
地
初
開
之
時
、
未
レ有
二
日
月
星
辰
一。

縦
有
二
天
人
来
下
一、

但
用
二項
光
一照
用
。

爾
時
人
民
多
生
二苦
悩
一。

於
レ
是
阿
弥
陀
仏

遣
三
一菩
薩
一。

一
名
二宝
応
声
一、

二
名
二宝
吉
祥
一。

即
伏
犠
女
蝸
是
。

此
二
菩
薩
共
相
籌
議
向
二第
七
梵
天
上

一、

取
二其
七
宝
一

来
二至
此
界
一造
二
日
月
星
辰
二
十
八
宿
一。
以
照
ご天
下
一。
定
二其
四
時
春
秋
冬
夏
一。

時
二
菩
薩
土
ハ相
謂
言
。

所
二以
日
月
星
辰
二

十
八
宿
西
行
一者
、

一
切
諸
天
人
民
尽
共
稽
二首
阿
弥
陀
仏
一。
是
以
日
月
星
辰
皆
悉
傾
レ
心
向
彼
、
故
西
流
也
。

(浄
全

一
、
七
〇
二
、
下
～
七
〇
三
、
上
)

と
の
べ
て
い
る
。

⑳

大
内
文
雄
氏
は
、
唐

の
法
琳
の

『弁
正
論
』
巻
五
に
引
用
す
る

『須
弥
像
図
山
経
』
と

『
安
楽
集
』
で
引
用
す
る

『
須
弥
四
域
経
』

の
文
を
比
較
し
て
、

「
前
者
の
場
合
、
二
菩
薩

(宝
応
声
菩
薩
と
宝
吉
祥
菩
薩
)
は
阿
弥
陀
仏
の
命

に
よ

っ
て
日
月
お
よ
び
法
度
を
作
り

人
民
を
救
う
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
後
者
で
は
、
二
菩
薩
自
身
が
彼
ら
の
作

っ
た
日
月
星
辰

二
十
八
宿

の
西
に
行
く
所
以



を
説
く
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
相
違
は
、

『
開
元
釈
教
録
』

の
註
記
と
は
相
反
す
る
事
実
と
言
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。」

と
の
べ
て
い

る
。ま

た
こ
の
引
用
文
に
は
、

「阿
弥
陀
仏
二
菩
薩
を
つ
か
わ
す
。

一
を
宝
応
声
と
な
づ
け
、
二
を
宝
吉
祥
と
な
つ
く
。
す
な
わ
ち
伏
犠

女
蝸

こ
れ
な
り
。」
と
い
う
。
こ
の
伏
犠
、
女
蝸
と
い
う
男
女
二
神
は
、

中
国
古
代
の
神
話
上
の
神
で
あ
り
、

人
類
の
創
造
神
と
し
て

　

ま
た
洪
水
神
と
し
て

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
経
典
が
中
国
撰
述

の
偽
経
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
経
典
は
、
阿
弥
陀
仏

の
つ
か
わ
し
た
宝
応
声
、
宝
吉
祥

の
二
菩
薩
を
神
話
上
の
伏
犠
、
女
蝸
と
い
う
二
神
に
な
ぞ
ら
え
、
天
地

創
造

の
役
割
藁

さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
日
月
星
辰
二
+
八
禦

西

へ
向
う

の
は
・
ま
さ
藷

天
人
民
が
阿
弥
陀
仏
を
稽
甑
す
る
か
ら

こ
れ
に
な
ら

っ
て
、
日
月
星
辰
も
西
に
運
行
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
牧
田
諦
亮
氏
は
こ
の
経
典
を
儒
、
仏
、
道
の
三
教
優
劣
論
争
の

所
産

と
し
・
中
国
の
伝
統
思
想
と
の
調
和
靂

劣
を
考
慮
し
た
も
の
と
み
て
い
殉
・

彼

が
こ
の
経
文
を
引
用
し
た
意
図
は
、
こ
の
引
文
の
す
こ
し
ま
え
に
彼
が

「閻
浮
提
に
は
日
出
ず
る
と
こ
ろ
を
生
と
な
づ
け
、
没
す

る

と

サ」
ろ

璧

死

と
名

つ

く

と

い
、つ
耄

っ
て
、

藉

っ
て
死

地

に

お

い
て
神

明

羮

す

る

に
、

そ

の
相

助

便

な

り

.
L

(浄
奎

'
X
0
1
1
、

下
)
と
の
べ
、
さ
ら
に

「坐
観
礼
念
等
に
よ
り
て
面
を
仏
に
向
う
も
の
は
こ
れ
世

の
礼
儀
に
し
た
が
う
な
り
。」
(浄
全

一
・
七
〇
ご
・
下
)

と
の
べ
、
西
方
取
相
を
世
俗
の
礼
儀
に
も
合
致
す
る
自
然
な
も
の
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
彼
は

「
も
し
こ
れ
聖
人
に
し
て
飛
報
自
在
な

る
こ
と
を
え
ば
方
処
を
弁
ぜ
ず
。
た
だ
凡
夫

の
人
は
身
心
あ
い
し
た
が
っ
て
、
も
し
は
余
方
に
む
か
わ
ぼ
西
に
ゆ
く
こ
と
か
な
ら
ず
難

し
。」

(浄
全

一
、
七
〇
二
、
下
)
と
の
べ
、

身
・39

一
如
に
し
て
専
心
専
念
の
効
果
の
あ
が
る
こ
と
を
力
説
す
る
。

こ
の
凡
夫
の
乱
想
な
る

こ
と
に
基
本
を
お
く
こ
と
は
、
さ
き
の

『
十
方
随
願
経
』
の
と
こ
ろ
で
の
べ
た
、

一
処
に
専
心
す
る
こ
と
を
の
べ
る
の
と
同

一
の
考
え

安
楽
集
と
偽
経

一
=
ご



一
一
四

方
で
あ
る
と
い
え
る
。

い
わ
ば
こ
れ
ら
の
説
示
は
、

『観
経
』
が
韋
提
希

の
請
願
に
よ
り
西
方
往
生
を
説
き
お
こ
す
の
に
対
し
て
、
西
方

の
意
義
を

一
般
在

俗
の
人
々
に
も
十
分
説
得
力
の
あ
る
説
示
に
て
意
義
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
雑
多
な
中
国
土
着

の
思
想
の
移
入
を

許
す

こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
浄
土
教
が
申
国
人
の
宗
教
と
し
て
受
容
さ
れ
た

一
面
を
端
的
に
示
す
も
の
と
い
え

よ
う
。

ω

浄
度
菩
薩
経

『
浄
度
菩
薩
経
』
は

『安
楽
集
』
の
第
九
大
門
第

二
に
引
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

道
綽
は
二
つ
の
文
を
引
い
て
い
る
。

ま
ず
第

一
の

引
用
文
は
、

人
寿
百
歳
、
夜
消
二其
半
一。
即
是
減
二郤
五
十
年
一也
。
就
二五
十
年
内
一十
五
已
来
未
レ
知
二善
悪
一。
八
十
已
去
昏
耄
虚
劣
。
故
受
二

老
苦

一。
自
レ
此
之
外
唯
有
二十
五
年
在
一。

於
レ中
外
則
王
官
逼
迫
長
征
遠
防
、
或
繋
在
二牢
獄
一。

内
則
門
戸
吉
凶
衆
事
牽
纒
筅
莞

松
倭
常
求
不
レ
足
。

(浄
全
一
、
七
〇
六
、
下
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
を
彼
は

「浄
度
菩
薩
経
に
拠
る
」
と
い
う
が
、

『
浄
度
菩
薩
経
』
ど
い
う
経
典
名
は
歴
代

の
経
録
に
は
な
く
、
ま
た
名
称
が

似
て
い
る
偽
経
の

『浄
度
三
昧
経
』
の
現
存
の
も
の
や
、
諸
書
の
引
用
文

に
も
該
当
す

る
も

の
は
な

い
。
大
内
文
雄
氏
は
こ
の
文
を

『
五
王
経
』
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
経
典
は

『
大
正
蔵
経
』
巻
十
四
に
収
蔵
さ
れ
、

「失
訳
人
名
、
今
附
東
晋
録
」

(正
蔵

一
四
、
七
九

五
、

c
)
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

『
五
王
経
』
は
、
さ
き
に
の
べ
た

『
五
苦
章
句
経
』

ど
同
U
く
、

苦

の
様
相
を
詳
し



く
の
べ
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
八
苦

(生
苦
・
病
苦
、
死
苦
、
恩
愛
別
苦
、
所
求
不
得
苦
、
怨
憎
会
苦
、
憂
非
悩
苦
)
を
そ

れ
ぞ
れ
具
体
的

に
説

い
て
い
る
。

『
安
楽
集
』
の
引
用
文
に

一
致
す
る
の
は
、
そ
の
第
八
、

憂
悲
悩
苦
を
と
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

彼
は
第
九
大
門
第

二
を
説
く
に
あ
た

り
、

「
寿
命

の
長
短
を
明
す
と
は
、
こ
の
方

の
寿
命
は
大
い
に
期
す
る
も
百
年
に
す
ぎ
ず
。
百
年
の
う
ち
よ
り
出
ず

る
こ
と
は
す
く
な

く
滅
ず
る
こ
と
は
多
し
。
あ
る
い
は
生
年
に
天
喪
し
、
乃
至
童
子
に
し
て
身
を
う
し
な
う
。
あ
る
い
は
ま
た
胞
胎
に
し
て
傷
堕
す
。
」

⑫

(浄
全
一
、
七
〇
六
、
下
)
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『
五
王
経
』

の
全
体

の
文
意
を
取
意
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う

「
人
寿
百
歳
を
す
ぎ
ず
」
と
い
っ
た
考
え
方
は
必
ず
し
も

『
五
王
経
』
、
『浄
度
菩
薩
経
』
に
、
と
く
に
み
ら
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
す
で
に
申
国
の
道
家
に
属
す
る

『荘
子
』
あ
る
い
は

『列
子
』
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
、
文
体
か
ら
し
て
こ
れ
ら
の
思
想

と
う
せ
ぎ

を
う
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『
荘
子
』
雑
篇
第
二
十
九
の
盗
.跖
篇
に
は
、

今
、
吾
子
に
告
ぐ
る
に
人
の
情
を
以
て
せ
ん
。
目
は
色
を
視
ん
こ
と
を
欲
し
、
耳
は
声
を
聴
か
ん
こ
と
を
欲
し
、
口
は
味
を
察
せ

び
よ
う
そ
う

ん
こ
と
を
欲
し
、
志
気
は
盈
た
さ
ん
こ
と
を
欲
す
。
人
の
上
寿
ほ
百
歳
、
中
寿
は
八
十
、
下
寿
は
六
十
な
り
。
病
痩
と
死
喪
と
憂

患
と
を
除
け
ば
、
其
の
中
、
口
を
開
き
て
笑
う
者
は
、

一
月
の
中
、
四
五
日
に
過
ぎ
ざ
る
己
矣
。
天
と
地
と
は
窮
ま
り
無
く
、
人

ヒ

き

き

の
死
す
る
時
有
り
。
時
有
る
の
具
を
操
り
て
無
窮
の
間
に
託
す
る
は
、
忽
然
と
し
て
騏
驥
の
馳
せ
て
隙
を
過
ぐ

る
に
異
な
る
無
き

な
り
。
其

の
志
意
を
悦
ば
せ
、
其
の
寿
命
を
養
う
こ
と
能
わ
ざ
る
者
は
、
皆
道
に
通
ず
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。

⑱

よう
し
ゆ

と

い
い
、
ま
た

『列
子
』
楊
朱
篇
は
こ
の
盗
跖
篇
を
う
け
て
、

百
年
は
人
間

の
寿
命

の
極
限
で
あ
り
、
百
歳
ま
で
生
き
る
も
の
は
千
人
に

一
人
も
な
い
。
た
と
え
百
歳
ま
で
生
き
た
と
し
て
も
、

無
心
の
幼
年
期
や
、
も
う
ろ
く
し
た
老
年
期
が
そ
の
半
ば
を
占

め
る
。
そ
の
残
り
の
半
分
は
睡
眠
に
と
ら
れ
て
し
ま
い
、
さ
ら
に

安
楽
集
と
偽
経

一
一
五



一
一
六

そ

の
残

り

の
半

分

は
必

配

ご

と
や

苦

労

で
費

や

さ

れ

る
。

と
す

れ

ば

、

あ

と

に
残

る

の

は
、

わ

ず

か

に
十

数

年

に
す

ぎ

な

い
。

し

か

も

、

こ

の
わ

ず

か

の
期

間

の
う

ち
、

心

か

ら
楽

し

み
満

足

で
き

る

の
は

ど

れ

ほ

ど

で

あ

ろ

う

か
。

そ

も

そ

も

人

間

は

こ

の
世

に

生

ま

れ
、

何

を

な

し
、

何

を
楽

し

み

と
す

る

の
で

あ

る

か
。

美

衣
美

色

、

歌

舞

や
女

色

の
ほ

か

に
何

が

あ

ろ
う

。

も

し
道

徳

や
法

律

に

し

ば
ら

れ

て
、

こ

の
楽

し

み

を
果

た
す

こ

と

が

で

き

な

い

と

し

た
ら

、

牢

獄

に

と

じ

こ

め
ら

れ

た
囚

人

と
、

何

の
変

わ

る

と

こ

ろ

が

あ

ろ
う

そ
。

太

古

の
人

は
、

人

生

が

つ
か

の
ま

の
も

の

で
あ

る

こ

と
を

知

っ
て

い

た

か
ら

、

心

の
お

も

む

く

ま

ま

に
従

い
、

自

然

に

そ
む

く

こ

と
を

し
な

か

っ
た

。

自

然

の
性

の
ま

ま

に

遊

び

、

死

後

の
名

声

の

こ

と
な

ど

心

に
も

か

け

な

か

っ
た

。

生

き

て

い
る

あ

い
だ

こ
そ

、

聖
人
象

難

暴
君
舞

の
差
別
は
あ
ろ
う
が
・
死
ん
で
し
ま
え
ば
・
ひ
と
し
く
腐
骨
に
な

っ
て
し
ま
う
も
の
だ
・
死
後
の

名
声
な
ど
に
心
を
ひ
か
れ
、
生
き
て
い
る
あ
い
だ
の
楽
し
み
を
犠
牲
に
す
る
な
ど
は
、
お
ろ
か
し
い
か
ぎ
り
で
は
な
い
か
。

⑭

と

の
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
人
生
の
は
か
な
さ
を
説
き
、
自
然

の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
唯

一
の
生
き
が
い
を
見
出
そ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

森
三
樹
三
郎
氏
も
い
う
よ
う
に
、
楊
朱
篇

は
す
べ
て
の
欲
望
を
無
差
別
に
肯
定
す
る
の
で
は
な
い
。
寿
命
、
名
声
、
地
位
、
財
貨
の

四

つ
は
運
命
に
支
配
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
人
間
に
と

っ
て
真
に
本
性
的
な
欲
望
と
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
豊
屋
、
美
服
、
美
味
、
美
女

の
四
つ
で
あ
る
と
い
う
。

『安
楽
集
』
に
引
用
す
る

『
浄
度
菩
薩
経
』
あ
る
い
は

『
五
王
経
』
が
、
こ
れ
ら
の
思
想
を
十
分
に
ふ
ま
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
別

と
し
て
、
こ
う
し
た
思
想
に
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

次

に
第

二
の
引
用
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

「
ま
た
彼

の
経
に
云
く
」
と
し
て
、
さ
き
の
引
用
文
に
つ
づ
い
て
引
く
も
の
で
あ
る
。

一



応

『
浄
度
菩
薩
経
』
を
指
す
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
σ
そ
れ
は
、

人
生
二世
間
一凡
経
二
一
日

一
夜
一有
二
八
億
四
千
万
念
一。

一
念
起
レ悪
受
二
一
悪
身
一、
十
念
念
レ
悪
得
二十
生
悪
身
一
、
百
念
念
レ悪
受
二

一
百
悪
身
一。
計
二
一
衆
生

一
形
之
中
一百
年
念
レ
悪
悪
即
偏
二満
三
千
国
土
一受
二其
悪
身
一。

悪
法
既
爾
。

善
法
亦
然
。

一
念
起
レ善

受
二
一
善
身
一、
百
念
念
レ善
受
二
一
百
善
身
一、
計
11

衆
生

一
形
之
中
一百
年
念
レ
善
三
千
国
土
善
身
亦
満
。
(浄
全

一
・
七
〇
六
・
下
)

と
・い
う
も
の
で
あ
る
。

大
内
氏
は

『
法
苑
珠
林
』
巻
二
十
三
の
慚
愧
篇
に
引
く

『
浄
度
三
昧
経
』
の

一
文
と
、
さ
き
に

『
惟
無
三
昧
経
』

の
と
こ
ろ
で
も
の

べ
た

『諸
経
要
集
』
、
『法
苑
珠
林
』
に
引
用
す
る

『惟
無
三
昧
経
』
の
文
と
関
連
づ
け
論
じ
て
い
る
。

『
法
苑
珠
林
』
に
引
く

『
浄
度

三
昧
経
』

の
文
と
は
、

罪
福
相
累
重
数
分
明
。
後
当
受
罪
福
之
報
。

=

不
失
。

一
念
受

一
身
。
善
念
受
天
上
人
中
身
。
悪
念
受
三
悪
道
身
。
百
念
受
百

身
。
千
念
受
千
身
。

一
日

一
夜
種
生
死
根
。
後
当
受
八
億
五
千
万
雑
類
之
身
。
百
年
之
中
種
後
世
栽
甚
為
難
数
。
魂
神
逐
種
受
形

遍
三
千
大
千
刹
土
。
体
骨
皮
毛
遍
大
千
刹
土
地
間
無
空
処
。

(正
蔵
、
五
三
、
四
五
五
、
a
)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た

『
法
苑
珠
林
』
の
引
用
す
る

『
惟
無
三
昧
経
』
の
文
と
は
、

仏
告
阿
難
。
善
男
子
。
人
求
道
安
禅
先
当
断
念
。
人
生
世
問
所
以
不
得
道
者
。
但
坐
思
想
穢
念
多
故
。

一
QiS来

1
QfS去
°

1
日

一

宿
有
八
億
四
千
万
念
。
念
念
不
息
。

一
善
念
者
。
亦
得
善
果
報
。

一
悪
念
者
。
亦
得
悪
果
報
如
響
応
声
。
如
影
随
形
。
是
故
善
悪

罪
福
各
別
。

(正
蔵
、
五
三
、
七
五
四
、
b
)

⑮

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

一
連
の
説
示
内
容
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。

牧
田
諦
亮
氏
は

「
そ
の
思
想
か
ら
み
れ
ぼ
、
浄
度
菩
薩
経
と
は
浄
度
三
昧
経
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
続
蔵
本
な
ど
で
は
浄
度
菩
薩

安
楽
集
と
偽
経

一
一
七



一
一
八

⑯

の
名

を
見
出
し
が
た
い
が
、

敦
煌
本
浄
度
三
昧
経
で
は
、

明
か
に
仏
告
浄
度
大
士
な
ど

の
句
を
見

る

の
で
あ
る
。
」
と
の
べ
、
こ
の

『
浄
度
菩
薩
経
』
は

『浄
度
三
昧
経
」

の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

こ

の

『
浄
度
三
昧
経
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
望
月
氏
、
牧
田
氏
な
ど
の
研
究
が
あ
り
、
大
内

氏
も
詳

し
く

の

べ
て

い
る
の
で

省
く
こ
と
に
す
る
が
、
多
く
の
異
本
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
歴
代
の
経
録
で
も
問
題
が
あ
る
。
ま
た
大
内

氏

に
よ
る

ど
、
こ
の
経
典
は

『
経
律
異
相
』
に
五
例
、

『諸
経
要
集
』
に
四
例
、

『法
苑
珠
林
』
に
五
例
引
用
さ
れ
、
ま
た
信
行
の

『
三
階
仏
法
』
、

法
琳
の

『弁

正
論
』
、
善
導

の

『
観
念
法
門
』
な
ど
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
が
、

そ
れ
ら
が
ど
の
異
本
に
よ
る
も
の
で
あ

る
か
を
定
め
る
こ

ど
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ

『法
経
録
』
(正
蔵
、
五
五
、

=
一七
、
a
)
、

『仁
寿
経
』
(正
蔵
、
五
五
、

一
七
四
、
c
)、

『開

元
釈
教
録
』
(正

蔵
、
五
五
、
六
七
一
、
c
)
な
ど
が
偽
妄
、
疑
偽
経
典
と
す
る
の
は
三
巻
本
ま
た
は
四
巻
本
で
あ
る
。

道
綽
は
第
二
の
引
用
文
に
お
い
て
、
念
に
は
善
念
と
悪
念
と
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
善
悪
の
報
を
う
け
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ

ら
は
間
断
な
く
次
か
ら
次

へ
と
お
こ
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果

の
因
果
律
を
力
説
す

る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
あ
と
に

「
も
し
十
年
五
年
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
こ
と
を
う
れ
ば
、
あ
る
い
は
多
年

の
後
に
い
た
っ
て
無
量
寿
国
に
う
ま
れ
、

す
な
わ
ち
浄
土
の
法
身
を
う
く
る
こ
と
恒
沙
無
尽
に
し
て
、
不
可
思
議
な
り
。

い
ま
す
で
に
穢
土
短
促
に
し
て
命
報
と
お
か
ら
ず
。
も

し
阿
弥
陀
浄
国
に
う
ま
る
れ
ば
、
寿
命
長
遠
に
し
て
不
可
思
議
な
り
。」

(浄
全
一
、
七
〇
七
、
上
)
と
彼
此

の
寿
命

の
長
短
を
あ
か
し
て

い
る
。

彼

は
こ
の
よ
う
に
人
寿
百
歳
と
仏
寿
無
量
を
対
応
さ
せ
な
が
ら
、
浄
土
往
生
の
信
を
す
す
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
あ
く
ま

で
現
実

の
生
の
肯
定
を
前
提
と
す
る
も
の
で
、
人
寿
は
、
は
か
な
い
も
の
、
不
確
か
な
も
の
と
し
て
も
、
そ
の
あ
た
え
ら
れ
た
寿
命
を

⑰
養

い
、
欲
望
を
満
す
こ
と
は
人
間
の
本
性
と
し
、
自
然
と
み
る
。
こ
う
し
た
点
に
は
、
ひ
た
す
ら
に
遠
離
穢
土
、
欣
求
浄
土
を
主
張
す



る
だ
け
で
な
く
、
あ
く
ま
で
現
実
肯
定
を
中
心
と
す
る
中
国
社
会
に
妥
協
し
よ
う
と
す
る
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈹

善
王
皇
帝
尊
経

こ
の
経
典
は
第
九
大
門
第

二
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
他

の
文
献
に
は
引
か
れ
て
い
な
い
も
の
で
、

『
安
楽
集
』
に
引
用
す
る
の
が
唯

一
の
文
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
経
典
は
道
安
の
疑
経
目
録
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
古
く
か
ら
偽
経
と
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

『出
三
蔵
記
集
』
巻
五
の
新
集
安
公
疑
経
録
に

『
善
王
皇
帝
経
』
二
巻
と
あ
り
、

「
或
云
。
善
王
皇
帝
功
徳

尊
経
、
或
為

一
巻
」
(正
蔵
、
五
五
、
三
八
、
b
)
と
註
記
さ
れ
て
い
る
。
『
法
経
録
』
巻
三
に
疑
惑
経
典

(正
蔵
、
五
五
、
=
一六
、
b
)
と

さ
れ
、
『
歴
代
三
宝
記
』
巻
十
三
に
失
訳

(正
蔵
、
四
九
、
二

二
、
c
)
と
さ
れ
る
以
外
は
す
べ
て
疑
偽
ま
た
は
偽
妄
経
典
と
さ
れ
て
い
る
。

道
綽
は
さ
き
に
の
べ
た

『
浄
度
菩
薩
経
』
な
ど
に

一
連
し
て

「
善
王
皇
帝
尊
経
に
云
く
」
と
し
て
、

其
有
レ
人
学
レ道
念
三欲
往
二
生
西
方
阿
弥
陀
仏
国
一者
、
憶
念
昼
夜

一
日
若
二
日
或
三
日
若
四
日
若
五
日
至
三
ハ
日
七
日
一。
若
復
於
レ

中
欲
一一還
悔
一者
、
聞
三
我
説
二是
善
王
功
徳
一命
欲
レ尽
時
、
有
二
八
菩
薩
一。
皆
悉
飛
来
迎
二取
此
人
一到
二西
方
阿
弥
陀
仏
国
中
一、
終

不
レ
得
レ
止
。

(浄
全

一
、
七
〇
七
、
上
)

と

の
べ
て
い
る
。

『
惟
無
三
昧
経
』
と
同
じ
く

『
阿
弥
陀
経
』
の

「
乃
至
七
日

一
心
不
乱
」

の
念
仏
を
う
け
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
経
典
は
新
た
に
八

菩
薩

の
臨
終
来
迎
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
す
で
に
望
月
信
享
氏
は
こ
の
種
の
菩
薩
来
迎
説
を
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て

『
八
吉
祥
神

咒
経
』

『
八
陽
神
咒
経
』
な
ど
に
説
く
跋
陀
和
菩
薩
な
ど
の
八
菩
薩
の
名
は

『
般
舟
三
昧
経
』
に
あ
り
、
ま
た

『
八
吉
祥
神
咒
経
』
の

説

を
布
衍
し
た
も
の
と
し
て

『灌
頂
経
』
巻
四
の

『
百
結
神
王
護
身
咒
経
』、
同
巻
八
の

『摩
尼
羅
亶
大
神
咒
経
』

の
八
菩
薩
の
説
が

安
楽
集
と
偽
経

一
一
九
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⑱

あ
る
と
い
う
。

さ

て
こ
の
経
は

「
ま
た
も
し
う
ち
に
お
い
て
還
悔
せ
ん
と
せ
ぼ
、
わ
れ
こ
の
善
王
の
功
徳
を
説
く
を
き
い
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
善

王
の
功
徳
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
偽
経
と
さ
れ
る

『
灌
頂
経
』
巻
十
二
の

『
抜
除
過
罪
生
死
得
度
経
』
は
本
経
で
い

⑲

う
善
王
の
功
徳
が
薬
師
仏
の
本
願
功
徳
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
の
ぞ
け
ぼ
、
そ
の
説
示
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
経
の
八
菩

薩
名

は

『
八
吉
祥
神
咒
経
』
の
八
菩
薩
名
と
は
異

っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
臨
終
来
迎
説
は

『
無
量
寿
経
』
や

『観
経
』
の
と
く

と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
あ
と
で
の
べ
る

『
十
往
生
経
』
と
い
う
偽
経
に
は
、
単
に
菩
薩
の
来
迎
を
説
く
だ
け
で
な
く
、
行
者
擁
護

の
説

が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
れ
ぼ
、
こ
の
経
典
は

『
無
量
寿
経
』、
『
観
経
』、
『
阿
弥
陀
経
』、
『般
舟
三
昧
経
』
な
ど
の
浄
土

教
関
係

の
経
典
と
密
接
な
関
係
の
も
と
に
撰
述
さ
れ
た
経
典
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

㈲

法
句
経

こ
の
経
典
は
第
十

一
大
門
第

一
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
門
は
二
節
か
ら
な
り
、
第

一
に
善
知
識
の
憑
託
を
の
べ
、
第

二
に
死

後
受

生
の
勝
劣
を
の
べ
て
い
る
。
そ
の
第

一
に

「
一
切
衆
生
を
す
す
め
て
善
知
識
に
託
し
て
、
西
に
向
う
意
を
な
す
」
と
の
べ
、
彼
は

「法
句
経
に
よ
れ
ば
」
と
い
い
、

与
一衆
生
一作
二善
知
識
一。
有
二宝
明
菩
薩

一、
白
レ
仏
言
。

世
尊
云
何
名
為
二善
知
識
一也
。

仏
言
善
知
識
者
能
説
二
深
法
一。
謂
空
無

相
無
願
諸
法
平
等
無
レ
業
無
レ報
無
レ因
無
レ果
。
究
竟
如
如
住
二於
実
際
一。

然
於
二畢
竟
空
中
一熾
然
建
二立

一
切
諸

法
一。

是
為
二善

知
識
一。
善
知
識
者
是
汝
父
母
、
養
二育
汝
等
菩
提
身
一故
。
善
知
識
者
是
汝
眼
目
、

能
見
二
一
切
善
悪
道
一故
。

善

知
識
者
是
汝
大

船
、運
二度
汝
等
一出
二
生
死
海
一故
。
善
知
識
者
是
汝
緬
縄
、
能
挽
二抜
汝
等
一出
二
生
死
一故
也
。

(浄
全
、
一
、
七
〇
八
、
上
～
下
)



と
の
べ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
彼
は
善
知
識
を
明
す
た
め
に
こ
の
経
文
を
引
用
す
る
。
し
か
し

『
法
句
経
』
に
よ
る
と
し
て
い
る

が
、
呉
の
支
謙
な
ど
が
、
訳
出
し
た
と
さ
れ
る
二
巻
の

『法
句
経
』
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
文
は
な
い
。
こ
れ
に
相
当
す
る
文
は

『大

正
蔵
経
』
巻
八
十
五
所
収
の
燉
煌
本

『法
句
経
』
に
あ
る
。

つ
ま
り
、

(親
近
善
知
識
品
第
五
)

善
男
子
。

一
切
衆
生
。
欲
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
者
。
当
親
近
善
知
識
。
請
問
法
要
。
必
聞
如
斯
甚
深
要
句
。

爾
時
宝
明
菩
薩

白
仏
言
。
世
尊
。
云
何
是
善
知
識
。
仏
言
。
善
知
識
者
。
善
解
深
法
空
相
無
作
無
生
無
滅
。
了
達
諸
法
従
本
已
来
究
竟
平
等
。
無

業
無
報
無
因
無
果
性
相
如
如
。
住
於
実
除
。
於
畢
竟
空
中
熾
然
建
立
。
是
名
善
知
識
。

(正
蔵
、
八
五
、
一
四
三
三
、
c
)

(
二
十
一
種
一譬
喩
善
」知
識
口觚第
亠ハ)

善
男
子
。
善
知
識
者
是
汝
父
母
。
養
育
汝
等
菩
提
身
故
。
善
知
識
者
是
汝
眼
因
。
示
導
汝
等
菩
提
路
故
。

(同
右
)

(煩
悩
即
菩
提
品
第
九
)

譬
如
有
人
持
堅
牢
船
度
於
大
海
。
不
動
身
心
如
到
彼
岸
。
善
知
識
者
亦
復
如
是
。
以
大
願
船
処
生
死
海
。
運
載
汝
等
。
不
動
身
心
。

到
浬
槃
岸
。

(正
蔵
、
八
五
、

一
四
三
四
、
b
～
c
)

(
二
十

一種
譬
喩
善
知
識
品
第
六
)

善
知
識
者
是
汝
續
縄
撹
機
汝
等
離
地
獄
故
。

(正
蔵
、
八
五
、
一
四
三
三
、
c
)

と
あ

る
の
に
相
応
す
る
。

こ

の

『
法
句
経
』
は
有
名
な

『
法
句
経
』
(ダ
ン
マ
パ
ダ
)
と
名
は
同
じ
で
も
、
内
容
の
ま

っ
た
く
異
な
る
偽
経
で
あ

る
。

こ
の
経
典

は
今
世
紀
に
な
っ
て
燉
煌

の
窟
内
か
ら
、
そ
の
註
釈
書
と
と
も
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

安
楽
集
と
偽
経

一
二
一
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こ
の
縫

『法
句
経
』
に
つ
い
て
は
・
す
で
に
宇
井
伯
寿
氏
・
水
駁

元
氏
の
羯

が
あ
り
・
最
近
で
は
拿

寛
哉
氏
が

「群
疑
論

⑪

及
び
安
楽
集
に
引
用
さ
れ
る
法
句
経
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

さ
て
こ
の
経
典
を
最
初
に
偽
経
と
す
る
の
は

『大
唐
内
典
録
』
で
、
巻
十
の
歴
代
所
出
疑
偽
経
録
第
八
に

「
法
句
経
、
両
巻
、
下
巻

宝
明
菩
薩
」
(正
蔵
・
五
五
・
一三
二
五
・
c
)
と
し
、

つ
い
で

『開
元
釈
教
録
』
別
録
疑
惑
再
詳
録
第
六
に
あ
げ
、

「下
巻
宝
明
菩
薩
、
時

聞
・
多
有
二
一
巻
一流
行
、
与
二集
伝
中
法
句
経
一名
同
文
異
、

比
是
人
造
。」
(正
蔵
、
五
五
、
六
七
七
、
a
)
と
註
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に

『貞
元
釈
教
録
』
巻
二
十
八

(正
蔵
・
五
五
・

一
〇
一二

、
c
)
も
こ
れ
を
う

け

て
い
る
。
水
野
弘
元
氏
は

『大
周
刊
定
目
録
』
巻
十
三

の
大
乗
経
の
中
に

「
法
句
経

一
巻
」
(正
蔵
、
五
五
、
四
六
五
、
a
)
と
し
、
さ
ら
に
巻
十
四

の
小
乗
賢
聖
集
伝
中
に

「法
句
集

一
部
二
巻
」

(正
蔵
・
五
五
・
四
七
一
・
c
)
と
し
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
、
後
者
の
法
句
集
二
巻
は
明
ら
か
に
法
救
撰
と
さ
れ
る
真
正
の
法
句
経
を

指
す
も
の
で
あ
り
、
前
者
の

一
巻
法
句
経
が
な
に
を
指
す
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
偽
経
と
し
て
の

『
法
句
経
』
も
大
乗
の
教
理

　

を
説

い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
の
経
を
指
す
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
の
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は
名
が
同
じ
で
あ
り
、

し
か
も
内
容
的
に
も
す
ぐ
れ
て
い
る
点
か
ら
真
偽
が
混
淆
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の

『法
句
経
』
は

『大
正
蔵
経
』
で
三
頁
あ
ま
り
の
小
経
で
あ
っ
て
、
十
四
品

(序
品
、
不
壊
諸
法
菩
薩
説
宿
縁
品
、
観
声
性
空
証
実
際

品
、
観
三
処
空
得
菩
提
品
、
親
近
善
知
識
品
、
二
十

一
種
譬
喩
善
知
識
品
、
宝
明
聴
衆
等
悲
不
自
勝
品
。
普
光
荘
厳
菩
薩
等
証
信
品
、
煩
悩
即
菩
提
品
、

求
善
知
識
不
惜
内
外
寿
侖
嫌
疑
品
・
普
光
問
如
来
慈
偈
答
品
、
授
記
品
、
伝
持
品
、
護
経
不
怠
品
)
か
、b
な

り
、
形

式
的
に
も

一
つ
の
ま
と
ま

っ

た
体
裁
を
な
し
、
内
容
も
仏
説
と
し
て
不
都
合
な
も
の
は
な
い
。

道
綽
が
引
用
す
る
の
は
、
親
近
善
知
識
品
第
五
、
二
十

一
種
譬
喩
善
知
識
品
第
六
と
そ
し
て
煩
悩

即
菩
提

晶
第
九

で
あ
る
。
こ
の

中
で
と
く
に

「
親
近
善
知
識
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
善
知
識

の
意
義
を
最
も
強
く

示
す

の
は

『
華
厳
経

(六
十
巻
)
』
の
入
法
界



品
で
あ
る
。

一
般
に
善
知
識
を
求
め
、
善
知
識
に
親
近
し
、
善
知
識
に
供
敬
し
供
養
す
る
こ
と
は
菩
薩
道
を
成
就
す
る
た
め
の
根
本
的

態
度

と
さ
れ
る
。
ま
た
彼
が
こ
の
経
よ
り
引
用
す
る

「善
知
識
と
は
能
く
深
法
を
説
く
。
い
わ
く
空
と
無
相
と
無
願
と
諸
法
平
等
と
に

し
て
、
業
な
く
報
な
く
因
な
く
果
な
し
。
究
竟
如
如
に
し
て
実
際
に
住
す
。
し
か
る
に
畢
竟
空
の
う
ち
に
お
い
て
熾
燃

と
し
て

一
切
の

諸
法

を
建
立
す
。
こ
れ
を
善
知
識
ど
な
す
。」

と
い
っ
た
説
示
は
、

大
乗
仏
教
の
空
観
を
十
分
に
ふ
ま
え
た
も
の
と
い
え
る
。

『
大
智

度
論
』
巻
四
十
四
に
は
、
善
知
識
を
あ
か
し
て
、

復
次
菩
薩
方
便
者
。
非
二十
八
空
一故
令
二色
空
一何
以
故
。
不
下以
二是
空
相
一強
令
上レ
空
故
。
色
即
是
空
。
是
色
従
レ
本
已
来
常
自
空
。

色
相
空
故
。
空
即
是
色
。
乃
至
諸
仏
法
亦
如
レ是
。

善
知
識
者
、

教
レ
人
令
三以
レ是
智
慧
廻
二向
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提

一。
(正
蔵
、

ご
五
、
三
七
八
、
a
～
b
)

と
い
い
、
巻
七
十

一
に
は
、

仏
不
三直
説
二諸
法
性
空
一。
先
教
四供
二養
親
三
近
善
知
識
一。
善
知
識
為
説
出
五
波
羅
蜜
功
徳
一。
善
知
識
雖
二種
種
教
化
一。
仏
但
称
二

其
不
壊
法
一。
所
謂
於
二
色
等
諸
法
一不
レ貪
不
レ著
不
レ取
。
(正
蔵
、
二
五
、
五
五
八
、
a
)

と
い
う
。
ま
た

『
涅
槃
経

(四
+
巻
)
』
巻

二
十
五
の
光
明
遍
照
高
貴
徳
王
菩
薩
晶
第
十
の
五

(正
蔵
、
一
二
、
五
一
〇
、
b
～
五
二

、
c
)

に
は
、
菩
薩
の
四
種
法
を
と
き
、
そ
の
第

一
に
親
近
善
友
を
あ
げ
、
種
々
な
譬
え
で
も
っ
て
善
知
識
を
の
べ
て
い
る
。

道
綽
が
こ
こ
で
善
知
識

の
こ
と
を
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く

『観
経
』
の
中
品
下
生
、
下
品
上
生
、
中
生
、

下
生
な
ど
に
ひ
と
し
く
善
知
識
の
指
南
に
よ
り
往
生
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
説
示
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
こ
れ

ら
四
品
四
生
は
上
の
五
品
五
生
に
比
べ
、
十
悪
、
破
戒
、
五
逆
の
大
罪
人
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
指
授
者
を
よ
り
必
要
ど
す
る
も
の

⑬

で
あ
ろ
う
。
彼
は
他
の
と
こ
ろ
で
も
、
十
念
成
就
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
善
知
識
を
の
べ
て
い
る
。

安
楽
集
と
偽
経

一
一ご
二
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小
笠
原
宣
秀
氏
は

「
六
朝
を
す
ぎ
て
隋
唐
に
入
る
と
、
善
知
識
の
用
語
は
随
処

に
用

い
ら

れ
、
彦
棕

(五
五
三
～
六
〇
六
)
の
著
述

に

『
善
知
識
録
』
が
あ
る
。

ま
た
現
実
の
生
き
た
善
知
識
が
出
現
す
る
。

例
え
ば
三
階
教
の
信
行
は
善
知
識
と
し
て
尊
敬
さ
れ

(信
行

⑭

禅
師
塔
碑
)、
浄
土
教

の
道
綽
禅
師
も
善
知
識
的
崇
仰
を
う
け
て
い
る
」

と
の
べ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
社
会
的
影
響
も
う
け
て

い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ど
も
あ
れ
、
道
綽
の
い
う
善
知
識
は
、
彼
が
こ
の
引
用
文
の
あ
と
で

「衆
生
の
た
め
に
善
知
識

と
な
る
と
い
え

ど
も
、
か
な
ら
ず
す

べ
か
ら
く
西
に
帰
す

べ
し
。」

と
注
告
す
る
よ
う
に
、

西
方
往
生
を
す
す
め
る
先
達
と
し
て
の
善
知
識
を
い
う
も

の
で
あ
る
。
い
わ
ぱ
浄
土
教
の
善
知
識
論
を
主
張
し
た
も
の
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼

が

『大
智
度
論
』
巻
十

二
の

「乞
眼
婆
羅
門
と
舎
利
弗
」
の
説
話
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
、
彼
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
そ
の
人
が
熱

心
な
仏
教
指
導
者
で
あ
っ
て
も
、
西
方
往
生
を
誹
謗
す
る
仏
者
は
、
悪
知
識
で
あ

っ
て
、
浄
土
教
の
善
知
識
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
西
方
往
生
を
す
す
め
る
先
達
と
い
う
こ
と
に
、
善
知
識
の
意
義
を
認
め
た
も

の
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
偽
経
と
し
て
の

『
法
句
経
』
は
、
特
殊
な
思
想
を
も
つ
も

の
で
は
な

い
。
し
か
し
懐
感

(七
世
紀
末
)
も
こ
の
経
典
を

⑮

引
用

し
て
い
る
し
、
ま
た
水
野
弘
元
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
禅
宗
関
係

の
典
籍
に
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑩

十
往
生
経

道
綽
臓
第
十
二
大
門
に

「勧
往
生
」
の
た
め
に
こ
の
経
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
第
十
二
大
門
は

『安
楽
集
』
最
後

の
大
門
で
あ
る

が
、
彼
は

「仏
、
阿
弥
陀
仏
国
に
う
ま
る
る
こ
と
を
説
く
と
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
大
衆

の
た
め
に
身
を
観
じ
て
正
念
し
解
脱
す
る
こ
と

を
と
く
が
ご
と
し
」
と
の
べ
、
こ
の

『
十
往
生
経
』
を
経
t1ia
と
す
る
も
の
で
、

こ
の
大
門
は

『
十
往
生
経
』
を
引
用
し
た
あ
と
、

「撰

集
流
通
の
徳
を
あ
ま
ね
く

一
切
に
ほ
ど
こ
し
て
、
ま
ず
菩
提
心
を
お
こ
し
て
お
な
じ
く
浄
国
に
帰
向
し
て
、
み
な
と
も

に
仏
道
を
成
ぜ



ん
。
」

と

い
う

廻
向

の
意

を

の

べ
る

だ

け

で

あ

る
。

し

か

も

そ

れ

は

他

の
引

用

文

に

比

べ

て
長

文

で
あ

り
、

ほ

と

ん

ど

経

典

の
全
体

に

わ

た

っ
て
引

く

も

の

で
あ

り

、

こ
れ

ら

の

こ

と

か
ら

し

て
も

彼

が

こ

の

『
十

往

生

経

』

を

い
か

に

重

視

し

て

い
た

か

を

知

る

こ

と

が

で

き

る

。

長

文

に

な

る

が

、

そ

の
経
文

と

は
、

ゆ阿

難

白

レ
仏

言

。

世

尊

、

一
切

衆

生

観
身

之

法

其

事

云

何

。
唯

願
説

レ
之

仏

告

二阿

難

一
。

夫

観

身

之

法

者

不

レ
観

一一東

西

一
、
不

レ
観

二
南

北

一
、

不

レ
観

一一四

維

上

下

一
、
不

観

二
虚

空

一
、
不

レ
観

二
外

縁

一
、
不

レ
観

二
内

縁

一
、

不

レ
観

二身

色

一
、
不

レ
観

二
色

声

一
、

不

レ
観

二
色
像

六

唯

観

一一無
縁

一。

是

為

二
正
真

観

身

之

法

一
。

除

二
是

観

身

一
十

方

諦

求

、

在

在

処

処

更
無

三
別

法

而

得

二
解

脱

一
。

仏

復

告

一一阿

難

一。

但

自
観
レ身
善
溜

然
、
正
念
自
然
、
解
脱
自
然
。
何
以
故
。
譬
如
三有
レ人
精
進
直
心
得
二
正
解
脱
一。

如
レ
是
之
人
、

不
レ求
二解
脱
一

解
脱
自
至
。
阿
難
復
白
レ仏
言
。
世
尊
、
世
間
衆
生
若
有
二如
レ是
レ
正
念
解
脱
一、
芯
レ無
二
一
切
地
獄
餓
鬼
畜
生
三
悪
道
一也
。
仏
告
二

阿
難
一。
世
間
衆
生
不
レ得
二解
脱
一。
何
以
故
、

一
切
衆
生
皆
由
二多
虚
少
実
一
、
無
ゴ
一
正
念
一、
以
二
是
因
縁
一地
獄
者
多
、
解
脱
者

少

。

譬

如

下
有

レ
人

於

二
自

父

母

及

以

師

僧

一
、
外

謬

孝

順

一
内

懐

中
不

孝

上
、
外

現

二
精

進

一
内

懐

二
不

実

一
。

如

レ
是

悪

人

、
報

雖

レ
未

レ
至

、

　

三
塗
不
レ
遠
、
無
レ有
二
正
念
一。
不
レ
得
二解
脱
一。
鳳
難
復
白
レ
仏
言
。
若
如
レ是
者
、
更
修
二何
善
根
一、
得
二正
解
脱

㌔
仏
告
二
阿
難
弔

汝
今
善
聴
。
吾
今
為
レ
汝
説
有
二十
往
生
法
一。
可
レ
得
二解
脱
一。
云
何
為
レ十
。

一
者
観
身
正
念
常
懐
二
歓
喜
一以
二
飲
食
衣
服
一施

ご
仏

及
僧
一。
往
二生
阿
弥
陀
仏
国
一。
二
者
正
念
以
二甘
妙
良
薬
一施
一一
一
病
比
丘
及

一
切
衆
生
一。
往
二
生
阿
弥
陀
仏
国
一。
三
者
正
念
不

レ

害
二
一
生
命
一慈
二悲
於

一
切
一。
往
二生
阿
弥
陀
仏
国
一。
四
者
正
念
従
二師
所
一受
レ
戒
浄
慧
修
二梵
行
一。
心
常
懐
二
歓
喜
一往

二
生
阿
弥

陀
仏
国
一、
五
者
正
念
孝
二順
於
父
母
一敬
二奉
於
師
長
一不
レ起
二僑
慢
心
一。
往
二
生
阿
弥
陀
仏
国
一。

六
者
正
念
往
二詣
於
僧
房

一恭
二

敬
於
塔
寺
一、
聞
レ法
解
一一
一
義
一往
二生
阿
弥
陀
仏
国
一。

七
者
正
念

一
日

一
夜
中
受
二持
八
戒
斎
一、
不

レ破
レ
一
。

往
二
生
阿
弥
陀
仏

国
一。
八
者
正
念
若
能
斎
月
斎
日
中
遠
二離
於
房
舎
一、
常
詣
二於
善
師
一往
二
生
阿
弥
陀
仏
国
一。
九
者
正
念
常
能
持
二浄
戒
一勤

二修
於

安
楽
集
と
偽
経
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一
二
六

禅
定
一護
レ法
不
二悪
口
一。
若
能
如
レ
是
行
往
二
生
阿
弥
陀
国
一。
十
者
正
念
若
於
二無
上
道
一不
レ起
二
誹
謗
心
一、
精
進
持
二浄
戒
一、
復

㈲

教
二無
智
者
一流
二布
是
経
法
一教
二化
無
量
衆
生
一。

如
レ
是
諸
人
等
悉
皆
得
レ往
二生
阿
弥
陀
仏
国
一。

爾
時
会
中
有

三

菩
薩
一。
名
二

山
海
慧
一。
白
レ
仏
言
。
世
尊
彼
阿
弥
陀
仏
国
有
二何
渺
楽
勝
事
一、

一
切
衆
生
皆
願
レ往
二生
彼
一。
仏
告
二山
海
慧
菩
薩
一。
汝
今
応
下

当
起
立
合
掌
正
レ身
、
向
レ西
正
念
観
二阿
弥
陀
仏
国
一、
願
レ
見
中阿
弥
陀
仏
上。
爾
時

一
切
大
衆
亦
皆
起
立
合
掌
共
観
二阿
弥
陀
仏
一。

爾
時
阿
弥
陀
仏
現
二大
神
通
一放
二大
光
明
一、
照
二山
海
慧
菩
薩
身
一。
爾
時
山
海
慧
菩
薩
等
即
見
二
阿
弥
陀
仏
国
土
一、
所
有
荘
厳
渺

好
之
事
皆
悉
七
宝
。
七
宝
山
、

七
宝
国
土
。

水
鳥
樹
林
常
吐
二法
音
一、

彼
国
日
日
常
転
法
輪
一。

彼
国
人
民
不

レ習
二外
事
一、
正

習
二内
事
一、
口
説
二方
等
語
一、
耳
聴
二方
等
声
一、
心
解
二
方
等
義
一。
爾
時
山
海
慧
菩
薩
、
白
レ仏
言
。
世
尊
我
等
今
者
観
二
見
彼
国
一

勝
妙
利
益
不
可
思
議
。
我
今
願

一
切
衆
生
悉
皆
往
生
、
然
後
我
等
亦
願
レ生
二彼
国
一。

仏
記
之
日
、

正
観
正
念
得
二
正
解
脱

一、
皆

　

悉
生
レ
彼
。
笥
有
二善
男
子
善
女
人
一、
正
信
二是
経
一愛
二楽
是
経
一勧
二導
衆
生
一、
説
者
聴
者
、
悉
皆
往
二
生
阿
弥
陀
仏
国
一。
若
有
二

如
レ
是
等
人
一、
我
従
二
今
日
一常
使
三
二
十
五
菩
薩
護
二持
是
人
一、
常
令
二是
人
無
病
無
悩
一。
若
人
若
非
人
不
レ得

二其
便
一。
行
住
坐

w

臥
無
レ
問
二昼
夜
一常
得
二安
穏
一。
邸
海
慧
菩
薩
、
白
レ
仏
言
。
世
尊
我
今
頂
二受
尊
教
一不
二敢
。
有
7疑
然
世
有
二衆

生
一、
多
有
三
誹

謗
不
レ信
二是
経
一。
如
レ是
之
人
於
レ
後
云
何
。
仏
告
二山
海
慧
菩
薩
一。
於
レ
後
閻
浮
提
或
有
二比
丘
比
丘
尼
一。
見
下有
レ読
二誦
是
経
一

者
上
、
或
相
嗔
恚
心
懐
二誹
謗
一。
由
二是
謗
正
法
一故
、
是
人
現
身
之
中
来
二致
諸
悪
、
重
病
、
身
根
不
具
、
聾
盲
瘡
痘
、
水
腫
、
鬼

魅
一
、
坐
臥
不
レ安
。
求
レ
生
不
レ得
、
求
レ
死
不
レ得
。

或
乃
致
レ死
堕
二於
地
獄
一八
万
劫
中
受
二大
苦
悩
一。

百
千
万
世
未
二曾
聞
二水

食
之
名
一。
久
後
得
レ出
、
在
二牛
馬
猪
羊
一為
二人
所
ワ殺
受
二大
極
苦
一。
後
得
レ為
レ人
、
常
生
二
下
処
一
、
百
千
万
世
不
レ得
二自
在
一。

永
不
レ聞
三
二
宝
名
字
一。
是
故
無
智
無
信
人
中
莫
レ説
二是
一経
也
。

(浄
全

一
、
七
〇
九
、
上
～
七
一
〇
、
下
)

と

い
う
も
の
で
あ
る
。



こ

の

『
十
往
生
経
』
に
つ
い
て
は
、
三
康
文
化
研
究
所
に
よ
る

「十
往
生
経
の
研
究
」
と
い
う
研
究
報
告
が
あ
り
、
総
合
的
な
研
究

が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
藤
堂
恭
俊
氏
は

「
シ
ナ
浄
士
教
に
お
け
る
随
逐
擁
護
説
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、

⑯

こ
の
経
典
を
と
り
あ

つ
か
っ
て
い
る
。

こ
の
経
は
つ
ぶ
さ
に

『
十
往
生
阿
弥
陀
仏
国
経
』
と
い
い
、
『
大
周
刊
定
目
録
』
第
十
五
に

(正
蔵
、
五
五
・
四
七
四
・
b
)
初
見
し
、

し
か
も
偽
経
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で

『
開
元
釈
教
録
』
巻
十
八

(正
蔵
、
五
五
、
六
七
八
、
a
)
の
疑
惑
再
詳
録
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

藤
堂
氏
は
こ
の
経
が
七
世
紀
中
頃
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
と
推
論
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の

『
十
往
生
経
』
に
は

『
阿
弥
陀
仏
覚
諸
大
衆

観
身

経
』

一
巻
、

『山
海
慧
菩
薩
経
』
(正
蔵
、
八
五
)、
『
阿
弥
陀
為
諸
大
衆
説
観
身
正
念
解
脱
三
昧
経
』
(ω

゜
3506)
a
1い
っ
た
異
本
が

現
存

す
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
異
本
ど

『安
楽
集
』
の
引
用
文
を
対
照
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
が
、

い
ま
は
省
略
す
る
。
た
だ

一

つ
い
え
る
こ
と
は
、
道
綽
の
引
用
文
は
前
後
の
入
れ
か
え
は
あ
る
が
、

『
十
往
生
経
』
の
文
に
相
当
す
る
こ
ど
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い

ま

『安
楽
集
』
の
引
文
に
し
た
が
っ
て
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
い
ま
全
文
を
㈹
、
㈲
、
◎
、
㈲
、
⑧
、
㈲
に
六
分
段
す
れ
ば
、
㈹
、

⑧
、
⑥
は
阿
難
を
対
告
者
と
し
⑪
、
⑭
、
㈲
は
山
海
慧
菩
薩
を
対
告
者
と
す
る
。
㈹
で
は

「観
身

の
法
」
を
明
し
、
彼
は

「
た
だ
無
縁

を
観
ず
。
こ
れ
を
ま
さ
に
ま
こ
と
の
観
身

の
法
と
す
。」
と
い
っ
て
い
る
。

㈲
で
は
正
念
解
脱
を
明
し
、

◎
で
は
ま
さ
に
こ
の
経
の
テ

ー

マ
で
あ
る
十
往
生
法
を
ど
く
。
さ
ら
に
⑪
で
は

「
ま
さ
に
起
立
合
掌
し
て
身
を
正
し
く
し
西
に
向

っ
て
正
念
に
阿
弥
陀
仏
を
観
U
、

阿
弥
陀
仏
を
み
て
ま
つ
ら
ん
と
ね
が
う

べ
し
。」

と
西
方
浄
土
の
観
法
を
す
す
あ
る
。

㈲
で
は

「
わ
れ
今
日
よ
り
つ
ね
に
二
十
五
菩
薩

を
つ
か
わ
し
て
こ
の
人
を
護
持
し
て
、

つ
ね
に
こ
の
人
を
し
て
病
な
く
悩
な
か
ら
し
め
ん
。」
と
、

い
わ
ゆ
る
二
十
五
菩
薩
行
者
擁
護

を
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
Gり
で
は

「
こ
の
謗
正
法
に
よ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
人
現
身
の
う
ち
に
諸
悪
、
重
病
、
身
根
不
具
、
聾
盲
瘤
痙
、

水
腫
、
鬼
魅
を
来
致
し
、
坐
臥
や
す
か
ら
ず
。
生
を
も
と
む
る
に
え
ず
、
死
を
も
と
む
る
に
え
ず
。
あ
る
い
は
す
な
わ
ち
死
す
る
に
い

安
楽
集
と
偽
経
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一
二
八

た

っ
て
地
獄
に
お
ち
て
八
万
劫
の
う
ち
に
大
苦
悩
を
う
く
。
」
と
、

正
法
を
誹
謗
す
る
も
の
は
、

現
世
で
種
々
な
苦
悩
を
う
け
る
こ
と

は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
生
殺
し
の
目
に
あ
い
、
地
獄
必
生
と
い
う
。
概
し
て

『観
経
』

の
説
示
を
通
俗
化
し
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
が
、

二
十
五
菩
薩
の
行
者
擁
護
説
、
あ
る
い
は
誹
謗
正
法
を
強
調
す
る
点
な
ど
は
注
目
さ
れ
る
。

⑰

藤
堂
恭
俊
氏
は

「
シ
ナ
浄
土
教
に
お
け
る
随
逐
擁
護
の
説
は
、
も
ど
神
仙
思
想
を
説
く

『抱
朴
子
』
に
見
出
さ
れ
る
奪
算

の
説
に
対

し
、
そ
れ
か
ら
の
解
放

の
道
と
し
て
シ
ナ
仏
教
徒
自
身
が
撰
述
し
た
疑
偽
経
典
中
に
斎
戒
等
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
増
寿
益
算

の

期
待
し
得
る
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
そ
の
後
種
種
の
経
過
を

へ
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
士
に
往
生
を
願
う
者
が
、
諸
仏
菩
薩

に
よ
っ
て
随
遂
擁
護
さ
れ
る
と
言
う
信
仰
に
ま
で
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
こ
に
は
増
寿
益
算
と
言
う

こ

と
よ
り
も
、
後

⑬

に
加
っ
た
諸
仏
菩
薩
に
よ
る
随
遂
擁
護
の
方
を
強
く
打
ち
出
す
に
至

っ
て
い
る
。」

と
の
べ
て

い
る
。

そ
し
て
そ

の
展
開
の
過
程
を

『
護
身
命
経
』
、
『提
謂
波
利
経
』
、
『浄
度
三
昧
経
』、
『
譬
喩
経
』、
『
四
天
王
経
』
な
ど
の
、

い
わ
ゆ
る
偽
経
と
さ
れ
る
も
の
に
関
係
づ

け
論
じ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
菩
薩
行
者
擁
護
の
主
張
は
、

『観
経
』
、
『
無
量
寿
経
』
な
ど
の
菩
薩
来
迎
説
を
よ
り
確
か
な

も

の
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
浄
土
信
仰
者
に
歓
迎
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
誹
謗
正
法
の
主
張
は
、
『
無
量
寿
経
』
第
十
八
願
と

『観
経
』
下
下
品

の
説
示
に
関
し
て
、
浄
土
教
徒
に
と

っ
て

「
逆
謗
除
取
」

の
問
題
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
道
綽
に
と
っ
て
も
当
然
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
問

題
で
あ
ろ
う
。
彼

は
第

一
大
門
に
お
い
て
、
「
ま
さ
し
く
こ
れ
懺
悔
し
、
福
を
修
し
、
ま
さ
に
仏
の
名
号
を
称
す
べ
き
と
き
の
も
の
な
り
。
」
(浄
全
一
、
六
七

四
、上
)
と
い
い
、
ま
た
「
い
わ
ん
や
常
念
を
修
す
る
は
す
な
わ
ち
こ
れ
つ
ね
に
懺
悔
す
る
人
を
や
。」
(同
上
)
と
懺
悔
を
強
調
し
て
い
る
。

懐
感
が
こ
の
逆
謗
除
取
の
問
題
を
と
り
あ
げ

「古
今
大
徳
釈
二
此
両
経
一有
二
十
五
家
。
共
解
二此
教
二

(浄
全
六
、
三
四
、
上
)
と
の
べ
、

そ
の
第

一
に
懺
悔
不
懺
悔
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
彼
の
態
度
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



さ
ら
に
第
十

一
大
門
に
お
い
て
浄
土

の
善
知
識
を
の
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
当
時
仏
教
界
に
は
浄
土
往
生

の
教
え
を
誹
謗
す

る
も

の
が
多
く
あ
り
、
そ
う
し
た
人
々
を
意
識
し
て
の
引
証
で
あ

っ
た
と
も
い
え
る
。

以

上
、
安
楽
集
と
偽
経
と
い
う
テ
ー

マ
の
も
と
に
、
浄
土
思
想
と
偽
経

の
世
界
を
つ
ね
に
対
応
さ
せ
な
が
ら
、
浄
土
教
の
中
国
で
の

展
開
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
目
的
は
十
分
に
果
せ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
引
用
経
典
を
偽
経
と
真
経
と
に
分
け
て
考
え
る
と
い
っ
た
方
法
は
、

『安
楽
集
』
の
場
合
さ
ほ
ど
意
味
の
な

い
こ
と
か
も
知

れ
な

い
。
道
綽
自
身

「
真
言
を
と
り
あ
つ
め
て
助
け
て
往
益
を
修
せ
し
む
」
(浄
全
一
、
六
七
四
、
上
)
と

い
う

よ
う
に
、

彼
は
ひ
と
し

く
経
論
を
聖
意
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
漢
訳
経
典
と
い
っ
て
も
訳
出
後
、
中
国
人

の
手
を
経
て
書

写
さ
れ
て
い
る
間
に
〈
意
識
的
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
〉
結
果
的
に
は
改
変
が
あ

っ
た
と
み
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
記
憶

を
た
よ
り
と
す
る
当
時
の
仏
教
者
に
と
っ
て
は
こ
と
に
そ
う
で
あ
る
。

ヘ

へ

事
実
、
今
日
の
科
学
的

・
批
判
的
な
目
で
み
れ
ば
、
彼
が
真
言
と
し
て
、
絶
対
的
な
権
威

の
も
と
に
引
証
す
る
経
文

に
も
改
変

の
あ

と
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
引
証
者
自
身
が
意
図
的
に
し
た
も
の
で
な
く
、
仏
説
と
し
て
確
く
信
U
て
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

偽
経
は
偽
経
と
し
て
そ
れ
自
体
、
成
立
の
意
義
を
も
つ
が
、
偽
経
を
経
証
と
し
て
引
用
す
る
仏
教
者
の
態
度
も
明
ら

か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
道
綽
が

『観
経
』
を
講
説
す
る
に
あ
た
り
、
自
説
を
さ
け
経
典

の
文
で
も
っ
て
自
分
の
考
え
を
あ

か
そ
う
と
し
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
ま
た
偽
経
撰
述
者
が
、
仏
教
を
論
じ
る
の
に
自
身

の
名
を
出
さ
ず
、
経
典

の
権
威
を
も
っ
て
自

安
楽
集
と
偽
経

一
二
九



一
三
〇

説

を
表

明

し

よ

う

と

し

た
態

度

と

一
致

す

る
。

本
論

は
概

し

て
先

学

の
引

用
文

が
多

く

な

り
、

ま

た

そ

の
再

説

に

お

わ

っ
た

と

こ
ろ

も

あ

る
。

こ
れ

は
そ

の
基

礎

研

究

で
あ

る

こ

と

を
了

解

さ

れ

た

い
。

(
一
九
七
五
、

=

一、

一
五
)

(附
記
)

本
論
文
作
成
に
あ
た
り
、
札
幌
大
谷
短
期
大
学

の
柴
田
泰
氏

に

「
浄
土
教
関
係
疑
経
典

の
研
究
e
」
と
い
う
論
文
の
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
。

そ
の
抜
刷

の
送
付
を
依
頼

し
た

と
こ
ろ
、
早
速

、
関
係
論
文
数
篇

と
と
も

に
送
付

い
た
だ

い
た
。
紙
上
を

か
り
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
る
。

(
註
)

①

道
宣

『
続
高
僧
伝
』
巻

二
十
。
習
禅
篇
、
唐
井
州
玄
中
寺
釈
道
綽
伝
九

(正
蔵

、
五
〇
、
五
九
三
、

c
)
。

こ
の
訳
は
野
上
俊
静
著

『
中
国
浄
土

三
祖
伝
』

一
三
〇
頁
。

②

智
顎

に
は

『
仏
説
観
無
量
寿
仏
経
疏
』
ご
巻
が
あ
り
、
吉
蔵

に
は

『
観
無
量
寿
経
義
疏
』

一
巻
が
あ

り
、
慧
遠
に
は

『
観
無
量
寿
経
義
疏
』

二
巻

(
以
上
浄
全
、
巻
五
所
収
)
が
あ
り
、
善
導

に
は
、

い
わ
ゆ
る

『
観
無
量
寿
経
疏
』
四
巻

(浄
全
、
巻

二
所
収
)
が
あ
る
。

③

塚
本
善
隆
稿

「
竜
門
造
像

に
見
る
礼
拝
対
象

の
変
化
」

(
『
塚
本
善
隆
著
作
集

』
第

二
巻
、
四
一
二

～
四
四
八
頁
)
に
詳

し
い
。

④

塚
本
善
隆
稿

「
道
綽
の
廻

心
」

(
『
安
居
講
録
』
第

一
号
)
。
野
上
俊
静
著

『
中
国
浄
土
三
祖
伝

』

(道
綽
伝
)
参
照
。

⑤

塚
本
善
隆

・
梅
原
猛
著

『
仏
教

の
思
想
』
8
、
不
安
と
欣
求
〈
中
国
浄
土
>

l
l
o
頁
。

⑥

前
掲
書

(
i
l
o
～

=

一
頁
)
。

⑦

横
超
慧
日
稿

「
仏
教

に
お
け

る
宗
教
的
自
覚
-
機

の
思
想
の
歴
史
的
研
究
ー
」

(横
超
慧
日
著

『
中
国
仏
教

の
研
究
』
第

二
、

六
〇
～
六

一
頁
)
。

⑧

『
本
邦
所
伝

三
階
仏
法
』
巻
第

四

(矢
吹
慶

輝
著

『
三
階
教

の
研
究
』
別
篇
、
四

一
五
頁
)
。

⑨

塚
本
善
隆

・
梅
原
猛
著

『
仏
教

の
思
想
』
8
、
不
安
と
欣
求
く
申
国
浄
土
V

=
二
六
頁
。

⑩

道
端
良
秀
著

『
仏
教
と
儒
教
倫

理
』
九

五
頁
。

⑪

牧
田
諦
亮
稿

「
中
国
仏
教

に
お
け
る
疑
経
研
究

序
説
」

(
『
東
方
学
報

京
都
』
第
三
五
冊
、
三
三
八
頁
)
。

⑫

柳

田
聖
山

・
梅
原

猛
著

『
仏
教

の
思
想
』
7
、
無

の
探
求
く
中
国
禅
V

に
お

い
て
梅
原
氏
は

「仏
教

は
偽
経

の
創
造

の
歴
史

で
あ
る
と

い
っ
て
よ



い
か
と
思

い
ま
す
。
大
乗
経
典

も
後

に
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
し
、
そ
の
経
典
の
注
釈

そ
の
も

の
に
も

ニ
セ
モ
ノ
が
あ
る
。
た
と
え
ば

『
大
智

度
論
』

は
竜
樹

の
作
だ
と

い
わ
れ
る
が
、

こ
れ
も
羅
什
作

と
い
う
疑

い
が
強

い
。

そ
れ
に

『
起
信
論
』

『
宝
蔵
論
』

な
ど
偽
典

と
い

っ
て
も
よ

い
。
」

(
二
〇
八
～
二
〇
九
頁
)
と
の

べ
て
い
る
。

⑱

『
新
集
安
公
疑
経
録
』

(
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
五
、
五
五
、
三
八
、
b
)。

こ
の
訳
は
牧
田
氏
前
掲
論
文
、
三
四
三
頁
。

⑭

僧
祐

『
新
集
疑
経
偽
撰
雑
録
』

(正
蔵
、
五
五
、
三
八
、

c
)
。
こ

の
訳

は
牧
田
氏
前
掲
論
文

、
三
四
五
～
三
四
六
頁
。

⑮

法
経
等

『
衆
経
目
録
』
巻
五
。

(正
蔵
、
五
五
、

=
二
九
、

a
)
。
こ
の
訳
は
牧
田
氏
前
掲
論
文
、
三
四
九
頁
。

⑯

彦
棕
等

『
衆
経
目
録
』
巻
四
の
五
分
疑
偽

に
あ
げ
、

「
名
雖
似
正
、
義
渉
人
造
」

(正
蔵

、
五
五
、

一
七
二
、
b
)
と
割
註

し
て
い
る
。

⑰

道
宣

『
大
唐
内
典
録
』
序
、
歴
代
所
出
疑
偽
経
論
録

(正
蔵
、
五
五
、
二
九
、

a
)
。

⑱

牧
田
諦
亮

稿

「
中
国
仏
教
に
お
け
る
疑
経
研
究
序
説
」

(
『
東
方
学
報
京
都
』
第
三
五
冊

、
三

六
六
～
三
八
七
頁
)
。

⑲

柳
田
聖
山

・
梅
原
猛
著

『
仏
教

の
思
想
』
7
、
無

の
探
求
〈
中
国
禅
〉

二
〇
九
頁

。

⑳

津
田
左
右
吉
著

『
シ
ナ
仏
教
の
研
究
』
四
四
～
四
五
頁
。

⑳

望
月
信
亨
著

『
中
国
浄
土
教
理
史
』

四
四
～
四
八
頁

。

@

柴
田
泰
稿

「
浄

土
教
関
係
疑
経
典

の
研
究
e
」
(
『
札
幌
大
谷
短
期
大
学
紀
要
』
第
八
号

)
。

働

『
大
谷
学
報
』
第

五
三
巻

二
号

、
五
六
～

六
八
頁
。

⑳

『
大
谷
学
報

』
第

五
四
巻
四
号

、
三
六
～
四
九
頁
。

⑳

矢
吹
慶
輝
編

『
鳴
沙
余
韻
解
説
』
、
望
月
信
亨
著

『
仏
教
経
典
成
立
史
論
』
が
あ
り
、
牧

田
諦
亮
氏

に
は

「
中
国
仏
教

に
お
け
る
疑
経
研
究
序
説

」

(
『
東
方
学
報
京

都
』
第
三
五
冊
)
を

は
じ
め
、

「
浄
度
三
昧
経
と
そ
の
燉
煌
本
」
(
『
仏
教
大
学
研
究

紀
要
』
第
三
七
号
)
、
「
北
魏

の
庶
民
経
典

に

つ
い
て
」

(横
超
慧
日
編

『
北
魏
仏
教

の
研
究
』
)
な

ど
が
あ
る
。

⑳

山
本
仏
骨

著

『
道
綽
教
学

の
研
究
』

七
七
～
八
三
頁

。

⑳

望
月
信
亨
著

『
仏
教
経
典
成
立
史
論
』
四

一
六
～
四
二
四
頁
。

⑳

前
掲
書
、
四
二
四
頁
。

⑳

た
と
え
ば

『
法
経
録
』
巻
四
の
五
分
疑
偽
で
は
、

「
一
名
普
広
経

」

(正
蔵
、
五
五
、

一
七
二
、
b
)

と
in
tlna

¥
て
い
る
。

⑳

道
端
良
秀
氏

は
、
孝
は
単

に
生
存
中
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
死
ん
で
か
ら
後

ま
で
も
、
よ
く
喪
の
三
年
問
は
規
定
に
従

っ
て
、
身
を
処
し
て
行

安
楽
集
と
偽
経

二
二
一



一
三

二

か
ね
ば
な
ら
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。

「
死
に
事
う
る
は
生

に
事
う
る
が
ご
と
く

せ
よ
。

こ
れ
が
孝

の
至
り

で
あ
る
。」

(中
庸
)

と

い
う

の
で
あ

る
。
中
国

に
お
け
る
父
祖
の
ま

つ
り
、
祖
先
崇

拝
は
追
孝
と
し

て
の
も

の
で
あ
り
、
生
存
中

の
孝
が
死
後

も
続

い
て
、
死
者

に
対

し
て
の
孝
が
父

祖
の
ま

つ
り
で
あ
り
、
宗
廟

の
衵
な

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
仏
教

の
孝

が
展
開
さ
れ
て
儒
教
的
仏
教
と
な

っ
て
い

っ
た

の
で
あ
る
が
、

こ
の
父
祖
の

ま

つ
り
に
対

し
て
も
ま
た
、
仏
教

の
ま

つ
り
が
行
な
わ
れ
、
追
孝
と
し
て
の
喪
祭
が
行

な
わ
れ

て
、
中
国
仏
教

の
祖
先
崇
拝
の
行
事

と
な

っ
て

い

っ
た
。
(
『
仏
教

と
儒
教
倫

理
』

二
九
六
～
二
九
七
頁
)
と

い
う
。
仏
教

の
申
陰
の
忌
の
ま

つ
り
は
、
儒
教

か
ら
影
響
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
死

者

に
対
す

る
追
善
も
、
孝

の

つ
づ
き
と
し
て
う
け
と
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

⑳

牧

田
諦
亮
稿

「
申
国
仏
教

に
お
け
る
疑
経
研
究
序
説
」

(
『
東
方
学
報
京
都
』
第
三
五
冊

、
三
四
五
頁
)
。

⑳

『
経
律
異
相
』
巻
三
十
七
、
優
婆
塞
部
に

「
昔
人
不
信
罪
福
。
年

已
五
十
。

夢
見
殺
鬼
欲
来
取
之
。
眠
覚
惶
怖

求
師
占
夢
。
師
作
卦
兆
云
。
有
殺

鬼

必
欲
相
害
不
過
十
日
。
若
欲
壞
此
。
従
今

己
去
十
日
中
間

。
受
仏

五
戒
焼

香
燃
燈
懸
繪
幡
蓋
。
信
向

三
宝
可
免
此
死
。
即
依
此
法
専
心
信
向
。

殺
鬼
到
門
見
作
功
徳
不
能
得
害
。
鬼
即
走
去
。
其
人
縁
斯
寿
満
百
歳
。
死
得

生
天

」

(正
蔵

五
三
、
F
l
o

l
、

b
)
と

い
う

。

⑳

望
月
信
亨
著

『
仏
教
経
典
成
立
史
論
』

四
七

一
～
四
七
八
頁
。
⑭

同
、
四
七
二
頁
。
⑳

同

、
四
七
七
頁
。
⑯
同

、
四
七
八
頁
。

⑳

法
琳

『
弁
証
論
』
巻
五
に
は

「
依
須
弥
像
図
山
経
及
十
二
遊
経
、
竝
云
。
成

劫
已
過
入
住
劫
来
。
経

七
小
劫
也
。
光
音
天
等
下
食
地
肥
。
諸
天
項

後
自
背
光
明
。
遠
近
相
照
。
因
食
地
肥
。
欲

心
漸
発
。
遂
失
光
明
。
人
民
呼

嗟
爾
時
西
方
阿
弥
陀
仏
告
宝
応
声
宝
吉
祥
等

二
大
菩
薩
。
汝
可
往
彼

与
造

日
月
。
開
其

眼
目
造
作
法
度

宝
応
声
者
示
為
伏
羲
。

宝
吉
祥
者
化
為
女
嫡
。

後
現
命
尽
還
帰
西
方
。
」

(正
蔵

、
五
ご
、
五

二

一
、
b
)
と

い
う
。

⑳

法
琳

『
弁
証
論
』
巻
五
に
は

「
弾

日
。
太
素
之
時
気
形
始
具
清
濁
未
判

。
名
之
渾
沌
。
二
儀

既
而
不
分
。
三
才
亦
眇

而
未
見
。
六
紀
序
命
之
外
。

伏
羲
方
生
四
姓
。
燧
人
之
末
神
農
始
誕
。

何
得
庖
炎
二
皇
出
清
濁
之
世
。
梶
容

六
甲
生
未
分
之
前
。

委
巷
之
書
不
足
承
信
也
。
」
(正
蔵
、
五

一
一、

五

二

一
、

a
)

と
あ
る
。
ま
た
白
川
静
著

『
申
国

の
神
話
』

に
は
、
こ
の
伏
羲
と
女
嬌
の
説
話

の
起
源
を
の

べ
て
い
る
。

⑳

稽
首
は
、
申
国

に
お

い
て
最
も
重
い
礼

と
さ
れ
、
頭
を
地

に
つ
け
て
敬
礼
す

る
こ
と
。
周

王
朝

の
官
制
を
の

べ
る

『
周
礼
』
に
は
、
祭
杷
官

の
礼

拝

の
九

つ
の
形
式
を
あ
げ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
稽
首
、
頓
首
、
振

動
、
吉
拝
、
凶
拝
、
奇
拝
、
褻
拝
、
粛
拝
の
九
拝

で
、
稽
首

は
そ
の
第

一
に
あ

げ
ら
れ
る
。

⑳

牧
田
諦
亮
稿

「
申
国
仏
教

に
お
け
る
疑
経
研
究
序
説
」

(
『
東
方
学
報
京
都
』
第

三
五
冊
、
三
七
四
頁

)。

⑳

藤

田
宏
達
氏

は
こ
れ
を
他
界
観
念

と
の
結

び

つ
き

に
よ
る
西
方
説

と
指
摘
し

て
い
る

(
『
原
始
浄
土
思
想

の
研
究
』
五
〇
四
頁
)
。
ま
た
中
国
人



の

「
西
方
」

に
対
す
る
観
念

に

つ
い
て
は
、
白
川
静
著

『
申
国

の
神
話
』
も
参
考

に
な

る
。

⑫

『
仏
説

五
王
経
』
に
は

「
何
謂
憂
悲
悩
苦
。
人
生
在
世
。
長

命
者
乃
至
百
歳
。
短
命
者
胞
胎
傷
堕
。
長

侖
之
者
。

与
其
百
歳
。

夜
消
其
半

。
余
有

五
十
年
。
在
酔
酒
疾
病
。
不
知
作
人
。
以
減

五
歳
。
小
時

愚
癡
。
十
五
年
申

。
未
知
礼
儀
。
年

過
八
十
。
老
鈍
無
智

。
耳
聾
目
冥
。
無
有

法
則
。

復
減

二
十
年
。
已
九
十
年
。
過
余
有

十
歳
之
中
。
多
諸
憂

愁
。
天
下
欲
乱
時
亦

愁
。
天
下
旱
時

亦
愁
。
天
下
大
水
亦

愁
。
天
下
大
霜
亦
愁
。
天
下

不
熟
亦
愁
。
室
家
内
外
多
諸
病
痛
亦
愁
。
持
家
財
物
治
生
恐
失
亦
愁
。
官

家
百
調
未
鯰
亦
愁
。
家

人
遭
県
官
事
閉
繋
牢
獄
。
未
知
出
期
亦

愁
。
兄

弟
妻
子
。
遠
行
未
帰
亦
愁
。
居
家
窮

寒
。
無
有
衣
食
亦
愁
。
比
舎
村
落
有
事
亦

愁
。
社
稷
不
弁
亦
愁
。
室
家

死
亡
。
無
有
財
物
。
殯
葬
亦
愁
。
至

春
時
種
作
無
有

犁
牛
亦
愁
。
如
是
種
種
憂
悲

。
常
無
楽
時

。
至
其
節
日
。
共
相
集
聚
。
応
当
歓
楽
。
方
共
悲
涕
相
向

。
此
是
苦
不
。
答
日
実
是
大

苦

。」

(正
蔵
、
十
四
、

七
九
六
、

c
～
七
九
七
、

a
)
と
あ
る
。

⑬

森

三
樹
三
郎
訳
注

『
荘
子
』
雑
篇

(申
公
文
庫
)

二

一
三
頁
。

⑭

『
列
子
』
楊
朱
篇

の
要
旨

(森
三
樹
三
郎
著

『
無

の
思
想
』

l
l
o
～

=

一
頁
)
。

⑮

『
諸
経
要
集
』

(正
蔵
、
五
四
、

一
八
二
、

a
)

に
も
あ
る
。

⑯

牧

田
諦
亮
稿

「
浄
度

三
昧
経

と
そ

の
燉
煌
本
」

(
『
仏
教
大
学
研
究
紀
要

』
第

三
七
号
、

一
一
五
頁
)
。

⑰

森

三
樹
三
郎
氏
は
養
生
説

に
つ
い
て
、

『
荘
子
』
外
篇

・
雑
篇

に
よ
く
み
ら
れ
る

「
自
然

の
本

性
を
守
れ
」

と
い
う
主
張

は
、

「
生
命
を
た
い
せ

つ
に
守

れ
」
と

い
う

の
と
、
内
容
的
に
か
わ
ら
な

い
と

い
い
、
こ
こ
に
養
生
説

が
生
ず

る
理
由
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
養
生
説
は
神
仙
説

に
発
展

ぎ
い
ゆ
う

す
る
可
能
性
を
そ
な
え
て

い
る
と
い
う
。

(『
無

の
思
想
』

一
〇
〇
～

一
〇
四
頁

)。

『
荘
子
』
外
篇

の
在
宥
篇

に
は
、
千

二
百
歳

の
長
寿

を
得

た

な
ん
じ

と

い
う
広
成
子
は
、
そ

の
長
寿

の
秘
訣
を

「
必
ず
静

に
、
必
ず
清

に
、
女

の
形
を
労
す

る
無
く
、
女

の
精
を
揺
が
す
こ
と
無
け
れ
ば
、
乃
ち
以

て

こ
こ
ろ

み

長

生
す

べ
し
。

目
は
見

る
所
無
く
耳
は
聞

く
所
無
く

、

心
は
知

る
所
無
く
ん
ぱ
、
女

の
神
は
将

に
形
を
守
ら
ん
と
し
、
形

は
乃
ち
長
生
せ
ん
。」

こ
く

い

(森
三
樹

三
郎
訳
註

『
荘
子

』
外
篇

、
五
五
頁
)

と
い
う
。
し
か
し
刻
意
篇
で
は

「
道
引

せ
ず
し
て
寿
な
る
は
、

忘
れ
ざ
る
無
き
な
り
、

有

せ
ざ

る
無
き
な
り
。
澹
然
無
極
に
し
て
衆
美
之
に
従
う
。
此
れ
天
地
の
道

、
聖
人

の
徳
な
り
。」

(同
書
、

一
七
四
頁
)
と
世

の
道
引
士
な
ど

の
養
生
術

を
否

定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
意
識
的

、
人
為
的
に
長
生
を
求
あ
る
こ
と
を

い
ま
し
め
る
も

の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
長
生
そ
の
も

の
の
価
値
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な

い
。

⑱

望
月
信
亨
著

『
仏
教

史
の
諸
研
究
』
参
照
。

⑲

『
灌
頂
経
』
巻
十

二
に
は

「
仏
言
若
四
輩
弟
子
比
丘
比
丘
尼
清
信

士
清
信
女
。
常
修
月

六
斎
年
三
長
斎

。

或
昼
夜
精
勤

一
心
苦
行
。

願
欲
往
生

西

安
楽
集
と
偽
経

一
三
三



一
三
四

方
阿
弥
陀
仏
国
者
。
憶
念
昼
夜
。
若

一
日

二
日
三
日
四
日
五
日
六
日
七
日
。
或
復
中

悔
聞
我
説
是
薬
師
瑠
璃
光
仏
本
願
功
徳
。
尽
其
寿
命
欲
終
之

日
。
有
八
菩
薩
。
其
名
日
。
文
殊
師
利
菩
薩
。
観

世
音
菩
薩
。
得

大
勢
菩
薩
。
無
尽
意
菩
薩
。
宝
壇
華
菩
薩
。
薬
王
菩
薩
。
薬
上
菩
薩
。
弥
勒
菩

薩
。
是
八
菩
薩
皆
当
飛
往
迎
其
精
神
。
不
経
八
難
生
蓮
華
中
。
自
然
音
楽
而
相
娯
楽
。
」

(正
蔵
、

一二

、
五
三
三
、
b
～

c
)

と
い
う
。

⑩

宇
井
伯
寿
著

『
西
域
仏
典

の
研
究
』

五
、
仏
説
法
句
経
並
び

に
疏
。

水
野
弘
元
稿

「
偽
作

の
法
句
経
に

つ
い
て
」

(
『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究

紀
要
』
第
十
九
号
)
。

⑤

『
仏
教
論
叢
』
第

十
五
号
。

㊥

水
野
弘
元
、
前
掲
論
文

一
五
頁
。

⑩

た
と
え
ば

「
彼
過
去

に
因
な
く
ん
ば
、
善
知
識
に
す
ら
な
お
逢
遇

べ
か
ら
ず
」

(浄
全
、

一
、
六
八
六
、
上
)

と
い
い
、

「
こ
の
十
念
と
は
、
善

知
識

の
方
便
安
慰

に
依
り

て
実
相

の
法
を
聞
く
よ
り
生
ず
」

(浄
全
、

一
、

六
八
七
、
上
)

と
い
い
、
ま
た

「
善
知
識

に
遇

っ
て
大
勇
猛
を
発
し
、

心
心
相
続
し
て
十
念
す
れ
ば
、
即
ち
是
れ
増
上

の
善
根
な
る
を
も

っ
て
便
ち
往
生
を
得

る
」

(浄
全
、

一
、
六
八
七
、
下
)
と
い
う
。

⑭

小
笠
原
宣
秀
稿

「
中
国
仏
教
史
に
お
け

る
善
知
識
に

つ
い
て
」

(
『
宗
教
研
究
』
三
八
の

一
八

一
、

二
五
七
頁
)
。

⑮

水
野
弘
元
氏
は
前
掲
論
文

に
お

い
て
、

こ
の
法
句
経

は

『
達
摩
禅
師
論
』
、
『
大
乗
五
方
便
北
宗
』
、
『
諸
経
要
抄
』
、
『
楞
伽
師
資
記
』
、
『
歴
代
法
宝

記
』
、
『
頓
悟
入
道
要
門
論
』
、
『
宝
蔵
論
』
、
『
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
、
『
円
覚
経
略
疏
註
』
、
『
宗
鏡
録
』
、
『
万
善
同
帰
集
』
な
ど
の
、
主

と
し

て
禅
宗

関
係

の
典
籍
に
多

く
引

か
れ

て
い
る
と
い
う
。
し
か
も

そ
の
引
用
文
は
偈
頌

の

「
参
羅
及
萬
像

一
法
之
所
印
」
と
い

っ
た
文
が
多

い
。

⑯

藤
堂
恭
俊
稿

「
シ
ナ
浄
土
教

に
お
け
る
随
逐
擁
護
説
の
成
立
過
程

に
つ
い
て
」

(
『
塚
本
頌

寿
記
念
論
集
』
)
。

⑰

『
抱
朴
子
』

の
い
う
奪
算

の
説
と
は

「
天
地

に
は
過
ち
を
司

る
神
が
あ
り
、
人

の
犯
し
た
罪

の
軽
重

に
随

っ
て
そ
の
算

(命
数
)
を
奪
う
。
算

が

へ
る
と
、
そ

の
人
は
貧
乏

し
た
り
、
病
気

に
な

っ
た
り
、
た
び
た
び
心
配
事

に
遇
う
。
算

が
尽
き
れ
ば
人
は
死
ぬ
。
算
を
奪
わ
る
べ
き
罪
状
は
数

百
条

あ
り
、

一
々
述

べ
き
れ
な

S
°
J
(
P
中
国
古
典
文
学
体
系
』

8
、
五
〇
頁
)
を

い
う
。
そ
し
て

『
抱
朴
子
』

で
は
、
こ
の
奪
算

か
ら

の
解

放

を

「
す

べ
て
犯
し
た
罪

の
二
倍
の
善
行
を
す
れ
ば
、
す
ぐ
吉
運
が
得

ら
れ
る
ρ
こ
れ
が
、
禍
を
転

じ
て
福

と
な
す
法

で
あ
る
。

こ
う
し

て
右
の
罪

の

一
つ
を
も
犯
さ
ず

に
済

め
ぼ
、
必
ず
や
寿
命
は
延

び
、
仙
道
修
行
は
速
成
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
」

(同
書

、
五
二
頁
)
と

い
う
。

⑬

藤

堂
恭
俊
氏
前
掲
論
文

、
五

二
二
頁
。


