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勝
鬘
經
の
流
傳

ご
そ
の
教
理
史
的
地
位

成

田

貞

寛

佛
歡
の
根
本
原
理
が
縁
起
法
に
あ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
を
根
擦
と
し
て
、
有
情
數
と

一
切
法
因
縁
生
と
の
縁
起
に
分
れ
、
.

薯

か
ら
唯
心
論
・
後
者
よ
り
霜

論
が
生
じ
た
と
さ
れ
る
・
後
書

れ
姦

系
的
覧

る
と
き
・
籍

論
系
を
渺
る
も
の
と
し
て
磨

觀

派

が
あ
げ
ら
れ
、
唯

心
論
.系
を
辿
る
も
の
と
し
て
は
瑜
伽
行
派

が
あ
げ
ら
れ
る
。
し

か
も
兩
者
は
共

に
夫

々
の
立
場
が
あ
り
、
從

つ
て
そ
の

ミ

主
張
點
を
異
に
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
後
者
は
芯嚶

の
、王
張
を
承
け
て
、
そ
れ
を
正
當
に
發
展
せ
し
め
る
と
共
に
、
前
者
の
未
だ
論
き
及
ば

な

か
つ
た
重
要
な
點
を
併
せ
主
張
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
大
乘
の
諸
經
典
は
こ
の
二
大
歡
系
に
攝
取
さ
第
、
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
ょ

つ
て
そ

の
意
義
を
持
つ
。
換
言
す
れ
ば
二
大
教
系
は
大
乘
の
諸
經
典
を
所
依
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
成
立
し
發
展
し
來
れ
る
の
で
あ
る
。

然
し
嚴
密
に
言

へ
ば
、
こ
の
二
系
統
に
直
接
關
係
し
な
か
つ
た
な
ほ
多
く
の
大
乘

の
諸
經
典
が
あ
つ
た
に
相
異
な
く
、
兩
系
の
中
間
的
の
も

の
も
あ
れ
ば
、
雨
者
を
辨
證
止
揚
ず
と
さ
れ
る
經
典
も
表
れ
た
で
あ
ら
う
。
勝
鬘
經
は
お
そ
ら
く
こ
れ
に
相
當
す

る
も
の
で
は

な

か

ら

う

か
。
こ
れ
を
支
那
佛
歡
の
歡
判
論
に
徴
す
る
に
、
慧
觀
、
智
藏
、
法
雲
等
の
立
つ
る
三
歡
五
時
判
に
於
て
は
、
こ
の
經
典
を
偏
方
不
定
歡
の

申
に
お
さ
め
、
頓
漸
の
化
儀
に
關
ら
す
、
別
し
て

一
縁
の
機

の
た
め
に
佛
性
常
佳
の
理
を
読
く
も
の
と
し
て
、
最
高
の
地
位

に
置
き
、
賢
首

大
師
法
藏

の
四
宗
判
に
於

て
は
、
こ
の
經
典
を
楞
伽
、
密
嚴
、
起
信
、
賚
性

の
諸
經
論
と
共
に
第
四
如
來
藏
縁
起
宗

に
お
さ
め
て
、
中
觀
、

瑜
伽
の
諸
經
論
の
上
位
に
置
く
。
即
ち
そ
の
間
の
淌
息
を
物
語
る
も
の
で
は
あ
る
を
い
か
。



勝
鬘
經
は
西
紀
二
世

紀

頃
に
創
作

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
思
想
内
容
は
豊
富
に
し
て
、
觀
點

の
差
に
よ

つ
て
そ
の
見
方
も
異

ρ
て

來

る
が
、
二
大
暾
系
的
に
立
論
す
れ
ば
、
如
來
藏
論
を
読
く
も

の
と
し
て
唯
心
論
系
を
辿
る
も
の
と
さ
れ
る
。
如
來
藏
の
語
は
勝
鬘
經
に
よ

つ
て
始
め
て
語
ら
れ
る
所
に
し
て
、
そ
の
思
想
内
容
は
既
に
部
派
佛
歡
に
於
て
、
大
衆
部
、
分
別
部
、
上
座
部

(
錫
蘭
)
の
心
性
本
淨
読
に

そ

の
源
を
發
し
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
後
初
期
大
乘
經
典
に
於
て
は
佛
種
の
語
を
以
て
読
か
れ
、
更
に
佛
性

と
呼
ば
れ
る
樣
に
な
つ
た

が
、
般
若
經
に
於
て
は
更

に
こ
れ
に
理
論
的
根
篠
を
あ
た

へ
、
智
度
論
に
よ
れ
ば
、

「
非
情
數
に
あ
る
を
法
性
と
言
ぴ
、
有
情
數
に
あ
獄
を

佛
性
と
名
つ
く
に

と
言
ふ
に
至
り
、
万
法
は
そ
の
眞
如
に
於

て
同
性
同
体
で
あ
り
、
佛
凡
も
と

一
体
で
あ
る
と
主
張
す
る
に
至
る
。
こ
れ
に

次

い
で
勝
鬘
經
等
が
こ
れ
を
如
來
藏
の
語
を
以
て
呼
ぶ
樣
に
な
つ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
思
想
發
展
の
跡
を
見
る
な
ら
ば
種

々
の
問
題
が
あ

ぬ

り
、
佛
陀
觀
發
逹

の
考
察
も
加

へ
考

へ
ら
れ
る
。
鄂
派
佛
歡
に
於
て
は
、
そ
の
心
体
は
迷
妄
の
主
体
と
し
て
読
か
れ
て
、
未
だ
迷
悟
兩
面
の

主
体
と
し
て
幃
誂
か
れ
す
、
初
期
大
藏
經
典
の
佛
性
佛
種

の
読
は
法
身
涅
槃

へ
の
向
上
的
方
面
は
論
か
れ
て
も
、
未
だ
煩
惱
生
死
の
所
依
と

な

る
方

面
は
諡
か
れ
な
か
つ
た
。
有
情
數
縁
起

の
理
を
主
体
的
に
把
握
す
る
所
に
勝
鬘
經
の
如
來
藏

の
読
が
生
れ
た
と
思
は
れ
る
。
さ
て
經

典

に
は
現
實
の
生
死
と
如
來
藏
と
の
關
係
を
論

い
て
、

世
尊
、
生
死
者
依
二
如
來
藏

㌔
以
二
如
來
藏

一故
、
論
二
本
際
不
可
知

脚。
世
奪
、
有
二
如
來
藏

鰰故
、
論
二
生
死
㌔

是
名

二
善
読
一。
…
…
非
呂

如
來
藏
有

レ生
有
レ
死

一。
如
來
藏
離
二
有
爲
相

㌔

如
來
藏
常
佳
不
變
、
…
…

肚
奪
、
若
無
二
如
來
藏
輔者
、
不
レ得
§
壓
レ
苦
樂
二
求
涅
槃
一。

と

言
ふ
。
即
ち
生
死
流
轉
は
時
聞
的
存
在
で
あ
り
、
如
來
藏
は
時
間
的
存
在
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
時
間
的
存
在
は
時
間
的
な
ら
ざ
る
も

の
を
俟
つ
て
初

め
て
時
間
的
存
在
た
り
得
る
。
即
ち
時
間
的
存
在
を
基
礎
づ
け
る
も
の
は
時
間
的
存
在
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
本
際
不
可
知

と

は
、
そ
の
起
源
は
無
窮

の
過
去
に
あ
つ
て
知
る
こ
と
が
出
來
な
い
と
言
ふ
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
生
死
を
基
礎
づ
け
る
も
の
は
時
間

的

存
在
で
な
い
。
從

つ
て
時
間
的
に
そ
の
起
源
を
尋
ね
る
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
意
で
あ
る
。
更
に
他
面
よ
り
こ
れ
を
見
れ
ば
、
鳳生
死

ゆ

は

闇
で
あ
り
、
如
來
藏
は
闇
に
蔽
は
れ
た
る
光
で
あ
る
。
闇
の
存
在
を
知
ら
し
む
る
も

の
は
光
で
あ
る
。
即
ち
闇

は
光
に
照
ら
さ
れ
て
初
め

勝
曼
齷
の
洗
傅
と
bそ
の
教
理
史
的
地
位
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1t1
八

て
あ
り
得
お
竜

の
で
あ
る
。
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
獄
も
の
が
そ
の
本
源
で
あ
る
光
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
叉
經
に
、
本
際

げ

タ

　

不
可
知
と
読
か
れ
る
所
以
で
あ
ら
う
。
か
く
の
如
く
生
死
は
洳
來
藏
に
依
る
と
は
、
生
死
を
可
能
な
ら
し
む
る
も
の
は
如
來
藏
で
あ
る
ど
の

意
味

で
あ
る
。
か
く
生
死
流
轉
は
闇
で
あ
り
、
如
來
藏
は
闇
を
照
ら
す
光
で
あ
る
と
共
に
闇

に
内
在
す
る
光
で
あ
る
、
闇
は
光
に
照
ら
し
出

ほ

へ

さ
れ

て
初
め
て
闇
で
あ
り
得
る
。
從
つ
て
闇
を
破
る
力
は
闇
自
身
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な
べ

し
て
、
光
が
闇
を
通
し
て
働
き
出
す
こ
と

で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
こ
れ
を
言

へ
ば
、
光
が
闇
を
通
し
て
光
自
身
に
還
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
示
す
も
の
が
經

丈
の

「
若
し
如
來
藏
無

く
ば
、
苦
を
壓
ぴ
涅
潔
を
樂
求
す
る
こ
と
を
得
す
」
で
あ
ち
う
。
か
く

の
如
く
生
死
は
如
蘂
藏
に
照
ら
し
出
さ
れ
て

初
め
て
生
死
で
あ
り
、
然
か
も
如
察
藏
は
生
死
の
い
つ
れ
に
も
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
生
死
徐
あ
く

ま
廼
も
生
滅
流
轉

の
有

爲
で
あ
つ
、
如
來
藏
は
生
滅
變
化
な
き
無
爲
で
あ
る
。
然
ら
ば
無
爲
で
あ
る
如
來
藏
が
如
何
に
し

て
有
爲
の
生
死
の
所
依
た
ゲ
得
る
か
。
こ

の
疑
問

に
對
し

て
は
、

一
が
無
爲
で
あ
り
他
が
有
爲

で
あ
つ
て
二
者
そ
の
次
元
を
異

に
す
れ
ば
こ
そ
、
却
つ
て

一
が
他
の
所
依
だ
り
得
る
と

答

へ
得
る
コ
ご
者
そ
の
次
元
を
異
に
す
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
二
者

の
聞

に
包
攝
關
係
が
成
立
す

る
の
で
あ
り
、
若
し
二
者
そ
の
次
元
を
同
じ
く

す
る
な
ら
ば
、

一
が
他
を
包
み
得
る
關
係
は
成
立
し
得
る
も
、
他
が

」
を
包
む
關
係
は
成
立
し
得

な
い
。
如
來
藏

が
無
爲
で
あ
り
、
生
死
が

有
爲

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
如
來
藏

に
照
ら
し
出
さ
れ

て
初
め
て
生
死
た
り
得
る
と
こ
ろ
の
生
死
が
よ
く
如
來
藏
を
包
み

得
る
の
で
あ
る
。
從
つ

て
如
來
藏
}は
生
死
を
照
ら
す

一
面
よ
り
は
自
性
清
淨

と
言
拡
れ
、
生
死
に
内
在
し
生
死
と
隔
別
な
ら
ざ
る

一
面
よ
り

は
清
淨
な
ら
す
と
言
ひ

得
る
。
清
淨
な
ら
す
と
言
ふ
と
雖
も
、
決
し

て
清
淨
を
失
ふ
と
言
ふ
意
味
で
は
な

い
。
む
し
ろ
溝
淨

に
し
て
清
淨
で
な

い
と
Qi1G
ふ
意
味
で
あ

る
。

經
は
こ
れ
を
読

い
て
、
「
此
自
性
清
淨
如
來
藏
、
而
客
塵
煩
惱
上
煩
惱
所
レ染
不
思
議

如
來
境
界
。
…
P
自
性
清
淨

心
而
有
染
者
、
難
レ

可
二
了
知

h。
唯
佛

世

奪

實

眼
、
實
智
、
爲
二
法
根
本
一......o
如
レ實
知
見
。
」

と
蓮
べ
て
ゐ
る
9
以
上
こ
の
經
典
の
如
來
藏

読

の
大
略

h

を
邇

べ
た
が
、
馬
鳴

の
著
、
起
信
論
に
於
て
は
、
そ
の
心
生
滅
門
に
更
に
組
織
葡
に
論
述
し
、
.堅
慧
の
究
竟

一
乘
寶

性
論
、
大
乘
法
界
無
差

ノ

別

論
等
何
れ
も
、
こ
の
經
典
の
丈
を
引
用
し
て
敷
演
し
て
ゐ
る
。
世
親

に
於

て
拡
既
に
赫
鬘
經
論
あ
り゚

ど

傅

く
ら

勲
、
そ
の
著
佛
性
論

の



如
來
藏
品
に
は
、
所
攝
藏
、
隱
IL¥
藏
,
能
攝
藏

の
三
義
を
以
て
如
來
藏
を
詳
論
し
、
辨
相
分
等
に
も
そ
の
義
を
高
調
し
て
ゐ
る
。
彼
の
學
読

ぜ

中
、
何
れ
が
究
極

の
も
の
で
あ
る
か
、
多
岐
多
端
に
渉

る
故
に
そ
れ
が
把
握
に
困
難
で
あ
る
が
、
そ

の
何
れ
の
學
読
を
理
解
す
る
上

に
於
て

も
、
佛
性
論
の
論
が
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
考
ふ
る
限
り
、
彼
の
こ
の
論
が
他
を
統
括
す
べ
き
で
あ
り
、
勝
鬘
經
の
彼
の
歡
學

に
於
け

る
地
位
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
、更
に
ま
た
無
上
依
經
、
楞
伽
経
の
經
典
す
ら
こ
の
經
典
の
思
想
を
源
流

と
し
て
成

立
し
た
と
思

は

れ

る

か

ら

、
當
時
既
に
盛
ん
に
喧
傅
研
究

さ
れ
、
經
典
中
の
經
典
と
し
て
相
當
な
地
位
を
占
め
る
と
共

に
、
佛
教
思
想
史

の

一
段
階
を
な
し
た
も

の

と
考

へ
ら
れ
る
。

西
紀
四
三
六
年
、
初
め
て
求
那
跋
陀
羅
に
よ

つ
て
支
那
の
地
に
翻
譯

せ
ら
れ
、
更
に
そ

の
後
菩
提
流
支
に
よ
つ
て
改
譯

(
前
代

の
も

の
)

さ
る
瓦
に
至
る
つ
そ
の
西
藏
譯
は
西
暦
第
九
世
紀
、
徠
巴

謄

王

の

代

(
八
六
六
ー
九
〇

一
)
、
印
度

の
論
師

旨
蠧

巨
穹
迎

石陰
繧
窪
傷
轟

びo
-

9

一
と
大
翻
譯
{im
Y
。
'sis
sd
e

師
と
に
よ
つ
て
、
翻
譯
の
洗

練

と
譯
語
の
統

一
と
を
以
つ
て
翻
譯
、
校
訂
、

＼刊
定
せ
ら
れ
た
り
と
言
ふ
。

こ
れ
が
支
那
の
地
に
翻
譯
さ
る
玉
や
、
怱
ぢ
に
し
て
多
く
の
師
に
よ
つ
て
講
論
と
注
疏
と
が
行
は
れ
、
僅
か
數
十
年
を
出
で
す
し
て
全
く
支

ク

し

那

の
南
北
を
風
靡
せ
し
こ
と
は
、
古
來
稀
な
る
こ
と
瓦
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
存
す
る
註
疏
、
僅
か
嘉
鮮
の
寶
窟
三
卷
、
慧
遠

の
義
記

卷
上
、
慈
恩
の
述
記
二
卷
、
其
の
他
敦
煌
出
土
の
註
疏

三
部
に
す
ぎ
ざ
れ
ど
も
、
支
那
の
佛
歡

々
學

に
及
ぼ
せ
る
影
響
は
大
な
り
と
言
ふ
ベ

ノ
ば

き

で
あ
る
。
我
が
國
に
於
て
は
佛
歡
公
傳
後
、
闇
も
な
く
聖
徳
太
子
に
よ
り
て
講
讚
せ
ら
れ
、
勝
鬘
經
義
疏

一
卷
と
し
て
著
さ
る
。
然
も
そ

の
註
疏

は
、
經
の
趣
意
を
明
快
且
つ
的
確

に
把
握
せ
る
も
の
と
し
て
、
當
時
多
く
の
人
師
に
依

つ
て
稱
讚
せ
ら
れ
、
既
に
普
寂
の
言

へ
る
如

く
、
藏
性
の
体
義
を
究
め
、
權
實
の
幽
蹟
を
探
ぐ
る
最
高
の
指
南
と
し
て
、
太
子
歡
學
の
精
髓
を
な
し
て
ゐ
る
つ

さ
れ
ば
こ
の
經
典
が
、
日

本
文
化
創
業
σ
指
導
原
理
と
な
り
た
る
貴
重
な
る
寳
典
で
あ
る
は
論
す
る
ま
で
も
な
い
。
か
く
こ
の
經
典
が
佛
教
有
縁
の
各
地
を
靡
か
ぜ
、

そ

の

蝸
大
思
想

の
源
泉
を
な
し
た
と
言
ふ
こ
と
は
、
實

に
比
類
な
き
こ
と
で
、
全
く
こ
の
經
典
の
表
現
の
巧
緻
と
そ
の
思
想
内
容

の
理
の
深

さ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
寳
窟
は
そ
の
總
序
に
於
云
、

勝
鬘
經
の
洗
傳
と
そ
の
教
理
史
的
地
位

§
九



四
〇

＼

「
此
の
經
は
言
約
に
し
て
義
富
め
り
。
事
遠
く
し
て
理
深
し
。
豈
た
父
勝
鬘

の

一
經

の
み
な
ら
ん
。
乃
ち
總
じ

て
方
等
の
宗
要
な
り
。
余

翫
味
既
に
重
ね
、
途
鑚
年
を
累
ぬ
。
古
今
を
摺
拾
じ
、
經
論
を
搜
檢
し
て
、
其

の
.文
玄
を
撰
び
、
勒
し
て
三
軸
と
成
す
」
。

と
蓮
べ
て
ゐ
る
。
以
て
そ
の
意
を
知
る
ご
と
が
出
來

る
。
華
嚴
維
摩

の
精
英
を
汲
み
、
法
華
涅
槃
の
宗
極
を
談
ず

る
こ
の
經
典
が
、
三
國
佛

歡

々
學
の
基
調
と
な
り
、
中
觀
瑜
伽

の
ご
系
統
を
止
揚
す
る
如
來
藏
系
統
と
し
て
、
別
立
の
源
を
な
す
所
以
で
あ

る
。

(
絡
)


