
本
書
は
、
著
者
が
、
一
九
九
三
年
に
早
稲
田
大
学
に
提
出
し
た
学
位
請

求
論
文
「
華
厳
教
学
史
の
研
究
」
を
第
一
部
と
し
、
そ
れ
に
二
篇
の
資
料

を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
十
数
年
に
わ
た
っ
て
著
者
が
精
力
的
に
発

表
し
て
き
た
研
究
成
果
を
全
て
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
石
井

公
成
博
士
は
、
華
厳
宗
の
智
傭
の
思
想
の
研
究
を
発
端
と
さ
れ
た
が
、
現

在
の
問
題
意
識
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
該
博
な
識
見

に
よ
っ
て
華
厳
教
学
の
伝
統
的
な
学
説
に
対
し
て
従
来
か
ら
も
い
く
つ
か

の
先
鋭
的
な
問
題
提
起
を
し
て
こ
ら
れ
た
が
、
本
書
は
そ
う
し
た
石
井
博

士
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
ほ
ぼ
網
羅
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
が
華
厳
教

学
の
従
来
の
伝
統
説
を
見
直
し
て
い
く
視
点
は
、
主
に
次
ぎ
の
二
つ
で
あ

る
。
第
一
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
敦
埋
文
献

中
の
地
論
宗
関
係
典
籍
を
用
い
て
華
厳
教
学
を
見
直
す
こ
と
で
あ
り
、
第

二
は
、
義
湘
の
伝
統
を
引
く
新
羅
の
華
厳
教
学
の
伝
統
に
よ
っ
て
従
来
の

学
説
を
見
直
す
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
資
料
の
調
査
に
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
は
不
明
と
さ
れ
て
い
た
出
典

を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
、
本
書
に
は
新
た
な
研
究
方
法
に
よ
る
研
究
の
成

…
…
…

書
評
・
紹
介1

石
井
公
成
著

『
華
厳
思
想
の
研
究
』

織
田
顕
祐

果
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
問
題
提
起
が
い
く
つ
も

為
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
梗
概
を
紹
介
し
た
い
。

本
書
は
、
三
部
よ
り
な
っ
て
い
る
。
第
一
部
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
著

者
が
早
稲
田
大
学
に
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
「
華
厳
教
学
史
の
研
究
」

で
あ
る
。
第
二
部
は
「
地
論
宗
の
諸
文
献
」
と
題
さ
れ
、
①
地
論
宗
の
出

発
点
で
あ
る
勒
那
摩
提
の
「
七
種
礼
法
』
、
②
天
台
系
の
文
献
中
に
説
か

れ
る
地
論
宗
の
教
説
、
③
敦
埠
文
献
中
に
見
え
る
地
論
宗
の
教
説
、
の
紹

介
で
あ
る
。
第
三
部
は
、
こ
れ
も
地
論
宗
の
開
創
と
大
い
に
関
係
が
深
い

仏
陀
三
蔵
の
『
華
厳
経
両
巻
旨
帰
」
（
金
沢
文
庫
所
蔵
）
の
翻
刻
と
校
注

で
あ
る
。
科
文
が
付
さ
れ
綿
密
な
校
注
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
今
後
の

研
究
の
第
一
次
資
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
第
二
部

と
第
三
部
は
第
一
部
の
論
旨
を
展
開
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
一
部
は
次
ぎ
の
七
章
か
ら
な
る
。
第
一
章
は
地
論
宗
に
お
け
る
「
華

厳
経
」
解
釈
ｌ
「
華
厳
経
両
巻
旨
帰
』
を
中
心
と
し
て
と
題
さ
れ
、

第
三
部
で
紹
介
さ
れ
る
金
沢
文
庫
所
蔵
の
『
華
厳
経
両
巻
旨
帰
』
に
対
す

る
文
献
学
的
な
研
究
で
あ
る
。
金
沢
文
庫
所
蔵
の
「
華
厳
経
両
巻
旨
帰
」

は
、
そ
の
存
在
が
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
資
料
と
し

て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
内
容
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
も
こ
れ

ま
で
無
か
っ
た
。
撰
者
の
「
仏
陀
三
蔵
」
は
、
地
論
宗
の
慧
光
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
人
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に
成
立
し
て
く
る
禅
宗
と
も
重
要

な
つ
な
が
り
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
『
華
厳
経
両
巻
旨
帰
」
は
、
北
魏
仏

教
の
思
想
的
な
特
徴
を
知
る
上
で
非
常
に
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。
し
か
し
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な
が
ら
、
内
容
的
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
点
も
あ
る
。
著
者
の
結
論
は
、

本
書
は
後
の
時
代
に
翻
訳
さ
れ
た
経
典
を
引
用
す
る
こ
と
か
ら
偽
作
と
考

え
ら
れ
、
晴
・
唐
時
代
の
仏
名
信
仰
の
流
行
の
中
で
成
立
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
教
理
史
的
な
側
面
か
ら
見
れ
ば
古

い
時
代
の
華
厳
経
観
を
表
現
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
点
も
あ
り
、

明
確
な
判
断
は
下
し
に
く
い
と
し
て
い
る
。

第
二
章
は
智
憶
の
華
厳
教
学
と
題
さ
れ
、
三
節
か
ら
な
る
。
華
厳
教

学
の
事
実
上
の
開
祖
と
い
う
べ
き
智
侭
の
思
想
を
性
起
説
と
「
無
尽
」
と

い
う
概
念
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
智
侭
の
思
想
が
そ
れ

以
前
の
地
論
宗
教
学
と
切
り
結
ぶ
点
は
、
唯
淨
の
性
起
説
を
立
て
た
こ
と

に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
浄
影
寺
慧
遠
ら
の
煩
頂
な
教
学
に
対

す
る
批
判
で
あ
り
、
実
体
論
に
陥
り
や
す
い
慧
遠
の
如
来
蔵
説
か
ら
の
根

切
れ
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
又
、
『
華
厳
経
』
は
性
起
品
な
ど
の
他

に
例
を
見
な
い
所
説
だ
け
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
性
起
品
な

ど
を
説
き
な
が
ら
一
方
で
三
乗
の
教
え
も
説
く
と
こ
ろ
に
本
当
の
特
徴
が

あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
智
傭
は
「
無
尽
」
と
表
し
た
の
で
あ
る
、
と

す
る
。
こ
の
指
摘
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
華
厳
教
学
の
中
心
思
想
で
あ

る
同
別
二
教
判
を
考
え
て
い
く
た
め
に
は
不
可
欠
の
視
点
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
第
三
節
で
は
杜
順
説
・
智
備
記
と
伝
え
ら
れ
る
「
一
乗
十
玄

門
」
を
考
察
し
て
地
論
教
学
の
強
い
影
響
下
で
智
傭
の
教
え
を
受
け
た
も

の
が
自
ら
の
見
解
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。

第
三
章
は
新
羅
の
華
厳
思
想
と
題
さ
れ
、
六
節
か
ら
な
る
。
義
湘
と

元
暁
の
思
想
を
検
討
し
て
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
華
厳
教
学
に
つ
い
て
の

常
識
を
見
直
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
ね
ら
い
が
あ
る
。
ま
ず
第
一

節
で
は
義
湘
帰
国
以
前
の
新
羅
に
お
け
る
思
想
的
状
況
に
関
説
し
て
、
通

宗
を
拠
り
所
と
す
る
地
論
系
教
学
や
階
か
ら
初
唐
に
か
け
て
の
先
端
教
学

で
あ
っ
た
摂
論
学
が
比
較
的
は
や
い
時
期
に
渡
来
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
。

第
二
節
で
は
元
暁
の
思
想
的
立
場
を
新
旧
両
思
想
の
対
立
の
最
初
期
と

位
置
づ
け
、
そ
の
特
徴
で
あ
る
和
会
思
想
の
根
拠
と
し
て
の
『
起
信
論
』

理
解
と
、
「
起
信
論
」
が
ど
う
し
て
そ
の
根
拠
と
な
り
え
た
の
か
と
い
う

点
の
解
明
が
な
さ
れ
る
。
著
者
は
、
『
起
信
論
』
が
一
心
二
門
の
構
造
に

よ
っ
て
空
有
の
い
ず
れ
を
も
立
場
と
し
な
い
こ
と
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
と

指
摘
す
る
。

第
三
節
と
第
四
節
は
新
羅
華
厳
学
の
始
祖
で
あ
る
義
湘
の
思
想
に
関
す

る
研
究
で
あ
る
。
ま
ず
第
三
節
で
は
、
特
徴
あ
る
義
湘
の
『
華
厳
一
乗
法

界
図
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
入
唐
以
前
か
ら
学
ん
で
い
た
地
論
教
学
を
下

敷
き
と
し
て
智
傭
の
教
え
を
重
ね
て
当
時
流
行
し
て
い
た
回
文
詩
の
形
式

に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
な
お
本
節
で
、
義
湘
と
智
僚
と

の
思
想
的
連
関
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
過
程
で
指
摘
さ
れ
た
い
く
つ
か
の

点
は
興
味
深
い
。
中
で
も
智
傭
の
教
判
思
想
の
形
成
に
お
い
て
頓
教
の
概

念
が
『
捜
玄
記
』
か
ら
「
孔
目
章
』
に
か
け
て
変
化
し
て
い
く
が
、
そ
れ

は
禅
宗
の
東
山
法
門
を
論
争
相
手
と
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
た
点
は
重
要
で
あ
る
。

第
四
節
で
は
義
湘
の
理
理
相
即
説
が
究
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
華
厳
教

学
の
中
心
思
想
と
さ
れ
て
き
た
理
事
無
擬
説
に
お
け
る
「
理
」
と
義
湘
の

理
理
相
即
説
に
お
け
る
「
理
」
と
は
内
容
が
異
な
る
と
い
う
主
張
が
興
味

深
い
。
こ
の
点
を
著
者
は
、
「
無
分
限
」
で
あ
る
理
事
無
擬
の
理
の
概
念
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が
変
化
し
て
個
々
の
理
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
地
論
宗

以
来
の
伝
統
的
な
理
解
へ
の
復
帰
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
理
解
は
、
「
十

地
経
論
』
の
「
此
の
言
説
解
釈
は
当
に
知
る
べ
し
、
事
を
除
く
。
事
と
は

謂
わ
く
陰
界
入
等
な
り
」
の
所
説
を
理
に
関
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
、
六

相
説
は
理
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
地
論
宗
の
基
本
的
な
考
え
方

で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
十
地
経
論
」

の
こ
の
箇
所
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点

は
、
智
嚴
の
華
厳
教
学
の
出
発
点
や
法
蔵
の
六
相
説
の
基
本
的
立
場
と
も

絡
む
重
要
な
問
題
な
の
で
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

第
五
節
は
、
法
蔵
の
作
が
疑
わ
れ
て
き
た
『
華
厳
経
問
答
』
の
研
究
で

あ
る
。
法
蔵
の
著
作
に
関
す
る
研
究
が
本
章
に
於
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
の

は
、
著
者
が
い
く
つ
か
の
理
由
に
よ
っ
て
『
華
厳
経
問
答
』
は
義
湘
系
の

新
羅
文
献
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
が
こ
の
よ
う
な
結
論
を

得
た
の
は
、
『
華
厳
経
問
答
」
に
は
『
捜
玄
記
』
や
「
孔
目
章
」
を
始
め

と
す
る
智
傭
の
思
想
に
加
え
て
義
湘
独
特
の
用
語
も
用
い
ら
れ
る
の
に
対

し
て
、
法
蔵
の
他
の
著
作
と
の
用
語
的
な
共
通
性
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
こ
と
に
よ
る
。

第
六
節
は
、
元
暁
の
基
本
姿
勢
に
つ
い
て
触
れ
た
短
い
も
の
で
、
そ
の

要
点
は
、
義
湘
帰
朝
以
前
と
以
後
に
わ
た
っ
て
元
暁
の
基
本
姿
勢
は
変
化

し
て
い
な
い
こ
と
、
義
湘
に
刺
激
さ
れ
て
『
華
厳
経
』
に
関
心
を
持
っ
た

が
そ
の
経
疏
の
序
文
の
基
本
に
は
『
荘
子
』
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、

の
二
点
で
あ
る
。

第
四
章
は
法
蔵
の
華
厳
教
学
と
題
さ
れ
、
三
節
よ
り
な
る
。
こ
の
う

ち
第
一
節
は
、
法
蔵
の
『
華
厳
五
教
章
』
の
義
理
分
斉
に
説
か
れ
る
縁
起

説
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
「
縁
起
因
門
六
義
法
」
を
中
心
に
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。
法
蔵
の
縁
起
観
の
特
徴
は
同
体
・
異
体
、
相
即
・
相
入
と
い

っ
た
概
念
を
組
み
合
わ
せ
て
説
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
の
用

語
が
理
解
で
き
な
け
れ
ば
そ
の
本
質
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
著
者
は

因
門
六
義
法
に
関
し
て
空
・
有
、
有
力
・
無
力
、
待
縁
・
不
待
縁
と
い
っ

た
概
念
が
、
．
法
の
二
面
で
あ
っ
て
、
観
点
の
相
違
で
あ
り
、
空
と
有

と
い
う
別
々
な
も
の
が
次
第
に
接
近
し
て
一
体
と
な
る
の
で
は
な
い
」
と

い
う
視
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
縁
起
法
を
考
察
す
る
に

当
た
っ
て
決
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば

因
門
六
義
法
の
内
容
は
、
次
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、

そ
れ
は
、
先
ず
因
果
縁
起
に
お
け
る
「
因
」
に
つ
い
て
相
侍
す
る
三
つ
の

視
点
（
空
・
有
、
有
力
・
無
力
、
待
縁
・
不
待
縁
）
の
組
み
合
わ
せ
で
あ

り
、
単
純
に
組
み
合
わ
せ
れ
ば
合
計
八
と
な
る
。
こ
の
う
ち
「
無
力
不
待

縁
」
と
は
、
な
ん
ら
の
結
果
も
生
じ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
因
と
は

な
ら
ず
、
八
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
「
空
無
力
不
待
縁
・
有
無
力
不
待
縁
」

を
除
外
し
て
合
計
六
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
因
門
六

義
法
は
極
め
て
論
理
的
な
構
造
を
も
っ
た
「
因
」
解
釈
で
あ
る
こ
と
が
了

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
因
体
の
空
有
に
関
す
る
相
待
が
「
同
体

門
」
で
あ
り
、
力
用
の
有
無
に
関
す
る
相
待
が
「
相
入
門
」
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
六
の
側
面
を
も
っ
た
も
の
を
「
因
」
と
称
す
る
の
で
あ
る
と
い

う
の
が
、
法
蔵
の
意
図
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
こ
れ
を
著
者
が
「
Ａ
と
Ｂ

と
言
う
二
つ
の
法
に
つ
い
て
適
用
」
（
三
○
七
頁
）
し
て
法
蔵
の
縁
起
説

を
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

評
者
に
は
理
解
で
き
な
い
。
法
蔵
の
思
想
の
中
心
に
関
わ
る
問
題
だ
け
に

1房
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今
後
の
議
論
を
待
ち
た
い
。

第
二
節
は
、
従
来
の
伝
統
説
の
中
で
は
、
法
蔵
が
事
事
無
磯
説
を
主
張

し
、
そ
れ
が
華
厳
教
学
の
頂
点
を
表
す
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ

て
き
た
事
を
再
検
討
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
事
実
に
反
し
、

そ
の
よ
う
な
見
解
が
常
識
と
な
っ
た
の
は
随
分
後
代
（
日
本
の
凝
然
以

降
）
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

第
三
節
は
、
法
蔵
の
「
梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』
に
見
ら
れ
る
菩
薩
戒
思

想
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
の
本
質
と
具
足
戒
と
が
ど
の
よ

う
に
関
わ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
仏
教
理
解
の
根
本
に
関
わ
る
問
題
で
あ

る
。
し
か
し
、
中
国
の
仏
教
者
に
こ
の
点
が
明
確
に
な
る
に
は
相
当
の
時

間
が
必
要
で
あ
っ
た
。
法
蔵
の
前
後
に
『
梵
網
経
』
の
注
釈
を
表
し
た
人

が
多
い
の
は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
表
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
は
、

法
蔵
の
こ
う
し
た
態
度
を
「
現
実
主
義
的
で
妥
協
的
」
な
も
の
と
批
判
す

る
。

第
五
章
は
新
羅
華
厳
思
想
の
展
開
の
一
側
面
ｌ
「
釈
摩
訶
荷
論
」
の

成
立
事
情
と
題
さ
れ
、
従
来
か
ら
様
々
な
論
議
を
巻
き
起
こ
し
て
き
た

『
釈
摩
訶
桁
論
』
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
本
章
は
、
二
節
よ
り
な
る
。

第
一
節
は
『
釈
摩
訶
術
論
』
の
内
容
を
検
討
し
て
、
そ
れ
は
『
起
信
論
』

研
究
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
出
現
し
た
様
々
な
異
説
を
会
通
す
る
た
め
に

新
羅
で
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
第
二
節
で
は
、
『
釈
摩

訶
桁
論
』
の
中
心
思
想
で
あ
る
「
不
二
摩
訶
桁
」
説
は
、
「
維
摩
経
」
の

入
不
二
法
門
品
に
お
け
る
「
不
二
」
に
つ
い
て
の
三
十
二
菩
薩
の
解
釈
に

維
摩
詰
の
黙
然
を
加
え
た
も
の
と
『
起
信
論
』
の
「
摩
訶
桁
」
と
を
真
如

の
不
可
説
性
の
も
と
に
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

以
上
が
本
書
第
一
部
の
梗
概
で
あ
る
。
『
華
厳
思
想
の
研
究
」
と
い
う

書
名
の
通
り
に
中
国
の
華
厳
教
学
に
関
す
る
問
題
か
ら
、
日
本
の
聖
武
天

皇
の
華
厳
観
に
至
る
ま
で
極
め
て
幅
の
広
い
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
著
者
の
関
心
が
極
め
て
幅
の
広
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
表
し
て

フ
（
》
Ｏ

第
六
章
日
本
の
初
期
華
厳
教
学
１
１
寿
霊
「
華
厳
五
教
章
指
事
』
の
成

立
事
情
と
第
七
章
聖
武
天
皇
の
詔
勅
に
見
え
る
誓
願
と
呪
誼
は
、
わ

が
国
に
お
け
る
「
華
厳
経
」
の
受
容
と
華
厳
教
学
の
出
発
点
を
検
討
し
た

も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
古
代
に
お
け
る
『
華
厳
経
」
受
容
の
始
ま
り
は

東
大
寺
の
大
仏
建
立
に
象
徴
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
純
粋
に
総
国
分
寺
と
国

分
寺
と
を
事
事
無
磯
的
に
融
合
さ
せ
蓮
華
蔵
世
界
を
建
立
し
よ
う
と
し
た

「
華
厳
経
』
信
仰
の
結
果
な
の
で
は
な
く
、
『
金
光
明
経
」
の
護
国
思
想

を
よ
り
強
力
に
発
揮
す
る
霊
力
を
盧
舎
那
佛
に
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
、

と
い
う
点
が
第
七
章
の
中
心
的
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中

で
「
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
尊
崇
さ
れ
た
盧
舎
那
佛
の
経
典
」
（
四
一
二
頁
）

で
あ
る
『
華
厳
経
』
は
諸
経
典
の
根
本
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
な
理
解
は
一
方
で
他
の
経
典
を
軽
視
す
る
「
華
厳
至
上
主
義
者
」
を
生

ん
だ
が
、
寿
霊
の
『
華
厳
五
教
章
指
事
』
が
論
争
の
相
手
と
し
た
の
は
こ

う
し
た
人
々
で
あ
り
、
決
し
て
法
相
宗
徒
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
第

六
章
の
中
心
的
な
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
『
華
厳
五
教
章
指
事
』
の
成
立

年
代
を
「
奈
良
朝
末
期
か
ら
平
安
の
初
期
」
（
四
一
五
頁
）
と
推
察
し
、

こ
の
時
代
は
既
に
祖
師
の
「
解
釈
の
是
非
を
争
う
訓
詰
注
釈
の
時
代
に
入

り
つ
つ
あ
っ
た
」
（
四
三
六
頁
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
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い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
ほ
と
ん
ど
調
べ
尽
く
し
た
上

で
著
者
自
身
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
る
事
は
、
著
者
の
博
識
ぶ
り
を
よ
く
伝

え
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
に
は
失
礼
で
あ
る
が
、
本
書
を
こ
れ
ま
で
の
研

究
資
料
目
録
と
し
て
活
用
す
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ

ど
で
あ
る
。
ま
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
駆
使
し
て
原
典
を
探
し
出
し
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
従
来
の
考
え
を
改
め
て
い
こ
う
と
す
る
点
に
も
新
し
い
研
究

方
法
を
感
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
本
耆
は
独
自
の
華
厳
研
究
の
境
地

を
切
り
開
い
て
い
る
と
い
う
事
が
で
き
よ
う
。
本
書
は
、
著
者
自
身
が
序

論
で
「
狭
い
意
味
の
華
厳
教
学
の
研
究
と
な
ら
な
い
よ
う
留
意
し
た
」

（
一
四
頁
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
華
厳
教
学
の
特
定
の
課
題
を
求
心
的
に

論
究
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
「
法
蔵
の
華
厳
教
学
」
と
い
っ
た

課
題
に
触
れ
る
場
合
で
も
、
例
え
ば
法
蔵
の
思
想
は
現
代
の
人
間
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
主
体
的
な
問
題
に
は
ほ
と
ん

ど
言
及
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
研
究
者
の
個
人
的
な
問
題
で
あ
る

と
い
う
事
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
法
蔵
の
華
厳
教
学
」
と
い
っ

た
章
題
を
つ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
研
究
者
の
個
人
的
な
関
心
だ
け
で
す
ま

す
事
の
で
き
な
い
問
題
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
主
と
し
て
漢
文
文

献
を
用
い
な
が
ら
、
引
用
文
が
全
て
白
文
で
あ
る
と
い
う
の
も
如
何
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
自
身
は
漢
文
を
訓
読
し
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

少
な
く
と
も
現
在
に
お
け
る
研
究
成
果
の
表
現
の
方
法
と
し
て
は
、
当
該

の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
か
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

最
低
返
り
点
は
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
本
書
の
中
で
も
論
旨
の
展
開
上
特

に
重
要
な
場
面
で
は
書
き
下
し
文
に
し
て
改
め
て
引
用
し
な
お
す
と
い
う

箇
所
も
多
々
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
全
体
に
わ
た
っ
て
そ
う
し
た
配
慮
が

為
さ
れ
た
な
ら
ば
本
書
の
価
値
は
一
層
高
い
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

教
証
と
す
る
原
典
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
か
が
分
か
ら
な
い
よ
う
な
引

用
の
仕
方
で
は
共
通
の
議
論
が
成
り
立
た
な
い
だ
け
に
評
者
が
残
念
に
思

う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
は
博
識
で
あ
る
が
故
に
、
議
論
が
や
や
傍
論

に
亙
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
間
々
あ
る
こ
と
は
、
主
張
の
緊
張
を
ゆ
る
め

結
果
と
し
て
論
旨
を
分
か
り
に
く
く
し
て
い
る
点
が
否
め
な
い
。

最
後
に
、
本
文
中
の
重
要
な
場
面
に
多
少
誤
植
が
あ
る
こ
と
（
五
三
頁

六
行
め
通
宗
↓
通
宗
教
、
一
○
九
頁
九
行
め
同
教
二
教
↓
同
別
二
教
、
一

三
四
頁
七
行
め
初
発
心
時
弁
成
正
覚
↓
初
発
心
時
便
成
正
覚
、
一
五
六
頁

一
八
行
め
法
蔵
↓
智
侭
、
須
陀
含
果
↓
須
陀
垣
果
、
二
一
二
頁
二
行
め
大

乗
起
信
論
義
略
探
記
↓
大
乗
起
信
論
内
義
略
探
記
、
二
六
○
頁
三
行
め

「
相
」
と
一
三
行
め
「
相
事
」
の
異
な
り
な
ど
）
や
、
引
用
文
に
不
統
一

（
一
九
四
頁
か
ら
二
○
○
頁
の
間
の
引
用
文
だ
け
は
書
き
下
し
文
、
ま
た

二
七
八
頁
の
引
用
文
の
み
現
代
語
訳
）
が
あ
る
こ
と
な
ど
も
指
摘
で
き
る

が
、
本
書
の
全
体
の
価
値
か
ら
言
え
ば
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。

〔
昨
執
珂
蒜
畔
宣
月
一
言
壼
日
一
琿
罰
社
二
補
磁
○
○
円
〕
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