
①

近
年
、
唯
識
論
耆
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
テ
キ
ス
ト
の
出
版
に
よ
っ
て
、

資
料
的
な
面
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
、
唯
識
思
想
の
研
究
は
盛
ん
に
な
っ

て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
書
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
駆
使
し
て
、
初
期
唯
識
思
想
の
形
成
過
程
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
作
品
で
あ
る
。
弥
勒
（
旨
四
日
①
樹
）

Ｉ
無
着
（
陦
画
侭
騨
）
１
世
親
（
ぐ
開
巨
冒
且
目
）
と
伝
承
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

「
弥
勒
」
は
歴
史
上
の
人
物
か
、
否
か
。
ま
た
『
聡
伽
師
地
論
」
は
弥
勒

の
著
作
か
、
無
着
の
著
作
か
、
そ
れ
と
も
複
数
の
人
々
に
よ
っ
て
編
纂
さ

れ
た
も
の
な
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
一
つ
一
つ
メ
ス
を
入
れ
て
、
著
者

は
難
問
の
解
明
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。

初
期
唯
識
思
想
の
成
立
過
程
に
関
し
て
は
、
資
料
が
か
な
り
揃
っ
て
き

た
と
は
い
え
、
ま
だ
充
分
と
は
い
え
ず
、
未
確
定
な
部
分
が
多
い
。
ま
た

学
者
に
よ
っ
て
異
論
も
多
く
、
定
説
と
い
う
よ
り
は
有
力
説
が
認
め
ら
れ

る
程
度
の
も
の
も
少
な
く
な
い
。

本
書
は
こ
れ
ら
未
確
定
な
部
分
に
メ
ス
を
入
れ
、
各
論
書
の
「
帰
敬
偶
」

書
評
・
紹
介

勝
呂
信
静
著

「
初
期
唯
識
思
想
の
研
究
』

舟
橋
尚
哉

本
書
は
四
章
よ
り
成
り
、
第
一
章
で
は
弥
勒
著
と
い
わ
れ
る
諸
諭
の
検

討
が
行
わ
れ
、
第
二
章
以
下
で
は
、
そ
の
中
で
も
重
要
と
思
わ
れ
る
諭
書

の
中
で
、

①
「
琉
伽
師
地
論
』
と
『
解
深
密
経
』
、

⑨
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
と
「
菩
薩
地
』
と
「
摂
大
乗
諭
』
、

③
『
摂
大
乗
論
』
と
『
礁
伽
師
地
論
』
、

な
ど
の
比
較
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
目
次
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

序
論

第
一
章
弥
勒
諸
論
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
位
置
づ
け
の
問
題

第
一
節
問
題
の
所
在
Ｉ
伝
説
の
解
釈

第
二
節
『
弁
中
辺
論
』

を
重
視
し
つ
つ
、
ま
た
「
琉
伽
師
地
論
』
の
本
地
分
（
声
聞
地
・
菩
薩
地

等
）
や
摂
決
択
分
や
摂
事
分
な
ど
の
、
各
引
用
の
相
互
関
係
を
詳
細
に
調

査
し
て
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
り
、
傾
聴
に
値
す
る

と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
大
著
は
長
年
の
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
初
め
て
完

成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
学
界
の
た
め
に
も
慶
賀
に
た
え
な
い
と
こ
ろ
で

手
品
レ
グ
（
〕
Ｏ

本
書
は
「
は
し
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
十
一
年
東
京
大
学
に
提
出

さ
れ
た
学
位
論
文
の
一
部
で
あ
り
、
今
回
は
前
篇
の
「
唯
識
文
献
成
立
の

問
題
」
だ
け
を
出
版
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
後
篇
の
「
唯
識

教
義
展
開
の
諸
相
」
に
つ
い
て
は
折
を
見
て
出
版
の
予
定
と
の
こ
と
て
あ

る
の
で
、
一
日
も
早
く
後
篇
の
部
分
の
出
版
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
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第
三
節
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
論
」

第
四
節
〔
付
論
〕
『
金
剛
般
若
論
』

第
五
節
『
大
乗
荘
厳
経
論
』

第
六
節
「
琉
伽
師
地
論
』

第
七
節
〔
付
論
〕
「
顕
揚
聖
教
論
』

第
八
節
『
究
寛
一
乗
宝
性
論
』

第
九
節
『
法
法
性
分
別
論
』

第
十
節
『
分
別
琉
伽
論
」

第
十
一
節
『
現
観
荘
厳
論
』

第
十
二
節
『
大
宝
積
経
論
』

第
二
章
『
琉
伽
師
地
論
』
と
『
解
深
密
経
』
の
成
立
に
対
す
る
考
察

第
一
節
『
職
伽
師
地
論
」

第
二
節
『
解
深
密
経
』

第
三
章
文
献
成
立
か
ら
見
た
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
と
『
菩
薩
地
」
お

よ
び
『
摂
大
乗
論
』
教
義
の
相
互
比
較

第
一
節
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
と
「
菩
薩
地
」

第
二
節
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
と
『
摂
大
乗
論
」

第
一
項
〔
主
論
〕
「
摂
大
乗
論
』
引
用
頌
の
相
互
比
較
検
討

第
二
項
〔
付
論
〕
頌
文
の
散
文
化
に
よ
る
引
用
例
の
比
較

第
三
項
〔
付
論
〕
『
摂
大
乗
論
』
と
『
阿
毘
達
磨
集
論
』
に
共
通

す
る
教
義
の
比
較

第
四
章
『
摂
大
乗
論
」
と
『
球
伽
師
地
論
』
摂
決
択
分

こ
れ
ら
の
目
次
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
弥
勒
に
帰
せ
ら

れ
る
初
期
唯
識
論
書
や
、
琉
伽
唯
識
派
の
所
依
の
経
典
と
い
わ
れ
る
「
解

深
密
経
』
や
、
そ
れ
に
無
着
著
と
い
わ
れ
る
「
摂
大
乗
論
』
を
中
心
に
、

初
期
唯
識
思
想
の
成
立
過
程
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
以

下
、
各
章
を
順
次
紹
介
し
な
が
ら
書
評
す
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
章
弥
勒
諸
論
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
位
置
づ
け
の
問
題
で
は
、

第
一
節
問
題
の
所
在
ｌ
伝
説
の
解
釈
で
、

「
唯
識
学
派
の
開
祖
に
目
さ
れ
る
弥
勒
菩
薩
は
果
た
し
て
歴
史
的
実
在

の
人
物
で
あ
る
の
か
、
ど
う
か
」
（
二
九
頁
）

と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
、
「
無
着
が
将
来
仏
た
る
弥
勒
菩
薩
に
会
っ
て
、

そ
の
菩
薩
か
ら
大
乗
礒
伽
行
の
奥
義
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
記
し
た
聖
典
を

授
け
ら
れ
た
と
い
う
伝
説
」
（
二
九
頁
）
に
関
し
て
、
著
者
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、

「
こ
の
弥
勒
な
る
も
の
が
無
着
に
対
し
て
、
か
れ
を
越
え
る
存
在
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
伝
説
が
過
去
に

お
い
て
く
り
返
し
伝
え
ら
れ
、
し
か
も
弥
勒
の
名
に
お
い
て
伝
え
ら
れ

る
論
が
現
に
存
在
す
る
と
い
う
事
実
の
重
み
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を

確
か
な
も
の
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
弥
勒
を
、

禅
定
中
の
無
着
の
心
に
映
じ
た
存
在
、
い
わ
ば
幻
影
の
ご
と
く
単
に
か

れ
の
個
人
的
心
理
に
あ
ら
わ
れ
た
実
体
な
き
存
在
と
す
る
解
釈
に
は
、

基
本
的
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
三
○
頁
）

と
い
っ
て
、
最
近
、
新
進
気
鋭
の
若
手
の
学
者
の
中
で
有
力
説
と
な
っ
て

き
て
い
る
、

、
、

「
ア
サ
ン
ガ
の
師
マ
イ
ト
レ
ー
ャ
を
、
実
在
の
論
師
と
し
て
で
は
な
く
、

伝
説
・
伝
承
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
と
っ
て
、
ア
サ
ン
ガ
の
三
昧
中
に

三
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、
、
②

体
現
さ
れ
た
信
仰
上
の
菩
薩
」

と
す
る
考
え
方
を
暗
に
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
著
者

は
こ
の
伝
説
に
つ
い
て
、
仙
無
着
を
越
え
る
存
在
と
し
て
の
弥
勒
、
②
無

着
の
神
秘
的
体
験
、
③
弥
勒
ｌ
無
着
の
系
譜
、
の
三
つ
の
契
機
の
論
理
的

な
関
係
（
三
○
頁
）
を
分
析
し
、
種
女
の
検
討
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。
そ

し
て
ま
た
、

「
も
っ
と
も
価
値
が
高
い
の
は
、
弥
勒
の
諸
論
の
註
釈
１
世
親
あ
る
い

は
無
着
の
作
と
さ
れ
る
ｉ
の
中
に
述
琴
へ
ら
れ
る
帰
敬
偶
あ
る
い
は
結
偶

（
結
文
）
の
類
で
あ
ろ
う
」
（
三
七
頁
）

と
い
い
、
帰
敬
偶
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

第
二
節
『
弁
中
辺
論
」
で
は
、

「
本
頌
と
釈
は
同
時
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
と
思
う
。
こ
れ
は

本
頌
の
み
が
単
独
に
作
成
さ
れ
た
『
現
観
荘
厳
論
』
『
唯
識
三
十
頌
』

『
中
論
』
等
の
著
作
に
対
し
て
は
甚
だ
多
く
の
註
釈
が
著
わ
さ
れ
て
い

る
事
実
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
際
立
っ
た
相
違
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
」
（
四
三
頁
）

と
い
い
、
更
に
「
こ
の
こ
と
は
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜

経
論
』
等
の
他
の
弥
勒
の
論
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
と
思

う
」
（
四
三
頁
）
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
論
で
は
偶
頌
と
長
行
と
が
同
時
に

成
立
し
た
と
主
張
さ
れ
、

「
『
弁
中
辺
論
』
の
実
際
の
作
者
は
無
着
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
以
上
の
よ
う
な
点
を
考
え
て
来
る
と
、
本
書
は
む
し
ろ
無
着
と

世
親
と
の
共
同
の
作
業
に
よ
っ
て
成
っ
た
と
見
た
方
が
実
態
に
合
っ
て

い
る
よ
う
に
思
う
。
。
：
。
：
無
着
と
世
親
の
共
同
の
作
成
で
あ
れ
ば
、
本

、
、
、

書
は
編
纂
書
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
四
三
頁
’

四
四
頁
）

と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
従
来
は
『
弁
中
辺
論
』
は
弥
勒
の
偶
頌
（
こ
の
偶

③

頌
に
つ
い
て
は
実
質
は
無
着
が
現
体
系
に
組
織
し
た
と
も
い
わ
れ
る
）
に

世
親
が
註
釈
し
た
と
い
わ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
今
後
、
学
界
で
論
議
の
対

象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

も
し
『
弁
中
辺
論
』
（
中
辺
分
別
論
）
も
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
も
共
に
そ

れ
ぞ
れ
偶
頌
と
長
行
と
が
同
時
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
『
大
乗
荘

厳
経
論
」
覚
分
品
の
長
行
に
は
、
「
中
辺
分
別
論
に
説
か
れ
る
如
し
」
（
際
．

④

や
Ｅ
］
・
宇
井
博
士
訳
四
三
九
頁
）
の
文
が
梵
・
蔵
・
漢
に
見
ら
れ
る
か

ら
、
こ
の
こ
と
は
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
よ
り
『
中
辺
分
別
論
』
の
方
が
先

に
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
に
言
い
切
れ
る

だ
る
』
フ
か
。

第
三
節
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
論
』
で
も
、

「
世
親
は
弥
勒
か
ら
で
は
な
く
、
無
着
か
ら
教
え
を
受
け
た
の
で
あ
る

か
ら
句
か
れ
は
無
着
に
教
え
ら
れ
て
本
書
を
作
成
し
た
こ
と
に
な
る
。

、
、
、
、

し
た
が
っ
て
本
書
は
実
質
的
に
は
世
親
と
無
着
の
共
同
の
作
と
い
い
得

る
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
五
六
頁
）

と
い
い
、
続
け
て
「
長
行
釈
を
離
れ
て
頌
文
の
意
味
は
理
解
し
が
た
い
も

の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
上
、
頌
文
と
長
行
釈
は
同
時
に
成
立
し
て
い
な
く

て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
」
（
五
六
頁
）
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
更
に

ま
た
、「

『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
論
」
の
頌
文
に
対
す
る
註
釈
は
世
親
釈
以
外

の
も
の
は
な
い
。
し
か
し
世
親
釈
を
伴
う
の
は
二
種
の
漢
訳
だ
け
で
あ
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っ
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
及
び
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
頌
文
だ
け
が
単
独
に

流
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
元
来
は
頌
文
と
釈
は
一
本
で
あ

っ
た
の
を
、
頌
の
部
分
だ
け
を
抜
き
出
し
て
別
出
さ
せ
た
が
、
何
か
の

事
情
で
長
行
の
部
分
が
失
わ
れ
た
た
め
に
頌
文
だ
け
が
残
っ
た
の
で
あ

っ
て
、
は
じ
め
か
ら
頌
文
だ
け
が
独
立
に
流
布
さ
れ
た
と
は
考
え
が
た

い
」
（
五
六
頁
）

と
断
定
し
て
お
ら
れ
る
。

第
四
節
『
金
剛
般
若
論
』
に
つ
い
て
も
、

「
宇
井
博
士
は
こ
の
『
金
剛
般
若
論
』
は
無
着
の
作
で
は
な
く
、
チ
ベ

ッ
ト
伝
ま
た
義
浄
伝
の
ご
と
く
世
親
の
作
で
あ
る
と
断
ぜ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
」
（
六
二
頁
）

と
述
べ
て
、
そ
の
後
に
「
宇
井
博
士
の
解
釈
に
お
い
て
少
し
く
疑
問
に
思

わ
れ
る
」
（
六
三
頁
）
と
い
う
と
こ
ろ
を
指
摘
し
、

「
本
書
を
二
人
（
無
着
と
世
親
）
の
共
作
と
見
る
こ
と
に
不
都
合
は
な

い
」
（
六
五
頁
）

と
い
っ
て
、
本
書
も
無
着
と
世
親
の
共
作
と
し
て
お
ら
れ
る
。

第
五
節
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
で
は
、
こ
の
論
が
琉
伽
論
『
菩
薩
地
』

を
下
敷
き
と
し
て
作
ら
れ
た
（
七
五
頁
）
こ
と
は
、
多
く
の
学
者
が
指
摘

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
が
、
こ
の
『
大
乗
荘
厳
経
論
」

の
頌
に
対
す
る
長
行
釈
の
叙
述
様
式
を
分
析
し
て
ａ
、
ｂ
、
Ｃ
、
ｄ
、
ｅ

ｆ
の
六
種
に
分
類
し
（
七
九
頁
）
、
検
討
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

Ｃ
、
多
少
言
葉
を
補
っ
て
い
る
が
、
頌
の
言
葉
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま

引
用
し
て
長
行
釈
と
し
た
場
合
、
同
語
反
覆
に
近
い
。
頌
の
言
葉
の

全
部
で
は
な
く
一
部
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は

後
述
の
ｆ
の
形
式
と
混
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
（
七
九
頁
）

ｄ
、
多
少
の
言
葉
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
註
釈
を
省
略
し

た
場
合
、
註
釈
者
み
ず
か
ら
「
そ
の
意
味
は
理
解
し
や
す
い
」

（
盟
国
再
冨
）
と
い
っ
て
省
略
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
る
。
（
七
九
頁
）

こ
の
中
の
「
ｃ
と
ｄ
の
多
い
こ
と
は
、
「
荘
厳
経
論
』
の
頌
の
作
者
は
、

作
頌
の
前
提
と
し
て
か
な
ら
ず
し
も
長
行
釈
の
必
要
性
を
考
慮
し
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
…
…
さ
ら
に
は
こ
れ

よ
り
推
し
て
長
行
も
頌
と
同
時
に
作
成
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
」
（
八
二

頁
）
と
い
わ
れ
る
が
、
「
作
頌
の
前
提
と
し
て
か
な
ら
ず
し
も
長
行
釈
の
必

要
性
を
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
」
（
八
二
頁
）
も
の
な
ら
ば
、
頌
だ
け
で
流

布
し
て
い
て
も
よ
い
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
こ
の
理
由

を
も
っ
て
「
こ
れ
よ
り
推
し
て
長
行
と
頌
と
同
時
に
作
成
さ
れ
た
か
も
し

れ
な
い
」
と
い
う
根
拠
に
何
故
な
る
の
か
、
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

む
し
ろ
頌
だ
け
で
意
味
内
容
が
わ
か
る
の
な
ら
、
頌
の
み
で
流
布
し
う
る

根
拠
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
な
お
、
小
生
は
用
語
な
ど
の
上
か
ら
も

⑤

頌
と
長
行
と
の
間
に
は
、
多
少
の
時
代
的
経
過
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
）

第
六
節
『
琉
伽
師
地
論
』
に
つ
い
て
は
、
「
第
二
章
「
聴
伽
師
地

論
』
と
『
解
深
密
経
』
の
成
立
に
対
す
る
考
察
」
（
二
四
五
頁
）
で
詳
し
く

論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
応
の
概
観
と
問
題
提
起
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
「
職
伽
論
」
菩
薩
地
の
異
訳
と
い
わ
れ
る
『
菩
薩
地
持
経
」
と

「
菩
薩
善
戒
経
』
に
つ
い
て
、
「
『
菩
薩
善
戒
経
」
は
こ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
…
…
一
般
に
学
者
は
、
こ
れ
が
「
菩
薩

地
』
の
も
っ
と
も
古
い
形
を
伝
え
た
も
の
と
見
て
い
る
」
（
一
○
七
頁
）
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が
、
著
者
は
「
お
そ
ら
く
イ
ン
ド
本
土
で
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
「
菩
薩
地

持
経
』
及
び
「
菩
薩
戒
本
』
の
方
が
原
形
で
あ
っ
て
、
「
善
戒
経
」
は
そ
の

後
に
発
展
あ
る
い
は
変
容
し
た
形
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
」
（
一
○
八
頁
）
と
い
っ
て
、
『
菩
薩
地
持
経
』
の
方
が
『
善

戒
経
』
よ
り
古
い
形
態
と
見
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
方
は
向
井
亮
氏
が
、

「
ダ
ル
マ
ク
シ
ェ
ー
マ
は
、
四
○
五
年
か
ら
四
一
○
年
の
問
に
、
中
イ

ン
ド
の
地
で
、
『
地
持
経
』
を
知
り
得
た
こ
と
に
な
る
。
：
…
・
『
地
持

経
』
が
別
行
す
る
と
こ
ろ
の
「
琉
伽
論
』
の
成
立
は
お
よ
そ
四
○
五
年

前
後
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
一
方
、
『
善
戒
経
』
を
シ
ナ
に
招
来
し
た
グ

ナ
ヴ
プ
ル
マ
ン
は
、
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
ま
た
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
地
で
、
三

八
一
年
か
ら
三
九
七
年
の
間
に
そ
の
『
経
』
を
そ
の
地
で
得
た
こ
と
に

⑥

な
る
」
（
向
井
亮
氏
「
「
琉
伽
論
』
の
成
立
と
ア
サ
ン
ガ
の
年
代
」
）

と
い
っ
て
、
年
次
か
ら
見
て
『
地
持
経
』
の
テ
キ
ス
ト
よ
り
「
善
戒
経
』

の
テ
キ
ス
ト
の
方
が
古
い
と
主
張
さ
れ
る
向
井
説
と
全
く
相
異
な
る
立
場

で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
『
菩
薩
善
戒
経
』
に
「
如
声
聞
地
」
（
大
正
三
○
、
一
○
一

八
ａ
）
と
あ
る
引
用
文
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
重
要

で
あ
る
。
勝
呂
博
士
は
こ
れ
に
関
し
て
、

「
「
善
戒
経
』
を
菩
薩
地
の
最
も
古
い
形
と
見
る
学
説
が
現
在
有
力
な

の
で
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
何
故
一
度
だ
け
で
も
声
聞
地
を
引
用

し
て
い
る
の
か
、
そ
の
事
情
の
説
明
が
つ
か
な
い
」
（
二
五
三
頁
）

と
い
っ
て
、
『
善
戒
経
』
は
引
用
文
の
抹
消
を
は
か
っ
た
が
、
一
部
が
残
存

し
た
と
主
張
さ
れ
る
。
（
二
五
三
頁
）
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
勿

論
、
真
相
は
わ
か
ら
な
い
が
、
私
は
「
善
戒
経
」
が
多
く
の
引
用
文
の
抹

消
を
は
か
っ
た
が
一
ケ
所
だ
け
残
っ
た
と
い
う
勝
呂
博
士
の
説
に
は
ど
う

も
納
得
が
い
か
な
い
。
私
は
む
し
ろ
『
菩
薩
地
』
と
「
声
聞
地
』
は
、
「
職

伽
論
』
の
他
の
個
所
よ
り
早
く
流
布
し
て
い
た
の
で
、
『
菩
薩
地
』
に
相
当

す
る
「
善
戒
経
』
に
「
声
聞
地
』
の
引
用
が
あ
っ
て
も
別
に
不
自
然
で
は

な
い
と
思
う
。
た
だ
一
ヶ
所
だ
け
『
善
戒
経
」
に
声
聞
地
の
引
用
が
あ
っ

て
、
そ
れ
以
外
の
『
菩
薩
地
持
経
』
に
相
当
す
る
『
善
戒
経
」
で
は
、
声

聞
地
の
引
用
が
な
い
こ
と
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
私
の
全
く
の
想
像
で
あ
る
が
、
『
善
戒
経
』
は
向
井
亮
氏
に
よ
れ

ば
、
「
グ
ナ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
が
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
ま
た
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
地
で
、

三
八
一
年
か
ら
三
九
七
年
ま
で
の
間
に
得
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
訳

出
さ
れ
た
の
は
四
三
一
年
で
あ
り
、
「
菩
薩
地
持
経
』
の
四
二
○
年
頃
訳

よ
り
十
年
も
遅
い
。
し
か
も
「
如
声
聞
地
」
（
大
正
三
○
、
一
○
一
八
ａ
）

の
引
用
文
は
、
『
菩
薩
善
戒
経
』
（
大
正
三
○
、
九
六
○
ａ
’
一
○
一
八
ｂ
）

の
一
番
最
後
の
部
分
に
相
当
す
る
。
と
す
る
と
、
こ
こ
の
最
後
の
部
分
を

訳
す
と
き
に
、
た
ま
た
ま
『
声
聞
地
』
の
存
在
を
知
っ
た
か
、
異
訳
の

『
菩
薩
地
持
経
』
の
存
在
を
知
っ
て
、
こ
こ
だ
け
「
如
声
聞
地
」
と
書
き

加
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
は
「
菩
薩
地
」
の
初
期
の
形

態
に
は
「
如
声
聞
地
」
の
引
用
文
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
数
ヶ

所
以
上
の
引
用
文
の
抹
消
と
い
う
よ
り
、
引
用
文
を
一
ヶ
所
書
き
加
え
た

と
見
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
）

本
地
分
と
摂
決
択
分
と
の
間
に
は
先
後
の
関
係
が
あ
る
こ
と
は
勝
呂
博

士
も
認
め
て
お
ら
れ
る
。

「
お
そ
ら
く
摂
決
択
分
は
、
本
地
分
が
成
立
し
て
の
ち
、
と
り
残
さ
れ

た
問
題
を
補
充
し
、
発
展
的
に
解
明
し
た
も
の
で
あ
っ
て
…
…
」
（
二
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六
八
頁
）

と
。
し
か
し
勝
呂
博
士
は
、

「
意
地
の
引
用
は
、
「
善
戒
経
』
に
は
そ
の
引
用
名
は
な
い
が
、
相
当

す
る
所
説
は
引
用
さ
れ
て
い
る
。
：
：
・
右
の
よ
う
な
例
が
一
例
で
も
見

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
琉
伽
論
』
に
お
け
る
引
用
記
事
が
『
礒

伽
論
』
成
立
後
に
付
加
さ
れ
た
と
軽
有
し
く
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
（
二
五
六
頁
）

と
強
い
口
調
で
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
「
善
戒
経
』
に
意
地
の
引
用

と
思
わ
れ
る
「
衆
生
界
者
。
有
六
十
一
種
」
（
大
正
三
○
、
九
九
九
ｂ
）

が
あ
る
こ
と
は
、
『
善
戒
経
』
の
訳
者
が
意
地
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
よ

う
に
も
思
わ
れ
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
の
菩
薩
地
に
相
当
す
る
個
所
で
六
十
一
種
と
し
て
い
る
の

は
『
善
戒
経
』
と
、
『
菩
薩
地
持
経
』
の
「
六
十
一
種
衆
生
名
衆
生
界
」
（
大

正
三
○
、
九
三
六
Ｃ
）
だ
け
で
あ
っ
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
、
チ
曇
へ
シ

⑦

卜
訳
、
玄
英
訳
は
と
も
に
六
十
四
種
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
意
地
で
は

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
は
六
十
四
種
と
し
、
玄
英
訳
は
六
十
二
種
で
あ
る
と

⑦

い
う
。
と
す
る
と
、
多
分
六
十
一
種
と
い
う
の
が
古
い
形
で
あ
っ
て
、
『
善

戒
経
』
の
訳
者
は
先
程
の
私
の
想
定
の
よ
う
に
、
訳
出
し
て
い
る
と
き
に

『
菩
薩
地
持
経
』
の
存
在
を
知
っ
た
か
、
一
部
を
見
る
機
会
（
転
写
さ
れ

た
も
の
を
含
め
て
）
を
得
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
『
善
戒

経
』
に
「
衆
生
界
者
。
有
六
十
一
種
」
の
引
用
文
が
あ
っ
て
も
別
に
不
自

然
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
て
予
定
の
枚
数
を
少
し
超
過
し
た
の
で
、

あ
と
は
な
る
寺
へ
く
簡
単
に
述
べ
る
。

第
八
節
『
究
寛
一
乗
宝
性
論
』
に
つ
い
て
、

「
本
偶
は
釈
偶
・
釈
文
に
比
し
て
基
本
的
な
部
分
で
あ
り
、
釈
偶
・
釈

文
よ
り
先
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
（
一
四
四
頁
）

と
い
っ
て
、
一
般
に
学
界
で
認
め
ら
れ
て
い
る
説
を
紹
介
し
、
「
本
書
に

『
荘
厳
経
論
』
の
頌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
」
（
一
六
三
頁
）
か
ら
、
『
荘
厳

経
論
」
と
の
関
係
か
ら
見
て
、
本
書
は
そ
れ
よ
り
後
の
成
立
で
あ
る
と
推

定
さ
れ
よ
う
」
（
一
六
四
頁
）
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い

る
の
で
問
題
は
な
い
が
、
本
書
は
編
纂
書
で
あ
り
、
「
編
蟇
方
法
が
か
な

り
変
化
し
た
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
」
（
一
六
二
頁
）
と
い
っ
て
、
そ
れ
が

歴
史
的
形
成
の
経
過
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。

「
こ
の
変
化
を
歴
史
的
形
成
の
経
過
を
示
す
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
今
日
の
聖
典
成
立
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
学

者
は
一
般
的
に
歴
史
的
に
成
立
し
た
も
の
と
見
て
い
る
。
し
か
し
本
書

が
歴
史
的
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
先
行
し
た
文
献

と
し
て
本
偶
だ
け
が
独
立
に
流
布
さ
れ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
が
、
今
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
編
墓
方
法
に
変
化
が
見
ら
れ
る
の
は
一
連
の
編
纂
作
業
の
中
途
に
お

い
て
行
わ
れ
た
変
更
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
歴
史
的
変
化
と
し
て
評
価

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
」
（
一
六
三
頁
）

と
い
わ
れ
る
が
、
本
頌
だ
け
が
独
立
に
流
布
さ
れ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
な

い
か
ら
と
い
っ
て
、
『
宝
性
論
』
の
全
体
が
編
纂
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
か
。
高
崎
直
道
博
士
は
「
宝
性
論
』
の
著
者
に
つ
き
「
本
偶
は
弥
勒
に

帰
せ
ら
れ
る
が
、
註
釈
部
分
は
堅
慧
の
作
で
あ
り
、
堅
慧
は
世
親
と
ほ
ぼ

同
時
代
の
人
で
あ
ろ
う
」
（
本
書
一
七
一
頁
註
“
）
と
さ
れ
る
が
、
私
も
偶

頌
と
長
行
と
の
間
に
は
時
代
的
な
経
過
が
あ
る
と
思
う
。
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勝
呂
博
士
が
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
に
し
て
も
、
『
弁
中
辺
論
』
に
し
て
も
、

こ
の
『
宝
性
論
」
に
し
て
も
、
本
頌
だ
け
が
流
布
し
て
い
た
場
合
は
必
ず

複
数
の
註
釈
害
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
の
は
本
頌

華
長
行
と
が
ほ
ぼ
同
時
に
編
墓
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
成
立
の
可
能

性
が
強
い
、
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
も
一
理
あ
る
と
思
う
が
、
現
存
の
資
料

が
す
。
へ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
註
釈
書
が
失
わ
れ
た
か
も
し
れ
ず
、
も

し
仮
り
に
弥
勒
を
信
奉
す
る
職
伽
行
派
の
教
団
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
偶

頌
の
形
で
教
義
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
う

る
と
私
は
思
う
。

第
九
節
『
法
法
性
分
別
論
』
に
つ
い
て
、

「
『
法
法
性
分
別
論
』
は
『
職
伽
論
』
『
摂
大
乗
論
』
よ
り
後
の
作
成
で

あ
ろ
う
と
思
う
」
（
一
八
六
頁
）

と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
私
も
同
意
見
で
あ
る
。
こ
こ
で
著
者
が
無
着

の
「
摂
大
乗
論
」
よ
り
後
の
成
立
と
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
『
法
法
性
分
別

論
』
は
弥
勒
の
諭
書
で
は
な
い
と
い
う
私
の
考
え
と
一
致
す
る
も
の
と
思

⑧
箔
ハ
ノ
Ｏ

第
十
節
『
分
別
職
伽
論
』
に
つ
い
て
は
、
二
偶
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、

『
摂
大
乗
論
』
や
「
阿
毘
達
磨
集
論
』
な
ど
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
『
集

論
』
の
梵
本
の
断
片
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
梵
文
の
一
部
は
知
ら
れ
る
が
、

あ
と
は
プ
ラ
ダ
ン
の
還
元
梵
語
で
あ
る
。
こ
の
還
元
梵
語
に
つ
い
て
は
早

⑨
⑩

島
理
氏
と
、
そ
し
て
私
の
考
察
が
あ
る
。
従
っ
て
厳
密
に
す
る
な
ら
、
本

書
一
九
一
頁
の
プ
ラ
ダ
ソ
出
版
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
は
初
め
の
四
行
は
還

元
梵
語
で
あ
る
か
ら
イ
タ
リ
ッ
ク
に
し
て
、
最
後
の
一
行
は
ゴ
ー
ヵ
レ
ー

⑪本
に
よ
っ
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
が
確
定
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
ま
ま
の
文

第
一
章
の
書
評
だ
け
で
予
定
枚
数
を
大
き
く
超
過
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、

あ
と
は
簡
単
に
述
べ
る
。
第
二
章
『
礁
伽
師
地
論
』
と
『
解
深
密
経
』

の
成
立
に
対
す
る
考
察
で
は
、
「
菩
薩
地
」
に
引
用
さ
れ
る
他
の
部
分
（
声

聞
地
、
意
地
、
摂
異
門
分
、
摂
事
分
）
か
ら
の
引
用
が
網
羅
さ
れ
て
い
る

し
（
二
五
○
頁
）
、
本
地
分
中
に
お
け
る
十
七
地
の
相
互
の
引
用
（
二
五
六

頁
）
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
五
分
相
互
の
引
用
関
係
も
一

目
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
（
二
六
五
頁
）
、
資
料
を
扱
う
も
の
に
と

っ
て
は
大
変
便
利
な
書
物
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
章
文
献
成
立
か
ら
見
た
「
大
乗
荘
厳
経
論
」
と
『
菩
薩
地
』
お

よ
び
「
摂
大
乗
論
』
教
義
の
相
互
比
較
の
、
第
二
節
『
大
乗
荘
厳
経
論
』

と
『
摂
大
乗
論
』
で
は
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
と
「
摂
大
乗
論
』
と
に
共
通

す
る
偶
を
す
響
へ
て
取
り
上
げ
、
一
偶
ず
つ
詳
し
く
比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
四
○
○
頁
）

ま
た
第
四
章
『
摂
大
乗
論
』
と
『
聡
伽
師
地
論
』
摂
決
択
分
で
は
、

『
摂
大
乗
論
』
と
『
解
深
密
経
』
と
の
章
が
よ
く
対
応
す
る
こ
と
を
指
摘

し
（
五
五
六
頁
）
、
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
存
在
の
八
理
由
」
や
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
の

性
質
に
関
す
る
五
種
の
規
定
」
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
（
五
六
○
頁
）

本
書
は
勝
呂
博
士
が
長
年
の
研
究
歴
の
間
に
蓄
積
さ
れ
た
資
料
を
も
と

に
、
最
近
の
学
界
の
動
向
や
新
資
料
を
も
駆
使
し
て
、
今
迄
不
明
確
で
あ

っ
た
初
期
唯
識
思
想
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
画
期
的
な
作
品
で
あ

字
に
し
て
区
別
す
る
か
、
註
を
入
れ
て
還
元
梵
語
の
部
分
を
明
記
し
た
方
“

が
よ
い
と
思
う
。'四



る
。
勿
論
、
学
者
間
で
異
論
も
多
く
あ
り
、
未
確
定
な
部
分
も
多
い
が
、

こ
の
書
を
も
と
に
し
て
未
確
定
な
部
分
に
つ
い
て
議
論
を
す
れ
ば
、
必
ず

や
初
期
唯
識
思
想
の
形
成
過
程
も
明
ら
か
に
な
る
と
信
ず
る
。
こ
の
よ
う

な
大
著
を
出
版
さ
れ
た
勝
呂
博
士
に
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
先
生
の

今
後
の
御
活
躍
を
心
か
ら
念
ず
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
私
の
気
づ
い
た

誤
植
の
み
指
摘
し
て
お
く
。

Ｏ
ｏ

ｏ
Ｑ
ｏ

や
函
麗
怠
．
「
所
説
を
み
て
よ
う
‐
ｌ
↓
所
説
を
み
て
み
よ
う

Ｏ
Ｑ
Ｏ
Ｏ

や
ぢ
っ
息
吟
ア
ー
ラ
ャ
識
の
語
が
た
だ
た
び
１
１
↓
ア
ー
ラ
ャ
識
の
語

Ｏ
Ｏ
Ｏ
ｏ

が
た
び
た
び

Ｑ
Ｏ

Ｏ
Ｏ

や
、
ｇ
産
出
「
住
」
の
字
を
探
用
し
た
Ｉ
↓
「
住
」
の
字
を
採
用
し
た

や
望
鈩
』
函
裕
谷
前
註
（
５
）
ｌ
↓
袴
谷
前
註
（
５
）

、
工
圭

二
二
日①

ぐ
．
切
冨
陣
Ｐ
Ｃ
富
Ｈ
ぐ
ゅ
”
Ｈ
胃
閨
。
魁
＆
Ｈ
：
言
目
旦
鈩
ｏ
胃
ぐ
ゅ

Ｌ

シ
の
凹
卦
函
四
℃
四
、
耳
目
》
○
巴
○
口
詐
四
胃
謂
式

属
．
の
宮
匡
匡
の
、
酌
の
鼠
ぐ
ゅ
丙
ゆ
ず
ロ
日
日
＆
衿
＆
曼
四
シ
３
己
ぬ
い
ゞ
呵
胃
目
四

目
⑲
「
い
り

ｚ
・
目
鼻
置
釦
炉
｝
旨
丘
ぽ
ゅ
汽
日
尉
胃
百
口
○
○
四
ぐ
申
す
彦
尉
ぐ
Ｐ
日
、
弓
鼻
【
届
岳
認
．

②
向
井
亮
氏
「
ア
サ
ン
ガ
に
お
け
る
大
乗
思
想
の
形
成
と
空
観
ｌ
ヨ

ー
ガ
１
１
チ
ャ
ー
ラ
派
の
始
祖
の
問
題
と
し
て
ｌ
」
（
宗
教
研
究
第
狛

巻
第
４
輯
二
二
七
号
）
三
三
頁
参
照
。

③
山
口
博
士
「
中
辺
分
別
論
釈
疏
」
序
論
（
三
三
頁
）
参
照
。

④
影
印
北
京
版
Ⅷ
巻
皿
１
３
１
４
参
照
。

⑤
拙
稿
「
唯
識
思
想
の
成
立
に
つ
い
て
ｌ
唯
心
か
ら
唯
識
へ
Ｉ
」
（
仏

教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
鉛
号
）
一
○
頁
参
照
。

⑥
向
井
亮
氏
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
第
”
巻
第
２
号
六
八
五
頁
参

昭
昭

⑦
勝
呂
博
士
「
初
期
唯
識
思
想
の
研
究
」
二
八
三
頁
註
⑥
参
照
。

③
拙
稿
「
唯
識
思
想
の
成
立
に
つ
い
て
ｌ
唯
心
か
ら
唯
識
へ
ｌ
」
（
仏

教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
囎
号
）
一
三
頁
参
照
。

⑨
早
島
理
氏
「
琉
伽
行
唯
識
学
派
に
お
け
る
入
無
相
方
便
相
の
思

想
」
（
印
仏
研
究
第
塑
巻
第
２
号
）
一
○
一
七
頁
参
照
。

⑩
拙
稿
「
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
（
傍
目
拭
冨
Ｈ
日
脚
い
い
目
巨
ｏ
８
冒
）
並

び
に
缶
ｇ
己
冒
Ｈ
日
蝕
３
冒
昌
。
８
樹
‐
ｇ
閉
冨
の
和
訳
⑨
ｌ
決
択
分

．
法
品
第
二
よ
り
ｌ
」
（
大
谷
学
報
第
六
十
六
巻
第
一
号
）
二
八
頁

註
⑨
参
照
。

⑪
○
．
唇
巴
①
局
Ｈ
凋
日
の
口
尉
時
○
日
号
①
崖
ｇ
昼
冨
Ｈ
ｇ
儲
四
目
屋
ｏ
８
憩

昌
シ
、
口
己
ぬ
ゅ
等
胃
置
式

（
平
成
元
年
九
月
脱
稿
）

［
識
讓
一
一
鍋
、
一
蘓
錐
溌
壁

45


