
中
国
に
お
け
る
華
厳
教
学
の
展
開
を
概
観
し
よ
う
と
す
る
時
、

第
三
祖
に
数
え
ら
れ
る
賢
首
大
師
法
蔵
の
思
想
を
分
水
嶺
と
し
て

二
つ
の
面
に
分
け
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即

ち
、
年
代
的
な
面
か
ら
言
え
ば
北
魏
に
遡
る
地
論
宗
の
成
立
に
源

を
発
し
て
杜
順
・
智
傭
を
へ
て
法
蔵
に
至
っ
て
大
成
さ
れ
る
と
い

う
、
い
わ
ば
華
厳
教
学
の
建
設
期
と
、
法
蔵
か
ら
澄
観
・
宗
密
へ

と
展
開
す
る
変
容
期
と
も
言
う
べ
き
時
代
と
の
二
面
で
あ
る
。
そ

れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
様
々
な
先
駆
的
な
思
想
を
整
理
統
合
し
て

一
つ
の
独
立
し
た
思
想
を
造
り
あ
げ
て
い
く
過
程
と
、
ひ
と
た
び

完
成
さ
れ
た
も
の
が
他
と
の
関
係
の
中
で
外
見
的
な
様
式
を
変
貌

さ
せ
て
い
く
過
程
な
の
で
あ
る
。
本
研
究
の
ね
ら
い
は
そ
の
よ
う

な
華
厳
教
学
の
歴
史
の
中
に
お
い
て
、
前
者
の
時
代
、
即
ち
草
創

真
妄
か
ら
理
事
へ

ｆ
法
蔵
の
智
傭
観
Ｉ

か
ら
完
成
に
至
る
流
れ
の
中
で
何
を
以
て
華
厳
教
学
の
独
立
と
な

す
の
か
と
い
う
課
題
を
明
瞭
に
す
る
た
め
の
一
端
を
に
な
う
も
の

で
あ
る
。
よ
り
一
層
具
体
的
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば

「
法
蔵
に
よ
っ
て
『
華
厳
経
』
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
た
華
厳
教
学

が
大
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
が
一
般
的
に
な
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
吟
味
し
て
み
る
と
北
方
で
は
北
魏
以
来

一
貫
し
て
『
華
厳
経
』
研
究
は
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
お
り
多
く
の

註
釈
書
が
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
法
蔵
が
『
華
厳
経
』
を
依

り
ど
こ
ろ
に
し
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
そ
れ
ら
の
『
華
厳
経
』

研
究
の
直
線
的
な
延
長
上
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
地
諭
教
学

の
尾
砥
骨
と
は
な
っ
て
も
本
質
的
な
意
味
で
は
華
厳
教
学
の
独
立

と
い
う
こ
と
に
は
決
し
て
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を

今
少
し
中
国
の
仏
教
史
に
則
し
た
言
い
方
を
す
れ
ば
次
の
よ
う
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
「
北
魏
以
来
一
貫
し
て
地
論
宗
で
は
『
華
厳
経
』

織
田
顕
祐
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を
研
究
し
続
け
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
と
は
本
質
的
に
全
く
異
っ
た

『
華
厳
経
』
研
究
の
展
開
が
な
け
れ
ば
華
厳
教
学
の
独
立
と
い
う

こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
に
関
心
が
及
ぶ
と
き
、
法
蔵
が
自
著
で
あ
る

『
華
厳
経
伝
記
』
の
中
で
示
す
と
こ
ろ
の
師
智
幟
に
対
す
る
見
方

は
、
正
に
こ
う
し
た
課
題
に
対
す
る
一
つ
の
突
破
口
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

即
於
二
当
寺
智
正
法
師
下
「
聴
受
此
経
記
雌
レ
閲
二
旧
聞
「
常

懐
二
新
致
↓
炎
涼
亟
改
。
未
し
革
し
所
し
疑
、
遂
遍
二
覧
蔵
経
「

討
二
尋
衆
釈
記
伝
二
光
統
律
師
文
疏
「
梢
開
二
殊
睡
討
謂
、
別

教
一
乗
無
尽
縁
起
。
欣
然
賞
会
、
粗
知
二
毛
目
記
後
遇
異
僧

来
謂
日
、
汝
欲
し
得
し
解
二
乗
義
一
者
、
其
十
地
中
六
相
之
義

慎
勿
レ
軽
也
。
可
一
二
両
月
間
、
摂
レ
静
思
杉
之
。
当
一
自
知
一
耳
。

言
詑
忽
然
不
し
現
。
傭
驚
暢
良
久
。
因
則
陶
研
、
不
し
盈
一
累

朔
「
於
焉
大
啓
、
遂
立
レ
教
分
レ
宗
製
一
此
経
疏
元
時
年
二
十
七
。

（
大
正
副
・
一
六
三
ｃ
、
傍
線
筆
者
）

こ
の
中
で
法
蔵
は
、
師
智
傭
が
『
捜
玄
記
』
を
著
わ
し
た
こ
と
を

以
て
「
立
レ
教
分
レ
宗
」
で
あ
る
と
押
え
、
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
る
内

容
を
「
別
教
一
乗
無
尽
縁
起
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
実
際
に
智

傭
自
身
の
思
想
が
そ
こ
ま
で
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
若
干
の
疑
問
が
な
い
で
も
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
法
蔵
は
智
僚
の
『
捜
玄
記
』
執
筆
を
そ
の
よ
う
な
事
と
し
て

把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
蔵
の
思
想
の
中
に
お
い
て
「
教
」

と
か
「
宗
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
そ
れ
ほ
ど
軽
い
意
味
で
用
い
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
教

を
立
て
宗
を
分
か
つ
」
と
い
う
表
現
の
背
後
に
あ
る
法
蔵
の
意
図

は
推
し
て
知
る
寺
へ
き
で
あ
る
。
具
体
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
法

蔵
は
『
捜
玄
記
』
を
以
て
華
厳
教
学
の
出
発
点
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
見
方
は
法
蔵
が

大
成
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
華
厳
教
学
の
根
本
に
つ
い
て
重
大
な

示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
何
を
以
て
華
厳
教
学
の
成

立
と
な
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
明
確
な
視
点
を
持
た
な
い
限
り
華

厳
教
学
の
独
立
も
大
成
も
あ
り
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法
蔵
の

智
催
に
対
す
る
見
方
が
こ
う
し
た
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る

と
、
正
し
く
智
臘
に
お
け
る
『
捜
玄
記
』
の
執
筆
は
そ
れ
ま
で
の

地
論
宗
・
摂
論
宗
と
の
訣
別
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
智
侭
の
『
捜
玄
記
』
に
は
そ

れ
以
前
の
地
論
宗
・
摂
論
宗
の
教
学
を
様
々
に
受
け
入
れ
た
様
子

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
全
体
と
し
て
の
主
張
は
そ
れ
ら
と
は
全

く
次
元
を
別
に
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
へ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点

か
ら
智
憾
の
思
想
を
見
た
場
合
、
晴
か
ら
初
唐
に
お
け
る
中
国
の

ハ ハ
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仏
教
思
想
の
流
れ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
も
の
な
の
か
、

そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
研
究
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
そ
こ

で
法
蔵
が
「
別
教
一
乗
無
尽
縁
起
」
と
し
て
押
え
て
い
る
『
捜
玄

記
』
の
所
説
に
つ
い
て
便
宜
的
に
．
乗
」
と
い
う
視
点
と
「
無

尽
縁
起
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

初
め
に
法
蔵
が
「
別
教
一
乗
」
と
い
う
こ
と
ば
で
押
え
よ
う
と

す
る
側
面
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
『
華
厳
経
伝
記
』

が
伝
え
る
智
僚
の
学
系
の
中
で
特
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
既
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
終
南
山
至
相
寺
の

智
正
の
も
と
で
「
華
厳
経
』
を
学
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
智
正
は
法
脈
の
上
か
ら
言
え
ば
地
論
宗
南
道
派
の
最
後
に
位

置
す
る
人
で
あ
り
、
年
代
的
に
は
も
う
一
方
の
雄
で
あ
る
浄
影
寺

慧
遠
の
若
干
後
輩
に
あ
た
る
。
従
っ
て
智
正
の
教
学
は
、
あ
る
意

味
で
は
地
論
学
派
の
思
想
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
智
正
に
一
○
巻
の
『
華
厳
経
疏
』
が
あ

①

っ
た
こ
と
は
道
宣
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ

れ
は
現
在
散
扶
し
て
伝
わ
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
本
朝
順
高
の

②

『
起
信
論
本
疏
聴
集
記
』
巻
第
三
本
に
か
な
り
の
量
の
ま
と
ま
っ

た
引
用
が
あ
り
、
そ
れ
が
智
正
の
『
華
厳
経
疏
』
の
玄
談
に
相
当

二

す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
教
判
や
『
華
厳

経
」
観
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
智
正
は
初
め
に
、

此
初
先
明
二
摂
教
分
斉
一
以
釈
二
経
名
討
如
来
大
聖
体
し
道
窮
し

源
、
曠
包
無
し
外
。
化
用
殊
レ
倫
、
普
潤
二
群
ロ
明
教
錐
一
一
塵
沙
「

略
挙
一
其
要
一
惣
有
二
二
種
記
一
声
間
蔵
、
二
菩
薩
蔵
。

（
日
仏
全
蛇
・
一
三
三
下
）

と
し
て
仏
一
代
の
説
教
に
つ
い
て
大
き
く
声
聞
蔵
と
菩
薩
蔵
と
の

二
つ
に
分
け
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
と
す
る
見
方
を
示
し
て
い
る
。
更
に

そ
れ
ら
は
、
声
聞
蔵
が
声
聞
声
聞
と
縁
覚
声
聞
と
に
、
菩
薩
蔵
が

漸
教
と
頓
教
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
依
れ
ば
、
浄
影
寺
慧

③

遠
の
二
蔵
判
と
呼
ば
れ
る
思
想
と
全
く
同
じ
内
容
を
持
つ
も
の
で

あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
智
正
が
慧
遠
の
若
干
後

輩
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
慧
遠
の
思
想
を
智
正
が

踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
じ
く
地
論
宗

南
道
派
に
属
す
る
と
は
い
っ
て
も
法
脈
の
異
な
る
点
を
重
視
す
れ

ば
こ
の
両
者
の
一
致
は
単
に
後
輩
が
先
輩
の
思
想
を
受
け
入
れ
た

と
い
う
の
み
に
留
ら
ず
、
二
蔵
判
が
こ
の
時
代
の
教
学
を
代
表
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
二

蔵
判
は
全
仏
教
を
小
乗
と
大
乗
と
に
分
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
思

想
で
あ
り
、
こ
う
し
た
概
念
は
既
に
鳩
摩
羅
什
の
時
代
か
ら
中
国

④

に
紹
介
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
教
判
の
上
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で
こ
う
し
た
見
方
が
正
面
に
据
え
ら
れ
る
の
は
か
な
り
後
の
時
代

⑤

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
時
代
的
に
言
っ
て
地
論
宗
の
最

後
に
位
置
す
る
智
正
や
浄
影
寺
慧
遠
が
自
ら
の
思
想
と
し
て
二
蔵

判
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
の
時
代
に
至
っ
て
よ
う

や
く
小
乗
・
大
乗
と
い
う
こ
と
の
本
来
の
意
味
が
中
国
の
仏
教
者

た
ち
に
自
覚
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
地
論
宗
の
教
学
的
な
営
為
が
初
期
か
ら

一
貫
し
て
こ
の
問
題
の
解
明
に
あ
っ
た
と
言
え
る
一
面
が
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
「
続
高
僧
伝
』
の
記
述
等
に
見
ら
れ
る
数

多
く
の
「
小
乗
義
章
」
「
大
乗
義
章
」
と
呼
ば
れ
る
書
物
が
地
論
学

派
の
人
々
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
窺
う
こ
と
が
で
き

⑥る
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
彼
ら
の
関
心
が
那
辺
に
あ
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
端
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

二
蔵
判
の
思
想
は
全
く
同
様
の
も
の
が
『
捜
玄
記
』
に
お
い
て
も

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
玄
談
第
二

門
の
「
蔵
摂
の
分
斉
を
明
す
」
段
の
後
半
に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
「
蔵
摂
の
分
斉
を
明
す
」
段
に
つ
い
て
吟
味
を
加
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
捜
玄
記
』
の
「
明
二
蔵
摂
分
斉
一
」
段
は
、
初
め
に
仏
陀
の
生

涯
の
説
法
教
化
に
つ
い
て
、

一
化
始
終
教
門
有
し
三
・
一
日
漸
教
、
二
日
頓
教
、
三
日
円

教
。
（
大
正
調
・
一
三
ｂ
）

と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
先
述
の
智
侭
の
師
で
あ
る
智
正
が

二
蔵
判
を
提
示
す
る
部
分
に
相
当
す
る
箇
所
で
こ
の
よ
う
に
主
張

す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
智
正
と
智
侭
と
の
教
判
に
は
基
本
的
な

と
こ
ろ
で
随
分
と
隔
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
漸
頓

円
三
教
判
が
地
論
学
派
の
派
祖
と
も
言
う
べ
き
慧
光
の
思
想
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
智
僚
が
「
華
厳

経
』
を
理
解
す
る
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
直
接
の
師
で
あ
る
と
こ
ろ

の
智
正
に
よ
ら
な
い
で
遡
っ
て
慧
光
の
思
想
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

⑦

ら
な
か
っ
た
こ
と
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
続
い
て
漸
教
に
つ
い

て
詳
釈
す
る
部
分
を
見
て
み
る
と
、

初
門
漸
内
所
詮
三
故
、
教
則
為
し
三
。
約
二
所
為
二
一
故
、
教

則
為
レ
ニ
。
（
同
前
）

と
し
て
「
所
詮
の
三
」
と
「
所
為
の
二
」
と
に
分
け
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
る
。
教
説
を
「
所
詮
の
三
」
と
「
所

為
の
二
」
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
、
前
者
を
経
・
律
。
論
に
、
後

者
を
声
聞
蔵
。
菩
薩
蔵
に
分
け
て
把
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、

⑧

真
諦
訳
の
『
摂
大
乗
論
釈
』
巻
第
一
の
無
等
聖
教
章
を
依
り
ど
こ

ろ
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
捜
玄
記
』
の
こ
の
部
分
の
所
説
は

大
正
蔵
経
翫
巻
に
収
め
ら
れ
る
熾
埠
本
の
『
摂
大
乗
論
抄
』
の
「
蔵

⑨

摂
分
斉
」
段
と
極
め
て
近
似
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

n戸
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紙
面
の
都
合
で
詳
し
い
論
証
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
稿
を

改
め
た
い
と
思
う
が
、
『
捜
玄
記
』
が
『
摂
大
乗
論
抄
』
を
引
用
し

て
い
る
も
の
と
考
え
て
ほ
ぼ
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
又
、
『
捜

玄
記
』
の
「
所
為
の
二
」
に
約
す
る
部
分
の
声
聞
蔵
を
二
つ
に
分

け
て
声
聞
声
聞
と
縁
覚
声
聞
と
す
る
所
説
は
『
摂
大
乗
論
抄
』
に

は
見
当
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
先
述
の
智
正
あ
る
い
は
慧
遠
ら
の
思

想
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
『
捜
玄
記
』

⑩

の
当
該
の
箇
所
は
、
慧
遠
の
『
維
摩
義
記
』
巻
第
一
本
の
所
説
と

極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
従
っ
て
『
捜
玄
記
』
の
漸
教
段
の
詳
釈

は
、
「
摂
大
乗
論
抄
』
の
「
蔵
摂
分
斉
」
段
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら

地
論
宗
の
二
蔵
判
の
組
織
を
そ
こ
に
組
み
込
ん
だ
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
頓
教
に
つ
い
て
の
解
釈
を
見
て
み
よ
う
。
頓
教
段
は
一
見

し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
経
文
の
引
用
と
問
答
と
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
。
初
め
に
引
か
れ
る
経
文
は
、
『
六
十
巻
華
厳
経
』

⑪

巻
第
二
十
六
の
十
地
品
第
九
地
の
冒
頭
の
偶
頌
で
あ
る
。
世
親
の

『
十
地
経
論
』
に
よ
れ
ば
第
九
善
慧
地
の
菩
薩
の
所
修
の
行
と
し

⑫

て
「
法
師
方
便
成
就
」
を
挙
げ
て
お
り
、
特
に
説
法
教
化
に
焦
点

を
絞
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
肯
か
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
冒
頭
に

示
さ
れ
る
偶
頌
の
意
味
は
、
範
と
し
て
の
仏
陀
の
説
法
を
示
し
た

も
の
で
あ
り
、
要
約
す
れ
ば
相
手
に
応
じ
て
声
聞
道
・
辞
支
仏
道
．

菩
薩
道
・
無
量
仏
法
の
四
種
の
教
え
が
説
か
れ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
偶
頌
は
地
論
学
派
の
人
々
も
注
目
し

て
い
た
よ
う
で
、
同
じ
箇
所
を
智
正
の
『
華
厳
経
疏
』
が
引
用
し

⑬

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
華
厳
経
疏
』
と
『
捜
玄
記
』
で
は
引

用
の
仕
方
が
ま
る
で
異
っ
て
い
る
。
『
華
厳
経
疏
』
で
は
、
二
蔵
判

の
細
目
で
あ
る
声
聞
声
聞
・
縁
覚
声
聞
・
漸
教
・
頓
教
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
前
出
の
偶
頌
が
一
偶
ず
つ
切
り
離
さ
れ
て
引
用
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
『
捜
玄
記
』
は
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
頓
教
の

経
証
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
偶
頌
の
本
来
の
意
味
は

如
来
の
教
説
に
四
極
の
別
が
存
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
な
名
称
で
呼
ぶ
か
は
暫
く
お

く
と
し
て
も
智
正
の
方
が
経
典
に
沿
っ
た
読
み
方
を
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
智
艤
の
解
釈
は
全
体
を
頓
教
の
経
証

と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
前
段
の
漸
教
の
範
囲
の
中
に

声
聞
道
・
朧
支
仏
道
。
菩
薩
道
の
三
が
含
ま
れ
る
と
す
る
と
、
そ

れ
ら
の
三
と
は
別
個
に
頓
教
が
存
在
す
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
従
え
ば
経
所
説
の
「
無

量
仏
法
」
と
頓
教
と
が
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
偶
頌
の
引
用
の
後
に
あ
る
問
答
は
そ
の
よ
う
な
読
み

方
か
ら
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
と
こ
ろ
の
「
無
量
仏
法
」
と
頓
教

の
同
異
に
つ
い
て
の
疑
問
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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次
に
円
教
に
関
す
る
詳
釈
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
提
示
さ
れ

⑭
⑮

る
所
説
は
、
法
蔵
が
『
五
教
章
』
及
び
『
探
玄
記
』
の
中
で
慧
光

の
漸
頓
円
三
教
判
を
紹
介
す
る
箇
所
で
示
す
円
教
の
定
義
と
全
く

同
じ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
『
捜
玄
記
』
が
慧
光
の
所
説
を
そ
の

ま
ま
引
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
「
捜
玄
記
』
の
「
明
二
蔵
摂
分
斉
一
」
段
の
構
造

は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
そ
れ
は
、
全
体
の
組

織
を
慧
光
の
漸
頓
円
三
教
判
に
よ
り
な
が
ら
、
漸
教
段
に
は
最
新

の
「
摂
大
乗
論
』
研
究
の
成
果
と
慧
遠
・
智
正
ら
後
期
南
道
地
論

学
派
の
思
想
を
取
り
入
れ
、
頓
教
段
は
師
智
正
の
思
想
に
よ
り
な

が
ら
そ
の
枠
組
を
改
め
、
円
教
に
つ
い
て
は
慧
光
の
思
想
を
そ
の

ま
ま
引
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
教
判

に
よ
り
な
が
ら
『
捜
玄
記
』
は
、
『
華
厳
経
』
を
以
て
頓
教
と
円
教

の
所
摂
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
『
捜
玄
記
』
の
三
教

判
に
お
け
る
漸
教
に
は
既
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
声
聞

道
・
縁
覚
道
・
菩
薩
道
の
い
わ
ゆ
る
三
乗
教
を
含
ん
で
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
従
っ
て
こ
の
結
論
は
結
果
と
し
て
三
乗
教
と
は
別
個

に
『
華
厳
経
』
の
所
説
が
存
在
す
る
と
考
え
る
思
想
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
『
捜
玄
記
』
の

「
明
二
蔵
摂
分
斉
こ
段
の
意
図
が
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。

即
ち
既
に
述
べ
た
よ
う
に
『
捜
玄
記
』
以
前
の
地
論
学
派
の
教
学

の
主
要
な
潮
流
は
二
蔵
判
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
地
論
学
派
の
『
華

厳
経
』
研
究
も
そ
う
し
た
思
想
を
基
本
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た

に
相
違
あ
る
ま
い
。
二
蔵
判
は
も
と
も
と
小
乗
・
大
乗
判
で
あ
る

か
ら
、
小
乗
。
大
乗
の
分
斉
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
有
効
な

視
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
乗
三
乗
の
問
題
と
な
る
と
、
三
乗
と

は
別
に
一
乗
が
存
在
す
る
と
い
う
見
方
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
三

乗
を
離
れ
て
一
乗
は
存
在
し
な
い
と
す
る
見
方
の
い
ず
れ
に
し
て

も
二
蔵
判
で
は
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
は
慧
遠
の
思
想
の
中
に
二
乗
」
と
い
う
視
点
が
希

⑯

薄
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
誠
に
よ
く
符
合
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
『
華
厳
経
』
が
三
乗
と
は
別
個
に
存
在
す
る
一
乗

教
で
あ
る
と
す
る
思
想
は
智
慨
以
前
の
地
論
学
派
の
中
に
は
全
く

存
在
し
な
か
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
『
華

厳
経
』
観
を
法
蔵
は
「
別
教
一
乗
」
と
い
う
こ
と
ば
で
押
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

次
に
法
蔵
が
「
無
尽
縁
起
」
と
い
う
こ
と
ば
で
押
え
よ
う
と
し

て
い
る
内
容
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
に

際
し
て
法
蔵
に
お
い
て
は
無
尽
縁
起
と
い
う
表
現
は
法
界
縁
起
と

い
う
言
い
方
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は

三

の 局

、イ



⑰

『
捜
玄
記
』
巻
第
三
下
の
十
地
品
第
六
地
に
示
さ
れ
る
法
界
縁
起
も
か
く
、
形
式
的
に
は
地
論
学
派
の
心
識
説
の
延
長
上
に
見
な
け

の
思
想
を
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
加
え
て
こ
の
箇
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
日
残
さ
れ
た
資
料
の
中
で
地
論
学

⑱

所
の
内
容
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
既
に
い
く
つ
か
の
論
究
が
あ
る
。
派
の
心
識
理
解
を
体
系
的
に
窺
い
得
る
資
料
と
し
て
は
浄
影
寺
慧

従
っ
て
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
地
諭
学
派
の
教
学
の
展
開
と
の
関
係
遠
の
一
連
の
著
作
を
お
い
て
他
に
は
な
い
。
そ
こ
で
慧
遠
の
代
表

⑳

の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
点
に
焦
点
を
的
な
著
作
で
あ
る
『
大
乗
義
章
』
巻
第
三
の
「
八
識
義
」
に
よ
っ

絞
っ
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
て
彼
の
心
識
理
解
を
見
て
み
る
と
、
第
七
識
と
し
て
阿
陀
那
識
の

『
捜
玄
記
』
の
該
当
箇
所
に
示
さ
れ
る
智
臓
の
法
界
縁
起
の
組
名
を
挙
げ
、
第
八
識
を
阿
梨
耶
識
と
す
る
八
識
説
で
あ
る
こ
と
が

⑳

織
を
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
了
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
二
識
に
つ
い
て
細
く
八
つ
の
別

‐
依
持
一
心
門
名
を
挙
げ
て
釈
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
こ

れ
ら
の
所
説
は
『
大
乗
起
信
論
』
を
全
体
の
基
盤

１
凡
夫
染
法
‐

‐
真
妄
縁
集
門
：
・
・
：
真
妄
の
別
な
し
に
し
な
が
ら
『
四
巻
梧
伽
経
』
『
勝
鬘
経
』
な
ど
に

‐
縁
起
一
心
門
‐
ｌ
摂
本
従
末
門
…
…
妄
心
作
の
立
場
依
っ
た
も
の
で
あ
り
、
最
後
に
付
け
足
し
の
よ
う

法
界
縁
起
‐
‐
摂
末
従
本
門
：
。
…
真
心
作
の
立
場
に
『
摂
大
乗
論
』
に
も
言
及
す
る
と
い
う
体
裁
と

Ｈ
稗
諦
修
生
］
ｌ
性
起
品
の
所
説

な
っ
て
い
る
。
慧
遠
の
心
識
理
解
の
基
本
が
『
起

信
論
』
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
智
倣
の
思
想
と

‐
菩
提
浄
分
‐

Ⅱ
嘩
替
本
有
Ⅱ
’
’
十
地
品
の
所
説

の
関
係
の
中
で
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
慧
遠
の
『
起
信
論
義
疏
』
に
従
っ
て
も
う

⑲

そ
し
て
こ
の
思
想
は
三
界
唯
心
を
説
く
こ
と
で
著
名
な
経
文
を
そ
少
し
詳
し
く
彼
の
心
識
理
解
の
体
系
を
解
剖
し
て
み
よ
う
。

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
文
が
地
論
学
慧
遠
の
『
起
信
論
義
疏
』
の
心
識
説
で
最
初
に
注
目
す
尋
へ
き
こ

派
の
心
識
説
の
根
本
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
と
は
、
『
起
信
論
』
の
「
心
真
如
・
心
生
滅
」
の
思
想
を
第
九
識

⑳

い
れ
る
な
ら
ば
、
智
僚
の
法
界
縁
起
の
思
想
も
内
容
的
な
面
は
と
と
第
八
識
に
該
当
せ
し
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
出
の
『
大
乗
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義
章
』
で
は
第
八
阿
梨
耶
識
の
別
名
と
し
て
真
如
識
を
挙
げ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
起
信
論
義
疏
』
で
心
真
如
を
第
九
識
と
す

る
こ
と
は
明
ら
か
に
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
点
は
慧
遠
の
心
識
理
解

が
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
取
り
込
み
す
ぎ
た
た
め
に
収
拾
が
っ
か
な

⑳

く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
両

者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
心
真
如
の
体
と
相
を
第
九
識
と
し
、
第

八
識
が
縁
に
随
っ
て
妄
法
を
成
じ
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
心
生
滅
相

と
も
真
如
の
用
と
も
言
う
。
そ
し
て
心
真
如
の
用
大
を
詳
釈
し
て

次
の
よ
う
に
言
う
。

言
二
用
大
一
者
、
用
有
二
二
種
記
一
染
、
二
浄
。
此
二
用
中
各

有
二
二
種
記
染
中
二
者
～
一
依
持
用
、
二
縁
起
用
。
…
…
浄

用
亦
有
一
三
種
記
一
者
随
レ
縁
顕
レ
用
、
二
者
随
し
縁
作
し
用
。

（
大
正
“
・
一
七
九
ｂ
）

⑳

こ
の
所
説
と
全
く
同
様
の
も
の
を
『
大
乗
義
章
」
の
「
八
識
義
」

に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
組
織
が
慧
遠
の
心
識
理
解
の
根
幹

を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
心
真
如
も
し
く
は
真

識
の
用
大
に
染
浄
の
二
門
を
開
き
、
染
門
浄
門
を
更
に
そ
れ
ぞ
れ

二
門
に
分
け
る
と
い
う
こ
の
思
想
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う

⑳

に
前
出
の
『
捜
玄
記
』
の
法
界
縁
起
の
組
織
と
極
似
し
て
い
る
。

慧
遠
に
し
て
も
智
幟
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
組
織
を
か
り
て
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
一
切
法
の
体
系
的
な
把
握
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
智
侭
が
法
界
縁
起
と
い
う

概
念
で
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
慧
遠
は
真
識
の
用
大
と
し
て
考

え
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
慧
遠
が
諸
法
の
よ
り
ど
こ
ろ
を

真
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

⑳

あ
り
、
彼
の
心
識
理
解
の
体
系
は
『
起
信
論
』
を
よ
り
ど
こ
ろ
と

す
る
真
妄
観
を
全
体
の
基
盤
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に

⑳

よ
っ
て
慧
遠
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
の
箇
所
で
「
無
尽
縁
起
」
と

⑳

か
「
法
界
縁
起
」
と
い
う
用
語
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
は
真
識
の
用
大
の
限
ら
れ
た
一
面
を
表
現
す
る
も

の
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
慧
違
の
法
界
観
を
最

も
端
的
に
示
す
の
は
『
地
持
論
義
記
』
巻
第
五
下
の
次
の
よ
う
な

表
現
で
あ
ろ
う
。

如
来
蔵
中
恒
沙
仏
法
同
一
体
性
。
互
相
縁
集
名
為
一
縁
起
記
門

別
各
異
名
為
二
法
界
元
（
続
蔵
－
１
“
・
二
四
五
右
上
）

つ
ま
り
一
切
法
の
体
と
し
て
の
如
来
蔵
の
個
別
的
あ
る
い
は
差
別

的
な
側
面
を
法
界
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
智
侭
の
法

界
縁
起
説
の
中
で
は
、
真
識
を
一
切
法
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
慧

遠
の
思
想
に
相
当
す
る
も
の
は
縁
起
一
心
門
中
の
摂
末
従
本
門
で

あ
る
。
従
っ
て
こ
の
関
係
を
二
人
が
共
通
し
て
用
い
る
と
こ
ろ
の
、

如
来
蔵
と
法
界
と
い
う
こ
と
ば
に
従
っ
て
言
え
ば
、
慧
遠
は
如
来

蔵
の
一
部
分
と
し
て
法
界
を
理
解
し
て
い
る
の
に
対
し
、
智
傭
は

Qq
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法
界
の
一
側
面
と
し
て
如
来
蔵
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
両
者
の
縁
起
観
は
外
見
的
に
は
一
見
同
じ

よ
う
な
組
織
に
見
え
た
が
、
そ
の
実
は
発
創
の
根
拠
が
全
く
逆
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
原
点
で

あ
る
三
界
唯
心
の
経
文
に
則
し
て
言
え
ば
次
の
よ
う
な
言
い
方
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
慧
遠
は
、
三
界
唯
心
の
こ
の
「
心
」
を
真

識
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
は
虚
妄
法
の
非
本
来

性
の
み
を
説
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
言
え
ば
、
全

て
の
縁
起
法
を
識
の
活
動
と
見
た
場
合
に
そ
れ
ら
に
染
浄
の
別
を

立
て
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

全
て
は
本
来
的
に
真
識
に
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
し
、
真
識
が

染
浄
法
と
い
う
具
体
的
な
形
を
と
る
こ
と
に
関
す
る
論
理
的
な
説

明
が
為
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
一
切

法
の
依
り
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
何
ら
か
の
価
値
づ
け
を
し
た
見
方
は
、

縁
起
法
と
し
て
現
に
存
在
す
る
諸
法
の
仮
有
の
面
と
性
空
の
面
と

を
同
時
に
客
観
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
生
死
と
浬

藥
の
依
り
ど
こ
ろ
が
と
も
に
真
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
如
来

の
世
界
に
お
い
て
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
衆
生
の
論
法

に
引
き
ず
り
降
し
て
使
う
と
す
れ
ば
、
真
な
る
も
の
が
縁
起
す
る

と
い
う
典
型
的
な
転
変
思
想
と
同
じ
質
を
持
っ
た
も
の
と
な
っ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
縁
起
法
は
い
つ
も
そ
の
本
来
性
の
み

が
問
題
と
な
り
縁
起
法
自
体
が
問
題
と
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
慧
遠
の
真
識
観
に
対
し
て
、
智
侭
の
法

界
縁
起
説
は
あ
く
ま
で
縁
起
法
自
体
を
整
理
し
追
求
し
た
結
果
導

き
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
両
者
の
「
法
界
」

に
つ
い
て
の
理
解
の
相
違
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
既
に
述

べ
た
よ
う
に
慧
遠
は
体
と
し
て
の
如
来
蔵
の
具
体
相
を
法
界
と
い

う
こ
と
ば
で
押
え
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
智
侭
は
法
界
を
釈
し

て
次
の
よ
う
に
言
う
。

法
有
二
三
種
司
謂
、
意
所
知
法
、
自
性
、
軌
則
也
。
…
。
：
界

者
是
一
切
法
通
性
、
亦
因
、
亦
分
斉
也
。
（
大
正
調
．
八
七
ｃ
）

こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
法
」
は
一
切
諸
法
と
い
わ
れ
る
よ
う
な

諸
存
在
と
ダ
ル
マ
と
し
て
の
法
と
を
意
味
し
、
「
界
」
は
現
象
的

な
個
別
性
と
一
切
法
の
因
と
し
て
の
面
と
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
従
っ
て
こ
の
定
義
で
結
ば
れ
た
「
法
界
」
と
い
う
こ
と
ば

に
は
個
々
の
現
実
的
な
諸
法
と
い
う
意
味
と
そ
れ
ら
を
成
り
立
た

せ
る
と
こ
ろ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
道
理
・
原
因
と
い
っ
た
も

の
と
を
同
時
に
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に

従
え
ば
「
法
界
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
現
実
態
と
し
て
の
諸
法

と
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
よ
う
な
原
理
と
の
相
即
関
係
を
同
時
に

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
諸
法
の
関
係
の
中

で
そ
れ
を
一
担
本
来
性
へ
戻
し
て
そ
の
相
即
関
係
を
説
く
の
で
は

10
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な
し
に
、
そ
れ
ら
の
当
体
に
お
い
て
そ
れ
ら
自
身
の
関
係
を
解
明

す
る
地
平
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て

く
る
と
、
「
捜
玄
記
』
の
法
界
思
想
の
中
に
は
後
の
華
厳
教
学
の

中
で
特
に
重
要
な
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
事
」
と
し
て
の
意

味
と
「
理
」
と
し
て
の
意
味
と
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
智
侭
は
こ
の
法
界
縁
起
思
想
を
明
す
に
あ
た
っ
て

⑳

「
大
経
本
に
依
る
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
『
華
厳
経
』
を

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
中
国
に
『
華
厳
経
』
が
紹
介
さ
れ
て
か
ら

智
倣
の
時
代
に
至
る
ま
で
お
よ
そ
二
○
○
年
以
上
の
期
間
が
あ
る

の
で
あ
り
、
従
っ
て
慧
遠
ら
も
充
分
『
華
厳
経
』
を
研
究
し
得
た

は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
法
界
縁
起
」
と
か
「
無
尽
縁
起
」
と

い
う
こ
と
ば
を
使
い
な
が
ら
も
遂
に
智
僚
の
よ
う
な
視
点
を
持
つ

に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
押
え
て
法

蔵
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
華
厳
経
』
研
究
と
は
全
く
質
の
異
な
る
も

の
を
智
僚
の
『
捜
玄
記
』
の
中
に
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
法
蔵
が
「
捜
玄
記
』
を
も
っ
て
華
厳
宗
の
独
立

宣
言
で
あ
る
と
し
、
そ
の
内
容
を
「
別
教
一
乗
無
尽
縁
起
」
と
押

え
る
こ
と
の
意
味
が
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
上
述
の

四

ご
と
く
本
稿
で
は
慧
遠
と
智
侭
と
の
思
想
の
連
い
め
を
明
瞭
に
す

る
た
め
に
便
宜
的
に
二
つ
の
異
な
っ
た
視
点
に
よ
っ
て
一
応
の
検

討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
こ
と
を
「
華
厳
一
乗
」
と
い
う
『
華
厳

経
』
観
の
成
立
と
、
真
妄
観
を
脱
皮
し
た
法
界
縁
起
思
想
の
完
成

と
い
う
点
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
『
華
厳
経
』
を
研
究
し
な

が
ら
慧
遠
と
智
催
と
の
間
に
そ
の
よ
う
な
決
定
的
と
も
言
う
、
へ
き

理
解
の
違
い
を
生
ぜ
し
め
た
原
因
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
慧
遠
に
お
い
て
も
「
法
界
縁
起
」
や
．
乗
」

と
い
っ
た
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
慧
遠
が
そ

れ
ら
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
一
乗
と
か
法
界
と
い
っ
た
こ
と
ば
に
対
す
る
概
念
が
何

ら
か
の
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う

筋
道
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え

て
く
る
と
、
「
捜
玄
記
』
の
蔵
摂
分
斉
段
が
『
摂
大
乗
論
抄
』
を
引

⑳

用
し
て
い
る
こ
と
や
「
摂
大
乗
論
釈
』
の
二
乗
・
大
乗
・
小
乗
」

の
分
判
を
智
僚
が
特
に
重
視
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
杜
順
に
『
法

界
観
門
』
な
る
著
作
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
『
一

乗
十
玄
門
』
が
杜
順
の
思
想
を
承
け
て
智
侭
が
書
い
た
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く

る
こ
と
に
な
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
著
作
の
名
称
が
端
的

に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
「
法
界
」
や
「
華
厳
一
乗
」
と
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い
っ
た
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ

と
も
こ
こ
で
『
法
界
観
門
』
や
『
一
乗
十
玄
門
』
を
持
ち
出
し
て

⑳

く
る
こ
と
に
は
多
少
の
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
本
稿
で
は
そ
う
し
た
問
題
に
は
敢
え
て
触
れ
な
い
で
お
き
た

い
。
そ
う
し
て
お
い
て
む
し
ろ
積
極
的
に
従
来
の
伝
承
に
従
っ
て

筋
道
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
何

か
決
定
的
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
こ
と
が
出
て
く
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
時
に
改
め
て
杜
順
の
著
作
の
真
偽
に
つ
い
て
の
確
か
め
を
し
た

い
と
思
澤
フ
。

そ
こ
で
改
め
て
智
侭
の
思
想
を
、
慧
遠
や
智
正
に
代
表
さ
れ
る

地
論
教
学
を
、
ヘ
ー
ス
に
し
な
が
ら
質
的
に
異
な
っ
た
展
開
を
し
た

も
の
で
あ
る
と
見
、
そ
の
質
的
な
展
開
の
内
容
を
従
来
の
真
妄
観

か
ら
の
脱
皮
に
よ
る
新
た
な
法
界
思
想
の
形
成
と
「
華
厳
一
乗
」

と
い
う
『
華
厳
経
』
観
の
成
立
に
あ
る
と
考
え
た
場
合
、
智
倣
が

杜
順
の
弟
子
で
あ
り
、
そ
の
杜
順
に
『
法
界
観
門
」
と
い
う
著
作

が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
と
ヨ
乗
十
玄
門
』
と
題
さ
れ
る
著
作

が
杜
順
の
思
想
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て

大
き
な
意
味
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
『
法
界
観
門
』
は
そ
れ
以
前
の
『
華
厳
経
』
研
究
と
は
全
く
質

⑫

の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
染
浄
と
い
う
視
点
も
真
妄

と
い
う
視
点
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
中
で
問
題
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
理
と
事
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
一
切
の
縁
起
法

の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

『
法
界
観
門
』
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
仏
教
の
中
国
的
な
展
開

の
上
で
は
不
可
欠
の
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
法
界
観
門
』

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
理
を
法
界
で
あ
る
と
す
る
法
界
観

の
成
立
に
よ
っ
て
従
来
の
真
妄
観
に
も
と
づ
く
縁
起
説
を
越
え
た
、

法
界
そ
の
も
の
に
も
と
づ
く
縁
起
説
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
理
と
し
て
の
法
界
の
事
的
側
面
の
追
求
に
つ
い
て
は
、
『
捜

玄
記
』
が
法
界
の
「
界
」
を
釈
し
て
因
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
『
摂
大
乗
論
』
の
思
想
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
慧
遠
は
最
晩
年
に
至
る
ま
で
真
諦
訳
の
『
摂

⑬

大
乗
論
』
及
び
『
釈
論
』
を
知
り
得
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
は
心

識
理
解
を
教
学
の
中
心
と
す
る
地
論
学
派
の
仏
教
理
解
に
お
い
て

決
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
地
論
学
派
の
心
識
説

が
真
妄
観
を
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
か
っ
た
の
は
こ
の
理
由
に
よ
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
智
倣
の
思
想
は
『
摂
大

乗
論
』
を
依
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
ほ

ど
に
『
摂
大
乗
論
』
及
び
そ
の
研
究
成
果
を
吸
収
し
て
い
っ
た
形

跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
『
捜
玄
記
』

の
蔵
摂
分
斉
段
が
「
摂
大
乗
論
抄
』
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
や
、
「
華
厳
一
乗
」
と
い
う
視
点
の
成
立

42



に
関
し
て
『
摂
大
乗
論
釈
』
の
一
乗
思
想
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
に⑭

違
い
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
充
分
窺
わ
れ
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
智
幟
の
法
界
縁
起
説
が
凡
夫
染
法

と
菩
提
浄
分
と
に
分
け
ら
れ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
、

あ
ら
ゆ
る
縁
起
法
に
つ
い
て
染
分
と
浄
分
と
を
立
て
て
解
釈
す
る

⑮

『
摂
大
乗
論
釈
』
の
染
浄
二
分
依
他
の
思
想
を
見
る
こ
と
も
あ
な

が
ち
牽
強
附
会
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ

の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
て
改
め
て
智
雌
の
法
界
縁
起
の
組
織
と
慧

遠
の
真
識
観
と
を
較
寺
へ
て
み
る
と
、
『
法
界
観
門
』
や
『
摂
大
乗

論
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
新
た
な
視
点
に
よ
っ
て
そ
れ
以
前
の
諸

教
学
を
組
織
し
な
お
し
、
そ
れ
ら
の
課
題
を
『
華
厳
経
』
の
所
説
の

中
に
秩
序
づ
け
た
も
の
が
智
侭
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
智
憾
に
お
い
て
見
い
出
さ

れ
た
『
華
厳
経
』
理
解
の
視
点
で
あ
る
．
乗
」
と
「
法
界
縁
起
」

と
い
う
視
点
は
本
来
別
々
の
流
れ
の
中
で
整
理
さ
れ
て
き
た
も
の

が
結
果
と
し
て
一
つ
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
・

こ
の
こ
と
は
例
え
ば
『
捜
玄
記
』
と
あ
ま
り
時
期
を
隔
て
な
い
頃

に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
一
乗
十
玄
門
』
の
冒
頭
に
お
い
て

端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
即
ち
『
一
乗
十
玄
門
』
は

．
乗
縁
起
自
体
法
界
義
を
明
す
」
こ
と
を
主
旨
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
大
乗
や
二
乗
の
縁
起
思
想
と
は
同
じ

で
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
『
華
厳
経
』
に
も
と
づ
く
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、

今
且
就
二
此
華
厳
一
部
経
宗
一
通
明
二
法
界
縁
起
記

（
大
正
妬
．
五
一
四
ａ
）

と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
華
厳
経
』
を
以
て
一
乗
の

縁
起
を
明
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
内
容
を
よ
り
具
体
的
に

は
法
界
縁
起
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
華
厳
経
』
観

は
慧
遠
の
時
代
に
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

、
智
侭
の
思
想
が
南
道
地
論
宗
の
教
学
を
基
盤
に
し
て
い
る
こ
と

は
『
捜
玄
記
』
の
端
々
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
そ
の
こ
と
は
既
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
直
線
的

な
延
長
上
に
智
僚
の
教
学
が
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
と
は
一
線
を
画
す
る
と
こ
ろ
に
教

学
の
独
立
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
『
華
厳

経
』
観
の
成
立
を
法
蔵
は
「
教
を
分
か
ち
宗
を
開
く
」
と
見
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
智
侭
の
思
想
を
形
成
せ
し
め
た
要
因
に

つ
い
て
は
、
智
倣
と
同
時
代
に
ほ
ぼ
同
じ
地
域
で
活
躍
し
て
い
た

⑮

道
宣
が
、
杜
順
の
弟
子
と
し
て
智
傭
の
名
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
、

⑰

そ
し
て
智
傭
を
評
し
て
「
華
厳
と
摂
論
、
尋
常
に
講
説
す
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
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註
①
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
十
四
の
智
正
伝
に

正
凡
講
一
華
厳
摂
論
拐
伽
勝
震
唯
識
等
一
不
し
紀
二
其
遍
調
製
二
華
厳

疏
十
巻
「
余
並
為
二
抄
記
兎
（
大
正
印
・
五
三
六
ｃ
）

と
あ
る
。

②
日
仏
全
躯
・
一
三
三
下
’
一
三
四
下

③
慧
遠
の
二
蔵
判
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
村
田
常
夫
稿
「
地
論
師
の

教
判
に
つ
い
て
」
（
『
大
崎
学
報
』
一
○
八
号
所
収
）
、
及
び
吉
津
宜
英

稿
「
浄
影
寺
慧
遠
の
教
判
論
」
（
「
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』

第
三
五
号
所
収
）
等
参
照
。

④
例
え
ば
『
大
智
度
論
』
巻
第
二
十
八
に
は
、

仏
法
有
一
三
種
記
一
者
声
聞
僻
支
佛
法
、
二
者
摩
訶
術
法
。
声
聞

法
小
故
、
但
讃
一
声
間
事
一
不
し
説
二
菩
薩
事
や
摩
訶
術
広
大
故
、
説
二

諸
菩
薩
摩
訶
薩
事
毛
（
大
正
妬
．
二
二
六
ｃ
）

の
よ
う
に
仏
法
を
大
小
の
二
種
に
分
け
て
い
る
。
ま
た
直
接
的
に
声

聞
蔵
・
菩
薩
蔵
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
曇
無
識
訳
の

『
菩
薩
地
持
経
」
巻
第
十
（
大
正
別
．
九
五
八
ｂ
）
な
ど
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

⑤
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
横
超
慧
日
稿
一
‐
中
国
仏
教
に
於
け
る
大
乗

思
想
の
興
起
」
（
横
超
慧
日
著
『
中
国
仏
教
の
研
究
第
一
』
所
収
）
参

照
。

⑥
横
超
前
掲
論
文
の
「
三
興
起
せ
る
大
乗
思
想
の
種
々
相
」
（
横
超

前
掲
害
三
○
一
頁
）
参
照
。

⑦
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
華
厳
一
乗
思
想
の
成
立
史
的
研
究

ｌ
地
論
宗
教
判
史
よ
り
見
た
智
幟
の
教
学
ｌ
」
（
『
華
厳
学
研

究
』
第
二
号
所
収
）
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
一
括
し
て
論

じ
た
の
で
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

③
大
正
瓠
．
一
五
四
ｂ

⑨
大
正
踊
・
九
九
九
ｂ
’
一
○
○
○
ｂ

⑩
大
正
犯
・
四
一
二
ａ

⑪
大
正
９
．
五
六
七
Ｃ

⑫
大
正
妬
．
一
八
六
ａ

⑬
日
仏
全
蛇
・
一
三
三
下
’
一
三
四
上

⑭
大
正
猫
・
四
八
○
ｂ

⑮
大
正
調
・
一
二
ａ

⑯
例
え
ば
、
吉
津
前
掲
論
文
は
そ
の
「
結
び
」
に
お
い
て
慧
遠
の
教

判
に
一
乗
と
い
う
視
点
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑰
大
正
弱
．
六
二
Ｃ
ｌ
六
三
ｃ

⑬
例
え
ば
、
木
村
清
孝
著
『
初
期
中
国
華
厳
思
想
の
研
究
』
第
二
篇

第
六
章
第
二
節
「
「
捜
玄
記
』
の
法
界
縁
起
」
（
五
一
二
’
五
二
三
頁
）

は
こ
の
箇
所
全
体
を
詳
細
に
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
智
傭
の
性
起
思

想
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
の
箇
所
に
言
及
し
た
も
の
に
は
、
石
井
公

成
稿
「
智
倣
の
性
起
説
」
（
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
第
六
七
号
所
収
）
、

鍵
主
良
敬
稿
「
智
傭
に
お
け
る
性
起
思
想
の
一
特
質
」
（
『
大
谷
大
学

研
究
年
報
』
第
三
九
集
所
収
）
第
一
章
「
本
有
と
修
生
に
つ
い
て
」

な
ど
が
あ
る
。

⑲
大
正
９
．
五
五
八
ｃ

⑳
大
正
“
・
五
二
四
ｂ
ｌ

⑳
慧
遠
の
第
七
識
と
第
八
識
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
坂
本
幸
男
著
『
華

厳
教
学
の
研
究
』
三
九
二
’
三
九
六
頁
の
「
慧
遠
の
阿
陀
那
識
及
び

阿
梨
耶
識
」
参
照
。
ま
た
『
大
乗
義
章
』
の
「
八
識
義
」
の
持
つ
様

を
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
吉
津
宜
英
稿
「
大
乗
義
章
八
識
義
研
究
」
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（
『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
○
号
所
収
）
参
照
。

、
『
大
乗
起
信
論
義
疏
』
巻
上
之
上
に
、

心
真
如
者
、
是
第
九
識
。
全
是
真
故
名
二
心
真
如
記
心
生
滅
者
、

是
第
八
識
。
随
し
縁
成
し
妄
、
捜
し
体
従
レ
用
、
摂
二
在
心
生
滅
中
司

（
大
正
“
・
一
七
九
Ｃ
）

と
あ
る
。

⑳
坂
本
前
掲
害
三
九
六
頁
参
照
。

⑳
大
正
“
・
五
三
○
ａ
ｌ
ｂ

⑳
石
井
前
掲
論
文
一
二
五
頁
の
図
参
照
。

⑳
鎌
田
茂
雄
著
『
中
国
仏
教
思
想
史
研
究
』
三
四
六
’
三
五
二
頁
の

「
浄
影
寺
慧
遠
の
法
観
念
」
参
照
。

⑳
例
え
ば
『
大
乗
義
章
』
巻
第
九
の
コ
ー
種
種
性
義
」
に
、

初
地
已
上
悟
レ
実
随
レ
縁
了
二
知
縁
起
無
壼
法
界
諏

（
大
正
“
。
六
五
一
ｂ
）

と
い
っ
た
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑳
同
様
に
例
え
ば
、
『
大
乗
義
章
』
巻
第
九
の
「
二
種
種
性
義
」
に
、

解
一
知
如
来
蔵
中
真
実
法
界
縁
起
之
門
記
（
同
右
）

と
い
っ
た
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
如
来
蔵
の
縁

起
的
側
面
を
法
界
縁
起
と
称
す
る
例
は
他
に
も
枚
挙
の
い
と
ま
も
な

い
ほ
ど
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
慧
遠
の
法
界
縁
起
思
想
に
つ
い

て
は
、
鎌
田
前
掲
書
三
一
五
’
三
二
七
頁
、
木
村
前
掲
書
三
○
五
’

三
○
九
頁
等
参
照
。

⑳
大
正
弱
．
六
二
Ｃ

⑳
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
釈
』
巻
第
九
に
、

如
来
成
二
立
正
法
一
有
一
三
種
元
一
立
二
小
乗
「
二
立
二
大
乗
『
三
立
二

一
乗
や
於
一
庇
三
中
一
第
三
最
勝
。
故
名
二
善
成
立
記

（
大
正
瓢
・
二
一
二
ｂ
）

と
あ
る
こ
と
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
。

④
『
法
界
観
門
』
を
杜
順
の
作
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

否
定
的
な
意
見
と
肯
定
的
な
意
見
と
が
あ
る
。
否
定
的
な
意
見
に
つ

い
て
の
根
拠
と
論
争
の
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、
木
村
清
孝
稿
「
『
法
界

観
門
』
撰
者
考
」
（
『
宗
教
研
究
』
第
四
巻
第
四
輯
所
収
）
、
及
び
木

村
前
掲
害
三
二
六
’
三
七
○
頁
等
参
照
。
肯
定
的
な
意
見
に
つ
い
て

は
結
城
令
聞
稿
「
華
厳
の
初
祖
杜
順
と
法
界
観
門
の
著
者
と
の
問
題
」

（
『
印
仏
研
」
第
一
八
巻
第
一
号
所
収
）
等
参
照
。
ま
た
『
一
乗
十
玄

門
』
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
石
井
公
成
稿
「
『
一
乗
十

玄
門
』
の
諸
問
題
」
（
『
仏
教
学
』
第
一
二
号
所
収
）
参
照
。

、
結
城
令
附
稿
「
晴
唐
の
中
国
的
新
仏
教
組
織
の
一
例
と
し
て
の
華

厳
法
界
観
門
に
つ
い
て
」
（
『
印
仏
研
」
第
六
巻
第
二
号
所
収
）
、
及

び
鎌
田
茂
雄
著
「
中
国
華
厳
思
想
史
の
研
究
』
五
九
’
六
八
頁
等
参

昭
憎

⑬
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
十
八
曇
遷
伝
（
大
正
卵
・
五
七
二
ｃ
）
に
よ

れ
ば
、
『
摂
大
乗
論
』
の
長
安
開
講
は
、
■
階
文
帝
の
開
皇
七
年
（
五

八
七
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
講
席
に
慧
遠
も
列
っ
て
い
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
慧
遠
は
開
皇
十
二
年
に
七
十
才
で
卒
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
か
ら
（
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
八
慧
遠
伝
、
大
正
印
．
四
九
一

ｂ
）
、
こ
の
こ
と
は
彼
の
死
を
遡
る
こ
と
五
年
前
の
出
来
事
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。

②
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
槁
第
四
章
第
一
節
「
教
判
史
上
に
お

け
る
『
摂
大
乗
論
』
北
地
伝
播
の
意
義
と
課
題
」
を
参
照
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

⑮
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
釈
」
巻
第
五
に
は
、
『
論
本
』
で
「
浄
品
と
不
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浄
品
と
に
繫
属
す
」
と
さ
れ
る
依
他
性
を
釈
し
て
、
 

若
識
分
二
別
此
性-
?

依
他
性)

或
成
二
煩
悩f

或
成
レ
業
、
或
成
二 

果
報
へ
則
属
二
不
浄
品
『

若
般
若
縁
二
此
性f  

無
二
所
分
別
一
則
成
一 

浄
品
『 

謂
、
境
界
清
浄
道
清
浄
果
清
浄
。(

大
正

31
・
 

一
八
ハb) 

と
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
従
え
ば
全
て
の
縁
起
法
に
つ
い
て
不
浄
品

と
浄
品
と
を
分
け
る
の
は
、
分
別
に
よ
っ
て
煩
悩
な
ど
に
属
す
る
も 

の
を
成
ず
る
か
般
若
の
無
分
別
に
よ
っ
て
菩
提
に
属
す
る
も
の
を
成 

ず
る
か
の
別
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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