
本
書
は
琉
伽
行
派
の
論
典
で
弥
勒
五
部
書
の
随
一
と
さ
れ
る
『
大
乗
荘

厳
経
論
』
（
冒
呂
圏
戯
画
四
の
創
鼠
医
目
圃
国
）
の
ネ
パ
ー
ル
系
諸
写
本
の
比

較
対
照
に
基
づ
い
て
、
現
行
の
校
訂
本
（
望
冒
曾
冒
尿
国
校
訂
岳
ｇ
〕

勺
閏
尉
）
の
改
訂
を
目
指
す
著
者
多
年
の
研
究
成
果
の
一
端
で
あ
る
。

著
者
の
序
や
索
引
を
除
く
と
、
全
体
は
「
諸
写
本
考
究
篇
」
「
思
想
研

究
篇
」
お
よ
び
、
同
書
第
一
、
二
、
三
、
九
、
十
の
諸
章
の
校
訂
テ
キ
ス

ト
よ
り
成
る
。
前
二
篇
の
う
ち
、
は
じ
め
の
「
諸
写
本
考
究
篇
」
は
第
一

章
で
ネ
パ
ー
ル
諸
写
本
に
つ
い
て
諸
デ
ー
タ
を
紹
介
し
一
た
後
に
そ
の
特
色
、

系
統
を
論
じ
、
第
二
章
で
は
原
典
第
一
’
三
章
に
つ
い
て
の
写
本
対
照
研

究
の
経
過
、
お
よ
び
、
最
後
の
節
に
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
尿
畠
校
訂

本
と
、
諸
写
本
と
の
章
別
の
頁
（
Ｔ
）
の
対
照
表
を
掲
げ
る
。
次
の
「
思

想
研
究
篇
」
は
同
じ
く
第
九
、
第
十
章
に
つ
い
て
の
写
本
対
照
研
究
の
経

過
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
両
章
の
内
容
に
つ
い
て
の
解
説
が
述
尋
へ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
初
篇
と
異
る
。

こ
の
う
ち
、
初
篇
の
第
一
章
は
著
者
の
方
法
論
と
目
す
零
へ
き
重
要
な
章

で
あ
る
。
著
者
の
集
め
た
写
本
資
料
は
、
ネ
パ
ー
ル
国
立
古
文
書
館
の
目

録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
四
写
本
ｌ
旧
四
割
目
胃
霞
昌
所
蔵
に
か
か
る

舟
橋
尚
哉
著

ネ
・
〈
－
ル
写
本
対
照
に
よ
る

大
乗
荘
厳
経
論
の
研
究

高
崎
直
道

ｚ
、
（
ｚ
○
．
耳
暗
］
）
》
Ｚ
。
（
ｚ
ｏ
．
・
四
ｇ
）
の
二
本
と
、
国
の
冒
罰
且
の
ｇ
‐

房
。
３
口
に
属
す
る
ｚ
園
（
ｚ
ｏ
画
昌
）
』
ｚ
陰
（
Ｚ
。
．
ｇ
ｅ
の
二
本
ｌ
お

よ
び
新
た
に
知
ら
れ
た
一
写
本
（
ｚ
周
）
と
、
旧
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
龍

谷
大
学
所
蔵
本
Ａ
、
Ｂ
の
二
本
、
そ
の
他
、
ネ
パ
ー
ル
の
一
僧
侶
の
所
持

し
て
い
た
冊
子
本
（
ｚ
勺
）
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
冒
切
犀
胃
①
甘
村
少
？

ご
目
。
８
煕
屋
巳
①
切
さ
剖
笥
。
Ｈ
国
同
の
厨
ざ
用
所
在
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
本
（
Ｎ
）
の
都
合
九
本
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
一
八
葉
か
ら
成
る
断
簡

一
本
（
ｚ
○
．
耳
ｇ
己
が
あ
る
が
参
照
出
来
な
か
っ
た
由
で
あ
る
が
、
完

本
と
し
て
は
現
在
知
ら
れ
る
限
り
全
て
を
取
揃
え
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
写
本
を
吟
味
し
た
結
論
と
し
て
、
著
者
は
、
ｚ
ｍ
本
（
一
六

七
八
年
書
写
）
↓
Ｚ
。
本
（
一
九
○
六
年
書
写
）
↓
Ａ
本
と
い
う
系
統
を
詳

細
に
論
証
し
た
ほ
か
、
他
の
諸
本
も
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
ｚ
ｍ
本
に

基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
現
存
写
本
は
す
尋
へ
て
ｚ
“
本
の
系
統
に
属

す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
旧
曾
』
本
の
原
典
も
ｚ
ｍ
本
か
ら
（
直
接
あ
る
い

は
間
接
的
に
）
写
さ
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。
な

お
、
ｚ
局
本
と
ｚ
本
は
、
Ｆ
の
昌
本
を
見
て
い
る
形
跡
が
あ
る
由
で
、
著

者
は
以
下
の
テ
キ
ス
ト
研
究
で
は
利
用
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
系
統
論
か

ら
判
じ
て
、
龍
大
所
蔵
の
Ａ
Ｂ
両
本
は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
大

谷
探
険
隊
に
よ
っ
て
（
一
九
一
四
年
以
前
に
）
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
な

く
、
そ
の
招
来
は
一
九
一
五
年
以
降
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
写
本
系
統
論
は
、
ｚ
ぬ
本
の
年
代
と
、
そ
の
行
末
に
お
け
る
破
損
、

他
の
写
本
類
の
誤
写
の
状
況
な
ど
か
ら
判
定
さ
れ
た
も
の
で
、
推
理
に
は

説
得
力
が
あ
り
、
結
論
は
ほ
ぼ
承
認
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
以
下
は
、
こ
の
結
論
に
し
た
が
っ
て
、
ｚ
“
本
を
重
視
し
、
そ
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以
上
、
本
書
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
を
紹
介
し
、
そ
の
意
義
を
論
じ
た
が
へ

叙
述
の
ス
タ
イ
ル
等
に
つ
い
て
若
干
気
に
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
以

下
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

⑩
テ
キ
ス
ト
校
訂
の
結
論
を
出
す
ま
で
の
過
程
の
説
明
が
い
さ
さ
か

く
ど
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
こ
こ
は
偶
文
で
あ
る
の
で

シ
ラ
ブ
ル
が
合
う
か
ど
う
か
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
」
と
い
っ
た

文
章
が
一
々
の
項
で
く
り
か
え
さ
れ
る
の
は
読
ん
で
い
て
い
さ
さ
か
閉
口

す
る
。
ま
た
テ
キ
ス
ト
の
同
じ
箇
所
に
つ
い
て
の
章
節
を
異
に
し
た
場
合

の
説
明
の
重
複
も
目
立
つ
。
懇
切
丁
寧
な
説
明
も
、
度
が
過
ぎ
る
と
読
者

に
は
わ
づ
ら
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

③
内
容
か
ら
言
っ
て
、
「
諸
写
本
考
究
篇
」
と
「
思
想
研
究
篇
」
と

い
う
分
け
方
は
必
ず
し
も
当
を
得
て
い
な
い
。
後
者
は
菩
提
品
や
信
解
品

の
偶
本
を
主
と
し
た
簡
単
な
内
容
研
究
で
思
想
研
究
と
い
う
に
は
な
お
不

の
読
み
を
尊
重
し
つ
つ
校
訂
を
す
す
め
て
い
る
。
尿
畠
本
の
読
み
に
つ

い
て
は
従
来
も
多
く
の
研
究
者
に
よ
る
批
判
と
改
訂
の
試
み
が
発
表
さ
れ

て
い
る
（
原
乱
仏
訳
、
宇
井
和
訳
、
長
尾
目
：
ｘ
、
龍
大
写
本
に
つ
い
て

の
武
内
論
文
、
国
晶
Ｏ
宮
本
等
）
が
、
そ
れ
ら
の
諸
研
究
を
参
照
し
た
上

で
、
写
本
類
の
読
み
を
確
か
め
て
い
る
点
、
極
め
て
著
実
な
成
果
と
言
う

べ
く
、
巻
末
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
に
掲
げ
ら
れ
た
読
み
は
概
ね
妥
当
と
思
わ

れ
る
。
原
且
本
の
訂
正
を
主
と
し
た
注
記
も
簡
潔
で
要
を
得
た
も
の
と

言
え
よ
う
。
著
者
の
目
的
か
ら
言
っ
て
も
、
今
後
さ
ら
に
考
究
を
つ
づ
け

て
、
全
章
に
わ
た
る
校
訂
本
を
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
、
期
待
す
る

も
の
で
あ
る
。

十
分
な
点
が
見
う
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
研
究
の
た
め
に
も
こ

の
程
度
の
内
容
紹
介
は
是
非
必
要
で
、
む
し
ろ
最
初
の
三
章
に
つ
い
て
も

同
様
の
解
説
が
ほ
し
か
っ
た
。
こ
の
三
章
も
極
め
て
重
要
な
諸
章
で
あ
る
。

③
菩
提
品
の
内
容
の
解
説
中
で
気
づ
い
た
点
若
干
。

ｐ
旨
い
第
三
七
偶
の
訳
。
「
真
如
は
一
切
に
お
い
て
無
差
別
で
あ
る
が
、

〔
そ
れ
が
〕
清
浄
に
達
し
た
の
が
如
来
た
る
こ
と
で
あ
る
。
：
…
．

や
尉
式
仏
身
の
弁
別
に
つ
い
て
の
節
の
中
で
、
安
慧
釈
の
い
う
「
智
恵

無
尽
の
菩
薩
」
は
無
尽
意
菩
薩
（
鈩
厨
畠
抄
日
昌
）
、
受
用
身
の
あ
る
も

の
の
名
号
が
「
顕
現
し
給
い
」
と
あ
る
の
は
毘
盧
遮
那
（
ぐ
巴
Ｈ
ｏ
８
ｐ
四
）
、

同
じ
く
「
顕
現
無
辺
」
と
い
う
の
は
無
辺
光
（
シ
ロ
四
国
融
冒
号
冒
あ
る

い
は
シ
ロ
四
目
国
ご
ロ
陣
）
Ｉ
疹
日
洋
号
目
を
さ
す
。

や
〕
認
急
．
卸
安
慧
釈
中
の
「
法
身
広
大
を
説
か
ん
が
た
め
に
」
は
「
法

身
を
詳
説
せ
ん
が
た
め
に
」
の
意
。

や
』
雪
．
う
し
ろ
か
ら
五
行
目
。
「
仏
地
に
お
け
る
無
住
処
浬
築
に
入
っ

て
」
は
。
「
仏
地
に
住
ま
ら
な
い
浬
渠
に
入
っ
て
」

や
］
尉
息
．
〕
．
「
そ
し
て
大
な
る
慈
と
悲
に
よ
っ
て
〔
衆
生
に
〕
一
切
時

に
随
行
が
あ
る
」
は
「
そ
し
て
大
い
な
る
慈
と
悲
が
一
切
時
に
随
行
す

る
」
の
意
。

訳
文
に
つ
い
て
は
な
お
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
を
要
す
る
点
が
あ
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。

側
信
解
品
冒
頭
の
言
邑
習
騨
偶
に
つ
い
て
は
著
者
の
言
う
通
り
、
元

来
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
本
文
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
章
間
に
挿
入

さ
れ
た
目
次
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
書
に
は
第
一
五
章
業
伴
品
の

前
に
も
、
第
一
○
’
一
四
章
に
つ
い
て
の
筐
呂
習
騨
偶
が
掲
げ
ら
れ
て
お
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り
、
安
慧
は
菩
提
品
の
場
合
同
様
、
第
一
四
章
の
末
尾
に
置
い
て
取
扱
っ

て
い
る
。
し
か
も
こ
の
第
一
○
１
く
一
四
章
の
匡
目
自
画
偶
は
全
く
『
菩
薩

地
』
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
荘
厳
経
論
」
に
は
、
こ
の
あ
と

末
尾
に
至
る
ま
で
、
こ
の
種
の
ロ
目
習
凹
偶
は
な
い
。
別
に
、
第
一
六
章

の
冒
頭
に
は
そ
の
章
六
波
羅
蜜
に
関
す
る
内
容
目
次
と
し
て
の
且
８
口
秒

偶
が
あ
る
。
且
目
ロ
四
偶
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
『
荘
厳
経
論
』
全

体
に
わ
た
る
言
及
が
望
ま
れ
る
。

⑤
テ
キ
ス
ト
校
訂
（
巻
末
、
左
・
ヘ
ー
ジ
）

ｐ
切
怠
．
底
．
［
菌
の
日
且
］
の
前
に
Ｑ
④
且
Ｐ
を
入
れ
る
方
が
よ
か
ろ
う
。

℃
．
］
劃
函
．
い
い
ｐ
Ｈ
四
目
四
！
↓
い
ゅ
Ｈ
ｐ
ｐ
Ｐ

『
．
躁
曾
Ｈ
自
陣
日
咽
薗
鼠
昌
は
世
３
国
鱒
昌
鴨
薗
３
日
と
続
け

て
複
合
詞
と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
。

や
ｇ
急
．
酌
（
ぃ
ロ
①
ｐ
い
）
は
ｚ
の
以
下
す
べ
て
の
写
本
に
欠
で
あ
る
か
ら
、

思
い
切
っ
て
削
る
曇
へ
き
で
あ
る
。

や
麓
急
．
９
．
こ
の
ぐ
．
矧
且
の
一
行
は
、
ぐ
ぐ
．
忠
１
＄
と
い
う
一
連

の
偶
中
に
あ
っ
て
、
ぐ
．
＄
号
胃
目
且
園
目
ぐ
扉
且
目
○
〕
冒
昌
と
い
う

主
語
を
説
明
す
る
諸
句
の
一
つ
で
あ
る
（
思
想
研
究
篇
中
、
や
扇
函
参

照
）
。
し
た
が
っ
て
、
旨
い
⑫
．
に
は
反
す
る
が
、
一
行
全
体
を
複
合
詞
と

し
て
、
‐
吾
昌
居
と
日
．
ｚ
ｏ
目
．
品
に
読
む
べ
き
で
あ
る
。
同
様
に

ぐ
．
弓
号
も
、
‐
ｇ
習
口
圖
困
日
且
針
四
目
岩
と
複
合
詞
と
考
え
る
尋
へ
き

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
論
（
。
①
の
日
君
威
○
国
昌
昏
①
己
匡
日
騨
①

両
①
昌
芦
ｑ
ご
望
目
⑦
色
口
の
具
昏
の
凹
掛
○
胃
晶
○
己
①
印
旨
旨
ゆ
ず
働
琶
目
四

国
且
号
尉
日
ゞ
印
仏
研
Ｈ
ｘ
ｌ
蝉
ご
臼
．
後
に
傍
聾
匡
身
。
ロ
号
①

両
目
己
侭
○
吋
ゆ
く
弓
彦
摺
ゆ
ゞ
同
○
目
⑳
〕
己
急
に
法
も
冨
口
巳
ｘ
胃
目
と
し
て

掲
載
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
嘗
巴
ｐ
は
中
性
名
詞
で
あ
る
か
ら
、

有
財
釈
複
合
詞
の
後
分
に
来
る
時
は
‐
嘗
巴
凹
冨
と
す
る
の
が
通
例
で

あ
る
が
、
こ
こ
は
日
①
前
①
の
関
係
で
‐
啓
己
鳥
と
せ
ざ
る
在
得
ま
い
・

写
本
で
嘗
昌
四
目
、
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
切
目
亀
騨
の
散
文
に
距
て

ら
れ
て
、
一
連
の
偶
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

⑥
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
の
現
存
写
本
が
ｚ
”
本
系
一
種
で
あ
る
と
い

う
こ
と
（
そ
こ
で
は
一
様
に
『
法
性
分
別
論
』
の
断
簡
が
紛
れ
こ
ん
で
い

る
）
は
、
テ
キ
ス
ト
研
究
に
と
っ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
に

異
種
の
系
統
の
写
本
を
原
典
と
す
る
も
の
と
し
て
重
要
性
を
も
た
せ
る
こ

と
に
な
る
。
今
後
校
訂
を
す
す
め
る
に
当
っ
て
も
、
そ
の
点
の
留
意
を
希

望
し
て
お
き
た
い
。

（
昭
和
六
○
年
一
二
月
二
○
日
国
書
刊
行
会
Ａ
５
判
二
三
八
十
燕
十
五
六

頁
八
、
五
○
○
円
）
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