
三
蔵
の
伝
訳
と
研
究
と
を
進
め
な
が
ら
、
仏
教
の
統
合
化
の
課

題
に
た
ち
至
っ
た
晴
唐
仏
教
界
に
お
い
て
、
実
践
道
の
上
か
ら
仏

陀
の
教
誠
の
始
終
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
一
人
が
、
四
分
律

行
事
抄
を
著
し
た
道
宣
（
五
九
六
’
六
六
七
）
で
あ
る
。
彼
は
、
本

来
仏
陀
は
そ
の
自
内
証
か
ら
唯
一
の
戒
律
を
説
示
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
受
け
と
る
側
の
能
力
や
素
養
や
時
機
が
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
律
蔵
を
中
心
と
し
な
が
ら
経
や
論
に

お
い
て
も
承
け
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
複
雑
な
系
譜
を
た

ど
り
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
、
統
一
性
に
欠
け
た
窓
意
的
な
行

道
観
が
氾
濫
し
て
い
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
四
分
律
を
基
本
に
し

な
が
ら
も
、
真
の
戒
律
を
探
求
し
、
一
大
律
蔵
を
集
成
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

今
日
の
仏
教
学
上
の
常
識
と
同
じ
く
初
唐
の
長
安
仏
教
界
に
お

四
分
律
行
事
抄
に
お
け
る
浬
梁
経
の
受
容

は
じ
め
に

い
て
も
、
四
分
律
は
イ
ン
ド
の
法
蔵
部
所
伝
の
律
蔵
で
あ
り
、
い

わ
ば
小
乗
仏
教
の
戒
律
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
（
大
正
四
○
・

二
六
ｂ
）
。
と
こ
ろ
が
道
宣
は
こ
の
四
分
律
を
中
軸
に
し
な
が
ら
、

仏
陀
直
説
の
唯
一
の
律
蔵
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
に
は
前
も
っ
て
多
く
の
論
証
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
戒
律
の
集
大
成
と
し
て
の
律
や

律
論
、
い
わ
ゆ
る
四
律
五
論
の
中
で
、
四
分
律
が
如
何
に
優
れ
て

い
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
十

調
律
と
四
分
律
の
系
譜
が
二
分
し
て
い
た
教
界
に
お
い
て
、
四
分

律
と
十
調
律
の
優
劣
に
焦
点
を
あ
て
て
、
道
宣
は
次
の
四
点
で
判

釈
し
て
四
分
律
の
優
れ
て
い
る
こ
と
を
論
拠
づ
け
て
い
る
（
大
正

四
○
・
一
ｃ
）
。
今
そ
れ
を
要
約
し
て
み
る
と
、
①
十
話
は
四
分
に

比
較
し
て
戒
本
の
文
が
明
瞭
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
②
戒
体
と

し
て
、
十
語
は
色
法
と
し
て
そ
の
業
本
を
き
わ
め
な
い
が
、
四
分

は
非
色
非
心
と
し
て
心
法
に
従
っ
て
修
道
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

大

澤

伸

雄
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大
乗
に
通
じ
る
。
③
十
詞
は
五
戒
や
八
斎
戒
の
分
受
は
ゆ
る
さ
な

い
が
、
四
分
は
一
分
受
で
も
ゆ
る
す
か
ら
俗
を
摂
取
で
き
る
。
④

十
話
は
四
分
に
比
べ
て
作
法
に
規
準
と
な
る
も
の
が
な
い
。
以
上

の
点
を
理
由
に
し
て
、
道
宣
は
四
分
律
の
方
が
仏
陀
の
真
意
に
近

い
と
し
て
、
優
位
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
大
乗
義
に
つ
い
て
の
配
慮
が
当
然
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ

に
対
し
て
道
宣
は
四
分
律
分
通
大
乗
義
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
主
張
は
四
分
律
随
機
磨
疏
（
卍
続
蔵
一
・
六
四
・
四
三
三
ａ
）
に

み
ら
れ
る
も
の
で
、
道
宣
の
四
分
律
理
解
の
独
自
性
を
示
す
も
の

で
あ
る
の
で
要
約
し
て
み
る
と
、
①
四
分
律
の
序
で
弟
子
の
こ
と

を
「
仏
子
」
（
以
下
⑤
ま
で
四
分
律
の
相
当
箇
所
を
示
す
と
、
大
正
二
二

、
五
六
八
ａ
）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
。
②
僧
残
法
第
八
の
無
根
誘

戒
の
解
釈
に
お
い
て
、
沓
婆
比
丘
が
阿
羅
漢
を
得
て
も
無
為
に
住

す
る
こ
と
な
く
、
知
事
を
つ
と
め
た
記
述
が
あ
る
こ
と
（
同
、
大
正

一
三
・
五
八
七
ａ
）
。
③
四
分
律
の
戒
本
の
終
偶
に
、
こ
れ
ま
で
に

説
く
所
の
功
徳
は
、
「
施
二
一
切
衆
生
一
皆
共
成
二
仏
道
こ
（
同
、
大

正
一
三
・
一
○
二
三
ａ
）
と
あ
る
こ
と
。
④
四
分
律
の
序
に
「
不
し

憂
一
一
財
物
一
云
々
」
（
同
、
大
正
二
二
・
五
六
七
ｃ
）
と
あ
る
こ
と
。
⑤

「
塵
境
は
根
暁
に
非
ず
」
（
未
詳
）
と
あ
る
こ
と
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
元
照
は
済
縁
記
（
卍
続
蔵
一
・
六
四
・
四
三
三
ａ
）
で
四
分
律
の

こ
の
文
は
大
乗
唯
識
観
の
識
に
つ
い
て
の
領
解
に
通
ず
る
も
の
で

あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
道
宣
は
以
上
の
点
を
あ
げ
て
、
「
若
し

自
身
の
為
に
仏
道
を
欲
求
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
当
に
正
戒
を
尊
重

す
尋
へ
し
、
及
び
衆
生
に
廻
施
し
て
、
共
に
仏
道
を
成
ず
べ
し
」

（
大
正
四
○
・
二
六
ｂ
）
と
い
う
大
乗
の
精
神
が
四
分
律
に
み
ら
れ
る

と
し
、
大
乗
に
展
開
し
、
大
乗
を
包
含
し
て
い
く
と
す
る
。
こ
れ

は
い
わ
ゆ
る
分
通
大
乗
義
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
四
分
律
宗
に
お

い
て
も
道
宣
独
自
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
道
宣
は
四
分
律
を
大
乗

律
と
す
る
こ
と
は
か
つ
て
慧
光
律
師
（
四
六
八
’
五
三
七
）
も
主
張

し
た
と
述
べ
て
い
る
（
大
正
四
○
・
二
六
ｂ
）
。
こ
れ
ら
道
宣
の
主
張

は
菩
薩
地
持
経
・
瑞
伽
論
系
統
の
三
聚
戒
説
に
お
い
て
、
摂
律
儀

戒
に
は
律
蔵
の
戒
本
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
菩
薩
戒
思
想
の
体
系

の
中
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
勝
鬘
経
に
「
毘
尼
は
即
ち

大
乗
の
学
な
り
」
（
大
正
十
二
・
二
一
九
ｂ
）
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
律

蔵
を
大
乗
家
が
重
視
す
る
中
国
仏
教
で
の
考
え
方
は
、
竺
仏
念
、

鳩
摩
羅
什
を
は
じ
め
と
す
る
訳
経
僧
な
ど
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
意

識
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
が
、
道
宣
の
思
想
的
根
拠
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

次
い
で
道
宣
は
四
分
律
に
依
り
な
が
ら
、
積
極
的
に
大
乗
仏
教

の
本
旨
を
宣
揚
し
、
具
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
、
律
蔵
の
全
体
を
大
乗
仏
教
の
教
学
の
上
で
再
点
検
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
仏
説
と
い
わ
れ
る
も
の
ぞ
通
観
し
へ
開
会
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し
て
一
仏
乗
の
戒
律
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
教
界
の
誰
も
が
納

得
し
て
評
価
し
な
い
し
教
団
の
統
一
や
清
浄
性
の
確
保
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ご
う
し
た
道
宣
の
課
題
に
答
え
、
そ
こ
に
導
く

経
典
と
し
て
注
目
さ
れ
て
く
る
の
が
大
乗
浬
梁
経
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
浬
藥
経
の
戒
律
に
関
す
る
所
説
の
大
要
は
、
本
性

清
浄
菩
薩
戒
、
す
な
わ
ち
仏
性
戒
が
昂
揚
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
と
り
わ
け
道
宣
が
浬
藥
経
を
重
視
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
浬

藥
経
は
仏
陀
観
の
展
開
に
よ
っ
て
、
仏
の
制
戒
の
奥
に
あ
る
真
意

義
を
、
十
句
義
（
十
利
）
と
い
う
定
型
化
し
た
制
戒
理
由
ば
か
り
で

な
し
に
、
大
乗
の
教
理
の
高
み
に
お
い
て
開
顕
し
よ
う
と
し
て
お

り
、
そ
の
内
容
は
自
己
の
修
養
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
衆
生
愛

護
、
正
法
護
持
と
い
う
大
乗
菩
薩
精
神
を
持
戒
と
い
う
こ
と
で
強

調
し
て
い
る
こ
と
。
ま
た
二
つ
に
は
浬
藥
経
は
独
自
の
菩
薩
戒
本

を
説
か
ず
、
あ
く
ま
で
も
小
乗
の
戒
本
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
そ

の
形
式
化
、
消
極
化
を
徹
底
し
て
批
判
し
つ
つ
、
大
乗
戒
と
し
て

の
積
極
性
、
弾
力
性
、
厳
格
性
を
菩
薩
道
の
本
質
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
裏
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
戒
学
に
お
け
る
事

（
具
体
性
）
と
理
（
普
遍
性
）
、
性
（
本
来
具
え
て
い
る
先
天
的
性
質
）
と

修
（
修
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
後
天
的
性
質
）
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
四
分
律
は
事
と
修
に
は
優
れ
て
い
る
が
、
極
教
と
し
て
の
浬

藥
経
に
よ
っ
て
理
や
性
の
問
題
が
補
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事

理
、
性
修
な
ど
を
止
揚
し
た
視
点
か
ら
判
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
、
真

の
律
蔵
の
開
示
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

浬
渠
経
は
仏
が
入
滅
時
に
臨
ん
で
成
仏
以
来
の
経
戒
を
も
っ
て

滅
後
の
指
針
と
す
べ
き
を
遺
誠
さ
れ
、
全
体
の
説
相
は
戒
律
に
つ

い
て
の
諸
問
題
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
経

全
体
の
主
旨
は
、
「
如
来
常
住
無
有
変
易
」
と
い
う
こ
と
と
、
．

切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
こ
と
に
帰
着
し
、
こ
の
こ
と
を
実
践

課
題
の
上
で
説
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
衆
生
の
具
体
的
な

修
道
生
活
に
お
い
て
は
、
法
身
常
住
な
る
故
の
は
た
ら
き
と
し
て

の
悉
有
仏
性
の
悲
願
に
、
衆
生
は
如
何
に
応
答
し
て
い
く
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
衆
生
は
仏
の
本
質
に
信
順
し
、
法
を
知
悉
す

べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
持
戒
の
事
相
を
た
よ
り
と
し
て
こ
そ
開

顕
で
き
る
と
す
る
の
が
浬
渠
経
の
戒
律
観
と
い
っ
て
も
よ
い
。
悉

有
仏
性
が
安
易
に
受
け
と
ら
れ
て
は
、
仏
身
常
住
の
意
味
は
な
く

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
こ
で
仏
教
の
修
道
を
も
う
一
度
本
来
の

教
え
に
立
ち
か
え
っ
て
、
普
遍
性
と
具
体
性
を
回
復
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
浬
藥
経
の
こ
れ
ら
菩
薩
戒
独
自
の
理
念
と
そ
の
立

場
を
宣
揚
す
る
伝
統
は
、
北
地
の
浬
藥
学
の
特
色
で
あ
る
と
い
わ

①

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
四
分
律
宗
に
も
影
響
し
そ
の
実
践
的
性
格
は

長
安
で
学
ん
だ
道
宣
に
ま
で
深
く
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
浬
藥
経
の
正
法
護
持
の
強
調
は
、
道
宣
の
自
覚
し
た
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②

末
法
の
危
機
感
の
上
で
、
益
々
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
四
分
律
行
事
抄
に
お
け
る
浬
藥
経
の
位
置
づ
け
を
今
少

し
具
体
的
に
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
こ
の
作
業
に
入
る
た
め
に

は
既
に
行
事
抄
の
引
用
典
籍
検
索
の
業
績
が
川
口
高
風
氏
に
よ
っ

③

て
示
さ
れ
て
い
る
。
今
は
そ
れ
に
稗
益
さ
れ
な
が
ら
検
討
し
て
み

た
い
と
思
う
。
ち
な
み
に
川
口
氏
の
行
事
紗
に
お
け
る
経
蔵
の
引

用
回
数
表
を
上
位
か
ら
あ
げ
て
み
る
と
、
阿
含
経
釦
、
浬
藥
経
伍
、

大
方
等
大
集
経
羽
、
十
輪
経
皿
、
華
厳
経
皿
、
賢
愚
経
７
、
大
宝

積
経
６
な
ど
で
、
引
用
回
数
の
上
か
ら
み
て
、
浬
梁
経
は
大
乗
経

典
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

他
主
要
な
大
乗
経
典
に
つ
い
て
は
、
般
若
経
０
、
法
華
経
０
、
維

④

摩
経
１
と
い
う
結
果
で
あ
る
。
阿
含
に
つ
い
て
は
、
律
の
主
張
を

法
の
観
点
で
補
う
た
め
に
依
用
さ
れ
る
。
ま
た
大
集
経
・
十
輪
経

に
つ
い
て
は
末
法
観
と
破
戒
の
様
相
に
つ
い
て
の
経
証
と
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
華
厳
経
に
つ
い
て
は
一
仏
乗
、
自
性
清

浄
心
な
ど
を
背
景
と
し
た
戒
律
思
想
を
受
用
す
る
。
し
か
し
前
述

の
如
く
、
戒
律
そ
の
も
の
を
根
底
か
ら
見
直
し
つ
つ
具
体
化
へ
の

示
唆
を
わ
す
れ
な
い
浬
藥
経
の
比
重
と
は
自
ず
か
ら
異
な
る
と
思

わ
れ
る
が
詳
細
は
別
の
機
会
と
し
た
い
。
こ
れ
ら
引
用
回
数
は
あ

く
ま
で
も
ひ
と
つ
の
目
安
に
す
ぎ
ぬ
の
で
、
以
下
に
お
い
て
行
事

抄
に
お
け
る
浬
桑
経
の
受
容
の
特
徴
と
性
格
に
つ
き
具
体
的
な
検

討
を
加
え
て
み
た
い
。
そ
の
場
合
に
次
の
二
点
に
整
理
し
て
考
察

を
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
戒
律
の
概
念
に
つ
い
て
と
、

⑤

八
不
浄
物
受
蓄
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
こ
の
二
点
に

つ
い
て
の
引
用
が
多
い
こ
と
と
、
ま
た
戒
と
律
を
仏
性
思
想
の
上

で
普
遍
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
と
、
具
体
的
な
実
践
的
課
題
に
お

い
て
財
物
の
受
蓄
を
ど
う
と
ら
え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
は
性

⑥

と
修
、
理
と
事
の
よ
う
な
二
つ
の
概
念
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、

相
互
に
緊
迫
し
た
課
題
で
も
あ
る
が
、
ま
た
相
依
相
即
す
る
こ
と

で
も
あ
る
か
ら
、
行
事
紗
と
浬
渠
経
の
関
係
を
探
る
上
で
、
一
度

は
視
角
を
定
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
範
鴫
で
あ
る
と
思

う
か
ら
で
あ
る
。

行
事
紗
で
道
宣
は
戒
と
律
に
関
す
る
所
説
を
広
く
三
蔵
か
ら
蒐

集
し
、
教
理
的
な
考
察
を
加
え
て
、
戒
・
律
と
は
何
か
と
い
う
こ

と
の
論
証
を
種
々
に
試
み
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
思
索
の
過
程
に

お
い
て
浬
藥
経
が
如
何
に
受
容
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
そ
の
役
割

を
考
証
し
て
み
た
い
と
思
う
。

（
な
お
浬
渠
経
に
つ
い
て
は
北
本
の
四
十
巻
本
で
註
記
を
加
え
て
い
く

こ
と
に
す
る
。
）
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行
事
紗
の
総
序
的
な
部
分
で
あ
り
、
戒
律
の
仏
教
上
の
正
し
い

意
味
と
三
宝
住
持
に
不
可
欠
な
こ
と
と
を
表
明
す
る
標
宗
顕
徳
篇

に
お
い
て
、
道
宣
は
、
戒
法
・
戒
体
・
戒
行
・
戒
相
と
い
う
四
種

の
宗
要
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
戒
行
を
定
義
づ
け
て
、

三
言
一
一
戒
行
一
者
、
既
受
。
得
此
戒
一
乗
し
之
在
し
心
。
必
須
下
広

修
二
方
便
「
検
。
察
身
口
威
儀
之
行
司
克
レ
志
専
崇
高
慕
中
前
即
壼

持
レ
心
後
起
、
義
順
二
於
前
一
名
為
一
戒
行
記
故
経
云
、
雌
し
非
一

触
対
「
善
修
二
方
便
一
可
レ
得
二
清
浄
記
文
成
験
芙
。
（
大
正
四
○

・
・
四
Ｃ
）

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
故
経
云
‐
一
以
下
は
、
浬
藥
経
梵
行

品
（
大
正
十
二
・
四
七
○
ｂ
）
の
六
念
処
の
念
戒
を
説
く
と
こ
ろ
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
菩
薩
思
惟
す
「
戒
有
り
て
破
ら
ず
、
漏
さ
ず
、
壊

せ
ず
、
雑
え
ず
。
形
色
無
し
と
雌
も
、
護
持
す
べ
し
、
触
対
無
し

と
錐
も
、
善
く
方
便
を
修
し
、
具
足
を
得
べ
く
、
過
呰
有
る
こ
と

無
し
、
是
れ
大
方
等
大
浬
樂
の
因
な
り
』
と
」
と
い
う
も
の
で
あ

↓
（
》
○

こ
こ
に
戒
行
と
い
う
の
は
、
受
戒
の
後
に
戒
体
の
は
た
ら
き
と

し
て
自
然
に
起
っ
て
く
る
善
き
行
為
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
戒
と

は
固
定
的
・
実
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
規
範
の
形
式
に
拘
泥
せ

ず
に
仏
の
制
戒
の
精
神
を
受
け
と
る
心
に
あ
る
。
し
か
し
制
戒
の

本
旨
を
た
ず
ね
る
な
ら
ば
、
制
旨
の
方
便
で
あ
る
威
儀
を
て
だ
て

と
し
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
遵
守
に
こ
そ
衆
生
が
清
浄
性
を

獲
得
で
き
る
道
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
る
に
戒
行
そ
の
も
の
も
形

式
的
・
固
定
的
な
も
の
を
否
定
し
て
い
く
行
で
あ
り
、
戒
と
は
も

と
も
と
形
。
色
な
ど
無
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
方

便
化
導
の
善
巧
と
し
て
の
慈
悲
行
と
受
け
と
め
て
て
だ
て
と
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
。
道
宣
が
こ
こ
で
依
用
し
た
梵
行
品
に
一
貫
し

て
説
か
れ
る
こ
と
は
、
菩
薩
は
自
己
の
修
道
は
進
ん
で
、
そ
れ
が

他
者
に
対
す
る
慈
悲
行
の
実
践
へ
進
む
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ

こ
で
説
か
れ
る
戒
そ
の
も
の
も
、
仏
の
出
世
が
衆
生
を
化
益
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
真
意
義
に
開
眼
し
、
そ
の
応
答
と
し
て
受

持
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
念
戒
の
意
趣
を
道
宣
は
「
形
色
」
「
触

対
」
な
き
も
の
で
あ
る
が
、
大
乗
菩
薩
の
自
利
の
必
然
的
展
開
と

し
て
の
利
他
行
と
し
て
終
始
念
持
す
べ
き
こ
と
と
理
解
す
る
の
で

あ
る
。
な
お
こ
こ
の
念
戒
の
所
説
は
行
事
抄
に
お
い
て
他
に
も
二

度
引
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
先
と
同
じ
く
標
宗
顕
徳
篇
に
お
い
て
、
三
宝
を
久
住
せ
し

め
る
た
め
に
は
戒
に
随
順
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を

論
証
す
る
た
め
に
、
・
経
論
二
蔵
に
示
さ
れ
る
定
慧
の
法
門
で
あ
る

化
教
と
律
蔵
に
示
さ
れ
る
戒
学
の
法
門
で
あ
る
制
教
と
い
わ
れ
る
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彼
の
二
教
判
を
も
っ
て
考
察
が
加
え
ら
れ
る
が
、
‐
機
に
随
っ
て
衆

生
を
化
益
す
る
化
教
の
大
乗
経
の
経
証
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
華
厳

経
、
大
集
経
な
ど
と
並
ん
で
浬
梁
経
梵
行
品
（
大
正
十
二
・
四
六
七

ｃ
）
が
採
用
さ
れ
て
結
び
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

浬
盤
云
。
欲
下
見
一
仏
性
一
証
中
大
浬
樂
掛
必
須
二
深
心
修
。
持
浄

戒
記
若
持
一
一
是
経
一
而
殼
二
浄
戒
「
是
魔
春
属
非
二
我
弟
子
司
我

亦
不
レ
恥
言
一
受
二
持
是
経
記
（
大
正
四
○
・
五
ａ
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
浬
藥
経
は
三
宝
不
離
一
体
を
基
調
と
す
る

が
、
聖
・
梵
・
天
・
嬰
児
・
病
行
の
五
行
が
あ
れ
ば
三
宝
は
減
す

る
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
こ
の
五
行
は
浬
藥
経
が
提
起
し
た
菩
薩

行
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
経
を
受
持
し

て
い
て
も
犯
戒
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
法
滅
と
な
る
と
い
う
。
つ
ま

り
こ
こ
で
い
わ
れ
る
梵
行
と
は
、
如
来
常
住
と
い
う
こ
と
を
悟
ら

ん
と
し
、
自
己
の
仏
性
を
見
出
さ
ん
と
す
る
者
は
、
仏
性
を
自
己

の
具
体
的
な
生
活
の
上
で
領
解
開
顕
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
衆
生
の
仏
性
は
煩
悩
の
た
め
に
汚
染
さ
れ
て
い

る
の
で
三
学
に
よ
っ
て
そ
れ
を
浄
化
・
修
治
す
る
こ
と
で
仏
果
に

至
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
煩
悩
を
断
つ
た
め
に
は
個
々
に
お
い

て
止
悪
作
善
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
要
が
戒
律
で
あ
る
。
そ
れ
な

の
に
大
乗
の
下
で
は
戒
律
に
は
拘
泥
す
る
必
要
は
な
く
、
無
持
無

犯
で
あ
っ
て
、
善
も
な
く
罪
も
な
い
な
ど
と
い
う
魔
説
を
伝
え
、

悪
を
な
し
て
い
る
徒
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
浬
樂
経
は

「
悉
有
仏
性
」
と
は
あ
く
ま
で
も
如
来
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
衆

生
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
省
察
し
て
持
戒
す
尋
へ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
行
事
抄
全
体
に
一
貫
し
て

い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
戒
律
と
は
声
聞
の
法
で
あ
り
、

大
乗
で
は
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
を
詳
し
く
分
析
し
、
こ

れ
に
対
し
て
具
体
的
な
自
己
の
あ
り
さ
ま
を
内
省
し
て
反
論
し
て

い
る
が
、
戒
体
を
遵
守
し
て
、
不
犯
を
心
が
け
る
こ
と
を
示
す
篇

聚
名
報
篇
で
は
、
大
小
二
乗
の
理
は
も
と
も
と
分
隔
し
た
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
に
対
し
て
薬
を
設
け
て
病
を

除
く
こ
と
を
優
先
す
る
か
ら
、
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
教
え
に
は

そ
れ
ぞ
れ
に
深
浅
が
あ
る
。
ま
た
教
法
の
悟
解
は
人
そ
れ
ぞ
れ
の

心
の
深
浅
す
な
わ
ち
境
位
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
教
旨
に
あ
る
の

で
は
な
い
と
す
る
（
大
正
四
○
・
四
九
ｃ
）
。
そ
し
て
、
世
尊
の
制
戒

の
深
意
を
受
け
取
る
者
の
心
を
重
視
す
る
。
そ
の
心
と
は
、
能
憶

・
能
持
・
能
防
の
三
用
を
も
っ
て
、
身
口
の
威
儀
を
遵
守
し
て
い

く
主
体
で
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
制
戒
は
外
面
的
で
他
律
的
な
規

制
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
深
意
は
慈
済
の
願
い
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
仏
法
が
身
に
そ
な
わ
っ
て
い
く
道
で
あ
る
と
理
解
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
。
だ
か
ら
、
律
蔵
に
お
い
て
、
波
羅
夷
罪
か
ら

突
吉
羅
罪
に
至
る
罪
の
強
弱
・
軽
重
を
論
ず
る
こ
と
も
、
制
意
か
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ら
す
れ
ば
矛
盾
し
た
こ
と
で
あ
り
、
突
吉
羅
罪
と
い
っ
て
も
軽
視

す
べ
き
で
は
な
く
、
五
篇
七
聚
の
様
に
罪
障
の
軽
重
を
伝
承
し
て

き
た
の
は
諸
律
師
の
う
ち
の
誰
か
が
歴
史
の
途
上
で
妄
作
し
た
も

の
で
あ
る
と
ま
で
い
う
。

道
宣
に
お
い
て
は
、
戒
相
は
仏
陀
一
代
の
教
化
を
考
え
れ
ば
無

量
で
あ
り
、
あ
る
特
定
の
戒
本
だ
け
に
固
執
す
る
こ
と
は
誤
ま
り

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
受
持
し
よ
う
と
す
る
衆
生
の
機
根
は

有
限
で
あ
り
と
て
も
仏
意
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
だ
か
ら
人
間
の

認
識
し
う
る
対
象
世
界
に
お
い
て
、
人
間
の
心
を
汚
す
こ
と
を
規

制
す
る
戒
の
本
意
か
ら
す
れ
ば
、
無
量
の
戒
相
の
あ
る
こ
と
、
ま

た
罪
の
軽
重
を
論
ず
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
制
旨
に
反
す
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
突
吉
羅
罪
に
つ
い
て
の
果
報
を
論

ず
る
が
、
そ
れ
に
つ
き
浬
藥
経
如
来
性
品
（
大
正
十
二
・
四
○
五
ａ
）

を
依
用
し
て
、

浬
藥
中
、
犯
二
突
吉
羅
罪
弍
如
二
切
利
天
日
月
歳
数
弐
八
百

万
歳
堕
二
地
獄
中
司
（
大
正
四
○
・
四
九
ａ
）

と
強
調
し
、
ま
た
化
教
の
愚
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
同
じ
く

先
の
如
来
性
品
の
引
用
に
次
ぐ
経
文
を
依
用
し
て
、

浬
梁
又
云
。
若
言
下
如
来
説
一
突
吉
羅
「
如
し
上
歳
数
入
二
地

獄
一
者
、
並
是
如
来
方
便
怖
七
人
。
如
レ
是
説
者
、
当
し
知
二
決

定
是
魔
経
律
『
非
二
仏
所
説
記
（
大
正
四
○
・
四
九
ａ
）

と
述
語
へ
る
。
た
と
え
軽
罪
で
も
切
利
天
の
日
月
歳
数
の
八
百
万
歳

と
い
う
長
い
間
地
獄
に
堕
ち
つ
づ
け
る
と
い
う
如
来
の
教
え
を
、

こ
れ
は
方
便
で
あ
っ
て
、
衆
生
を
怖
れ
さ
せ
る
た
め
に
説
か
れ
た

の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
魔
の
経
律
で
あ

り
、
仏
説
で
は
な
い
と
強
く
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
如
来
性

品
の
こ
の
経
文
は
、
仏
性
は
護
戒
に
お
い
て
こ
そ
見
証
で
き
る
と

銘
記
し
た
こ
と
で
古
来
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ま
り
一
切
衆
生
に
本
具
し
て
い
る
如
来
性
、
仏
性
を
衆
生
に
お

い
て
具
象
的
に
ど
う
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
問
い
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
道
宣
は
、
如
来
は
は
る
か
昔
に
、
未

来
に
は
こ
の
様
な
主
張
を
す
る
者
が
輩
出
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

す
で
に
見
抜
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
説
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
し

て
邪
正
を
定
め
て
機
先
を
制
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
同
じ
く
篇
聚
名
報
篇
で
は
、
律
儀
戒
と
菩
薩
戒
は
声
聞
乗

と
菩
薩
乗
に
対
応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
優
劣
が
あ
る
と
す

る
考
え
方
を
批
判
す
る
が
、
そ
れ
に
は
浬
藥
経
聖
行
品
（
大
正
十
二

・
四
三
二
ｂ
）
を
依
用
し
て
、

初
心
大
士
、
同
一
声
聞
律
儀
「
護
二
識
嫌
戒
一
性
重
無
し
別
。
即

浬
藥
経
中
、
羅
刹
乞
二
微
塵
浮
嚢
一
菩
薩
不
し
与
、
臂
し
護
二
突

吉
羅
戒
一
也
。
（
大
正
四
○
・
四
九
Ｃ
）

と
い
う
。
こ
の
聖
行
品
に
お
け
る
聖
行
と
は
浬
藥
経
を
聞
信
し
て
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出
家
受
戒
し
て
、
四
聖
諦
を
観
じ
て
如
法
に
修
行
す
る
こ
と
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
初
心
の
出
家
菩
薩
は
律
儀
戒
の
突
吉
羅
罪
に
至

⑦

る
ま
で
護
持
す
べ
き
を
、
羅
刹
の
臂
を
も
っ
て
説
く
。
大
乗
の
教

え
は
理
の
上
で
大
き
く
展
開
し
て
い
る
が
、
修
道
の
具
体
相
に
お

い
て
は
、
声
聞
律
儀
戒
を
受
持
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
き
、
そ

う
し
て
い
け
ば
根
本
業
清
浄
戒
な
ど
の
五
支
を
具
足
す
る
こ
と
に

な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
息
世
讓
嫌
戒
（
世
戒
）
と
性
重
戒

（
性
戒
）
と
い
う
菩
薩
戒
の
こ
の
二
つ
の
基
本
理
念
と
、
律
儀
戒
は

何
も
相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
論
拠
づ
け
る
の
で
あ
る
。

さ
て
次
い
で
具
体
的
な
戒
条
を
詳
説
し
判
釈
し
て
い
く
随
戒
釈

相
篇
に
お
い
て
、
は
じ
め
の
戒
体
を
論
ず
る
と
こ
ろ
で
、
五
戒
・

八
戒
・
十
戒
・
具
足
戒
の
別
解
脱
律
儀
戒
を
説
く
理
由
を
述
雫
へ
る

の
で
あ
る
が
、
仏
教
に
入
信
す
る
者
は
、
は
じ
め
は
漠
然
と
し
て

理
解
で
き
な
い
の
で
、
た
と
い
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
具
体

的
な
三
帰
五
戒
か
ら
は
じ
め
る
と
す
る
。
三
帰
五
戒
そ
の
も
の
は

限
界
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
ま
ず
そ
れ
を
正
し
く
受
け
と
め
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
得
戒
や
持
犯
に
つ
い
て
の
考
え
を
め

ぐ
ら
す
こ
と
が
で
き
て
修
道
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
律
儀
戒
は
幾
種
あ
る
か
と
い
え
ば
、
戒
体
を
論

じ
境
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
無
量
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
戒
と
は
本

来
悪
を
防
ぐ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
悪
縁
が
あ
る
限
り
戒
も
そ
れ
に

相
応
し
て
あ
る
、
へ
き
で
、
衆
生
無
量
な
ら
ば
戒
も
ま
た
無
量
で
あ

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
今
こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
戒
体
を
分

析
し
て
考
え
て
み
る
と
、
作
（
教
）
無
作
（
無
教
）
の
二
種
で
考
え

て
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
論
考
に

浬
藥
経
迦
葉
品
（
大
正
十
二
・
五
七
五
ｃ
）
を
依
用
し
て
、

浬
藥
云
。
戒
有
二
二
種
記
一
者
作
戒
、
二
者
無
作
戒
。
是
人

唯
具
二
作
戒
一
不
し
具
二
無
作
「
是
故
名
為
一
戒
不
具
足
記
即
如
レ

上
論
、
以
レ
無
二
淳
重
之
心
弍
不
レ
作
二
奉
行
訟
意
不
し
発
し
戒

也
。
（
大
正
四
○
・
五
二
ａ
）

と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
作
・
無
作
の
両
戒
を
具
え
て
こ
そ
真
の
戒

具
足
だ
と
論
じ
ら
れ
る
が
、
特
に
道
宣
に
お
い
て
は
無
相
・
無
著

と
い
う
、
本
所
受
戒
と
し
て
本
性
清
浄
に
さ
さ
え
ら
れ
た
無
作
戒

を
発
得
す
る
た
め
に
は
、
信
の
基
盤
の
上
に
聖
戒
に
対
す
る
淳
重

心
が
必
要
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
通
し
て
受
想
行

識
の
四
心
、
善
悪
無
記
の
三
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
具
足
す
る
こ

と
が
な
け
れ
ば
、
一
切
の
悪
を
断
つ
こ
と
の
で
き
る
無
量
の
戒
を

具
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
心
は
如
何
に
徴

小
の
戒
で
あ
っ
て
も
遵
守
す
る
と
い
う
訓
練
か
ら
具
わ
っ
て
く
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
道
宣
の
戒
体
論
構
成
の
基
盤
的

役
割
を
こ
の
浬
藥
経
が
果
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
同
じ
く
随
戒
釈
相
篇
で
は
先
に
も
述
べ
た
世
間
戒
と
性
戒
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の
問
題
が
、
菩
薩
戒
の
本
質
を
探
求
す
る
上
で
考
察
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
も
浬
梁
経
聖
行
品
（
大
正
十
二
・
四
三
三
ａ
）
の
見
解
が
示

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

又
浬
藥
第
十
一
巻
下
文
云
。
菩
薩
持
一
一
息
世
殻
嫌
戒
一
与
二
性

重
一
無
し
別
。
広
有
一
明
文
記
息
世
戒
者
、
即
白
四
溺
磨
所
し
得
、

諸
文
如
レ
彼
恒
須
二
細
読
記
（
大
正
四
○
・
七
一
ｂ
）

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
息
世
識
嫌
戒
と
性
重
戒
と
の
差
別
優
劣
は
な

い
と
い
う
。
聖
行
品
で
は
息
世
識
嫌
戒
に
つ
い
て
三
十
四
項
目
に

わ
た
り
説
か
れ
て
い
る
が
、
護
法
を
現
実
の
宗
教
界
の
在
り
方
へ

ま
た
そ
れ
を
取
り
巻
く
諸
相
の
中
で
実
現
し
て
い
く
こ
と
と
、
空

性
を
中
心
と
し
て
具
体
的
な
持
戒
を
重
視
す
る
こ
と
を
強
調
す
る

の
で
あ
る
。
‐
戒
律
と
は
時
代
地
域
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
性
格
を

も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
制
意
の
奥
に
あ
る
仏
の
真
意
す
な
わ

ち
正
法
を
明
ら
か
に
し
て
受
け
と
る
琴
へ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
ま
た
菩
薩
思
想
の
実
践
的
な
内
容
は
た
と
え
ば
初
地
と
い
っ

て
も
、
現
実
的
に
は
非
常
に
高
い
心
境
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
は
る

か
な
階
梯
に
至
り
得
ぬ
者
は
破
戒
の
可
能
性
を
具
備
し
て
い
る
か

ら
、
護
罪
法
を
ま
ず
手
だ
て
と
し
て
進
修
し
て
い
く
、
へ
き
で
あ
る

と
い
う
の
が
道
宣
の
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
五
・
十
・
具
足

・
菩
薩
戒
を
重
楼
的
に
受
戒
し
て
い
く
中
国
仏
教
の
戒
観
を
意
義

⑧

づ
け
る
こ
と
の
論
拠
で
あ
る
。

先
に
み
た
戒
律
の
概
念
に
つ
い
て
の
諸
考
察
が
、
そ
れ
で
は
具

体
的
な
事
相
の
判
釈
の
上
で
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
ま
た
浬
藥

経
は
行
事
紗
の
中
で
こ
の
点
に
関
し
て
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

こ
れ
ま
で
に
お
い
て
、
道
宣
は
自
ら
の
戒
の
理
念
の
形
成
の
た

め
に
浬
藥
経
か
ら
次
の
点
を
受
容
し
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ

ち
、
仏
陀
制
戒
の
精
神
を
ど
こ
ま
で
も
探
究
し
、
本
性
清
浄
菩
薩

戒
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
小
乗
戒
に
対
す
る
観
念
を
打

破
し
、
大
乗
の
講
学
に
お
い
て
の
戒
律
軽
視
の
思
潮
を
批
判
し
て
、

一
仏
乗
戒
を
主
張
す
る
こ
と
、
ま
た
翻
っ
て
衆
生
の
現
実
の
修
道

に
お
い
て
は
、
律
儀
戒
を
は
じ
め
護
持
禁
戒
に
お
い
て
こ
そ
仏
性

は
見
証
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
道
宣
は
浬
梁
経
か
ら
受
け
と
ろ

う
と
し
て
い
る
・
こ
れ
ら
戒
の
本
質
に
つ
い
て
の
所
説
は
、
大
乗
経

典
の
中
で
も
浬
藥
経
し
か
果
し
え
な
い
戒
観
の
主
張
で
あ
り
、
道

宣
が
広
く
仏
教
思
想
全
体
の
中
か
ら
、
戒
律
の
真
の
精
神
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
て
行
事
紗
を
撰
述
し
て
い
く
た
め
に
は
不
可
欠

の
も
の
で
あ
っ
た
。
浬
藥
経
の
戒
観
に
よ
っ
て
行
事
紗
の
戒
の
本

質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
大
き
な
思
想
的
幅
と
奥
行
き
が
加

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
教
界
に
お
い
て
浬
藥
経
の
重
き
を
考

え
れ
ば
行
事
紗
が
益
々
説
得
力
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

二

10



く
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
八
不
浄
物
受
蓄
の
問
題
を
通
し
て
事
・

修
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

大
乗
に
お
い
て
戒
を
考
え
る
場
合
、
在
家
出
家
共
に
三
毒
の
内

の
負
欲
の
問
題
は
き
わ
め
て
微
妙
な
様
相
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
在
家
に
お
い
て
菩
薩
行
を
修
す
る
に
は
慈
悲
行
と
し
て
の

布
施
、
と
り
わ
け
財
施
を
実
行
す
る
た
め
に
は
小
蓄
財
は
肯
定
さ

れ
る
し
積
極
的
な
意
義
を
も
つ
。
し
か
し
出
家
の
形
態
を
と
っ
て

菩
薩
行
を
修
す
る
と
な
る
と
財
貨
の
備
蓄
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
に
し

て
も
そ
の
誘
惑
も
多
く
な
り
、
，
そ
の
取
り
扱
い
に
は
複
雑
な
点
も

多
い
。
こ
こ
浬
藥
経
に
お
い
て
も
四
十
巻
の
中
で
二
十
数
箇
所
に

わ
た
り
不
浄
物
受
蓄
が
説
か
れ
る
が
、
そ
の
あ
た
り
の
教
界
の
複

雑
な
事
情
を
反
影
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
道
宣
の
言

う
八
不
浄
物
受
蓄
と
は
、
出
家
比
丘
菩
薩
が
蓄
え
て
は
な
ら
な
い

八
種
の
も
の
で
、
田
宅
園
林
、
種
植
生
種
、
貯
積
穀
帛
、
畜
養
人

僕
、
養
繋
禽
獣
、
銭
宝
貴
物
、
藍
褥
釜
鍍
、
象
金
飾
淋
及
び
諸
重

物
を
い
う
。
ち
な
み
に
浬
藥
経
に
は
八
種
の
名
称
を
順
次
あ
げ
た

と
こ
ろ
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
定
型
化
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
曇

延
や
慧
遠
ら
中
国
の
浬
藥
経
研
究
者
が
聖
行
品
の
経
説
（
大
正
十
二

・
四
三
二
ａ
以
下
）
を
八
種
に
ま
と
め
て
定
型
化
し
た
説
を
重
視
し

参
照
し
て
、
四
分
律
宗
の
伝
統
の
上
で
道
宣
が
踏
襲
し
て
項
目
だ

⑨

て
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
こ
の
八
不
浄
財
に
つ
い
て
は
標
宗
顕
徳
篇
に
お
い
て
、
戒

法
に
違
反
す
る
者
が
多
け
れ
ば
法
滅
を
招
く
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
の
具
体
的
な
例
に
浬
藥
経
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

混
藥
中
、
由
二
諸
比
丘
不
℃
持
レ
戒
故
畜
二
八
不
浄
財
『
言
二
是

仏
聴
記
如
何
此
人
舌
不
二
巻
縮
↓
広
如
二
彼
説
記
（
大
正
四
○

。
－
ハ
ａ
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
浬
藥
経
の
こ
の
相
当
部
分
と
思
わ
れ
る
文

は
八

若
有
四
説
言
三
如
来
聴
し
畜
二
奴
脾
僕
使
如
レ
是
之
物
一
舌
則
巻
縮
。

（
大
正
十
二
・
三
九
一
ｂ
）

と
あ
る
如
来
性
品
の
文
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
奴
脾
・
僕
使

な
ど
を
不
浄
物
と
理
解
し
へ
こ
れ
ら
の
受
蓄
を
堅
く
誠
し
め
、
こ

れ
が
法
滅
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
浬
藥
経

と
共
に
行
事
紗
の
基
本
的
な
把
握
の
仕
方
で
あ
る
。

次
に
随
戒
釈
相
篇
で
は
蓄
銭
宝
戒
に
つ
い
て
、
道
宣
の
八
不
浄

財
に
つ
い
て
の
子
細
な
検
討
が
み
ら
れ
る
。
他
の
捨
堕
法
と
比
較

し
て
多
く
の
字
数
を
費
し
て
い
る
し
、
こ
の
中
で
浬
藥
経
の
財
物

受
蓄
の
経
説
を
多
く
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
四

分
律
戒
本
の
捨
堕
法
す
な
わ
ち
三
十
尼
薩
耆
波
逸
提
法
第
十
八
の

戒
条
の
本
文
を
あ
げ
て
み
る
と
、
。
「
若
し
比
丘
、
自
手
に
て
金
銀
、

若
し
は
銭
を
取
り
、
若
し
は
人
に
教
え
て
取
り
、
Ｊ
若
し
は
口
に
受
〃
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く
く
し
と
す
る
者
は
、
尼
薩
耆
波
逸
提
な
り
」
（
大
正
一
三
・
一
○

一
七
ｃ
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
金
・
銀
・
銭
の
意
味
す
る

も
の
を
道
宣
は
八
不
浄
物
（
財
）
と
拡
大
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

受
け
取
り
方
は
自
手
捉
・
教
人
捉
・
置
地
受
の
三
種
で
あ
り
、
戒

文
の
意
味
か
ら
は
、
負
心
捉
宝
ま
た
は
受
銭
法
で
あ
り
、
必
ず
し

も
「
蓄
え
る
」
と
い
う
意
味
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て

も
四
分
律
宗
の
相
伝
で
あ
る
こ
と
や
、
浬
渠
経
で
「
蓄
え
る
」
が

強
調
さ
れ
て
い
る
経
意
を
う
け
て
、
蓄
銭
宝
に
転
化
し
て
受
け
と

る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
道
宣
は
こ
の
戒
に
つ
い
て
の
仏
陀
制
戒
の
因
由
を
次
の

三
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
第
一
は
誹
誘
を
息
め
ん
が
た
め
、
第
二

は
闘
誇
を
減
せ
ん
が
た
め
、
第
三
は
聖
種
節
検
し
て
貧
り
を
止
め

ん
が
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
八
不
浄
財
に
つ
い
て
は
、

あ
く
ま
で
も
出
家
者
に
限
定
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
古
来
よ

り
「
沙
門
四
患
」
す
な
わ
ち
婬
・
酒
・
邪
命
・
銭
宝
の
中
の
銭
宝

に
ふ
く
ま
れ
る
と
い
う
。
こ
の
八
種
の
財
物
に
よ
っ
て
、
「
皆
貧
り

を
長
じ
、
道
を
壊
し
、
梵
行
を
汚
染
し
て
、
微
果
を
得
る
こ
と
あ

る
が
故
に
、
不
浄
と
名
づ
く
る
な
り
」
（
大
正
四
○
・
六
九
ｃ
）
と
い

う
。
そ
し
て
蓄
財
の
開
許
に
つ
い
て
は
、
大
乗
の
経
典
は
機
教
と

も
に
急
で
あ
り
、
小
乗
は
と
も
に
緩
で
あ
る
か
ら
、
大
乗
で
は
蓄

財
は
理
に
反
す
る
か
ら
重
罪
を
科
し
、
小
乗
で
は
事
に
違
反
す
る

か
ら
軽
罪
と
す
る
の
だ
と
会
通
す
る
。
そ
し
て
大
機
は
こ
の
制
戒

に
堪
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
小
機
（
小
乗
）
は
そ
れ
に
堪
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
蓄
財
を
開
許
す
る
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
・

ま
た
続
い
て
八
財
の
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
開
遮
を
検
討
し
て
い

く
の
で
、
こ
こ
で
は
今
そ
れ
ぞ
れ
を
要
約
し
な
が
ら
、
そ
の
開
遮

の
事
相
の
中
で
、
実
際
の
戒
の
運
用
の
上
で
浬
梁
経
が
ど
の
よ
う

に
道
宣
に
受
容
さ
れ
る
の
か
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
田
宅
・
園
林
に
つ
い
て
は
、
個
人
的
に
は
一
人
分
の
小
房
の

受
蓄
は
ゆ
る
さ
れ
る
。
ま
た
僧
伽
の
四
方
僧
物
と
し
て
一
切
衆
生

の
た
め
に
用
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
僧
伽
が
受
蓄
し
て
よ
い
と
す
る
。

②
種
植
生
種
に
つ
い
て
は
、
僧
伽
の
た
め
で
あ
れ
ば
受
蓄
で
き

る
が
、
個
人
と
し
て
は
ゆ
る
さ
れ
画
。

③
貯
積
穀
帛
に
つ
い
て
は
、
昔
か
ら
三
十
六
石
ま
で
は
ゆ
る
す

と
い
う
説
が
善
生
経
に
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
善

生
経
を
検
討
し
て
み
た
が
そ
の
様
な
記
述
は
な
い
と
い
う
。
そ
こ

で
こ
の
制
旨
を
経
論
に
た
ず
ね
て
み
る
と
、
そ
れ
は
浬
藥
経
如
来

性
品
（
大
正
十
二
。
四
○
三
ｂ
）
に
み
ら
れ
る
と
し
て
、
経
意
を
要

約
し
て
取
り
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

浬
樂
云
。
声
聞
僧
者
無
し
有
二
積
聚
記
所
謂
奴
脾
僕
使
庫
蔵
穀

米
塩
鼓
胡
麻
大
小
諸
豆
、
若
自
手
作
し
食
自
磨
自
舂
、
種
種

非
法
故
。
若
有
廻
説
言
三
如
来
聴
し
畜
二
非
法
物
「
舌
則
巻
縮
。
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（
大
正
四
○
・
七
○
ａ
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
律
蔵
を
正
し
く
伝
持
す
る

声
聞
に
お
い
て
は
、
穀
物
や
種
や
布
な
ど
の
受
蓄
を
開
許
し
な
い

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
涌
経
、
坐
禅
な
ど
の
遊
行
の
た
め
の

道
路
糧
と
し
て
受
蓄
す
る
の
は
、
そ
の
分
量
と
期
間
を
限
っ
て

ゆ
る
さ
れ
る
が
、
浄
人
に
説
浄
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と

す
る
。④

蓄
諸
憧
僕
に
つ
い
て
は
、
個
人
と
僧
伽
に
つ
い
て
複
雑
に
か

ら
み
あ
う
が
、
僧
伽
で
も
奴
・
使
人
・
園
民
婦
を
受
蓄
で
き
な
い

が
、
し
か
し
、
死
ぬ
ま
で
三
帰
五
戒
を
受
持
す
る
人
（
浄
人
）
で

あ
れ
ば
僧
伽
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
比
丘
僧
伽
は

男
子
、
比
丘
尼
僧
伽
は
女
子
の
浄
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
。
道
宣
は
時
の
教
界
の
諸
伽
藍
で
は
女
人
を
蓄
え
、
奴
脾
を
売

買
し
て
い
る
が
、
婬
の
み
な
ら
ず
盗
を
も
犯
す
こ
と
に
な
る
と
警

告
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
十
調
律
の
無
福
の
十
施
を
あ
げ
て
、

「
女
人
」
を
出
家
者
（
男
子
）
に
施
す
者
は
福
徳
に
な
ら
ぬ
と
し
て

い
る
。
ち
な
み
に
無
福
の
十
施
を
あ
げ
て
み
る
と
、
女
人
、
戯
具
、

画
二
男
女
合
像
「
酒
、
非
法
語
、
器
仗
大
刀
、
悪
薬
、
悪
牛
、
教
し

他
作
二
如
レ
是
施
一
で
あ
る
と
い
う
。

⑤
蓄
畜
生
に
つ
い
て
は
、
一
切
の
野
鳥
獣
は
受
蓄
す
尋
へ
き
で
は

な
い
。
し
か
し
比
丘
が
受
け
る
こ
と
を
拒
否
す
る
と
そ
の
鳥
獣
が

殺
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
に
は
守
護
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し

て
野
鳥
獣
の
売
買
が
聖
教
に
違
反
し
、
能
施
者
も
罪
を
か
さ
ね
る

こ
と
に
な
る
こ
と
を
浬
樂
経
（
所
在
不
明
）
の
説
と
し
て
あ
げ
、
ま

た
常
住
僧
物
と
し
て
田
宅
園
林
車
馬
奴
脾
な
ど
を
受
け
る
に
は
五

人
以
上
で
構
成
さ
れ
る
僧
伽
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
、
ま
た
牛

馬
に
乗
る
の
は
老
・
病
の
比
丘
に
限
る
こ
と
を
あ
げ
る
。

⑥
畜
銭
宝
に
つ
い
て
は
、
元
来
よ
り
自
ら
の
負
心
で
蓄
え
よ
う

と
す
る
場
合
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
し
か
し
病
気
の
時
な
ど
薬
を
買

う
場
合
は
ゆ
る
さ
れ
る
が
、
浄
人
が
扱
う
、
へ
き
で
あ
り
、
僧
伽
へ

の
施
与
の
場
合
で
も
浄
人
の
扱
い
に
限
り
、
個
人
の
た
め
の
受
蓄

は
ゆ
る
さ
な
い
と
す
る
ｐ

⑦
託
褥
釜
銭
に
つ
い
て
は
、
刻
鍾
の
大
淋
は
金
宝
で
な
け
れ
ば

よ
い
し
、
蔑
褥
も
限
ら
れ
た
大
き
さ
の
も
の
な
ら
ば
よ
い
し
、
生

活
の
諸
雑
器
も
鉄
。
銅
・
陶
器
な
ら
ば
個
人
の
受
蓄
も
よ
い
と
す

↓
（
》
Ｏ

⑧
像
金
飾
肱
お
よ
び
諸
重
物
に
つ
い
て
は
、
米
の
他
は
一
切
の

穀
物
を
蓄
え
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
米
以
外
の
容
器
は
不
用
で
あ

り
、
ま
た
器
仗
が
施
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
が
殺
人
の
具
と
な
ら

ぬ
よ
う
僧
伽
で
壊
わ
す
今
へ
き
で
あ
り
、
ま
た
楽
器
が
施
さ
れ
た
場

合
は
浄
人
に
依
頼
し
て
処
分
す
等
へ
き
で
あ
り
、
金
宝
な
ど
の
施
物

は
施
主
に
返
還
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
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こ
れ
ま
で
道
宣
の
八
不
浄
物
に
つ
い
て
の
理
解
を
要
約
し
て
み

て
き
た
が
、
受
蓄
の
開
遮
に
つ
い
て
の
ま
と
め
と
し
て
、
ま
た
開

遮
判
釈
の
規
準
の
基
本
精
神
を
掲
げ
る
た
め
に
、
浬
藥
経
如
来
性

品
（
大
正
十
二
・
四
○
二
ｂ
ｌ
ｃ
）
で
論
じ
て
い
る
。
少
し
長
い
引

用
に
な
る
が
す
な
わ
ち
、

浬
藥
云
、
若
有
レ
人
言
、
如
来
憐
二
感
一
切
衆
生
「
善
知
二
時

宜
一
説
し
軽
為
し
重
説
し
重
為
し
軽
、
観
。
知
我
等
弟
子
記
有
し
人

供
給
所
須
無
し
乏
如
レ
是
之
人
、
仏
則
不
レ
聰
レ
受
。
畜
一
切
八

不
浄
物
壬
若
諸
弟
子
、
無
二
人
供
須
一
時
世
饒
饅
飲
食
難
し
得
、

為
し
欲
四
護
二
持
建
ョ
立
正
１
法
「
我
聴
下
弟
子
受
ゴ
畜
奴
脾
金
銀

車
乗
田
宅
穀
米
一
売
中
易
所
須
坤
錐
一
Ｆ
聴
受
ユ
蕾
如
レ
是
等
物
「

：
要
須
レ
浄
二
施
篤
信
檀
越
記
如
レ
是
四
法
所
レ
応
二
依
止
記
我
為
二

肉
眼
諸
衆
生
一
説
二
是
四
依
「
終
不
下
為
二
慧
眼
者
一
説
竺
若
有
一
一

三
蔵
一
反
二
上
説
一
者
亦
不
し
応
し
依
。
又
説
二
八
不
浄
財
「
十
余

‐
処
文
皆
極
殴
破
不
レ
令
二
畜
服
記
又
云
、
若
優
婆
塞
知
三
此
比

・
丘
破
戒
受
。
畜
八
法
「
不
し
応
二
給
施
記
又
不
し
応
下
以
二
袈
裟
因

縁
一
恭
敬
礼
拝
与
若
共
二
僧
事
「
死
堕
二
地
獄
や
（
大
正
四
○
・

七
○
ｃ
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
浬
藥
経
の
引
文
は
、
如
来
は
あ
ら
ゆ

る
衆
生
を
憐
感
す
る
こ
と
か
ら
、
衆
生
の
時
機
を
知
っ
て
軽
戒
と

し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
場
合
に
よ
っ
て
は
重
罪
と
し
、

重
戒
と
し
て
説
い
て
も
軽
罪
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
先
の
軽
戒
の

戒
体
は
遮
戒
の
た
め
性
業
で
は
な
い
の
で
軽
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
受
蓄
は
過
患
が
多
い
か
ら
重
罪
と
す
る
。
ま
た
重
戒
の
破

戒
で
も
そ
れ
は
修
道
の
資
け
と
な
る
場
合
は
軽
罪
と
す
る
。
こ
れ

ら
は
如
来
の
方
便
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
弟
子
の
迷
い

の
実
相
を
よ
く
観
知
し
て
八
財
の
受
蓄
は
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
と

い
う
。
し
か
し
例
外
と
し
て
、
必
要
な
も
の
の
供
給
の
な
い
場
合

や
、
儀
鐘
で
飲
食
の
得
難
い
場
合
、
正
法
を
護
持
建
立
し
よ
う
と

す
る
場
合
で
、
浄
施
を
条
件
と
す
る
に
限
っ
て
、
奴
蝉
や
金
銀
・

車
乗
・
田
宅
・
穀
米
を
受
蓄
し
た
り
、
売
易
す
る
こ
と
も
ゆ
る
す

と
す
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
正
法
護
持
の
た
め
、
ま
た
修
道
者

⑩

の
生
命
維
持
の
た
め
の
非
常
時
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
・
そ
し
て

邪
正
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
肉
眼
の
者
（
声
聞
乗
）
の
た

め
に
こ
そ
法
の
四
依
は
説
か
れ
た
の
で
あ
り
、
慧
眼
者
（
菩
薩
乗
）

の
た
め
に
は
説
く
必
要
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
も
し
法
の
四
依
に

違
反
す
る
三
蔵
が
あ
れ
ば
依
止
す
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
浬
樂
経

の
十
余
処
の
所
説
は
す
べ
て
受
蓄
を
ゆ
る
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
不
浄
財
を
受
蓄
す
る
出
家
者
に
袈
裟
を
著
け
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
恭
敬
礼
拝
す
る
在
家
信
者
も
、
ま
た
受
蓄
者
と
僧
伽
の

諸
事
を
共
に
す
る
出
家
者
も
双
方
と
も
死
し
て
地
獄
に
堕
す
る
こ

と
に
な
る
と
い
』
フ
。
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こ
れ
ま
で
の
引
文
が
ま
た
道
宣
の
理
解
と
い
っ
て
よ
い
が
、
次

い
で
十
輪
経
諸
天
女
問
四
大
品
（
大
正
十
三
，
六
八
九
ｂ
）
と
浬
藥

経
を
要
約
し
て
、
経
律
の
証
文
の
通
結
と
す
る
。
す
な
わ
ち

十
輪
経
説
、
拠
下
不
し
知
二
持
犯
一
者
必
並
須
二
恭
敬
記
又
浬
藥

経
、
窮
終
極
教
、
不
し
用
亦
得
。
以
二
護
法
一
故
小
小
非
し
要
。

（
大
正
四
○
・
七
○
Ｃ
ｌ
七
一
ａ
）

と
い
う
。
つ
ま
り
蓄
妻
、
挾
子
の
出
家
者
で
も
恭
敬
礼
拝
す
べ
き

で
あ
る
な
ど
と
い
う
十
輪
経
の
説
は
、
浬
盤
経
の
精
神
か
ら
は
ゆ

る
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
十
輪
経
は
不
了
義
経
で
あ
る
か
ら
、

了
義
経
に
依
止
す
れ
ば
不
用
で
あ
り
、
浬
藥
は
護
法
の
事
で
あ
る

か
ら
重
く
、
十
輪
は
俗
信
の
存
続
を
図
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
際
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
が
行
事
妙
の
標
宗
顕
徳
篇
、
随
戒
釈
相
篇
に
お
け
る
八
不

浄
財
の
論
説
で
あ
り
、
随
戒
釈
相
篇
で
は
蓄
銭
宝
戒
の
戒
相
に
つ

い
て
こ
の
後
は
結
罪
の
軽
重
を
論
じ
、
交
易
罪
の
多
少
に
つ
い
て

の
子
細
な
検
討
に
は
い
る
。
在
家
主
義
に
立
っ
た
菩
薩
戒
と
い
っ

て
も
出
家
菩
薩
は
具
象
面
に
お
い
て
は
、
負
著
を
離
れ
る
こ
と
を

基
本
と
す
る
か
ら
、
財
物
の
受
蓄
や
犯
し
た
場
合
の
出
罪
法
、
財

物
の
処
理
の
仕
方
は
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
道
宣
の
現
実
的
な
関

心
と
し
て
も
高
い
事
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
非
家

住
・
非
定
住
・
常
乞
食
の
出
家
生
活
が
維
持
さ
れ
て
お
れ
ば
、
・
出

家
者
の
蓄
財
は
そ
れ
自
体
さ
け
ら
れ
る
が
、
僧
院
化
し
て
定
住
化

す
る
と
蓄
財
の
問
題
は
惹
起
し
て
来
る
し
、
律
令
国
家
体
制
下
に

⑪

お
い
て
出
家
者
の
定
住
化
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
初
唐
の
教
界
に
お

い
て
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

大
乗
仏
教
と
い
え
ど
も
出
家
者
は
制
戒
を
守
り
、
大
乗
の
心
境
で

受
持
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
八
不
浄
財
受
蓄
に
つ
い

て
も
開
遮
は
浬
藥
経
に
よ
っ
て
厳
格
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
出
家
菩

薩
や
比
丘
や
僧
伽
は
不
必
要
な
財
物
は
蓄
え
る
べ
き
で
は
な
く
、

負
著
に
つ
な
が
る
の
で
こ
れ
が
厳
し
く
誠
し
め
ら
れ
る
。
し
か
し

事
相
に
つ
い
て
子
細
な
判
釈
で
は
浬
梁
経
か
ら
具
体
的
な
影
響
は

少
な
く
、
む
し
ろ
小
戒
を
軽
罪
と
す
る
固
定
し
た
戒
観
を
批
判
し
、

大
胆
に
理
の
面
か
ら
護
持
の
重
要
性
を
主
張
す
る
の
に
浬
藥
経
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
浬
梁
経
は
正
法
護
持
の
た
め
の
破

戒
（
蓄
財
）
に
限
り
開
許
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
も
道
宣
は
非

常
時
の
例
外
と
し
て
受
け
と
る
が
、
時
機
に
相
応
し
て
い
く
戒
観

の
弾
力
性
を
示
し
た
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
の
で
あ
る
。

仏
陀
の
本
来
の
戒
律
の
探
求
を
意
図
し
た
道
宣
に
と
っ
て
、
浬

盤
経
の
受
用
の
特
徴
を
た
ず
ね
て
み
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
道
宣

は
浬
藥
経
に
よ
っ
て
性
や
理
の
面
で
の
一
仏
乗
戒
の
高
い
理
念
を

『

小

結
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受
用
し
、
ま
た
衆
生
は
護
罪
法
を
手
だ
て
と
し
つ
つ
大
乗
の
志
を

確
立
し
て
い
く
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
の
で
あ
る
。
小
乗
戒
は
事
・

修
に
偏
執
す
る
欠
点
が
あ
る
の
で
、
理
・
性
の
面
で
意
義
づ
け
る

た
め
に
大
乗
浬
藥
経
の
戒
律
観
は
受
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
事
・
修
の
具
体
的
な
実
践
の
方
規
は
律
蔵
が
整
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
か
ら
、
律
蔵
に
対
し
て
大
乗
思
想
の

上
か
ら
そ
の
形
式
化
し
た
固
執
を
批
判
し
つ
つ
、
新
た
に
本
来
的

根
拠
を
与
え
る
浬
藥
経
は
、
四
分
律
を
中
心
と
し
つ
つ
も
大
乗
の

戒
律
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
道
宣
に
と
っ
て
は
、
そ
の
構
想
の
骨

格
の
と
こ
ろ
で
強
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
菩
薩
戒
経
と
い
わ
れ
る
梵
網
経
や
菩
薩
地
持
経
や
菩

薩
善
戒
経
な
ど
の
思
想
的
影
響
が
さ
ほ
ど
顕
著
で
な
い
こ
と
や
引

用
回
数
の
少
な
い
こ
と
か
ら
比
較
し
て
み
て
も
、
浬
樂
経
の
果
し

た
役
割
の
大
き
さ
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
戒
律
の
事
象
面

に
お
い
て
も
浬
梁
経
に
よ
っ
て
八
不
浄
物
の
受
蓄
が
厳
し
く
戒
め

ら
れ
る
面
が
知
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
浄
肉
と
し
て
律
蔵
で
は
ゆ
る

さ
れ
る
肉
食
が
浬
藥
経
な
ど
を
根
拠
と
し
た
不
食
肉
の
思
想
に
転

化
し
て
い
く
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
浬
樂
経
は
安
易
な
律
儀
戒
思

想
の
形
式
主
義
に
対
し
て
、
自
利
利
他
、
正
法
久
住
を
旨
と
す
る

菩
薩
思
想
の
現
実
化
と
し
て
律
蔵
を
広
い
法
の
視
点
で
重
視
す
る
。

こ
の
浬
藥
経
仏
性
戒
思
想
が
道
宣
に
よ
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
受
容

さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
た
。
ま
た
こ
う
し
た
浬
藥
経
と
行
事

抄
の
重
層
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
戒
律
観
は
後
の
中
国
仏
教
に
限
ら

ず
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
、
ま
た
新
た
な

展
開
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

行
事
紗
に
お
け
る
浬
藥
経
の
受
容
に
つ
い
て
更
に
明
確
に
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
他
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
の
検
討
、
他
の
経
論
の

受
容
と
の
比
較
、
四
分
律
宗
の
浬
藥
経
受
容
の
歴
史
、
浬
樂
経
の

側
か
ら
行
事
抄
を
み
る
こ
と
な
ど
多
く
の
課
題
を
残
す
こ
と
に
な

る
が
、
後
日
を
期
し
た
い
。

註
記

①
安
藤
俊
雄
「
北
魏
浬
築
学
の
伝
統
と
初
期
の
四
論
師
」
（
横
超
慧

日
編
著
『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
一
九
七
○
・
平
楽
寺
書
店
所
収
一
八

七
頁
以
下
）
参
照
。

②
宮
林
昭
彦
「
道
宣
の
末
法
観
」
（
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
通
信
」
第
七

四
号
所
収
）
。

③
川
口
高
風
「
四
分
律
行
事
紗
に
あ
ら
わ
れ
た
引
用
典
籍
の
研
究
」

（
「
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
・
研
究
紀
要
」
第
六
号
）
参
照
。

④
般
若
経
系
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
践
観
は
浬
藥
経
に
包
摂
さ
れ
て

い
る
と
理
解
し
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
智
度
論
は
引
用

回
数
行
で
あ
る
。
ま
た
法
華
経
に
つ
い
て
は
、
平
川
彰
「
道
宣
の
法

華
経
観
」
（
坂
本
幸
男
編
著
「
法
華
経
の
中
国
的
展
開
」
一
九
七
五

・
平
楽
寺
書
店
所
収
三
一
九
頁
以
下
）
参
照
。
そ
こ
で
は
、
「
道

宣
は
律
蔵
を
重
要
視
し
、
そ
の
教
理
的
基
礎
づ
け
に
唯
識
の
教
理
を
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採
用
し
た
。
し
か
し
、
悉
有
仏
性
や
自
性
清
浄
心
の
教
理
に
立
脚
し

て
い
た
か
ら
、
彼
の
思
想
に
は
一
乗
経
で
あ
る
法
華
経
と
合
致
す
る

点
は
あ
っ
た
。
故
に
法
華
経
を
尊
重
し
て
い
た
が
、
し
か
し
、
特
に

法
華
経
を
他
の
経
典
よ
り
も
取
り
た
て
て
重
要
視
し
た
と
は
い
え
な

い
」
と
述
↓
へ
ら
れ
る
。

⑤
土
橋
秀
高
著
「
戒
律
の
研
究
」
一
九
八
○
・
永
田
文
昌
堂
二
一

五
・
二
三
九
頁
以
下
参
照
。

⑥
同
右
掲
害
一
九
三
頁
以
下
参
照
。

⑦
拙
稿
「
道
宣
の
出
家
学
仏
道
観
」
．
（
佐
々
木
教
悟
編
著
『
戒
律
思

想
の
研
究
』
一
九
八
一
・
平
楽
寺
書
店
所
収
三
九
六
頁
以
下
）
参

照
。

③
同
右
掲
稿
三
九
六
頁
以
下
参
照
。

⑨
境
野
黄
洋
著
『
国
訳
大
蔵
経
・
附
録
・
戒
律
研
究
上
』
一
九
二
八

．
国
民
文
庫
刊
行
会
刊
、
三
二
三
頁
参
照
。

⑩
同
右
掲
書
三
九
六
頁
以
下
参
照
。

⑪
道
端
良
秀
著
『
唐
代
仏
教
史
の
研
究
』
一
九
五
七
・
法
蔵
館
、
三

五
七
頁
以
下
参
照
。
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