
・
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
に
お
け
る
如
来
蔵
（
佛
性
）
思
想
に
対
す
る
研
究
は
、

学
界
周
知
の
如
く
、
一
九
五
○
年
に
宝
性
諭
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
校
定
本

閃
餌
目
晶
○
吋
ゆ
く
ぎ
ぽ
樹
Ｐ
旨
い
ご
酔
哩
脚
口
○
ヰ
色
目
国
貝
圖
断
再
昌
が
国
・
国
．

］
。
ｇ
の
８
国
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
以
来
、
幾
多
の
研
究
成
果
と
し
て
わ

れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
こ
こ
に

関
説
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
、
〃
如

来
蔵
（
佛
性
）
思
想
は
、
宝
性
論
に
お
い
て
そ
の
思
想
が
体
系
的
に
大
成

さ
れ
た
〃
と
い
う
見
解
が
、
イ
シ
ド
佛
教
研
究
の
立
場
か
ら
現
今
の
学
界

に
お
け
る
定
説
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宝
性
論
に
お
い
て
体
系
的

に
表
明
さ
れ
て
い
る
思
想
を
も
っ
て
如
来
蔵
（
佛
性
）
思
想
と
設
定
す
る

こ
と
が
定
着
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
如
来
蔵
（
佛
性
）
思
想
は
、
宝
性
論
の
註
釈
者
ダ
ル

マ
リ
ン
チ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
大
乗
佛
教
の
根
幹
で
あ
る
般
若
空
観
思
想
を

発
展
展
開
せ
し
め
た
所
謂
〃
無
の
有
・
無
宗
の
宗
″
と
し
て
、
空
観
思
想

の
真
の
方
便
分
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
チ
。
ヘ
ッ
ト
の
伝
承
に
よ
る
弥
勒

の
五
部
論
に
お
け
る
員
菌
目
‐
ｇ
具
国
と
し
て
の
第
五
論
、
す
な
わ
ち
、
．

高
崎
直
道
著

「
如
来
蔵
思
想
の
形
成
‐
’

ｌ
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
思
想
研
究
Ｉ

小

II|

乗

二
分
別
（
法
法
性
分
別
論
と
中
辺
分
別
論
）
か
ら
二
荘
厳
（
大
乗
荘
厳
経

論
と
現
観
荘
厳
論
）
へ
と
い
う
順
序
を
ふ
ま
え
た
大
乗
佛
教
の
究
党
論

（
員
冨
昌
‐
冨
貝
目
・
最
上
な
る
要
義
）
と
さ
れ
て
い
る
。
般
若
空
観
思
想

を
最
も
正
当
に
具
体
化
し
た
の
が
、
そ
の
方
便
分
と
し
て
の
如
来
蔵
（
佛

性
）
思
想
・
宝
性
論
で
あ
る
と
い
う
こ
の
ダ
ル
↓
、
リ
ン
チ
ェ
ン
の
見
解
か

ら
、
必
然
的
に
か
れ
の
註
釈
害
で
は
唯
識
思
想
の
見
解
に
対
す
る
批
判
も

重
要
な
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
空
観
思
想
の
真
の

方
便
分
と
し
て
展
開
し
た
如
来
蔵
（
佛
性
）
思
想
を
、
唯
識
思
想
に
対
す

る
批
判
を
踏
え
っ
っ
解
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

も
と
よ
り
こ
れ
は
、
十
四
’
五
世
紀
に
在
世
し
た
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
と

い
う
チ
ベ
ッ
ト
の
学
僧
の
佛
教
観
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
か
れ
の
立

場
は
、
佛
教
に
佛
（
覚
者
）
か
ら
人
間
（
凡
夫
）
へ
と
い
う
下
向
的
な
還

相
面
と
、
人
間
か
ら
佛
へ
と
い
う
上
向
的
な
往
相
面
と
の
二
面
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
前
者
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

人
間
の
心
の
分
析
を
通
し
て
迷
い
か
ら
悟
り
へ
と
上
向
的
に
転
識
得
智
し

て
い
く
唯
識
的
な
あ
り
方
に
対
し
て
、
佛
か
ら
示
さ
れ
た
難
知
難
見
の
悉

有
佛
性
（
本
性
清
浄
）
と
い
う
事
実
を
ひ
た
す
ら
敬
信
し
讃
嘆
し
て
い
く

あ
り
方
に
、
究
寛
的
な
佛
教
の
態
を
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
が
思
想
化
さ
れ
た
初
期
か
ら
中
期
に

お
い
て
、
中
観
か
ら
唯
識
へ
と
い
う
展
開
の
中
で
両
者
が
相
対
す
る
も
、

後
期
に
至
る
と
そ
れ
ら
両
者
の
融
合
が
は
か
ら
れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
空
観

的
な
あ
り
方
が
優
位
を
占
め
る
中
で
〃
光
明
に
輝
く
本
性
（
心
性
）
・
本

性
清
浄
″
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
思
想

史
的
な
経
過
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
単
な
る
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
個
人
の
佛
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さ
て
、
本
書
「
如
来
蔵
思
想
の
形
成
」
は
、
序
論
「
如
来
蔵
思
想
の
定

義
」
（
一
’
三
六
頁
）
、
第
一
篇
「
如
来
蔵
思
想
の
形
成
」
（
三
七
’
三

六
六
頁
）
、
第
二
篇
「
如
来
蔵
思
想
前
史
」
（
三
六
七
’
七
四
二
頁
）
、
結

論
「
如
来
蔵
思
想
形
成
史
」
（
七
四
三
’
七
七
九
頁
）
か
ら
成
り
、
そ
れ

に
索
引
、
文
献
目
録
な
ど
が
一
○
六
頁
に
わ
た
っ
て
附
さ
れ
、
都
合
九
百

頁
に
も
及
ぶ
大
著
で
あ
る
。
ま
た
、
本
書
の
著
作
目
的
は
、
弓
宝
性
論
』

に
至
る
〈
如
来
蔵
思
想
〉
の
形
成
の
過
程
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
諸
資
料

を
全
面
的
に
、
出
来
る
限
り
精
査
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

著
者
自
ら
が
述
、
へ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
内
容
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず
序
論
で
は
、
第
一
に
「
〈
如
来
蔵

思
想
〉
と
は
」
何
か
、
と
い
う
根
本
問
題
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
如
来
蔵

（
佛
性
）
思
想
は
、
中
国
↓
日
本
の
佛
教
に
お
い
て
種
々
に
問
題
と
さ
れ

て
き
た
関
係
上
、
イ
ン
ド
佛
教
史
か
ら
見
れ
ば
、
変
形
さ
れ
改
作
さ
れ
た

形
で
大
乗
佛
教
の
重
要
な
思
想
と
し
て
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本

書
で
は
、
従
来
の
諸
食
の
研
究
成
果
に
基
い
て
、
「
〈
如
来
蔵
思
想
〉
と
は

「
宝
性
論
」
が
そ
の
目
的
を
も
っ
て
書
か
れ
た
と
こ
ろ
の
所
釈
の
教
理
内

容
を
さ
す
名
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
さ
し
当
っ
て
の
作

業
仮
設
と
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
、
イ
ン
ド
佛
教
の
立
場
か
ら
は
現
段

階
に
お
い
て
き
わ
め
て
妥
当
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
「
本
研
究
の
目
的
、
方
法
、
範
囲
」
と
し
て
、
検
討
の
対
象
と

教
観
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
背
景
に
基
い
た
も
の
と
も
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
序
論
の
概
略
で
あ
る
が
、
第
三
に
お
い
て
宝
性
論
の
概
要
が
述

曇
へ
ら
れ
て
い
る
中
で
、
宝
性
論
が
、
如
来
の
法
身
と
真
如
と
種
姓
と
い
う

三
義
に
基
い
て
．
切
衆
生
悉
有
如
来
蔵
（
３
門
ぐ
四
の
騨
斥
乱
切
冨
昏
凋
ゅ
菌
：

甥
Ｈ
ｇ
目
）
」
と
い
う
句
を
分
析
し
て
い
る
点
（
本
書
二
一
頁
）
に
つ
い
て
、

第
一
の
「
衆
生
は
如
来
蔵
で
あ
る
」
と
第
三
の
「
衆
生
の
蔵
は
如
来
性
で

あ
る
」
と
い
う
解
釈
は
思
想
的
に
同
一
内
容
と
見
な
さ
れ
る
が
、
第
二
の

「
衆
生
の
蔵
は
如
来
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
は
思
想
的
に
そ
れ
ら
と
相
異

し
て
い
る
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
は
、
ま

、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
し
く
「
か
れ
ら
衆
生
た
ち
の
蔵
命
目
目
四
）
は
如
来
に
し
て
真
如
で
あ

な
っ
た
文
献
資
料
の
取
り
扱
い
方
が
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
文
献
を
、

一
、
宝
性
論
所
引
の
如
来
蔵
を
説
く
経
論
、

二
、
宝
性
論
に
引
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
如
来
蔵
思
想
が
説
か
れ
て
い

る
経
論
、

三
、
如
来
蔵
思
想
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
思
わ
れ
る
経
論
、

と
い
う
三
グ
ル
ー
プ
に
区
別
し
、
第
一
と
第
二
と
に
対
す
る
精
査
を
も
っ

て
第
一
篇
と
し
、
第
三
に
対
す
る
精
査
を
も
っ
て
第
二
篇
と
し
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
、
今
回
の
検
討
に
お
い
て
は
唯
識
説
と
の
交
流
を
前
提
と
す

る
経
論
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
研
究
対
象
の
範
囲
か
ら
除
い

て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
三
に
「
〈
如
来
蔵
説
〉
の
基
本
描
造
」
と
し
て
、
宝
性
諭
の
基
本
構

造
を
略
説
す
る
中
で
、
如
来
蔵
説
に
関
す
る
諸
概
念
を
摘
出
し
、
そ
の
概

要
を
述
尋
へ
て
い
る
。
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守る
」
と
読
ま
れ
る
寺
へ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
チ

ベ
ッ
ト
訳
で
は
烏
冨
匡
口
蝋
①
甥
己
四
宮
烏
房
匡
ロ
ュ
ロ
、
①
日
切
３
口

、
、
、
、
、

号
§
函
唱
勘
旨
冒
（
如
来
の
真
如
が
か
れ
ら
衆
生
た
ち
の
蔵
で
あ
る
）

と
訳
出
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
如
来
と
真
如
（
蔵
）
の
結

合
関
係
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
冨
局
日
四
目
胃
昌
Ｐ
に
読
ま
れ
、
チ
ベ

ッ
ト
訳
で
は
菌
９
日
巨
秘
に
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
の
相
異
で
あ
る
。
こ

の
場
合
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
チ
尋
ヘ
ッ
ト
訳
の
誤
訳
（
或
は
意
図
的
な

改
訳
）
で
あ
る
か
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
所
依
と
な
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原

本
で
は
現
存
の
テ
キ
ス
ト
の
如
く
冨
昏
樹
四
３
ｍ
３
昏
胃
ｇ
と
あ
っ
た
の

で
は
な
く
、
ｇ
昏
尉
鼻
目
鼻
富
国
貫
或
は
ｓ
昏
凋
騏
冨
の
蔚
曾
吾
旦
恩
）

と
あ
っ
た
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
こ
の

よ
う
な
梵
蔵
の
相
異
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
宝
性
論
に
お
い
て
「
衆

生
の
蔵
が
如
来
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
「
如
来
の
真
如
で
あ
る
」
と
い
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
そ
の
思
想
的
内
容
か
ら
し
て
少
し
く
疑
念
が
残
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
．
宝
性
論
の
註
釈
者
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
見
解
に
従

い
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
ぬ
が
、
と
も
あ
れ
如
来
蔵
系
の
経

典
に
お
い
て
「
衆
生
の
蔵
が
如
来
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
場
合
は
不

問
に
す
る
と
し
て
、
そ
の
如
来
蔵
説
を
思
想
的
に
体
系
化
し
て
論
述
し
て

い
る
論
書
（
獣
叩
煎
餌
）
と
し
て
の
宝
性
論
に
お
い
て
そ
れ
が
説
か
れ
て
い

る
場
合
は
、
論
全
体
の
思
想
性
か
ら
検
討
を
要
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
が
〃
衆
生
の
蔵
と
し
て
衆
生
に
内
在
し
て
い
る
の
は
、

法
性
で
あ
っ
て
法
身
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
真
如
で
あ
っ
て
如
来
で
は

な
い
″
〃
如
来
蔵
は
因
位
的
に
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
果
位
的
に
理
解
す

る
の
は
宝
性
論
の
本
意
で
な
い
〃
等
々
と
強
調
し
て
い
る
点
に
留
意
し
た

い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
如
来
蔵
と
は
、
諸
法
の
法
性
を
有
的
に
表
現
し

た
も
の
で
あ
り
、
あ
た
か
も
唯
識
説
の
三
性
説
に
お
け
る
依
他
起
性
に
も

相
当
す
尋
へ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
勝
義
（
法

身
）
と
世
俗
（
衆
生
）
と
の
基
底
に
お
い
て
差
別
な
く
、
そ
れ
故
に
、
法

身
と
衆
生
と
の
即
一
性
平
等
性
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。
如
来
蔵
が
あ
る

が
故
に
、
法
身
（
法
界
）
と
衆
生
界
と
は
一
界
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

あ
た
か
も
依
他
起
性
が
あ
る
が
故
に
、
遍
計
所
執
性
が
円
成
実
性
と
し
て

転
識
得
智
し
う
る
こ
と
に
も
対
比
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
要
は
、
如
来
の

真
如
と
し
て
の
諸
法
の
法
性
が
、
原
始
経
典
に
お
い
て
は
縁
起
と
表
現
さ

れ
、
中
観
説
で
は
空
性
と
表
現
さ
れ
、
唯
識
説
で
は
依
他
起
性
と
表
現
さ

れ
、
如
来
蔵
説
で
は
佛
性
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現

の
意
図
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
法
性
（
呂
胃
‐

日
四
国
）
を
佛
性
（
冒
呂
目
‐
目
鼻
ロ
）
と
表
現
し
た
そ
の
意
図
を
尊
重
す

る
と
き
、
宝
性
論
に
お
い
て
「
昌
働
目
の
義
は
胃
目
（
因
）
の
義
で
あ

る
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
因
（
胃
目
）
と
は

何
か
、
と
い
わ
れ
れ
ば
、
諸
法
の
法
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
如
来
の
法
身

の
遍
満
性
、
如
来
の
真
如
の
平
等
性
、
如
来
の
種
姓
の
有
性
と
し
て
説
明

さ
れ
る
と
い
う
図
式
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
一
篇
「
如
来
蔵
思
想
の
形
成
」
は
四
章
か
ら
成
る
が
、
第
一
章
「
如

来
蔵
系
経
典
の
三
部
経
」
は
、
宝
性
論
が
そ
の
如
来
蔵
説
の
論
説
に
当
っ

て
最
も
重
用
し
た
「
如
来
蔵
経
」
「
不
増
不
滅
経
」
と
「
勝
鬘
経
」
と
に

対
す
る
検
討
で
あ
る
。

’
一
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第
一
節
「
如
来
蔵
経
」
で
は
、
第
一
に
は
「
宝
性
論
が
そ
の
如
来
蔵
説

を
展
開
す
る
に
当
っ
て
の
最
も
基
本
的
な
典
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
経

典
」
が
如
来
蔵
経
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
具
体
的
に
示
さ
れ
、
第

二
に
は
、
こ
の
経
の
主
題
と
内
容
が
概
観
さ
れ
、
続
い
て
、
如
来
蔵
経
の

主
眼
点
を
説
示
す
る
意
味
に
お
い
て
、
第
三
に
は
、
如
来
蔵
経
に
説
か
れ

る
九
職
に
お
い
て
如
来
蔵
と
し
て
の
衆
生
の
内
な
る
法
性
が
ど
の
よ
う
な

用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
の
種
食
の
用
例
が
枚
挙
さ
れ
、
第
四
に
は
、

如
来
蔵
経
に
基
き
つ
つ
如
来
蔵
の
蔵
（
咽
号
冒
）
の
意
味
と
そ
の
先
行
思

想
と
に
つ
い
て
関
説
さ
れ
、
第
五
に
は
、
如
来
蔵
経
に
お
い
て
個
号
富

と
並
ん
で
大
事
な
役
を
果
し
て
い
る
ロ
菖
匡
（
宝
蔵
）
と
い
う
用
例
が

「
法
蔵
目
自
己
鯉
口
匡
冨
と
し
て
の
如
来
蔵
」
と
し
て
検
討
さ
れ
、
第
六

に
は
ハ
煩
悩
に
蔽
わ
れ
て
い
る
如
来
に
等
し
い
法
性
の
開
発
が
、
衆
生
↓

菩
薩
↓
如
来
と
い
う
次
第
で
行
な
わ
れ
て
い
く
こ
と
が
経
中
に
指
示
さ
れ

て
い
る
用
例
を
示
し
、
最
後
に
第
七
に
は
、
如
来
蔵
経
は
、
内
な
る
法
性

の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
に
主
力
を
注
ぎ
、
垢
（
煩
悩
）
の
浄
化
と
い
う

点
を
、
後
続
の
二
経
に
托
し
た
と
い
う
結
び
を
与
え
て
い
る
。

第
二
節
「
不
増
不
減
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
不
増
不
滅
経
と
宝
性
論

と
の
関
係
が
示
さ
れ
、
第
二
に
は
、
不
増
不
滅
経
の
内
容
が
概
観
さ
れ
、

続
い
て
、
如
来
と
衆
生
界
と
は
一
界
で
あ
っ
て
増
減
な
き
こ
と
を
説
く
本

経
の
主
眼
点
が
、
第
三
に
は
衆
生
と
衆
生
界
と
し
て
、
第
四
に
は
衆
生
界

の
三
特
質
の
中
の
第
一
と
第
二
で
あ
る
「
相
応
」
と
「
不
相
応
」
と
し
て
、

第
五
に
は
衆
生
界
の
第
三
特
質
と
し
て
検
討
さ
れ
る
中
で
、
特
に
界

（
号
弾
ロ
）
の
意
義
な
ど
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
終
り
に
第
六
に
は
、
本
経

に
お
け
る
衆
生
界
三
種
法
の
部
分
が
和
訳
さ
れ
て
い
る
。
“

第
三
節
「
勝
霊
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
著
名
な
勝
鬘
経
の
内
容
概
観

を
試
み
る
こ
と
は
不
要
で
あ
る
こ
と
を
断
わ
り
、
第
二
に
は
、
如
来
蔵
の

説
示
を
中
心
と
し
た
勝
鬘
経
の
内
容
を
概
観
し
て
い
る
。
第
三
に
は
、
勝

迩
経
が
不
増
不
滅
経
の
思
想
を
よ
り
明
確
に
発
展
展
開
し
た
も
の
で
あ
る

点
を
、
両
経
の
内
容
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
析
的
に
説
明
し
、

第
四
に
は
、
勝
鍾
経
の
如
来
蔵
思
想
上
の
地
位
を
論
じ
、
本
経
が
如
来
蔵

思
想
を
も
っ
て
究
寛
一
乗
思
想
の
基
本
と
し
た
こ
と
に
よ
り
大
乗
佛
教
中

に
お
け
る
如
来
蔵
説
の
地
位
を
確
立
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
二
章
「
如
来
蔵
と
佛
性
」
は
、
前
章
の
三
部
経
に
は
使
用
さ
れ
て
い

な
い
「
佛
性
（
ｇ
豊
富
‐
自
製
目
）
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
浬
盤
経

の
系
統
の
一
群
の
経
典
ｌ
「
浬
藥
経
」
「
央
掘
魔
羅
経
」
「
大
法
鼓
経
」

「
大
薩
遮
尼
乾
子
所
説
経
」
ｌ
に
対
す
る
検
討
で
あ
る
。

第
一
節
「
浬
藥
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
著
名
な
浬
桑
経
の
各
種
の
文

献
を
紹
介
し
、
第
二
に
は
、
浬
鑿
経
の
主
題
で
あ
る
如
来
常
住
説
が
如
来

蔵
説
を
主
張
す
る
た
め
の
導
入
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
点
を
論
じ
て
い

る
。
続
い
て
、
浬
樂
経
に
お
け
る
如
来
蔵
説
示
と
し
て
の
如
来
性
品
第
十

三
を
中
心
に
、
第
三
に
は
、
第
十
三
品
に
至
る
ま
で
の
前
十
二
品
に
お
け

る
曾
昏
凋
鼻
⑳
１
個
号
冨
と
号
弾
ロ
と
の
用
語
例
を
検
討
し
、
第
四
に

は
、
如
来
性
品
第
十
三
の
如
来
蔵
説
を
用
例
に
即
し
つ
つ
論
じ
、
第
五
に

は
、
文
字
品
第
十
四
以
下
に
お
け
る
如
来
蔵
説
に
関
す
る
目
ぽ
し
い
用
例

を
検
討
し
、
も
と
よ
り
一
闘
提
論
に
も
関
説
し
て
い
る
。
第
六
に
は
、
こ

の
経
に
お
け
る
如
来
法
身
と
如
来
蔵
と
の
関
係
を
如
来
常
住
と
四
波
羅
蜜

と
に
関
す
る
用
例
に
お
い
て
検
討
し
、
最
後
に
第
七
に
は
、
浬
築
経
の
如

来
蔵
思
想
に
お
け
る
地
位
を
論
じ
、
如
来
蔵
（
国
目
掛
算
四
１
盟
号
富
）
を
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佛
性
（
冒
呂
盲
‐
目
凹
言
）
と
換
言
し
て
、
如
来
蔵
説
を
抽
象
化
し
た
点

を
評
価
し
、
「
佛
性
」
と
い
う
語
は
浬
樂
経
の
創
造
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
二
節
「
央
掘
魔
羅
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
か
の
有
名
な
ア
ン
グ
リ

↓
、
－
ラ
（
指
鬘
外
道
）
の
物
語
を
語
る
本
経
の
内
容
を
概
観
し
、
第
二
に

は
、
本
経
に
見
出
さ
れ
る
如
来
蔵
説
の
概
要
を
紹
介
し
、
第
三
に
は
、
本

経
に
お
け
る
「
如
来
蔵
説
の
意
義
」
と
題
し
て
、
央
掘
魔
羅
経
に
お
け
る

如
来
蔵
説
示
の
用
例
を
通
覧
し
、
第
四
に
は
、
そ
の
特
色
を
界
（
号
弾
ロ
）

と
へ
密
意
〉
Ｉ
如
来
秘
密
蔵
と
の
二
点
で
検
討
し
、
最
後
に
第
五
に
は
、

本
経
の
位
置
を
論
じ
、
浬
渠
経
↓
央
掘
魔
羅
経
↓
入
拐
伽
経
と
い
う
関
係

の
上
で
そ
の
系
譜
を
見
て
い
る
。

第
三
節
「
大
法
鼓
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
大
法
鼓
経
の
内
容
が
概
観

さ
れ
、
第
二
に
は
、
本
経
に
お
け
る
隠
覆
の
説
と
し
て
の
如
来
蔵
説
を
真

我
と
し
て
の
如
来
蔵
と
し
て
捉
え
、
第
三
に
は
、
そ
の
如
来
蔵
説
が
極
め

て
楽
観
的
な
徹
底
し
た
一
乗
説
の
上
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
特
色
と
し

て
挙
げ
、
最
後
に
第
四
に
は
、
本
経
の
位
置
を
浬
梁
経
や
央
掘
魔
羅
経
と

の
関
係
の
上
で
論
じ
て
い
る
が
結
論
を
出
す
に
は
到
っ
て
い
な
い
。

第
四
節
「
大
薩
遮
尼
乾
子
所
説
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
本
経
の
内
容

が
概
観
さ
れ
、
「
薩
遮
尼
乾
子
経
と
菩
薩
行
方
便
境
界
神
変
経
」
と
の
関

係
が
論
じ
ら
れ
、
第
二
に
は
、
そ
の
如
来
蔵
説
が
総
じ
て
因
中
有
果
論
的

な
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
り
、
如
来
蔵
経
↓
浬
梁
経
↓
大
法
鼓
経
、
央
掘

魔
羅
経
の
延
長
線
上
の
も
の
で
特
に
加
え
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
用
例
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
。
最
後
に
第
三
に
は
、
本
経
の
一
乗

章
第
四
を
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
に
基
い
て
和
訳
し
、
そ
の
一
乗
説
の
特
色
を
法
華

経
や
勝
堂
経
、
大
法
鼓
経
、
或
は
般
若
経
等
へ
の
言
及
の
中
で
論
じ
て
い

づ
（
ぜ
。

第
三
章
「
如
来
蔵
と
種
姓
」
は
、
種
姓
命
○
笥
蝕
）
の
概
念
を
重
視
す
る

中
で
如
来
蔵
を
説
く
「
大
雲
経
」
「
大
乗
十
法
経
」
に
対
す
る
検
討
で
あ

づ
。
。

第
一
節
「
大
雲
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
大
雲
経
の
漢
訳
と
チ
ベ
ッ
ト

訳
と
の
相
異
に
つ
い
て
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
第
二
に
は
、
チ
、
ヘ
ッ
ト

訳
に
基
い
た
本
経
の
内
容
が
概
観
さ
れ
、
第
三
に
は
、
本
経
の
如
来
蔵
説

が
、
Ａ
如
来
蔵
、
Ｂ
如
来
種
姓
、
Ｃ
不
断
佛
種
、
Ｄ
常
住
不
変
の
法
性
、

と
い
う
観
点
か
ら
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
れ
ら
の
用
例
を
摘
出
す
る

中
で
挙
げ
て
い
る
。
最
後
に
第
四
に
は
、
本
経
の
位
置
が
論
じ
ら
れ
、
不

増
不
減
経
↓
大
雲
経
↓
浬
渠
経
と
い
う
仮
設
の
下
で
、
浬
藥
経
に
帰
せ
ら

れ
て
い
る
如
来
常
住
説
の
創
始
を
こ
の
大
雲
経
の
上
に
見
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

第
二
節
「
大
乗
十
法
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
大
乗
十
法
経
に
見
出
さ

れ
る
唯
一
回
の
「
如
来
蔵
」
の
用
例
を
挙
げ
、
第
二
に
は
、
そ
れ
が
本
経

全
体
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
る
か
に
留
意
し
つ
つ
住
種
姓
菩

薩
所
修
の
十
法
を
中
心
に
本
経
の
内
容
を
順
次
に
概
観
し
、
第
三
に
は
、

本
経
の
位
置
を
論
じ
如
来
蔵
系
経
典
の
う
ち
で
は
最
後
に
位
置
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

第
四
章
「
如
来
蔵
と
ア
ー
ラ
ャ
識
」
は
、
大
乗
荘
厳
経
論
が
宝
性
論
に

引
か
れ
て
い
る
点
や
、
琉
伽
論
が
宝
性
論
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
点
な
ど
か
ら
、
如
来
蔵
説
と
唯
識
説
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、

唯
識
説
関
係
の
諸
煮
の
典
籍
が
検
討
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

時
期
に
到
っ
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
一
章
で
あ
る
。
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第
一
節
「
概
観
」
で
は
、
如
来
蔵
説
と
唯
識
説
と
の
交
流
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
の
唯
識
説
の
諸
文
献
に
対
す
る
検
討
は
、
次
の
課
題
と
し
て
本

書
で
は
省
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
の
展
望
を
概
観
す
る
に
止
め
、

附
論
と
し
て
、
唯
識
説
を
受
け
入
れ
た
経
典
で
、
し
か
も
如
来
蔵
に
も
言

及
し
て
い
る
「
金
光
明
経
」
と
、
如
来
蔵
説
を
説
く
「
勝
鬘
経
」
と
唯
識

説
と
の
関
係
と
を
、
次
下
の
二
節
で
検
討
し
て
い
る
。

第
二
節
「
金
光
明
経
・
分
別
三
身
品
」
で
は
、
第
一
に
は
、
金
光
明
経

に
お
け
る
如
来
蔵
説
と
い
っ
て
も
、
如
来
蔵
の
語
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の

は
、
経
の
発
展
増
広
の
過
程
に
お
け
る
挿
入
部
分
の
一
部
で
あ
る
分
別
三

身
品
に
お
い
て
わ
ず
か
に
一
回
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
、
‐
本
経
に
如

来
蔵
説
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
追
求
し
、
そ
れ
が
如
来
蔵
説
の
発

展
の
中
で
ど
の
段
階
の
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
箇
所
を

検
討
し
、
第
二
に
は
、
金
光
明
経
の
佛
身
説
’
三
身
説
を
論
じ
、
第
三
に

は
、
法
身
を
中
心
に
汚
れ
の
浄
化
の
問
鼬
を
修
道
論
と
し
て
論
じ
、
最
後

に
第
四
に
は
、
こ
の
分
別
三
身
品
の
作
者
が
唯
識
説
に
通
じ
宝
性
論
を
も

知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
結
ん
で
い
る
。

第
三
節
「
勝
霊
経
と
唯
識
思
想
」
で
は
、
第
一
に
は
、
本
経
が
唯
識
説

と
無
縁
で
あ
っ
て
も
、
唯
識
思
想
の
形
成
に
何
ら
か
の
役
割
を
持
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
を
な
し
、
第
二
以
下
で
勝
霊
経
の
中
に
見

出
さ
れ
る
特
色
あ
る
諸
点
を
検
討
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
で
は
無

始
時
来
界
の
偶
を
、
第
三
で
は
心
法
智
を
、
第
四
で
は
自
性
清
浄
心
と
刹

那
減
を
、
第
五
で
は
無
明
住
地
を
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
、
唯
識
思
想
が
形

成
さ
れ
て
い
く
た
め
の
何
ら
か
の
役
割
を
そ
れ
ら
の
上
に
設
定
し
て
い
る
。

第
六
の
「
結
び
」
で
は
、
勝
重
経
が
説
い
て
い
る
如
来
蔵
の
染
浄
依
持
は

第
二
篇
「
如
来
蔵
思
想
前
史
」
は
四
章
か
ら
成
る
が
、
第
一
章
「
如
来

蔵
思
想
の
二
源
泉
」
は
、
如
来
蔵
思
想
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し

た
と
見
ら
れ
る
経
典
と
し
て
、
ま
ず
宝
性
論
に
経
名
だ
け
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
「
般
若
経
」
「
法
華
経
」
を
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
。

第
一
節
「
般
若
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
宝
性
論
に
二
回
の
挙
名
が
見

ら
れ
る
般
若
経
に
対
す
る
検
討
を
ふ
ま
え
、
如
来
蔵
説
（
宝
性
論
）
が
般

若
経
を
乗
り
超
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
両
者
の
関
係
を
明
示
す
る
と

共
に
、
随
生
（
騨
口
且
弾
巴
と
そ
の
理
由
と
し
て
の
真
如
の
無
差
別
と
を

め
ぐ
っ
て
般
若
経
と
如
来
蔵
説
と
の
関
係
を
検
討
す
る
必
要
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
ま
ず
、
第
二
に
は
、
宝
性
論
が
対
象
と
し
て
い

る
般
若
経
が
二
万
五
千
頌
で
あ
っ
た
と
し
て
差
支
え
な
い
文
献
上
の
問
題

を
検
討
し
、
そ
の
上
で
随
生
と
真
如
と
の
問
題
に
関
し
て
、
第
三
に
は

「
如
来
と
真
如
」
と
題
し
て
般
若
経
に
お
け
る
真
如
に
関
す
る
用
例
を
、

第
四
に
は
「
法
性
、
法
界
、
法
身
」
の
用
例
を
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
の

中
で
「
法
身
」
と
い
う
術
語
が
般
若
経
の
中
に
固
定
し
て
い
な
い
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
さ
ら
に
第
五
に
は
、
こ
の
随
生
の
問

題
に
つ
い
て
、
三
乗
と
種
姓
と
に
関
す
る
用
例
を
検
討
し
、
第
六
に
は
、

原
始
経
典
以
来
の
「
自
性
清
浄
心
」
に
つ
い
て
般
若
経
中
の
用
例
を
そ
の

類
似
表
現
を
も
含
め
て
列
挙
し
、
そ
れ
が
「
畢
寛
空
・
離
」
と
説
明
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
明
か
し
、
そ
れ
が
後
続
の
大
乗
諸
経
典
の
基
本
線
と
な
っ

た
と
し
て
い
る
。

不
完
全
で
あ
り
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
説
の
導
入
な
し
に
は
完
結
し
な
い
も
の
と

論
じ
て
い
る
。
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第
二
節
「
法
華
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
宝
性
論
に
唯
一
回
の
挙
名
が

あ
る
法
華
経
に
つ
い
て
そ
れ
に
関
連
す
る
用
例
を
法
華
経
中
か
ら
挙
げ
、

第
二
に
は
、
法
華
経
が
如
来
蔵
思
想
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
を
「
法

華
経
論
」
の
内
容
を
概
観
す
る
中
で
検
討
し
、
そ
こ
に
お
い
て
如
来
蔵
思

想
が
法
華
経
の
一
乗
思
想
の
帰
結
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
点
を

見
出
し
、
第
三
に
は
、
法
華
経
論
の
検
討
に
基
い
て
、
法
華
経
と
如
来
蔵

説
と
の
直
接
的
な
関
連
を
探
り
、
法
華
経
思
想
を
代
表
す
る
諸
用
例
を
列

挙
す
る
中
で
法
華
経
の
一
乗
説
が
二
乗
廻
心
的
（
二
乗
方
便
的
）
な
よ
り

徹
底
し
た
一
乗
説
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
二
章
「
菩
薩
と
如
来
種
姓
（
１
）
」
は
、
大
乗
菩
薩
道
の
内
包
す
る

一
つ
の
重
要
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
如
来
蔵
思
想
形
成
の
重
要
な
一
要
素

で
あ
る
種
姓
命
○
首
“
）
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
宝
積
経
・
迦
葉
品
」
「
維

摩
経
」
に
対
す
る
検
討
で
あ
る
。

第
一
節
「
宝
積
経
・
迦
葉
品
」
で
は
、
第
一
に
は
、
迦
葉
品
の
内
容
を

概
観
し
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
当
面
の
主
題
に
関
わ
る
二
点
を
、
第
二
に

「
佛
子
と
し
て
の
菩
薩
」
と
し
、
第
三
に
「
聖
種
姓
ｌ
心
の
清
浄
性
」
と

し
て
、
多
く
の
用
例
を
も
っ
て
検
討
し
て
い
る
。
最
後
に
第
四
に
は
「
そ

の
他
の
諸
概
念
」
と
し
て
、
迦
葉
品
に
お
い
て
如
来
蔵
説
と
関
連
の
あ
る

諸
用
例
を
、
「
四
顛
倒
と
四
法
印
」
「
客
塵
煩
悩
」
「
本
性
清
浄
」
「
不

浄
中
に
堕
し
た
宝
石
」
と
し
て
簡
単
に
検
討
し
て
い
る
。

第
二
節
「
維
摩
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
維
摩
経
が
宝
性
論
に
は
直
接

的
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
維
摩
経
に
「
如
来
種
姓
品
」
と
い

う
一
品
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
検
討
の
対
象
と
し
た
こ
と
を
述
ぺ
、

第
二
に
は
、
如
来
種
姓
品
に
お
け
る
如
来
種
姓
の
問
題
を
、
「
菩
薩
の
道
」

「
如
来
の
種
姓
（
家
系
）
」
「
菩
薩
の
家
族
」
の
諸
点
に
関
す
る
用
例
の
中

で
検
討
し
、
第
三
に
は
「
そ
の
他
の
諸
概
念
」
を
、
「
自
性
清
浄
心
と
本

性
清
浄
」
「
法
身
、
法
界
、
真
如
」
の
上
で
検
討
し
て
い
る
。
最
後
に
第

四
に
は
、
「
如
来
種
姓
命
○
首
Ｐ
）
」
の
語
が
維
摩
経
に
は
見
出
さ
れ
る

が
、
般
若
経
や
宝
積
経
（
迦
葉
品
）
に
は
見
出
さ
れ
な
い
点
を
問
題
と
し
、

如
来
種
姓
と
い
う
語
を
度
々
使
用
す
る
華
厳
経
（
次
章
で
検
討
）
と
そ
の

類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
首
傍
厳
三
味
経
」
を
検
討
し
、
こ
の
経
が

如
来
蔵
思
想
の
一
淵
源
と
し
て
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
ん
で

い
る
。第

三
章
「
菩
薩
と
如
来
種
姓
（
Ⅱ
）
」
は
、
如
来
種
姓
の
語
を
よ
く
使

用
し
て
如
来
蔵
説
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る

「
華
厳
経
」
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
入
法
界
品
」
「
十
地
経
」
「
性
起
経
」

に
対
す
る
検
討
で
あ
る
。

第
一
節
「
入
法
界
品
」
で
は
、
第
一
に
は
、
こ
の
著
名
な
入
法
界
品
に

対
す
る
概
略
を
述
べ
、
第
二
に
は
、
入
法
界
品
に
お
け
る
「
生
如
来
家
」

を
如
来
蔵
説
に
関
す
る
重
要
な
観
念
と
し
て
そ
の
用
例
を
詳
し
く
列
挙
し
、

第
三
に
は
、
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、
入
法
界
品
に
お
け
る
「
種
姓
論
の
特

色
」
と
そ
れ
に
よ
る
入
法
界
品
の
位
置
を
論
じ
、
そ
れ
が
如
来
蔵
説
形
成

に
お
い
て
、
特
に
〈
如
来
蔵
〉
と
い
う
語
の
採
用
に
際
し
て
最
も
大
き
な

影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。

第
二
節
「
十
地
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
宝
性
論
と
十
地
経
と
の
間
接

的
な
関
連
を
用
例
を
も
っ
て
明
か
し
、
第
二
に
は
、
十
地
経
に
お
け
る
十

地
と
種
姓
と
の
関
連
性
を
検
討
し
、
十
地
経
に
お
い
て
如
来
蔵
説
に
発
展

す
る
よ
う
な
種
姓
論
は
な
い
と
断
言
す
る
に
至
る
内
容
を
論
じ
、
第
三
に
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は
、
十
地
経
に
お
い
て
如
来
蔵
説
と
関
連
し
そ
う
な
点
を
「
法
界
と
唯
心
」

と
題
し
て
論
じ
、
次
節
に
検
討
す
る
性
起
経
こ
そ
が
、
華
厳
経
に
お
け
る

如
来
蔵
説
の
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

第
三
節
「
性
起
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
宝
性
論
と
性
起
経
と
の
関
係

を
明
か
し
つ
つ
、
性
起
経
な
し
で
は
如
来
蔵
説
の
成
立
し
え
な
か
っ
た
こ

と
を
論
じ
、
第
二
で
は
、
性
起
経
に
お
け
る
「
如
来
出
現
」
の
意
味
を
検

討
し
、
続
い
て
性
起
経
に
お
け
る
重
要
な
概
念
と
し
て
の
「
如
来
種
姓
」

を
第
三
に
、
「
如
来
秘
密
」
を
第
四
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
も
っ
て
検

討
し
て
い
る
。

第
四
章
「
法
身
と
如
来
業
」
は
、
「
如
来
蔵
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い

な
い
が
、
！
宝
性
論
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
見
な
れ
さ
る
「
智
光

明
荘
厳
経
」
「
陀
羅
尼
自
在
王
経
」
を
含
む
「
大
集
経
」
に
対
す
る
検
討

で
あ
る
。

。
第
一
節
「
智
光
明
荘
厳
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
こ
の
経
の
ピ
ブ
リ
オ

グ
ラ
フ
ィ
を
簡
単
に
述
尋
へ
、
第
二
に
は
、
本
経
の
内
容
を
概
観
し
、
そ
の

教
理
上
の
主
要
点
を
、
第
三
に
「
不
生
不
滅
の
法
門
’
九
職
」
、
第
四
に

「
菩
提
即
大
悲
ｌ
特
に
菩
提
の
十
六
相
に
つ
い
て
ｌ
」
と
し
て
、
そ

れ
ら
の
具
体
例
を
検
討
し
、
第
五
に
は
、
こ
の
経
に
お
け
る
如
来
蔵
説
を

論
じ
、
こ
の
経
が
如
来
業
に
重
点
を
お
い
て
、
性
起
経
を
直
線
的
に
利
用

し
て
い
る
点
を
論
じ
る
中
で
、
如
来
蔵
経
↓
智
光
明
荘
厳
経
↓
不
増
不
滅

経
と
い
う
過
程
を
予
想
し
て
い
る
。

第
二
節
「
陀
羅
尼
自
在
王
経
」
で
は
、
第
一
に
は
、
宝
性
論
が
こ
の
経

を
重
視
し
、
宝
性
論
の
大
綱
が
こ
の
経
に
基
い
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
、

第
二
に
は
、
本
経
の
「
大
綱
と
分
段
」
を
概
観
し
、
続
い
て
本
経
と
宝
性

以
上
に
概
観
し
た
第
一
篇
と
第
二
篇
と
が
本
書
に
お
け
る
本
論
で
あ
る
。

こ
の
本
論
で
は
、
如
来
蔵
説
に
直
接
間
接
に
関
係
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
る

経
論
（
但
し
唯
識
説
関
係
の
典
籍
は
除
か
れ
る
）
を
宝
性
論
を
規
準
と
し

て
取
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
精
査
し
た
、
い
わ
ば
如
来
蔵
説
に
関
す
る
詳
細

な
佛
典
解
題
辞
典
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
内
容
的
に
一
貫
し
て
い

る
の
は
、
取
り
あ
げ
た
文
献
の
内
容
を
ま
ず
概
観
し
、
続
い
て
如
来
蔵
説

に
関
係
深
い
と
思
わ
れ
る
用
語
例
を
精
査
し
網
羅
す
る
と
い
う
方
法
で
あ

る
。
従
っ
て
、
き
わ
め
て
彪
大
な
分
量
と
な
っ
て
い
る
の
は
や
む
を
得
な

論
と
を
関
係
づ
け
て
い
る
如
来
業
の
総
括
の
一
節
を
「
如
来
業
と
衆
生
」

と
し
て
第
三
に
紹
介
し
、
本
経
に
お
け
る
如
来
蔵
説
を
明
ら
か
に
す
る
意

味
で
「
自
性
清
浄
心
」
に
関
す
る
箇
所
を
第
四
に
、
「
界
（
農
弾
ロ
）
」
に

関
す
る
箇
所
を
第
五
に
挙
げ
て
い
る
。
最
後
に
第
六
に
は
、
「
本
経
の
位

置
と
大
集
経
」
と
題
し
て
論
じ
る
中
で
、
本
経
が
如
来
蔵
経
以
前
、
も
し

く
は
殆
ん
ど
同
時
期
の
成
立
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。

第
三
節
「
大
集
経
の
諸
品
」
で
は
、
第
一
に
は
、
大
集
経
の
構
成
内
容

を
概
観
し
、
前
節
で
検
討
し
た
陀
羅
尼
自
在
王
経
を
含
む
九
品
を
成
立
の

古
い
も
の
と
し
て
ま
と
め
、
第
二
に
は
、
陀
縦
尼
自
在
王
経
を
除
く
残
り

の
八
古
品
（
宝
女
所
間
経
、
海
苔
所
間
経
、
虚
空
蔵
所
問
経
、
宝
髻
所
間

経
、
無
尽
意
所
説
経
、
不
胸
菩
薩
品
、
無
言
菩
薩
品
、
不
可
説
菩
薩
品
）

の
内
容
を
概
観
し
、
第
三
に
は
、
そ
れ
ら
の
諸
品
の
内
容
を
「
自
性
清
浄

心
」
と
し
て
一
括
し
て
諸
用
例
を
検
討
し
、
第
四
に
は
「
そ
の
他
の
諸
概

念
」
と
し
て
「
種
姓
と
乗
」
「
法
界
と
衆
生
界
」
「
法
身
と
如
来
出
現
」

の
諸
点
を
検
討
し
て
い
る
。
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い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
精
査
し
た
す
べ
て
を
列
挙
し
網
羅
し
た
か

の
観
が
あ
り
、
時
に
は
取
捨
選
択
や
切
り
捨
て
の
必
要
を
感
じ
た
箇
所
も

な
い
で
は
な
い
。
ま
た
用
例
の
挙
げ
方
も
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い

が
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
著
と
も
な
れ
ば
や
む
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

本
論
の
中
で
提
示
さ
れ
て
い
る
種
々
の
問
題
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点

は
多
を
あ
る
が
、
い
ま
は
二
、
三
の
点
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。

第
一
は
、
「
佛
性
」
の
原
語
が
‐
巳
働
目
で
あ
る
関
係
か
ら
、
こ
の

号
弾
ロ
に
対
す
る
検
討
が
各
所
で
な
さ
れ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。

目
弾
目
と
い
う
語
に
は
語
意
が
多
く
取
り
扱
い
に
く
い
語
で
あ
り
、
漢
訳

で
も
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
で
も
、
言
葉
に
応
じ
て
訳
語
が
異
っ
て
い
る
こ
と
は
周

知
の
通
り
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
こ
の
目
算
ロ
が
使
わ
れ
て
い
る

「
衆
生
界
（
の
Ｐ
＃
ぐ
段
‐
目
弾
ロ
）
」
に
つ
い
て
、
佛
性
思
想
の
上
か
ら
、
衆
生

界
と
は
〃
衆
生
の
因
″
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
界
は
〃
法
性
″
の
こ
と
で

あ
る
と
す
る
著
者
の
指
摘
な
ど
に
注
目
し
た
い
。

第
二
は
、
般
若
経
を
精
査
し
た
結
果
、
般
若
経
に
は
「
法
身
」
と
い
う

術
語
が
へ
主
語
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
ず
、
い
ま
だ
固
定
し
て
い
な
い
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
佛
身
論
の
上
で
興
味
あ
る
事
実
と
い

え
よ
う
。

第
三
は
、
勝
鬘
経
に
対
す
る
検
討
の
結
果
、
染
浄
依
持
の
如
来
蔵
説
は

不
完
全
で
あ
り
、
そ
こ
に
ア
ー
ラ
ャ
識
説
の
導
入
が
必
然
的
に
必
要
と
さ

れ
る
、
と
い
う
著
者
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ

れ
は
著
者
の
持
論
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
、
本
書
の
「
結
論
」

に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
如
く
、
中
観
↓
如
来
蔵
↓
唯
識

と
い
う
思
想
の
展
開
が
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

結
論
「
如
来
蔵
思
想
形
成
史
」
は
、
上
来
の
精
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
結
果
に
基
い
て
、
如
来
蔵
思
想
の
思
想
形
成
史
を
総
括
し
た
も
の

で
あ
る
。

｜
「
如
来
蔵
系
経
典
の
訳
経
史
」
で
は
、
従
来
か
ら
の
漢
訳
灸
経
史
か

ら
知
ら
れ
る
関
連
諸
経
典
の
成
立
順
序
と
特
色
を
概
観
し
、
そ
の
結
果
と

し
て
、
訳
経
史
か
ら
見
た
如
来
蔵
思
想
の
変
遷
は
、
五
世
紀
に
如
来
蔵
系

経
典
群
の
成
立
↓
六
’
七
世
紀
中
葉
に
唯
識
説
と
の
交
渉
と
論
典
に
よ
る

組
織
化
↓
七
世
紀
中
葉
以
降
の
密
教
と
の
結
合
、
と
い
う
の
が
ほ
ぼ
当
を

得
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
尚
、
附
表
と
し
て
「
如
来
蔵
説
に

関
連
す
る
漢
訳
経
論
の
一
覧
」
表
が
附
さ
れ
て
い
る
。

二
「
〈
如
来
蔵
〉
を
め
ぐ
る
諸
概
念
の
展
開
史
」
で
は
、
如
来
蔵
思
想

の
素
材
と
な
っ
た
諸
概
念
、
す
な
わ
ち
、
仙
唱
茸
Ｐ
（
種
姓
）
、
②
自
性

清
浄
心
（
。
浮
国
）
、
③
界
（
巳
働
目
）
ｌ
法
界
、
衆
生
界
、
佛
性
、
④
如
来

と
法
身
、
⑤
如
来
蔵
、
⑥
秘
密
・
密
語
・
究
寛
論
ｌ
如
来
蔵
説
の
位
置
、

な
ど
の
展
開
の
跡
を
略
説
し
て
い
る
。
附
表
と
し
て
、
「
如
来
蔵
説
関
係

諸
概
念
展
開
表
」
が
附
さ
れ
、
「
如
来
蔵
系
経
論
系
統
図
」
（
七
六
九
頁
）

も
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

三
「
残
さ
れ
た
問
題
」
で
は
、
本
書
が
経
典
を
主
と
し
た
初
期
の
如
来

蔵
思
想
形
成
史
の
研
究
に
終
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
に
、
唯
識
思
想
と

の
交
渉
を
含
む
如
来
蔵
思
想
の
展
開
史
と
い
う
第
二
期
が
問
題
と
な
っ
て

く
る
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
唯
識
説
の
影
響
の
下
に
お
け

る
如
来
蔵
思
想
の
動
向
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
の
展
開
、
中

三
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以
上
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、

本
書
の
価
値
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
本
書
は
、
如
来
蔵
思
想
が
宝
性
論
に
お
い
て
体
系
化
さ
れ
る

に
至
る
ま
で
の
「
如
来
蔵
思
想
の
形
成
」
に
つ
い
て
の
文
献
学
的
研
究
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
宝
性
論
以
降
の
如
来
蔵
思
想
解
釈
の
展
開
の
跡
を
チ
ベ

ッ
ト
文
献
を
駆
使
し
て
克
明
に
辿
っ
た
ロ
．
ｍ
両
ロ
①
開
”
Ｆ
色
目
厭
○
風
①

目
目
鼻
目
盟
賦
咽
号
冨
鼻
自
習
笥
四
令
胃
勝
》
ご
語
）
と
並
ぶ
世
界

的
大
著
で
あ
り
、
こ
れ
ら
二
著
作
に
よ
っ
て
、
如
来
蔵
思
想
に
関
す
る
文

国
佛
教
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
の
展
開
、
密
教
と
の
関
連
性
、
等
交
の
問

題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

著
者
に
よ
る
如
来
蔵
思
想
の
展
開
史
の
概
観
に
よ
れ
ば
、
如
来
蔵
思
想

が
唯
識
説
の
理
論
を
導
入
し
て
学
説
を
組
織
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
唯
識

説
の
付
属
的
学
説
の
位
置
に
お
か
れ
、
や
が
て
唯
識
説
に
吸
収
さ
れ
て
し

ま
う
。
そ
し
て
長
い
隠
没
の
時
代
を
経
て
、
現
観
荘
厳
論
が
後
期
イ
ン
ド

佛
教
に
お
い
て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
時
期
に
、
そ
れ
と
共
に
宝
性

論
の
伝
承
が
復
活
し
、
如
来
蔵
思
想
が
も
う
一
度
ふ
り
か
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
、
と
い
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
如
来
蔵
思
想
の
展
開
の
歴
史

を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
本
書
の
研
究
に
続
い
て
の
第
二
期
如
来
蔵
思
想

展
開
史
の
研
究
が
〃
残
さ
れ
た
問
題
″
と
し
て
待
っ
て
い
る
。

献
学
的
研
究
は
、
残
さ
れ
た
問
題
が
あ
る
と
は
い
え
、
現
段
階
に
お
い
て

一
応
の
大
成
を
見
た
と
い
え
る
。

第
二
に
、
本
書
は
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
梵
蔵
漢
に
亘
る
彪
大
な
数

に
の
ぼ
る
典
籍
を
長
い
歳
月
を
経
て
精
査
し
た
労
作
で
あ
り
、
今
後
の
如

来
蔵
思
想
に
関
す
る
各
方
面
か
ら
の
研
究
に
と
っ
て
、
如
来
蔵
思
想
に
関

す
る
詳
細
な
佛
典
解
題
辞
典
と
し
て
研
究
者
座
右
の
書
と
な
っ
て
、
そ
の

学
界
に
も
た
ら
す
貢
献
度
は
き
わ
め
て
大
き
い
・

第
三
に
、
従
来
、
如
来
蔵
（
佛
性
）
思
想
は
、
中
国
↓
日
本
の
佛
教
界

の
長
い
伝
統
の
中
で
主
流
的
な
位
置
を
占
め
、
独
自
の
展
開
を
し
て
き
て

い
る
思
想
で
あ
る
が
、
宝
性
論
に
対
す
る
研
究
を
機
縁
と
し
て
イ
ン
ド
↓

チ
ベ
ッ
ト
の
佛
教
も
含
む
佛
教
全
体
の
上
で
再
検
討
さ
れ
て
い
る
現
今
に

あ
っ
て
、
本
書
が
如
来
蔵
思
想
形
成
の
根
拠
を
文
献
的
に
精
査
し
網
羅
し

明
確
に
し
た
こ
と
の
功
績
は
賞
え
ら
れ
る
。
へ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
書
に
対
し
て
、
日
本
学
士
院
か
ら
恩
賜
賞
が
贈
ら
れ
た
こ

と
を
記
録
し
、
著
者
の
学
績
を
た
た
え
た
い
。

（
Ａ
５
版
、
本
文
七
八
○
頁
、
索
引
・
資
料
目
録
等
一
○
六
頁
、

序
・
目
吹
一
三
頁
。
東
京
・
春
秋
社
刊
、
一
九
七
三
年
、
定
価

九
、
○
○
○
円
）
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