
普
通
に
首
枅
厳
経
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
大
乗
経
典
の
中
、
般

刺
蜜
帝
訳
の
十
巻
の
経
（
具
さ
に
は
大
佛
頂
如
来
密
因
修
証
了
義
諸
菩
薩

万
行
首
樗
厳
経
、
大
正
ｚ
ｏ
ｂ
急
）
が
ｌ
事
実
は
第
八
世
紀
初
頭
の
シ
ナ

に
お
い
て
（
多
分
則
天
武
后
に
仕
え
た
房
融
の
手
に
よ
っ
て
）
成
っ
た
い

わ
ゆ
る
偽
経
、
あ
る
い
は
擬
経
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
だ
け
れ
ど
も

ｌ
久
し
く
シ
ナ
・
日
本
の
密
宗
・
禅
門
の
人
々
に
重
ん
ぜ
ら
れ
、
註
釈
・
末

疏
の
類
も
お
び
た
だ
し
い
の
に
比
べ
て
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
二
巻
の
経
（
具

さ
に
は
佛
説
首
傍
厳
三
昧
経
、
大
正
ｚ
ｏ
ふ
億
）
は
「
古
来
之
を
読
む
人
の

至
っ
て
稀
れ
な
る
や
う
」
で
あ
る
（
松
原
恭
讓
稿
、
仏
書
解
説
大
辞
典
第
五
巻
、

六
八
・
ヘ
ー
ジ
）
。
も
っ
と
も
そ
の
価
値
が
全
く
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
識
見
高
い
学
者
か
ら
は
「
他
の
重
要
な
る
大
乗
経
典
に
関
係
す

る
所
甚
だ
多
く
、
経
典
史
上
重
要
な
る
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

…
…
般
若
経
を
予
想
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
其
他
十
地
経
・
維
摩

経
・
法
華
経
等
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
（
常
盤
大
定
、
国
訳
一
切
経
経
集

国
．
門
曽
己
○
倖
⑦
》

Ｆ
四
，
○
口
○
日
目
局
画
嘩
Ｏ
ｐ
Ｑ
の
｝
四
三
自
画
Ｈ
同
丘
①

岸
］
の
門
（
）
一
ロ
ロ
①
（
の
ロ
津
酋
口
］
ぬ
四
群
ご
煙
の
四
口
』
四
○
彦
』
⑳
ロ
弄
居
、
）

●

1

桜

部

建

部
七
、
「
首
梯
厳
三
昧
径
」
解
題
）
」
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
の
経
に
つ
い
て
近
代
的
研
究
の
見
る
、
へ
き
も
の
は
未
だ
何
一
つ
出
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
経
典
に
つ
い
て
、
よ
く

行
き
届
い
た
研
究
・
翻
訳
・
註
解
の
功
を
成
し
遂
げ
た
の
が
、
先
年
出
さ

れ
た
な
．
ラ
モ
ー
ト
師
の
労
作
（
駒
．
弓
醇
日
○
ヰ
の
”
Ｆ
四
８
－
］
○
①
具
国
武
○
］
〕

号
冒
昌
胄
目
①
ｇ
Ｈ
ｏ
ご
ロ
①
（
普
国
曽
盟
日
幽
閏
冒
且
旨
目
角
鱒
）
》
昌
僅
巴
飼
＄

Ｑ
ご
冒
○
騎
鼻
国
Ｏ
ｐ
Ｑ
Ｑ
宮
。
ｐ
①
の
ぐ
巳
・
桝
胃
目
》
嗣
吋
ロ
〆
①
］
］
①
め
』
弓
訊
．
凶
ぐ
＋

９
，
百
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
業
績
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
深

い
敬
意
を
表
し
た
い
・

ラ
モ
ー
ト
師
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
は
こ
こ
で
は
全
く
鳰
摩
羅
什
訳
に
拠
っ

て
い
る
念
．
己
ら
そ
の
点
で
師
が
先
に
出
し
た
維
摩
経
の
訳
と
は
異
る
が
、

も
と
よ
り
そ
れ
を
成
す
の
に
は
大
い
に
チ
尋
ヘ
ッ
ト
語
訳
が
利
用
さ
れ
て
い

る
言
．
ぢ
ご
。
明
快
な
訳
出
は
、
こ
の
翻
訳
の
刊
行
に
促
さ
れ
て
自
ら
の

コ
ー
タ
ン
語
訳
首
榴
厳
経
の
研
究
（
目
言
嵐
冒
冨
ロ
①
印
の
普
儲
自
鳴
昌
四
‐

留
日
脚
色
冨
閨
首
酋
》
Ｆ
ｏ
員
一
○
口
○
嵐
①
具
こ
げ
己
①
ｍ
ｚ
ｏ
・
鴎
》
ら
弓
）
を
完

成
し
た
閃
向
．
両
目
目
①
国
鳥
氏
が
「
什
訳
首
僻
厳
経
を
理
解
す
る
上
で

私
に
問
題
で
あ
っ
た
殆
ど
す
べ
て
の
点
が
ラ
モ
ー
ト
訳
に
よ
っ
て
完
全
に

明
ら
か
に
な
っ
た
」
と
述
ぺ
て
い
る
程
で
あ
り
、
経
の
本
文
中
に
現
れ
る

術
語
・
慣
用
句
・
常
套
語
な
ど
に
つ
い
て
能
う
限
り
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
原
形
に
遡
及
し
て
訳
文
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
を
挿
入
し
し
ば
し
ば

そ
れ
に
詳
細
な
註
解
を
与
え
る
仕
方
は
、
夙
に
解
深
密
経
の
訳
を
出
し
て

以
来
、
摂
大
乗
論
・
智
度
論
・
維
摩
経
と
訳
業
を
重
ね
て
来
た
ラ
モ
ー
ト

師
一
流
の
も
の
で
あ
っ
て
、
全
く
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
。
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
原
形
の
推
定
還
元
が
与
え
ら
れ
て
い
る
部
分
は
、
実
際
、
ほ
と
ん
ど

ワォ
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経
の
本
文
の
半
ば
に
近
い
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
例
え
ば
、
鳰
摩
羅
什
に
よ
っ
て
「
佛
道
」

と
訳
さ
れ
る
の
は
通
例
函
己
冒
冨
騨
昌
冒
昌
冒
う
畠
で
あ
る
こ
と
を
教
え

ら
れ
る
含
届
ｅ
し
、
「
迦
陵
迦
」
と
音
写
さ
れ
て
い
る
の
は
柔
か
い
絹

の
衣
を
意
味
す
る
訂
昌
旨
呂
冨
あ
る
い
は
園
。
騨
冒
］
呂
冨
で
あ
る
こ

と
、
し
か
も
そ
れ
が
し
ば
し
ば
美
声
の
烏
を
意
味
す
る
冨
冨
ぐ
罫
冨
の

音
写
と
誤
認
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
国
訳
一
切
経
「
首
樛
厳
三
味
経
」
脚

註
は
ま
さ
に
そ
の
一
例
）
ま
で
知
ら
し
め
ら
れ
る
含
思
二
。
ま
た
、
例

え
ば
「
福
田
（
冒
昌
昌
息
①
茸
騨
）
」
に
つ
い
て
の
言
い
望
ｌ
隠
望
あ
る
い
は

「
信
行
（
野
呂
（
冒
目
皀
困
凰
口
》
玄
腱
訳
な
ど
の
「
随
信
行
」
）
」
に
つ
い
て
の
含

腱
？
鵠
ｃ
註
解
な
ど
は
、
博
捜
を
き
わ
め
る
こ
と
驚
く
べ
き
も
の
で
ほ
と

ん
ど
一
篇
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
成
す
に
近
い
・

訳
文
は
什
訳
に
基
い
て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
チ
〒
ヘ
ッ
ト
語
訳
に
拠
っ
て

漢
訳
文
を
補
っ
て
お
り
、
ま
た
時
に
大
正
新
脩
大
蔵
経
の
什
訳
本
文
を
訂

正
し
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
什
訳
に
単
に
「
利
安
天
人
」
と
あ
る

の
を
原
文
は
昌
息
ミ
。
営
鳶
尋
ヨ
ミ
銅
蔦
夏
笥
冒
冒
副
冒
の
巨
丙
冒
冒
〔
］
①
‐

ぐ
Ｐ
己
鼬
ョ
・
秒
ｇ
四
国
ロ
塑
煙
目
四
目
。
Ｐ
で
あ
る
と
し
て
そ
れ
に
基
い
て
翻
訳
を

し
て
い
る
念
．
届
望
の
は
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳
に
降
園
①
ず
○
℃
ロ
巴
ご
○
ｏ
胃
。
畠

…
…
と
あ
る
に
拠
る
の
で
あ
る
し
、
什
訳
本
文
に
「
知
無
業
報
」
と
あ
る

の
を
「
知
業
報
」
と
訂
正
し
て
読
ん
で
い
る
念
」
篭
）
の
も
チ
ベ
ッ
ト
訳

文
が
そ
う
な
っ
て
い
る
の
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
例
え

ば
、
什
訳
に
「
能
具
生
家
種
姓
」
と
あ
る
の
を
「
生
家
姓
成
就
」
と
訂
す

の
は
無
用
で
あ
ろ
う
（
原
文
の
ま
ま
で
「
能
く
生
と
家
と
種
姓
と
を
具
す
」

と
読
ん
で
、
チ
守
ヘ
ッ
ト
訳
よ
り
推
定
さ
れ
る
原
文
芦
］
］
ョ
鳥
巨
樹
２
国
‐

ラ
モ
ー
ト
師
は
首
僻
厳
経
に
注
Ⅱ
し
た
理
由
を
二
つ
挙
げ
て
い
る
。
第

一
は
、
こ
の
経
が
早
い
時
代
に
シ
ナ
に
伝
え
ら
れ
、
後
漢
末
か
ら
晉
末
に

亘
る
二
百
年
ほ
ど
の
間
に
十
度
ば
か
り
も
翻
訳
が
試
み
ら
れ
て
、
初
期
シ

ナ
佛
教
界
に
、
ひ
い
て
は
そ
の
当
時
の
シ
ナ
思
想
界
全
体
に
、
か
な
り
の

影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
第
二
は
、
先
に
ラ
モ
ー
ト
刑
が
そ
の

研
究
・
訳
註
を
公
け
に
し
た
維
摩
経
と
、
｝
」
の
経
典
が
「
思
想
上
密
接
に

関
連
し
て
お
り
、
一
が
他
を
相
補
う
」
関
係
に
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
念
・
ｓ
ｏ

一
般
に
は
こ
の
経
は
、
一
連
の
い
わ
ゆ
る
「
三
味
経
典
」
の
中
の
一
経

と
見
倣
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
標
題
か
ら
も
、
そ
の
内
容
か
ら
も
、
そ
の

大
蔵
経
の
組
織
の
中
で
占
め
る
位
置
（
デ
リ
ゲ
版
お
よ
び
北
京
版
の
チ
ベ

ッ
ト
大
蔵
経
で
は
月
燈
三
昧
経
・
寂
照
神
変
三
味
経
・
如
幻
三
味
経
・

智
印
三
昧
経
・
般
舟
三
昧
経
な
ど
と
並
べ
ら
れ
て
あ
り
（
Ｑ
”
ｇ
ｏ
匡
再

”
自
己
且
に
合
致
す
る
）
し
、
什
訳
に
「
而
不
依
掎
魔
所
行
事
」
と
あ
る

中
の
掎
を
猛
と
訂
し
て
「
猛
魔
の
所
行
事
に
依
ら
ず
」
と
い
う
意
味
に
解

し
て
い
る
の
も
当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
そ
う
読
む
の
は
漢
文
の
リ
ズ
ム
に

外
れ
る
し
、
掎
Ｉ
筒
、
し
た
が
っ
て
依
掎
Ｉ
依
掎
、
と
解
し
て
不
審
は
な

い
）
。
ま
た
例
え
ば
「
成
就
弁
才
楽
説
無
尽
」
と
あ
る
中
の
「
楽
説
」
は
、

こ
と
さ
ら
に
↑
豐
目
①
獄
画
冒
酔
胃
司
』
と
訳
さ
れ
る
守
．
巨
聖
ほ
ど
の
字

が
原
文
の
そ
の
箇
処
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
（
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
は
「
尽

く
る
こ
と
な
き
弁
才
と
い
う
徳
性
を
具
え
」
の
意
。
什
訳
法
華
経
巻
頭
に

見
え
る
「
楽
説
弁
才
」
に
あ
た
る
の
は
白
己
働
冒
肖
ご
〕
習
一
息
国
威
稗
言
冨
）
、

と
い
う
よ
う
な
点
も
時
に
は
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
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国
員
。
圃
鼻
《
己
冒
：
Ｑ
鱒
の
の
量
目
①
５
日
①
目
も
．
＄
巴
、
大
正
新
脩
大
蔵
経

の
中
で
は
月
燈
三
昧
経
の
後
、
観
佛
三
昧
海
経
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
）

か
ら
も
、
そ
れ
は
肯
い
得
な
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
ラ
モ
ー
ト
師

は
も
う
少
し
別
な
観
点
か
ら
こ
の
経
を
見
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第

二
。
三
世
紀
の
間
に
た
び
た
び
翻
訳
が
な
さ
れ
て
シ
ナ
世
界
に
は
じ
め
て

大
乗
佛
教
を
植
え
つ
け
る
の
に
重
要
な
役
目
を
果
し
た
十
ば
か
り
の
経
典

の
中
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
を
般
若
経
（
小
品
・
大
品
）
・
阿
閑
佛
国
経

・
般
舟
三
昧
経
・
維
摩
経
・
無
量
寿
経
・
法
華
経
・
十
地
経
な
ど
の
諸
経

と
密
接
な
関
連
の
上
に
置
い
て
見
よ
う
と
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

経
を
初
期
大
乗
経
典
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
こ
と
に
、
（
ラ

モ
ー
ト
師
の
用
語
に
従
え
ば
）
箆
蟹
房
蔚
な
諸
経
す
な
わ
ち
深
密
・
拐

伽
・
勝
鬘
ら
の
諸
経
の
系
列
と
区
別
さ
れ
て
后
切
ｍ
目
国
冒
邑
ご
四
目
騨
冨

と
で
も
呼
ぱ
る
。
へ
き
と
こ
ろ
の
一
連
の
経
典
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
取
り

扱
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
ｅ
，
お
ｌ
怠
）
。

大
乗
の
諸
経
典
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
を
も
っ
て
三
昧
が
説
か
れ
る

中
で
、
首
梼
厳
三
昧
は
般
舟
三
昧
と
並
ん
で
最
も
著
明
な
も
の
で
あ
る
こ

と
言
を
俟
た
な
い
。
そ
の
首
拐
厳
三
昧
が
こ
の
経
典
の
主
題
で
あ
る
こ
と

ｅ
置
）
も
も
と
よ
り
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
説
く
こ
と
に
よ
っ

て
経
典
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
ま
さ
し
く
人
法
二
無
我
を
明
か
さ
ん
と
す
る

に
あ
り
、
無
生
法
忍
に
至
ら
し
め
ん
と
す
る
に
あ
る
。
そ
の
説
相
は
ま
さ

に
般
若
経
に
始
ま
る
上
掲
の
一
連
の
諸
経
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
「
中
観

佛
教
の
原
初
の
諸
相
」
に
合
致
す
る
言
急
）
、
と
い
う
の
が
ラ
モ
ー
ト
師

の
強
調
し
よ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
中
観
思
想
の
鴨
四
目
の
の
ご
肝
①
ｍ
と

し
て
師
は
先
に
Ｐ
同
昌
唖
の
蒟
巨
の
目
の
具
号
三
目
蝕
医
匡
昌
ゞ
層
．
色
１
９
）
六
つ

の
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。
Ａ
、
す
べ
て
の
法
は
無
自
性
で
あ
り
空
で
あ
る
。

Ｂ
、
す
、
へ
て
の
法
は
不
生
不
滅
で
あ
る
。
Ｃ
、
す
等
へ
て
の
法
は
本
来
寂
静

で
あ
り
、
本
質
的
に
寂
滅
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｄ
、
法
は
無
相
で
あ
り
し

た
が
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
Ｅ
、
す
べ
て
の
法
は
平
等
で
あ

り
不
二
で
あ
る
。
Ｆ
、
空
性
は
実
体
あ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
六
で

あ
り
、
こ
れ
ら
は
す
ゞ
へ
て
こ
の
経
典
に
お
い
て
種
食
な
角
度
か
ら
説
か
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
経
典
は
、
諸
法
の
不
生
を
佛
陀
の
言

葉
と
し
て
説
示
す
る
に
止
ま
っ
て
、
そ
れ
を
く
わ
し
く
論
証
す
る
こ
と
は

し
な
い
。
論
議
を
つ
く
し
て
中
観
思
想
を
理
論
的
に
根
拠
づ
け
る
仕
事
は

も
ち
ろ
ん
龍
樹
以
下
の
論
師
た
ち
の
分
担
で
あ
っ
た
言
．
急
）
。

事
実
、
こ
の
経
典
は
三
味
を
説
く
こ
と
に
托
し
て
空
を
説
く
も
の
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
（
「
空
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
ほ
ん
の
一
二
度
し
か
現
れ

な
い
け
れ
ど
も
）
し
、
逆
に
、
空
の
境
地
に
体
達
す
る
た
め
に
三
昧
の
行

に
依
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
の
随
処

に
、
同
じ
く
空
を
説
く
他
の
経
典
と
の
関
連
を
明
か
に
窺
わ
せ
る
。

ラ
モ
ー
ト
師
は
、
初
期
の
大
乗
経
典
が
（
も
ち
ろ
ん
こ
の
経
を
も
含
め

て
）
そ
の
構
成
に
整
然
と
し
た
組
織
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る

ｅ
怠
）
。
首
拐
厳
経
を
通
覧
す
る
と
、
い
か
に
も
そ
れ
ほ
ど
緊
密
な
構
成

や
巧
み
な
結
構
が
見
出
さ
れ
る
と
は
言
い
が
た
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、

登
場
人
物
の
入
れ
替
り
に
よ
っ
て
叙
述
の
展
開
や
転
換
を
は
か
り
、
そ
の

間
に
時
々
鋭
い
空
観
的
表
現
を
挿
ん
で
、
け
っ
し
て
読
者
を
ひ
き
つ
け
る

魅
力
な
し
と
し
な
い
し
、
行
文
に
理
解
を
は
な
は
だ
困
難
に
さ
せ
る
ほ
ど

３
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の
四
目
宮
函
昌
融
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

経
の
物
語
は
、
耆
闇
岨
山
の
会
座
に
集
ま
っ
た
「
広
大
〔
な
法
〕
を
楽

う
人
灸
（
且
腎
且
宮
白
目
胃
房
ｇ
）
」
の
中
か
ら
、
仙
堅
意
菩
薩
が
起
っ
て

「
す
ぐ
れ
た
数
だ
の
功
徳
を
具
し
な
が
ら
し
か
も
菩
薩
を
し
て
畢
寛
し
て

般
浬
桑
に
入
れ
し
め
ぬ
三
昧
」
を
問
う
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
（
ラ
モ
Ｉ
ト
訳

坤
ｍ
ｌ
Ｓ
）
。
②
そ
の
三
昧
を
説
く
に
先
立
っ
て
、
会
座
に
あ
る
諸
天
子
の

お
の
お
の
か
ら
佛
に
献
ぜ
ら
れ
た
師
子
座
の
一
つ
一
つ
の
上
に
、
坐
す
る

佛
の
姿
が
現
ず
る
、
と
い
う
神
変
が
作
さ
れ
、
そ
の
示
現
さ
れ
た
佛
身
の

意
味
が
等
行
梵
天
の
問
い
に
応
じ
て
説
き
明
か
さ
れ
る
象
巨
１
９
）
。
そ

し
て
③
首
拐
厳
三
味
の
百
の
相
が
列
挙
さ
れ
（
腎
己
、
㈹
も
ろ
も
ろ
の
実

践
道
は
す
。
へ
て
こ
の
三
昧
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
、
こ
と
に
こ
の

三
昧
と
六
波
羅
蜜
と
の
関
係
が
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
る
象
隠
ｌ
路
）
。
転

じ
て
、
⑤
首
拐
厳
三
昧
が
衆
生
の
煩
悩
を
鎮
め
苦
患
を
減
ず
る
は
た
ら
き

を
明
か
し
象
＄
ｌ
筐
）
、
ふ
た
た
び
、
⑥
こ
の
三
昧
を
行
ず
る
者
は
瞬
時

と
い
え
ど
も
六
波
羅
蜜
を
離
れ
ぬ
、
と
説
く
象
台
’
億
）
。
の
こ
の
三
昧

に
居
る
菩
薩
は
凡
夫
の
境
涯
に
住
し
な
が
ら
佛
の
境
涯
に
住
し
て
い
る
、

と
い
う
金
ら
ｌ
念
）
。
そ
し
て
最
後
に
⑧
こ
の
三
昧
を
学
ぶ
た
め
に
順
次

に
積
ま
る
。
へ
き
修
練
の
段
階
が
説
か
れ
て
象
ミ
ー
ら
）
、
こ
こ
で
経
の
第

一
部
（
１
）
が
終
わ
る
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
大
部

分
が
も
っ
ぱ
ら
堅
意
を
対
告
者
と
す
る
世
尊
の
教
説
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

堅
意
は
ラ
モ
ー
ト
師
が
い
う
含
Ｌ
己
、
国
．
と
よ
う
に
「
終
の
末
尾
に
至
る

ま
で
の
匡
貝
①
１
○
○
具
の
目
冒
旨
○
君
巴
」
に
相
違
な
い
け
れ
ど
も
、
世
尊

は
こ
こ
か
ら
あ
と
む
し
ろ
主
説
法
者
の
位
置
を
譲
り
、
代
っ
て
、
先
ず
天

子
ら
が
登
場
し
て
、
堅
意
を
相
手
に
三
昧
の
境
地
を
交
点
語
る
こ
と
に
な

マ
ハ
》
Ｏ

第
二
部
（
１
）
の
跨
頭
に
は
⑩
持
須
弥
頂
帝
釈
が
起
っ
て
、
拐
厳
三
昧

を
得
た
者
の
在
り
方
を
明
か
し
象
９
１
国
）
、
②
佛
の
指
示
に
応
じ
て
、

三
昧
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
た
正
士
（
印
胃
冒
目
箇
）
の
妙
色
身

を
顕
示
す
る
象
豊
１
＄
）
。
次
に
登
場
す
る
の
は
哩
域
天
子
で
、
③
妙
色
身

は
発
菩
提
心
の
菩
薩
の
み
の
獲
る
所
で
あ
り
ひ
と
た
び
声
聞
道
の
正
性
決

定
に
入
っ
た
者
は
た
と
え
佛
道
を
称
嘆
す
る
と
も
そ
れ
を
獲
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
と
説
き
念
ｇ
ｌ
望
）
、
側
女
身
を
転
じ
て
男
子
を
成
ず
る
と
い
う

問
題
を
論
じ
金
認
）
、
⑥
釈
迦
牟
尼
が
浄
飯
王
の
宮
殿
に
菩
薩
で
あ
っ
た

こ
ろ
拐
厳
三
味
の
威
徳
を
示
し
た
の
を
見
た
こ
と
を
語
る
象
＄
１
日
）
。

次
い
で
現
意
天
子
は
㈹
菩
薩
が
こ
の
三
昧
を
得
て
人
・
天
の
種
食
の
身
を

現
ず
る
こ
と
を
述
ぺ
余
９
１
霞
）
、
⑦
三
昧
の
力
の
一
分
を
示
す
と
て
会

座
の
大
衆
を
さ
ま
ざ
ま
な
姿
に
変
じ
て
見
せ
、
大
衆
を
し
て
凡
そ
佛
道
を

歩
ま
ん
と
す
れ
ば
こ
の
三
味
を
行
ず
べ
き
こ
と
を
知
ら
し
め
る
象
霞
ｌ
露
）
。

⑥
こ
の
三
昧
を
得
ん
と
す
れ
ば
凡
夫
の
法
を
修
せ
よ
と
説
い
て
凡
夫
法
と

佛
法
の
二
無
き
を
教
え
る
象
＄
）
。
⑥
三
昧
の
到
り
着
く
先
は
何
処
か
を

論
じ
念
弓
）
、
⑩
佛
の
到
り
着
く
先
と
考
え
ら
れ
る
浬
藥
と
は
い
か
な
る

も
の
か
、
佛
の
成
道
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
説
き
、
佛
の
住
処
無
き
こ

と
、
無
住
処
に
し
て
法
を
説
く
こ
と
、
菩
薩
の
弁
才
の
意
味
、
を
明
か
す

金
昌
ｌ
計
）
。
最
後
に
⑪
佛
が
現
意
の
本
土
が
阿
閤
佛
の
妙
喜
世
界
で
あ

る
こ
と
を
明
か
し
、
現
意
が
こ
の
娑
婆
世
界
で
作
佛
す
べ
き
を
授
記
し
て

皐
認
ｌ
ｇ
）
、
経
の
第
二
部
を
了
わ
る
。

第
三
部
（
Ⅲ
）
は
悪
魔
と
魔
界
行
不
汚
菩
薩
と
が
そ
の
主
役
で
あ
っ
て
、

先
ず
の
魔
が
傍
厳
三
昧
の
説
か
れ
る
の
を
障
畷
し
よ
う
と
し
て
も
三
昧
の

ワ ウ
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威
力
の
ゆ
え
に
身
体
の
五
箇
処
を
縛
ら
れ
て
動
け
な
く
な
っ
て
い
る
姿
が
、

佛
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
叙
述
が
始
ま
る
。
凡
そ
佛
法
を

段
壊
せ
ん
と
す
れ
ば
十
二
種
の
縛
を
被
り
佛
法
に
随
順
す
れ
ば
そ
れ
ら
か

ら
脱
す
る
、
と
い
う
皐
曽
ｌ
望
）
。
②
佛
の
説
く
に
は
、
こ
の
三
味
の
説

か
れ
る
の
を
聞
く
者
は
大
利
を
獲
る
の
で
あ
っ
て
、
純
せ
ら
れ
た
魔
と
い

え
ど
も
そ
れ
を
聞
か
し
め
ら
る
、
へ
き
で
あ
る
念
駅
ｌ
恩
）
。
⑥
こ
こ
で
魔

界
行
不
汚
菩
薩
が
登
場
し
、
魔
に
三
味
の
説
か
れ
る
の
を
聞
く
よ
う
に
勧

め
へ
縛
は
顛
倒
し
た
分
別
よ
り
起
こ
る
、
と
示
す
象
亀
ｌ
餡
）
。
仙
魔
の

衆
に
属
す
る
七
百
の
天
女
が
菩
薩
の
教
え
に
よ
っ
て
魔
界
を
脱
し
、
魔
も

菩
薩
の
教
え
と
天
女
の
誘
い
に
よ
っ
て
縛
を
脱
す
る
象
＄
ｌ
縄
）
。
⑤
魔

の
衆
に
属
す
る
二
百
の
天
女
が
菩
薩
に
対
し
て
婬
欲
を
起
こ
す
が
菩
薩
の

導
き
に
よ
り
発
心
す
る
皐
困
ｌ
程
）
。
⑥
魔
、
悪
念
を
抱
い
て
佛
所
に
詣

る
。
佛
、
浄
心
か
ら
で
な
く
た
と
え
利
養
の
心
な
ど
か
ら
発
心
し
た
と
し

て
も
そ
れ
は
正
覚
に
至
る
た
め
の
因
縁
と
な
る
と
示
し
、
魔
が
今
後
漸
漸

に
佛
道
を
成
ず
る
に
至
る
旨
を
授
記
す
る
象
呂
１
＄
）
。
⑦
魔
や
会
衆
の

疑
惑
を
慮
か
っ
て
、
佛
、
未
発
心
者
に
対
す
る
授
記
も
あ
り
得
る
こ
と
を

示
し
、
授
記
に
四
種
あ
る
を
説
く
象
』
ｇ
ｌ
昌
巴
。
⑧
二
百
の
天
女
に
授

記
が
さ
れ
る
象
巨
Ｃ
ｌ
』
崗
）
。
⑥
魔
、
三
昧
の
説
か
れ
る
を
聞
く
春
属
ら

に
対
し
て
そ
の
支
配
力
を
失
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
。
天
女
、
魔
界
・
佛

界
の
不
二
な
る
を
語
り
、
魔
界
行
不
汚
菩
薩
、
魔
を
し
て
そ
の
不
二
な
る

を
体
験
せ
し
め
、
魔
、
そ
の
宮
殿
を
佛
に
施
す
（
智
屋
ｌ
］
勗
）
。
⑩
佛
、

阿
難
に
、
成
道
す
る
佛
・
法
輪
を
転
ず
る
佛
・
傍
厳
三
昧
を
説
く
佛
の
い

ず
れ
に
す
る
施
も
そ
の
福
は
等
し
い
と
示
し
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
佛

の
成
道
の
場
所
も
拐
厳
三
昧
の
教
説
の
説
示
・
読
訶
・
書
写
の
場
所
も
皆

等
し
い
と
示
し
、
法
輪
を
転
ず
る
佛
と
梧
厳
三
味
を
説
く
佛
と
の
い
ず
れ

に
す
る
施
も
等
し
い
と
示
し
、
そ
の
中
で
佛
が
衆
生
を
度
脱
せ
し
め
る
精

舎
を
施
す
る
も
そ
の
中
で
佛
が
傍
厳
三
昧
を
説
く
精
舎
を
施
す
る
も
等
し

い
、
と
示
す
（
智
畠
ｌ
届
ｅ
。
⑪
魔
、
魔
界
行
不
汚
菩
薩
の
神
力
に
感
じ
、

佛
、
菩
薩
の
神
力
を
讃
え
る
象
届
？
Ｉ
目
）
。

経
の
最
後
の
部
分
（
Ⅳ
）
は
、
や
や
プ
ロ
ッ
ト
が
錯
雑
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
が
、
中
で
文
殊
師
利
が
最
も
重
要
な
役
目
を
負
っ
て
い
る
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
①
佛
に
よ
っ
て
、
こ
の
三
昧
に
入
っ
た
如
来
は
そ

の
神
力
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
姿
を
現
じ
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
活
動
す
る
こ
と

が
説
か
れ
る
と
象
届
画
１
局
掌
、
⑨
文
殊
師
利
が
登
場
し
、
佛
、
文
殊
に

対
っ
て
、
一
燈
明
世
界
に
お
け
る
示
一
切
功
徳
自
在
光
明
王
佛
と
こ
の
世

界
の
釈
迦
牟
尼
伽
と
が
同
一
な
る
こ
と
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
無
量
の
世
界

に
お
い
て
同
じ
く
佛
の
神
力
を
現
ず
る
こ
と
、
そ
れ
が
す
べ
て
こ
の
三
昧

の
力
で
あ
る
こ
と
、
を
説
く
（
智
鴎
１
局
巴
。
⑨
会
座
の
大
衆
は
佛
に
華

・
香
を
散
じ
、
こ
の
三
昧
が
説
か
れ
る
を
聞
き
そ
れ
を
信
受
す
る
こ
と
の

果
の
大
い
な
る
こ
と
を
語
る
。
佛
、
こ
の
三
昧
を
聞
き
信
受
す
る
に
は
深

い
因
縁
を
要
し
二
乗
は
及
ば
ぬ
こ
と
を
示
す
急
胃
暗
ｌ
］
馬
）
。
③
文
殊
、

真
の
福
田
・
真
の
多
聞
た
る
在
り
方
を
説
き
、
須
菩
提
・
阿
難
、
自
ら
の

及
ば
ぬ
こ
と
を
告
白
す
る
。
佛
、
如
来
の
所
説
の
無
量
な
る
を
い
う
象

房
閉
ｌ
』
亀
）
。
伺
浄
月
蔵
天
子
、
佛
に
宝
蓋
を
献
じ
、
授
記
を
得
る
（
智
諸
）
。

⑥
僻
怠
の
心
か
ら
独
覚
乗
に
よ
っ
て
浬
藥
に
入
ら
ん
と
す
る
菩
薩
ら
に
対

し
、
文
殊
、
過
去
に
無
数
回
そ
の
よ
う
な
入
浬
藥
を
繰
返
し
た
と
語
り
、

舎
利
弗
の
不
審
に
、
衆
生
を
教
化
せ
ん
た
め
の
ゆ
え
と
説
明
す
る
（
曹
馨

ｌ
Ｈ
さ
。
⑦
諸
天
、
文
殊
を
讃
え
、
佛
、
拐
厳
三
昧
に
住
す
る
菩
薩
の
自
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在
の
相
を
説
く
。
諸
天
、
二
乗
の
こ
の
三
味
に
入
り
得
鍾
こ
と
を
い
う

金
辰
、
Ｉ
目
）
。
⑧
先
に
梛
怠
の
心
を
起
一
」
し
退
転
せ
ん
と
し
た
菩
薩
ｅ

函
豊
、
己
．
９
＄
、
再
び
発
心
し
こ
の
三
昧
を
聞
く
一
」
と
に
よ
っ
て
十
力
を
得

ん
と
願
い
、
佛
、
そ
れ
を
保
証
す
る
（
智
闇
）
。
側
名
意
菩
薩
、
凡
そ
い
か

な
る
功
徳
を
得
ん
と
す
る
者
も
こ
の
三
味
を
修
す
べ
き
を
い
い
、
佛
、
い

か
に
そ
れ
を
修
す
べ
き
か
を
示
す
。
名
意
、
そ
の
修
し
が
た
き
を
語
り
、

補
処
の
弥
勒
が
こ
の
三
味
を
得
て
い
る
か
否
か
と
問
う
・
ゞ
弥
勒
、
神
力
を

現
じ
て
そ
れ
を
示
す
ふ
ぷ
い
Ｉ
屈
己
。
⑩
大
迦
葉
の
言
に
応
じ
て
、
伽
、

過
去
久
遠
劫
出
世
の
龍
種
上
佛
が
今
の
文
殊
菩
薩
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
、
菩

薩
が
佛
の
諸
相
を
示
す
も
三
昧
の
力
に
よ
る
こ
と
を
説
く
。
文
殊
、
迦
葉

に
す
べ
て
の
法
が
因
縁
の
果
な
る
を
語
る
（
智
麗
ｌ
届
と
。
⑪
佛
、
十
方

の
諸
佛
が
互
い
に
映
発
し
て
同
じ
く
こ
の
三
昧
を
説
く
壮
大
な
光
景
を
示

現
す
る
。
多
く
が
発
心
し
あ
る
い
は
三
昧
を
得
る
。
三
味
の
法
の
阿
雌
へ

の
附
嘱
・
持
須
弥
頂
帝
釈
に
よ
る
広
宣
流
布
の
誓
い
・
諸
天
ら
に
よ
る
三

昧
の
度
衆
生
力
の
讃
嘆
が
な
さ
れ
る
（
曹
設
ｌ
忌
巴
。
⑫
佛
寿
の
七
百
阿

僧
祇
劫
な
る
こ
と
、
こ
の
土
の
仰
が
同
時
に
東
方
荘
厳
世
界
に
お
け
る
佛

と
し
て
在
る
こ
と
、
そ
れ
も
三
昧
の
力
に
よ
る
こ
と
、
が
説
か
れ
る
金

目
Ｃ
ｌ
弓
巴
。
最
後
に
⑬
三
昧
の
教
え
を
書
写
・
読
謂
・
解
説
す
る
こ
と
の

功
徳
多
き
こ
と
、
こ
の
三
味
の
修
行
が
何
よ
り
も
勝
っ
て
求
道
者
を
菩
提

に
導
く
こ
と
が
説
か
れ
、
こ
の
教
説
を
聞
い
て
無
数
の
衆
生
が
発
心
し
法

忍
等
を
獲
た
こ
と
な
ど
を
型
の
如
く
語
っ
て
、
経
典
は
終
わ
る
。

４

こ
の
よ
う
に
経
を
通
観
し
て
見
る
と
、
こ
｜
」
に
説
か
れ
る
三
昧
の
内
容

は
、
首
傍
厳
す
な
わ
ち
「
雄
々
し
い
前
進
」
と
特
に
名
づ
け
ら
れ
る
だ
け
の

何
か
こ
と
さ
ら
な
在
り
方
を
、
具
体
的
に
示
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
気
付

く
・
そ
の
点
で
「
諸
佛
現
前
」
三
昧
と
は
明
ら
か
に
異
る
。
「
す
ぐ
れ
た
数
々

の
功
徳
を
具
え
な
が
ら
し
か
も
渥
樂
に
入
ら
し
め
ぬ
三
昧
」
と
い
う
言
い

方
（
Ｉ
の
）
も
、
百
項
目
を
も
挙
げ
て
長
々
と
説
か
れ
る
三
味
の
相
（
Ｉ
③
）

も
、
た
だ
、
空
観
に
裏
づ
け
ら
れ
た
智
慧
と
慈
悲
を
具
え
た
大
乗
菩
薩
の

一
般
的
在
り
方
を
語
る
に
尽
き
る
。
こ
の
三
昧
を
学
ぶ
た
め
の
実
践
の
階

程
と
し
て
説
か
れ
る
所
（
Ｉ
⑧
）
も
菩
薩
十
地
の
修
行
の
道
の
や
や
不
整
頓

な
説
明
に
過
ぎ
ぬ
き
吟
訊
》
ロ
．
］
届
）
。
こ
の
三
昧
は
す
べ
て
の
徳
を
包
含

す
る
と
さ
れ
る
。
三
三
味
・
四
禅
・
六
神
通
・
八
解
脱
な
ど
の
阿
含
以
来

の
徳
目
（
Ｉ
⑧
）
、
六
波
羅
蜜
（
Ｉ
帥
、
⑥
、
Ⅱ
例
）
・
菩
薩
の
十
力
（
Ⅳ
側
）

な
ど
大
乗
で
数
え
る
新
し
い
徳
目
、
い
ず
れ
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
こ
れ

は
す
ぺ
て
の
徳
を
含
む
の
で
あ
っ
て
、
別
に
こ
の
三
昧
と
し
て
の
特
有
な

徳
性
が
示
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
し
て
見
れ
ば
そ
れ
は
む
し
ろ
大
乗
菩
薩

道
自
体
の
異
名
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
三
昧
を
説
く
仰
は
時
間
的
に
は
三
世
を
通
ず
る
存
在
（
Ⅲ
⑩
）
で
あ

り
、
久
遠
実
成
と
は
い
わ
れ
ぬ
ま
で
も
七
百
阿
僧
祇
劫
の
寿
を
も
っ
と
さ

れ
る
（
Ⅵ
⑫
）
。
空
間
的
に
は
ま
た
あ
ま
ね
く
無
量
の
世
界
に
活
動
し
（
Ⅳ

①
、
②
）
、
十
方
無
量
の
諸
佛
と
相
照
す
（
Ⅳ
⑪
）
。
生
・
佛
は
不
二
で
あ
り

（
Ｉ
⑤
、
⑧
）
、
魔
界
と
佛
界
と
は
別
で
な
い
（
Ⅲ
⑨
）
。
佛
は
浬
桑
に
入
る
と

い
う
も
減
が
あ
る
の
で
な
く
世
間
に
出
る
と
い
う
も
生
が
あ
る
の
で
な
い

（
Ⅱ
⑩
）
。
佛
は
浬
渠
性
の
ゆ
え
に
浬
樂
に
至
ら
な
い
（
Ⅱ
⑩
）
。

こ
の
三
昧
を
得
た
菩
薩
は
「
す
べ
て
の
佛
国
が
そ
の
住
処
で
あ
る
が
、

し
か
も
住
処
を
得
ず
住
処
を
見
な
い
」
（
Ⅱ
⑩
）
。
大
乗
に
発
趣
す
る
者
は
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男
女
の
異
り
が
な
い
。

「
分
別
あ
る
ゆ
え
に
男
が
あ
り
、
女
が
あ
る
」
の 

だ
か
ら
で
あ
る(

U
⑷
)

。

「
す
べ
て
の
音
声
は
こ
だ
ま
の
如
く
」
で
あ
る 

か
ら
こ
そ
菩
薩
は
楽
説
弁
才
を
具
足
す
る(

n
M
)
。
菩
薩
は
佛
法
に
通
達 

し
て
し
か
も
滅
尽
せ
ず
、
二
乗
の
形
を
示
し
て
し
か
も
菩
提
心
・
大
悲
心 

を
離
れ
な
い(
I
⑴
)

。

こ
の
よ
う
な
表
現
は
経
中
に
枚
挙
の
い
と
ま
が
な
い
。
三
昧
を
主
題
と 

す
る
こ
の
経
の
内
容
が
実
は
全
く
空
観
の
宣
説
に
尽
き
て
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
な
い
こ
と
は
今
や
明
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
同
じ
く
空
観 

の
宣
説
を
内
容
と
す
る
他
の
初
期
大
乗
経
典
と
の
密
接
な
関
係
は
一
読
し 

て
誰
も
が
気
付
か
し
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
経
の
本
文
を
極
力
原 

文
の
形
態
に
置
き
直
そ
う
と
力
め
て
い
る
ラ
モ
ー
ト
訳
に
よ
っ
て
、
他
の 

諸
経
と
の
そ
う
い
う
相
互
関
係
は
一
段
と
見
取
り
易
く
さ
れ
て
い
て
、
比 

較
研
究
の
興
味
を
そ
そ
る
こ
と
至
大
で
あ
る
。
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