
漢
訳
六
十
巻
「
華
厳
経
』
並
び
に
八
十
巻
『
華
厳
経
』
は
‐
共
に
一
経
典
の
形
態
を
と
り
つ
つ
、
二
つ
の
異
な
る
説
法
の
会
座
を
基
本

と
し
て
展
開
せ
し
め
て
い
る
。
そ
の
一
は
「
寂
滅
道
場
」
で
あ
り
、
他
は
「
祇
園
精
舎
」
で
あ
る
。
伝
統
的
に
佛
最
初
の
説
法
と
言
わ
れ

て
い
る
こ
の
『
経
』
が
二
つ
の
異
な
る
会
座
を
も
っ
て
出
発
し
て
い
る
こ
と
は
如
何
に
も
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
常
識
的
に

見
れ
ば
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
が
何
ら
問
題
と
さ
れ
ず
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
却
っ
て
こ
の
『
経
』
の
妙
味
と
特
色
を
発

輝
し
て
い
る
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
寂
滅
進
場
（
菩
提
道
場
）
と
祇
園
精
舎
を
華
厳
宗
を
大
成
し
た
法
蔵
は
ど
の
よ
う
に
理
解

し
た
で
あ
ろ
う
か
。
今
は
法
蔵
の
卓
越
し
た
見
解
を
指
南
と
し
て
↑
こ
の
『
経
」
に
お
け
る
説
法
の
根
本
の
場
を
考
察
し
、
問
題
の
所
在

を
多
少
と
も
明
ら
か
に
し
て
見
よ
う
と
思
う
。
こ
の
小
稿
に
お
い
て
は
、
法
蔵
の
見
解
を
中
心
と
す
る
た
め
に
煩
を
避
け
て
晋
訳
六
十
華

厳
に
よ
っ
て
『
経
』
意
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

「
寂
滅
道
場
会
」
は
、
全
華
厳
経
の
最
初
の
会
座
で
あ
り
、
そ
れ
が
根
本
で
も
あ
り
、
『
経
』
の
序
説
で
‐
も
あ
る
と
言
い
得
る
。
そ
の

華
厳
経
に
お
け
る
寂
滅
道
場
と
祇
園
精
舎

Ｉ
法
蔵
の
解
釈
を
主
と
し
て
Ｉ

山

亮
賢

Ｉ肝
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意
味
に
お
い
て
、
こ
の
『
経
』
と
し
て
は
「
寂
滅
道
場
会
」
に
特
別
の
関
心
を
向
け
る
、
へ
き
で
あ
る
。
従
来
、
『
華
厳
経
』
と
言
え
ば
、

一
般
に
直
ち
に
菩
薩
道
の
修
行
の
進
修
階
位
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
慣
ら
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
「
十
地
品
」
を
中
心
と
す
る
こ
と
か
ら

当
然
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
菩
薩
道
を
成
立
せ
し
め
る
基
本
と
な
る
も
の
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
着
眼

す
れ
ば
、
「
寂
滅
道
場
」
の
会
座
の
内
容
と
、
更
に
そ
こ
か
ら
直
ち
に
展
開
す
る
「
普
光
法
堂
」
の
会
座
の
そ
れ
は
、
軽
友
に
看
過
す
る

こ
と
の
出
来
な
い
極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
し
て
先
づ
最
初
の
二
会
を
根
本
的
な
も
の

と
し
て
、
何
が
説
か
れ
た
か
を
求
め
て
見
よ
う
。

寂
滅
道
場
は
所
謂
菩
提
道
場
で
あ
る
。
佛
陀
が
そ
こ
に
お
い
て
正
覚
を
成
ぜ
ら
れ
、
わ
れ
ら
の
地
上
に
お
い
て
は
じ
め
て
佛
と
し
て
誕

生
せ
ら
れ
た
場
で
あ
る
。
佛
教
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
↑
そ
こ
に
於
い
て
こ
そ
人
間
世
界
に
黎
明
が
訪
ず
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
重
大
な
事

実
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
経
』
の
後
に
説
か
れ
る
「
宝
王
如
来
性
起
品
」
に
お
い
て
は
、
如
来
の
出
現
と
い
う
こ
と
が
詳
説
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
『
経
』
の
最
初
に
、
寂
滅
道
場
の
深
い
意
義
が
説
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
却
っ
て
「
宝
王
如
来
性
起
口
凹
の
中

に
詳
説
さ
れ
る
意
義
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
『
経
』
の
冒
頭
の
言
葉
は
、

「
如
是
我
聞
、
一
時
佛
在
摩
娼
提
国
寂
滅
道
場
始
成
正
覚
」

で
あ
る
。
こ
こ
に
既
に
佛
の
誕
生
、
如
来
の
出
現
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
本
の
立
場
が
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
佛
陀

出
現
の
場
は
、
そ
れ
こ
そ
↑
全
世
界
の
重
大
な
場
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
こ
と
に
鮮
や
か
に
、
「
地
」
「
樹
」
「
座
」
の
三
事
を
以
て

象
徴
的
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
最
初
の
「
地
」
「
樹
」
「
座
」
の
三
事
を
以
て
佛
の
座
を
表
わ
さ
ん
と
す
る
と

こ
ろ
、
そ
こ
に
わ
れ
ら
の
常
識
を
超
え
た
巧
み
な
方
法
を
以
て
、
具
体
的
に
如
来
出
現
の
意
義
を
表
明
せ
ん
と
す
る
意
図
が
強
く
う
か
が

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
経
』
に
説
く
「
地
」
「
樹
」
「
座
」
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
其
の
地
は
金
剛
に
し
て
厳
浄
を
具
足
せ
り
。
衆
宝
雑
華
を
以
て
荘
飾
と
な
し
．
：
。
：

佛
の
神
力
の
故
に
、
此
の
場
地
を
し
て
広
博
厳
浄
な
ら
し
め
、
光
明
普
ね
く
照
し
、
一
切
希
特
の
妙
宝
積
聚
し
、
無
量
の
善
根
も
て
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不
可
思
議
な
る
師
子
の
座
は
、
猶
し
大
海
の
如
し
。
諸
の
妙
宝
華
も
て
厳
飾
と
な
し
、
流
光
は
雲
の
如
く
、
周
侃
し
て
普
ね
く
無
数

の
菩
薩
大
海
の
蔵
を
照
し
、
大
音
遠
く
震
い
、
不
可
思
議
な
る
如
来
の
光
明
は
摩
尼
尊
を
踊
え
て
其
の
上
に
弥
覆
し
、
種
倉
に
変
化

け
い

し
て
佛
事
を
施
作
し
、
一
切
悉
く
都
て
睾
碍
す
る
所
無
く
、
一
念
の
頃
に
於
て
一
切
現
化
し
て
、
法
界
に
充
満
し
、
如
来
の
妙
蔵
編

ね
く
至
ら
ざ
る
な
く
、
無
量
の
衆
宝
は
宝
台
を
荘
厳
せ
り
。
」

こ
の
『
経
」
文
か
ら
し
て
、
「
地
」
「
樹
」
「
座
」
が
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
が
知
ら
し
め
ら
れ
、
わ
れ
ら
の
地
上
に

お
い
て
、
そ
れ
が
特
別
な
意
味
を
持
つ
場
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

法
蔵
は
『
探
玄
記
』
（
巻
第
一
）
に
お
い
て
、
一
、
道
場
の
地
を
明
し
、
二
、
地
上
菩
提
樹
あ
り
、
三
、
樹
下
に
師
子
座
あ
り
と
言
い
、

地
は
行
所
依
の
本
、
覚
樹
は
行
徳
の
建
立
、
座
は
行
用
の
摂
益
と
解
説
し
て
い
る
。
佛
陀
は
地
上
に
出
現
し
、
そ
の
場
地
は
こ
の
よ
う
に

荘
厳
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
地
に
佛
座
が
定
ま
り
、
そ
こ
か
ら
こ
そ
佛
が
衆
生
教
化
の
大
用
を
あ
ら
わ
す
根
本
の
場
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
法
蔵
は
『
般
若
』
や
『
法
華
』
の
「
教
起
因
縁
」
を
述
等
へ
る
と
共
に
、
こ
の
『
経
』
の
「
教
起
因
縁
」
を
後
に
説
か
れ
る

「
宝
王
如
来
性
起
品
」
の
文
を
以
て
力
説
し
て
い
る
を
見
る
。
即
ち

「
如
来
、
応
供
、
等
正
覚
性
起
の
正
法
は
、
不
可
思
議
な
り
。
所
以
は
何
ん
。
少
因
縁
を
も
て
、
等
正
覚
を
成
じ
、
世
に
出
興
し
た

も
う
に
非
ず
。
十
種
の
無
量
無
数
百
千
阿
僧
祇
劫
の
因
縁
を
以
て
、
等
正
覚
を
成
じ
、
世
に
出
興
し
た
も
う
。
」

と
。
如
来
の
出
現
は
、
並
女
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
因
縁
は
無
数
無
量
で
あ
り
、
思
議
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
如
来
が
今
や

こ
の
場
地
に
お
い
て
出
現
せ
ら
れ
た
。
佛
座
は
偶
然
の
座
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
『
経
』
に
は
次
に

「
如
来
は
此
の
宝
師
子
座
に
処
し
て
、
一
切
法
に
於
い
て
最
正
覚
を
成
じ
た
ま
い
＄
三
世
の
法
に
平
等
な
る
こ
と
を
了
り
，
智
身
普

其
の
菩
提
樹
は
高
頭
殊
特
に
し
て
、
清
浄
の
瑠
璃
を
以
て
其
の
幹
と
な
し
、
妙
宝
の
枝
条
は
荘
厳
清
浄
に
し
て
、
宝
華
の
垂
布
す
る

道
場
を
荘
厳
せ
り
。

こ
と
猶
し
重
雲
の
如
し
。

３



と
説
か
れ
、
所
謂
、
智
正
覚
世
間
無
量
、
衆
生
世
間
無
量
、
器
国
土
世
間
無
量
が
説
き
起
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
師
子
座
の
如
来
は
、
正
覚
の
場
に
あ
り
つ
つ
↑
そ
の
ま
ま
、
そ
の
身
は
偏
ね
く
一
切
の
道
場
に
坐
し
た
も
う
の
で
あ
る
。
こ
の
特

定
の
寂
滅
道
場
の
場
地
は
、
一
な
る
地
上
の
場
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
間
、
空
間
を
超
え
た
一
切
の
場
地
で
あ
り
、
一
切
の
道
場
で
も

あ
る
。
こ
の
『
経
』
の
会
座
は
以
下
次
第
に
展
開
し
移
動
す
る
の
で
あ
る
が
、
如
何
に
展
開
移
動
し
て
も
、
こ
の
寂
滅
道
場
を
離
れ
な
い

と
い
う
経
説
の
意
味
は
、
こ
の
点
か
ら
も
領
解
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。

寂
滅
道
場
は
こ
の
「
経
』
の
基
本
で
あ
り
、
「
地
」
「
樹
」
「
座
」
は
佛
陀
正
覚
の
背
景
で
あ
り
、
如
来
出
現
の
重
大
な
意
義
が
か
か

る
表
現
を
以
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
特
別
な
着
眼
を
す
↑
へ
き
こ
と
を
思
わ
し
め
ら
れ
る
。

『
華
厳
経
』
が
晋
訳
、
唐
訳
共
に
二
部
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
館
一
部
の
基
本
と
な
っ
て

い
る
も
の
が
こ
の
「
寂
滅
道
場
」
で
あ
り
、
第
二
部
の
出
発
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
「
祇
園
精
舎
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
『
経
」

の
中
に
基
本
と
な
る
説
所
が
二
所
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
が
全
体
的
に
は
一
経
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
異
な
性
格
が
あ
る
と
も

言
え
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
経
典
の
独
特
な
価
値
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

今
、
最
初
に
問
題
と
し
て
い
る
「
寂
滅
道
場
会
」
は
、
第
一
部
経
典
の
一
会
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
こ
の
道
場
に
お
け
る
佛

陀
が
全
経
を
貫
ぬ
く
も
の
で
あ
る
点
よ
り
す
れ
ば
、
以
下
展
開
す
る
各
「
会
‐
一
は
何
れ
も
皆
＄
「
寂
滅
道
場
会
」
の
意
味
を
持
つ
も
の
と

言
え
る
の
で
あ
る

衆
生
の
所
行
を
知
り
、
…
…
」

ね
く
一
切
世
間
の
身
に
入
り
、
妙
音
侃
ね
く
一
切
世
界
に
至
り
、
窮
尽
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
虚
空
の
如
く
、
平
等
の
法
相
、
智
慧
の

行
処
も
猶
し
虚
空
の
如
く
等
心
も
て
一
切
の
衆
生
に
随
順
し
た
も
う
。
其
の
身
は
偏
ね
く
一
切
の
道
場
に
坐
し
た
ま
い
、
悉
く
一
切

｜
’

4



し
か
し
、
直
接
的
に
見
て
、
今
、
第
一
会
と
し
て
の
「
寂
滅
道
場
会
」
を
考
察
す
れ
ば
、
「
世
間
浄
眼
品
」
と
「
庶
舎
那
佛
品
」
と
が

そ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
先
ず
一
応
、
こ
の
『
経
」
が
「
世
間
浄
眼
品
」
を
以
て
始
ま
る
意
義
を
考
察
す
る
に
、
世
間
浄
眼
と
い
う
言

葉
そ
の
も
の
が
示
す
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
明
朗
な
歓
喜
の
気
運
が
全
品
に
添
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
佛
陀
の
出
現
が
全
世

界
を
明
る
く
照
ら
し
、
こ
の
道
場
に
来
集
し
た
人
女
を
以
て
、
そ
の
意
味
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
無
量
甚
深
の
意
義
を
持
っ
た
会
座
に
来

集
し
た
人
次
は
如
何
な
る
人
為
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
天
地
自
然
一
切
法
界
の
有
情
、
非
情
を
人
格
化
し
て
、
そ
こ
に
歓
喜
来
集
せ
し
め

た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
普
賢
菩
薩
を
上
首
と
し
て
の
無
量
の
菩
薩
が
来
集
し
た
こ
と
は
、
先
ず
以
て
最
初
に
説
か
れ
、
諸
菩

薩
に
次
い
で
、
諸
神
、
猪
天
三
十
三
衆
が
来
集
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
れ
ら
諸
大
菩
薩
、
諸
神
↑
諸
天
は
皆
無
量
無
辺
で
あ
り
つ

つ
、
そ
の
「
名
」
と
「
徳
」
と
を
持
つ
こ
と
が
一
左
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
初
め
に
大
菩
薩
は
皆
、
佛
の
「
宿
世
の
友
」
で
あ
っ
た
こ
と
を

説
き
、
そ
の
次
に
三
十
三
衆
が
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
驚
異
に
価
す
る
広
大
な
雰
囲
気
が
か
も
し
出
さ
れ
て
い
る
を
見
る
。

最
初
の
二
肋
す
な
わ
ち
「
世
間
浄
眼
い
四
と
「
臓
舎
那
佛
口
凹
と
が
、
正
し
く
こ
の
寂
滅
迫
場
に
お
い
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下

次
戊
に
会
座
の
展
開
が
見
ら
れ
、
所
調
、
七
処
八
会
三
十
四
品
の
説
法
に
よ
っ
て
全
経
が
一
応
の
完
結
を
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

中
、
第
八
会
が
第
二
部
の
経
典
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
独
立
経
典
と
し
て
も
考
え
得
る
の
で
あ
る
が
、
漢
訳
に
見
ら
れ
る
六
十
、
八

十
の
二
経
は
一
経
と
し
て
の
形
を
保
た
し
め
て
い
る
。

第
二
会
「
普
光
法
堂
会
」
以
下
、
第
七
会
「
普
光
法
堂
重
会
」
に
至
る
説
法
会
座
の
展
開
に
於
い
て
最
も
注
目
す
需
へ
き
こ
と
は
、
「
世

尊
は
威
神
力
の
故
に
、
此
の
座
を
起
ち
た
ま
わ
ず
し
て
」
と
か
、
「
世
尊
は
威
神
力
の
故
に
、
道
樹
及
び
帝
釈
宮
を
離
れ
ず
し
て
」
等
、

会
座
の
移
動
毎
に
「
寂
滅
道
場
」
か
ら
離
れ
な
い
こ
と
が
必
ら
ず
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
「
寂
滅
道
場
」
の
意
義
を

考
察
す
る
に
常
に
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
軍
要
な
こ
と
で
あ
る
と
共
に
、
こ
の
「
経
』
の
独
特
な
性
絡
を
知
る
上
に
も
極
め
て
大
切

な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
寂
滅
道
場
を
外
に
し
て
華
厳
の
会
座
は
無
い
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
『
経
』
が
佛

の
自
内
証
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
根
源
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。
寂
滅
道
場
と
佛
の
自
内
証
の
境
地
と
は
二
に
し
て
一

戸
、
』



前
述
の
如
く
、
全
『
華
厳
経
』
の
構
造
は
、
第
七
会
を
以
て
第
一
部
を
終
り
、
第
八
会
、
所
謂
「
入
法
界
品
」
が
内
容
的
に
は
第
二
部

の
形
を
と
っ
て
い
る
。
『
経
』
の
内
容
は
一
応
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
展
開
の
仕
方
が
、
第
一
部
、
第
二
部
、
相
呼
応
し
て
い
る
点
が

興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
全
『
華
厳
経
」
と
し
て
は
、
決
し
て
第
一
部
、
第
二
部
と
名
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
華

厳
説
法
の
会
座
の
同
然
の
展
開
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
た
だ
独
立
し
た

も
の
が
呼
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。

従
っ
て
法
蔵
は
『
探
玄
記
』
に
お
い
て
、
第
一
部
、
第
二
部
と
二
者
独
立
し
た
経
典
と
は
見
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
内
容
の
展
開
は
、

自
ず
か
ら
呼
応
せ
し
め
て
、
そ
の
展
開
の
仕
方
を
同
じ
形
に
お
い
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
第
一
部
と
第
二
部
と
は
各
な
異
な

っ
た
特
色
を
持
っ
て
居
り
、
全
く
同
じ
と
言
い
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
特
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
↑
説
法
会
座
の
根
本
が
第
一
部

に
お
い
て
は
「
寂
滅
道
場
」
で
あ
り
～
第
二
部
に
お
い
て
は
「
祇
園
精
舎
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
菩
提
道
場
で
あ
り
、
後
者
は

釈
尊
在
世
教
団
の
根
本
道
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
佛
教
の
歴
史
的
重
要
な
意
義
を
持
つ
異
な
っ
た
地
上
の
場
所
を
対
応
せ
し
め
つ
つ
、

内
容
の
基
本
的
展
開
は
自
ず
か
ら
軌
を
一
に
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
特
に
関
心
を
向
け
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

か
か
る
特
色
を
経
典
の
形
そ
の
も
の
か
ら
見
る
と
き
、
経
典
の
成
立
、
そ
の
伝
持
、
編
纂
、
集
大
成
と
い
う
こ
と
な
ど
多
岐
に
わ
た
る

も
の
が
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
根
本
精
神
に
お
い
て
は
一
な
る
も
の
が
、
二
種
の
形
式
、
形
態
を
以
て
表
現
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
ま
た
各
友
独

立
し
て
流
伝
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
二
部
経
典
が
別
個
に
伝
訳
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
四
十
華
厳
』
と

呼
ば
れ
て
独
立
経
典
と
し
て
現
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。

な
る
も
の
と
言
い
得
ら
る
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
内
容
的
に
は
順
次
に
菩
薩
道
が
説
か
れ
、
そ
の
進
展
が
整
然
と
段
階
的
に
示
さ
れ
て
も
、
、

結
帰
す
る
と
こ
ろ
は
、
寂
滅
道
場
で
あ
り
、
佛
の
自
内
証
で
あ
る
。

三



こ
の
場
合
，
本
会
は
佛
の
自
証
の
世
界
で
あ
り
、
末
会
は
そ
の
展
開
で
あ
る
。
前
に
挙
げ
た
第
一
部
経
典
の
「
寂
滅
道
場
会
」
と
呼
応

す
る
も
の
で
あ
り
、
説
法
の
構
造
は
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
他
面
、
二
者
異
な
る
点
も
見
逃
し
得
な
い
。
即
ち
前
の
「
寂
滅
道
場
」

に
お
い
て
は
、
佛
陀
の
入
定
を
説
い
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
は
、
佛
陀
が
「
大
悲
を
首
と
し
て
、
師
子
奮
迅
三
昧
に
入
り
、
一
切
衆
生
を

し
て
清
浄
の
法
を
楽
わ
し
め
た
も
う
。
三
味
に
入
り
已
り
し
時
、
大
荘
厳
の
重
閣
講
堂
は
忽
然
と
し
て
広
博
な
る
こ
と
無
量
無
辺
に
し
て

破
壊
す
べ
か
ら
ず
。
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
佛
自
証
法
界
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
成
道
と
教
化
の
場
と
の
一
応
の
区
別
が
存
す
る
と
も
見
ら

れ
る
。
即
ち
益
物
の
悲
心
が
、
こ
こ
に
新
た
な
入
定
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
大
悲
の
大
用
を
起
す
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
ま
た
祇
園
林
に
は
諸
大
菩
薩
と
共
に
、
諸
大
声
聞
な
る
舎
利
弗
、
目
鍵
連
等
大
弟
子
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
大
声
聞
が
、

「
如
来
の
自
在
を
見
ず
」
ま
た
「
如
来
と
対
面
し
て
坐
す
と
誰
も
、
神
変
自
在
を
覚
知
す
る
能
わ
ず
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
祇

園
林
」
に
お
け
る
佛
陀
釈
尊
と
大
声
聞
と
の
関
係
を
如
何
に
見
る
か
と
い
う
「
華
厳
」
の
立
場
の
重
大
問
題
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
如

で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

て
分
別
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
部
経
典
は
第
八
会
「
重
閣
講
堂
会
」
で
あ
り
、
「
入
法
界
品
」
で
あ
る
。

「
雨
の
時
、
佛
、
舎
衛
城
の
祇
樹
給
孤
独
園
の
大
荘
厳
重
閣
講
堂
に
在
し
た
も
う
。
五
百
の
菩
薩
摩
訶
薩
と
倶
な
り
。
普
賢
菩
薩
、

文
殊
師
利
菩
薩
を
而
も
上
首
と
為
す
、
」

の
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
法
蔵
に
よ
れ
ば
、
此
の
一
品
は
本
会
、
末
会
に
分
た
れ
る
と
言
う
。

「
此
の
一
品
の
中
に
ゞ
大
い
に
分
っ
に
二
有
り
。
初
め
に
本
会
を
明
し
、
二
に
爾
時
文
殊
従
善
安
住
楼
閣
出
已
下
は
末
会
を
明
す
。

亦
則
ち
前
は
果
法
界
を
明
し
、
後
は
因
法
界
を
明
す
。
又
前
は
頓
入
法
界
を
明
し
‐
後
は
漸
入
法
界
を
明
す
。
又
前
は
総
、
後
は
別

な
り
。
即
ち
本
末
円
融
無
碍
な
る
こ
と
之
を
思
え
。
」
（
『
探
玄
記
」
巻
第
十
八
）

こ
の
よ
う
な
見
解
に
立
っ
て
、
文
殊
師
利
菩
薩
の
南
方
遊
行
に
よ
っ
て
、
本
末
の
二
会
が
分
た
れ
る
と
見
る
。
本
末
と
い
う
見
方
が
適
当

で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
一
応
祇
園
林
内
の
会
座
と
、
そ
こ
か
ら
の
展
開
と
を
区
別
す
れ
ば
、
便
宜
上
か
ら
も
↑
本
末
二
会
と
し
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「
末
会
」
に
於
い
て
は
、
文
殊
菩
薩
が
文
殊
師
利
童
子
の
名
を
以
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
他
は
皆
一
様
に
菩
院
の
名

を
以
て
さ
れ
、
後
に
善
財
童
子
が
善
知
識
を
歴
訪
す
る
際
、
弥
勒
が
文
殊
師
利
大
善
識
と
尊
称
し
て
い
る
こ
と
と
対
比
し
て
も
、
こ
こ
で

は
文
殊
が
外
的
に
動
き
を
示
す
特
別
な
意
味
を
持
た
せ
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
。
こ
こ
に
現
わ
れ
た
文
殊
こ
そ
は
小
乗
佛
教
を
批
判
せ
し

め
る
大
乗
佛
教
教
理
史
的
な
内
容
を
孕
ん
だ
極
め
て
興
味
あ
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
文
殊
が
大
乗
智
の

象
徴
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
巧
み
な
、
ま
た
自
然
に
そ
の
意
味
を
理
解
せ
し
め
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
し
め
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
全
く
創
作
的
な
物
語
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
一
特
徴
と
言
え
よ
う
。

「
末
会
」
は
先
ず
「
文
殊
師
利
童
子
が
善
安
住
楼
閣
よ
り
出
ず
」
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
明
ら
か
に
祇
園
林
の
中

で
あ
る
。
祇
園
林
の
中
に
あ
っ
て
、
安
住
せ
る
文
殊
が
、
そ
の
安
住
楼
閣
よ
り
動
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
意
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

大
乗
智
に
安
住
せ
る
文
殊
が
、
安
住
の
場
か
ら
一
歩
、
歩
を
す
す
め
て
南
方
へ
遊
行
し
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
乗
智
が
単
に
靜
処

来
と
対
面
し
つ
つ
、
如
来
の
自
証
の
世
界
を
覚
知
し
得
ず
、
皆
聲
盲
の
如
し
と
批
判
さ
れ
て
い
る
大
声
聞
は
、
全
く
大
乗
、
一
乗
の
立
場

か
ら
見
れ
ば
佛
意
を
解
し
得
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
「
祇
園
精
舎
」
の
会
座
そ
の
も
の
が
、
こ
の
『
経
』
に
お
い
て
問

題
と
さ
れ
る
特
別
な
意
義
あ
る
こ
と
が
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
「
寂
滅
道
場
会
」
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
今
こ
の
「
祇
園
林
」
の
会
座
に
お
い
て
も
説
者
は
佛
に
代
る
普
賢
菩
薩
で
あ
る
。
普

賢
菩
薩
が
佛
弟
子
↑
来
集
者
の
代
表
で
あ
っ
て
、
所
謂
、
舎
利
弗
等
の
大
声
間
で
は
な
い
。
そ
の
普
賢
の
願
海
か
ら
文
殊
菩
薩
の
展
開
を

見
る
形
が
と
ら
れ
て
い
る
。
特
に
「
本
会
」
「
末
会
」
に
二
分
し
て
見
る
こ
と
の
出
来
る
第
二
部
経
典
の
特
色
は
、
「
本
会
」
の
普
賢
を

背
景
と
し
て
、
新
た
に
展
開
を
始
め
る
「
末
会
」
の
最
初
の
文
殊
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
に
こ
そ
ま
た
大
声
聞
舎
利
弗
と

の
微
妙
な
関
係
を
打
ち
出
し
て
い
る
興
味
深
い
問
題
を
見
る
の
で
あ
る
。

四
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に
静
観
し
て
安
住
し
得
ざ
る
意
味
を
教
う
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
文
殊
が
楼
閣
を
後
に
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
同
行
の
諾
の
菩
薩
も
倶
に
現

わ
れ
、
金
剛
力
士
は
常
髄
侍
術
し
、
諸
天
、
鬼
神
も
佛
を
礼
し
て
、
皆
南
方
へ
向
う
と
叙
述
し
て
い
る
。
こ
こ
に
文
殊
の
南
方
遊
行
の
並

友
な
ら
ぬ
光
景
が
画
き
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
も
そ
の
後
に
、
尊
者
舎
利
弗
が
佛
の
神
力
を
承
け
て
祇
園
林
を
出
で
て
ま
た
南

方
へ
遊
行
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
殊
に
従
っ
て
舎
利
弗
が
祇
園
林
を
出
で
た
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
佛
教
の
歴
史
的
展
開
の
上

に
思
い
を
起
さ
し
め
る
重
要
な
意
味
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
首
肯
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
舎
利
弗
は
佛
弟
子
の
上
首
で
あ
り
、
大
声
聞

と
し
て
智
慧
第
一
と
言
わ
れ
て
き
た
智
の
代
表
者
で
あ
る
。
文
殊
は
ま
た
菩
薩
と
し
て
大
乗
般
若
智
の
代
表
者
で
あ
る
。
前
者
は
声
聞
の

代
表
で
あ
り
、
後
者
は
菩
薩
の
代
表
で
も
あ
る
。
し
か
も
智
の
性
格
に
お
い
て
は
共
に
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
性
格
の
代
表
者

が
登
場
し
、
し
か
も
大
乗
智
の
象
徴
と
し
て
の
文
殊
の
後
に
小
乗
智
の
舎
利
卯
が
随
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
佛
教
の
歴
史
的
発
展
の
内
面

性
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
代
表
的
人
物
が
登
場
し
て
、
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
表
わ
し

て
い
る
他
の
経
典
と
し
て
は
『
維
摩
経
』
が
あ
る
。
『
維
摩
経
』
で
は
在
家
の
居
士
維
摩
詰
が
中
心
人
物
と
な
っ
て
、
大
乗
空
観
と
菩
薩

の
大
慈
悲
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
舎
利
弗
と
文
殊
が
登
場
し
て
、
小
乗
智
と
大
乗
智
の
立
場
の
相
違
を
知
ら
し
め
て
く
れ
る
が
、

こ
の
「
入
法
界
品
」
の
「
末
会
」
の
そ
れ
と
対
比
し
て
見
れ
ば
、
異
な
っ
た
表
現
を
以
て
相
通
ず
る
も
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で

舎
利
弗
は
六
千
の
比
丘
の
春
属
に
囲
緋
せ
ら
れ
て
「
自
房
よ
り
出
で
」
て
、
佛
所
に
来
詣
し
、
文
殊
師
利
の
後
に
向
っ
て
行
っ
た
と
説

か
れ
て
い
る
が
、
法
蔵
が
こ
の
自
房
の
意
味
を
説
明
し
て
「
自
房
よ
り
出
ず
と
は
、
小
浬
藥
を
捨
つ
る
こ
と
を
表
わ
す
な
り
。
文
殊
に
向

う
と
は
、
一
乗
の
道
に
趣
く
こ
と
を
表
わ
す
な
り
」
（
『
探
玄
記
』
巻
第
十
八
）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
適
切
な
理
解
で
あ
る
と

言
え
る
。
文
殊
現
わ
れ
て
、
今
こ
そ
舎
利
弗
は
小
浬
渠
を
執
す
る
こ
と
を
捨
て
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
声
聞
道
よ
り
大
乗
一
乗
道
へ
と
、

立
場
の
転
換
が
行
わ
れ
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
大
乗
道
こ
そ
声
聞
道
を
自
ず
か
ら
導
き
、
誘
引
し
た
の
で
あ
る
。
声
聞
道
が
先
立
つ

の
で
は
な
く
し
て
、
大
乗
逆
の
後
に
随
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の

あ
る
。
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舎
利
弗
の
心
眼
に
映
じ
た
文
殊
遊
行
の
全
姿
は
、
人
間
の
常
識
的
世
界
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
否
、
小
乗
智
に
お
い

て
も
未
見
の
も
の
で
あ
る
。
今
や
舎
利
弗
は
大
乗
智
に
お
い
て
内
的
に
荘
厳
さ
れ
た
文
殊
の
姿
に
驚
歎
し
、
そ
の
堂
友
遊
歩
の
輝
き
に
眼

を
瞠
っ
た
の
で
あ
る
。
法
蔵
は
こ
の
舎
利
弗
が
海
智
比
丘
に
観
ず
る
こ
と
を
勧
め
た
文
を
、
最
初
の
六
は
、
文
殊
の
自
分
の
勝
境
を
示
す

も
の
と
し
て
、
一
、
身
光
の
勝
、
二
、
春
属
の
勝
、
三
、
威
儀
の
勝
、
四
、
行
処
の
勝
、
五
、
依
果
の
勝
、
六
、
供
養
の
勝
と
見
、
後
の

一
を
勝
進
の
勝
境
と
し
て
‐
加
持
の
勝
と
見
て
い
る
（
「
探
玄
記
』
巻
第
十
八
）
。
こ
の
解
釈
は
何
れ
も
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
文

六
千
の
比
丘
は
舎
利
弗
の
共
行
の
弟
子
で
あ
る
。
そ
の
弟
子
の
代
表
者
は
海
智
比
丘
と
名
づ
け
ら
れ
、
舎
利
弗
が
そ
の
海
智
比
丘
に
告

け
た
言
葉
は
、
実
に
文
殊
を
発
見
し
た
こ
と
の
驚
ろ
き
と
獄
こ
び
で
あ
り
、
全
く
文
殊
の
全
姿
を
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
。
文
殊
の
徳

を
教
理
的
な
説
明
を
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
智
徳
を
眼
に
う
っ
た
え
て
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
汝
は
、
文
殊
師
利
菩
薩
の
清
浄
の
身
は
相
好
荘
厳
に
し
て
‐
一
切
天
人
の
能
く
思
議
す
る
こ
と
莫
く
光
明
円
満
に
し
て
無
量
の
衆

生
を
し
て
歓
喜
の
心
を
発
さ
し
め
、
大
荘
厳
の
光
明
の
網
を
放
ち
て
、
衆
生
の
無
量
の
苦
悩
を
除
減
す
る
を
観
察
す
・
へ
し
。

其
の
春
属
の
善
根
を
成
就
す
る
を
観
ぜ
よ
・

其
の
遊
歩
は
、
威
儀
岸
序
に
し
て
、
所
遊
の
行
処
は
、
自
然
に
平
正
に
し
て
十
方
無
碍
な
る
を
観
ぜ
よ
・

其
の
功
徳
所
行
の
道
路
は
、
其
の
傍
ら
に
悉
く
衆
妙
の
宝
蔵
有
り
て
、
自
然
に
発
わ
れ
出
ず
る
を
観
ぜ
よ
・

其
の
過
去
の
諸
佛
を
供
養
し
た
る
善
根
の
依
果
は
、
衆
の
林
樹
よ
り
荘
厳
蔵
を
出
す
を
観
ぜ
よ
・
彼
の
一
切
諸
天
の
大
王
の
恭
敬
し

礼
拝
し
て
供
養
し
た
る
雲
雨
を
観
ぜ
よ
・

海
智
ょ
、
汝
、
文
殊
師
利
を
観
ぜ
よ
・
一
切
の
如
来
の
眉
間
の
毫
相
よ
り
無
量
の
光
を
放
ち
て
諸
佛
の
法
を
説
き
、
悉
く
其
の
頂
に

入
る
を
。
」

五
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殊
の
勝
境
は
、
今
は
じ
め
て
知
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
殊
の
智
の
身
光
に
照
ら
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
の
世
界
は
単
な

る
知
識
の
世
界
で
は
な
く
し
て
、
未
見
の
世
界
が
新
た
に
発
わ
れ
出
で
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
実
相
の
世
界
が
輝
や
き
出
で
た
と
言
っ

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
舎
利
弗
は
諸
比
丘
の
た
め
、
文
殊
の
無
量
の
功
徳
を
讃
説
し
、
諸
比
丘
は
そ
の
言
葉
に
歓
喜
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
文
殊
は
改
め
て
こ
れ
ら
諸
比
丘
に
発
菩
提
心
を
説
き
、
特
に
普
賢
行
逢
修
し
、
普
賢
行
に
住
す
る
こ
と
を
勧
説
し
た
の
で

さ
き
に
舎
利
弗
が
讃
説
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
比
丘
は
は
じ
め
て
文
殊
を
知
り
↑
文
殊
の
所
に
詣
で
て
、
文
殊
を
礼
拝
合
掌
し
、
共

に
心
に
念
っ
た
そ
の
所
念
の
内
容
を
「
経
』
文
の
中
に
注
意
し
て
見
る
と
、

「
我
等
、
此
の
礼
拝
の
功
徳
を
以
て
、
法
の
実
相
を
知
る
こ
と
は
、
和
尚
舎
利
弗
、
釈
迦
牟
尼
世
尊
の
如
く
、
清
浄
の
身
と
相
好
音

声
と
神
力
自
在
を
得
る
こ
と
は
、
文
殊
師
利
の
如
く
な
ら
ん
。
」

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
諸
比
丘
大
衆
の
新
た
な
願
い
が
生
じ
て
い
る
を
見
る
。
そ
の
願
い
の
中
に
、
法
の
実
相
を
知
る
と
い
う
こ
と

と
、
清
浄
の
身
、
神
力
の
自
在
を
得
る
こ
と
と
が
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
諸
比
丘
大
衆
の
謙
敬
の
願
い
が
見
ら
れ
、
舎
利
弗
、
釈
尊

と
文
殊
へ
の
尊
敬
の
念
が
美
し
く
発
露
し
て
い
る
を
見
る
。

法
蔵
は
「
初
め
に
知
法
を
願
う
は
浬
藥
を
得
る
を
以
て
、
後
に
身
相
等
を
願
う
は
菩
提
を
得
る
を
以
て
な
り
。
前
の
中
に
如
舎
利
弗
と

は
、
生
空
の
実
相
に
約
し
、
釈
迦
と
は
、
法
空
の
実
相
に
約
す
る
な
り
。
又
釈
す
ら
く
、
舎
利
弗
の
所
依
の
釈
迦
の
如
し
と
。
此
れ
即
ち

舎
利
弗
を
挙
げ
て
而
も
釈
迦
を
取
る
な
り
。
」
（
「
探
玄
記
」
巻
十
八
）
と
教
理
的
な
説
記
を
与
え
て
い
る
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
釈
迦
の
教

説
を
知
法
の
教
、
浬
梁
を
得
る
道
と
し
て
尊
敬
し
、
更
に
文
殊
に
随
っ
て
佛
意
に
還
り
、
菩
提
を
得
る
こ
と
を
願
う
と
い
う
こ
と
は
、
佛

教
の
伝
統
を
尊
び
、
新
た
に
伝
統
の
根
源
へ
還
り
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

法
蔵
の
所
説
に
よ
れ
ば
；
舎
利
弗
は
釈
迦
の
弟
子
と
し
て
生
空
を
説
い
た
人
で
あ
る
。
而
し
て
智
慧
第
一
の
尊
称
を
受
け
て
い
る
。
そ

れ
は
小
乗
智
と
言
わ
れ
よ
う
と
も
、
佛
弟
子
の
権
威
を
保
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
舎
利
弗
が
真
先
に
文
殊
の
身
光
に
衝

あ
る
。
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た
れ
た
の
で
あ
る
。
舎
利
弗
な
れ
ば
こ
そ
、
文
殊
の
大
乗
空
智
を
理
解
し
得
た
の
で
あ
る
。
舎
利
弗
の
理
解
は
、
自
ず
か
ら
諸
比
丘
の
理

解
へ
と
進
展
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
諸
比
丘
の
所
念
は
正
し
い
。
た
だ
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
舎
利
弗
か
ら
文
殊
が
現
わ
れ

た
と
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
真
実
に
は
文
殊
こ
そ
舎
利
弗
以
前
の
菩
薩
で
あ
る
。
文
殊
精
神
に
於
い
て
こ
そ
、
舎
利
弗
の
存
在

の
意
義
が
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
舎
利
弗
は
文
殊
の
徳
に
摂
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

舎
利
弗
は
文
殊
を
追
う
て
、
諸
比
丘
と
共
に
文
殊
に
摂
せ
ら
れ
、
今
や
文
殊
は
在
家
の
新
た
な
る
求
道
者
善
財
童
子
に
め
ぐ
り
会
い
、

こ
こ
に
現
わ
れ
た
大
菩
提
心
の
象
徴
と
も
言
う
ゞ
へ
き
善
財
こ
そ
、
文
殊
の
念
ず
る
新
生
の
菩
薩
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
乗
智
の
象
徴
と

も
見
ら
れ
る
文
殊
が
過
去
に
舎
利
弗
を
見
、
未
来
に
善
財
童
子
を
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
佛
教
の
歴
史
を
内
面
的
に
示
す

意
義
深
い
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
殊
は
「
末
会
」
に
お
い
て
善
財
童
子
の
求
道
全
体
を
貫
く
善
き
指
南
の
役
を
果
し
、
し
か
も

普
賢
行
を
限
り
な
く
勧
め
る
こ
と
を
以
て
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
思
う
に
、
第
一
部
経
典
に
於
い
て
は
、
文
殊
が
、
「
寂
滅
道
場
会
」
の
直
後
「
普
光
法
堂
会
」
に
現
わ
れ
て
、
信
の
立
場
に
お

い
て
、
そ
こ
に
菩
薩
道
の
所
依
と
な
る
逆
を
説
く
こ
と
と
合
せ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

『
華
厳
経
」
は
普
擬
行
を
強
調
し
、
内
容
的
に
は
普
賢
に
始
ま
っ
て
普
賢
に
終
る
と
言
っ
て
も
よ
い
経
典
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
寂
滅
逝

場
」
と
「
祇
園
精
舎
」
の
二
聖
処
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
も
、
根
本
は
佛
自
証
の
境
地
を
開
顕
せ
る
普
賢
の
行
願
が
根
本
で
あ
る

こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
二
聖
地
に
お
け
る
主
役
と
な
る
も
の
は
、
佛
の
威
神
力
を
被
り
、
佛
に
代
っ
て

説
く
普
賢
菩
薩
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
経
説
の
内
容
は
実
に
豊
富
で
あ
る
が
、
そ
の
展
開
し
て
行
く
過
程
は
、

普
賢
を
背
景
と
し
て
の
文
殊
精
神
の
具
現
で
あ
り
、
そ
の
文
殊
が
限
り
な
く
普
賢
へ
帰
り
ゆ
く
道
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
法
蔵
は
特
に
留
意
し
て
；
「
入
法
界
品
」
「
末
会
」
に
登
場
す
る
二
者
の
内
面
的
関
係
を
明
瞭
に
教
え
て
い
る
。

一
ハ
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「
二
位
を
拱
す
れ
ば
、
此
の
五
十
五
会
は
二
主
に
統
収
す
。
初
の
文
殊
よ
り
後
の
文
殊
に
至
る
は
是
れ
文
殊
の
位
、
般
若
門
に
属
し
、

後
の
普
賢
の
一
位
は
法
界
門
に
属
す
。
般
若
に
非
ざ
れ
ば
、
以
て
法
界
に
入
る
こ
と
無
し
。
是
の
故
に
善
財
創
め
て
文
殊
を
見
る
。

法
界
に
入
る
に
非
ざ
れ
ぱ
、
以
て
般
若
を
顕
わ
す
こ
と
無
し
。
是
の
故
に
善
財
終
に
普
賢
を
見
、
是
の
故
に
二
人
を
二
位
に
寄
せ
て

以
て
入
法
界
を
明
す
。
又
、
前
の
文
殊
は
則
ち
法
界
甚
深
の
義
、
後
の
普
賢
は
法
界
広
大
の
義
を
顕
わ
す
。
是
の
故
に
二
門
相
影
し

て
具
徳
す
。
」
（
『
探
玄
記
」
巻
第
十
八
）

こ
の
法
蔵
の
説
明
は
、
「
入
法
界
品
」
の
「
末
会
」
全
体
を
通
じ
て
見
る
二
菩
薩
の
関
係
を
よ
く
知
ら
し
め
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
文

殊
の
般
若
門
を
得
ず
し
て
、
正
し
く
普
賢
の
法
界
門
に
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
法
界
門
に
入
る
実
践
行
な
く
し
て
、
般
若
門
に
止

ま
る
こ
と
は
ゞ
真
の
般
若
で
は
な
く
し
て
、
般
若
の
固
定
退
転
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
般
若
門
、
法
界
門
と
区
別
す
れ
ば
、

二
者
相
対
す
る
こ
と
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
相
対
は
一
応
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
二
者
相
融
す
る
と
こ
ろ
に
、
真
の
般
若
門
、
法
界

門
何
れ
も
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
般
若
門
の
文
殊
を
離
れ
た
法
界
門
の
普
賢
な
く
、
法
界
門
の
普
賢
を
求
め
ず
し
て
、
般
若
門
の
文
殊

は
無
い
。
「
入
法
界
品
」
の
「
末
会
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
二
菩
薩
の
関
係
が
最
も
よ
く
二
菩
薩
の
本
来
の
意
義
を
知
ら
し
め
て
く
れ
る

の
で
あ
る
。
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
末
会
」
は
「
本
会
」
を
根
本
と
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
本
会
」
が
、
佛
自
証
の
境
地

と
し
て
の
法
の
開
顕
で
あ
る
に
比
し
て
「
末
会
」
は
具
体
的
に
物
語
の
形
式
を
以
て
人
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
た
め
、
最
も
鮮
か
に
こ

の
二
菩
薩
の
内
面
的
関
係
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
翻
っ
て
第
一
部
の
経
典
に
於
い
て
も
ま
た
同
様
な
こ
と
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
理
解
し
易
い
法
蔵
の
所
説
を
以
て
「
末
会
」
に
見
ら
れ
る
二
菩
薩
の
関
係
を
取
り
上
げ
た
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
「
経
」
に
於
い
て
は
、
文
殊
も
亦
普
賢
に
帰
入
す
る
も
の
と
し
て
、
普
賢
が
優
位
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
得
な
い
・

文
殊
は
能
証
の
智
、
普
賢
は
所
証
の
境
を
表
わ
し
て
い
る
。
従
っ
て
文
殊
は
、
自
か
ら
、
普
賢
を
求
め
、
普
賢
に
没
入
し
、
普
賢
の
中
に

生
き
る
と
も
言
え
る
。
「
入
法
界
品
」
に
お
い
て
、
文
殊
は
求
道
者
善
財
童
子
に
普
賢
行
を
求
め
る
こ
と
を
勧
め
る
が
、
決
し
て
、
自
己

に
追
従
し
、
我
に
道
を
求
め
よ
と
は
言
わ
な
い
。
あ
く
ま
で
文
殊
は
指
南
の
役
に
立
ち
、
普
賢
へ
の
道
を
指
し
示
す
。
こ
こ
に
文
殊
の
立

13



場
と
普
賢
と
の
関
係
が
如
何
な
る
も
の
か
が
如
実
に
現
わ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
し
て
も
、
こ
の
『
経
」

は
全
体
を
通
じ
て
、
普
賢
行
を
説
く
「
経
』
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

文
殊
と
普
賢
と
の
関
係
を
佛
教
の
所
謂
歴
史
的
教
理
展
開
の
上
か
ら
す
れ
ば
、
「
般
若
経
』
の
思
想
か
ら
「
華
厳
経
』
の
思
想
へ
と
言

う
こ
と
も
言
え
る
と
思
う
。
更
に
『
華
厳
経
』
こ
そ
は
、
こ
の
教
理
の
必
然
的
展
開
を
「
経
』
の
内
に
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ

る
。
絶
対
否
定
の
空
思
想
か
ら
、
一
切
衆
生
の
自
覚
を
願
う
普
賢
行
へ
の
自
ず
か
ら
な
る
展
開
は
、
般
若
の
真
実
の
実
践
を
具
体
的
に
顕

現
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
し
め
ら
れ
る
。

第
一
部
経
典
の
「
寂
滅
逆
場
」
に
お
い
て
は
、
普
賢
が
上
首
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
二
部
経
典
の
「
祇
園
精
舎
」
で
は
普
賢
、

文
殊
と
二
聖
並
ん
で
上
首
と
し
て
登
場
し
て
い
る
を
見
る
。
上
首
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
の
二
菩
薩
が
こ
の
「
経
』
に
お
い
て
最
重
要

な
役
割
を
果
す
べ
き
こ
と
が
、
こ
の
点
か
ら
も
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

改
め
て
考
え
る
に
、
こ
の
『
経
』
は
、
節
一
部
の
「
寂
滅
逆
場
」
と
第
二
部
の
「
祇
園
精
舎
」
の
二
箇
の
説
所
が
普
賢
を
以
て
代
表
せ

し
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
根
本
の
意
が
注
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
華
厳
経
』
は
菩
薩
逆
を
最
も
組
織
的
に
整
然
と
説
き
、
そ

の
修
習
の
進
展
が
ま
こ
と
に
明
瞭
な
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
菩
薩
を
以
て
代
表
せ
し
め
て
見
れ
ば
‐
普
賢
ｌ
↓
文
殊
ｌ
↓
普
賢

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
こ
の
よ
う
な
展
開
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
菩
薩
道
の
背
景
と
未
来
の
展
開
、
そ
の
帰
趣
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
菩
薩
道
の
根
底
に
恒
に
存
す
る
も
の
が
「
寂
滅
道
場
」
と
「
祇
園
精
舎
」
に
お
け
る
佛
自
証
の
世
界
で
あ
る
。

佛
最
初
の
説
法
と
伝
承
さ
れ
て
来
た
『
華
厳
経
』
が
「
寂
滅
道
場
」
と
共
に
、
「
祇
園
精
舎
」
を
以
て
会
座
の
根
本
と
し
、
ま
た
佛
弟

子
大
声
間
の
舎
利
弗
の
登
場
の
如
き
こ
と
は
、
常
識
的
に
は
誰
し
も
理
解
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
法
蔵
は
、
「
華
厳
経
』
の
特
性

を
充
分
に
領
受
し
、
そ
の
所
謂
歴
史
的
矛
盾
を
超
え
て
、
『
経
』
意
の
本
質
的
な
も
の
に
参
入
し
て
い
る
を
見
る
。
『
華
厳
経
』
の
開
顕

せ
ん
と
す
る
本
来
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
Ⅷ
「
寂
滅
道
場
」
並
び
に
「
祇
園
精
舎
」
は
、
歴
史
的
時
、
空
を
超
え
て
そ
れ
ぞ
れ
、
佛
意
の
根

源
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
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