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『
華
厳
経
』
天
上
篇
の
思
想
史
的
意
味
に
つ
い
て

織　

田　

顕　

祐

一
、『
華
厳
経
』
を
三
篇
に
分
け
て
考
え
る
意
義
（
天
上
篇
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
）

　
『
華
厳
経
』
は
、
六
十
巻
（
仏
陀
跋
陀
羅
訳
、
旧
訳
）
ま
た
は
八
十
巻
（
実
叉
難
陀
訳
、
新
訳
）
と
い
う
大
部
な
経
典
で
あ
り
、
複
雑
な

構
成
と
途
方
も
な
い
思
想
を
持
っ
た
大
乗
経
典
で
あ
る
。
構
成
の
面
で
は
、
七
処
八
会
、
も
し
く
は
七
処
九
会
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

仏
が
水
平
や
上
下
に
移
動
し
な
が
ら
経
典
が
進
行
す
る
。『
華
厳
経
』
研
究
の
大
成
者
で
あ
る
法
蔵
や
澄
観
は
、
こ
う
し
た
立
体
的
な

経
典
の
進
行
に
は
全
く
関
心
を
示
さ
ず
、
た
だ
五
分
に
分
け
て
『
華
厳
経
』
全
体
を
解
釈
し
て
い
1る

。
法
蔵
は
、
六
十
巻
『
華
厳
経
』

の
如
来
名
号
品
第
三
か
ら
宝
王
如
来
性
起
品
第
三
十
二
を
一
括
し
て
「
修
因
契
果
生
解
分
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
経
典
の
方
で
は
普

光
法
堂
会
↓
天
上
四
会
↓
（
八
十
巻
で
は
再
度
、
普
光
明
殿
会
に
も
ど
る
）
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

会
処
の
移
動
な
ど
は
経
典
理
解
に
あ
た
っ
て
本
当
に
何
の
課
題
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
か
ら
、『
華
厳
経
』

と
い
う
大
乗
経
典
の
本
質
を
知
る
た
め
に
、
法
蔵
ら
の
了
解
を
一
旦
棚
上
げ
し
て
、
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
私
見
を
公
開
し
て
き
た
。

そ
の
際
に
、
佐
々
木
月
樵
が
提
案
し
た
『
華
厳
経
』
を
三
篇
（
地
上
篇
、
天
上
篇
、
地
行
篇
）
に
よ
っ
て
考
察
す
る
方
法
に
従
っ
2た

。
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佐
々
木
の
提
案
は
法
蔵
ら
の
思
想
的
解
釈
と
は
異
な
り
、『
華
厳
経
』
の
構
成
に
従
っ
て
こ
の
経
の
原
意
を
考
察
し
よ
う
と
い
う
意
図

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
見
方
は
、
ま
ず
仏
成
道
の
マ
ガ
ダ
国
と
入
法
界
品
の
祇
園
精
舎
（
地
行
篇
）
に
二
分
し
た
上
で
、
前
半
を
寂
滅
道
場
・
普
光
法

堂
（
地
上
篇
）
と
天
上
（
天
上
篇
）
に
分
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
参
考
資
料
に
示
し
た
よ
う
に
、『
華
厳
経
』
以
前
に
存
在
し

た
相
当
数
の
異
訳
単
経
と
も
良
く
符
合
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
に
よ
っ
て
、
七
処
八
会
ま
た
は
七
処
九
会
の
構
造
に
従
っ
て
そ
の

内
容
を
検
討
す
る
こ
と
が
『
華
厳
経
』
の
本
質
解
明
に
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

改
め
て
気
付
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
普
光
法
堂
会
に
お
い
て
は
文
殊
師
利
と
普
賢
菩
薩
が
中
心
と
な
っ
て
経
典
が
展
開
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
は
天
上
篇
に
は
一
部
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
3い

。
こ
の
事
実
は
一
体
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
。
こ
う

し
た
点
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
天
上
篇
の
構
造
と
思
想
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、『
華
厳
経
』
は
新
訳
と
旧

訳
の
間
に
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
が
、
今
は
『
華
厳
経
』
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
が
課
題
な
の
で
新
旧
両
経
の
問
題

は
一
旦
置
き
、
異
訳
単
経
と
旧
訳
『
華
厳
経
』
と
の
関
係
に
絞
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
旧
訳
『
華
厳
経
』
の
他
化
天
宮

会
は
、
十
地
品
か
ら
如
来
性
起
品
ま
で
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
新
訳
『
華
厳
経
』
の
構
成
に
従
っ
て
十
地
品
の
み
を

考
察
の
対
象
と
す
る
。

二
、
天
上
篇
に
お
け
る
十
地
品
の
異
質
性

　

右
に
述
べ
た
よ
う
に
本
稿
で
『
華
厳
経
』
天
上
篇
と
称
す
る
箇
所
に
は
、
忉
利
天
宮
会
、
夜
摩
天
宮
会
、
兜
率
天
宮
会
、
他
化
天
宮

会
の
四
会
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
各
会
の
中
心
は
そ
れ
ぞ
れ
、
十
住
、
十
行
、
十
回
向
、
十
地
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
は
菩
薩
道
の
順
序
次
第
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
菩
薩
は
、
順
に
十
住
↓
十
行
↓
十
回
向
↓
十
地
と
段
階
を
踏
ん
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で
修
行
を
重
ね
て
い
く
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
来
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
の
伝
統
に
お
い
て
は
ご
く
一
般
的
な
『
華
厳
経
』

理
解
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
天
台
智
顗
も
賢
首
法
蔵
も
こ
う
し
た
理
解
の
中
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
伝
統
は
仏
教
理
解
の
歴
史
と
し

て
否
定
で
き
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
一
方
『
華
厳
経
』
の
本
質
は
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

点
が
、
本
稿
の
重
要
な
関
心
で
あ
る
。

　

何
故
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、
一
に
、
十
行
品
、
十
回
向
品
に
は
異
訳
単
経
が
存
在
し
な
い
こ
と
。
そ
し
て
両
者

は
十
住
品
や
十
地
品
に
比
較
す
る
と
新
し
い
教
理
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
4と

。
二
に
、
十
住
・
十
行
・
十
回
向
・
十
地
と
い

う
組
織
的
な
思
想
が
イ
ン
ド
に
は
存
在
し
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
5と

。
三
に
、
十
住
品
と
十
地
品
で
は
重
複
す
る
内
容
を
含
ん
で

い
る
こ
6と

。
四
に
十
住
・
十
行
・
十
回
向
品
の
所
説
の
様
子
と
十
地
品
で
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
は
既
に
先
行
論
文
に
お
い
て
所
見
を
示
し
て
い
る
の
7で

、
こ
こ
で
は
要
点
を
挙
げ
る
に
留
め
、
本
稿
に
お
い
て
重
要
な
点
の

み
言
及
す
る
。
今
挙
げ
た
第
四
の
点
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
天
上
篇
で
は
仏
が
天
上
に
昇
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
会
座
が
開

始
さ
れ
る
。
そ
の
様
子
は
各
会
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

〔
忉
利
天
宮
会
〕

爾
の
時
世
尊
は
威
神
力
の
故
に
此
の
座
を
起
た
ず
し
て
須
弥
頂
に
昇
り
帝
釈
殿
に
向
い
た
ま
え
り
。（
大
正
９
┣
四
四
一
ｂ
）

〔
夜
摩
天
宮
会
〕

爾
の
時
世
尊
は
威
神
力
の
故
に
、
道
樹
及
び
帝
釈
宮
を
離
れ
ず
し
て
夜
摩
天
宝
荘
厳
殿
に
向
い
た
ま
え
り
。（
同
四
六
三
ａ
）

〔
兜
率
天
宮
会
〕

爾
の
時
如
来
は
自
在
神
力
を
以
て
菩
提
樹
座
及
び
須
弥
頂
妙
勝
殿
上
・
夜
摩
天
宮
宝
荘
厳
殿
を
離
れ
ず
し
て
兜
率
天
宮
一
切
宝
荘
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厳
殿
に
趣
き
た
ま
え
り
。（
同
四
七
八
ｃ
）

〔
他
化
天
宮
会
〕

（
説
か
れ
て
い
な
い
）

サ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
示
し
た
よ
う
に
、
忉
利
天
会
は
菩
提
樹
座
を
離
れ
ず
、
夜
摩
天
会
は
菩
提
樹
座
と
忉
利
天
を
離
れ
ず
、
兜
率
天
会
は

菩
提
樹
座
と
忉
利
天
・
兜
率
天
を
離
れ
な
い
と
い
う
形
式
で
各
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
他
化
天
会
で
は
こ
う
し
た
状
況
が

全
く
説
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
仏
が
説
法
の
た
め
の
師
子
座
に
昇
る
こ
と
も
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
天
上
篇
の
特
徴
と
し

て
師
子
座
に
昇
っ
た
仏
が
体
か
ら
光
明
を
放
つ
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
照
ら
さ
れ
た
菩
薩
た
ち
に
よ
っ
て
仏
徳
を
讃
嘆
す
る
歌
が
説
か

れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
点
も
十
地
品
に
は
全
く
説
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
他
の
細
か
い
点
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
天
上
篇

四
品
の
う
ち
他
化
天
宮
会
だ
け
が
他
の
三
品
と
説
法
の
形
式
が
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
は
何
か
重
要
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、「
原
始
華
厳
経
（
菩
薩
本
業
経
）」
に
お
け
る
願
行
品
（
浄
行
品
）
と
十
地
品
（
十
住
品
）
の
関
係

ア
、
願
行
品
と
十
地
品
の
異
質
感

　

参
考
資
料
に
示
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
異
訳
単
経
の
中
で
は
、
後
の
『
華
厳
経
』
に
お
け
る
第
一
の
普
光
法
堂
会
に
相
当
す
る
も
の

が
最
も
古
い
成
立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
支
謙
訳
の
『
菩
薩
本
業
経
』
は
後
の
『
華
厳
経
』
の
原
初
の
思
想
を
知
る
た
め

に
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、『
菩
薩
本
業
経
』
の
所
説
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
も
既

に
先
行
論
文
に
お
い
て
言
及
し
て
い
8る

。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
前
稿
の
不
十
分
な
点
を
中
心
に
考
察
を
加
え
て
行
き
た
い
。

　

大
正
蔵
経
の
『
菩
薩
本
業
経
』
は
、
冒
頭
部
分
と
「
願
行
品
第
二
」
と
称
す
る
部
分
と
「
十
地
品
第
三
」
と
称
す
る
部
分
に
よ
っ
て
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構
成
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
部
分
は
内
容
的
に
『
華
厳
経
』
の
名
号
品
・
光
明
覚
品
に
相
応
す
る
の
で
あ
る
が
、
名
号
品
と
相
応
す
る
部

分
の
前
の
序
分
に
あ
た
る
部
分
に
、
集
会
の
菩
薩
た
ち
が
「
尽
く
一
生
補
処
」（
大
正
10
┣
四
四
六
ｃ
）
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
菩
薩
た
ち
は
「
十
地
か
ら
十
因
」
に
至
る
十
種
の
「
仏
の
本
業
」
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
我
が
瑕
疵
及
び
諸
疑
惑
を
断

ぜ
よ
」
と
願
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
経
の
菩
薩
た
ち
は
自
ら
の
実
践
に
お
け
る
確
証
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は

『
華
厳
経
』
の
十
地
品
の
集
会
の
菩
薩
た
ち
が
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
於
い
て
皆
退
転
せ
ず
」（
大
正
９
┣
五
四
二
ａ
）
と
説
か
れ
て

い
る
の
と
対
照
的
で
あ
9る

。
こ
の
「
一
生
補
処
」
と
い
う
概
念
は
、
本
来
仏
伝
経
典
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
10る

。

仏
伝
経
典
は
成
道
し
た
釈
迦
牟
尼
（
本
稿
で
は
こ
れ
を
果
位
と
呼
ぶ
）
が
如
何
な
る
存
在
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
果

位
の
釈
迦
牟
尼
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
因
行
で
あ
る
菩
薩
行
を
本
行
と
し
て
説
く
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
因
行
の
菩
薩
行
は
既
に
完
成

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
一
生
補
処
」
は
先
に
成
道
が
完
成
し
た
上
で
因
位
の
最
後
を
定
義
付
け
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

一
方
、
こ
れ
か
ら
成
仏
に
向
か
う
因
位
の
菩
薩
の
菩
薩
行
に
お
い
て
は
菩
薩
行
の
成
就
は
確
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
『
菩
薩

本
業
経
』
の
集
会
の
菩
薩
た
ち
の
「
疑
惑
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
背
景
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、「
仏
」
の
本

質
の
無
量
性
が
文
殊
師
利
（
菩
薩
本
業
経
は
敬
首
菩
薩
と
す
る
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
次
に
仏
の
足
下
の
光
明
に
よ
っ
て
百
億
世
界
が
釈

迦
牟
尼
仏
の
仏
土
＝
娑
婆
世
界
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
次
に
願
行
品
が
始
ま
る
。
願
行
品
の
所
説
は
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
本
行
を
説
く
も
の
で
は
な
く
、

行
者
で
あ
る
因
位
の
菩
薩
の
菩
薩
行
で
あ
る
。
そ
の
所
説
は
一
三
五
の
偈
に
よ
っ
て
一
三
五
の
菩
薩
の
行
い
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
全
体
は
同
一
の
語
調
を
持
っ
て
い
る
。
最
初
の
偈
頌
に
よ
っ
て
そ
れ
を
示
し
て
み
よ
う
。

家
に
居
し
て
戒
を
奉
ぜ
ん
に
は　

当
に
願
う
べ
し
、
衆
生
の

貪
欲
の
意
を
解と

き
て　
　
　
　
　

空
法
中
に
入
ら
ん
こ
と
を
（
大
正
10
┣
四
四
七
ｂ
）
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こ
こ
で
は
、
菩
薩
が
家
に
あ
っ
て
規
則
を
守
る
時
に
は
、
一
切
衆
生
が
貪
欲
煩
悩
の
意
味
を
良
く
知
っ
て
空
の
中
に
住
す
る
よ
う
に
願

う
べ
き
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
菩
薩
が
普
段
の
生
活
の
中
で
当
面
す
る
課
題
が
一
三
五
種
類
説
か
れ
、
そ
こ
に
お

い
て
菩
薩
は
常
に
一
切
衆
生
が
解
脱
に
向
か
う
こ
と
を
願
う
と
説
い
て
い
る
。
そ
の
一
三
五
の
課
題
は
一
般
在
家
者
の
普
段
の
生
活
に

他
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
在
家
菩
薩
の
菩
薩
道
の
中
心
が
衆
生
に
対
す
る
「
願
」
に
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

一
方
、『
菩
薩
本
業
経
』
の
十
地
品
で
は
「
発
意
、
治
地
、
応
行
、
生
貴
、
修
成
、
行
登
、
不
退
、
童
真
、
了
生
、
補
処
」
の
十
地
が

説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
始
め
に
「
往
古
よ
り
来
た
今
、
皆
此
れ
に
由
り
て
成
ず
」（
大
正
10
┣
四
四
九
ｃ
）
と
説
か
れ
、
最
後
に
「
一

切
十
方
の
古
来
現
在
の
仏
は
皆
此
れ
に
由
り
て
興
る
」（
同
四
五
〇
ｃ
）
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
仏
が
仏
に
な
る
た
め
の
古
今
普
遍
の
菩

薩
道
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
十
地
思
想
が
『
華
厳
経
』
十
地
品
の
十
地
思
想
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
が
本
稿
の
中
心
課
題
で

あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
通
り
の
考
察
を
終
え
た
上
で
言
及
す
る
。
こ
こ
で
は
、「
原
始
華
厳
経
」
と
み
ら
れ
る
『
菩
薩
本
業

経
』
の
願
行
品
と
十
地
品
の
間
に
は
、
同
じ
く
「
菩
薩
道
」
と
称
し
な
が
ら
も
同
一
に
は
考
え
ら
れ
な
い
課
題
が
存
在
す
る
点
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

イ
、
こ
の
点
を
聶
道
真
の
翻
訳
を
通
し
て
考
察
す
る

　

支
謙
訳
『
菩
薩
本
業
経
』
の
願
行
品
と
十
地
品
に
は
更
に
別
の
異
訳
経
典
が
存
在
す
る
。
聶
道
真
訳
の
『
諸
菩
薩
求
仏
本
業
経
』（
願

行
品
）
と
竺
法
護
訳
の
『
菩
薩
十
住
行
道
品
』（
十
地
品
）
で
あ
る
。
こ
の
二
経
は
支
謙
訳
『
菩
薩
本
業
経
』
と
の
関
係
で
注
目
す
べ
き

点
が
あ
る
。『
諸
菩
薩
求
仏
本
業
経
』
は
『
菩
薩
本
業
経
』
願
行
品
と
同
じ
よ
う
な
形
式
で
一
三
四
の
菩
薩
の
実
践
を
説
き
、
最
後
に

「
是
は
菩
薩
の
常
の
所
行
の
道
と
為
す
」（
大
正
10
┣
四
五
四
ａ
）
と
結
論
付
け
な
が
ら
、
そ
の
後
に
釈
提
桓
因
が
忉
利
天
上
に
お
い
て
七
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宝
の
師
子
座
を
用
意
し
て
仏
の
来
訪
を
待
つ
場
面
が
説
か
れ
て
い
る
（
同
）。
こ
れ
は
支
謙
訳
『
菩
薩
本
業
経
』
で
は
十
地
品
の
冒
頭
に

説
か
れ
て
い
る
記
述
で
あ
り
、
そ
れ
が
聶
道
真
訳
で
は
浄
行
品
相
当
と
し
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
菩
薩
本
業
経
』
十

地
品
に
相
当
す
る
竺
法
護
訳
『
菩
薩
十
住
行
道
品
』
で
は
、
こ
の
忉
利
天
上
の
説
法
で
あ
る
こ
と
を
示
す
記
述
が
欠
如
し
て
い
る
。
し

か
し
文
脈
を
良
く
検
討
し
て
み
る
と
、
前
者
（『
諸
菩
薩
求
仏
本
業
経
』）
は
忉
利
天
上
の
菩
薩
名
を
列
挙
し
て
突
然
の
よ
う
に
経
典
が
終

了
し
、
後
者
は
忉
利
天
上
の
記
述
を
欠
き
な
が
ら
忉
利
天
上
の
諸
菩
薩
の
筆
頭
で
あ
る
「
曇
昧
摩
提
菩
薩
」
が
い
き
な
り
登
場
す
る
と

い
う
、
両
経
共
に
極
め
て
不
自
然
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
本
来
支
謙
訳
『
菩
薩
本
業
経
』
の
よ
う
な
構
成

だ
っ
た
原
典
を
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
二
分
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
察
を
可
能
に
す
る
。
ま
た
聶
道
真
訳
『
諸
菩
薩
求
仏
本
業

経
』
と
い
う
名
称
は
、
諸
々
の
菩
薩
た
ち
が
成
仏
を
得
る
た
め
の
実
践
道
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
経
が
本
生
菩
薩
の
菩
薩
道

で
は
な
く
、
在
家
菩
薩
の
成
仏
道
を
説
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
更
に
竺
法
護
訳
『
菩
薩
十
住
行
道
品
』
で
は
、

こ
れ
か
ら
説
か
れ
る
菩
薩
の
十
住
行
は
「
釈
迦
文
仏
、
前
世
の
本
願
の
結
成
す
る
所
の
功
徳
な
り
」（
大
正
10
┣
四
五
四
ｂ
）
と
し
、「
菩

薩
の
舎
は
甚
大
な
り
、
悉
く
虚
空
の
如
し
」
と
し
て
、
菩
薩
の
十
住
の
普
遍
性
を
強
調
し
て
い
る
。
要
す
る
に
釈
迦
牟
尼
仏
の
本
生
と

し
て
の
菩
薩
行
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
既
に
指
摘
し
た
支
謙
訳
『
菩
薩
本
業
経
』

に
お
け
る
願
行
品
と
十
地
品
の
異
質
性
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
通
じ
る
。

　
『
開
元
録
』
巻
第
二
に
よ
れ
ば
、
聶
道
真
は
父
の
聶
承
遠
と
共
に
竺
法
護
の
訳
場
に
親
子
で
参
列
し
て
い
た
優
婆
塞
で
あ
る
。
経
典

翻
訳
に
あ
た
っ
て
筆
受
を
務
め
、
竺
法
護
の
没
後
に
は
そ
の
翻
訳
に
手
を
入
れ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
11る

。
先
に
指
摘
し
た
『
諸
菩
薩

求
仏
本
業
経
』
と
『
菩
薩
十
住
行
道
品
』
の
関
係
は
そ
う
し
た
事
実
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
現
在
、
聶
道
真
の
訳

と
し
て
経
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
普
賢
菩
薩
・
文
殊
師
利
に
関
す
る
12経

、
現
存
し
な
い
が
十
地
経
の
異
訳
や
、
菩
薩
の
初
地

と
初
発
心
に
関
す
る
も
の
な
ど
で
あ
13る

。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
聶
道
真
は
「
原
始
華
厳
経
」
の
中
核
を
良
く
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
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い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
仮
に
願
行
品
に
説
か
れ
る
菩
薩
道
を
「
善
男
子
善
女
人
の
菩
薩
14道
」、
十
住
品
に
説
か
れ
る
菩

薩
道
を
「
本
生
菩
薩
の
菩
薩
道
」
あ
る
い
は
そ
の
進
化
型
と
呼
び
、
両
者
を
区
別
し
な
が
ら
以
下
の
論
考
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

先
行
論
文
に
お
い
て
、『
華
厳
経
』
十
地
品
の
特
徴
と
し
て
、
そ
れ
が
「
十
波
羅
蜜
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
15た
。

と
こ
ろ
が
「
原
始
華
厳
経
」
に
お
い
て
は
、「
波
羅
蜜
」
に
関
す
る
言
及
が
極
め
て
少
な
い
。
こ
の
点
は
、
支
謙
訳
『
菩
薩
本
業
経
』、
聶

道
真
訳
『
諸
菩
薩
求
仏
本
業
経
』、
竺
法
護
訳
『
菩
薩
十
住
行
道
品
』
で
も
同
様
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
16る

。
そ
の
数
少
な
い
例
を
比

較
し
て
み
る
と
、
再
度
興
味
深
い
点
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
願
行
品
の
第
一
〇
四
番
目
に
、

人
の
食
を
与
え
ざ
る
と
き
は　

当
に
願
う
べ
し
衆
生
の　

般
若
の
意
を
得
て　

望
む
無
く
惜
し
む
無
き
を
（
大
正
10
┣
四
四
九
ａ
）

と
あ
る
箇
所
は
、
聶
道
真
訳
で
は

菩
薩
未
だ
飯
食
を
受
け
ざ
る
時
は　

心
に
念
言
す
ら
く　

十
方
天
下
の
人
を
し
て　

皆
逆
難
有
る
こ
と
無
く　

悉
く
般
若
波
羅
蜜

経
中
に
入
れ
し
め
ん
こ
と
を
（
大
正
10
┣
四
五
三
ｂ
）

と
あ
る
。
僅
か
な
用
例
し
か
存
在
し
な
い
の
で
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
聶
道
真
訳
『
諸
菩
薩
求
仏
本
業
経
』
は
『
般
若
経
』

の
影
響
を
よ
り
強
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、「
原
始
華
厳
経
」
と
般
若
波
羅
蜜
も
し
く
は
波
羅
蜜
思

想
と
の
関
係
が
次
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

四
、
本
生
の
菩
薩
道
（
十
住
説
）
と
善
男
子
の
菩
薩
道
（
波
羅
蜜
思
想
）
の
発
展
と
し
て
の
十
地
品

ア
、「
本
生
の
菩
薩
道
」
に
お
け
る
「
一
生
補
処
」「
灌
頂
」
の
問
題

　
『
般
若
経
』
以
降
、
無
所
得
空
に
よ
っ
て
六
波
羅
蜜
を
実
践
す
る
こ
と
が
菩
薩
の
課
題
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
と
言
え
る
が
、
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そ
の
場
合
の
「
菩
薩
」
と
は
本
生
の
菩
薩
で
は
な
く
て
、
凡
夫
菩
薩
（
平
川
の
用
語
）、
本
稿
の
文
脈
で
言
え
ば
「
善
男
子
善
女
人
の
菩

薩
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
「
六
波
羅
蜜
」
が
何
を
根
拠
に
説
か
れ
始
め
た
の
か
と
い
う
点
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
平
川
彰
は
、

『
般
若
経
』
以
前
に
遡
っ
て
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
方
途
が
存
在
し
な
い
と
し
な
が
ら
、
部
派
の
波
羅
蜜
説
や
初
期
大
乗
経
典
の
波
羅

蜜
説
を
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、「
そ
れ
は
仏
伝
文
学
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
17る
。
要
す
る
に
仏
の
成
道
に
習

っ
て
凡
夫
菩
薩
も
成
仏
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
生
ま
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
生
の

菩
薩
と
は
成
仏
し
た
釈
尊
の
根
拠
を
因
の
面
か
ら
説
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
因
は
既
に
成
就
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
灌
頂
」
と
か
「
一
生
補
処
」
と
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。『
菩
薩
本
業
経
』
の
十
地
説
の
第
十
地
が
「
補
処
菩
薩
法
住
」
と
さ
れ
、『
華
厳

経
』
十
住
品
の
第
十
住
が
「
灌
頂
住
」
と
さ
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。「
一
生
補
処
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
仏

伝
経
典
に
お
い
て
兜
率
天
か
ら
成
仏
の
た
め
に
地
上
に
下
る
時
の
因
位
の
釈
尊
の
こ
と
で
あ
り
、「
灌
頂
」
と
は
そ
れ
を
転
輪
聖
王
の

王
子
の
即
位
の
行
事
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
既
に
、
成
就
し
た
果
に
お
い
て
因
を
説
い
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
因
の
成
就
は
既
成
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
十
地
品
の
所
説
を
検
討
す
る
際
に
、
極
め
て
重
要
な
点
な
の
で
敢
え
て
注

意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。

イ
、「
善
男
子
の
菩
薩
道
」
に
お
け
る
「
六
波
羅
蜜
」「
無
生
法
忍
」
の
課
題

　

一
方
、
凡
夫
菩
薩
の
菩
薩
道
に
お
い
て
は
、「
一
生
補
処
」
や
「
灌
頂
」
は
決
し
て
確
定
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
因
が
必
ず

果
と
な
る
か
ど
う
か
は
因
の
段
階
で
は
不
確
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
仏
伝
経
典
に
お
い
て
、
因
位
の
釈
迦
牟
尼
が
燃
灯
仏
に
よ
っ
て
「
授

記
を
得
た
」
の
は
、
菩
薩
と
し
て
の
釈
迦
牟
尼
の
歩
み
が
確
実
に
成
仏
に
つ
な
が
る
こ
と
を
保
証
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

れ
と
て
も
成
就
し
た
果
に
お
け
る
因
の
中
で
の
出
来
事
で
あ
る
。
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こ
の
凡
夫
菩
薩
の
菩
薩
道
に
お
け
る
成
仏
を
、
因
の
段
階
で
確
実
に
保
証
す
る
も
の
と
し
て
『
般
若
経
』
で
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
が
「
無
生
法
忍
」
と
「
阿
毘
跋
致
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。『
般
若
経
』
に
お
け
る
菩
薩
の
修
行
過
程
は
、「
初
発
意
↓
久
発
意
（
行

六
波
羅
蜜
）
↓
阿
毘
跋
致
↓
一
生
補
処
」
の
四
段
階
で
説
か
れ
て
い
18る
。
こ
れ
は
修
行
過
程
と
い
う
よ
り
も
、
善
男
子
善
女
人
が
成
仏

に
至
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
論
理
的
な
要
素
を
順
に
並
べ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
は
、『
般
若
経
』
に
説
か

れ
る
三
乗
共
通
の
修
行
道
に
お
い
て
、
声
聞
・
縁
覚
と
菩
薩
と
の
分
岐
点
を
こ
の
「
阿
毘
跋
致
」
に
見
て
、『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
次

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

是
を
菩
薩
は
無
生
忍
法
を
得
て
菩
薩
位
に
入
る
と
名
づ
け
、
阿
鞞
跋
致
と
名
づ
く
。（
大
正
25
┣
五
八
〇
ａ
）

無
生
法
忍
と
は
一
切
の
煩
悩
を
断
じ
て
、
有
漏
の
肉
体
の
報
い
を
受
け
な
く
な
っ
た
菩
薩
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
段
階
の
菩
薩
は
肉
体

の
制
約
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
任
運
に
無
量
の
変
化
身
を
為
し
、
一
切
の
仏
国
土
を
荘
厳
し
、
一
切
の
衆
生
を
教
化
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
菩
薩
は
無
量
の
功
徳
を
積
ん
で
成
仏
す
る
と
さ
れ
る
。『
大
智
度
論
』
中
で
は
「
法
身
菩
薩
」「
法
性
生
身
菩
薩
」
な

ど
と
説
か
19れ
、
龍
樹
の
阿
毘
跋
致
（
不
退
転
）
の
概
念
の
中
心
を
為
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
こ
れ
か
ら
仏
に
な
ろ
う
と

す
る
菩
薩
に
と
っ
て
の
根
本
問
題
で
あ
る
か
ら
、
既
に
仏
と
な
っ
た
釈
迦
牟
尼
の
菩
薩
道
で
あ
る
本
生
の
菩
薩
の
十
地
に
お
い
て
は
説

か
れ
る
必
然
性
が
全
く
存
在
し
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
『
華
厳
経
』
の
十
住
品
の
第
六
住
「
正
心
住
」
の
箇
所
に
は
、

無
生
法
忍
を
退
転
せ
ざ
る
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
が
故
に
。（
大
正
９
┣
四
四
五
ｃ
）

と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
改
め
て
『
菩
薩
本
業
経
』
の
該
当
箇
所
を
検
討
し
て
み
る
と
、『
菩
薩
本
業
経
』
十
地
品
で
は
こ
の
文
章
に

相
当
す
る
部
分
の
み
が
欠
如
し
て
い
る
。
従
っ
て
『
華
厳
経
』
十
住
品
は
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
「
無
生
法
忍
」
の
概
念
を
補
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



33　（織田）
　

一
方
、『
華
厳
経
』
の
十
地
品
で
は
十
波
羅
蜜
を
中
心
概
念
と
し
て
所
説
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
八
地
の
菩
薩
の
中
心
概

念
と
し
て
「
無
生
法
忍
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
う
少
し
経
典
の
文
意
に
沿
っ
て
言
う
な
ら
、
十
地
品
の
六
地
、
七
地
、
八
地

は
、
こ
の
「
無
生
法
忍
」
を
め
ぐ
る
論
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
六
地
で
は
「
無
生
法
忍
は
未
だ
現
前

せ
ず
」（
大
正
９
┣
五
五
八
ｂ
）
と
説
か
れ
、
七
地
で
は
「
是
の
菩
薩
は
清
浄
行
の
故
に
無
生
法
忍
を
得
ん
」（
同
五
六
二
ｂ
）
と
説
か
れ
、

八
地
に
至
っ
て
、

是
れ
を
無
生
法
忍
を
得
て
第
八
地
に
入
る
と
名
づ
く
。
不
動
地
に
入
る
を
名
づ
け
て
深
行
菩
薩
と
為
す
。（
大
正
９
┣
五
六
四
ｂ
）

と
説
か
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
「
未
だ
得
ず
」（
六
地
）、「
得
ん
」（
七
地
）、「
既
に
得
」（
八
地
）
と
い
う
形
で
「
無
生
法
忍
を
得
る
」

こ
と
の
動
的
過
程
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
第
八
地
の
菩
薩
は
任
運
に
無
量
の
智
慧
を
積
み
重
ね
て
行

く
の
で
「
不
動
」
と
称
す
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
十
地
品
に
お
い
て
は
波
羅
蜜
思
想
が
要
所
要
所
で
説
か
れ
て
い
る
が
、
六
波
羅
蜜
か

ら
十
波
羅
蜜
に
展
開
す
る
動
機
が
こ
の
「
無
生
法
忍
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、「
十
住
品
」
と
「
十
地
品
」
の
同
異
性

　
『
華
厳
経
』
十
地
品
の
第
十
法
雲
地
に
は
次
の
よ
う
な
所
説
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

菩
薩
摩
訶
薩
、
亦
是
の
如
く
職
を
受
く
る
時
、
諸
仏
は
智
水
を
以
て
是
の
菩
薩
の
頂
に
灌
ぎ
て
、
灌
頂
法
王
と
名
づ
く
。（
大
正
９

┣
五
七
二
ｂ
）

つ
ま
り
、
法
雲
地
の
菩
薩
を
「
灌
頂
法
王
」
と
名
づ
け
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
そ
の
少
し
後
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

復
た
次
に
仏
子
よ
、
菩
薩
摩
訶
薩
は
法
雲
地
に
住
し
て
一
世
界
に
於
い
て
兜
率
天
よ
り
来
下
し
て
乃
至
大
涅
槃
を
示
す
。（
大
正
９

┣
五
七
三
ｂ
）
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こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
法
雲
地
の
菩
薩
が
因
位
の
釈
迦
牟
尼
仏
の
よ
う
に
一
生
補
処
の
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
法
雲
地
を
「
灌
頂
」「
一
生
補
処
」
と
す
る
視
点
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
『
菩
薩
本
業
経
』
の
十
住
説
を
明
ら
か
に
継
承
し
て
い

る
と
言
え
る
。
従
っ
て
『
華
厳
経
』
の
十
住
説
と
十
地
説
と
は
重
複
す
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
両
者
に
共
通
す
る
概
念
は
、
十
の
要
素
に
よ
っ
て
菩
薩
道
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
共
通
し

な
い
点
は
十
住
説
が
波
羅
蜜
思
想
と
関
係
が
無
い
の
に
対
し
て
、
十
地
説
は
「
十
波
羅
蜜
」
を
基
盤
に
説
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
紙
数
の
都
合
も
あ
っ
て
、
経
文
を
一
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
考
え
か
た
の
道
筋
の
み
を
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
故
、
論
述
に
あ
た
っ
て
具
体
性
に
欠
け
る
点
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た

経
典
内
部
の
思
想
を
検
討
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
全
体
的
枠
組
み
の
検
討
を
ま
ず
優
先
し
て
い
る
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

『
華
厳
経
』
の
十
住
・
十
行
・
十
回
向
・
十
地
は
直
線
的
に
展
開
す
る
時
間
的
な
菩
薩
道
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

仮
に
十
住
品
と
十
地
品
が
重
層
す
る
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
十
行
・
十
回
向
は
段
階
的
な
課
題
で
は
な
く
、
十
住
説
を
補
い
な
が
ら

釈
迦
牟
尼
の
本
生
の
菩
薩
道
を
、
大
乗
仏
教
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
意
味
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
、
十

住
・
十
行
・
十
回
向
の
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
離
れ
ず
、
更
に
道
場
菩
提
樹
を
離
れ
な
い
関
係
で
説
か
れ
、
十
地
品
は
そ
れ
ら
と
は
異
な

る
構
成
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
『
華
厳
経
』
の
成
立
背
景
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。小

結
、『
華
厳
経
』
天
上
篇
の
構
成
と
思
想
史
的
意
味

　
『
華
厳
経
』
天
上
篇
の
十
住
・
十
行
・
十
回
向
は
、
本
生
の
菩
薩
の
菩
薩
道
で
あ
る
十
住
思
想
を
基
盤
と
し
て
、
そ
こ
に
十
行
と
十

回
向
を
加
え
て
、
そ
れ
ら
が
釈
迦
牟
尼
仏
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
こ
と
を
説
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
十
住
・
十
行
・
十
回
向
の
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要
点
は
『
華
厳
経
』
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

〔
十
住
品
〕

仏
子
よ
、
菩
薩
の
種
性
は
尋
深
広
大
な
り
、
法
界
虚
空
と
等
し
。
一
切
の
菩
薩
は
三
世
諸
仏
の
種
性
中
よ
り
生
ず
。（
大
正
９
┣
四

四
四
ｃ
）

〔
十
行
品
〕

諸
仏
子
よ
、
菩
薩
の
行
業
は
不
可
思
議
な
り
、
広
大
な
る
こ
と
法
界
の
如
く
究
竟
せ
る
こ
と
虚
空
の
如
し
。
何
を
以
て
の
故
に
。

菩
薩
摩
訶
薩
は
三
世
諸
仏
の
所
行
の
法
を
学
ぶ
が
故
に
。（
同
四
六
六
ｂ
）

〔
十
回
向
品
〕

仏
子
よ
、
是
れ
菩
薩
摩
訶
薩
の
不
可
思
議
の
大
願
に
し
て
悉
く
普
く
一
切
衆
生
を
救
護
す
る
な
り
。
菩
薩
摩
訶
薩
は
此
の
願
を
立

て
已
り
て
三
世
諸
仏
の
回
向
を
修
学
す
べ
し
。（
同
四
八
八
ｂ
）

こ
れ
ら
は
、
十
住
・
十
行
・
十
回
向
の
各
品
に
お
い
て
、
具
体
的
な
所
説
に
入
る
直
前
に
示
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
（
十
住
・
十
行
・

十
回
向
）
の
全
体
的
な
意
味
を
表
す
も
の
で
あ
る
。「
種
性
」
と
「
所
行
の
法
」
と
「
回
向
」
は
、
菩
薩
道
の
基
盤
（
種
性
）
と
成
仏
の

た
め
の
徳
目
（
所
行
の
法
）、
衆
生
済
度
と
諸
仏
供
養
（
回
向
）
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
菩
薩
道
を
構
成
す
る
不
可
欠
の
三
要
素
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、『
菩
薩
本
業
経
』
の
十
地
品
の
該
当
箇
所
に
は
、

仏
を
求
め
ん
と
欲
す
る
に
は
、
十
地
住
有
り
。
往
古
来
今
に
皆
此
れ
に
由
り
て
成
ず
。（
大
正
10
┣
四
四
九
ｃ
）

と
あ
り
、
十
地
住
各
説
の
末
後
に
は
、

十
十
の
法
成
ず
る
に
従
い
て
、
現
世
に
無
上
正
真
の
道
を
紹
代
す
る
を
得
て
、
最
正
覚
と
為
り
天
下
を
度
脱
す
。（
同
四
五
〇
ｃ
）

と
あ
っ
て
、
釈
迦
牟
尼
が
こ
の
「
十
法
住
」
に
よ
っ
て
成
仏
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
説
主
で
あ
る
法
意
菩
薩
の
言
葉
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で
あ
る
が
、
そ
れ
を
受
け
て
仏
が
改
め
て
、

一
切
の
十
方
の
古
来
現
在
の
仏
は
皆
此
れ
に
由
る
（
同
）

と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
稿
の
論
旨
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、『
華
厳
経
』
十
住
品
に
は
こ
の
部
分
に
該
当
す
る
経
文
が
存
在

し
な
い
。

　
『
菩
薩
本
業
経
』
の
十
地
品
と
『
華
厳
経
』
の
十
住
品
と
は
、
経
文
の
長
短
は
あ
る
も
の
の
、
内
容
的
に
は
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。
し

か
し
、
先
に
挙
げ
た
第
六
住
の
「
無
生
法
忍
」
の
所
説
と
、
最
後
の
こ
の
部
分
の
二
箇
所
だ
け
が
対
応
し
な
い
の
で
あ
る
。『
菩
薩
本
業

経
』
で
は
、
無
上
正
真
道
を
完
成
す
る
た
め
の
菩
薩
道
と
し
て
、
十
住
の
そ
れ
ぞ
れ
を
十
に
開
い
て
い
る
の
で
、
最
後
に
「
十
十
」
と

言
う
の
で
あ
る
が
、
菩
薩
道
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
所
説
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

『
菩
薩
本
業
経
』
十
地
品
の
こ
の
部
分
を
削
除
し
て
、
そ
れ
を
「
種
性
」「
所
行
の
法
」「
回
向
」
に
開
い
た
も
の
が
、『
華
厳
経
』
の
十

住
・
十
行
・
十
回
向
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
本
行
と
し
て
の
菩
薩
行
で
あ

る
か
ら
「
道
場
菩
提
樹
」
を
離
れ
な
い
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
十
地
品
は
「
善
男
子
の
菩
薩
道
」
と
し
て
の
波
羅
蜜
、
特
に
十
波
羅
蜜
と
十
住
と
が
重
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら

と
は
切
り
離
し
て
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

十
行
品
で
は
、
諸
仏
の
本
行
と
し
て
の
「
等
心
恵
施
、
持
戒
清
浄
、
修
習
忍
辱
、
厳
修
精
進
、
第
一
正
念
、
寂
滅
身
口
意
業
、
無
著

心
の
自
利
利
他
、
善
根
成
就
、
一
切
衆
生
の
清
涼
法
池
、
第
一
誠
諦
語
」
が
説
か
れ
て
お
り
、
最
初
の
六
は
傍
線
の
よ
う
に
、
釈
迦
牟

尼
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
六
度
を
背
景
と
し
た
大
悲
行
が
説
か
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
20る

。
ま
た
、
十
回
向
品

で
は
冒
頭
に
六
波
羅
蜜
等
を
修
習
し
た
善
根
を
衆
生
に
回
向
せ
よ
と
説
か
れ
て
い
21る

。
こ
れ
ら
十
行
・
十
回
向
品
は
十
住
品
に
比
べ
て

後
に
成
立
し
て
『
華
厳
経
』
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
仏
伝
経
典
を
踏
ま
え
た
大
乗
仏
教
思
想
の
深
化
を
表
し
て
い
る
の
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で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
天
上
篇
の
前
三
会
は
本
生
の
菩
薩
道
で
あ
る
十
住
思
想
と
、
本
生
菩
薩
の
六
度
と
回
向
に
よ
っ
て
大
乗
の
菩
薩
道
を
明
ら

か
に
し
、
そ
れ
ら
が
過
去
未
来
現
在
を
貫
通
す
る
普
遍
の
菩
薩
道
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
現
に
今
釈
迦
牟
尼
が
成
仏
し
た
こ
と
を

表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
十
地
品
は
、
そ
れ
ら
と
は
別
に
菩
薩
の
十
地
の
階
梯
が
十
波
羅
蜜
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、『
般
若
経
』
と
の
融
合
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
般
若
経
』
は
般
若
波
羅
蜜
が

諸
仏
の
根
源
で
あ
る
と
説
22く

。
一
方
、「
原
始
華
厳
経
」
は
本
生
の
菩
薩
の
十
住
が
三
世
諸
仏
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
説
く
。
い
ず
れ

も
が
諸
仏
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
、
両
者
は
よ
り
高
次
の
次
元
で
融
合
す
る
意
義
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。『
華
厳
経
』

の
十
地
品
と
入
法
界
品
が
十
波
羅
蜜
を
中
心
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
て
、
十
波
羅
蜜
を
基
本
に
展
開
す
る
十
地
品
や
入
法
界
品
は
、
後
に
『
華
厳
経
』
の
中
心
を
担
う
こ
と
に
な

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
当
初
か
ら
先
駆
的
に
『
華
厳
経
』
の
中
心
軸
を
形
成
し
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
他
に
も
、『
華
厳
経
』
の
根
本
的
な
主
題
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
文
殊
師
利
と
普
賢
菩
薩
の
存
否
を
通
し
て
対
照
的
で
あ
る
天
上

篇
と
普
光
法
堂
会
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
前
半
（
地
上
篇
と
天
行
篇
）
と
入
法
界
品
（
地
行
篇
）
と
の
関

係
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
点
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

　

な
お
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
北
京
大
学
仏
教
研
究
中
心
主
催
の
「
第
三
回
世
界
華
厳
大
会
」（
十
日
〜
十
二
日
）

に
お
け
る
研
究
発
表
を
一
部
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
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註１ 

法
蔵
の
五
分
説
に
つ
い
て
は
、『
華
厳
経
探
玄
記
』
巻
第
二
（
大
正
35
┣
一
二
五
ｂ
）
に
説
か
れ
る
。
こ
の
中
で
法
蔵
は
、
如
来
名
号
品
第
三
か
ら

如
来
性
起
品
第
三
十
二
ま
で
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て
「
修
因
契
果
生
解
分
」
と
名
付
け
て
い
る
。

２ 
佐
々
木
月
樵
「
華
厳
経
の
新
し
き
見
方
」（『
佐
々
木
月
樵
全
集
』
第
五
巻
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
）
三
六
五
┣
四
四
五
頁

３ 

Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索
結
果
に
よ
る
。
た
だ
し
、
十
回
向
品
に
至
る
と
「
普
賢
行
」「
普
賢
菩
薩
行
」
と
い
っ

た
用
語
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
菩
薩
行
を
全
体
的
に
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
普
賢
菩
薩
」
と
い
う
一
個
の
尊
格
を
表
現
す
る
も
の

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

４ 

十
行
品
に
「
盧
舎
那
仏
本
願
力
の
故
に
」（
大
正
９
┣
四
六
六
ｂ
）、
十
回
向
品
の
各
説
の
冒
頭
に
六
波
羅
蜜
が
説
か
れ
る
こ
と
（
同
四
八
八
ｃ
）

や
、「
普
賢
行
」「
普
賢
力
」（
同
五
四
一
ｂ
）
と
い
っ
た
概
念
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

５ 

山
田
龍
城
著
『
大
乗
仏
教
成
立
論
序
説
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
九
年
）
二
五
八
頁
な
ど
参
照
。

６ 

こ
の
点
は
本
稿
の
結
論
の
一
部
な
の
で
、
後
に
詳
述
す
る
。

７ 

拙
稿
「『
華
厳
経
』
天
上
篇
の
構
造
と
思
想
に
つ
い
て
」（『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
九
七
号
、
二
〇
一
三
年
）
の
「
三　

天
上
篇
の
内
容
に
つ
い
て
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。

８ 

拙
稿
「
七
処
八
会
の
構
造
か
ら
見
た
『
華
厳
経
』
の
基
本
思
想
に
つ
い
て
」（『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
〇
二
号
、
二
〇
一
五
年
）
の
「
二　

そ
こ

か
ら
考
察
さ
れ
る
原
始
『
華
厳
経
』
の
中
核
思
想
に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

９ 

な
お
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、『
十
地
経
論
』
所
釈
の
『
十
地
経
』
で
は
、

 
 

一
切
不
退
転
に
し
て
、
皆
一
生
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
る
な
り
。（
大
正
26
┣
一
二
五
ａ
）

 

と
あ
る
。

10 

阿
理
生
稿
「ekajātipratibaddha—

い
わ
ゆ
る
一
生
補
処—
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
八
六
号
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
参
照
。

11 

西
晋
の
聶
道
真
に
つ
い
て
は
、
常
盤
大
定
著
『
後
漢
よ
り
宋
斉
に
至
る
訳
経
総
録
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
三
年
）
の
七
〇
八
┣
七
一
六
頁
に
必

要
な
情
報
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
生
涯
と
訳
経
に
つ
い
て
は
『
開
元
録
』
巻
第
二
（
大
正
55
┣
五
〇
〇
ｂ
〜
五
〇
一
ａ
）
参
照
。

12 

『
開
元
録
』
に
は
聶
道
真
の
翻
訳
と
し
て
次
の
よ
う
な
経
典
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　

 『
文
殊
師
利
般
涅
槃
経
』（
大
正
14
所
収
）

　
　

 『
三
曼
陀
颰
陀
羅
菩
薩
経
』（
大
正
14
所
収
）

13 

現
存
し
な
い
が
次
の
よ
う
な
経
名
を
挙
げ
て
い
る
。
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十
住
経
十
二
巻

 
 

大
方
広
菩
薩
十
地
経
一
巻

 
 

菩
薩
初
地
経
一
巻

 
 

菩
薩
初
発
時
経

 
 

初
発
意
菩
薩
行
易
行
法
経

14 

『
菩
薩
本
業
経
』
願
行
品
で
敬
首
菩
薩
が
、

 
 

若
し
、
族
姓
子
、
族
姓
女
の
仏
道
を
成
ぜ
ん
と
発
さ
ば
〜
（
大
正
10
┣
四
四
七
ｂ
）

 

と
前
提
し
て
一
三
五
の
課
題
を
説
い
て
い
る
の
で
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
み
た
い
。

15 

拙
稿
「
七
処
八
会
の
構
造
か
ら
見
た
『
華
厳
経
』
の
基
本
思
想
に
つ
い
て
」（『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
〇
二
号
、
二
〇
一
五
年
）
の
註
（
25
）
に

ま
と
め
た
の
で
そ
こ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

16 

Ｓ
Ａ
Ｔ
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索
結
果
に
よ
る
。

17 

平
川
彰
稿
「
六
波
羅
蜜
の
展
開
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
二
号
、
一
九
七
三
年
）
五
三
五
頁
参
照
。

18 

山
田
前
掲
書
二
四
四
頁
に
詳
し
く
諸
本
が
対
照
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

19 

法
身
菩
薩
に
つ
い
て
は
、
大
正
25
┣
一
四
六
ｂ
、
一
八
八
ｃ
な
ど
に
説
か
れ
て
い
る
。
法
性
生
身
菩
薩
に
つ
い
て
は
、
同
二
六
五
ｂ
、
三
一
二
ｃ

な
ど
に
説
か
れ
て
い
る
。

20 

例
え
ば
最
初
期
の
仏
伝
経
典
で
あ
る
『
修
行
本
起
経
』
は
、
兜
率
天
か
ら
来
下
す
る
因
位
の
釈
迦
牟
尼
の
積
徳
に
つ
い
て
、
六
度
無
極
の
布
施
、

持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
一
心
、
智
慧
を
行
じ
〜
（
大
正
３
┣
四
六
三
ａ
）
と
説
い
て
い
る
。

21 

大
正
９
┣
四
八
八
ｃ

22 

例
え
ば
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
巻
第
二
十
一
方
便
品
に
、

 

十
方
現
在
の
諸
仏
も
亦
般
若
波
羅
蜜
中
よ
り
生
ず
。
過
去
未
来
の
諸
仏
も
亦
般
若
波
羅
蜜
中
よ
り
生
ず
。（
大
正
８
┣
三
七
二
ｂ
）

 

と
あ
る
。

 

（
大
谷
大
学
教
授　

仏
教
学
）

 

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉『
菩
薩
本
業
経
』、『
諸
菩
薩
求
仏
本
業
経
』、
本
生
菩
薩
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『
華
厳
経
』
新
旧
対
照
表
（
参
考
資
料
）

◆
…
初
成
道
を
説
く
経
典




