
仏
教
文
化
公
開
講
座
講
演
録

大
乗
仏
教
の
展
開
と
仏
説
論

能

仁

正

顕

大乗仏教の展開と仏説論

こ
ん
に
ち
は
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
を

い
た
だ
き
ま
し
た
能
仁
で
す
。
普
賢

(菩
薩
)
と
能
仁

(シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
の
古
訳
)
で
す
か
ら
、

大
変
浅
か
ら
ぬ
因
縁
が
あ
り
、
こ
の
場
に
立
た
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

所
長
の
普
賢
保
之
先
生
と
は
、
宗
学
院
と

い
う
西
本
願
寺
系

の
宗
学
の
研
究
機
関
で
ご

一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
普
賢
先
生

は
真
宗
学
の
ご
専
門
で
、
私
は
仏
教
学

で
す
。
龍
谷
大
学

の
大
学
院
に
同
時
期
に
在
籍
し
て
い
ま
し
た
が
、
専
攻
が
違

っ
て
い
ま
し
た

の
で
ほ
と
ん
ど
接
す
る
機
会
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
博
士
課
程
を
終
え
て
、
そ
の
宗
学
院
で
た
ま
た
ま
同
じ
机
で
学
ば
せ

て
い
た
だ
い
た
と
い
う
ご
縁
が
あ

っ
て
、
今
日
こ
こ
に
こ
う
や

っ
て
お
呼
び

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
宿
世
の
因
縁
が
あ

っ
た

の
か
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
ご
縁
を
大
変
あ
り
が
た
く
喜
ん
で
い
ま
す
。

　
　

　

近
年
は
か
ら
ず
も

『大
乗
荘
厳
経
論
』
を
研
究
す
る
機
縁
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
第
1
章
に
、
大
乗
が
仏
説
で
あ
る
八
つ
の
理
由

が
説
か
れ
ま
す
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
無
著

(三
九
五
～
四
七
〇
年
頃
)
造
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
第

一
に

「
前
も

っ
て
予
言

　
　
　

さ
れ

て
い
な
い
か
ら

」
と
い
う
理
由
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
彼

の
弟

・世
親

(四
〇
〇
～
四
七
〇
年
頃
)
は
そ
の
言
葉
を
解
説
し
て
、
「大
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乗
が
正
法
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
釈
迦
牟
尼
仏
の
滅
後
に
誰
か
が
作

っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
仏
は
予
言
さ
れ
な
か

っ
た
の
か
」
と
大

乗
非
仏
説
に
対
し
て
反
問
し
て
い
ま
す
。
世
親
は
、
三
蔵
中
の
論
蔵
、
す
な
わ
ち
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
金
字
塔
、
説

一
切
有
部

(以
下
、
有

部
)
の
教
義
を
ま
と
め
た

『阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』

(以
下
、
倶
舎
論
)
の
著
者
で
も
あ
り
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
権
威
者
と
し
て
大
乗
非
仏

説
を
唱
え
た
人
物
で
し
た
。
も

っ
と
も
有
部
の
教
義
に
も
批
判
的
で
し
た
が
、
そ
の
世
親
が
大
乗
に
転
向
し
た
と
い
う

の
は
十
分
意
義

あ

る
こ
と
で
す
。

今
回

護

を

「大
乗
仏
教
の
展
開
と
仏
説
論
」
と
、
大
風
呂
敷
を
広
げ
ま
し
た
・
予
言

の
有
無
を
理
由
と
す
鳥

は
我

々
に
は
容

易

に
納
得
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
内
容
と
し
て
説
か
れ
た
正
法
を
妨
げ
な

い
と

い
う
点
は
、
イ
ン
ド
で
ど

の
よ
う
に
仏
教
が

展
開
し
大
乗
が
受
容
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
か
、
そ
の
土
壌
が
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

一
、

縁
起

の
教
説

と
増

上

縁

ま
ず
正
法
は
何
か
。
ま
ず
こ
こ
か
ら
話
を
始
め
ま
し
ょ
う
。
『
マ
ッ
ジ
マ
・
ニ
カ
ー
ヤ
』
第
28
経

「
象
跡
喩
大
経

」
(
『中
阿
含
』
「象

跡
喩
経
」
大
正
蔵
1
、
四
六
七

a
)
に
次
の
よ
う
な
仏
語
が
伝
え
ら
れ
ま
す
。

世
尊
は
お
説
き
に
な
ら
れ
た
、
「縁
起
を
見
る
者
は
法
を
見
る
。
法
を
見
る
者
は
縁
起
を
見
る
」
と
。

こ
れ
は
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
に
よ
り
世
尊
の
言
葉
と
し
て
仏
弟
子
た
ち
に
語
ら
れ
た
も

の
で
、
縁
起
こ
そ
が
法

(真

理
)
で
あ
り
、
そ

れ
を
説

い
た
の
が
仏
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
「縁
起
」
と
は
、
此
を
縁

(条
件
)
と
し
て
彼
が
起
こ

っ
て
い
る
状
態
に
あ
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大乗仏教の展開と仏説論

る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
文
脈
で
は
、
人
間
を
は
じ
め
と
し
た
世
の
中
に
存
在
す
る
も
の
は
、
五
薙
と
い
う
五
つ
の
要
素
を
縁
と

し
て
集
ま
り
起
こ

っ
た
も
の
で
、
人
は
そ
れ
を
我
が
も
の
と
し
て
取
り
込
み
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
縁
起

の
道
理
の
も
と
、

逆
転
し
て
、
執
着
を
離
れ
た
浬
桀
の
境
地
に
至
る
道
を
説

い
た
の
が
仏
で
あ

っ
た
と
理
解
さ
れ
ま
す
。
先
の

『倶
舎
論
』
や
龍
樹

(
一

五
〇
～
二
五
〇
年
頃
)
の

『中
論
頒
』
に
は
、
そ
う
し
た
縁
は
因
縁

・
等
無
間
縁

・
所
縁
縁

・
増
上
縁
の

「
四
縁
」
に
分
類
さ
れ
、
そ

れ
ら
に
よ

っ
て
因
果
関
係
が
示
さ
れ
ま
す
。

先
に

「因
縁
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。
因
と
縁
は
本
来
同
義
で
す
が
、
因
を
直
接
的
な
原
因
、
縁
を
間
接
的
な
因
と
し
て
使

い
分
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
水
や
光
な
ど
諸
条
件
が
そ
ろ

っ
て
種
が
芽
を
出
す
よ
う
な
も
の
で
す
。
芽
に
と

っ
て
種
が
直

接
的
因
で
、
水
や
光
が
間
接
的
因
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
因
果
関
係
を
表
現
す
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
に

「自
業
自
得
」
が
あ

り
ま
す
が
、
イ
ン
ド
で
は
縁
起
観
に
お

い
て
も
業

(カ
ル
マ
)
を
重
要
視
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
種
に
相
当
す
る
の
が
自
身
の
業
で

あ
り
因
縁
と
な
り
ま
す
が
、
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
を
通
し
て
い
ろ
ん
な
思
い

・
欲
求

・
煩
悩
が
因
縁
と
し
て
は
た
ら
き
、
出
遇

っ
た

友
人
と
の
か
か
わ
り
や
先
生
の
導
き
な
ど
を
増
上
縁
と
し
て
行
為
が
起
こ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
今
の
私
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
因
縁
と

い
う
の
が
直
接
で
あ
れ
間
接
で
あ
れ
、
価
値
的
に
重
視
さ
れ
た
原
因
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ち

な
み
に
、
等
無
間
縁
と
は
そ
の
心
に
と

っ
て
直
前
に
滅
し
た
心
、
所
縁
縁
と
は
認
識
対
象
を
指
し
ま
す
。

因
縁
と
対
照
的
な
縁
が
増
上
縁
で
す
。
「
此
が
あ
る
と
き
彼
が
あ
る
」
と
は
、
十
二
縁
起
を
語
る
際
の
定
型
句
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

た
表

現
で
す
が
、
増
上
縁

の
定
義
と
し
て
も
適
用
さ
れ
ま
す
。
結
果
で
あ
る

「彼
」
に
と

っ
て
、
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
縁
と

し
て

「此
」
に
当
て
は
ま
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
条
件
付
け
ら
れ
て
起
こ
っ
て
い
る
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
、

こ
れ
に
よ

っ
て
因
果
関
係
全
般
が
示
さ
れ
ま
す
。
直
接
的
な
因
に
対
し
て

「
間
接
的
な
因
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、

『倶

舎
論
』

で
は
与
力
と
不
障
、
つ
ま
り
、
力
を
与
え
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
障
碍
と
な
ら
な
い
も

の
、
妨
げ
な
い
も
の
が
増
上
縁
と
し
て
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考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

増
上
縁
と

い
う

の
は
ど
う
い
う
縁
な
の
か
と

い
う
と
、
桜
部
建
氏
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
解
説
書
の
中
に
、
「月
と
ス
ッ
ポ
ン
」
の
事
例

　
　
　

を
も

っ
て
説
明
さ
れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
「月
と
ス
ッ
ポ
ン
」
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

。

一
見
全
く
無
関

係

の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
夜
、
月
が
水
辺
に
た
た
ず
む
ス
ッ
ポ
ン
を
照
ら
し
輝

い
て
い
る
情
景
を
思
い
浮
か
べ
て
く
だ
さ

い
。
月
が
昇

る
た
め
に
ス
ッ
ポ
ン
が
何
か
手
助
け
し
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
し
、
そ
も
そ
も
ス
ッ
ポ
ン
に
は
何
の
関
心
も
な

い
で
し
ょ
う
。

一

方

ス
ッ
ポ
ン
が
池
に
入
り
水
面
に
映
る
月
影
を
揺
る
が
し
て
も
天
空
で
輝
く
月
に
は
何
の
影
響
も
与
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
夜
空
に
輝

く
満
月
は
ス
ッ
ポ
ン
を
照
ら
し
て
い
ま
す
。
こ
の

一
見
無
関
係
な
二
者
間
に
も
広
く
因
果
関
係
を
認
め
よ
う
と
し
た

の
が
、
増
上
縁
だ

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

夜
ど
ん
な
に
星
が
き
れ
い
に
輝

い
て
い
よ
う
と
も
、
昼
間
に
な
る
と
、
星
の
光
は
太
陽
に
か
き
消
さ
れ
て
、
私
た
ち
に
は
星
の
存
在

自
体
が
全
く
知
ら
れ
ま
せ
ん
。
見
え
な

い
け
れ
ど
も
、
星
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
大
乗
で
は
、
現
在
他
方
仏
や
仏
国
土
が
夜
空
に
輝
く

星
に
讐
喩
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
増
上
縁
に
大
乗
を
当
て
は
め
て
仏
説
を
考
え
た
と
き
、
現
在
他
方
仏
を
説
く
浄
土
経
典
が

視

野
に
入

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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二
、
「
大
乗

は
仏
説
に
あ
ら
ず
」

(
一
)

日

本

の
場
合

　　
　

さ
て
日
本
で
は
、
富
永
仲
基
の

『出
定
後
語
』
(
一
七
四
四
年
刊
)
に
お
い
て
本
格
的
に
大
乗
非
仏
説
が
論
じ
ら
れ
ま
す
。
要
点
を

言
え
ば
、
小
乗
部
派
か
ら
大
乗

へ
と
対
立
的
に
発
展
す
る
過
程
に
お
い
て
、
加
上
の
説
に
よ
り
、
古

い
教
説
を
超
え

る
べ
く
新
し

い
教



大乗仏教の展開と仏説論

説
が
加
え
ら
れ
発
展
し
、
滅
後
五
百
年
、
阿
難
に
仮
託
さ
れ
、
後

の
人
に
よ

っ
て
般
若
経
を
は
じ
め
と
し
た
大
乗
経
典
が
次
々
と
作
ら

れ
て

い
っ
た
と

い
う
の
で
す
。
さ
ら
に
如
是
我
聞
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
直
弟
子
阿
難
が
仏
滅
後
集
め
た
釈
尊

の
直
説
と
言
う

べ
き
も
の
は
阿
含
経
中
の
数
章
で
し
か
な
い
と
い
う

の
で
す
。
こ
の
富
永

の
説
は
正
鵠
を
え
た
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
現
代
の
研
究
者
に

と

っ
て
も
仏
教
の
歴
史
的
事
実
を
証
す
も
の
と
し
て
真
摯
に
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
大
乗
の
流
れ
を
汲
む
日
本
の
仏
教
は
、
総
じ
て
仏
説
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
に
明
治
期
に
な
り
、

　　
　

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
仏
教
研
究
の
成
果
と
相
侯

っ
て
、
大
乗
非
仏
説
を
真
剣
に
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。
当
時
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
、
歴
史
上
の

bd
&
自

p
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
仏
教

の
原
典
研
究
が
進
み
、
初
期

の
仏
教
文
献
は
パ
ー
リ
語
で
書
か
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
仏
教
の
歴
史
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

一
方
、
日
本

の
仏
教
は
漢
訳
さ
れ
た
経
典
に
も
と
つ
い
て
い

た
わ
け
で
す
。
あ
く
ま
で
翻
訳
で
す
か
ら
、
直
接

の
原
典
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
漢
文
の
経
典
、
各
宗
派
が
所
依
と
す
る
経
典

へ

の
信
頼
性
が
問
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ

の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
今
日
の
近
代
仏
教
学

へ
の
流
れ
を
作

っ
た
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
学

ん
だ
南
條
文
雄
、
笠
原
研
寿
、
高
楠
順
次
郎
で
し
た
。

一
八
七
六
年
、
南
條
と
笠
原
は
東
洋
学
者
の
マ
ッ
ク
ス
・ミ
ュ
ラ
ー

(写
δ
臼
け
げ

ζ
輿

ζ
自
Φぴ

一
八
二
三
～

一
九
〇
〇
年
)
氏
に
師
事
し
て
、
梵
語

(サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
)
を
学
び
、
仏
典
の
研
究
を
し
ま
し
た
。
南

條
文
雄
氏

(
一
八
四
九
～

一
九
二
七
年
)
は
、
帰
国
後
、
日
本
最
初

の
文
学
博
士
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
高
楠
順
次
郎
氏
も
、
帰
国
後

は
東
大
の
梵
語
学
講
座
の
開
設
に
尽
力
し
、
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
や

『南
伝
大
蔵
経
』
の
編
集

・
刊
行
を
し
て
い
ま
す
。

し

っ
た
ん

さ

て
マ
ッ
ク
ス

・
ミ
ュ
ラ
ー
氏
は
南
條
文
雄
氏
に
依
頼
し
て
、
古
く
か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
悉
曇
本
の
阿
弥
陀
経
を
取
り
寄
せ

サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
本
の
校
訂
出
版
を
行

い
ま
す
。
ミ
ュ
ラ
i
氏
は
、
阿
弥
陀
経

の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
に
強

い
関
心
を
も

っ
て
い
ま

し
た
が
、
教
説
に
つ
い
て
は
仏
説
と
は
言
え
な
い
と
い
う
立
場
を
採

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
日
本
人
二
人
の
学
問
的
能
力
は
高
く
評
価
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さ
れ
ま
し
た
が
、
歴
史
上
の

しu
鼠
α
冨

は
阿
弥
陀
や
観
音
、
極
楽
の
名
前
も
知
ら
な
い
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
を
信
じ
る
国
民
を
ど
う

　こ

し
て
仏
教
徒
と
呼
べ
よ
う
か
、
と
強

い
口
調
で
日
本
仏
教
を
批
判
し
て
い
ま
す
。
大
乗
仏
教
は
、

一
九
世
紀
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
い
て

も
仏
説
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
で
も
日
本
の
仏
教
者
た
ち
は
、
日
本
仏
教
各
宗
派
に
う
ち
立
て
ら
れ
た
伝
統
教
学
の
根
拠
を
大
乗
経
典
の
イ

ン
ド
原
典
に
求
め
、

　　
　

イ

ン
ド
、
中
央
ア
ジ
ア
、
あ
る
い
は
チ
ベ
ッ
ト
を
目
指
し
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
大
谷
探
検
隊
の
大
谷
光
瑞
氏
も
そ
の

一
人
で
す
。

48

(二
)
イ
ン
ド
の
場
合

し
か
し
、
彼
ら
が
言
う
よ
う
に
大
乗
仏
教
は
本
当
に
仏
説
と
は
言
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
仏
説
と
は
、
歴
史
上
の
人
物

で
あ
る
お
釈
迦
さ
ま
の
離

を
言

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
・
イ
ン
ド
に
お
い
て
仏
説
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
を
・
藤
田
祥
道
氏
の
襲

を

参

照

し

つ
つ
、

確

認

し

て

お

き

ま

し

ょ
う

。

だ
い
は
つ

ね

は
ん
ぎ
ょ
う

『大
般
浬
葉
経
』
に
は
、仏
説
の
定
義
に
相
当
す
る
文
言
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
パ
ー
リ
本
に
は

「ω
経
に
入
り
、
働
律
に
見
ら
れ
る
」

と

い
う
二
つ
の
条
件
が
あ
げ
ら
れ
る
の
み
で
す
が
、
有
部
所
伝
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
に
は
、
ω
、
図
に
加
え
、
「㈹
法
性
に
反
し
な
い
」

と

い
う
第
三
の
条
件
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
パ
ー
リ
本
で
は
、
臨
終
に
際
し

「お
前
た
ち
の
た
め
に
わ
た
し
が
説

い
た
教
え
と
わ
た

し

の
制
し
た
戒
律
と
が
、
わ
た
し
の
死
後
に
お
ま
え
た
ち
の
師
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
遺
し
て
い
ま
す
か
ら
、
前
二
条
件

け
つ
じ
ゅう

 が
元
来
の
も
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
実
際
、
結
集
の
時
に
は
参
集
し
た
阿
羅
漢
の
証
言
を
必
要
と
し
た
の
で
、
ω
吻
は
仏
説

で
あ
る
こ
と
の
前
提
と
な
る
必
要
条
件
と
な
る
の
に
対
し
て
、
第
三
は
阿
羅
漢

の
証
言
に
あ
た
る
論
理
的
に
要
請
さ
れ
た
十
分
条
件
が

示

さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
時
期
と
し
て
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
以
後
、
論

(
ア
ビ
ダ
ル
マ
)
蔵
が
編
纂
さ
れ
て
以
降
だ
と
推
定

さ
れ
ま
す
。
『根
本
説

一
切
有
部
律
雑
事
』
や
法
蔵
部
所
伝
の

『四
分
律
』
に
も
三
条
件
の
記
述
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
す
。
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そ
れ
ら
を
承
け
て

『大
乗
荘
厳
経
論
』
第
1
章
第
11
偶
に
お
い
て
、
大
乗
は

「経
に
入
り
、
律
に
見
ら
れ
、
法
性
に
反
し
な
い
」
と

反
論
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「法
性
」
と

い
う

の
は
何
か
と

い
う
と
、
広
大
に
し
て
甚
深
の
教
法
と
言

っ
て
い
ま
す

か
ら
、
こ
れ
を

縁
起

の
道
理
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
縁
起

の
道
理
こ
そ
が
、
仏
説
の
根
拠
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

さ

て
お
釈
迦
さ
ま
の
直
説
、
歴
史
上
の
ブ
ッ
ダ
が
説
か
れ
た
文
句
か
ど
う
か
を
基
準
と
す
れ
ば
、
非
仏
説
の
そ
し
り
は
大
乗
経
典
全

体
に
及
び
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
富
永
や
ミ

ュ
ラ
ー
の
よ
う
に
大
乗
経
典
に
依
拠
す
る
日
本
の
仏
教
自
体
が
仏
説
で
は
な
い
と
否
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
イ
ン
ド
で
は
事
情
が
異
な

っ
て
い
ま
し
た
。
イ
ン
ド
で
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
言
葉

だ
け
を
も

っ
て
仏
説
と
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
に

「縁
起
を
見
る
者
は
法
を
見
る
」
と

い
う
経
の
言
葉
を
あ
げ
ま
し

た
が
、
真
理
を
覚

っ
て
教
え
を
説
い
た
の
が
仏
で
す
。
縁
起
こ
そ
が
仏
を
仏
た
ら
し
め
る
法

の
本
質
と
い
っ
て
良

い
で
し
ょ
う
。
「法

性
に
反
し
な
い
」
と
い
う
第
三
の
条
件
は
、
法
に
適

っ
て
い
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
縁
起
の
法
を
基
準
と
し
た
仏
説
論
を
展
開
し
て
い

た
と
言
え
る
の
で
す
。

こ

の
よ
う
な
仏
説
の
定
義
を
ふ
ま
え
て
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
典
の
歴
史
を
傭
鰍
す
る
と
、

一
つ
の
特
徴
が
見
え
て
き
ま
す
。
す
な
わ

か

し
ょう
ぽ
ん

ち
、
大
乗
経
典
に
お
い
て
、
大
乗
を
そ
し
る
言
葉
を
伝
え
る
経
典
が
幾

つ
か
あ
り
ま
す
。
『八
千
頒
般
若
経
』
、
『迦
葉

品
』
と
い
っ
た

は
ん
じ
ゅ
ざ
ん
ま
い
き
ょ
う

経
典

で
す
。
『般
舟
三
昧
経
』
に
も

「仏
説
に
あ
ら
ず
」
と

い
う
文
言
が
出
て
き
ま
す
。

そ
れ
ら
を
見
る
と
、
批
判
の
対
象
に
な

っ
て
い
る
の
は
空
性
な
の
で
す
。
基
本
的
に
空
性
の
解
釈
を
め
ぐ
る
立
場
の
違
い
が
背
後
に

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
先
の
三
条
件
に
照
ら
し
合
わ
せ
ば
、
空
性
の
語
は
阿
含

・
ニ
カ
ー
ヤ
と
い
っ
た
部
派
の
伝
持
す
る

「経
」

に
入

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
縁
起
の
法
に
反
す
る
か
ら
、
大
乗
に
対
し
て
仏
説
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
起
こ

っ
て
い
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

一
方
、
大
乗
経
典
で
あ

っ
て
も
、
現
在
他
方
仏
を
説
く
浄
土
経
典
に
対
し
て
仏
説
で
は
な
い
と
い
う
批
判
の
言
葉
は
管
見
で
す
が
目
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に
し
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
仏

(無
量
光

〉
巨
鼠
σ
げ
p
＼
無
量
寿

》
巨
鼠
葦
ω)
や
極
楽

(安
楽
あ
る
処

ω
爵
冨
く
鋤口
)

の
名
称
は
そ
も
そ

も

「経
」
に
入

っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
問
題
外
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
阿
弥
陀

の
原
語
が
梵

語

「
ア
ム
リ
タ

あ
　

鋤B
ほ
甲

(不
死
)
」
と

い
う
浬
葉

の
同
義
語
に
相
当
す
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
に
由
来
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
極
楽

も
同
様
で
す
。
あ

る
い
は
光
明
無
量
や
寿
命
無
量
と
い
っ
た
性
格
は
阿
含

・
ニ
カ
ー
ヤ
に
そ
の
由
来
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
浄
土
経
典
の
場

合
も
要
は
言
葉
の
問
題
で
は
な
く
、
縁
起
の
道
理
に
適

っ
て
い
る
か
否
か
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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三
、
阿
弥
陀
経
は
仏
説
と
言
え
る
の
か
?

で
は

『阿
弥
陀
経
』
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
漢
訳
に
は
鳩
摩
羅
什
訳
と
玄
奨
訳
が
あ
り
ま
す
。
羅
什
訳

『阿
弥
陀
経
』
は
、
経
典
の

定
型
句
と
し
て

「如
是
我
聞
。

一
時
仏
在
…
…
」
に
始
ま

っ
て
、
「舎
利
弗
よ
、
舎
利
弗
よ
」
と
、
お
釈
迦
さ
ま
自
ら
が
シ
ャ
ー
リ
プ

ト
ラ
に
語
り
か
け
る

「無
間
自
説
」
の
形
式
で
説
法
が
語
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
、
す
な
わ
ち
極
楽

(
ス

カ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
)
世
界
は
、
こ
の
世
界
か
ら
西
方
十
万
億
仏
土
の
か
な
た
に
在
る
の
だ
と
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
阿
弥
陀
と
い
う
仏

さ
ま

が
、
今
、
現
に
ま
し
ま
し
て
法
を
説

い
て
お
ら
れ
る
の
だ

(今
現
在
説
法
)
と
言
わ
れ
た
わ
け
で
す
。

極
楽

の
世
界
と

い
う
の
は
、
ど
う

い
っ
た
世
界
な
の
か
。
そ
の
国

の
衆
生
に
苦
し
み
が
な
く

(無
有
衆
苦
)、
た
だ
安
楽
の
み
を
享

受
す

る

(但
受
諸
楽
)
世
界
だ
と
言

い
ま
す
。
梵
本
に
よ
れ
ば
、
そ
の
苦
は
身

・
心
に
お
よ
び
、
楽
は
そ
の
因
が
無
量
に
あ
る
と
さ
れ

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
極
楽

の
様
相
が
具
体
的
に
描
写
さ
れ
ま
す
。
そ
の
国
土
は
七
重
の
石
垣

(七
重
欄
楯
)、
七
重
の
並
木

(七
重
行
樹
)

が
巡
ら
さ
れ
、
そ
の
木

々
に
は
宝
珠

の
付

い
た
網
が
掛
か
り
、
美
し
く
飾
ら
れ
た
き
ら
び
や
か
な
世
界
で
す
。
ま
た
、
八
つ
の
功
徳
に

充
ち
た
水

で
満
た
さ
れ
た
蓮
池
が
あ
り
、
そ
の
池
に
は
車
輪
ほ
ど
も
あ
る
大
き
な
蓮
花
が
咲

い
て
い
る
。
そ
の
蓮
の
花
に
は
、
青
色
あ
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り
、
黄
色
あ
り
、
赤
色
あ
り
、
白
色
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
艶
や
か
に
輝
き
咲
き
誇
り
、
芳
し
い
香
り
を
放

っ
て
い
る

(青
色
青
光
、
黄

色
黄
光
、
赤
色
赤
光
、
白
色
白
光
、
微
妙
香
潔
)。

そ
こ
に
は
、
孔
雀
や
鵬
鵡
、
共
命
鳥
な
ど
、
種
々
の
鳥
が
居
て
優
雅
な
調
べ
を
鳴
き
奏

で
て
い
る
。
そ
の
音
声
は
、

五
根

・
五
力

・

七
菩
提
分

・
八
正
道
な
ど
、
仏
法
を
語
る
声
と
し
て
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
極
楽
の
住
人
は
お
の
ず
と
仏
を
念
じ
法
を
念

じ
僧
を
念
じ
、
三
宝
に
帰
依
す
る
心
が
起
こ
っ
て
く
る
と

い
う
。

と

こ
ろ
で
、
通
俗
的
な
輪
廻
の
観
念
に
よ
れ
ば
、
鳥
と

い
う
畜
生
道
の
生
存
は
悪
業
の
結
果
と
し
て
の
生
ま
れ
と
な
り
ま
す
。
し
か

し
、

極
楽
世
界
に
は
地
獄

・
餓
鬼

・
畜
生
の
悪
し
き
輪
廻
の
境
界
は
あ
り
ま
せ
ん

(無
三
悪
趣
)。
娑
婆

の
業
報
の
道
理
を
超
え
て
い

ま
す
。
阿
弥
陀
仏

の
教
化
す
る
は
た
ら
き
に
支
配
さ
れ
た
国
土
、
そ
れ
が
極
楽
世
界
な
の
で
す
。

阿
弥
陀
仏
の
原
語
に
は

「
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
」
(無
量
寿
)
と

「
ア
ミ
タ
ー
バ
」

(無
量
光
)
の
二
種
が
あ
り
ま
す
。
梵
本
で
は
、
西
方

極
楽
世
界

の
主
と
し
て
は
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス

(無
量
寿
)
で

一
貫
し
て
い
ま
す
が
、
唯

一

「
ア
ミ
タ
ー
バ
」

の
名
称
が
使

わ
れ
る
場
面
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
光
明
は

一
切
の
仏
国
土
、
十
方
世
界
を
照
ら
し
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う

の
で
す

(彼
仏
光
明
無
量
、
照

十
方

国
、
無
所
障
擬
)。
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
光
明
こ
そ
、
衆
生
に
対
し
て
増
上
縁
の
は
た
ら
き
を
な
す
も
の
と
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

こ
の
阿
弥
陀
仏
を
取
り
ま

い
て
数
え
切
れ
な

い
ほ
ど
の
阿
羅
漢
、
そ
し
て
声
聞
弟
子
た
ち
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
阿
弥
陀
仏

が
彼
ら
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
説
法
を
し
て
い
る
の
か
は
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
た
衆
生
た
ち
は
、
不
退
転

に
な
り
、

一
生
補
処
と

い
う
必
ず
仏
に
至
る
と
い
う
位
の
菩
薩
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
名
号
を

唱
え
、
仏
を
憶
念
す
る
。
念
仏
を

一
心
不
乱
に

一
日
な

い
し
七
日
勤
め
て
い
る
と
、
阿
弥
陀
仏
が
臨
終

の
と
き
に
こ
の
世
に
現
れ
て
、

往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

『阿
弥
陀
経
』
は
説

い
て
い
ま
す
。
教
化
は
十
方
世
界
に
お
よ
び
ま
す
が
、
唯

一
こ
の
世

界
と
の
接
点
が
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臨
終
時
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
あ
く
ま
で
も
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
遠
く
離
れ
た
西
方
世
界
の
話
な
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
う

い
う
阿
弥
陀
仏
な

い
し
極
楽
世
界
の
功
徳
を
十
方
の
諸
仏
が
称
賛
し
て
い
ま
す
。
そ
の
声
が
こ
の
娑
婆
世
界
ま
で
聞

こ
え
て
き
ま
す
。
ま
た
、
西
方
世
界
の
諸
仏
に
は
無
量
寿
仏

(ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
)
の
名
が
み
え
ま
す
。
阿
弥
陀
仏

(
ア
ミ
タ
ー

ユ
ス
)

が
自
身
や
極
楽
世
界
の
功
徳
を
讃
歎
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
画
自
賛
の
奇
異
な
表
現
で
す
が
、
阿
弥
陀
仏

(ア
ミ
タ
ー
バ
)
の
光
明
が

も

つ
不
可
思
議
の
功
徳
を
称
賛
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

同
時
に
、
お
釈
迦
さ
ま
も
阿
弥
陀
仏
を
た
た
え
、
十
方
諸
仏
を
た
た
え
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
苦
に
満
ち
満
ち
た
世
界
、
苦

に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
五
濁
悪
世
の
中
で
修
行
を
さ
れ
て
仏
と
な
ら
れ
、
難
信
の
法
を
説
か
れ
た
仏
と
し
て
、
諸
仏
は
、
ま
た
讃

嘆
を
さ
れ
る
と

い
う
の
が
阿
弥
陀
経
の
世
界
で
す
。

こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
世
界
を
説
く
大
乗
経
典
が
、
イ
ン
ド
で
仏
説
と
し
て
受
容
さ
れ
る
こ
と
は
可
能
な

の
で
し
ょ
う
か
。

佐

々
木
閑
氏
は

「大
乗
仏
教
起
源
論
の
展
望
」
の
中
で
、
大
乗
仏
教
の
起
源
問
題
に
つ
い
て
、
現
在
他
方
仏

の
思
想

に
注
目
を
し
て
い

　
　

ま
す
。

こ
の
世
界
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
出
現
さ
れ
た
世
界
で
す
。
こ
の
世
界
の
ほ
か
に
も
仏
が
ま
し
ま
す
世
界
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
説
く

部
派
が
あ
り
ま
し
た
。
大
衆
部

(
マ
ハ
ー
サ
ン
ギ
カ
)
で
す
。
大
乗
仏
教
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
日
本
で
は
平
川
彰
氏
が
在
家

者

の
仏
塔
集
団
か
ら
展
開
し
て
い
っ
た
と

い
う
説
を
立
て
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
批
判
さ
れ
て
、
部
派
の
中
か
ら
、
特

に
大
衆
部
か
ら
起

こ

っ
て
き
た
と
い
う

の
が
現
在

の
学
会
の
趨
勢
で
す
。

仏
典
で
は
、

一
仏

一
世
界
が
原
則
に
な

っ
て
い
ま
す
。

一
つ
の
世
界
に
は

一
人
の
仏
し
か
出
現
し
な

い
。
同
時
に
は
出
現
し
な
い
と

い
う
の
が
大
前
提
で
す
。
だ
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
以
外
に
世
界
に

一
人
も
仏
は
居
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
あ
と
、
こ
の
世
に
仏
陀
が
出
現
す
る
の
は
、
通
説
で
は
弥
勒
仏
が
五
十
六
億
七
千
万
年
後
と
い
う
こ
と
に
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な
り
ま
す
。

だ
　

し
か
し
、
そ
の
世
界
と
い
う
の
は
、
ど
こ
を
指
し
て
い
る
の
か
が
問
題
で
す
。
も
ち
ろ
ん
中
心
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
現
れ
た
こ
の
娑

婆
世
界
で
す
。
で
は
娑
婆
世
界
の
ほ
か
に
世
界
は
な
い
の
か
。
仏
教
で
は
、
須
弥
山
を
中
心
に
し
た
世
界
観
が
立
て
ら
れ
ま
す
が
、
そ

う

い
っ
た
須
弥
山
世
界
が
千
集
ま

っ
て

「小
千
世
界
」
を
形
成
し
ま
す
。
そ
の
小
千
世
界
が
千
個
集
ま

っ
て

「中
千
世
界
」
を
構
成
し
、

さ
ら

に
中
千
世
界
が
千
個
集
ま

っ
て

「三
千
大
千
世
界
」
を
構
成
し
ま
す
。

一
須
弥
山
世
界
か
ら
言
え
ば
千
の
三
乗
、
す
な
わ
ち
十
億

の
須
弥
山
世
界
を
含
み
ま
す
。
諸
部
派
で
は
、
有
部
は
無
数

の
三
千
大
千
世
界
を

一
世
界
と
す
る
説
を
採
り
、
大
衆
部

や
経
量
部
な
ど

は
こ
の
三
千
大
千
世
界
を

一
世
界
と
す
る
説
を
採
る
と
さ
れ
ま
す
。
有
部
の
よ
う
に
、
そ
の
無
数
に
あ
る
三
千
大
千
世
界
が

一
つ
の
世

界
、
仏
の
教
化
の
お
よ
ぶ
仏
国
土
だ
と
考
え
れ
ば
、
現
在
、
お
釈
迦
さ
ま
以
外
に
は
仏
は
居
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
、

大
衆
部
系
の
説
出
世
部
の

『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
』
に
は
、
十
地
中
の
第
六
地
に
東
西
南
北
上
下
の
六
方
に
現
在
仏
が
ま
し
ま
す
こ
と

　お
　

が
説

か
れ
ま
す
。

だ
か
ら
、
仏
の
ま
し
ま
す
世
界
は
沢
山
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
増
上
縁

の
と
こ
ろ
で
お
話
し
ま
し
た
が
、
夜
空

を
見
上
げ
る
と
、
た
く
さ
ん
星
が
輝
い
て
い
る
。
光
の
数
ほ
ど
星
が
あ
る
。
星

の
数
ほ
ど
世
界
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
ど

う
私
た
ち
の
世
界
と
関
係
し
て
く
る
の
か
、
と
い
う
関
係
性

の
問
題
に
な

っ
て
き
ま
す
。

一
仏

一
世
界
と

い
う
考
え
方

に
お
い
て
は
、

お
釈
迦
さ
ま
の
教
化
す
る
こ
の
世
界
の
ほ
か
に
現
在
他
方
仏
が
居
て
も
、
そ
の
現
在
仏
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
問

題
で
す
。
し
か
し
、
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
』
で
は
そ
れ
以
上
に
は
現
在
他
方
仏
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
仏
と
し

て
為
す
べ
き
こ
と
は

一
仏
で
完
結
す
る
と
考
え

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
釈
迦
牟
尼
仏

の
教
化
に
関
す
る
部
派
の
立
場
だ
と
言
え

ま
す
。

増
上
縁
の
与
力

・
不
障
と
い
う
考
え
方
は
、
力
を
与
え
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
妨
げ
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
存
在
す
る
こ
と
だ
け
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が
縁
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
な
ど
、
複
数
の
現
在
仏
が
い
て
複
数
の
仏
国
土
が
あ

っ
て
構
わ
な

い
わ
け
で
す
。
逆
に
言
え
ば
そ
の
現
在
他
方
仏
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
娑
婆
世
界
に
ど
の
よ
う
に
関
わ

っ
て
く
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
で

問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
、
「
イ
ン
ド
で
は
、
浄
土
経
典
が
非
仏
説
の
そ
し
り
を
受
け
た
こ
と
が
な

い
の
で
は
な
い
か
」

と
言

っ
た
の
は
、
そ
う

い
う
こ
と
で
す
。
存
在
し
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
の
教
化
と
ど
う
関
わ

っ
て
く
る
か
で
す
。
お
釈

迦
さ
ま
の
教
化
、
す
な
わ
ち
正
法
を
妨
げ
る
は
た
ら
き
を
す
る
か
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
肝
要
で
す
。

大
乗
仏
教
に
お

い
て
、
西
方
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
起
源
に
は
ガ

ン
ダ
ー
ラ
地
方
が

推
定
さ
れ
ま
す
が
、
恐
ら
く
、
イ
ラ
ン
な
ど
の
周
辺
地
域
の
思
想
、
宗
教
の
影
響
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
文
化
交
流
が
活
発
化
す
る
こ

と

に
よ

っ
て
、
違
う
民
族
の
信
仰
が
仏
教
に
入
り
込
ん
で
く
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
得
る
こ
と
で
す
。
そ
う

い
っ
た
異
な

っ
た
文
化
体

系

の
価
値
観
を
取
り
込
み
融
合
し
な
が
ら
、
仏
教
と
い
う
も
の
が
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の

一
つ
の
か
た
ち
が
浄
土

経
典
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
大
乗
仏
教
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
ま
す
。
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四
、
般
舟

三
昧
経

に
見

る

「大
乗
は
仏
説
に
あ
ら
ず
」
と

い
う

批
判

阿
弥
陀
仏
は
ど

の
よ
う
に
こ
の
世
の
娑
婆
世
界
に
関
係
し
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
『阿
弥
陀
経
』
で
は
、
阿
弥
陀
仏
が
こ
の
世
に

現
れ
る
の
は
臨
終
の

一
瞬
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
娑
婆
世
界
に
生
き
て
い
る
限
り
、
衆
生
は
お
釈
迦
さ
ま
の
教
化
の
も
と
に
あ
り
、

死
ん
で
別
の
仏
国
土
に
迎
え
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
後
は
そ
の
仏
国
土
の
仏
様
の
役
割
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
は
、
お
釈
迦

さ
ま
の
教
化
と
対
立
す
る
こ
と
な
く
絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
に
あ
り
、
妨
げ
る
こ
と
な
く
共
存
し
う
る
わ
け
で
す
。
後
は
信
仰
す
る
側
の
問

題
と
い
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
。
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こ
の
阿
弥
陀
仏
と
の
関
係
性
を
深
め
正
法

の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
い
る
の
が

『般
舟
三
昧
経
』
で
す
。
お
そ
ら
く
ア
ビ
ダ
ル
マ

(部

派
仏
教
)
の
展
開
に
呼
応
し
て
、
大
乗
経
典
は
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の

一
つ
に

『般
舟
三
昧
経
』
が
あ
り
ま
す
。

支
婁

迦
識
に
よ
る
後
漢
代
の
漢
訳
が
あ
り
、
般
若
経
の
成
立
の
前
後
に
位
置
す
る
最
初
期
の
大
乗
経
典
と
言
え
ま
す
。

そ
の
般
舟
三
昧

と
は
、
現
在
仏
が
面
前
に
現
れ
る
三
昧
を
意
味
し
、
こ
の
三
昧
を
修
習
す
る
と
、
そ
の
菩
薩
の
面
前
に
現
在
仏
が
現
れ
て
く
る
こ
と
を

説

い
て
い
ま
す
。

こ

の
三
昧
が
主
題
と
す
る
仏
は
、
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
教
え
を
聞
い
て
、

一
人
静
か
な
所
で
阿
弥
陀
仏
に
思

考
を
集
中
し
て
念
仏
し
、

一
日
な
い
し
七
日
し
て
い
る
と
、
阿
弥
陀
仏
が
現
れ
ま
す
。
『阿
弥
陀
経
』
で
は
臨
終
の
時

で
し
た
が
、
『般

舟
三
昧
経
』
で
は
、
念
仏
す
る
菩
薩

の
瞑
想
の
中
に
現
れ
ま
す
。
も
し
、
瞑
想
中
に
現
れ
な
け
れ
ば
、
夢
の
中
に
現
れ
る
と
説

い
て
い

ま
す
。
さ
ら
に

『般
舟
三
昧
経
』
に
は
、
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
が
何
を
説
法
し
て
い
る
の
か
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

阿
弥
陀
仏
は
比

丘
に
取
り
ま
か
れ
説
法
し
て
い
ま
す
。
瞑
想
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
に
ま
み
え
る
こ
と
が
で
き
た
菩
薩
は
尋
ね
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
実
践

法
に
よ
っ
て
、
極
楽
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
。
阿
弥
陀
仏
は
、
念
仏
の
瞑
想
法
と
そ
の
空
観
、
も
の
を
構
成
す
る
要

　ぜ

素
に
分
析
し
て
そ
の
空
を
見
る
、

い
わ
ゆ
る
析
空
観
を
教
え
て
い
ま
す
。
し
か
し

『般
舟
三
昧
経
』
は
、
こ
の
空
を

「夢
の
如
し
」
と

説
き

、
般
若
空
観
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

般
舟
三
昧
の
教
法
を
聞

い
て
も
信
じ
よ
う
と
せ
ず
、
拒
絶
し
、
「
ア
ー
ナ
ン
ダ
の
よ
う
な
比
丘
が
今

の
世
に
現
れ
、

こ
の
よ
う
な
経

典
が
説
か
れ
よ
う
と
は
驚
き
だ
」
と
か
、
「
こ
の
よ
う
な
経
は
彼
ら
自
身
の
創
作
で
あ
り
、
作
り
話
で
あ
る
。
仏
が
お
説
き
に
な

っ
た

も

の
で
は
な

い

(是
経
非
仏
所
説
)
」
と
非
難
す
る
者
が
い
ま
す
。

し
か
し
、
般
舟
三
昧
経
は
仏
説
で
は
な
い
、
と

一
体
誰
が
、
な
ぜ
誹
諺
す
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
「
悪
比
丘
」

(閨
那
堀
多
訳
)

と

い
う
言
葉
が
見
え
ま
す
。
彼
ら
に
対
し
て

「禅
定
を
得
て
増
上
慢
を
い
だ
く
」
と
い
う
批
判
的
な
表
現
も
あ
り
ま
す
。
決
定
的
な
の
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は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
本
の

「空
性
を
説
く
こ
と
を
恐
れ
る
菩
薩
で
あ
る
比
丘
」
と
い
う
表
現
で
す
。
そ
し
る
に
し
ろ
、

恐
れ
る
に
し
ろ
、

彼
ら
が
非
難
す
る
対
象
は
般
若
経
的
な
空
性
理
解
な
の
で
す
。

一
方
で
阿
弥
陀
仏
が
説
い
た
教
説
自
体
が
非
難
の
矢
面
に
立

っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
す
。

　ま

藤
田
祥
道
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
同
様
の
非
難
が

『八
千
頒
般
若
経
』
第
7
章
地
獄
品
な
ど
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
般
若
経
で
は

般
若
波
羅
蜜

(智
慧
の
完
成
)
が
誹
誘
さ
れ
る
対
象
に
な
り
ま
す
が
、
般
舟
三
味
に
よ

っ
て
体
得
し
た
空
性
と
は
同
じ
こ
と
を
指
し
て

い
ま
す
。
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五
、
大
乗
非
仏
説

へ
の
龍
樹
の
反
論

そ
の
よ
う
に
大
乗

へ
の
非
難
が
起
こ
る
状
況
の
中
で
、
龍
樹
は

『
ラ
ト
ナ
ー
ヴ

ァ
リ
ー
』

(宝
行
王
正
論
)
第
4
章
第
67
偶
以
下
に
、

　ぬ

大
乗
非
仏
説
に
対
す
る
反
論
を
展
開
し
ま
す
。
大
乗
は
自
利
を
顧
み
ず
利
他
を
味
わ
い
喜
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
慈
悲
の
心
に

あ

ふ
れ
た
大
乗
が
非
難
さ
れ
る
の
は
、
教
え
が
甚
深
で
あ
る
が
故
の
無
知
と
憎
し
み
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
道
理
に
適

っ
た

も

の
で
な
い
と
言
い
ま
す
。
般
若
経
は
、
布
施
、
持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
智
慧

(般
若
)

の
六
波
羅
蜜
の
う
ち
般
若
波
羅
蜜
を

肝
要
と
し
て
説
き
ま
す
。
教
説
の
枠
組
み
で
言
え
ば
、
六
波
羅
蜜
自
体
は
仏
説
と
し
て
部
派
も
認
め
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
教

説
内
に
大
乗
を
収
め
よ
う
と
し
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
の
六
つ
は
六
波
羅
蜜
の
徳
目
に
相
当
し
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
布
施
と
持

戒
、
忍
辱
と
精
進
、
禅
定
と
智
慧
と
を
、
利
他
と
自
利
と
解
脱
と

い
う
目
的
に
配
当
す
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
六
波
羅
蜜
に
収
ま
り
、

仏
教
の
目
的
に
も
適

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
大
乗
が
仏
説
で
な
い
と

い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
ろ
う
か
と

い
う
論
理
で
す
。

こ
の
よ
う
に
大
乗
が
六
波
羅
蜜
の
教
説
の
枠
組
み
に
収
ま
る
と

い
う
点
で
は
仏
説
な
の
で
す
が
、
般
若
波
羅
蜜
の
意
味
づ
け
が
問
題
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に
な
り
ま
す
。
般
若
の
智
慧
は
真
理
の
意
味
を
確
定
す
る
も
の
で
、
禅
定
と
相
挨

っ
て
自
己
の
解
脱
を
実
現
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に

異
論
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
持
戒
を
し
て
他
者
に
利
益
を
な
す
こ
と
と
解
釈
す
る
点
は
、
大
乗
が
他
者
に
自
己

の
立
場
を
等
値

し
た
慈
悲
を
強
調
す
る
立
ち
位
置
に
あ
る
と
は
い
え
、
偏

っ
た
解
釈
の
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
慈
悲
と
は

一
切
衆
生
に
対
し
て
悲

(カ

ル
ナ
ー
)
が

】
味
平
等
と
な

っ
た
智
慧
と
さ
れ
ま
す
。
自
己
の
解
脱

・
浬
葉
に
と
ど
ま
ら
ず
、
慈
悲
と
し
て
他
者
に
は
た
ら
き
か
け
る

智
慧

の
根
拠
こ
そ
、
空
性
で
あ
り
般
若
波
羅
蜜
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

龍
樹
は
、
智
慧
第

一
の
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
を
引
き
合

い
に
出
し
ま
す

(第
85
偶
)。
持
戒
す
ら
か
の
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
の
知
り
及
ぶ

と
こ
ろ
で
は
な
い
。
般
若
波
羅
蜜
は
も
ち
ろ
ん
、
ま
し
て
や
不
可
思
議
な
功
徳
を
そ
な
え
た
仏
の
偉
大
性
は
知
り
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な

い
の
だ
か
ら
、
大
乗
を
信
じ
受
け
入
れ
な
さ
い
、
と
訴
え
か
け
ま
す
。
想
像
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
に
語
り
か
け
た

『阿

弥
陀
経
』
と
関
係
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

続

い
て
大
乗
で
は
不
生
を
空
性
と

い
い
、
声
聞
乗
で
は
滅
を
空
性
と

い
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
空
性
の
表
現
が
違

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
意

味
は
同
じ
だ
と
も
言
い
ま
す
。
渇
愛
を
縁
と
し
て
苦
が
生
じ
、
渇
愛
を
滅
し
て
浬
藥
に
到
る
と
い
う
の
が
四
諦
の
教
法

で
す
。
般
若
経

は
空
を
説
い
て
、
お
釈
迦
さ
ま
が
説
か
れ
た
縁
起
や
四
諦

・
八
正
道
と

い
っ
た
教
法
を
こ
と
ご
と
く

「空
だ
、
無
だ
」
と
否
定
し
た
か

の
ご
と
く
に
捉
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
般
若
経
の
説
く
空
性
は
正
法
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
退
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま

す
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
空
性
は
縁
起
の
道
理
に
適

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　　
　

『中
論
頒
』
で
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
ま
す
。
特
に
第
24
章
の
四
諦
を
主
題
と
し
て
論
じ
る
中
で
は
、
「縁
起
は
空
性
で
あ

る
」
と
い
い
、
さ
ら
に
そ
れ
は

「言
葉
に
因
る
説
示
で
あ
り
、
中
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
(第
18
偶
)
と
説
か
れ
ま
す
。
楽
で
も
な
く

苦
で
も
な
い
中
道
の
境
地
に
到
っ
た
お
釈
迦
さ
ま
は
、
五
欲
に
ふ
け
る
世
の
人
た
ち
の
姿
を
見
て
、
縁
起
の
道
理
、
そ
し
て
浬
彙
の
道

理
を
説
い
て
も
理
解
さ
れ
な

い
と
失
望
し
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
説
け
ば
こ
そ
理
解
す
る
者
が
い
る
と
確
信
し
、
説
法
を
決
意
し
た
こ
と
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が
原
始
経
典
に
伝
え
ら
れ
ま
す
。
龍
樹
は
こ
こ
に
仏
説
の
原
点
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
縁
起
は
浬
桀
と
結
び

つ
い
た
概
念
で
、

空
性
は
そ
れ
ら
法
に
か
か
わ
る
問
題
で
す
が
、
理
解
し
難

い
と

い
う
点
で
、
説
法
の
言
葉
を
聞
く
側
の
機
根
と
も
か
か
わ

っ
て
き
ま
す
。

そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
、
こ
と
さ
ら
縁
起
は
空
性
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
が
あ

っ
た
と
言
え
る
で
し

ょ
う
。

=

切
の
邪
見
を
断
じ
め
る
た
め
に
、
慈
悲
に
も
と
つ
い
て
、
正
法
を
説
き
示
さ
れ
た
か
の
ガ
ウ
タ
マ
仏
に
私
は
帰
依

い
た
し
ま
す
」、

こ
れ
が

『中
論
頒
』
を
結
ぶ
最
後
の
偶
文
で
す
。
正
法
、
す
な
わ
ち
縁
起
は
と
き
に
…機
根
の
劣
る
者
に
は
誤

っ
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
の

誤
解
を
解
き
仏
は
正
法
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
す
な
わ
ち
空
性
を
説
か
れ
た
。
般
若
経
が
な
ぜ
空
性
を
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
か
、
『中
論
頒
』
が
な
ぜ
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
、
全
て
お
釈
迦
さ
ま

の
説
法
を
決
意
し
た
心
に
た
ど

っ
て
い
く
こ

と

が
で
き
ま
す
。
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一
見
無
関
係
と
も
思
え
る

「増
上
縁
」
と
い
う
在
り
方
に
注
目
し
て
縁
起
を
見
て
い
く
と
、
阿
弥
陀
仏
の
教
え
が
、
中
国
、
日
本
で
、

ど

の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
と
い
う
道
筋
が
見
え
て
き
ま
す
。
増
上
縁
と
い
う

の
は
、
全
て
に
行
き
渡
る
、
支

配
的
な
縁
で
す
。

非
常
に
強
い
は
た
ら
き
で
あ
る
が
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
そ
の
縁
の
は
た
ら
き
き
は
行
き
渡
り
ま
す
。
し
か
し
、
広
く
渡
る
が
故
に

ま
た
見
え
に
く
い
は
た
ら
き
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
は
た
ら
き
が
何
か
と
い
う
と
、
十
方
世
界
を
照
ら
す
阿
弥
陀
仏

の
光
明
で
あ
り
、

一
切
衆
生
に
は
た
ら
き
か
け
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
釈
迦
牟
尼
仏
が
表
に
立
ち
、
法
を
中
心
に
仏
説
を

展
開
し
た
イ
ン
ド
で
は
阿
弥
陀
仏
が
表
に
現
れ
に
く

い
土
壌
で
あ

っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
空
性
を
め
ぐ
り
大
乗
は
仏
説
で

あ
る
と
擁
護
し
た
龍
樹
、
世
親
を
経
て
、
本
願
の
増
上
縁
と

い
う
も
の
を
大
切
に
し
て
い
っ
た
曇
鷲
や
善
導
を
通
し

て
、
中
国
、
そ
し

て
日
本
で
は
浄
土
教
は
仏
教
の
大
き
な
流
れ
と
な

っ
て
表
に
現
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
う

い
う
と
こ
ろ
で
、
「大
乗
仏
教
の
展
開
と
仏
説
論
」、
日
本
の
大
乗
仏
説
、
非
仏
説
論
を
め
ぐ

っ
て
、
イ
ン
ド

で
は
ど
の
よ
う
に



仏
説

が
形
成
さ
れ
、
大
乗
が
仏
説
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
私
見
を
お
話
を
し
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

本

日

は

、

ご
清

聴

、

大乗仏教の展開と仏説論

注
(
1
)
長
尾
雅
人

「
『大
乗
荘
厳
経
論
』

の
和
訳
と
注
解
ー

第

一
章
第

一
偶
か
ら
第
六
偶
ま
で
ー

」

(
『仏
教
学

研
究
』

58

・
59
、

二
〇
〇
三
年
)
、
長
尾

重
輝
編

『「
大
乗
荘
厳
経
論
」
和
訳
と
註
解
-

長
尾
雅
人
研
究
ノ
ー
ト
ω
ー
』

(長
尾
文
庫

、
二
〇
〇
七
年
)
、
能
仁

正
顕

(編
集
)
/
荒
牧
典
俊

・

桂
紹
隆

・
早
島
理

・
芳
村
博
実

・
内
藤
昭
文

・
藤
田
祥
道

・
乗
山
悟

・
那
須
良

彦

・
長
尾
重

輝

(執
筆
)

『
「大
乗
荘
厳
経
論
」
第

-
章

の
和
訳
と

注
解
-

大
乗

の
確
立
ー
』

(龍
谷
叢
書
X
X
、
自

照
社
出
版
、
二
〇
〇
九
年
)
、
藤
田
祥

道

「
大
乗

仏
説
論

の

一
断
面
1

『大
乗
荘
厳
経
論
』

の
視

点
か
ら
」

(
シ
リ
ー
ズ
大
乗

仏
教
1

『大
乗
仏
教
と
は
何

か
』
春
秋

社
、
二
〇

一
一
年
)
。
ま
た
能
仁
正
顕

(編
集

)
/
荒
牧
典
俊

・
岩
本
明
美

・

上
野
隆
平

・
大

西
薫

・
桂
紹
隆

・
加

納
和
雄

・
内
藤
昭
文

・
乗

山
悟

・
早
島
理

・
早
島
慧

・
藤
田
祥
道

・
若
原
雄
昭

(執
筆
)

『
『大
乗
荘
厳
経
論
』

第
X
W
章

の
和
訳
と
注
解
ー

供
養

・
師
事

・
無
量
と
く

に
悲
無

量
ー
』

(龍

谷
大

学
仏
教
文
化
研
究
叢
書

30
、
自
照
社
出
版
、

二
〇

ニ
ニ
年
)
。

(2
)
そ

の
ほ
か
、
七

つ
の
理
由
は
次

の
通
り

で
あ
る
。
働

同
時

に
起

こ

っ
て

い
る
か
ら
、
㈹
対
象
領
域

で
は
な

い
か
ら
、
ω
成
立

し
て
い
る
か
ら
、

㈲
有
で
あ
れ
ば
無

い
か
ら
、
㈲

無
で
あ
れ
ば
無

い
か
ら
、
ω
煩
悩
を
対
治
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
圖
字
音
と

は
別

で
あ

る
か
ら
。

(3
)
藤

田
祥
道

「
ク
リ
キ

ン
王

の
予
知

夢
諜
と
大
乗

仏
説
論

〈大
乗
荘

厳
経
論
〉
第

-
章
第

7
偶

の

一
考
察
」

(
『イ

ン
ド
学

チ
ベ

ッ
ト
学
研
究
』

2
、

一
九
九
七
年

)。

(
4
)
桜
部

建

・
上
山
春

平

『存
在

の
分
析

〈
ア
ビ
ダ
ル

マ
〉』
角

川
書
店

、

】
九
七
〇
年

、
六
四
頁
参
照
。

(
5
)
『富
永

仲
基
』

日
本
思
想
体
系

43
、
岩
波
書
店
、

一
九

七
三
年
。

(6
)
村

上
専
精

氏
は

「
歴
史

問
題
と
し
て
は
大
乗
非
仏
説

な
り
」
、

「大
乗
を

以
て
仏
説
と

な
す

は
教
理
問
題
と
し

て
起

れ
る
議
論
」
と
結
論
づ
け
、
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歴
史
と
教
理
を
分
け

て
対
応
し
た

(
『大
乗
仏
説
論
批
判
』
光
融
館
、

一
九
〇
三
年

、

二
四
五
頁
参
照
)
。

(
7
)
国

ζ
⇔
×
ζ
自

9

.d
昌
ω
き
ω
す
評
↓
①
答
の
駐

8
<
Φ
話
巳

こ

慧

鐸

..
的
魯

§

儀
肉
旨
ミ
防
§

卜
§
讐

凝

鳴ー
ξ

ミ
ミ
§

§
駄
専

蒔

§

鴇
<
。
=

押

乞
Φ
≦

因
霞
貯

〉
竃
○。
℃
お
ωω
矯
一
ゆ
刈
①

(い
o
&

o
目

一
。。。。
一
)
も

,
ω
①
甲
ω
①
◎

林
淳

「
近
代
仏
教
と
学
知
」

(末
木
文
美
士

・
林
淳

・
吉
永
進

一
・
大
谷

栄

一
編

『ブ

ッ
ダ

の
変
貌
ー
交
錯
す
る
近
代
仏
教
』
法
蔵
館
、

二
〇

一
四
年
)
。

(
8
)
大
谷
光
瑞
師
が
青
木
文
教
と
多
田
等
観
を
チ

ベ
ッ
ト
に
派
遣
し
た

の
は
仏
典

の
原
典
を
求
め

て
で
あ

っ
た
。
拙
稿

「
チ

ベ
ッ
ト

の
大
谷
探
検
隊
」

(能
仁
正
顕
編

『
西
域
-

流
沙
に
響
く
仏
教

の
調

べ
』

龍
谷
大
学
仏
教
学
叢
書

2
、
自

照
社

出
版
、
二
〇

一
一
年
)
を
参

照
さ
れ
た

い
。

ま
た
光

瑞
師
は
、
昭
和
五

・
六
年
頃

の
話
と
し

て
、
大
乗
非
仏
説
論

に
対
し

て

「
仏

で
な
く
し

て
あ
れ
だ
け

の
こ
と
を
誰
が
説
く
か
、
又
龍
樹

・
世
親

の

二
大
士
ら
が
す

で
に

こ
れ
を
解
決
し
、
堂

々
と
大
乗
経
典
を
講
じ
た
り
、
又
は
多

々
こ
れ
を
引
証
し

て
い
ら
れ
る
で
は
な
か
」
と
語

っ
て

い
た
と

伝
え
ら
れ

る

(伊
藤
義
賢

『大
乗
非
仏
説
論

の
批
判
』

真
宗
学
寮
、

一
九
五
四
年
、

一
六
三
頁
)
参
照
。

(
9
)
藤

田
祥
道

「
仏
語

の
定
義
を
め
ぐ
る
考
察
」

(
『イ

ン
ド
学
チ

ベ
ッ
ト
学
研
究
』
3
、

一
九
九
八
年
)
参
照
。

(10
)
壬
生
泰
紀

「
ガ

ン
ダ
ー

ラ
仏
三
尊
像
に
み
ら
れ
る
尊
名
ー

『大
阿
弥
陀
経
』

所
説

の
阿
弥
陀
仏
と

の
関
連
に

つ
い
て
ー

」

(
『印
度
學
佛
教
學
研

究
』

63

1
1
、

二
〇

一
四
年
)
。
ま
た
藤
田
宏
達

『浄
土
三
部
経

の
研
究
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
七
年
、

二
一二
五
頁
以
下
参
照
。

(11
)

『大
乗
仏
教
と
は
何
か
』
春
秋
社
、

二
〇

一
一
年
。

(12
)
梶
山
雄

一

「
浄
土

の
所
在
」

(渡
邊
文
麿
博
士
追
悼
記
念
論
集

『原
始
仏
教
と
大
乗
仏
教
』
下
、
前
田
恵
學
編
、
永
田
文
昌
堂
v

一
九
九
三
年
)

参

照
。

(13
)

平
岡
聡

『ブ

ッ
ダ

の
大

い
な
る
物
語

[上
]

梵
文

『
マ

ハ
ー
ヴ

ァ
ス
ト

ゥ
』

全
訳
』

二
〇

一
〇
年
、
大
蔵
出
版
、
七
七
～
八
〇
頁
。

(14
)
『般
舟

三
昧

経
』

大
正
蔵
13
、
九
〇
五

b

一
常
當
念
如

是
佛
身
。
有
三
十

二
相
悉
具
足
光

明
徹
照
。
端
正
無
比
在
比

丘
僧
中
説
経
。
説

経
不
壊

敗
色
。
何
等
爲
不
壊
敗
色
。
痛
痒
思
想
。
生
死
識
魂
神
。
地
水
火
風
。
世
間
天
上
。
上
至
梵
摩
詞
梵
。
不
壊
敗
色
。
用
念
佛
故
得
空
三
昧
。
如
是
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大乗仏教の展開と仏説論

爲
念
佛
。

(15
)
藤
田
祥
道

「
大
乗

の
諸
経
論
に
見
ら
れ
る
大
乗
仏
説
論

の
系
譜
ー

1

『般
若
経
』

n

「智
慧

の
完
成
」
を
誹
諺
す

る
菩
薩
と
恐
れ

る
菩
薩
」
『イ

ン
ド
学
チ

ベ
ッ
ト
学
研
究
』

9
/
10
、
二
〇
〇
六
年

参
照
。

(16
)

『大
乗
仏
典
14

龍
樹
論
集
』

中
央

公
論

社
、

一
九
七
四
年
参

照
。

(17
)
桂

紹
隆

・
五
島
清
隆

『龍

樹

『根

本
中
頒
』

を
読
む
』
春

秋
社

、
二
〇

一
六
年
参

照
。

(18
)

『サ

ン
ユ
ッ
タ

・
ニ
カ
ー
ヤ
』

六

・
一
・
一

「
説
法

の
要
請

」
、

(長
尾
雅
人
編

『世

界

の
名
著

ー

バ
ラ
モ
ン
教
典

・
原
始
教
典
』
)
参
照
。
「
わ

た
し

の
さ
と
り
得
た
こ
の
法

は
、
深
遠

で
、
理
解

し
が
た
く

さ
と
り
が
た

い
。
静
寂

で
あ
り
、
卓
越

し
て

い
て
思
考

の
領
域
を

こ
え

る
。
微
妙
で

あ

っ
て
た
だ
賢
者

の
み
よ
く

そ
れ
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
世
の
人

々
は
五

つ
の
感
覚
器
官

の
対
象
を
楽
し

み
と
し
、
そ

れ
ら
を
悦
び
、

そ
れ
ら
に
気
持
ち
を
高

ぶ
ら
せ
て

い
る
。

そ
れ
ら
を
楽

し
み
と
し
、
そ
れ
ら
を
悦
び
、

そ
れ
ら

に
気
持
ち
を
高

ぶ
ら
せ

て

い
る
人

々
に
と

っ
て
、

実
に
、
こ

の
道
理
、
す

な
わ
ち
こ
れ
を
条
件
と

し
て
か
れ
が
あ
る
と

い
う
縁
起

の
道

理
は
理
解

し
が
た

い
。
ま
た
、
す

べ
て
の
存
在

の
し
ず
ま
る

こ
と
、
す
べ
て

の
執
着
を
捨

て
る
こ
と
、
渇
欲
を

な
く

す
こ
と
、
欲
情
を
離

れ
る
こ
と
、
煩
悩

の
消
滅
す

る
こ
と
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
浬
葉

で
あ

る
、

と

い
う

こ

の
道

理
も

理
解

し
が
た

い
。
も

し
わ
た
し
が
法
を

説

い
て

い
た
と

し
て
も

、
他

の
人

々
が
わ
た
し
を
理
解
し

て
く
れ
な
か

っ
た
ら
、

そ
れ
は
わ
た
し
に
と

っ
て
疲
労

で
あ

る
だ

け
だ
」
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

大
乗
仏
説
論

縁
起

増
上
縁

仏
説
の
定
義

阿
弥
陀
仏

龍
樹
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