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大
乗
起
信
論
の
思
想
系
譜

常
盤
　
義
伸

序

　
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
二
冊
論
集
部
第
一
六
六
六
番
テ
キ
ス
ト
の
題
名
「
大
乗
起
信
論
一
巻　

馬
鳴
菩
薩
造　

梁
西

印
度
三
蔵
法
師
真
諦
訳
」
の
直
前
、
一
ペ
ー
ジ
三
段
組
み
の
上
一
段
余
り
に
「
大
乗
起
信
論
序　

揚
州
僧
智
愷
作
」
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
（T
32, 575a-b

）。
こ
れ
は
、
執
筆
者
・
智
愷
が
『
大
乗
起
信
論
』
製
作
の
経
緯
を
克
明
に
記
録
し
た
貴
重
な
文

書
と
し
て
正
当
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
明
治
以
降
、
日
本
の
大
部
分
の
仏
教
研
究
者
た
ち
に
よ
っ

て
、
評
価
は
愚
か
、
事
実
無
根
の
偽
文
書
と
し
て
斥
け
ら
れ
続
け
て
き
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
偽
作

と
さ
れ
た
た
め
に
、
本
論
の
成
立
の
経
緯
が
ま
っ
た
く
不
明
と
な
り
、
延
い
て
は
本
論
の
内
容
へ
の
評
価
も
消
極
的
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
の
否
定
的
な
評
価
の
実
情
を
詳
細
に
、
そ
し
て
批
判
的
に
紹
介
す
る
、
私
の
知
る
限
り
最
新
の

報
告
は
、
大
蔵
出
版
『
新
国
訳
大
蔵
経　

論
集
部
２　

仏
性
論
・
大
乗
起
信
論
（
旧
・
新
二
訳
）』（
二
〇
〇
五
年
）
に
収
め
る

柏
木
弘
雄
「
真
諦
訳
「
大
乗
起
信
論
」（
Ｐ
本
）
解
題
」
で
あ
る
。
そ
の
見
出
し
を
こ
こ
に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
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一　

仏
教
思
想
史
上
に
お
け
る
大
乗
起
信
論

二　

起
信
論
の
成
立
に
関
す
る
諸
説
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

三　
（
真
諦
訳
）
大
乗
起
信
論
の
テ
キ
ス
ト

四　

揚
州
僧
智
愷
作
と
さ
れ
る
論
序
に
つ
い
て

五　

大
乗
起
信
論
の
組
織
と
内
容
梗
概

六　

大
乗
起
信
論
に
た
い
す
る
註
解
・
研
究
の
文
献

　
　

１
緒
言　

２
中
国
・
朝
鮮
撰
述　

３
日
本
撰
述

　
　

４
最
近
の
出
版
に
な
る
起
信
論
関
係
の
著
書
・
論
文

附
録　

大
乗
起
信
論
関
連
、
略
年
表

　

著
者
、
柏
木
氏
は
、
第
二
章
⑵
「『
起
信
論
』
の
出
自
に
つ
い
て
」
で
ご
自
身
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
「
イ
ン
ド
の
仏
教

思
想
の
直
接
の
延
長
線
上
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
」
と
理
解
さ
れ
、「
こ
の
よ
う
な
理
論
と
実
践
の
教
説
を
統
括
し
て
、

一
論
の
終
始
そ
の
も
の
が
大
乗
の
殊
勝
性
を
主
張
す
る
、
し
か
も
簡
潔
な
体
系
と
し
て
組
み
立
て
る
論
述
を
、
六
世
紀
中
葉

の
中
国
仏
教
思
想
に
お
け
る
組
織
力
と
問
題
意
識
の
中
に
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
、
き
わ
め
て
積
極

的
な
評
価
を
下
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
柏
木
氏
は
第
四
章
で
論
序
の
全
文
を
ご
自
分
な
り
の
訓
読
み
で
紹
介

さ
れ
、
そ
れ
が
偽
作
と
考
え
ら
れ
る
理
由
を
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
そ
の
成
立
事
情
に
疑
念
を
抱
か
せ
る
『
起

信
論
』」
は
、
そ
れ
の
「
伝
播
の
痕
跡
が
イ
ン
ド
仏
教
の
後
代
の
教
理
に
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
訳
文
献
に

も
そ
れ
が
み
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
」「
中
国
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
を
も
一
概
に
否
定
す

べ
き
で
は
な
い
と
思
う
」
と
さ
れ
、「
そ
の
場
合
も
、
来
支
し
た
某
三
蔵
が
中
国
の
地
に
お
い
て
誦
出
し
た
梵
夾
が
、
ど
の
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よ
う
な
訳
語
選
定
者
の
手
を
経
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
成
立
し
た
か
と
い
う
よ
う
な
種
々
の
可
能
性
を
想
像
す
る
と
、
ま
っ
た

く
頭
の
痛
く
な
る
問
題
で
は
あ
る
」（p. 351

）
と
、
告
白
さ
れ
て
い
る
。

　

柏
木
氏
が
論
序
を
偽
作
と
さ
れ
る
姿
勢
は
、
ご
自
身
が
注
記
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
先
行
す
る
研
究
者
た
ち
の
所

論
に
全
面
的
な
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
論
序
の
作
者
を
智
愷
と
す
る
こ
と
は
後
代
の
誤
記
で
あ
る
、
そ
の
記
載

内
容
に
も
信
憑
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、『
摂
大
乗
論
』
世
親
釈
真
諦
訳
の
序
文
の
作
者
、
慧
愷
が
真
諦
に
随
順
し

始
め
た
の
は
五
六
二
～
五
六
三
年
の
こ
ろ
で
あ
る
、
真
諦
の
梵
語
名
を
間
違
え
て
い
る
、『
起
信
論
』
翻
訳
の
年
次
を
誤
っ

て
い
る
、
伝
語
人
を
「
月
支
首
那
」
と
し
た
の
は
「
月
婆
首
那
」
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
、
な
ど
。

　

以
上
ご
自
身
が
挙
げ
て
お
ら
れ
る
理
由
か
ら
柏
木
氏
が
偽
作
と
判
定
さ
れ
る
論
序
を
、
私
は
正
真
正
銘
の
「
大
乗
起
信
論

序
」
と
解
す
る
。
そ
こ
に
は
確
か
に
執
筆
者
の
無
知
と
誤
解
に
由
来
す
る
誤
り
が
二
三
箇
所
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に

も
拘
ら
ず
こ
れ
は
『
起
信
論
』
翻
訳
の
執
筆
人
に
よ
る
論
序
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
お
り
、
こ
れ
を
偽
作
と
す

る
見
方
は
、
こ
の
論
序
が
も
つ
第
一
級
の
歴
史
的
価
値
を
無
視
す
る
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る

重
要
な
歴
史
的
事
実
は
、
真
諦
三
蔵
の
来
朝
を
要
請
し
た
梁
王
朝
が
、
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
な
が
ら
三
蔵
の
翻
訳
事
業
の
推

進
に
全
力
を
傾
注
し
た
こ
と
、
し
か
し
そ
の
努
力
は
『
起
信
論
』
訳
出
と
前
後
し
て
王
朝
が
崩
壊
し
た
た
め
に
完
全
な
停
止

に
追
い
込
ま
れ
、
そ
の
結
果
、
論
序
を
具
え
た
本
論
が
梁
国
の
公
式
記
録
に
名
を
留
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

　

私
が
こ
れ
を
正
式
の
論
序
と
認
め
る
主
な
理
由
の
一
つ
は
、
伝
語
人
の
名
が
（
誤
っ
て
で
は
あ
る
が
）
月
支
首
那
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
が
後
日
翻
訳
し
た
『
勝
天
王
般
若
波
羅
蜜
経
』
の
巻
七
末
に
編
者
に
よ
っ
て
添

え
ら
れ
た
「
経
序
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
「
月
首
那
（
ユ
エ
・
シ
ュ
ナ
）」
は
中
天
竺
優
禅
尼
（
ウ
ッ
ジ
ャ
イ
ニ
ー
）
国
王
子

で
、
本
国
か
ら
梁
国
に
難
を
避
け
て
入
国
し
、
梁
の
皇
帝
に
仕
え
、
勅
令
で
外
国
人
を
管
理
す
る
役
職
に
つ
い
て
い
た
が
、

太
清
二
年
（
西
暦
五
四
八
年
）
六
月
、
于う

闐て
ん

国
沙
門
・
徳
賢
（
グ
ナ
バ
ド
ラ
）
が
こ
の
経
典
の
梵
本
一
部
お
よ
そ
十
六
品
を
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も
っ
て
梁
国
の
京
師
・
建
業
に
来
た
の
に
出
会
い
、
自
分
が
そ
の
経
典
を
翻
訳
し
た
い
か
ら
ぜ
ひ
譲
っ
て
ほ
し
い
と
頼
み
込

み
、
徳
賢
は
相
手
の
熱
意
に
ほ
だ
さ
れ
て
同
意
し
た
。
梵
本
を
授
与
さ
れ
た
月
首
那
は
、
し
か
し
、
そ
の
同
じ
太
清
二
年
、

八
月
、
金
陵
で
梁
の
武
帝
に
迎
え
ら
れ
た
真
諦
と
同
様
に
、
十
月
以
降
、
侯
景
の
反
乱
が
惹
き
起
こ
し
た
梁
国
の
大
混
乱
の

た
め
に
翻
訳
の
機
会
を
得
ず
、
漸
く
約
二
十
年
後
、
陳
の
天
嘉
六
年
（
五
六
五
年
）、
江
州
刺
史
の
支
持
を
得
て
七
月
末
か

ら
九
月
に
か
け
て
こ
れ
を
訳
出
し
た
、
と
さ
れ
る
（T

8, 725c-726a

）。
こ
の
経
典
の
題
名
の
下
に
記
さ
れ
た
訳
者
の
正
式

の
名
、
月
婆
首
那
（
ユ
エ
ポ
シ
ュ
ナ
、
チ
ャ
ン
ド
ロ
パ
シ
ュ
ナ
）
を
、
智
愷
は
熟
知
し
な
か
っ
た
。

　
『
続
高
僧
伝
』
巻
一
、
真
諦
の
項
で
は
、
月
婆
首
那
が
梁
の
武
帝
の
大
同
年
間
（
五
三
五
～
四
六
年
）
す
で
に
入
国
し
て

勅
令
を
受
け
、
外
国
か
ら
往
来
す
る
使
者
を
す
べ
て
監
督
す
る
役
目
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、『
勝
天
王
般
若
経
』
梵
本
を

訳
出
し
た
後
行
方
が
知
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
が
記
さ
れ
て
い
る
（T

50, 430c-431a

）。
こ
の
人
が
、
経
論
の
翻
訳
事
業

の
た
め
に
武
帝
に
招
か
れ
て
入
国
し
た
同
郷
出
身
の
真
諦
の
『
起
信
論
』
訳
出
に
伝
語
人
と
し
て
協
力
し
た
と
さ
れ
る
こ
と

は
、「
起
信
論
序
」
へ
の
信
憑
性
を
確
実
な
も
の
に
し
て
い
る
。

　

智
愷
は
、
三
蔵
法
師
・
真
諦
が
人
々
の
要
請
を
受
け
て
大
乗
の
教
え
を
敷
衍
し
馬め

鳴み
ょ
う

菩
薩
が
作
成
し
た
「
秘
典
」
を
闡

明
す
る
作
業
を
始
め
、
そ
の
論
旨
を
明
ら
め
る
た
め
の
他
の
幾
つ
か
の
解
説
論
文
や
翻
訳
と
と
も
に
、
こ
の
『
起
信
論
』
一

巻
を
翻
訳
す
る
の
に
首
尾
二
年
を
要
し
た
と
す
る
。
智
愷
が
首
尾
二
年
で
す
べ
て
が
ち
ょ
う
ど
終
わ
っ
た
（
方
訖
）
日
を

「
梁
の
承
聖
三
年
、
歳
次
癸
酉
九
月
十
日
」
と
す
る
の
は
、
承
聖
二
年
（
癸
酉
）
か
ら
三
年
に
か
け
て
（
五
五
三
～
四
年
）
作

業
が
行
わ
れ
た
こ
と
へ
の
記
憶
の
混
乱
に
よ
る
。
法
蔵
の
『
大
乗
起
信
論
義
記
』
は
「
此
の
論
は
乃
ち
是
れ
其
の
年
（
承
聖

三
年
歳
次
甲
戌
）
九
月
十
日
」
に
成
っ
た
と
す
る
（T

44, 246a
）。「
論
序
」
に
云
う
、
法
師
は
来
朝
し
て
ま
も
な
く
侯
景
の

乱
が
国
勢
を
覆
し
、
そ
の
た
め
来
朝
の
目
的
が
果
た
せ
な
い
と
判
断
し
て
帰
国
を
考
え
た
が
、
結
局
は
人
々
の
期
待
に
応
え

る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
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「
遂
に
嘱た
の

み
て
京
邑
の
英
賢
に
値
う
。
慧
顕
、
智
韶
、
智
愷
、
曇
振
、
慧
旻
、
仮
黄
鉞
大
将
軍
太
保
・
蕭
公
勃
と
が

大
梁
承
聖
三
年
、
歳
次
癸
酉
（
甲
戌
の
誤
り
）
九
月
十
日
を
以
て
衡
州
始
興
郡
建
興
寺
に
於
て
敬
し
て
法
師
に
大
乗
を

敷
衍
し
秘
典
を
闡
揚
し
迷
徒
に
示
し
導
く
こ
と
を
請
い
、
遂
に
斯
の
論
一
巻
を
翻
訳
す
。
以
て
論
旨
を
明
ら
む
る
玄
文

二
十
巻
、
大
品
（
羅
什
訳
、
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
）
の
玄
文
四
巻
、
十
二
因
縁
経
両
巻
、
九
識
義
章
両
巻
、
伝
語
人
天

竺
国
月
支
首
那
等
、
執
筆
人
智
愷
等
、
首
尾
二
年
方ま

さ

に
訖お
わ

る
」。

　

こ
の
十
年
後
に
世
親
釈
『
摂
大
乗
論
』
真
諦
訳
の
筆
受
を
勤
め
た
慧
愷
が
こ
の
智
愷
と
同
一
人
で
あ
る
こ
と
は
、
慧
愷
自

身
の
「
序
」
の
記
述
か
ら
考
え
て
、
否
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
慧
愷
は
、
自
分
が
法
師
（
真
諦
）
に
以
前
教
え
を
受
け
た

こ
と
に
言
及
し
て
云
う
。

　
「
私
、
愷
は
か
つ
て
教
え
を
受
け
少
し
は
汚
れ
た
絹
布
を
洗
い
注
ぎ
、
し
っ
か
り
受
け
止
め
た
が
久
し
く
は
な
く
、

じ
き
に
お
別
れ
し
た
。
今
重
ね
て
お
会
い
し
、
以
前
に
倍
す
る
懐
か
し
さ
に
躍
り
上
が
り
、
再
び
師
の
お
徳
に
触
れ
た

く
道
を
尋
ね
て
疑
問
を
述
べ
、
丁
寧
に
何
度
も
お
願
い
し
た
が
、
お
許
し
が
出
ず
、
失
望
し
、
や
る
せ
な
い
思
い
で

あ
っ
た
。
し
か
し
幸
い
翻
訳
の
た
め
の
環
境
が
整
い
、
自
分
は
そ
の
筆
受
人
と
な
っ
た
」
と
（T

31, 152c-153a

）。

　
『
起
信
論
』
智
愷
序
に
よ
れ
ば
、
真
諦
三
蔵
を
案
内
し
て
建
興
寺
に
来
た
自
身
を
含
む
五
人
の
仏
教
僧
た
ち
の
他
に
太

保
・
蕭
勃
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
の
役
割
は
明
ら
か
に
、
梁
武
帝
が
真
諦
に
約
束
し
た
仏
教
書
翻
訳
事
業
の
遂

行
を
梁
国
が
存
続
す
る
限
り
梁
王
室
の
名
に
お
い
て
公
的
に
保
障
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
伝
語
人
・
月
首
那
の
確
保
も
、
当

然
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
智
愷
の
ほ
か
に
『
摂
大
乗
論
』
世
親
釈
翻
訳
の
企
画
に
関
わ
っ
た
仏
教
僧
の

名
は
、
五
人
の
中
に
見
ら
れ
な
い
。
智
愷
は
『
起
信
論
』
の
翻
訳
が
終
了
し
た
あ
と
、
名
を
慧
愷
と
改
め
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　

智
愷
序
も
慧
愷
序
も
「
真
諦
」
の
梵
語
名
「
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
」
を
出
さ
な
い
の
は
、
智
愷
＝
慧
愷
が
梵
語
名
を
知
ら
な
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か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
講
義
と
翻
訳
が
行
わ
れ
た
始
興
郡
建
興
寺
の
属
し
て
い
た
衡
州
は
、
梁
が
置
い
た
と
さ
れ

る
州
名
で
あ
り
、
後
の
『
摂
大
乗
論
釈
』
の
翻
訳
は
、
実
に
衡
州
刺
史
の
配
慮
で
広
州
の
制
旨
寺
で
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る

（
慧
愷
序
）。
智
愷
の
「
起
信
論
序
」
は
、
作
成
さ
れ
た
あ
と
、
校
訂
さ
れ
本
論
に
添
え
て
提
出
さ
れ
る
べ
き
大
檀
那
で
あ
る

梁
王
室
が
消
失
し
た
た
め
、
お
そ
ら
く
も
と
の
原
稿
の
ま
ま
建
興
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
起
信
論
』

が
成
立
し
た
事
情
を
語
る
唯
一
の
こ
の
現
存
資
料
の
価
値
を
知
る
た
め
に
は
、
特
別
の
想
像
力
を
必
要
と
し
な
い
。

　
『
起
信
論
』
が
馬
鳴
菩
薩
造
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
智
愷
は
、
建
興
寺
で
他
の
聴
講
者
た
ち
と
と
も
に
講
師
・
真
諦
三

蔵
か
ら
そ
の
趣
旨
を
聞
き
、
納
得
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
智
愷
は
、「
余
、
聖
に
見
え
ざ
る
を
慨
く
と
雖
も
、
玄
旨
に

遇
う
こ
と
を
慶
び
…
…
」
と
述
べ
る
。
実
際
は
、
そ
の
聖
人
か
ら
直
に
教
え
を
受
け
、
感
激
の
連
続
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
的
に
は
、「
如
来
滅
後
六
百
余
年
」
に
現
れ
た
「
高
徳
沙
門
」
馬
鳴
が
曇
無
讖
訳
『
仏
所
行
讃
』
の
著

者
で
あ
り
龍
樹
や
無
著
、
世
親
よ
り
も
以
前
の
人
と
し
て
中
国
の
仏
教
者
た
ち
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
天
親
菩
薩

造
、
後
魏
北
印
度
三
蔵
菩
提
流
支
訳
『
十
地
経
論
』
序
（
侍
中
崔
光
製
。
永
平
四
年
、
五
一
一
年
）
の
記
述
（T

26, 123a

）
か

ら
も
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
真
諦
は
、
な
ぜ
『
起
信
論
』
の
著
者
を
馬
鳴
菩
薩
と
し
た
の
か
。

　
『
起
信
論
』
の
内
容
は
、
因
縁
、
立
義
、
解
釈
、
修
行
信
心
、
勧
修
利
益
と
五
分
さ
れ
て
い
る
。「
因
縁
分
」
は
立
論
の
理

由
、
目
的
を
、「
立
義
分
」
は
立
論
の
根
本
概
念
を
、「
解
釈
分
」
は
、
顕
示
正
義
と
対
治
邪
執
で
根
本
概
念
の
理
論
的
展
開

を
、
そ
し
て
分
別
発
趣
道
相
で
そ
の
実
践
的
根
拠
を
、「
修
行
信
心
分
」
と
「
勧
修
利
益
分
」
と
は
文
字
通
り
の
こ
と
を
内

容
と
す
る
。
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
見
て
み
る
と
、
立
義
分
と
解
釈
分
の
顕
示
正
義
と
対
治
邪
執
と
で
は
、
四
巻
本
『
入
楞
伽

経
』
の
思
想
が
親
し
く
取
り
入
れ
ら
れ
、
分
別
発
趣
道
相
と
修
行
信
心
分
と
で
は
真
諦
訳
、
世
親
釈
『
摂
大
乗
論
』
の
思
想

が
、
独
自
の
仕
方
で
批
判
的
に
導
入
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
基
底
と
な
っ
て
議
論
が
、
簡
潔
で
的
確
な
文
体
で
展
開
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
中
観
と
瑜
伽
唯
識
と
の
二
つ
の
学
風
を
根
源
に
向
け
て
統
一
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
形
を
と
っ
て
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い
る
。
し
か
も
そ
の
議
論
は
、
仏
教
へ
の
学
問
的
関
心
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
人
々
を
仏
教
が
提
供
す
る
真
理
、
如
来
の
根

本
の
義
に
触
れ
さ
せ
た
い
と
い
う
強
い
宗
教
的
実
践
的
関
心
か
ら
展
開
さ
れ
た
、
比
類
の
な
い
秀
作
で
あ
る
。
真
諦
は
、
仏

教
史
上
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
の
論
書
の
著
者
が
受
け
る
べ
き
名
誉
を
、
新
来
の
自
分
に
で
は
な
く
、
敢
え
て
歴
史
上
の
年

代
を
無
視
し
て
大
乗
仏
教
詩
人
・
馬
鳴
菩
薩
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
最
新
の
思
想
を
中
国
社
会
に
紹

介
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
大
き
な
理
由
は
、
馬
鳴
（
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
）
著
『
仏
所
行
讃

（
ブ
ッ
ダ
チ
ャ
リ
タ
）』
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

シ
ャ
カ
族
の
王
子
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
王
宮
の
生
活
を
捨
て
て
出
家
遊
行
者
と
な
り
、
解
脱
の
道
を
求
め
て
隠
者
ア
ラ
ー

ダ
を
訪
れ
た
。
そ
こ
で
彼
は
原
サ
ー
ン
キ
ャ
思
想
の
解
脱
観
を
示
さ
れ
、
そ
れ
を
批
判
し
た
。
批
判
の
要
点
は
、
精
神
が
無

知
、
渇
愛
、
業
の
あ
り
か
で
あ
る
肉
体
の
拘
束
を
離
れ
て
独
立
す
る
こ
と
を
解
脱
と
解
す
る
こ
と
は
、
精
神
が
存
在
す
る
限

り
、
捨
て
た
は
ず
の
肉
体
と
再
び
結
び
つ
く
可
能
性
を
残
す
も
の
で
、
真
の
解
脱
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
そ
の
後
も
う
一
人
の
隠
者
か
ら
も
似
た
考
え
を
示
さ
れ
、
そ
れ
を
も
批
判
し
て
立
ち
去
っ
た
、
と
さ

れ
る
（
第
十
二
章
）。
こ
れ
は
『
入
楞
伽
経
』
が
批
判
す
る
サ
ー
ン
キ
ャ
思
想
で
、
原
自
然
の
原
理
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
か
ら
精

神
原
理
プ
ル
シ
ャ
が
離
脱
す
る
こ
と
を
解
脱
と
解
す
る
も
の
の
先
駆
的
な
形
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
二
元
論
を
批
判
す
る

『
入
楞
伽
経
』
が
依
っ
て
立
つ
立
場
、
如
来
蔵
・
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
非
二
元
論
は
、『
起
信
論
』
が
継
承
す
る
根
源
の
立
場
で
あ

る
。
馬
鳴
こ
そ
は
、
大
乗
に
信
を
起
こ
す
こ
と
を
説
く
こ
の
論
書
の
著
者
と
し
て
そ
の
名
を
掲
げ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
だ
、

と
。
真
諦
は
、
こ
の
あ
と
も
続
く
流
浪
の
旅
の
苦
難
の
中
で
自
分
に
信
頼
を
寄
せ
る
人
々
の
期
待
に
応
え
て
、
世
親
釈
、
無

著
造
『
摂
大
乗
論
』、
世
親
造
『
倶
舎
論
』
な
ど
の
翻
訳
を
完
成
す
る
こ
と
に
全
力
を
傾
注
す
る
が
、
彼
の
基
本
の
立
場
は

『
起
信
論
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、『
入
楞
伽
経
』
の
思
想
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
摂
大
乗
論
』
世
親
釈

の
真
諦
訳
に
も
看
取
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
翻
訳
者
と
し
て
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
思
想
を
紹
介
し
中
国
社
会
の
人
々
の
信
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頼
を
得
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
彼
は
『
起
信
論
』
を
「
馬
鳴
菩
薩
造
、
真
諦
訳
」
と
す
る
道
を
選
ん
だ
、
と
私
は
考
え

る
。

　

な
お
智
愷
の
「
序
」
で
は
、「
中
天
竺
摩
伽
陀
国
」
に
仏
教
経
典
と
諸
法
師
を
求
め
て
「
前
梁
武
皇
帝
」
が
派
遣
し
た
使

者
た
ち
が
出
会
っ
た
「
三
蔵
ク
ラ
ナ
ン
ダ
（
正
し
く
は
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
）、
訳
名
、
真
諦
」
が
「
大
乗
に
偏
え
に
洞と
お

る
こ
と
深

遠
」
で
、
か
の
国
の
王
も
即
座
に
要
請
に
応
じ
て
送
り
出
す
こ
と
に
決
め
た
た
め
、
法
師
も
や
む
を
得
ず
船
で
来
朝
し
た
、

と
さ
れ
る
。
使
者
た
ち
が
真
諦
に
出
会
っ
た
の
が
摩
伽
陀
国
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
い
ま
問
題
で
は
な
い
。
問
題
は
、
大

乗
に
深
く
通
達
し
て
い
る
三
蔵
を
中
天
竺
摩
伽
陀
国
に
求
め
さ
せ
た
梁
武
帝
自
身
が
関
心
を
寄
せ
て
い
た
仏
教
思
想
と
は
、

ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
で
あ
る
。
森
三
樹
三
郎
氏
は
著
書
『
梁
の
武
帝
』（
平
楽
寺
書
店
一
九
五
六
年
、p. 151

）
で
「
全

体
と
し
て
の
（
梁
武
帝
の
）
仏
教
思
想
は
、
涅
槃
経
と
般
若
経
と
に
中
心
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
」
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
仏
性
論
と
般
若
空
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
使
者
た
ち
は
、
ま
さ
し
く
皇
帝
が
求
め
て
い
た

そ
の
人
に
出
会
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
智
愷
が
「
遇
値
三
蔵
」
と
記
す
の
は
、
故
あ
り
か
な
で
あ
る
。
な
お
、『
大
正
新
脩
大

蔵
経
』
巻
三
二
、一
六
六
九
番
『
大
宗
地
玄
文
本
論
』
馬
鳴
菩
薩
造 

陳
真
諦
訳
と
あ
る
も
の
は
、
智
愷
の
論
序
に
「
以
明
論

旨
玄
文
二
十
巻
」
と
記
す
も
の
と
は
、
ま
っ
た
く
無
関
係
な
、
そ
れ
こ
そ
奇
怪
な
も
の
で
、
何
よ
り
も
、
こ
れ
は
真
諦
が
関

わ
っ
た
仏
教
論
書
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
智
愷
も
、
目
に
し
た
こ
と
の
な
い
代
物
で
あ
る
。

　

論
序
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
に
、
小
論
で
は
『
起
信
論
』
中
の
次
の
術
語
を
取
り
上
げ
、
で
き
る
だ
け
簡
潔

な
説
明
を
通
し
て
、
こ
の
書
物
の
思
想
系
譜
を
辿
る
こ
と
に
す
る
。

　

一
「
衆
生
心
」　

二
「
念
と
無
念
」　

三
「
如
来
蔵
・
ア
ー
ラ
ヤ
識
」　

四
「
熏
習
」　

五
「
対
治
邪
執
・
人
我
見
」（
以
上

は
主
と
し
て
『
入
楞
伽
経
』
に
関
わ
る
）　

六
「
阿
僧
祇
劫
」（『
菩
薩
地
』『
摂
大
乗
論
』）　

七
「
真
如
三
昧
」（『
菩
薩
地
』『
文
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殊
般
若
経
』『
摂
大
乗
論
』）

注　

小
論
で
原
典
か
ら
引
用
す
る
場
合
、
著
者
で
あ
る
私
の
理
解
を
示
す
こ
と
に
重
き
を
お
き
、
原
漢
文
は
訓
読
ま
た
は
意
訳
に

し
、
漢
訳
文
中
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
音
写
語
は
片
仮
名
で
示
す
な
ど
し
、
原
典
の
ま
ま
の
引
用
を
避
け
る
こ
と
に
し
ま
す
。

一
「
衆
生
心
」

　

こ
の
語
は
ブ
ッ
ダ
バ
ド
ラ
訳
『
仏
華
厳
経
』
に
頻
出
し
、
梵
本
『
十
地
経
』
で
は 

“sattvacitta

” 

が
確
認
さ
れ
、『
入
楞

伽
経
』
で
い
う
「
自
心
」
“svacitta

” 

、「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
“ālayavijñāna

” 

が
こ
れ
に
相
当
す
る
。『
入
楞
伽
経
』
で
の
「
自

心
」
の
用
法
は
次
の
二
通
り
で
あ
る
。
外
の
も
の
（
対
象
・
境
）
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
も
の
は
自
心
に
他
な
ら
な
い
こ
と

を
覚
る
（
覚
自
心
現
量 

“svacitta-dr
・śyam

ā trā vabodha

”）
あ
り
方
と
、
外
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
も
の
が
自
心
に
他
な
ら
な

い
こ
と
を
覚
ら
ず
、
対
象
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
に
過
ご
す
あ
り
方
（
自
心
現
流 

“svacittadr

・śya-dhā rā

”）
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
二
つ
に
共
通
な
「
自
心
現
」（
自
心
が
対
象
と
し
て
現
れ
る 

“svacittadr

・śya

” 

）
を
真
諦
は
「
衆
生
心
」
で
表
し
た
も
の
と
解
さ
れ

る
。
そ
の
結
果
、
当
然
、「
覚
自
心
現
量
」
は
「
心
真
如
相
」、「
自
心
現
流
」
す
な
わ
ち
「
不
覚
自
心
現
量
」
は
「
心
生
滅

相
」
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
入
楞
伽
経
』
の
こ
の
「
自
心
現
」
の
二
つ
の
用
例
の
詳
細
は
、
以
前
の
拙
論
（「
楞
伽
経

の
自
心
現
と
慧
可
語
録
」『
禪
學
研
究
』
第
九
十
一
号
、
二
〇
一
三
年
）
で
紹
介
し
た
の
で
、
こ
こ
で
の
説
明
は
省
略
す
る
。

　
『
起
信
論
』
で
「
衆
生
心
」
は
「
一
切
の
世
間
法
、
出
世
間
法
を
摂
す
る
」
と
さ
れ
、
そ
こ
に
「
大
乗
の
意
味
を
顕
示
す

る
」
と
云
わ
れ
、
衆
生
心
の
真
如
は
大
乗
の
体
そ
の
も
の
を
示
し
、
衆
生
心
の
生
滅
因
縁
は
、
大
乗
の
体
の
「
相
と
用
」
と

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
の
「
大
乗
」
の
意
味
・
内
容
は
次
の
三
種
だ
と
い
う
。
１ 

衆
生
心
の
真
如
は
同
時

に
一
切
の
も
の
の
真
如
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
等
で
増
減
が
な
い
。
こ
れ
が
大
乗
自
体
の
偉
大
さ
、
体
大
、
で
あ
る
。
２ 

衆
生

心
の
真
如
は
衆
生
が
如
来
の
母
胎
、
如
来
蔵
、
と
し
て
無
量
の
功
徳
を
も
つ
。
そ
れ
が
大
乗
の
重
要
な
特
色
、
相
大
、
で
あ
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る
。
３ 

衆
生
心
が
真
如
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
一
切
の
世
間
、
出
世
間
の
善
の
因
果
が
成
り
立
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
衆
生
心
は
本

来
諸
仏
が
乗
り
た
も
う
乗
り
物
で
あ
り
、
ま
た
一
切
の
菩
薩
た
ち
が
こ
れ
に
よ
っ
て
如
来
地
に
い
た
る
乗
り
物
で
あ
る
か
ら

で
、
こ
こ
に
、
大
乗
の
働
き
の
大
き
さ
、
用
大
、
が
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
、
大
乗
の
三
種
の
偉
大
さ
、
三
大
、
に
は
、
語
法
上
の
先
例
が
あ
る
。
無
著
の
『
菩
薩
地
』
菩
薩
功
徳
品

（
曇
無
讖
訳
『
菩
薩
地
持
経
』、A

san

・ga, Bodhisattvabhūm
i, I-18

）
は
、
大
乗
に
七
種
の
大
が
あ
る
と
す
る
。
法
大
（
菩
薩

蔵
は
最
上
最
大
）、
心
大
（
無
上
菩
提
心
を
発
こ
す
こ
と
は
…
…
）、
解
大
（
菩
薩
蔵
を
解
す
る
こ
と
は
…
…
）、
浄
心
大
（
解

行
地
を
過
ぎ
て
浄
心
地
に
入
る
こ
と
は
…
…
）、
衆
具
大
（
福
徳
と
智
慧
と
の
衆
具
が
無
上
菩
提
を
得
る
こ
と
は
…
…
）、
時
大

（
三
阿
僧
祇
劫
の
修
行
が
無
上
菩
提
を
得
る
こ
と
は
…
…
）、
得
大
（
無
上
菩
提
を
得
て
身
が
与
に
等
し
き
者
無
き
こ
と
は
…
…
）

（T
30, 937b

）。
そ
れ
ら
の
梵
語
用
例
に
従
え
ば
、
三
大
は
、
次
の
形
に
な
る
。1. m

ahāyāna-ātm
abhāva-m

ahattva, 2. 
-laks

・an

・a-m
ahattva, 3. –kriyā-m

ahattva.

二
「
念
と
無
念
」

　
『
起
信
論
』「
顕
示
正
義
」
に
よ
る
と
、
衆
生
心
が
真
如
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
一
法
界
（
一
で
あ
る
覚
の
世
界
）、
大
総

相
法
門
の
体
（
優
れ
て
普
遍
的
な
特
徴
を
も
つ
あ
り
方
の
主
体
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
心
の
本
性
は
生
ぜ
ず
滅
せ
ず
、
だ
か
ら

で
あ
る
。
一
切
の
も
の
に
差
別
が
あ
る
の
は
、「
妄
念
」
に
因
る
。
妄
念
を
離
れ
れ
ば
「
一
切
の
境
界
の
相
は
な
い
」
と
云

わ
れ
る
。『
起
信
論
』
の
「
妄
念
」
に
相
当
す
る
『
入
楞
伽
経
』
の
語
は
、「
妄
想
」（vikalpa, vikalpanā

）
で
あ
る
。
例
え

ば
、
五
つ
の
識
知
や
意
識
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
自
心
に
他
な
ら
な
い
対
象
を
外
の
も
の
と
し
て
分
別
し
、
そ
れ
に
囚
わ
れ

て
生
じ
て
い
る
（
自
心
現
妄
想
計
著
転
）」
と
い
う
考
え
は
起
こ
ら
な
い
、
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
差
別
や
境
界
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の
相
が
あ
る
の
は
自
心
現
へ
の
妄
想
に
よ
る
、
と
さ
れ
る
。
た
だ
『
起
信
論
』
の
「
妄
念
」
は
「
念
」
の
一
語
だ
け
で
も
同

義
に
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、『
入
楞
伽
経
』
の
「
念
」（kalpanā

） 

に
は
「
妄
想
」
の
語
の
も
つ
「
疑
惑
」「
躊
躇
」
の
意

味
は
な
い
よ
う
で
あ
る
（
第
一
一
五
段
、
恒
河
沙
の
比
喩
参
照
）。

　

漢
字
「
念
」
は
刹
那
（ks

・an

・a

） 

の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
「
憶
念
」（sm

r

・ti

） 

を
も
意
味
す
る
。『
起
信

論
』
の
ば
あ
い
、
同
一
の
「
念
」
の
語
が
妄
念
の
ほ
か
に
憶
念
に
も
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
同
じ
用
法
が
『
倶
舎

論
』（
第
一
章
、
第
三
十
三
偈
下
）
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
憶
念
の
意
味
の
念
は
「
言
葉
に
出
さ
ず
に
頭
で
考
え
る

だ
け
の
、
す
べ
て
の
記
憶
は
、
常
に
働
く
、
記
憶
に
従
う
分
別
で
あ
る
」（
玄
奘
訳
「
若
定
若
散
意
識
相
応
諸
念
名
為
随
念
分

別
」）
と
あ
り
、
漢
訳
の
「
念
」
は
、
時
間
・
空
間
的
に
何
ら
か
の
対
象
を
心
に
浮
か
べ
る
と
い
う
こ
と
が
原
意
で
あ
る
と
解

さ
れ
、
随
念
分
別
と
い
う
語
も
合
成
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
、「
念
」
が
『
起
信
論
』
で
重
視
さ
れ
る
理
由
も
、
理
解
さ

れ
る
。

　
「
顕
示
正
義
」
に
い
う
「
ス
ー
ト
ラ
に
説
く
、
若
し
衆
生
有
り
て
能
く
無
念
を
観
ず
る
者
は
則
ち
仏
智
に
向
か
う
と
為
す
」

（T
32, 576b

）
は
、『
入
楞
伽
経
』
巻
三
の
次
の
表
現
に
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
「
念
」
で
は
な
く
「
知
」
が
使

わ
れ
て
い
る
。

　

大
慧
が
仏
陀
に
云
っ
た
、
世
尊
よ
、
あ
な
た
は
こ
う
云
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。「
対
象
を
知
が
外
に
把
握
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
認
識
し
な
い
と
き
、
表
示
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
表
示
が
あ
る

と
こ
ろ
に
は
、
把
握
さ
れ
る
も
の
は
な
い
の
で
、
把
握
す
る
も
の
の
側
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
は
な
い
。
把
握
す

る
こ
と
が
な
い
た
め
に
、
知
が
働
く
こ
と
は
な
く
、
表
示
す
る
だ
け
と
云
わ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
あ
る
の
だ
」
と
（T

16, 

502c, 8-11

）。

　

こ
の
箇
所
が
世
親
の
『
唯
識
三
十
頌
』
の
第
二
十
八
偈
の
内
容
と
一
致
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
前
の
拙
稿
で
紹
介
し
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た
（「
楞
伽
経
が
仏
説
と
し
て
引
用
す
る
世
親
造
唯
識
三
十
頌
の
二
偈
」『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
一
号
、
二
〇
一
一
年
）。

　

仏
陀
の
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
大
慧
は
疑
問
を
呈
す
る
。
知
が
依
存
す
べ
き
対
象
を
見
出
さ
な
い
場
合
、
対
象
の
側
に
問
題

が
な
け
れ
ば
、
認
識
す
る
も
の
の
無
知
以
外
に
対
象
を
見
出
さ
な
い
理
由
は
あ
り
え
な
い
で
は
な
い
で
す
か
、
と
。
こ
れ
に

答
え
る
仏
陀
の
見
解
は
『
入
楞
伽
経
』
の
根
本
的
な
立
場
を
示
す
。

　
「
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
無
知
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
こ
そ
が
智
な
の
で
す
。
…
… 

自
心
が
対
象
と
し
て
見
ら
れ
て

い
る
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
覚
る
の
で
、
有
で
あ
れ
無
で
あ
れ
、
外
の
存
在
が
な
い
の
で
、
智
は
対
象
を
見
出
し
ま
せ

ん
。
対
象
を
見
出
さ
な
い
の
で
、
知
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
と
一
緒
に
お
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
空
、
無
相
、

無
願
（
＝
世
俗
的
欲
求
が
な
い
こ
と
）
の
三
つ
の
解
脱
に
達
す
る
の
で
、
知
る
こ
と
そ
の
こ
と
さ
え
も
、
得
ら
れ
ま
せ

ん
。
…
…

　

人
々
は
自
己
と
自
己
の
所
有
と
い
う
特
徴
を
捉
え
て
そ
れ
に
執
着
し
、
自
心
を
対
象
と
し
て
見
て
い
る
に
他
な
ら
な

い
こ
と
を
覚
ら
な
い
た
め
に
、
知
が
知
の
対
象
を
分
別
し
ま
す
。
そ
し
て
、
知
を
知
の
対
象
と
は
別
の
も
の
と
し
て

一
々
分
別
す
る
た
め
に
、
外
の
有
と
無
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
断
滅
の
見
に
依
存
し
ま
す
。」

（T
16, 502c-3a

） 

「
能
知
無
念
」
の
衆
生
は
「
向
仏
智
」
だ
と
す
る
『
起
信
論
』
が
、『
入
楞
伽
経
』
の
こ
の
立
場
を
継
承
す
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

三
「
如
来
蔵
と
ア
ー
ラ
ヤ
識
」

　
「
如
来
蔵
」
の
語
は
『
起
信
論
』
で
は
二
通
り
の
文
脈
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
乗
ま
た
は
真
如
自
体

の
相
と
し
て
「
無
量
の
性
功
徳
を
具
足
」
す
る
も
の
、
ま
た
は
「
如
来
法
身
」
の
同
義
語
と
し
て
と
、
生
滅
心
、
一
切
生
死
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染
法
、
生
死
の
依
り
所
と
し
て
、
で
あ
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
無
明
の
依
り
所
と
さ
れ
る
が
、
如
来
蔵
と
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
が
一

緒
に
言
及
さ
れ
る
な
か
で
の
両
者
の
関
係
の
理
解
は
、
容
易
で
は
な
い
。

　
「
如
来
蔵
に
依
る
が
故
に
生
滅
の
心
有
り
、
所
謂
、
不
生
不
滅
と
生
滅
と
和
合
し
て
非
一
非
異
な
る
を
名
づ
け
て
ア
ー
ラ

ヤ
識
と
為
す
」（T

32, 576b

）。

　

こ
こ
で
如
来
蔵
が
生
滅
心
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
と
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
無
明
の
根
拠
と
さ
れ
る
こ
と
と
で
は
、
根
拠
の
あ
り

よ
う
が
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
如
来
蔵
は
生
滅
の
因
で
は
な
い
。
そ
れ
を
因
と
解
す
る
こ
と
は
「
対
治
邪
執
・
人
我

見
」
の
箇
所
で
批
判
さ
れ
る
邪
見
に
相
当
す
る
。
こ
の
「
依
」
は
、
究
極
的
に
は
「
帰
依
処
」
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
も
、
真
の
帰
依
は
不
依
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
依
で
な
い
帰
依
は
、
生
滅
心
の
解
脱
に
つ
な
が
ら
な
い
。
不

生
不
滅
と
生
滅
と
が
和
合
し
て
非
一
非
異
と
は
、
帰
依
が
真
の
帰
依
に
な
る
以
前
の
、
脱
却
さ
れ
る
べ
き
状
況
で
あ
り
、
そ

れ
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
だ
、
と
云
う
の
で
あ
る
。

　

ア
ー
ラ
ヤ
識
も
、
こ
れ
を
単
に
無
明
の
依
り
所
と
す
る
理
解
が
そ
の
す
べ
て
を
尽
く
す
の
で
は
な
い
よ
う
で
、『
起
信
論
』

は
次
に
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
覚
と
不
覚
と
の
二
義
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
そ
れ
は
「
能
く
一
切
法
を
摂
し
一
切
法
を
生
ず
」
る
と

い
う
。
覚
と
は
「
心
体
が
念
を
離
れ
て
」
い
る
こ
と
、『
入
楞
伽
経
』
に
い
う
「
覚
自
心
現
量
」
に
相
当
す
る
。
し
た
が
っ

て
『
起
信
論
』
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
、
不
覚
で
は
な
く
覚
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
し
か
し
覚
な
ら
ば
、
も
は
や
無
明
の
依
り
所
で

あ
る
よ
う
な
ア
ー
ラ
ヤ
識
で
は
あ
り
え
な
い
。「
対
治
邪
執
」
で
、
衆
生
は
如
来
蔵
に
依
っ
て
涅
槃
を
得
る
が
、
そ
の
あ
と

再
び
衆
生
に
戻
る
こ
と
は
な
い
、
と
云
う
。
す
な
わ
ち
和
合
は
起
こ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
覚
と
不

覚
と
の
二
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
如
来
蔵
が
涅
槃
と
結
び
つ
く
と
い
う
の
と
は
違
っ
て
、
あ
く
ま
で
不
一
不
異
の
和
合

で
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
「
心
体
離
念
」、
そ
し
て
如
来
蔵
は
、
ど
う
な
る
の
か
。

　
『
起
信
論
』
に
よ
れ
ば
、「
離
念
の
相
」
は
「
法
界
一
相
」「
如
来
平
等
法
身
」「
本
覚
」
だ
と
い
う
。
衆
生
が
本
来
覚
し
て
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お
れ
ば
、
覚
を
求
め
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。『
起
信
論
』
は
答
え
る
、「
本
覚
に
依
っ
て
こ
そ
不
覚
が
あ
り
、
不
覚
に

依
っ
て
こ
そ
始
覚
が
あ
る
」
と
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
循
環
論
に
聞
こ
え
る
説
明
を
聞
い
て
気
づ
く
こ
と
は
、
ど
こ
に
も
停
止

す
る
こ
と
な
く
動
く
思
考
法
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
覚
は
不
覚
に
な
る
こ
と
で
初
め
て
覚
る
、
不
覚
は
本

覚
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
覚
に
な
る
。
要
す
る
に
、
本
覚
だ
か
ら
こ
そ
覚
を
求
め
る
の
で
、
覚
を
求
め
な
い
本
覚
は
な
い

と
い
う
こ
と
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
『
起
信
論
』
は
「
本
覚
随
染
」
と
称
し
、
本
覚
を
単
な
る
超
越
概
念
と
は
見
て
い
な
い
。

本
覚
と
は
「
心
体
離
念
」
の
と
こ
ろ
を
指
し
て
云
い
、
そ
れ
が
虚
空
の
よ
う
に
「
無
所
不
遍
」
な
の
で
、
不
覚
の
中
か
ら
不

覚
を
離
れ
る
動
き
と
し
て
働
き
出
す
、
そ
れ
を
「
智
浄
相
」
と
称
し
、
ま
た
不
覚
の
外
か
ら
働
き
か
け
る
「
不
思
議
業
相
」

と
い
う
出
方
も
す
る
、
も
っ
と
も
積
極
的
な
働
き
と
さ
れ
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
覚
と
不
覚
と
の
二
義
を
も
っ
て
「
一
切
の
法

を
摂
し
ま
た
生
ず
る
」
と
云
わ
れ
る
の
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
自
体
が
覚
の
働
き
の
場
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
考
え
方

は
『
起
信
論
』
全
体
に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
。『
起
信
論
』
は
そ
の
根
拠
を
真
如
の
本
質
に
あ
る
と
見
て
、
経
典
の
言
葉
を

引
用
し
て
い
う
、

　
「
是
の
故
に
ス
ー
ト
ラ
中
に
此
の
真
如
の
義
に
依
る
が
故
に
説
く
、
一
切
の
衆
生
は
本
来
常
に
住
し
て
涅
槃
に
入
る
、
と
」

（T
32, 577a

）。

　

真
如
は
単
に
実
在
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
覚
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
自
体
の
根
拠
を
も
つ
。
そ
れ
が

不
覚
に
お
い
て
不
覚
を
破
る
働
き
と
し
て
覚
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
却
っ
て
本
覚
の
意
味
が
確
認
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
覚
が

本
来
で
あ
れ
ば
、
不
覚
は
衆
生
の
非
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
念
と
無
念
に
つ
い
て
、
こ
う
云
わ
れ
る
。

　
「
心
性
は
常
に
無
念
の
故
に
名
づ
け
て
不
変
と
為
す
。
一
法
界
に
達
せ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
心
と
相
応
せ
ず
、
忽
然
と
し

て
念
起
こ
る
、
名
づ
け
て
無
明
と
為
す
」（577c

）。

　
「
念
」
の
意
味
が
わ
か
れ
ば
、
生
滅
因
縁
に
つ
い
て
の
次
の
説
明
も
理
解
し
や
す
く
な
る
。
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「
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
依
る
を
以
て
無
明
有
り
と
説
く
。
不
覚
に
し
て
能
見
、
能
現
、
能
取
境
界
を
起
こ
す
。
念
を
起
こ
す
こ

と
相
続
す
る
が
故
に
、
説
い
て
意
と
為
す
」（577b

）。

　

そ
こ
で
次
の
結
論
が
云
わ
れ
る
。

　
「
一
切
の
法
は
皆
、
心
が
妄
念
を
起
こ
す
に
従
っ
て
生
ず
。
一
切
の
分
別
は
即
ち
自
心
を
分
別
す
。
心
は
心
を
見
ず
。
相

の
得
可
き
無
し
」（ibid.

）。

　

こ
れ
は
明
ら
か
に
『
入
楞
伽
経
』
の
『
自
心
現
』
の
思
想
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
摂
大
乗
論
』
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
、「
出
世
浄
品
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
要
素
と
解
す
る
が
、
あ
く
ま
で
否

定
的
、
消
極
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
出
世
心
が
生
ず
る
直
接
の
因
は
「
最
清
浄
法
界
所
流
の
正
聞
熏
習
」
だ
と
さ

れ
、
そ
れ
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
対
治
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
両
者
は
「
和
合
」
し
、
聞
熏
習
は
増
大
す
る
一
方
、

ア
ー
ラ
ヤ
識
は
次
第
に
減
少
し
て
、
最
後
は
な
く
な
る
、
と
云
わ
れ
る
（『
摂
大
乗
論
釈
』
巻
三
、
出
世
間
浄
章
第
五
、T

31, 

172b-175a

）。
世
親
釈
の
真
諦
訳
の
箇
所
は
、
こ
れ
に
対
し
て
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
具
わ
る
「
解
性
」
と
い
う
特
性
が
「
聖
人
の

法
」
が
生
じ
る
因
の
意
味
、
ま
た
「
聖
人
所
得
の
法
身
」
が
成
就
す
る
「
生
」
の
意
味
を
も
つ
と
主
張
す
る
。「
解
」
と
は
、

わ
か
る
、
ほ
ど
け
る
、
を
意
味
す
る
言
葉
だ
が
、
訳
者
に
よ
る
定
義
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
実
は
、
こ
の
箇
所
は
真
諦
訳

だ
け
に
あ
り
、
他
の
、
隋
代
の
笈
多
（
グ
プ
タ
）
訳
、
唐
代
の
玄
奘
訳
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
真
如
に
つ
い
て
の
無
著

の
絶
対
他
者
的
な
受
け
止
め
方
を
注
釈
者
・
世
親
の
名
を
借
り
て
補
正
す
る
た
め
の
、
真
諦
に
よ
る
補
足
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
（
巻
一
、十
義
次
第
章
第
二
、156c

）。『
起
信
論
』
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
や
次
の
「
熏
習
」
に
つ
い
て
の
説
明
で
『
摂
大

乗
論
』
に
言
及
し
な
い
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
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四
「
熏く
ん
習じ
ゅ
う」

四
の
一
「
染
法
と
浄
法
と
」

　
『
起
信
論
』
は
「
四
種
の
法
の
間
の
熏
習
」
と
い
う
こ
と
を
云
う
。
煩
悩
に
よ
っ
て
衆
生
本
来
の
清
浄
性
を
汚
さ
れ
汚
す

あ
り
方
を
「
染
法
」、
煩
悩
の
汚
れ
を
離
れ
て
清
浄
な
、
そ
し
て
汚
れ
を
清
浄
に
す
る
あ
り
方
を
「
浄
法
」
と
呼
び
、
こ
の

両
者
が
互
い
に
影
響
を
与
え
、
ま
た
受
け
て
、
そ
の
影
響
が
定
着
し
、
浄
を
染
に
、
染
を
浄
に
変
え
る
、
い
わ
ゆ
る
染
法
と

浄
法
と
の
熏
習
が
継
続
す
る
、
と
い
う
。
四
種
の
法
の
う
ち
浄
法
は
真
如
だ
け
で
、
他
の
三
、
す
な
わ
ち
、
無
明
、
妄
心
な

い
し
業
識
（
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
造
業
の
働
き
）、
妄
境
界
、
は
す
べ
て
染
法
で
あ
る
。
妄
境
界
と
は
、
一
々
の
対
象
（
事
）
を
分

別
す
る
「
分
別
事
識
」
が
そ
の
対
象
と
す
る
存
在
の
虚
妄
性
、
お
よ
び
そ
れ
を
対
象
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
虚
妄
性
を
意

味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
熏
習
と
は
、
本
来
は
芳
香
を
他
の
も
の
に
移
す
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
多
く
の
場
合
、
悪
習
を
残

す
意
味
に
用
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ
が
染
法
と
浄
法
と
の
双
方
の
働
き
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。
参
考
の
た
め
に
、

『
入
楞
伽
経
』
の
用
例
を
各
々
一
つ
挙
げ
る
。

　
「
愚
夫
は
自
心
を
摂
（
把
握
す
る
も
の
）
と
所
摂
（
把
握
さ
れ
る
も
の
）
と
に
向
け
、
無
知
に
も
、
無
始
の
過
悪
、
虚
偽
の

習
気
に
熏
ぜ
ら
る
る
を
覚
ら
ず
」（T

16, 509b
）。

　
「
如
来
の
得
る
と
こ
ろ
の
智
は
、
般
若
の
熏
ず
る
と
こ
ろ
な
り
。
如
来
は
心
・
意
・
意
識
、
彼
の
諸
陰
、
界
、
入
処
（
五
、

十
八
、十
二
と
数
え
ら
れ
る
、
心
身
の
構
成
要
素
）
の
熏
ず
る
と
こ
ろ
に
は
あ
ら
ず
」（510a

）。

　

⑴
染
法
の
第
一
で
あ
る
無
明
が
真
如
に
熏
習
し
て
染
法
が
続
け
て
起
こ
さ
れ
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、
そ
も
そ
も
無
明
は

何
に
由
来
す
る
の
か
と
の
疑
問
に
、「
真
如
の
法
に
依
る
を
以
て
無
明
あ
り
」
と
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
「
真
如
の
法
に
依
る
」
と
は
、
無
明
が
そ
れ
自
体
の
根
拠
を
も
た
な
い
こ
と
を
示
す
。
無
明
の
側
か
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ら
す
れ
ば
、
無
明
が
真
如
を
求
め
る
こ
と
は
な
く
、
染
法
を
展
開
す
る
だ
け
だ
が
、
真
如
の
側
か
ら
は
、
染
法
の
因
と
し
て

無
明
が
熏
習
す
る
場
は
真
如
以
外
に
は
な
い
。

　

無
明
が
真
如
に
熏
習
し
て
、
染
法
第
二
の
妄
心
が
起
き
、
そ
の
妄
心
が
無
明
に
熏
習
し
て
、
染
法
第
三
の
妄
境
界
が
現
れ

る
、
と
す
る
の
は
、
対
象
の
虚
妄
性
は
妄
心
に
自
覚
さ
れ
ず
、
そ
の
無
自
覚
が
無
明
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
妄
境
界
が
妄
心
に
熏
習
す
る
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
、
分
別
と
執
着
と
に
よ
る
種
々
の
行
為
が
心
身
の
苦
を
起
こ

し
続
け
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

　

⑵
次
に
浄
法
熏
習
の
ば
あ
い
、
真
如
は
も
は
や
無
明
の
根
拠
と
し
て
要
請
さ
れ
る
思
惟
の
一
概
念
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な

い
。
熏
習
の
主
体
で
あ
る
真
如
は
、
無
明
に
熏
習
し
て
、
無
明
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
心
に
そ
の
妄
動
を
知
ら
せ
、
究
極
は

無
明
の
滅
に
導
く
。
す
な
わ
ち
妄
心
は
自
己
の
本
性
が
真
如
で
あ
る
と
信
じ
、
執
着
の
対
象
で
あ
る
生
死
の
世
界
を
離
れ
よ

う
と
、
遠
離
の
仕
方
を
模
索
す
る
。
そ
の
ば
あ
い
凡
夫
・（
声
聞
と
独
覚
と
の
）
二
乗
は
、
分
別
事
識
す
な
わ
ち
意
識
の
立

場
で
目
標
の
涅
槃
に
向
か
っ
て
次
第
々
々
に
進
む
。
菩
薩
は
、
意
識
そ
の
も
の
の
虚
妄
性
を
妄
境
界
、
妄
心
に
お
い
て
覚

り
、
一
挙
に
涅
槃
を
覚
る
、
と
。『
起
信
論
』
の
こ
の
議
論
が
、『
入
楞
伽
経
』
で
、
対
象
が
自
心
現
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を

覚
ら
ず
に
生
滅
流
転
す
る
流
れ
を
浄
化
す
る
仕
方
に
漸
と
頓
と
が
あ
る
と
す
る
考
え
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明

ら
か
で
あ
る
。

四
の
二
「
真
如
熏
習
」

　

こ
れ
は
真
如
自
体
が
衆
生
に
そ
の
本
当
の
自
己
と
し
て
内
面
か
ら
熏
習
し
て
衆
生
性
を
超
え
さ
せ
る
面
と
、
真
如
が
衆
生

一
人
ひ
と
り
に
、
そ
の
外
か
ら
順
逆
両
面
で
働
き
か
け
、
自
他
平
等
の
真
如
に
目
覚
め
さ
せ
る
面
と
、
を
考
察
す
る
。
上
に

言
及
し
た
本
覚
随
染
を
熏
習
の
概
念
を
通
し
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
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す
べ
て
の
人
に
真
如
が
具
わ
っ
て
い
て
絶
え
ず
熏
習
が
行
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
が
迷
妄
に
悩
ま
さ
れ
ず

に
一
度
に
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑
問
を
『
起
信
論
』
は
設
定

し
「
木
中
の
火
性
」
と
い
う
比
喩
を
も
ち
だ
し
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
木
を
燃
や
す
こ
と
は
い
つ
ま
で
も
な
い
、
ど
う
す
れ
ば

火
が
そ
の
本
性
を
発
揮
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
（T

32, 578c

）。
こ
こ
で
真
如
に
喩
え
ら
れ
る
火
は
、
し

か
し
普
通
の
火
で
は
な
い
。
こ
の
例
え
を
日
常
の
問
答
に
取
り
上
げ
た
中
国
唐
代
の
禅
者
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
は
間
違
な
く

『
起
信
論
』
の
こ
の
箇
所
を
熟
知
し
，
熟
考
し
、
自
己
の
覚
り
の
境
界
を
表
現
す
る
こ
と
に
利
用
し
た
。

『
祖
堂
集
』
巻
十
四
、百
丈
和
尚
、
懐
海
〈
七
四
九
～
八
一
四
〉

６
．
師
（
百
丈
）、
潙
山
を
見
る
。
夜
深
く
来
り
参
ず
る
次と
き

な
る
に
因
っ
て
、
師
云
う
、
你
、
我
が
与た
め

に
火
を
撥
き
開

け
。
潙
山
云
う
、
火
な
し
。
師
云
う
、
我
れ
適さ

き
ほ
ど来
有
る
を
見
た
り
、
と
、
自
ら
起
ち
て
撥
き
開
き
、
一
星
火
を
見
て
夾

み
起
ち
来
っ
て
云
う
、
這こ

れ个
は
是
れ
火
な
ら
ず
ば
、
什な

摩に

ぞ
。
潙
山
便
ち
悟
る
。（
以
下
、
７
．
と
、
同
書
巻
十
六
、
潙

山
和
尚
、
霊
祐
〈
七
七
一
～
八
五
三
〉
４
．
の
問
答
、
参
照
。
中
華
書
局
二
〇
〇
七
年
）

五
「
対
治
邪
執
・
人
我
見
」

　
『
起
信
論
』
解
釈
分
最
後
の
「
分
別
発
趣
道
相
」
を
前
に
し
て
、
如
来
蔵
と
い
う
概
念
の
総
括
が
人
我
見
へ
の
批
判
と
い

う
形
で
行
わ
れ
る
。『
起
信
論
』
立
義
分
で
の
こ
の
概
念
の
導
入
は
い
か
に
も
唐
突
で
、
言
葉
の
定
義
も
な
さ
れ
ず
、
そ
の

た
め
に
読
者
は
一
様
に
消
化
不
良
に
陥
る
。
読
者
に
と
っ
て
の
こ
の
事
情
が
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
こ

と
を
、
こ
の
人
我
見
批
判
は
物
語
っ
て
い
る
。
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衆
生
心
の
真
如
の
相
と
さ
れ
る
如
来
蔵
は
如
来
法
身
と
別
の
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
衆
生
が
真
如
に
目
覚
め
な
け
れ

ば
、
衆
生
は
自
ら
が
如
来
を
産
む
母
体
で
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
こ
と
な
く
、
不
覚
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
ま
ま
で
終
わ
る
。
対

治
の
第
五
に
、「
諸
仏
所
得
の
涅
槃
、
之
（
如
来
蔵
）
と
相
応
す
る
（
一
つ
に
な
る
）
と
き
、
則
ち
後
際
な
し
（
衆
生
に
戻
る

こ
と
が
な
く
、
如
来
常
住
）」
と
云
わ
れ
る
の
は
、
如
来
蔵
が
如
来
法
身
で
あ
る
こ
と
を
実
証
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
如
来
蔵
思
想
の
重
要
な
一
面
と
考
え
ら
れ
る
。

　

人
我
見
と
し
て
は
次
の
五
項
目
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
１ 

如
来
法
身
が
虚
空
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
如
来
法
身
は

虚
空
だ
と
解
す
る
。
２ 
真
如
・
涅
槃
は
空
性
だ
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
虚
無
と
解
す
る
。
３ 

如
来
蔵
が
あ
ら
ゆ
る

功
徳
を
も
つ
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
如
来
蔵
に
は
物
と
心
と
の
区
別
が
あ
る
と
解
す
る
。
４ 

生
滅
が
如
来
蔵
に
依
存
す
る

と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
如
来
蔵
に
生
死
・
煩
悩
が
あ
る
と
解
す
る
。
５ 

如
来
蔵
に
よ
っ
て
生
死
も
涅
槃
を
得
る
こ
と
も
あ

る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
如
来
蔵
に
よ
っ
て
生
死
が
作
り
出
さ
れ
、
ま
た
涅
槃
か
ら
生
死
に
戻
さ
れ
る
と
解
す
る
、
以
上
五

つ
の
邪
執
で
あ
る
。
１
と
２
と
で
は
、
虚
空
と
虚
無
と
い
う
理
解
へ
の
批
判
か
ら
真
如
・
如
来
蔵
の
無
量
の
性
功
徳
と
い
う

方
向
に
議
論
が
進
め
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
、
３
、４
、５
で
は
、
如
来
蔵
と
は
何
か
と
い
う
基
本
的
な
問
い
と
理
解
と
の
確

認
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
意
義
が
確
認
さ
れ
た
上
で
、
次
の
、
諸
仏
が
実
証
し
た
道
に
向
か
っ
て
発
心
し
修
行
す
る
あ
り
方
の

究
明
へ
と
進
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
あ
と
、
も
は
や
如
来
蔵
の
語
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
大
乗
に
信
を
起
こ

し
て
発
心
し
修
行
す
る
こ
と
の
核
と
な
る
も
の
が
如
来
蔵
思
想
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　

な
お
、『
入
楞
伽
経
』
で
仏
陀
は
大
慧
に
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
説
明
を
す
る
さ
い
に
、
こ
れ
を
如
来
蔵
の
名
を
も
つ
も
の
と
す

る
が
、
決
し
て
両
者
を
混
同
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
自
体
は
自
分
が
如
来
蔵
で
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
て
い
な
い

た
め
に
苦
悩
す
る
が
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
あ
り
方
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
目
覚
め
る
こ
と
を
通
し
て
そ
の
本
来
の
あ
り
方
で

あ
る
如
来
蔵
に
目
覚
め
よ
、
と
云
う
（T

16,510b

）。
四
巻
本
『
入
楞
伽
経
』
の
訳
語
「
如
来
蔵
蔵
識
」
は
、
如
来
蔵
で
あ
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る
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
意
味
だ
が
、「
如
来
蔵
」
は
「
如
来
を
産
む
母
体
、
母
胎
」（tathā gata-garbha

）
の
こ
と
、「
蔵
識
」
は

「
諸
識
を
蔵
す
る
識
」（ā layavijñāna

）
の
こ
と
で
、
漢
字
「
蔵
」
は
、
い
わ
ば
浄
法
と
染
法
と
、
ま
っ
た
く
別
の
あ
り
方

の
も
の
を
あ
た
か
も
同
一
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
。
菩
提
流
支
訳
、
十
巻
本
で
は
「
如
来
蔵
識
」
と
、
一
語

の
蔵
で
済
ま
せ
る
箇
所
が
あ
り
、
誤
解
は
ま
す
ま
す
深
ま
る
。『
起
信
論
』
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
本
覚
と
不
覚
が
あ
り
、
本
覚

が
不
覚
に
働
き
か
け
る
と
す
る
の
は
、
優
れ
た
対
応
の
仕
方
で
あ
る
。
本
覚
は
不
覚
に
現
前
し
て
不
覚
を
打
ち
破
る
働
き

を
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
は
中
国
の
禅
者
が
不
覚
に
現
前
す
る
本
覚
を
「
無
位
の
真
人
」
と
呼
ん
だ
。『
祖
堂
集
』
巻

十
九
、
臨
済
和
尚
、
義
玄
（
？
～
八
六
六
）
の
次
の
問
答
に
お
い
て
で
あ
る
（
中
華
書
局
二
〇
〇
七
年
）。

２
．
師
（
臨
済
）、
時
に
衆
に
謂
い
て
云
う
有
り
、「
山
僧
、
分
明
に
你
に
道い

う
、
五
陰
身
田
内
に
無
位
の
真
人
有
り
、

堂
々
露
現
し
て
毫
髪
許
り
の
間
隔
も
無
し
。
何
ぞ
識
取
せ
ざ
る
」。
時
に
僧
の
問
う
有
り
、「
如
何
な
る
か
是
れ
無
位
の

真
人
」。
師
、
便
ち
之
を
打
し
て
云
う
、「
無
位
の
真
人
、
是
れ
什な

摩ん

の
不
浄
の
物
ぞ
」。

六
「
阿
僧
祇
劫
」

　

解
釈
分
の
最
後
、
分
別
発
趣
道
相
は
、
仏
陀
た
ち
が
実
証
し
た
究
極
の
境
地
と
し
て
の
涅
槃
と
、
そ
の
涅
槃
に
自
他
共

に
至
る
道
を
会
得
し
よ
う
と
決
意
し
実
行
す
る
姿
を
考
え
る
箇
所
で
、
こ
れ
が
三
段
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
各
々
に
一
阿
僧

祇
劫
（
ア
サ
ン
ク
ヒ
ェ
ー
ヤ
・
カ
ル
パ
、
不
可
算
時
）、
計
三
阿
僧
祇
劫
を
す
べ
て
の
菩
薩
は
必
要
と
す
る
と
い
う
主
張
が
な

さ
れ
る
。
こ
の
数
字
は
、
も
と
釈
迦
牟
尼
仏
が
過
去
世
に
菩
薩
と
し
て
三
人
の
仏
陀
の
も
と
で
そ
れ
ぞ
れ
一
阿
僧
祇
劫
の

間
修
行
し
た
と
す
る
、
仏
陀
本
生
譚
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
鳩
摩
羅
什
（
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
）
訳
『
大
智
度
論
』
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や
曇
無
讖
（
ダ
ル
マ
ク
シ
ェ
ー
マ
）
訳
『
優
婆
塞
戒
経
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
大
乗
菩
薩
の
修
行
に
関
し
て
中
国
に
紹
介
さ

れ
た
の
は
、
曇
無
讖
訳
、
無
著
（
ア
サ
ン
ガ
）
の
『
菩
薩
地
持
経
』
と
、
同
じ
く
無
著
の
『
中
辺
分
別
論
』
世
親
（
ヴ
ァ
ス

バ
ン
ド
）
釈
、
無
著
の
『
摂
大
乗
論
』
世
親
釈
、
と
も
に
真
諦
の
訳
文
に
お
い
て
で
あ
る
。
世
親
の
『
倶
舎
論
（
ア
ビ
ダ
ル

マ
コ
ー
シ
ャ
）』
第
三
章
第
九
三
偈
下
に
「
劫
阿
僧
祇
」（
“kalpā asam

・khyeyā ni

”
の
真
諦
訳
語
。
玄
奘
訳
語
は
「
劫
無
数
」）

は
単
な
る
不
可
算
で
は
な
く
、
十
の
六
十
乗
と
い
う
最
高
の
単
位
の
名
だ
と
し
て
さ
ら
に
そ
の
三
倍
、「
三
劫
阿
僧
祇
」
も

の
長
時
間
が
菩
薩
の
成
道
の
た
め
に
必
要
だ
と
い
わ
れ
る
理
由
を
説
明
す
る
仕
方
は
、
き
わ
め
て
説
得
的
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
菩
薩
の
自
利
は
そ
の
内
容
と
し
て
利
他
を
含
む
、
利
他
が
菩
薩
の
自
利
だ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
菩
薩
が
無
上
正
覚
を
得
る

た
め
に
時
間
を
越
え
た
時
間
を
要
す
る
の
だ
、
と
い
う
。
い
わ
ば
、
四
弘
誓
願
が
正
覚
の
中
核
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
『
起
信
論
』
で
も
三
阿
僧
祇
劫
の
数
字
が
菩
薩
十
地
の
修
行
の
段
階
区
分
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
言
及
す
る
が
、
無
著

の
『
菩
薩
地
』
や
『
摂
大
乗
論
』
で
の
適
用
の
仕
方
と
比
較
す
る
と
、
著
者
兼
訳
者
・
真
諦
の
批
判
的
、
現
実
的
な
思
考
が

そ
こ
に
見
て
取
ら
れ
る
。
真
諦
は
、
菩
薩
十
地
の
修
行
の
初
地
す
な
わ
ち
浄
心
地
（『
菩
薩
地
』
の
用
語
）
に
入
る
ま
で
を
、

「
信
成
就
発
心
」
と
呼
ば
れ
る
段
階
と
、
そ
の
あ
と
六
波
羅
蜜
（
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
）
の
一
々
の
修
行
を
「
解
行
発
心
」
と
呼

ぶ
段
階
と
を
含
む
も
の
と
す
る
。「
解げ

行ぎ
ょ
う」
は
「
深
く
理
解
さ
れ
た
行
」
と
説
明
さ
れ
、『
菩
薩
地
』
が
「
歓
喜
住
」（
初
地
）

以
前
を
「
解
行
住
」
と
呼
ぶ
（T

30, 946b

）
も
の
に
相
当
す
る
。
こ
こ
ま
で
に
最
初
の
一
阿
僧
祇
劫
を
要
し
、
こ
の
あ
と
の

十
地
の
修
行
と
合
わ
せ
て
、
全
体
で
三
阿
僧
祇
劫
を
要
す
る
と
す
る
の
は
『
菩
薩
地
』
と
同
じ
だ
が
、
詳
細
な
区
分
の
説
明

は
な
い
。
し
か
も
信
成
就
発
心
の
段
階
と
し
て
説
明
さ
れ
る
内
容
は
、『
仏
華
厳
経
』
の
十
地
品
の
初
地
と
し
て
説
明
さ
れ

る
も
の
と
驚
く
ほ
ど
密
接
に
関
係
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
第
三
の
段
階
と
い
う
こ
と
に
な
る
「
証
発
心
」
は
、
浄
心
地

か
ら
第
十
地
ま
で
の
す
べ
て
を
含
む
も
の
で
、
そ
れ
は
、
十
地
の
す
べ
て
の
修
行
の
各
々
が
一
体
と
な
っ
た
現
証
の
こ
と
を

意
味
す
る
。
そ
れ
は
十
地
の
段
階
区
分
を
超
越
し
た
「
超
地
の
速
や
か
な
る
正
覚
の
成
就
」
と
云
わ
れ
、
阿
僧
祇
劫
な
ど
と
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い
う
「
文
字
に
依
ら
な
い
」
と
も
云
わ
れ
る
。
三
阿
僧
祇
劫
と
い
う
数
字
は
、
衆
生
が
自
他
共
に
無
上
覚
を
達
成
す
る
た
め

に
は
信
成
就
、
解
行
、
証
の
、
三
種
の
発
心
が
一
体
で
あ
る
こ
と
が
菩
薩
の
修
行
と
し
て
不
可
欠
な
こ
と
だ
け
を
意
味
す

る
、
と
『
起
信
論
』
の
著
者
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

実
は
世
親
釈
『
摂
大
乗
論
』
真
諦
訳
巻
十
、
釈
入
因
果
修
差
別
勝
相
第
五
の
一
、
対
治
章
第
一
に
、『
起
信
論
』
の
こ
の

考
え
方
と
共
通
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。

（
無
著
）
論
じ
て
曰
く
、（
入
因
果
の
修
の
差
別
は
）
云
何
な
る
応
知
に
し
て
、
此
の
義
を
以
て
諸
地
を
成
立
さ
せ
て
十

と
為
す
や
。

（
世
親
）
釈
に
曰
く
、
此
の
問
い
は
何
の
義
を
顕
わ
さ
ん
と
欲
す
や
。
若
し
菩
薩
、
初
地
に
入
ら
ば
真
如
を
見
る
に
、

即
ち
尽
く
す
。
何
を
以
て
の
故
に
。
真
如
は
数
を
分
か
つ
こ
と
無
き
が
故
に
。
若
し
真
如
を
見
尽
く
さ
ず
ば
、
真
如
は

則
ち
数
を
分
か
つ
有
り
。
若
し
数
を
分
か
つ
こ
と
有
る
と
き
は
、
則
ち
有
為
法
に
同
じ
。
若
し
見
已
わ
り
尽
く
さ
ば
、

何
ゆ
え
に
十
地
あ
り
と
説
く
や
。

論
じ
て
曰
く
、
地
の
障
十
種
の
無
明
を
対
治
す
る
が
為
の
故
に
。

釈
に
曰
く
、
真
如
は
実
に
一
二
と
数
を
分
か
つ
こ
と
無
し
。
若
し
真
如
の
体
に
約
せ
ば
、
十
種
の
差
別
有
り
と
立
す
可

か
ら
ず
。
真
如
に
十
種
の
功
徳
有
り
、
能
く
十
種
の
正
行
を
生
ず
。
無
明
覆
う
に
由
る
が
故
に
此
の
功
徳
を
見
ず
。
功

徳
を
見
ざ
る
に
由
る
が
故
に
正
行
成
ら
ず
。
所
障
の
功
徳
の
正
行
に
十
種
有
る
が
為
の
故
に
、
能
障
の
無
明
に
亦
十
種

有
り
と
分
別
す
（T

31, 221ab

） 

。 

　
「
世
親
釈
」
と
し
て
真
諦
訳
が
紹
介
す
る
こ
の
箇
所
も
、
他
の
訳
者
（
グ
プ
タ
、
玄
奘
）
の
世
親
釈
に
は
ま
っ
た
く
見
ら

れ
な
い
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
真
諦
が
『
起
信
論
』
と
世
親
釈
『
摂
大
乗
論
』
と
の
共
通
の
訳
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
事
実
で
あ
る
。
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七
「
真
如
三
昧
」

　

分
別
発
趣
道
相
は
菩
薩
の
修
行
に
正
し
く
定
ま
っ
た
あ
り
方
に
つ
い
て
説
か
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
ま
だ
に
菩
薩
の

修
行
に
正
し
く
定
ま
っ
て
い
な
い
人
々
の
た
め
に
修
行
信
心
分
が
説
か
れ
る
、
と
い
う
。
こ
の
ば
あ
い
、
信
心
に
四
種
あ
り

と
さ
れ
る
そ
の
第
一
は
、「
根
本
を
信
ず
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
真
如
の
法
を
楽ね

が

い
念
ず
る
」
こ
と
だ
が
、
先
の
信
成
就
発

心
の
三
種
の
心
の
第
一
は
「
直
心
」
と
云
わ
れ
、
そ
の
理
由
は
「
真
如
の
法
を
正
し
く
念
ず
る
」
か
ら
、
と
さ
れ
た
。
信
成

就
発
心
は
解
行
発
心
、
証
発
心
と
一
体
と
さ
れ
た
が
、
修
行
信
心
分
の
修
行
は
、
施
、
戒
、
忍
、
精
進
、
止
観
の
五
門
の
基

礎
的
、
入
門
的
な
修
行
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
最
後
の
止
観
の
止
は
「
真
如
三
昧
」
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
煩
悩

を
深
く
克
服
し
、
信
心
が
増
し
て
、
正
定
不
退
と
な
る
、
と
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

止
は
「
一
切
の
境
界
の
相
を
止
め
る
」
こ
と
、
対
象
性
を
離
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
逆
に
「
観
」
は
、
対
象
性
に
執
着

し
て
苦
悩
す
る
あ
り
方
の
観
察
を
意
味
す
る
。
対
象
性
を
離
れ
る
こ
と
と
、
こ
れ
を
深
く
観
察
す
る
こ
と
と
が
一
体
と
な
っ

て
、
無
上
正
覚
へ
の
道
が
開
け
る
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
止
の
方
も
、
対
象
性
を
離
れ
る
離
れ
方
に
常
に
知
恵
・
観

察
を
伴
う
必
要
が
あ
り
、
単
な
る
否
定
が
却
っ
て
世
俗
の
名
利
恭
敬
を
求
め
る
と
い
う
落
し
穴
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま

ず
静
か
な
と
こ
ろ
で
端
座
し
、
気
息
に
依
ら
ず
、
形
色
に
依
ら
ず
、
空
に
依
ら
ず
、
地
水
火
風
に
依
ら
ず
、
な
い
し
見
聞
覚

知
に
依
ら
ず
、
外
に
も
内
に
も
一
切
の
対
象
に
心
を
留
め
る
こ
と
を
止
め
、
座
か
ら
起
っ
て
動
作
を
す
る
と
き
に
も
、
同
じ

く
「
正
念
に
住
す
る
」
よ
う
に
工
夫
す
る
。
正
念
に
住
す
る
と
は
「
真
如
三
昧
に
入
る
」
こ
と
だ
と
云
わ
れ
、
そ
の
こ
と
が

必
要
と
さ
れ
る
根
拠
は
、
一
切
の
も
の
が
無
相
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
と
云
う
。

　

真
諦
は
、
同
じ
趣
旨
の
仏
陀
の
説
法
を
『
菩
薩
地
』
第
一
部
第
四
章
「
真
実
義
」
で
著
者
の
無
著
が
『
阿
含
経
』
か
ら

引
用
し
た
箇
所
を
見
て
承
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
曇
無
讖
訳
『
菩
薩
地
持
経
』（T

30a, 895a; W
ogihara I pp. 49-50; 

D
utt 33-34

）
か
ら
、
そ
の
箇
所
を
訳
出
す
る
。
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ま
た
次
に
ブ
ッ
ダ
は
サ
ン
タ
・
カ
ー
チ
ャ
ー
ヤ
ナ
比
丘
の
た
め
に
説
か
れ
た
。
比
丘
は
地
に
依
っ
て
禅
を
修
す
る
こ

と
は
し
な
い
。
水
、
火
、
風
に
も
依
ら
な
い
。
空
、
識
、
無
所
有
、
非
想
非
非
想
に
も
依
ら
な
い
。
こ
の
世
、
他
の
世

に
も
、
日
、
月
に
も
、
見
、
聞
き
、
覚
え
、
知
る
こ
と
に
も
、
求
め
る
こ
と
に
も
、
得
る
こ
と
に
も
、
覚
る
こ
と
に

も
、
観
察
に
も
、
こ
れ
ら
一
切
に
依
ら
ず
に
禅
定
を
修
す
る
の
で
す
。
カ
ー
チ
ャ
ー
ヤ
ナ
よ
、
も
し
地
な
ら
、
地
の
想

を
除
き
、
な
い
し
一
切
な
ら
、
一
切
の
想
を
除
く
、
比
丘
よ
、
こ
の
よ
う
に
禅
を
修
す
る
、
こ
れ
を
地
に
依
ら
な
い
修

禅
、
な
い
し
一
切
に
依
ら
な
い
修
禅
と
呼
び
ま
す
。
比
丘
で
こ
の
よ
う
に
禅
を
修
す
る
者
に
は
、
イ
ン
ド
ラ
神
、
シ

ヴ
ァ
神
、
ブ
ラ
フ
マ
神
た
ち
、
す
べ
て
が
は
る
ば
る
と
や
っ
て
来
て
礼
拝
し
、
敬
意
を
表
し
て
、
云
い
ま
す
。

　
「
あ
な
た
に
帰
依
し
ま
す
、
尊
い
お
方
よ
、
人
々
の
最
上
の
お
方
よ
、
あ
な
た
に
帰
依
し
ま
す
。

　

私
ど
も
は
今
ま
っ
た
く
分
か
り
ま
せ
ん
、
あ
な
た
が
何
に
依
っ
て
禅
を
修
し
て
お
い
で
か
を
。」

　

真
如
三
昧
に
よ
っ
て
「
法
界
一
相
」「
一
切
の
諸
仏
の
法
身
と
衆
生
身
と
は
平
等
無
二
」
と
知
ら
れ
、
こ
れ
を
『
起
信
論
』

は
「
一
行
三
昧
」
と
呼
ぶ
。
真
如
が
三
昧
の
根
本
と
し
て
あ
り
、
そ
こ
か
ら
無
量
の
三
昧
が
生
ま
れ
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。

「
法
界
一
相
」
と
「
七
百
偈
般
若
波
羅
蜜
経
」
と
は
、『
七
百
偈
般
若
波
羅
蜜
経
』
下
巻
で
、
仏
陀
が
文
殊
師
利
に
話
す
内

容
の
中
に
見
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
（T

8, 731b
）。
現
存
の
梵
文
テ
キ
ス
ト
は
、
こ
の
後
半
を
欠
く
。
曼
荼
羅
仙
（
マ
ン
ド
ラ

セ
ー
ナ
、
六
世
紀
）
の
訳
文
を
訓
読
で
引
用
す
る
。

　

仏
言
う
、
法
界
は
一
相
、
法
界
を
繋
ぎ
縁
ず
る
、
是
れ
を
一
行
三
昧
と
名
づ
く
。
若
し
善
男
子
、
善
女
人
、
一
行
三

昧
に
入
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
当
に
先
ず
般
若
波
羅
蜜
を
聞
き
、
説
の
如
く
修
学
す
べ
く
、
然
る
後
能
く
一
行
三
昧
に
入
ら

ん
。
法
界
の
縁
の
如
き
は
不
退
不
壊
、
不
思
議
、
無
礙
、
無
相
な
り
。
善
男
子
、
善
女
人
よ
、
一
行
三
昧
に
入
ら
ん
と

欲
せ
ば
、
応
に
空
閑
に
処
し
て
諸
乱
意
を
捨
つ
べ
し
、
相
貌
を
取
ら
ず
心
を
一
仏
に
繋
ぎ
て
名
字
を
専
称
せ
よ
。
仏
の

方
所
に
随
い
て
端
身
、
正
し
く
向
か
い
、
能
く
一
仏
に
念
念
相
続
せ
よ
。
即
ち
是
の
念
中
に
能
く
過
去
未
来
現
在
の
諸
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仏
を
見
ん
。
何
を
以
て
の
故
に
。
一
仏
の
功
徳
の
無
量
無
辺
な
る
を
念
ず
る
に
、
亦
、
無
量
の
諸
仏
の
功
徳
と
無
二
、

不
思
議
な
り
。
仏
法
は
等
し
く
分
別
無
く
、
皆
一
如
に
乗
じ
て
最
正
覚
を
成
じ
、
悉
く
無
量
の
功
徳
、
無
量
の
弁
才
を

具
す
。
是
の
如
く
一
行
三
昧
に
入
る
者
は
、
恒
沙
の
諸
仏
と
法
界
と
に
は
差
別
の
相
無
し
と
尽
知
す
。
…
…
菩
薩
摩
訶

薩
よ
、
当
に
一
行
三
昧
を
念
じ
て
常
に
勤
め
精
進
し
て
懈
怠
せ
ざ
れ
。
是
の
如
く
次
第
に
漸
漸
に
修
学
せ
ば
、
則
ち
能

く
一
行
三
昧
に
入
る
を
得
ん
。…
…
正
法
を
謗
り
、
不
信
、
悪
業
、
重
き
罪
障
の
者
、
入
る
能
わ
ざ
る
所
を
除
く
（T

8, 

731a-b

）。

　

修
行
信
心
分
の
最
後
に
真
諦
は
、
専
念
西
方
極
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
の
経
説
に
言
及
す
る
が
、
そ
の
さ
い
に
も
、
真
如
法

身
は
不
依
で
あ
り
、
応
身
、
化
身
は
法
身
を
所
依
と
す
る
と
い
う
理
解
を
示
す
。
こ
れ
は
真
諦
訳
、
世
親
釈
『
摂
大
乗
論
』

巻
十
三
、
釈
学
果
寂
滅
勝
相
第
九
の
論
文
と
釈
文
と
の
両
方
に
見
ら
れ
る
考
え
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
如
来
身
は
自
性

得
の
法
身
と
行
所
得
の
受
用
身
・
変
化
身
で
あ
る
。
そ
し
て
受
用
身
は
「
法
身
を
以
て
依
止
と
為
す
」。
ま
た
変
化
身
も

「
法
身
を
以
て
依
止
と
為
す
」
と
云
わ
れ
る
（T

31,250a

）。
そ
し
て
巻
十
四
、
釈
智
差
別
勝
相
第
十
の
二
で
は
、
菩
薩
が
法

身
に
縁
っ
て
仏
を
憶
念
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
釈
文
は
、
こ
の
こ
と
が
「
一
切
の
観
行
門
を
学
ぶ
こ
と
は
皆
真
如
に
縁
っ

て
成
る
を
得
る
こ
と
を
顕
わ
さ
ん
が
為
な
り
。
若
し
真
如
に
縁
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
観
行
は
清
浄
な
ら
ず
」
と
述
べ
る

（T
31,261b

）。

　

憶
念
す
べ
き
諸
仏
の
七
つ
の
徳
の
第
四
に
論
文
は
い
う
、「
一
切
の
如
来
の
事
は
無
功
用
に
し
て
成
る
。
功
用
に
由
ら
ず
。

恒
に
正
事
を
起
こ
し
て
永
く
捨
て
ざ
る
が
故
に
。」
釈
文
は
い
う
、「
若
し
功
用
に
由
り
て
正
事
有
ら
ば
、
則
ち
起
、
不
起
あ

り
。
功
用
に
由
ら
ざ
る
を
以
て
、
是
の
故
に
恒
に
起
こ
る
。
本
願
無
尽
な
る
に
由
る
が
故
に
永
く
捨
て
ず
。
衆
生
尽
き
ざ
る

が
故
に
、
本
願
尽
き
ず
」（T

31,262a

）。

　

真
諦
は
、
し
た
が
っ
て
、
西
方
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
こ
の
仏
の
真
如
法
身
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
に
浄
土
往
生
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思
想
の
真
の
根
拠
が
あ
る
と
云
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
若
人
専
念
西
方
極
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
、
所
修
善
根

廻
向
願
求
生
彼
世
界
、
即
得
往
生
、
常
見
仏
故
終
無
有
退
」
と
し
た
後
に
わ
ざ
わ
ざ
「
若
し
彼
の
仏
の
真
如
法
身
を
観
じ
常

に
勤
め
て
修
習
せ
ば
、
畢
竟
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
て
正
定
に
住
す
る
が
故
に
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
経
に
い
う
「
専
念
阿

弥
陀
仏
」
が
究
極
的
に
「
観
彼
仏
真
如
法
身
」
と
な
る
か
ら
「
即
得
往
生
」
だ
と
し
て
そ
の
理
由
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る

（T
32,583a

）。
こ
の
理
解
は
、
真
如
三
昧
を
菩
薩
の
修
行
地
に
い
ま
だ
入
ら
な
い
凡
夫
の
た
め
に
勧
め
て
い
る
真
諦
に
と
っ

て
、
き
わ
め
て
自
然
の
こ
と
で
あ
る
。
梁
訳
に
見
ら
れ
る
真
諦
の
こ
の
理
解
は
、
唐
訳
で
は
見
失
わ
れ
て
い
る
（「
得
生
、

常
見
彼
仏
…
…
於
彼
聞
法
観
仏
法
身
、
漸
次
修
行
得
入
正
位
」（T

32,591b

）。
真
諦
は
、
見
相
に
も
住
せ
ず
得
相
に
も
住
し

な
い
真
如
三
昧
を
習
わ
な
け
れ
ば
い
か
な
る
凡
夫
も
「
如
来
種
性
」
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
云
う
。
彼
の
願
生
浄
土
の

教
え
へ
の
理
解
の
要
点
は
、
無
尽
の
誓
願
を
起
こ
す
無
依
の
主
体
こ
そ
は
絶
対
の
帰
依
処
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ

れ
、
し
た
が
っ
て
、
真
の
帰
依
は
無
依
を
学
ぶ
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
七
つ
の
術
語
の
検
討
を
通
し
て
『
起
信
論
』
の
思
想
系
譜
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
入
楞

伽
経
』
の
思
想
を
中
核
と
し
、
こ
れ
に
『
菩
薩
地
』、『
摂
大
乗
論
』
世
親
釈
真
諦
訳
の
思
想
を
批
判
的
に
補
っ
て
全
体
を
構

成
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
馬
鳴
菩
薩
造
、
真
諦
訳
『
大
乗
起
信
論
』
と
し
て
、
困
難
を
極
め
た
翻
訳
活
動
の
初

期
に
お
い
て
中
国
社
会
に
提
示
し
た
と
こ
ろ
に
、
我
々
は
真
の
著
者
、
真
諦
の
意
図
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
あ

と
、
こ
の
書
に
勝
る
大
乗
起
信
の
論
書
は
現
れ
て
い
な
い
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
書
へ
の
敬
慕
の
念

か
ら
唐
代
に
「
新
訳
」
な
る
も
の
が
出
現
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
新
訳
序
の
執
筆
者
の
情
熱
あ
ふ
れ
る
深
い
畏
敬

の
思
い
の
こ
も
っ
た
言
葉
か
ら
も
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
、
こ
と
に
日
本
の
仏
教
学
者
の
あ
い
だ
に
、
こ
の
書
を
イ

ン
ド
仏
教
思
想
と
は
無
関
係
な
偽
作
と
し
て
斥
け
る
非
難
の
声
が
響
き
続
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
お
こ
が
ま
し
い
言

い
方
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
は
イ
ン
ド
仏
教
思
想
を
無
視
し
た
貧
し
い
発
想
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
六
世
紀
と
い
う
早
い
時
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期
、
日
本
人
が
文
化
を
形
成
す
る
は
る
か
以
前
に
、
真
諦
三
蔵
が
イ
ン
ド
仏
教
者
と
し
て
最
先
端
の
仏
教
思
想
を
紹
介
す
る

た
め
に
、
今
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
障
害
を
乗
り
越
え
て
中
国
に
入
り
、
早
速
混
乱
し
た
政
治
状
況
の
中
に
お
か
れ
、
そ

の
中
で
限
ら
れ
た
人
々
の
助
力
を
得
て
翻
訳
活
動
に
命
を
賭
し
た
と
い
う
状
況
を
思
い
や
れ
ば
、
そ
の
成
果
に
対
す
る
わ
れ

わ
れ
の
姿
勢
は
、
襟
を
正
す
べ
き
も
の
と
決
ま
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
き
こ
と
は
、「
論
序
」
に
対
す

る
非
難
の
声
を
引
き
込
め
、
改
め
て
こ
の
書
物
の
真
の
意
図
を
探
る
努
力
を
始
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が

仏
教
を
学
ぶ
基
本
の
姿
勢
を
見
直
す
こ
と
で
も
あ
る
と
私
は
信
じ
る
。




