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宝
経
と
し
て
の
『
楞
伽
経
』

常
盤
　
義
伸

一
『
楞
伽
経
』
四
巻
本
は
な
ぜ
「
宝
経
」
と
呼
ば
れ
た
の
か

グ
ナ
バ
ド
ラ
漢
訳
『
楞
伽
阿
跋
多
羅
宝
経
』
の
経
名
が
特
に
「
宝
経
」
と
さ
れ
た
理
由
が
今
ま
で
私
に
は
理
解
で
き
な

い
ま
ま
、
復
元
梵
文
テ
キ
ス
ト
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、「
宝
」
の
字
を
欠
く
現
存
の
経
名
を
踏
襲
し
て
き
た
。
し
か
し
パ
ー
リ

蔵
経
に
含
ま
れ
る
『
宝
経
』
の
内
容
と
そ
の
位
置
づ
け
と
を
調
べ
た
結
果
、
初
め
て
私
は
そ
の
表
現
に
重
要
な
意
義
が
籠
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
復
元
梵
本
改
訂
版
の
タ
イ
ト
ル
も
『
宝
』
の
字
を
含
め
る
形
に
訂
正
す
る
こ
と
に
し

た
。
そ
の
理
由
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
護
誦
の
経
『
ラ
タ
ナ
・
ス
ッ
タ
』

パ
ー
リ
経
蔵
の
小
部
経
典
の
う
ち
『
小
誦
経
』
と
『
経
集
』
と
に
『
宝
経
』
が
含
ま
れ
て
い
る
と
知
っ
て
、
後
者
（The 

Sutta-N
ipāta, P.T.S., N

os. 222~238, II. 1. R
atanasutta

）
の
パ
ー
リ
文
を
、
参
考
書
と
辞
書
と
文
法
書
と
首
っ
引
き
で
精
読

し
た
。
以
下
に
そ
れ
の
拙
訳
を
示
す
。
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【
参
考
書
】
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば　

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
岩
波
文
庫
一
九
八
九
年
、TH

E R
H

IN
O

C
ER

O
S 

H
O

R
N

 A
N

D
 O

TH
ER

 EA
R

LY
 B

U
D

D
H

IST PO
EM

S

（SU
TTA

 N
IPATA

）Translated by K
.R

. N
O

R
M

A
N

. P.T.S. 

1985.
（
222
）
こ
こ
に
集
ま
っ
た
生
類
（Y

ānīdha bhūtāni sam
āgatāni

）
よ
、
大
地
に
属
す
る
も
の
も
中
空
の
も
の
も
、
み
ん
な
喜
ん

で
く
れ
、
そ
し
て
注
意
し
て
話
を
聞
い
て
く
れ
。

（
223
）
そ
こ
で
生
類
の
み
ん
な
、
聞
い
て
く
れ
。
昼
と
な
く
夜
と
な
く
供
物
を
持
っ
て
く
る
女
の
人
、
男
の
人
に
慈
愛
の
心

を
向
け
て
く
れ
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
を
護
っ
て
く
れ
よ
、
用
心
深
い
み
ん
な
。

（
224
）
今
世
、
来
世
の
ど
ん
な
財
宝
に
も
、
さ
ら
に
は
神
々
の
世
界
の
勝
れ
た
宝
に
も
、
如
来
に
等
し
い
も
の
は
皆
無
だ
。

ブ
ッ
ダ
を
指
し
て
言
わ
れ
る
こ
の
宝
は
実
に
勝
れ
て
い
る
（idam

 pi B
uddhe ratanaṃ

 paṇītaṃ

）。
こ
の
真
実
を
踏
ま
え

て
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
225
）
煩
悩
が
尽
き
、
離
欲
で
不
死
の
勝
れ
た
境
地
に
達
し
た
サ
キ
ャ
ム
ニ
は
深
い
三
昧
の
中
に
あ
る
、
そ
の
彼
の
教
え

（
ダ
ン
マ
）
に
並
ぶ
も
の
は
な
い
。
彼
の
教
え
を
指
し
て
言
わ
れ
る
こ
の
宝
は
実
に
勝
れ
て
い
る
。
こ
の
真
実
を
踏
ま
え

て
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
226
）
最
も
勝
れ
た
覚
者
・
ブ
ッ
ダ
が
純
粋
だ
と
形
容
さ
れ
た
三
昧
を
、
智
に
直
結
す
る
と
人
々
は
言
う
。
そ
の
三
昧
に
匹

敵
す
る
も
の
は
な
い
。
彼
の
教
え
を
指
し
て
言
わ
れ
る
こ
の
宝
は
実
に
勝
れ
て
い
る
。
こ
の
真
実
を
踏
ま
え
て
、
み
ん
な

幸
せ
で
あ
れ
。

（
227
）
善
き
人
た
ち
に
賞
讃
さ
れ
る
八
人
、
す
な
わ
ち
涅
槃
へ
の
流
れ
に
入
る
四
双
の
人
た
ち
は
、
供
養
を
受
け
る
に
ふ
さ

わ
し
い
、
世
尊
の
お
弟
子
た
ち
だ
。
彼
ら
へ
の
供
養
は
大
果
を
も
た
ら
す
。
僧
団
（
サ
ン
ガ
）
を
指
し
て
言
わ
れ
る
宝
は



85

禅文化研究所紀要 第34号（平成31年2月）

実
に
勝
れ
て
い
る
。
こ
の
真
実
を
踏
ま
え
て
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
228
）
心
に
固
く
決
意
し
て
ゴ
ー
タ
マ
の
教
え
に
従
う
無
欲
な
彼
ら
は
、
得
る
べ
き
も
の
を
得
て
不
死
に
入
り
、
代
償
な
し

に
目
的
を
達
成
し
て
、
寂
滅
を
楽
し
ん
で
い
る
。
僧
団
を
指
し
て
言
わ
れ
る
こ
の
宝
は
実
に
勝
れ
て
い
る
。
こ
の
真
実
を

踏
ま
え
て
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
229
）
城
市
の
守
護
神
イ
ン
ド
ラ
を
祀
る
柱
が
大
地
に
突
き
刺
さ
れ
て
い
て
四
方
か
ら
の
風
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
、

そ
の
よ
う
に
善
き
人
は
（
四
つ
の
）
聖
諦
を
的
確
に
観
察
す
る
、
と
私
は
言
う
。
僧
団
を
指
し
て
言
わ
れ
る
こ
の
宝
は
実

に
勝
れ
て
い
る
。
こ
の
真
実
を
踏
ま
え
て
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
230
）
聖
諦
を
明
ら
か
に
理
解
す
る
彼
ら
は
、
深
い
智
慧
が
示
す
真
理
を
理
解
し
て
い
る
の
で
、
た
と
い
注
意
力
に
粗
末
な

こ
と
が
あ
っ
て
も
、
流
転
生
死
を
八
生
ま
で
取
る
こ
と
は
な
い
。
僧
団
を
指
し
て
言
わ
れ
る
こ
の
宝
は
実
に
勝
れ
て
い

る
。
こ
の
真
実
を
踏
ま
え
て
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
231
）
聖
諦
の
観
察
を
達
成
す
る
と
同
時
に
、
彼
ら
に
は
三
つ
の
束
縛
が
除
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
身
に
捉
わ
れ
る
邪

見
と
真
理
へ
の
疑
念
と
儀
式
的
な
行
と
の
三
つ
を
す
べ
て
離
れ
て
、
彼
ら
は
さ
ら
に
四
つ
の
悪
趣
か
ら
解
放
さ
れ
、
六
つ

の
逆
罪
を
犯
す
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
僧
団
を
指
し
て
言
わ
れ
る
こ
の
宝
は
実
に
勝
れ
て
い
る
。
こ
の
真
実
を

踏
ま
え
て
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
232
）
身･

口･

意
の
い
ず
れ
か
で
何
か
の
悪
行
を
犯
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
隠
す
こ
と
は
彼
に
は
で
き
な
い
。
い

わ
ば
、
隠
せ
な
い
と
見
真
の
御
方
が
言
わ
れ
た
。
僧
団
を
指
し
て
言
わ
れ
る
こ
の
宝
は
実
に
勝
れ
て
い
る
。
こ
の
真
実
を

踏
ま
え
て
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
233
）
森
の
茂
み
に
咲
き
誇
る
花
の
真
っ
盛
り
、
夏
の
月
の
最
初
の
暑
熱
の
真
っ
只
中
の
よ
う
に
、
至
極
の
教
え
を
彼
は
説

か
れ
た
、
人
々
を
涅
槃
に
導
く
最
高
の
利
益
の
た
め
に
。
ブ
ッ
ダ
を
指
し
て
言
わ
れ
る
こ
の
宝
は
実
に
勝
れ
て
い
る
。
こ
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の
真
実
を
踏
ま
え
て
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
234
）
至
極
の
人
、
至
極
の
智
を
働
か
せ
、
至
極
の
恵
み
を
与
え
、
至
極
の
物
事
を
齎
す
人
、
無
上
、
至
極
の
教
え
を
説
か

れ
た
方
、
ブ
ッ
ダ
を
指
し
て
言
わ
れ
る
こ
の
宝
は
実
に
勝
れ
て
い
る
。
こ
の
真
実
を
踏
ま
え
て
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
235
）
古
い
生
は
尽
き
新
し
い
生
は
存
在
し
な
い
、
未
来
の
生
に
捉
わ
れ
る
心
の
迷
い
を
も
離
れ
て
い
る
、
こ
の
人
た
ち
は

種
子
が
尽
き
成
長
へ
の
願
い
も
な
い
。
彼
ら
は
涅
槃
へ
の
道
を
し
っ
か
り
と
進
む
、
こ
の
灯
火
の
よ
う
に
。
僧
団
を
指
し

て
言
わ
れ
る
こ
の
宝
は
実
に
勝
れ
て
い
る
。
こ
の
真
実
を
踏
ま
え
て
、
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
236
）
こ
こ
に
集
ま
っ
た
生
類
よ
、
大
地
に
属
す
る
も
の
も
中
空
の
も
の
も
。
如
来
に
は
神
々
も
人
間
も
供
養
す
る

（tathāgataṃ
 devam

anussapūjitaṃ

）。
我
々
は
如
来
・
ブ
ッ
ダ
に
合
掌
礼
拝
す
る
（B

uddhaṃ
 nam

assām
a

）。
み
ん
な
幸
せ

で
あ
れ
。

（
237
）
こ
こ
に
集
ま
っ
た
生
類
よ
、
大
地
に
属
す
る
も
の
も
中
空
の
も
の
も
。
如
来
に
は
神
々
も
人
間
も
供
養
す
る
。
我
々

も
如
来
そ
の
も
の
と
し
て
の
教
え
に
合
掌
礼
拝
す
る
。
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

（
238
）
こ
こ
に
集
ま
っ
た
生
類
よ
、
大
地
に
属
す
る
も
の
も
中
空
の
も
の
も
。
如
来
に
は
神
々
も
人
間
も
供
養
す
る
。
我
々

も
如
来
そ
の
も
の
と
し
て
の
僧
団
に
合
掌
礼
拝
す
る
。
み
ん
な
幸
せ
で
あ
れ
。

『
宝
経
』
を
終
わ
る
。

『
宝
経
』
と
訳
さ
れ
る
こ
の
パ
ー
リ
文
『
ラ
タ
ナ
・
ス
ッ
タ
』
の
内
容
か
ら
知
ら
れ
る
重
要
な
こ
と
の
第
一
は
、
こ
れ
が

ブ
ッ
ダ
・
サ
キ
ャ
ム
ニ
の
言
葉
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
集
ま
っ
て
話
を
聞
く
と
さ
れ
る
も
の
は
、
人
間
以
外
の

生
類
、
た
と
え
ば
ヤ
ク
シ
ャ
（
夜
叉
、
幽
鬼
）
の
よ
う
で
あ
る
。
舞
台
は
、
イ
ン
ド
社
会
に
あ
っ
て
社
会
を
超
絶
す
る
仏
教

教
団
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
社
会
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
、
密
林
に
囲
ま
れ
た
ラ
ン
カ
ー
の
僧
院
と
い
う
印
象
が
濃
い
。
経
の
趣
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旨
は
仏･

法
・
僧
の
三
宝
に
一
宝
と
し
て
帰
依
す
る
こ
と
が
す
べ
て
の
生
類
の
幸
福
に
つ
な
が
る
と
説
く
こ
と
で
、
そ
れ
が

経
名
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
人
間
以
外
の
生
類
に
呼
び
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
異
な
性
格
が
顕
れ
て
い
る
。
こ

の
話
者
が
ブ
ッ
ダ
で
な
い
と
す
れ
ば
、
誰
か
。
自
身
が
敬
虔
な
仏
教
信
者
で
あ
る
ヤ
ク
シ
ャ
の
頭
目
か
。
そ
れ
と
も
僧
院
の

有
力
な
一
員
で
生
類
全
般
に
も
三
宝
へ
の
帰
依
を
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
立
場
の
人
か
。
後
者
に
見
当
を
つ

け
て
、
専
門
家
の
見
解
を
検
討
し
て
み
る
。

E.W
. A

dikaram
（Early H

istory of B
uddhism

 in C
eylon, C

olom
bo, 1953, C

hapter N
ine, The G

row
th of R

itual, p.143, 

R
ecitation of Parittas

）『
セ
イ
ロ
ン
の
初
期
仏
教
史
』
第
九
章
「
儀
式
の
拡
大
」
の
一
節
「
護
呪
の
朗
誦
」
で
著
者
ア
ー

デ
ィ
カ
ラ
ム
氏
が
述
べ
る
最
初
の
段
落
を
次
に
訳
出
す
る
。

一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
ブ
ッ
ダ
は
宝
経
を
ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
で
、
こ
の
都
市
を
疫
病
と
悪
霊
の
害
か
ら

解
放
す
る
た
め
に
説
か
れ
た
（
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
註
釈
に
よ
る
、
と
著
者
注
）。
他
の
箇
所
で
も
既
に
述
べ
た
こ
と
だ
が
、

セ
イ
ロ
ン
（
ラ
ン
カ
ー
）
の
ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
王
は
島
が
飢
饉
と
疫
病
の
諸
悪
に
悩
ま
さ
れ
た
と
き
に
、
僧
た
ち
に
こ
の

経
の
読
誦
を
公
的
行
事
と
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
し
て
人
々
が
す
ぐ
さ
ま
苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
は
こ
の
公
的

な
誦
経
の
結
果
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
（
大
史
）』
37
、
189
～
198
、
著
者
注
）。
こ
の
時
以
来
、
こ
の
習

慣
は
セ
イ
ロ
ン
に
深
い
根
を
下
ろ
し
、
今
日
ま
で
存
続
す
る
。
普
通
、
読
誦
さ
れ
る
諸
経
は
『
マ
ン
ガ
ラ
（
吉
祥
）』、

『
ラ
タ
ナ
』、
お
よ
び
『
ク
ッ
ダ
カ
・
パ
ー
タ
（
小
誦
経
）』
中
の
『
カ
ラ
ニ
ー
ヤ
・
メ
ッ
タ
（
必
須
の
慈
愛
）』
で
あ
る
。

も
し
も
儀
式
が
長
時
に
わ
た
る
と
き
に
は
、
護
誦
の
諸
経
の
す
べ
て
を
読
誦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
経

は
、
殆
ど
す
べ
て
、
人
の
日
常
生
活
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
道
徳
律
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に

簡
潔
か
つ
深
遠
で
、
し
か
も
高
度
に
実
践
的
な
教
え
が
生
活
と
行
為
の
領
域
か
ら
儀
礼
と
迷
信
の
領
域
に
移
し
変
え
ら
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れ
て
来
た
と
は
、
な
ん
と
も
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。

右
の
文
中
、
ブ
ッ
ダ
が
ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
の
市
内
で
『
宝
経
』
を
説
い
た
云
々
の
箇
所
は
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
（U

patissa

）
王
と
は
、
ワ
ル
ポ
ー
ラ
・
ラ
ー
フ
ラ
著
『
セ
イ
ロ
ン
の
仏
教
史　

ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
時
代
、

前
三
世
紀
か
ら
十
世
紀
ま
で
』（R

ev. W
alpola R

ahula, H
ISTO

RY
 O

F B
U

D
D

H
ISM

 IN
 C

EY
LO

N
, C

olom
bo, 1966, p.98

）

に
よ
る
と
、
五
世
紀
初
頭
の
ラ
ン
カ
ー
王
・
ブ
ッ
ダ
ダ
ー
サ
の
息
子
で
、
後
の
マ
ハ
ー
ナ
ー
マ
王
（M

ahānām
a, 409-431 

A
.D

.

）
の
兄
、
当
時
発
生
し
た
疫
病
の
克
服
の
た
め
に
僧
た
ち
の
助
言
で
ガ
ン
ガ
ー
ロ
ー
ハ
ナ
（G

aṅgārohana

）
と
い
う
地

名
の
祝
祭
を
正
式
に
始
め
た
と
さ
れ
る
人
。
こ
の
祝
祭
は
、
疫
病
が
起
る
た
び
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
布
告
さ
れ
た
。
ウ
パ

テ
ィ
ッ
サ
王
は
優
し
い
心
の
持
ち
主
で
、
き
わ
め
て
宗
教
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
生
涯
、
教
団
共
通
の
食
堂
か
ら
日
常
の
食
事

を
取
り
寄
せ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
王
が
自
分
の
后
に
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
出
家
で
あ
っ
た
弟
の

マ
ハ
ー
ナ
ー
マ
が
僧
衣
を
脱
い
で
王
位
に
就
い
た
。
こ
の
王
は
、
当
時
大
乗
運
動
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
無
畏
山
寺
（
ア
ブ

ハ
ヤ
ギ
リ
・
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
）
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
王
の
后
は
大
寺
に
献
身
的
で
あ
っ
た
。
同
じ
王
の
統
治
中

に
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
が
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
に
来
て
大
寺
に
住
し
、
三
蔵
の
シ
ン
ハ
ラ
語
註
釈
を
パ
ー
リ
語
に
翻
訳
し
た
。
ラ
ー

フ
ラ
氏
に
依
る
と
、
マ
ハ
ー
ナ
ー
マ
王
の
後
、
こ
の
国
は
二
十
五
年
以
上
も
の
間
大
混
乱
に
陥
っ
た
。
六
人
の
タ
ミ
ー
ル
人

が
相
次
い
で
王
位
を
簒
奪
し
て
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
を
支
配
し
、
こ
の
国
の
宗
教
的
、
文
化
的
、
経
済
的
な
進
歩
が
阻
害
さ
れ

た
（p.99

）。

『
宝
経
』
な
ど
の
諸
経
の
読
誦
を
公
式
の
行
事
と
定
め
た
ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
王
が
后
に
殺
害
さ
れ
た
と
は
意
外
な
展
開
だ

が
、
そ
の
背
景
に
、
大
寺
の
上
座
部
と
無
畏
山
寺
の
大
乗
を
志
向
す
る
徒
と
の
そ
れ
ぞ
れ
を
支
持
す
る
政
治
権
力
者
た
ち
の

間
の
権
力
闘
争
が
あ
っ
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。
ア
ー
デ
ィ
カ
ラ
ム
氏
が
『
ラ
タ
ナ
』
と
共
に
『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
に
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収
め
ら
れ
て
い
る
読
誦
の
経
と
し
て
別
に
挙
げ
る
『
マ
ン
ガ
ラ
』、『
メ
ッ
タ
』
は
、
明
ら
か
に
人
間
社
会
に
向
け
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
ら
が
ブ
ッ
ダ
の
所
説
で
あ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
理
由
は
な
い
。『
ラ
タ
ナ
・
ス
ッ
タ
』
の
方
は
、
時
代
背
景
の

上
か
ら
考
え
て
、
上
記
ウ
パ
テ
ィ
ッ
サ
王
が
話
者
、
即
作
者
で
あ
る
可
能
性
が
最
も
高
い
。

な
お
無
畏
山
寺
は
、
中
国
僧
・
法
顕
が
十
年
に
及
ぶ
イ
ン
ド
旅
行
の
末
ラ
ン
カ
ー
に
た
ど
り
着
き
西
暦
四
一
〇
～
四
一

一
年
の
間
、
帰
国
前
に
滞
在
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
イ
ン
ド
僧
・
グ
ナ
バ
ド
ラ
も
、
ラ
ン
カ
ー
を
経
て
四
三
五
年
に
中

国
に
渡
り
四
四
三
年
に
『
楞
伽
経
』
四
巻
本
を
漢
訳
す
る
前
、
ラ
ン
カ
ー
で
は
こ
の
寺
に
滞
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
早
島

鏡
正
氏
は
論
文
「
ア
バ
ヤ
ギ
リ
寺
（A

bhayagiri-vihāra

）
の
興
亡
史
」（『
東
方
学
』
第
二
十
一
輯
、
一
九
六
一
年
）
三
、
註
23

で
、「
マ
ハ
ー
ナ
ー
マ
王
は
、…
…
中
国
の
文
献
に
よ
れ
ば
…
…
中
国
に
前
後
二
回
、
四
二
八
年
と
四
三
五
年
に
使
節
を
送
っ

て
い
る
と
い
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
従
っ
て
グ
ナ
バ
ド
ラ
は
、
ラ
ン
カ
ー
の
上
座
部
の
歴
史
の
中
で
イ
ン
ド
大
陸
の
状

況
を
反
映
し
て
一
時
的
に
開
花
し
た
大
乗
の
思
想
の
結
晶
で
あ
る
本
経
を
含
む
い
く
つ
か
の
梵
文
原
典
を
、
失
わ
れ
る
直
前

に
同
じ
思
い
の
人
々
の
願
い
に
支
え
ら
れ
て
運
び
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
梵
文
原
典
は
、
中
国
で
漢
訳
さ

れ
た
後
、
写
本
が
作
成
さ
れ
て
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
漢
訳
だ
け
が
残
さ
れ
た
。

（
２
）
四
巻
本
・
大
乗
経
典
『
楞
伽
阿
跋
多
羅
宝
経
』
の
意
義

梵
文
『
楞
伽
阿
跋
多
羅
宝
経
』
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ラ
ン
カ
ー
で
編
纂
さ
れ
、
グ
ナ
バ
ド
ラ
に
よ
っ
て
中
国
に
運
び

出
さ
れ
た
後
、
政
治
的
大
混
乱
の
な
か
で
原
稿
は
原
形
を
失
い
、
そ
の
ま
ま
ラ
ン
カ
ー
か
ら
持
ち
出
さ
れ
た
原
稿
が
イ
ン
ド

大
陸
の
ど
こ
か
で
再
編
集
さ
れ
て
十
巻
本
『
入
楞
伽
経
』
に
ま
で
増
幅
さ
れ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
現
行
の
梵
本
と

ボ
ー
デ
ィ
ル
チ
に
よ
る
五
一
三
年
の
漢
訳
と
は
内
容
的
に
大
体
一
致
す
る
。
後
者
は
、
魏
訳
と
よ
ば
れ
て
い
る
。）
そ
の
増
幅
の

方
向
は
、
な
ん
と
、
護
誦
の
経
と
し
て
の
『
宝
経
』
か
ら
予
測
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
巻
一
・
序
章
で
、
ラ
ン
カ
ー
島
の
ヤ
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ク
シ
ャ
た
ち
の
王
・
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
が
眷
属
と
と
も
に
海
岸
に
姿
を
現
し
、
ブ
ッ
ダ
を
マ
ラ
ヤ
山
頂
に
案
内
し
、
マ
ハ
ー
マ

テ
ィ
に
助
け
ら
れ
て
ダ
ル
マ
・
ア
ダ
ル
マ
の
意
味
を
ブ
ッ
ダ
に
訊
ね
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
叙
事
詩
『
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
』
で
は
ラ
ー
マ
は
、
突
然
遥
か
彼
方
の
ラ
ン
カ
ー
島
に
妻
を
拉
致
し
て
行
っ
た
ラ
ー
ク
シ
ャ
サ
（
羅
刹
）
の
頭
目

ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
を
捜
し
求
め
て
長
途
の
遠
征
の
末
、
島
に
辿
り
つ
い
て
こ
れ
を
殺
し
、
妻
を
奪
い
返
し
て
帰
国
し
た
と
さ
れ

る
。
し
か
し
『
入
楞
伽
経
』
で
は
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
は
、
自
分
た
ち
は
こ
の
島
で
昔
か
ら
ブ
ッ
ダ
た
ち
の
教
え
を
受
け
て
き
て
お

り
、
息
子
や
娘
た
ち
に
も
同
じ
こ
と
を
願
っ
て
い
る
と
い
う
。
な
お
私
は
か
つ
て
、
普
段
は
姿
を
見
せ
な
い
幽
鬼
ヤ
ク
シ
ャ

が
怒
る
と
人
を
殺
し
そ
の
屍
骸
か
ら
血
を
吸
い
肉
を
食
う
夜
行
の
、
恐
ろ
し
い
形
相
の
鬼
・
ラ
ー
ク
シ
ャ
サ
に
な
る
と
い
う

記
述
に
出
会
っ
た
記
憶
が
あ
る
。『
入
楞
伽
経
』
の
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
は
、
敬
虔
な
仏
教
信
者
の
ヤ
ク
シ
ャ
で
あ
る
。

『
入
楞
伽
経
』
の
テ
キ
ス
ト
本
体
が
一
貫
し
た
文
意
を
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
混
乱
状
態
に
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の

事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
今
回
、
現
存
の
漢
訳
四
巻
本
と
対
応
さ
せ
て
訂
正
を
施
し
原
形
と
思
し
き
形
態
に
復
元
で
き
た
の

は
、
散
乱
し
た
花
び
ら
を
か
き
集
め
て
で
も
そ
う
し
た
い
と
願
っ
た
人
々
の
願
望
の
お
か
げ
で
あ
る
。『
入
楞
伽
経
』
序
章

の
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
の
登
場
は
、
四
巻
本
と
は
何
の
関
係
も
な
い
事
柄
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
失
わ
れ
た
経
の
原
形
へ
の
思
い

が
籠
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
の
第
九
章
、
ダ
ー
ラ
ニ
ー
品
は
、
人
々
が
幽
鬼
、
悪
鬼
た
ち
に
取
り
付
か

れ
な
い
よ
う
に
唱
え
る
た
め
の
呪
文
を
掲
げ
る
。
こ
れ
は
序
章
と
は
趣
き
が
異
な
り
、『
ラ
タ
ナ
・
ス
ッ
タ
』
と
も
違
っ
た

方
向
を
示
す
。
上
座
部
の
読
誦
の
諸
経
に
呪
文
は
全
く
な
い
。『
入
楞
伽
経
』
は
、
こ
こ
に
お
い
て
四
巻
本
か
ら
余
り
に
も

隔
た
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
行
き
着
く
先
が
最
後
の
第
十
章
偈
頌
品
で
あ
っ
た
。
そ
の
八
八
四
偈
の
う
ち
僅
か
二
一
九

偈
が
本
文
全
体
の
四
二
〇
偈
の
な
か
に
同
じ
か
よ
く
似
た
形
の
も
の
と
対
応
す
る
だ
け
で
、
残
り
の
大
部
分
は
こ
の
経
と
は

無
関
係
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
従
来
イ
ン
ド
、
チ
ベ
ッ
ト
で
『
入
楞
伽
経
』
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
は
、
実
に
こ
の
形
の

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
『
入
楞
伽
経
』
と
は
異
な
り
、『
楞
伽
阿
跋
多
羅
宝
経
』
が
パ
ー
リ
本
『
宝
経
』
を
換
骨
奪
胎

し
た
全
く
新
し
い
方
向
を
指
し
示
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
、
ブ
ッ
ダ
が
ラ
ン
カ
ー
の
地
に
姿
を
現
し
て
マ

ハ
ー
マ
テ
ィ
た
ち
と
大
乗
の
真
理
を
究
明
し
た
と
し
て
歴
史
上
あ
り
え
な
い
問
答
が
展
開
さ
れ
る
が
、
幽
鬼
や
悪
鬼
へ
の
言

及
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
漢
訳
が
『
宝
経
』
の
名
を
残
す
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
経
の
副
題

「
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
」
が
示
す
よ
う
に
、
歴
史
上
の
ブ
ッ
ダ
、
ダ
ン
マ
、
サ
ン
ガ
の
意
義
を
根
源
的
に
深
め

て
そ
の
特
殊
性
を
超
出
す
る
一
切
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
（
仏
語
心
）
と
し
て
、
真
に
普
遍
的
な
大
乗
の
三
宝
の
意
義
を

示
し
た
と
自
負
す
る
か
ら
だ
と
私
は
考
え
る
。
実
際
こ
の
四
巻
本
は
、
イ
ン
ド
仏
教
史
の
な
か
で
ブ
ッ
ダ
・
シ
ャ
カ
ム
ニ
の

滅
後
の
仏
教
者
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
を
求
め
て
、
中
観
と
ヨ
ー
ガ
唯
識
と
の
二
つ
の
潮
流
を
真
に
一
体
と
し
た
大
乗
仏
教
思

想
を
、
し
か
も
上
座
部
の
伝
灯
の
地
の
人
々
の
深
い
共
鳴
を
得
て
表
明
し
た
、
類
稀
な
記
録
と
言
っ
て
よ
い
。「
宝
経
」
の

文
字
は
、
そ
の
意
味
で
も
こ
の
経
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　『
入
中
論
』
が
引
用
す
る
『
楞
伽
経
』

【
テ
キ
ス
ト
】

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
『
入
中
論
』『
入
中
論
註
』（
東
京
大
学
文
学
部
所
蔵
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
中
観
部
7
、
世
界
聖
典

刊
行
協
会
、
東
京
、
一
九
七
八
年
）
第
6
章
。

【
参
考
文
献
】

山
口
益
著
『
佛
教
に
於
け
る
無
と
有
と
の
對
論
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
二
年
、
第
二
部
第
二
門
、
一　

附
論
⑴
⑵
。

『
小
川
一
乗
仏
教
思
想
論
集
』
第
三
巻　

中
観
思
想
論
、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四
年
。
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七
世
紀
イ
ン
ド
の
仏
教
学
者
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
そ
の
著
書
『
入
中
論
』
自
注
で
『
楞
伽
経
』
に
た
び
た
び
言

及
し
、
そ
の
思
想
を
批
判
し
た
こ
と
を
私
は
、
山
口
益
先
生
の
名
著
『
佛
教
に
於
け
る
無
と
有
と
の
對
論
』
で
知
り
、『
楞

伽
阿
跋
多
羅
宝
経
』
梵
文
復
元
と
そ
の
現
代
語
訳
と
の
作
業
が
一
段
落
し
た
あ
と
、
手
元
の
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
デ
ル
ゲ
版
で

第
六
章
の
初
め
一
〇
〇
偈
ま
で
の
間
の
自
注
に
『
楞
伽
経
』
に
言
及
す
る
九
箇
所
を
見
つ
け
、
そ
の
一
々
を
調
べ
て
み
た
。

そ
の
結
果
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
取
り
上
げ
た
テ
キ
ス
ト
は
当
然
な
が
ら
十
巻
本
『
入
楞
伽
経
』
で
あ
り
、
偈
頌
品

か
ら
引
用
す
る
偈
は
本
体
の
一
部
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
ま
た
こ
の
経
が
言
及
す
る
「
唯
心
」、「
ア
ー
ラ
ヤ

識
」、「
如
来
蔵
」
な
ど
を
取
り
上
げ
る
姿
勢
は
妥
当
性
を
欠
く
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
結
局
、
使

用
し
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
一
貫
し
た
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

⑴
第
六
章
第
3
偈
下
（
245
ａ
）

「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
も
し
も
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
尊
者
ご
本
人
に
つ
い
て
の
経
典
に
よ
る
評
価
が
誤
り
な
く
正
し
い
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
経
典
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
『
聖
入
楞
伽
』
に
よ
れ
ば
［
南
部
地

方
に
人
々
に
尊
敬
さ
れ
た
高
名
な
ナ
ー
ガ
と
い
う
名
の
出
家
者
が
現
れ
、
有
と
無
と
へ
の
捉
わ
れ
を
破
り
、
私
が
提
供
す
る

悟
り
の
道
で
あ
る
無
上
大
乗
を
人
々
に
教
え
、
自
ら
ボ
サ
ツ
の
歓
喜
地
に
達
し
て
、（
ア
ミ
タ
ー
バ
・
ブ
ッ
ダ
の
）
安
楽
世
界

に
往
生
す
る
だ
ろ
う
］
と
説
か
れ
て
い
る
。」

文
中
の
「
ナ
ー
ガ
」
は
、
十
巻
本
漢
訳
で
は
「
龍
樹
（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
）」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
予
言
は
、

経
本
体
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

⑵
同
第
42
偈
下
（
261
ｂ
）

「
も
し
も
そ
の
よ
う
に
世
尊
が
諸
々
の
業
と
そ
の
果
と
の
間
の
関
係
は
思
議
で
き
な
い
も
の
だ
と
確
立
さ
れ
て
い
る
の
だ
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と
す
れ
ば
、
一
方
で
例
え
ば
『
聖
楞
伽
』
な
ど
の
諸
経
に
よ
れ
ば
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
無
限
に
諸
現
象
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き

る
特
性
を
も
ち
、
根
本
の
種
子
か
ら
海
原
に
生
ず
る
波
濤
の
よ
う
に
一
切
の
事
物
を
生
ず
る
因
だ
と
説
か
れ
る
が
、
こ
れ
は

完
全
に
発
生
論
で
は
な
い
か
、
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
教
え
方
を
し
、
教
え
を
受
け
る
も
の
に

対
し
て
そ
れ
が
存
在
す
る
と
教
え
る
か
ら
だ
が
、
実
は
す
べ
て
の
事
物
の
自
性
へ
の
捉
わ
れ
に
対
し
て
、
空
性
こ
そ
は
ア
ー

ラ
ヤ
識
の
語
で
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
知
る
べ
き
だ
。」

『
入
楞
伽
経
』
第
二
章
、「
百
八
句
」
の
あ
と
に
「
識
の
生
住
滅
に
二
種
あ
る
、
相
の
生
住
滅
と
不
断
の
生
住
滅
と
で
あ

る
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
「
相
の
滅
」
は
業
の
滅
、「
不
断
の
滅
」
は
、
説
明
が
な
い
が
、
滅
も
な
い
と
い

う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
滅
が
あ
れ
ば
不
断
の
滅
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
業
は
滅
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

ア
ー
ラ
ヤ
識
に
滅
は
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
場
合
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
業
と
一
体
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
で
は
な
く
識
の
本
来
の
あ
り
方

だ
と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
『
入
楞
伽
経
』
第
六
章
に
「
如
来
蔵
と
呼
ば
れ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
要
約
し
て
言
え
ば
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
は
目
覚
め
て
い
な
い
本
来
の
覚
で
あ
る
。
目
覚
め
て
い
る
人
、
ブ
ッ
ダ
・
如
来

に
は
、
目
覚
め
て
い
な
い
人
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
本
来
の
覚
と
し
て
現
前
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
、

「
如
来
は
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
に
等
し
い
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
三
段
の
説
明
が
あ
り
、
そ
の
後
に
、「
一
切
の
現
象
の
刹
那

性
と
非
刹
那
性
」
を
論
ず
る
箇
所
が
あ
り
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
意
に
伴
わ
れ
て
生
滅
す
る
諸
識
の
習
慣
性
を
持
つ
と
き
は
刹
那

的
だ
が
、
無
漏
の
習
慣
性
を
持
つ
と
き
は
非
刹
那
的
だ
、
と
言
う
。『
入
中
論
』
が
『
入
楞
伽
経
』
の
こ
の
よ
う
な
ア
ー
ラ

ヤ
識
観
に
理
解
を
示
す
こ
と
は
な
い
。
た
だ
後
者
の
第
六
章
は
テ
キ
ス
ト
の
乱
れ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
で
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー

ル
テ
ィ
な
ら
ず
と
も
、
そ
こ
か
ら
正
確
な
理
解
は
得
が
た
い
状
況
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

⑶
・
⑷
第
68
偈
下
（
270
ａ
）

「［
諸
ブ
ッ
ダ
が
ど
こ
で
あ
れ
存
在
を
有
だ
と
説
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。（
68
偈
後
半
）］
例
え
ば
、［
三
界
は
現
れ
た
こ
と
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を
知
ら
せ
る
だ
け
の
も
の
、
事
象
は
実
体
と
し
て
は
存
在
し
な
い
。
現
れ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
事
象
を
、
思
弁
家
た
ち
は

存
在
と
思
い
込
む
こ
と
だ
ろ
う
。（『
入
楞
伽
経
』
三
、
第
52
偈
）］［
も
の
の
自
体
も
な
く
自
ら
を
表
し
示
す
も
の
も
な
く
現

実
の
事
象
も
な
く
ア
ー
ラ
ヤ
も
な
い
―
実
に
こ
れ
ら
は
無
知
者
が
妄
想
す
る
と
こ
ろ
、
屍
骸
の
よ
う
な
悪
思
弁
家
た
ち
が
。

（
同
三
、
第
48
偈
）］
と
説
か
れ
て
い
る
。
一
つ
の
も
の
に
別
の
も
の
が
な
い
と
い
う
相
互
関
係
上
の
空
性
に
よ
っ
て
無
を
説

く
こ
と
は
理
に
適
う
も
の
で
は
な
い
。［
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
よ
、
一
つ
の
も
の
に
別
の
も
の
が
な
い
と
い
う
相
互
関
係
上
の
空

性
は
空
性
の
す
べ
て
の
理
解
の
仕
方
の
う
ち
で
は
最
低
の
も
の
で
す
。（
同
一
末
近
く
、
七
種
の
空
性
の
説
明
の
最
後
）］
と

経
典
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
牛
は
、
馬
で
は
な
い
か
ら
、
い
な
い
の
だ
と
言
う
こ
と
は
理
に
も
適
っ
て
い
な

い
。
牛
は
牛
そ
の
も
の
と
し
て
は
い
る
か
ら
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」

こ
こ
に
『
入
楞
伽
経
』
の
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。「
屍
骸
の
よ
う
な
悪
思
弁
家
た
ち
が
」「
ア
ー
ラ
ヤ
」
を
否
定
す

る
と
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
経
の
説
者
で
あ
る
世
尊
の
考
え
を
支
持
す
る
た
め
に
、
思
弁
家

が
依
用
す
る
否
定
は
理
に
適
っ
て
い
な
い
と
し
て
、「
相
互
関
係
上
の
空
性
」
な
ど
と
い
う
概
念
を
引
用
す
る
な
ど
、
気
を

遣
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
な
お
、
漢
訳
四
巻
本
の
方
は
、「
ア
ー
ラ
ヤ
」
で
は
な
く
「
相
続
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑸
第
76
偈
下
（
274
ａ
）

「『
聖
入
楞
伽
』
に
も
［
刀
が
自
分
の
刃
を
切
る
こ
と
を
せ
ず
指
は
指
先
に
触
れ
な
い
よ
う
に
、
心
が
自
分
を
知
る
こ
と

が
な
い
の
も
、
同
じ
で
す
（
偈
頌
品
第
568
偈
）］
と
言
わ
れ
て
い
る
。」

経
の
本
体
に
こ
の
偈
は
な
い
。

⑹
第
85
偈
下
（
277
ａ
）

「『
入
楞
伽
経
』
の
（
二
、
第
139
、
十
、
第
133
）
偈
に
言
う
、［
個
人
存
在
、
生
命
の
相
続
、
諸
蘊
、
極
微
、
創
造
の
女
性
原

理
、
自
在
神
、
創
造
者
は
、
心
に
他
な
ら
な
い
も
の
が
さ
よ
う
に
分
別
さ
れ
た
だ
け
］。」
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「（
第
89
偈
直
前
、
279
ｂ
）
心
に
他
な
ら
な
い
と
説
か
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
心
だ
け
と
い
う
こ
と
が
優
先
事
項
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
か
ら
だ
が
、
こ
の
経
が
形
の
あ
る
も
の
の
無
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で

は
絶
対
に
な
い
の
だ
。」

⑺
第
93
偈
下
（
280
ｂ
）

「
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
別
の
経
典
で
は
心
だ
け
が
有
だ
と
決
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
（『
入
楞
伽
経
』
三
、
第
33
偈
、

十
、
第
487
偈
）［
見
ら
れ
る
も
の
は
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
心
が
種
々
の
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
。
身
体
、
持
ち
物
、

居
所
は
唯
心
だ
と
私
は
言
う
］
と
。」

⑻
（
第
94
偈
）［
見
ら
れ
る
も
の
は
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
心
が
種
々
の
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
、
と
説
か
れ
て

い
る
］、
こ
の
こ
と
の
意
図
は
こ
う
だ
、［
形
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
余
り
に
も
執
着
す
る
も
の
た
ち
に
お
い
て
形
あ
る
も
の

は
悪
だ
と
す
る
、
こ
れ
は
そ
の
意
義
が
未
決
定
の
立
場
だ
］。
…
…
こ
の
経
典
は
意
義
が
決
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
了
義
の
経

で
は
な
い
、
と
知
ら
れ
る
べ
き
だ
。」（
山
口
二
一
八
～
二
二
三
ペ
ー
ジ
参
照
）

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
右
⑺
引
用
第
33
偈
を
見
て
こ
の
経
典
は
不
了
義
だ
と
判
定
す
る
際
に
、
一
連
の
次
の
二

偈
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
合
点
の
行
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

『
入
楞
伽
経
』
三
、
第
29
偈
（
十
、
第
483
偈
）「
す
べ
て
の
固
定
し
た
見
解
を
転
じ
、
妄
想
の
対
象
と
そ
れ
の
妄
想
と
を
離

れ
、
無
得
、
そ
し
て
無
生
を
私
は
唯
心
と
説
く
。」

同
、
第
30
偈
（
十
、
第
484
偈
）「
存
在
で
な
く
、
非
存
在
で
な
く
、
存
在
と
非
存
在
と
を
離
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
の

心
の
解
脱
し
て
あ
る
こ
と
を
私
は
唯
心
と
説
く
。」

右
の
二
偈
は
、
経
本
体
で
も
偈
頌
品
で
も
、
⑺
に
引
用
さ
れ
た
偈
よ
り
二
偈
あ
と
に
来
る
も
の
だ
が
、
見
な
か
っ
た
か
。

⑼
第
95
偈
下
（
281
ａ
～
282
ａ
）
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こ
こ
に
は
、
⑹
引
用
『
入
楞
伽
経
』
二
、
第
139
偈
前
の
「
如
来
の
母
胎
と
い
う
教
説
は
異
教
の
自
我
論
と
同
類
で
は
な

い
」
と
い
う
一
段
の
ほ
ぼ
全
文
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
内
容
に
基
づ
い
て
、
本
経
は
不
了
義
だ
と
判
定
す
る
。
こ
れ
は
『
如
来

蔵
経
』
の
教
説
に
つ
い
て
こ
れ
を
如
来
の
方
便
説
と
す
る
本
経
の
立
場
を
闡
明
す
る
も
の
だ
が
、
本
経
は
さ
ら
に
第
六
章
冒

頭
、
第
1
～
4
偈
で
結
ば
れ
る
一
段
「
如
来
の
母
胎
だ
と
も
言
わ
れ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
で
本
経
の
立
場
を
紹
介
し
、
最
後
に

『
勝
鬘
師
子
吼
一
乗
大
方
便
経
』（
グ
ナ
バ
ド
ラ
漢
訳
）
も
本
経
に
先
行
す
る
教
説
だ
と
説
明
す
る
。『
入
中
論
』
に
は
、
本

経
の
こ
の
重
要
な
一
段
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
な
い
。

『
入
中
論
』
第
一
～
五
章
に
本
経
へ
の
言
及
は
な
い
。
第
六
章
第
100
偈
か
ら
あ
と
、
第
十
章
ま
で
を
私
は
未
読
だ
が
、
第

六
章
の
以
上
九
箇
所
で
の
言
及
の
さ
れ
方
を
検
討
し
た
結
果
か
ら
こ
の
著
者
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
本
経
に
対
す
る
姿

勢
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
姿
勢
の
由
来
の
大
半
を
私
は
、
十
巻
本
『
入
楞
伽
経
』
の
テ
キ

ス
ト
の
不
備
に
あ
る
と
見
た
い
。

結
び

中
国
禅
宗
の
第
二
祖
慧
可
が
十
巻
本
で
は
な
く
四
巻
本
『
楞
伽
経
』
を
護
持
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
第
五
祖
弘
忍
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
牛
頭
法
融
（
五
九
四
～
六
五
七
）
の
著
作
と
さ
れ
る
『
絶
観
論
』
は
そ
の
短
い
テ
キ

ス
ト
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
『
楞
伽
経
』
の
用
語
を
引
用
す
る
が
、
源
は
十
巻
本
で
は
な
く
四
巻
本
と
見
て
よ
い
。
そ
し
て

「
不
生
不
滅
が
ブ
ッ
ダ
」
だ
と
す
る
こ
の
経
の
基
本
的
な
立
場
が
こ
の
論
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
経
の
第
一
章
の
初
め
に

マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
が
ブ
ッ
ダ
に
促
さ
れ
て
提
起
す
る
百
八
問
は
、
こ
の
論
で
極
め
て
現
実
的
、
具
体
的
な
答
え
を
導
き
出
し
て

い
る
。
そ
こ
に
は
真
に
禅
的
見
解
と
言
っ
て
よ
い
も
の
が
、
実
に
見
事
な
仕
方
で
入
理
先
生
と
縁
門
と
い
う
師
弟
の
間
の
問



97

禅文化研究所紀要 第34号（平成31年2月）

答
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
楞
伽
阿
跋
多
羅
宝
経
』
の
禅
的
展
開
、
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
は
、
イ
ン
ド
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
上
に
見
た
よ
う
に
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
場
合
を
考
慮
す
れ
ば
、
自
明
の
事
柄
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
他
方
、
こ
れ
が
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
が
「
宝
経
」
と
し
て
中
国
の
禅
者
た
ち
に
重
視
さ
れ
て
き

た
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
日
）




