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般
若
経
の
理
解
を
通
し
て

勝

崎

裕

彦

大

正

大

学

は

じ

め

に

表
題
を

大
乗
菩
薩
思
想
と
自
然
観

と
し
て
み
た
が
、
大
乗
菩
薩
の
思
想
形
成
の
中
に

自
然
観

を

え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し

て
、
す
で
に
問
題
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
が

仏
教
と
自
然

と
い
う
こ
と
で
あ
る
以
上
、

大
乗
仏
教
の
教
説
展
開
の
中
に
、
そ
う
し
た
視
点
を
置
い
て
み
る
こ
と
も
決
し
て
意
義
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

も
と
よ
り
、
大
乗
仏
教
の
興
起
時
代
や
そ
の
菩
薩
思
想
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の

自
然
観

人
間
と
自
然
、

人
間
と
自
然
環
境
、
自
然
と
の
共
生
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
今
日
的
視
点
で
具
体
的
に

え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
仏
教
、
た
と
え
ば
こ
こ
に
大
乗
仏
教
菩
薩
思
想
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
行
く
時
に
、
今
日
的
な
諸
問
題
と
の
か
か
わ
り
を
め
ぐ
っ

て

察
す
る
こ
と
は
決
し
て
等
閑
視
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
新
た
な
る
意
味
や
課
題
が
生
ま
れ
る
予
想
も
あ
り
、
そ
う
し
た

視
座
に
立
っ
て
、
本
発
表
を
試
み
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
大
乗
菩
薩
思
想
の
基
点
・
原
点
で
も
あ
る
般
若
経
に
つ
い
て
、
と
く
に
こ
こ
で

は
、
よ
り
原
初
の
教
説
を
担
う
小
品
系
般
若
経
の
経
文
を
中
心
に
、
般
若
経
思
想
の
理
解
を
通
し
て

察
を
加
え
て
み
た
い
。
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と
い
う
こ
と
で
、

自
然

に
つ
い
て
の
捉
え
方
を
、
今
は

自
然
環
境

と
い
う
言
い
換
え
を
し
て
、
人
間
の
精
神
的
環
境
、
生
活

環
境
と
い
う
こ
と
に
置
き
換
え
て
、
大
乗
菩
薩
の
精
神
と
生
活
の

場

と
し
て
の
世
界
を

え
て
み
た
い
。
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
、
大

乗
菩
薩
の
あ
り
よ
う
・
あ
り
方
の
一
面
が
浮
彫
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

加
え
て
、
般
若
経
の
思
想
的
性
格
を
よ
り
広
い
立
場
で
理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
も
な
れ
ば
、
と
い
う
の
が
別
の
意
味
で
の
さ
さ
や
か

な
目
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
に
は
、
経
文
・
教
説
の
検
証
を
通
し
て
小
品
系
般
若
経
の
文
脈
を
確
認
す
る
作
業
、
二
つ
に
は
、
小

品
系
般
若
経
の
解
釈
・
理
解
と
い
う
方
面
か
ら

察
を
深
化
さ
せ
た
い
と
い
う
意
図
で
あ
る
。

一

般
若
経
の
自
然
描
写

常
啼
菩
薩
品

の
教
説

小
品
系
般
若
経
の
教
説
全
体
の
中
で
、
最
終
章
品

常
啼
菩
薩
品

は
、
い
わ
ゆ
る

常
啼
菩
薩
の
求
法
物
語

と
し
て
知
ら
れ
る
菩

薩
行
道
篇
で
、
大
乗
菩
薩
の
代
表
的
な
実
例
物
語
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の

常
啼
菩
薩
の
求
法
物
語

を
中
心
に
説
く
章
品
を
大
き
く

括
っ
て

常
啼
菩
薩
品

と
し
て
、
大
部
般
若
経
典
の
最
終
章
品
と
い
う
枠
組
み
を
科
判
で
明
確
に
示
さ
れ
た
の
が
、
梶
芳
光
運
博
士
の

１
研
究
の
一
つ
で
も
あ
る
。
こ
の
般
若
経
の
経
末
の
最
終
章
品
で
あ
る

常
啼
菩
薩
品

は
、
一
部
未
編
入
の
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
が
、
小
品

系
統
・
大
品
系
統
を
一
貫
し
て
掉
尾
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
章
品
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
梶
芳
博
士
の
研
究
に
基
づ
く

般
若
経
科
判

に
よ
れ
ば
、
小
品
系
般
若
経
の
本
体
の
教
説
は
、
正
宗
分
第
二
編
実
相
品
の

中
に
組
み
込
ま
れ
、
第
一
章
品

須
菩
提
品

・
第
二
章
品

天
王
品

・
第
三
章
品

種
姓
品

（
筆
者
は
、

善
男
子
善
女
人
品

と
呼
び

換
え
て
い
る
）・
第
四
章
品

新
発
意
菩
薩
品

・
第
五
章
品

久
発
意
菩
薩
品

・
第
六
章
品

不
退
転
菩
薩
品

・
第
七
章
品

総
摂

品

へ
と
継
承
展
開
し
、
最
終
の
菩
薩
行
道
篇
の
章
品
と

え
ら
れ
る

常
啼
菩
薩
品

を
別
編
と
し
て
い
る
。
梶
芳
科
判
に
お
い
て
第
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四
編
常
啼
菩
薩
品
と
い
う
別
編
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た

常
啼
菩
薩
品

は
、
小
品
系
般
若
経
の
最
初
の
結
び
で
あ
る
第
一
嘱
累
品
、

つ
ま
り
第
一
流
通
分
が
説
き
終
わ
っ
た
後
に
、
全
体
的
教
説
の
流
れ
で
見
れ
ば
、
増
広
拡
大
の
追
加
経
文
の
形
式
で
説
か
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
最
終
章
品

常
啼
菩
薩
品

は
追
加
挿
入
の
増
補
教
説
で
あ
り
、
小
品
系
般
若
経
の
本
体
の
教
説
体
系
に
は
加
え
ら
れ
な
い

別
編
で
あ
る
。
梶
芳
博
士
の
見
解
の
よ
う
に
、
第
一
章
品

須
菩
提
品

か
ら
第
七
章
品

総
摂
品

ま
で
の
本
編
が
あ
る
か
ら
、

常

啼
菩
薩
品

の
存
在
理
由
も
証
左
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
い
え
ば
、

常
啼
菩
薩
品

に
は
小
品
系
般
若
経
の
本
編
の
理

念
や
提
題
が
お
の
ず
か
ら
導
入
さ
れ
て
、
よ
く
浸
透
し
、
同
化
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
別
編
と
し
て
の
枠
組
み
の
中
で
菩
薩
行
道
篇
と
し

て
の
定
位
置
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
小
品
系
般
若
経
の
本
体
の
教
説
全
体
を
総
括
す
る
べ
き
章
品
と
も
い
え
る

常
啼
菩
薩
品

の
教
説
を
例
に
取
っ
て
、
自
然
描
写
を
含
む
教
説
を
提
示
し
な
が
ら
若
干
の

察
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
本

発
表
で
は
後
秦
鳩
摩
羅
什
訳

小
品
般
若
経

を
基
準
テ
キ
ス
ト
と
し
て
依
用
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

さ
て

常
啼
菩
薩
品

の
教
説
構
造
及
び
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
論
を
発
表
し
て

２
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
全
容
は

お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

は
じ
め
に

常
啼
菩
薩
品

の
各
種
テ
キ
ス
ト
の
章
品
名
に
つ
い
て
、
小
品
系
統
の
基
本
的
な
各
種
諸
本
の
比
較
対
照
表
を
掲
示
す
る
。

◎
小
品
系
般
若
経

常
啼
菩
薩
品

章
品
名
一
覧
表

Ⅰ支
婁
迦

訳

道
行
経

Ⅱ支
謙
訳

大
明
度
経

Ⅲ竺
法
護
訳

鈔
経

Ⅳ鳩
摩
羅
什
訳

小
品
経

Ⅴ玄

訳

第
五
会

Ⅵ玄

訳

第
四
会

Ⅶ施
護
訳

仏
母
出
生
経

Ⅷ法
賢
訳

宝
徳
蔵
経

Ⅸ

S
k
t.八

千
頌

Ⅹ

T
ib
.八

千
頌

〔Ａ〕

薩
陀
波
倫
菩

薩
品

普
慈

士
品

薩
陀
波
崙
品

常
啼
菩
薩
品

常
歓
喜
品

S
a
d
a
p
ra
r

 
u
d
ita
-p
.

常
啼
品

-
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〔Ｂ〕

曇
無
竭
菩
薩

品

法
来

士
品

曇
無
竭
品

法
上
菩
薩
品

出
法
品

D
h
a
rm
o
d

 
g
a
ta
-p
.

法
上
品

-
〔Ｃ〕

嘱
累
品

嘱
累
阿
難
品

嘱
累
品

嘱
累
品

善
護
品

P
a
rın
d
a
n
a
-

p
.

嘱
累
品

次
に
品
名
の
比
較
と
い
う
視
点
か
ら
、

常
啼
菩
薩
品

を
伝
承
す
る
大
品
系
般
若
経
及
び
唐
玄

訳

大
般
若
経

初
会
に
お
け
る

各
種
章
品
名
も
掲
示
し
て
お
き
た
い
。

◎
大
品
系
般
若
経
及
び
初
会

常
啼
菩
薩
品

章
品
名
一
覧
表

ⅰ無
叉
羅
訳

放
光
般
若
経

ⅱ鳩
摩
羅
什
訳

大
品
般
若
経

ⅲ

T
ib
.一
万
八
千
頌

ⅳ玄

訳

初
会

〔Ａ〕

薩
陀
波
倫
品

常

啼

品

（
薩
陀
波
崙
品
）

常

啼

品

常
啼
菩
薩
品

〔Ｂ〕

法

上

品

法

尚

品

（
曇
無
竭
品
）

法

上

品

法
涌
菩
薩
品

〔Ｃ〕

嘱

累

品

嘱

累

品

嘱

累

品

結

勧

品

す
な
わ
ち
、
各
種
章
品
区
分
並
び
に
各
章
品
名
を
一
瞥
し
て
み
る
と
、〔
Ａ
〕
常
啼
菩
薩
品
↓
〔
Ｂ
〕
法
上
菩
薩
品
↓
〔
Ｃ
〕
嘱
累
品

と
い
う
三
品
三
区
分
の
教
説
展
開
に
よ
っ
て
、

常
啼
菩
薩
品

が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、〔
Ａ
〕
常
啼
菩

薩
品
と
〔
Ｂ
〕
法
上
菩
薩
品
の
二
章
品
を
本
説
と
し
て
、
こ
れ
に
付
け
加
え
て
、〔
Ｃ
〕
嘱
累
品
の
一
品
を
含
ま
し
め
た
形
態
で
あ
る
。

〔
Ａ
〕
常
啼
菩
薩
品
は
、
求
法
譚
の
主
人
公
で
あ
る
常
啼
菩
薩
（S

a
d
a
p
ra
ru
d
ita

）
の
名
前
に
由
来
す
る
が
、
音
訳
語
を
用
い
れ
ば

大
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Ⅰ
・
ⅰ
の
薩
陀
波
倫
、
Ⅳ
・
ⅱ

の
薩
陀
波
崙
と
な
る
し
、
Ⅱ
の
普
慈
、
Ⅶ
・
ⅱ
・
ⅳ
の
常
啼
、
Ⅷ
の
常
歓
喜
は
そ
の
義
訳
語
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
梶
芳
博
士
も
全
体
の
章
段
名
に
使
用
さ
れ
て
、
も
っ
と
も
一
般
的
な
常
啼
の
名
前
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

〔
Ｂ
〕
法
上
菩
薩
品
は
、
常
啼
菩
薩
の
善
知
識
役
と
な
る
も
う
一
人
の
主
人
公
で
あ
る
法
上
菩
薩
（D

h
a
rm
o
d
g
a
ta

）
の
名
前
に
由
来

す
る
。
Ⅰ
・
Ⅳ
・
ⅱ

の
曇
無
竭
は
音
訳
語
で
、
Ⅱ
の
法
来
、
Ⅶ
・
ⅰ
の
法
上
、
Ⅷ
の
出
法
、
ⅱ
の
法
尚
、
ⅳ
の
法
涌
は
そ
の
義
訳
語
で
、

こ
れ
も
一
般
的
な
法
上
の
名
前
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

〔
Ｃ
〕
嘱
累
品
は
、
経
典
の
委
嘱
・
付
属
・
付
託
に
か
か
わ
る
結
び
の
章
品
で
、
大
方
の
品
名
に
即
し
て
い
る
。
た
だ
Ⅱ
の
嘱
累
阿
難

品
は
、
仏
法
の
弘
法
流
通
を
付
託
さ
れ
る
多
聞
第
一
の
阿
難
（Ā

n
a
n
d
a

）
の
役
割
を
強
調
し
、
Ⅷ
の
善
護
品
は
般
若
波
羅
蜜
の
教
え
が

よ
く
護
持
さ
れ
、
そ
の
教
え
に
よ
く
護
念
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
ⅳ
の
結
勧
品
は
教
え
が
広
く
勧
奨
さ
れ
る
こ
と
で
結
び
と
す
る

意
味
で
あ
る
。

常
啼
菩
薩
品

は
、
理
念
と
し
て
説
か
れ
る
菩
薩
に
特
定
の
名
前
が
与
え
ら
れ
て
、
大
乗
菩
薩
の
教
え
を
印
象
的
な
物
語
と
し
て
説

い
て
い
る
。
大
乗
菩
薩
の
教
え
を
ひ
た
む
き
に
求
め
る
、
求
法
・
求
道
の
新
発
意
菩
薩
と
し
て
説
か
れ
る
常
啼
菩
薩
と
、
不
退
転
の
位
に

あ
っ
て
、
巧
み
な
方
便
の
行
な
い
に
よ
っ
て
般
若
波
羅
蜜
の
教
え
を
自
在
と
し
て
い
る
法
上
菩
薩
と
い
う
二
人
の
菩
薩
が
登
場
し
、
般
若

波
羅
蜜
の
教
え
を
求
め
る
大
乗
菩
薩
の
求
法
物
語
を
譬
喩
的
に
展
開
し
て
い
る
。
主
人
公
の
常
啼
菩
薩
を
中
心
に
感
動
的
に
繰
り
広
げ
ら

れ
る
求
法
・
求
道
の
物
語
に
、
よ
き
導
き
手
つ
ま
り
善
知
識
で
あ
る
法
上
菩
薩
の
ゆ
る
ぎ
な
い
立
場
が
教
説
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
新
発
意
菩
薩
で
あ
る
常
啼
菩
薩
の
般
若
波
羅
蜜
へ
の
求
法
・
求
道
の
精
神
と
、
そ
の
善
知
識
・
大
師
役
と
な
る
法
上
菩
薩
の

不
退
・
不
転
・
不
倒
・
不
動
の
あ
り
方
を
融
通
無
礙
の
三
昧
行
と
自
由
自
在
の
般
若
波
羅
蜜
の
説
法
に
託
し
て
明
示
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、

般
若
経
の
主
旨
・
内
容
に
関
す
る
具
体
的
な
実
例
・
例
証
と
な
る
教
説
を
展
開
し
て
い
る
。
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こ
こ
で
は
、
こ
の
常
啼
菩
薩
と
法
上
菩
薩
に
仮
託
さ
れ
た
大
乗
菩
薩
の
精
神
と
生
活
の
実
際
に
つ
い
て

え
を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
、
与

え
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
即
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
場
合
、
今
は
、

⑴

常
啼
菩
薩
の
登
場
と
そ
の
環
境

場

⑵

法
上
菩
薩
の
住
む
都
城

衆
香
城
の
荘
厳

と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら

察
を
加
え
た
い
。

⑴

常
啼
菩
薩
の
登
場
と
そ
の
環
境

場

常
啼
菩
薩
の
登
場
は
、

佛

須
菩
提

薩
陀
波
崙
菩
薩
本
求
般
若
波
羅
蜜
時

不
依
世
事
。
不
惜
身
命
。
不
貪
利

於

林
中
聞

中
聲
言

善
男
子

汝

是
東
行
當
得
聞
般
若
波
羅
蜜
…
…
（
大
正
八
・
五
八
〇
ａ
）
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em
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p
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（A
sta
sa
h
a
srik

a
P
ra
jn
a
p
a
ra
m
ita
,
ed
.
U
.
W
o
g
ih
a
ra
,

以
下A

sta
.

と
略
称

p
.
927

）

と
い
う
物
語
の
冒
頭
の
出
だ
し
の
経
文
の
中
に
示
さ
れ
る
。

常
啼
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
を
求
め
る
時
、
世
事
に
依
ら
ず
、
身
命
を
惜
し

ま
ず
、
利
養
を
貪
ら
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
な
に
も
の
を
も
捨
て
て
、
顧
み
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
般
若
波
羅
蜜
を
求
め

大
乗
菩
薩
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想
と
自
然
観
（
勝
崎
裕
彦
）
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る
新
発
意
菩
薩
の
う
い
う
い
し
い
姿
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
説
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
常
啼
菩
薩
は
空
林
中
あ
る
い
は
空
閑
林
中
に

お
い
て
空
中
よ
り
声
を
聞
く
。
空
閑
林
に
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
執
ら
わ
れ
の
な
い
菩
薩
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
注
目
点
は
、
筆
者
が

常
啼
菩
薩
の
三
事

と
名
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
の

不
惜
身
命

の
名
言
名
句
で
知
ら
れ
る
教
え
で

あ
る
。

小
品
般
若
経

に
い
う
①
不
依
世
事
②
不
惜
身
命
③
不
貪
利
養
（
世
事
に
依
ら
ず
、
身
命
を
惜
し
ま
ず
、
利
養
を
貪
ら
ず
）
の
有
名

な
一
節
こ
そ
、
常
啼
菩
薩
の
求
法
・
求
道
の
徹
底
し
た
心
掛
け
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
菩
薩
精
神
の
基
調
と
な
る
姿
勢
で
あ
る
。
新
発
意
菩

薩
と
し
て
の
ひ
た
む
き
な
、
ひ
た
す
ら
な
姿
勢
の
中
に
、
世
俗
・
世
間
の
一
切
の
執
ら
わ
れ
を
懸
命
に
離
れ
よ
う
と
す
る
思
い
、
無
執
着
、

不
可
得
の
信
念
を
強
く
打
ち
出
そ
う
と
す
る
意
志
が
深
く
込
め
ら
れ
て
い
る
。

次
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
常
啼
菩
薩
が
、
空
林
中
つ
ま
り
空
閑
林
（
阿
蘭
若
処
、a

ra
n
y
a
-g
a
ta

）
か
ら
の
空
中
の
声
に
導
か
れ
て
、

般
若
波
羅
蜜
の
求
法
・
求
道
の
旅
に
出
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。
常
啼
菩
薩
は
、
当
初
、
阿
蘭
若
処
に
住
し
て
修
行
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
な
に
も
の
に
も
執
ら
わ
れ
な
い
あ
り
よ
う
を
出
発
点
と
す
る
暗
示
的
な
大
き
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て

い
る
が
、
も
う
一
つ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
縁
覚
（
辟
支
仏
、p

ra
ty
ek
a
b
u
d
d
h
a

）
の
伝
承
に
あ
る
、
寂
静
処
・
阿
蘭
若
処
に
お
い
て
修
行
を

勉
め
、
独
居
・
独
住
で
修
道
に
励
む
あ
り
方
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

不
依
世
事
、
不
惜
身
命
、
不
貪
利
養

の
三
事
と
空
閑
林
・
阿
蘭
若
処
に
住
す
る
あ
り
よ
う
・
あ
り
方
こ
そ
、
新
発

意
菩
薩
で
あ
る
常
啼
菩
薩
の
精
神
と
生
活
の
実
際
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
常
啼
菩
薩
の
求
法
精
神
に
お
い
て
、
そ
の
日
常

の
精
神
と
生
活
の
置
き
方
・
仕
方
は
、
つ
ま
り
仮
に
環
境
と
自
然
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
広
げ
て
い
え
ば
、

と
ら
わ
れ
な
い
、
こ
だ
わ
ら

な
い
、
む
さ
ぼ
ら
な
い

と
い
う
新
発
意
菩
薩
と
し
て
の
菩
薩
精
神
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
経
文
は
、

こ
れ
よ
り
東
方
に
行
く
と
般
若
波
羅
蜜
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
身
体
の
疲
れ
と
か
、
眠
る
こ
と
と
か
、

大
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食
べ
物
と
か
飲
み
物
と
か
、
昼
と
か
夜
と
か
、
寒
さ
や
暑
さ
と
い
っ
た
こ
と
に
気
を
遣
っ
て
は
な
ら
な
い
。
…
…
悪
知
識
を
離
れ
て
、
善

知
識
に
近
づ
き
、
般
若
波
羅
蜜
を
教
え
て
く
れ
る
善
知
識
を
師
と

え
、
感
謝
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
こ
の
よ
う
に
し
て
す
べ
て
の
も
の

の
真
実
の
道
理
を
観
察
し
て
、
説
法
者
に
よ
く
習
い
従
う
な
ら
ば
、
久
し
か
ら
ず
し
て
般
若
波
羅
蜜
を
わ
き
ま
え
て
行
く
こ
と
で
あ
ろ

う

と
い
う
教
え
に
導
か
れ
て
、
常
啼
菩
薩
の
般
若
波
羅
蜜
の
求
法
の
道
程
、
い
わ
ゆ
る

東
行
五
百
由
旬

、
古
訳
に
は

東
行
二
万

里

と
い
う
衆
香
城
へ
の
旅
程
と
な
る
。

こ
の
常
啼
菩
薩
の
東
行
求
法
の
旅
路
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
か
ら
、
今
は
、

須
菩
提

薩
陀
波
崙
菩
薩
受

中
如
是

已

便
東
行

東
行
不
久
復
作
是
念

我
向

云
何
不
問

中
聲
東
行

當

誰

聞
般
若
波
羅
蜜

不
行
憂
愁
啼
哭

作
是
念
言

我

於
此

若
一
日
二
日
乃
至
七
日

不
念
疲
極
不
念
睡
眠
不
念

不
念

夜
不
念

熱

當
得
知
我

誰
聞
般
若
波
羅
蜜

須
菩
提

譬
如
有
人

唯
有
一
子
愛
之
甚
重

一
旦
命

甚
大
憂

唯

憂

無
有
餘
念

須
菩
提

薩
陀
波
崙
亦
如
是

無
有
餘
念

但
念
我
當
何
時
得
聞
般
若
波
羅
蜜

須
菩
提

薩
陀
波
崙
菩
薩
如
是

憂
愁
啼
哭

時
佛
像
在

立

讃
言

善
哉
善
哉

善
男
子

去

佛
本
行
菩
薩

時

求
般
若
波
羅
蜜

亦
如
汝
今

是
故
善

男
子

汝
以
是

行

愛

法
故

是
東
行

去
此
五
百
由
旬
有

名
衆
香
…
…
（
大
正
八
・
五
八
〇
ｃ
）

と
い
う
一
段
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
い
わ
ゆ
る
常
啼
菩
薩
の
求
法
譚
の
一
齣
と
し
て
大
切
な
一
節
で
あ
る
。

常
啼
菩
薩
は
東
方
に
向
か
っ
て
出
発
す
る
。
し
か
し
ど
れ
ほ
ど
の
距
離
を
進
め
ば
よ
い
の
か
を
尋
ね
そ
こ
ね
た
こ
と
に
気
づ
き
、
菩
薩

は
そ
の
名
前
の
ご
と
く
、

憂
愁

３
啼
哭

、
泣
き
、
悲
し
み
、
嘆
く
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
般
若
波
羅
蜜
を
聞
か
な
い
う
ち
は
七
昼
夜
で
も

ひ
た
す
ら
立
ち
尽
く
し
て
、
た
だ
そ
れ
だ
け
を
念
じ
よ
う
と
深
く
決
心
す
る
。
ま
さ
に
常
啼
菩
薩
に
は
、
般
若
波
羅
蜜
以
外
の
関
心
は
ま

っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。

大
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こ
こ
に
お
い
て
、
菩
薩
の
強
い
信
念
を
称
讃
し
な
が
ら
如
来
（
仏
）
が
像
容
を
現
し
て
、

こ
こ
か
ら
東
方
へ
五
百
由
旬
（
古
訳
な
ど

で
は
東
行
二
万
里
と
あ
る
）
行
っ
た
と
こ
ろ
に
衆
香
城
（G

a
n
d
h
a
v
a
tı

）
と
い
う
美
し
い
都
市
が
あ
る
。
そ
こ
に
お
ら
れ
る
法
上
菩
薩
か
ら

般
若
波
羅
蜜
を
聞
く
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
そ
な
た
の
善
知
識
で
あ
る
。
実
は
か
つ
て
法
上
菩
薩
も
ま
た
、
そ
な
た
が
今
、
般
若
波
羅
蜜

を
求
め
る
が
ご
と
く
に
求
め
て
き
た
の
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
恵
み
の
声
を
授
け
る
の
で
あ
る
。

山
中
遍
歴
の
一
日
一
夜
な
い
し
七
日
七
夜
、

不
念
疲
極
不
念
睡
眠
不
念
飲
食
不
念
昼
夜
不
念
寒
熱

と
繰
り

４
返
し
、
常
啼
菩
薩
は
そ

の
般
若
波
羅
蜜
へ
の
求
法
の
思
い
を
強
調
深
化
す
る
。
経
文
は
、
ま
さ
に
新
発
意
菩
薩
の
初
心
の
、
若
気
の
心
の
揺
れ
動
き
、
恐
れ
戦
き
、

つ
ま
り
不
安
と
憂
悶
を
、
み
ず
か
ら
打
ち
克
つ
べ
く
、
克
気
心
を
要
請
す
る
べ
き
内
容
で
あ
る
。
推
測
す
れ
ば
、
新
発
意
菩
薩
で
あ
る
常

啼
菩
薩
を
取
り
巻
き
、
取
り
囲
む
環
境
と
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
、
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え

て
、
確
か
な
求
法
・
求
道
の
東
行
を
勧
奨
し
、
誘
導
す
る
の
で
あ
る
。

⑵

法
上
菩
薩
の
住
む
都
城

衆
香
城
の
荘
厳

不
退
転
菩
薩
で
あ
る
法
上
菩
薩
の

５
問
題
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
法
上
菩
薩
の
住
む
都
城
、
す
な
わ
ち
衆
香
城
の
殷
賑
を
き
わ
め
る
繁

栄
と
華
麗
に
し
て
荘
厳
な
る
城
市
の
あ
り
さ
ま
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

小
品
般
若
経

の
記
述
で
は
、

…
…
有

名
衆
香
七
寶
合

其

七
重

廣
十
二
旬
由

皆
以
七
寶
多
羅
之
樹

圍
遶

安

人
民
熾

街
巷
相
當

端

如
畫

橋
津
如
地

博

七
重

上
皆
以
閻

檀
金
而

閣

一
一

閣
七
寶
行
樹
種
種
寶
果

其

閣

第
皆
以

寶
繩

綿

寶
鈴
羅
網
以
覆

上

風
吹
鈴
聲
其

和
雅

如
作
五

甚
可
愛

以
是

聲

衆
生

其

四
邊
流
池

冷

煖

中
有

船
七
寶

是

衆
生
宿
業

致

池
水
中
種
種
蓮
華

赤
白
衆

好
華

香
色

足

大
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其
上

三
千
大
千
世
界

有
好
華
悉

有

其

四
邊
有
五
百
園

七
寶

甚
可
愛

一
一
園
中
有
五
百
池
水

池
水
各
各

廣
十
里

皆
以
七
寶

色

池
水
中
皆
有

赤

蓮

大
如
車
輪
彌
覆
水
上

色

光

色

光

赤
色
赤

光

白
色
白
光

池
水
中
皆
有

鴈
鴛
鴦
異

衆
鳥

是

園

池
沼

無

属

皆
是
衆
生
宿
業
果
報

長
夜
信

深
法
行
般

若
波
羅
蜜

致
（
大
正
八
・
五
八
〇
ｃ
｜
五
八
一
ａ
）
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.
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と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

要
約
す
れ
ば
、
衆
香
城
の
あ
り
さ
ま
は
、
七
宝
に
し
て
七
重
の
城
壁
に
囲
ま
れ
、
同
じ
く
七
重
の
並
木
に
は
七
宝
の
枝
葉
が
茂
り
、
富

み
栄
え
て
い
る
美
し
い
町
で
あ
る
。
黄
金
の
鈴
の
音
が
妙
な
る
音
楽
を
奏
で
、
水
鳥
が
群
れ
る
蓮
池
に
は
美
し
い
色
と
り
ど
り
の
蓮
の
花

が
咲
き
ほ

６
こ
る
。
古
訳
の
後
漢
支
婁
迦

訳

道
行
般
若
経

で
は

陀
越
と
音
訳
し
て
い
る
が
、
古
来
西
北
イ
ン
ド
・
ガ
ン
ダ
ー
ラ

（
健
駄
邏
）
を
指
す
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
法
上
菩
薩
を
取
り
囲
む
環
境
は
、
華
や
か
で
潤
い
に
満
ち
、
富
が
栄
え
、
活
気
に
溢
れ
た
、

往
時
の
大
城
市
が
想
定
さ
れ
、
法
上
菩
薩
自
身
も
財
力
に
恵
ま
れ
た
富
裕
な
長
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

大
乗
菩
薩
思
想
と
自
然
観
（
勝
崎
裕
彦
）

二
五
八



す
な
わ
ち
、

衆
香

中
有
大
高
臺

曇
無
竭
菩
薩
宮

在
上

其
宮

廣
各
五
十
里

皆
以
七
寶
校

色

其

七
重
皆
亦
七
寶

七
寶

行
樹

匝
圍
遶

其
宮

中
有
四
圍

常

一
名
常
喜

二
名
無
憂

三
名
華

四
名
香

一
一
園
中
有
八
池
水

一

名

賢

二
名
賢
上

三
名

喜

四
名
喜
上
。
五
名
安

六
名
多
安

七
名
必
定

八
名
阿
毘
跋
致

池
水
邊
面
各
一

寶

金
白
銀
琉
瑠
頗
梨

底

金
沙
布
上

一
一
池
側
有
八
梯
階

種
種
寶
物
以

梯
橙

階
陛
間
有
閻

檀
金
芭
蕉
之

樹

池
水
中

皆
有

赤
白
蓮

覆
其
上

鴈
鴛
鴦
孔
雀
衆
鳥

鳴
聲
相
和
甚
可
愛

池
水
邊
皆
生

樹
香
樹

風
吹
香
華

池
水
中

其
池

就
八
功

水

香
若
栴
檀
色
味

足
（
大
正
八
・
五
八
一
ａ
）

曇
無
竭
菩
薩
與
六
萬
八
千

女
。
五
欲

足
共
相

。
及

中
男
女

入
常
喜
等
園
賢
等
池
中
。
共
相

。
善
男
子
。
曇
無
竭

菩
薩
與

女

已
。
日
日
三
時

般
若
波
羅
蜜
…
…
（
大
正
八
・
五
八
一
ａ
｜
ｂ
）
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と
い
う
経
文
で
説
示
さ
れ
て
い
る
。
法
上
菩
薩
は
、
こ
の
町
の
中
央
に
豪
壮
な
邸
宅
を
構
え
、
多
く
の
婦
女
や
従
者
に
か
し
ず
か
れ
、
五

欲
の
楽
し
み
と
い
わ
れ
る
世
俗
的
な
欲
望
に
満
た
さ
れ
、
裕
福
な
生
活
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
日
三
回
、
般
若
波
羅
蜜
を
教
え
説
く
と

大
乗
菩
薩
思
想
と
自
然
観
（
勝
崎
裕
彦
）

二
五
九



い
う
が
、
ま
さ
に
法
上
菩
薩
は
、
在
俗
の
長
者
、
在
家
の
居
士
と
い
っ
た
描
写
で
あ
る
。

法
上
菩
薩
は
、
在
俗
・
在
家
の
安
楽
な
生
活
環
境
の
中
に
あ
っ
て
、
衆
香
城
の
町
と
人
と
、
富
と
繁
栄
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
般
若
波
羅

蜜
の
法
師
・
説
法
者
（d

h
a
rm
a
b
h
a
n
a
k
a

）
な
の
で

７
あ
る
。
も
と
よ
り
法
上
菩
薩
の
説
法
座
に
は
、

彼

人
衆
如
是
供

恭
敬
曇
無
竭
菩
薩

聞
般
若
波
羅
蜜
故

於
是
大
會
百
千
萬
衆

天
世
人

一
處
集
會
（
大
正
八
・
五
八
一

ｂ
）

と
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
々
が
来
会
し
て
、
法
上
菩
薩
に
よ
く
供
養
し
、
恭
敬
し
て
、
般
若
波
羅
蜜
を
聞
法
す
る
。
そ
の
説
法
座
そ
の

も
の
も
、
美
事
に
荘
厳
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

曇
無
竭
菩
薩

有
七
寶
臺
牛
頭
栴
檀
而
以
校

珠
羅
網
寶
鈴
間
錯

四
角
各
懸
明
珠
以

光
明

有
四
白
銀
香
爐

沈

水

供

般
若
波
羅
蜜

其
寶
臺
中
有
七
寶
大
床

床
上
有
四
寶
函

以

金

書
般
若
波
羅
蜜

置
是
函
中

其
臺
四
邊
垂

寶

幡
（
大
正
八
・
五
八
三
ｂ
）

と
い
う
注
目
す
べ
き
一
節
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
宝
台
と
は
、
宝
塔
・
楼
閣
と
も
い
い
、
仏
塔
に
も
比
せ
ら
れ
る
。
そ
の
宝
台
の

中
の
七
宝
の
大
床
の
上
に
、
四
宝
の
函
の
中
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
黄
金
の
板
に
書
写
さ
れ
た

般
若
波
羅
蜜
経

で
あ
る
。
般
若

経
で
は
、
宝
台
・
楼
閣
の
中
に
般
若
波
羅
蜜
の
輝
か
し
い
教
法
・
経
巻
が
置
か
れ
、
や
が
て
現
出
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
法
上
菩
薩
は
ま
た
、
そ
う
し
た
在
俗
・
在
家
的
な
日
常
生
活
に
あ
っ
て
、
時
に
三
昧
に
集
中
し
、
精
神
の
統
一
を
は
か
る
。

経
文
で
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

爾
時
曇
無
竭
菩
薩
七

常
入
菩
薩
無
量
三
昧
無
量
般
若
波
羅
蜜
及
方
便

薩
陀
波
崙
菩
薩

七

中
若
行
若
立
離
於
睡
眠

不
念

於
欲
不
念
美
味

但
念
曇
無
竭
菩
薩
何
時
當

我
當

敷
法
座

曇
無
竭
菩
薩
當
坐

法

我
當

令
地

布
種
種

大
乗
菩
薩
思
想
と
自
然
観
（
勝
崎
裕
彦
）

二
六
〇



華

曇
無
竭
菩
薩
當

般
若
波
羅
蜜

及
方
便
時

長

女
及
五
百
女
人
亦
皆
七

隨
薩
陀
波
崙
菩
薩

行
之
事

爾
時
薩
陀
波
崙

菩
薩
聞

中
聲
言

善
男
子

曇
無
竭
菩
薩
却
後
七
日

三
昧

當
於

中
法
座
上

法
（
大
正
八
・
五
八
五
ｂ
）

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
説
く
。

爾
時
曇
無
竭
菩
薩

七
日
已

三
昧

與
無
量
百
千
萬
衆
恭
敬
圍
繞
趣
法
座

坐
法
座
上

般
若
波
羅
蜜
（
大
正
八
・
五
八
五

ｃ
｜
五
八
六
ａ
）

法
上
菩
薩
の
あ
り
よ
う
は
、
そ
の
大
い
な
る
説
法
と
は
か
り
し
れ
な
い
三
昧
の
修
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
般
若
経
の
法
輪
を

転
ず
る
説
法
師
で
あ
り
、
そ
の
梵
名
のD

h
a
rm
o
d
g
a
ta

に
由
来
す
る
ご
と
く
、
仏
法
を
生
み
出
す
も
の
、
涌
き
起
こ
す
も
の
と
し
て
、

仏
法
を
お
の
ず
か
ら
説
き
示
す
こ
と
の
で
き
る
不
退
転
の
菩
薩
で
あ
る
。
加
え
て
法
上
菩
薩
は
、
は
か
り
し
れ
な
い
三
昧
に
入
り
、
い
ざ

般
若
波
羅
蜜
の
甚
深
の
真
義
を
説
き
示
す
前
に
、
さ
ら
に
七
日
間
三
昧
を
続
け
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
仏
陀
釈
尊
が
成
道
後
な
お
菩
提
樹

下
で
三
昧
に
入
り
、
七
日
の
後
に
三
昧
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
と
い
う
、
か
の
仏
伝
の
故
事
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
法
上
菩
薩
の
説
法
と

三
昧
の
立
場
・
姿
勢
に
つ
い
て
私
見
を
加
え
る
な
ら
ば
、
法
上
菩
薩
の
説
法
は
在
家
菩
薩
の
あ
り
よ
う
を
示
し
、
法
上
菩
薩
の
三
昧
は
出

家
比
丘
・
出
家
菩
薩
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で

８
あ
る
。

そ
こ
で
今
は
、
こ
の
出
家
比
丘
・
出
家
菩
薩
の
あ
り
よ
う
を
示
す
が
ご
と
き
三
昧
行
に
お
い
て
、
法
上
菩
薩
が
没
我
す
る
、
自
己
を
没

却
・
没
入
す
る
時
間
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
、

三
昧
の
中
の
自
然

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
心
の
散
乱

を
統
一
す
る
精
神
集
中
の
修
行
で
あ
る
三
昧
行
の
中
に
、
不
退
転
菩
薩
と
し
て
の
法
上
菩
薩
の
一
つ
の
側
面
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

菩
薩
比
丘
（
菩
薩
僧
）
な
ど
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
出
家
行
、
三
昧
行
（
心
の
散
乱
を
統
一
す
る
精
神
集
中
の
修
行
）
に
挺
身
す
る
修
道
的

な
出
家
菩
薩
の
あ
り
方
と
、
在
家
居
士
な
ど
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
在
俗
の
生
活
環
境
に
身
を
置
き
な
が
ら
空
行
（
執
ら
わ
れ
の
な
い
す

大
乗
菩
薩
思
想
と
自
然
観
（
勝
崎
裕
彦
）

二
六
一



ぐ
れ
た
立
場
）
を
自
在
と
し
て
い
る
在
家
菩
薩
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
融
通
無
礙
・
自
由
闊
達
で
あ
る
の
が
、
不
退
転
菩
薩
た
る
法
上
菩

薩
の
真
骨
頂
で

９
あ
る
。

二

菩
薩
精
神
と
自
然
観

小
品
系
般
若
経
は
、
般
若
波
羅
蜜
の
教
え
を
主
題
・
主
調
と
し
て
、
大
乗
菩
薩
摩

薩
の
理
念
を
提
示
し
て
、
大
乗
と
い
う
新
し
い

え
方
の
仏
教
を
標

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
無
執
着
、
不
可
得
の
空
の
思
想
を
深
化
さ
せ
て
行
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
自
明
の
こ

と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
小
品
系
般
若
経
で
は
、
菩
薩
摩

薩
の
理
念
を
打
ち
出
し
た
こ
と
に
基
づ
く
、
い
う
と
こ
ろ
の
大
乗
菩
薩
の
基
本

階
位
を
説
示
し
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
般
若
経
の
四
種
菩
薩
、
つ
ま
り
四
階
位
の
菩
薩
と
い
う
こ
と
で
、
新
発
意
菩
薩
↓
久
発
意
菩
薩
↓
不
退
転
菩
薩
↓
一
生
補
処

菩
薩
の
階
梯
で
あ
る
。
こ
の
中
、
小
品
系
般
若
経
の
原
初
的
教
説
で
は
、
当
初
、
新
発
意
菩
薩
と
不
退
転
菩
薩
の
二
様
の
菩
薩
を
提
示
し

て
出
発
し
た
と
推
定
さ

10
れ
る
。
先
述
し
た

常
啼
菩
薩
品

も
、
常
啼
菩
薩
を
新
発
意
菩
薩
に
、
法
上
菩
薩
を
不
退
転
菩
薩
に
想
定
し
、

設
定
し
て
綴
ら
れ
た
求
法
物
語
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
新
発
意
菩
薩
と
不
退
転
菩
薩
と
の
二
様
の
菩
薩
の
対
比
・
対
照
を
尋
ね
な
が
ら
、
さ
ら
に
新
発
意
菩
薩
↓
久
発
意
菩

薩
↓
不
退
転
菩
薩
と
い
う
三
つ
の
階
位
階
梯
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
階
位
次
第
の
教
説
の
中
で
繰
り
返
し
説
か
れ
る
般
若
波
羅
蜜
に
お
け
る

修
習
・
修
行
の
中
で
、
無
執
着
、
不
可
得
と
い
う
空
行
を
菩
薩
精
神
の
背
骨
に
据
え
て
説
き
進
め
る
小
品
系
般
若
経
の
教
説
内
容
、
教
説

展
開
に
依
拠
し
た
の
で

11
あ
る
。
そ
の
菩
薩
の
階
位
説
と
不
可
得
・
空
行
の
あ
り
よ
う
を
、
新
発
意
菩
薩
と
不
退
転
菩
薩
に
当
て
は
め
て
、

自
然
観

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
理
解
す
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

大
乗
菩
薩
思
想
と
自
然
観
（
勝
崎
裕
彦
）

二
六
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新
発
意
菩
薩
は
、
ひ
た
む
き
な
、
ひ
た
す
ら
な
、
初
心
・
若
気
の
修
道
精
神
を
発
揮
し
て
、
自
然
の
も
ろ
も
ろ
の
事
象
が
あ
ま
り

目
に
入
ら
な
い
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
さ
に
、

不
依
世
事
、
不
惜
身
命
、
不
貪
利
養

と
い
う
三
事
の
中
に
、
生
活
環
境
、
自

然
環
境
の
こ
と
ど
も
へ
向
け
て
の
新
発
意
菩
薩
の
飾
ら
な
い
真

な
姿
勢
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

不
退
転
菩
薩
は
、
人
間
の
日
常
生
活
の
現
実
、
つ
ま
り
世
事
や
利
養
と
い
っ
た
こ
と
に
、
も
と
よ
り
、

と
ら
わ
れ
な
い
、
こ
だ

わ
ら
な
い
、
む
さ
ぼ
ら
な
い

の
で
あ
る
。
在
家
居
士
と
し
て
の
富
裕
な
生
活
と
、
出
家
三
昧
行
に
お
け
る
精
神
の
集
中
に
自
由
自

在
、
融
通
無
礙
で
あ
る
。
お
の
ず
か
ら
、
生
活
環
境
、
自
然
環
境
に
対
し
て
、
融
通
自
在
の
対
処
・
対
応
の
で
き
る
不
退
転
菩
薩
で

あ
る
と
理
解
し
た
い
。

む

す

び

般
若
経
に
お
け
る

自
然
観

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
（co

n
cep

t

）

こ
う
し
た

察
経
路
を
経
て
、
こ
こ
で
は
般
若
経
に
お
け
る

自
然
観

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
、
私
な
り
の
大
雑
把
な
認
識
と
理
解

を
述
べ
て
、
一
応
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

般
若
波
羅
蜜
の
教
え
を
説
き
進
め
、
般
若
波
羅
蜜
に
お
け
る
大
乗
菩
薩
摩

薩
の
修
習
・
修
行
の
あ
り
よ
う
を
説
く
般
若
経
で
あ
る
。

大
乗
と
い
う
大
い
な
る
乗
り
物
、
そ
の
乗
り
物
が
通
る
べ
き
大
い
な
る
道
、
そ
し
て
そ
の
大
い
な
る
教
え
を
説
き
示
す
中
で
、
与
え
ら
れ

た
テ
ー
マ
で
あ
る

自
然
観

と
い
う
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
い
わ
ゆ
る
無
執
着
、
不
可
得
の
般
若
空
行
の
う
ち
に
自
然
と
い
う
も
の
の
す
べ
て
の
あ
り
よ
う
も
包
摂
・
包
含
さ
れ
る
も
の
と

え
た
い
。
お
の
ず
か
ら
、
大
乗
菩
薩
摩

薩
の
あ
り
方
も
ま
た
、
自
然
と
の
執
ら
わ
れ
の
な
い
交
わ
り
を
通
し
て
、
そ
の
中
に
あ
る
。

大
乗
菩
薩
思
想
と
自
然
観
（
勝
崎
裕
彦
）
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般
若
経
的
に
い
え
ば
般
若
波
羅
蜜
に
お
い
て
あ
り
、
も
っ
と
進
め
て
今
日
的
言
い
方
を
す
れ
ば
、
自
然
と
の
執
ら
わ
れ
の
な
い
協
同
、
協

調
の
中
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

般
若
経
に
説
く
般
若
波
羅
蜜
（p

ra
jn
a
p
a
ra
m
ita

）
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、locative

 
case

（
依
格
・
処
格
）
で
説
か

12
れ
る
が
、
ま
さ

に

p
ra
jn
a
p
a
ra
m
ita
y
a
m

…
（
般
若
波
羅
蜜
に
お
い
て
…
）
こ
そ
、
こ
れ
を
再
び
今
日
的
言
い
方
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
生
き

と
し
生
け
る
も
の
を
大
き
く
包
み
込
む

大
自
然
に
お
い
て
…

と
ほ
と
ん
ど
同
義
的
に
把
捉
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
般
若
経
は
般
若
波
羅
蜜
の
教
え
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
経
典
で
あ
る
。
般
若
波
羅
蜜
の
教
え
に
示
さ
れ

る
内
容
、
そ
の
あ
り
よ
う
に
お
い
て
、
大
乗
菩
薩
は
大
き
く
包
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
般
若
経
で
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を

大
き
く
包
み
込
む
大
自
然
、
大
宇
宙
の
あ
り
さ
ま
を
、
般
若
波
羅
蜜
の
教
え
に
集
約
し
て
、
ま
た
広
く
大
き
く
開
示
し
て
教
説
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
般
若
波
羅
蜜
と
自
然
を
同
等
同
質
の
視
点
で

え
て
み
た

い
と
い
う
の
が
、
私
の
立
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
般
若
波
羅
蜜
に
お
い
て
修
習
・
修
行
す
る
大
乗
菩
薩
は
、
般
若
波
羅
蜜
に
お
い
て
一

体
と
な
る
。
般
若
波
羅
蜜
を
自
然
に
置
き
換
え
れ
ば
、
大
乗
菩
薩
は
自
然
と
一
体
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

ち
な
み
に
、
般
若
経
思
想
を
解
釈
す
る
代
表
的
な
註
釈
書
で
あ
る
鳩
摩
羅
什
訳

大
智
度
論

巻
十
八
の
釈
文
中
に
は
般
若
波
羅
蜜
を

讃
歎
す
る

頌
が
あ
る
。

諸
も
ろ
の
仏
及
び
菩
薩
は

能
く
一
切
を
利
益
す

般
若
は
之
れ
が
為
に
母
た
り

能
く
出
生
し
養
育
す

仏
は
衆
生
の
父
た
り

般
若
は
能
く
仏
を
生
ず

大
乗
菩
薩
思
想
と
自
然
観
（
勝
崎
裕
彦
）
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是
れ
則
ち

一
切
衆
生
の
祖
母
た
り
（
大
正
二
五
・
一
九
〇
ｂ
｜
ｃ
）

般
若
波
羅
蜜
を
母
と
し
て
仏
が
生
ま
れ
、
仏
を
父
と
し
て
衆
生
が
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
般
若
波
羅
蜜
は
、
一
切
衆
生
に
と
っ
て

は
祖
母
で
あ
る
、
と
。
般
若
波
羅
蜜
こ
そ
、
す
べ
て
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
仏
母
と
し
て
説
か
れ
る
般
若
波
羅
蜜
こ
そ
、
ま
さ
に
大

い
な
る
い
の
ち
の
母
な
る
大
自
然
と
理
解
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
。

註１

梶
芳
光
運

大
乗
仏
教
の
成
立
史
的
研
究

別
出
般
若
経
科
判

、
七
二
九
｜
一
〇
一
八
ペ
ー
ジ
参
照
。

２

拙
論

小
品
系
般
若
経

常
啼
菩
薩
品

の
解
釈

（

大
正
大
学
研
究
紀
要

八
六
輯
、
四
七
｜
八
五
ペ
ー
ジ
）
参
照
。
以
下
の
図
表
は

上
記
拙
論
か
ら
の
再
録
で
あ
り
、
さ
ら
に
⑴
項
、
⑵
項
の
論
述
も
、
上
記
拙
論
な
ど
を
下
敷
き
に
し
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
紙
幅

の
都
合
か
ら
省
略
し
た
註
記
に
つ
い
て
も
、
上
記
論
文
の
細
註
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

３

鳩
摩
羅
什
訳
語
に
い
う

憂
愁
啼
哭

（
大
正
八
・
五
八
〇
ｃ
等
）
の
反
対
概
念
が

歓
喜
踊
躍

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
訳
の
支
婁

迦

訳

道
行
般
若
経

及
び
支
謙
訳

大
明
度
経

に
の
み
説
示
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る

常
啼
菩
薩
の
求
法
因
縁
譚

に
こ
の
こ
と
が
象

徴
的
に
明
記
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
拙
論

小
品
系
般
若
経

常
啼
菩
薩
品

の
解
釈

、
五
八
｜
六
〇
ペ
ー
ジ
参
照
）。

４

鳩
摩
羅
什
訳
の

不
念
…

は
、

八
千
頌
般
若
経

のn
a
 
u
tp
a
d
a
y
isy
a
m
i

…
に
相
当
し
、
筆
者
は
執
ら
わ
れ
な
い
こ
と
と
理
解
し
て

い
る
。
と
も
か
く
、
般
若
波
羅
蜜
を
聞
か
な
い
う
ち
は
（“

…y
a
v
a
n n

a p
ra
jn
a
p
a
ra
m
ita
m
 
sro

sy
a
m
ıti.”

A
sta
.
p
.
931

932

）、
な

に
も
の
に
も
執
ら
わ
れ
な
い
、
ひ
た
む
き
な
精
神
に
徹
す
る
常
啼
菩
薩
で
あ
る
。

５

拙
論

小
品
系
般
若
経

不
退
転
菩
薩
品

の
解
釈

（

大
正
大
学
研
究
紀
要

八
七
輯
、
六
三
｜
一
〇
四
ペ
ー
ジ
）
中
に
、
不
退
転
菩

薩
説
を
委
細
に
検
討
し
た
が
、
法
上
菩
薩
の
あ
り
よ
う
に
対
応
し
て
解
釈
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

６

こ
う
し
た
経
文
は
、
た
と
え
ば

阿
弥
陀
経

の
西
方
極
楽
浄
土
の
描
写
な
ど
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
、
筆
者
の
理
解
で
い
え
ば
、
常
啼

菩
薩
が
東
行
し
て
五
百
由
旬
（
古
訳
に
は
二
万
里
）
の
と
こ
ろ
に
あ
る
法
上
菩
薩
の
住
む
衆
香
城
は
、
ま
さ
に

般
若
波
羅
蜜
の
東
方
国

土

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

大
乗
菩
薩
思
想
と
自
然
観
（
勝
崎
裕
彦
）

二
六
五



７

法
師
・
説
法
者
は
、

法

以
方
便
力
故
受
是
五
欲

汝
於
此
中
莫
生
不

之
心

應
作
念
言

我
不
知
方
便
之
力

法
師
或

利

衆
生
令
種
善
根
故

受
用
是
法

（
大
正
八
・
五
八
〇
ｂ
）
と
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
五
欲
具
足
の
在
家
生
活
者
で
あ
り
、
法
上

菩
薩
が
ま
さ
に
そ
の
典
型
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
静
谷
正
雄

初
期
の
大
乗
教
団
に
つ
い
て

（

印
度
学
仏
教
学
研
究

五
巻
二
号
、
一
〇
八
ペ
ー
ジ
）
等
参
照
。

８

前
掲
拙
論

小
品
系
般
若
経

常
啼
菩
薩
品

の
解
釈

の
中
（
七
〇
ペ
ー
ジ
）
で
論
述
し
た
筆
者
の
強
調
し
た
い
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
。

９

拙
論

大
乗
菩
薩
の
理
想

菩
薩
家
族
に
つ
い
て

（

大
正
大
学
研
究
論
叢

一
〇
号
、
二
四
四
｜
二
四
五
ペ
ー
ジ
）
参
照
。

10

拙
論

小
品
系
般
若
経

須
菩
提
品

の
解
釈

（
佐
藤
隆
賢
博
士
古
稀
記
念
論
文
集

仏
教
教
理
思
想
の
研
究

、
七
九
九
ペ
ー
ジ
）
参

照
。

11

拙
論

小
品
系
般
若
経
の
菩
薩
の
階
位

（

印
度
学
仏
教
学
研
究

四
二
巻
二
号
、
一
九
｜
二
三
ペ
ー
ジ
）
参
照
。

12

拙
論

原

裕

小
品
系
般
若
経
に
お
け
る
般
若
波
羅
蜜
説

（

大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集

創
刊
号
、
七
一
ペ
ー
ジ
）
及
び
真
野

龍
海

般
若
経
の
修
行
者
と
そ
の
行

（
関
口
真
大
編

仏
教
の
実
践
原
理

、
一
一
｜
一
六
ペ
ー
ジ
）
参
照
。
な
お
、
前
掲
拙
論

小
品
系

般
若
経

不
退
転
菩
薩
品

の
解
釈

で
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
注
意
し
た
（
六
九
ペ
ー
ジ
）。

大
乗
菩
薩
思
想
と
自
然
観
（
勝
崎
裕
彦
）

二
六
六
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