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は
じ
め
に

　
鎌
倉
仏
教
は
様
々
な
意
味
で
、
も
う
時
を
経
て
し
ま
っ
た
。

　
二
十
一
世
紀
も
す
で
に
五
分
の
一
を
経
過
し
た
〈
現
代
〉
か
ら
振
り
返
る
な
ら
、〈
近
代
〉
と
し
て
地
続
き
に
見
え
る
明
治
期
以
降
に

焦
点
が
行
く
の
も
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
研
究
史
で
も
、
鎌
倉
仏
教
に
つ
い
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
幾
分
過
去
の
出
来
事
と
見
る
し
か
な
い
。
そ
れ
が
研

究
対
象
と
な
り
得
た
大
き
な
要
因
は
、
こ
の
時
期
の
仏
教
の
動
向
が
〈
画
期
〉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、

現
代
で
寺
院
を
経
営
し
、
信
者
・
檀
家
を
抱
え
る
仏
教
宗
派
の
多
く
は
、
法
然
（1133

─

1212

）、
親
鸞
（1173

─

1262

）、
栄
西
（1141

─

1215

）、
道
元
（1200

─

1253

）、

日
蓮
（1222

─

1282

）、
一
遍
（1239

─

1289

）
な
ど
と
い
っ
た
仏
教
者
た
ち
を
祖
師
と
仰
ぐ
形
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、〈
現
代
〉
ま
で
繋
が

る
何
ら
か
の
契
機
が
〈
鎌
倉
時
代
〉
に
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
研
究
の
世
界
で
は
、
そ
の
〈
画
期
〉
と
い
う
意
味
の
何
た
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二

る
か
が
議
論
さ
れ
、「
新
仏
教
」
と
「
旧
仏
教
」、「
宗
教
改
革
」、「
正
統
」
と
「
異
端
」、「
権
門
」
と
「
体
制
」
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
な
名
称
を
付
さ
れ
て
き
た
。
無
論
、
時
代
を
俯
瞰
的
に
と
ら
え
る
理
論
提
唱
だ
け
で
な
く
、
個
別
の
様
々
な
対
象
に
つ
い
て
の
研
究
が

す
で
に
あ
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
本
小
論
が
あ
え
て
対
象
の
す
る
の
は
、
明
恵
（1173

─

1232

）
と
い
う
仏
教
者
で
あ
る
。

　
明
恵
は
、
既
出
の
祖
師
た
ち
に
比
べ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
知
名
度
で
は
一
般
的
と
は
言
え
な
い
が
、
様
々
な
業
績
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
ち
、

後
に
日
本
仏
教
史
に
お
い
て
巨
大
な
楔
と
な
っ
て
い
く
法
然
を
痛
烈
に
批
判
し
た
の
も
、
そ
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に

「
専
修
念
仏
」
の
提
唱
者
と
さ
れ
る
法
然
は
、
従
来
の
浄
土
教
を
大
胆
に
と
ら
え
、
特
に
「
称
名
（
口
称
念
仏
）」
を
主
と
す
る
ス
タ
イ
ル

の
形
成
と
、
そ
の
後
世
へ
の
影
響
は
絶
大
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
巨
大
な
存
在
に
対
し
、
真
向
か
ら
批
判
を
投
げ
か
け
た
人

物
と
し
て
、
明
恵
は
知
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
そ
の
『
摧
邪
輪
』
の
序
文
に
記
さ
れ
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、
明
恵
は
当
初
、
法
然
の
活
動
を
評
価
し
て
い
た
ら
し
く
、
誰
か
が

法
然
の
言
説
に
つ
い
て
妙
な
こ
と
を
言
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
信
じ
な
か
っ
た
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
、
法
然
の
『
選
択
本

願
念
仏
集
』
を
手
に
取
り
、
実
際
に
内
容
を
吟
味
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
明
恵
の
顔
色
が
変
わ
る
。

　
明
恵
自
身
も
念
仏
行
に
傾
倒
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
、
浄
土
教
自
体
に
対
し
て
は
、
否
定
的
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。

そ
れ
故
、
法
然
に
も
当
初
は
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
恵
も
後
代
か
ら
す
る
と
、
鎌
倉
期
の
従
来
宗
派
の
中
で
は
革
新
的
で
あ
っ
た

と
も
評
価
さ
れ
る
。
確
か
に
、
当
時
の
末
法
の
風
潮
の
中
で
、
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
自
身
の
学
問
や
修
行
を
磨
き
続
け
た
明
恵
は
、〈
状

況
を
打
開
す
る
た
め
の
新
し
さ
〉
を
常
に
求
め
て
い
た
よ
う
な
気
配
は
あ
る
。
大
寺
院
内
に
あ
っ
た
権
威
主
義
的
な
空
気
に
も
馴
染
ま
な

か
っ
た
よ
う
で
、
当
時
の
南
都
大
寺
院
の
風
潮
に
是
と
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
感
じ
て
い
た
だ
ろ
う
。
実
際
、
華
厳
教
学
の
面
で
は
、
当
時

ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
李
通
玄
（635?

─

730?

）
と
い
う
仏
教
者
の
思
想
を
見
出
し
、
新
し
い
風
を
吹
き
込
ん
だ
と
も
さ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
大
ま
か
な
要
素
か
ら
す
る
と
、
明
恵
に
対
し
て
革
新
や
新
風
と
い
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
る
の
も
頷
け
る
話
で
は
あ
る
。
つ

ま
り
、
明
恵
は
、
旧
体
制
を
守
護
す
る
た
め
、
新
し
い
動
向
を
阻
止
す
る
た
め
、
な
ど
の
よ
う
な
事
情
か
ら
法
然
を
批
判
し
た
わ
け
で
は

な
い
。

　
そ
の
明
恵
を
し
て
、
法
然
の
思
想
動
向
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
明
恵
が
法
然
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
た
の
か
は
、『
摧

邪
輪
』
に
「
仏
教
の
基
本
で
あ
る
菩
提
心
を
軽
視
す
る
こ
と
」、「
他
力
の
念
仏
門
以
外
の
宗
派
（
聖
道
門
）
を
誹
謗
す
る
こ
と
」
と
い
う

二
本
柱
を
立
て
て
い
る
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
に
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
た
い
が
、
要
す
る
に
仏
教
や
浄
土
教
の
立

場
と
し
て
、
肯
定
で
き
な
い
部
分
が
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
い
わ
ば
外
向
き
に
は
法
然
を
批
判
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
明
恵
で
あ
る
が
、
内
向
き
、
す
な
わ
ち
自
身
の
問
題
と
し

て
は
ど
の
よ
う
な
事
柄
と
対
峙
し
て
い
た
の
か
。

　
結
論
か
ら
述
べ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
相
手
の
一
つ
は
、
仏
教
が
従
来
か
ら
組
み
上
げ
て
き
た
〈
教
学
〉
で
あ
る
。〈
教
学
〉
は
、
主
に

宗
派
ご
と
に
形
成
さ
れ
る
理
屈
の
集
成
で
あ
り
、
そ
の
宗
派
の
正
し
さ
を
示
す
証
し
で
あ
り
、
根
拠
に
あ
た
る
。
宗
派
に
と
っ
て
は
大
事

な
生
命
線
。
そ
れ
故
、
宗
派
同
士
は
、
そ
の
〈
教
学
〉
を
基
本
に
そ
れ
ぞ
れ
の
優
劣
を
競
い
合
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
違
う
言
い
方
を
す
れ
ば
、
仏
教
思
想
の
展
開
は
〈
教
学
〉
と
い
う
理
屈
を
基
軸
に
す
る
の
が
本
来
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ど
れ

だ
け
言
葉
を
紡
ご
う
と
も
、
そ
れ
は
根
拠
の
な
い
モ
ノ
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
仏
教
従
来
の
ス
タ
ン
ス
か
ら
す
れ
ば
、〈
新
し
い
こ
と
〉

は
〈
教
学
〉
の
積
み
重
ね
の
中
か
ら
引
き
出
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
原
則
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
イ
ン
ド
発
祥
の
大
乗
仏
教
が
す
で
に
煩
瑣
な
理
屈
を
打
ち
出
し
て
以
降
、
中
国
で
も
独
自
の
宗
派
が
発
生
し
て
そ
の
〈
教

学
〉
を
形
成
し
、
そ
れ
が
日
本
仏
教
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
・
・
・
と
い
う
流
れ
を
経
た
後
に
迎
え
た
鎌
倉
時
代
で
は
、〈
教

学
〉
と
い
う
楼
閣
は
、
す
で
に
ま
と
も
な
増
築
余
地
の
な
い
ほ
ど
の
威
容
を
呈
し
て
い
た
。
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
た
め
に
大
ま
か
に
述
べ
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ざ
る
を
得
な
い
が
、
主
要
な
展
開
と
し
て
は
、
空
海
に
よ
る
本
格
的
な
密
教
導
入
と
「
十
住
心
教
判
」
の
提
示
、
そ
の
後
の
天
台
宗
の
密

教
化
（
台
密
）
と
い
う
段
階
で
、
高
み
を
目
指
す
よ
う
な
〈
教
学
〉
の
展
開
は
、
平
安
時
代
中
頃
に
ほ
ぼ
限
界
を
迎
え
た
と
言
え
る
。

　
そ
れ
で
も
、
後
代
の
仏
教
者
が
も
し
〈
原
則
的
な
展
開
〉
か
ら
〈
新
し
い
こ
と
〉
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
な
ら
、
や
は
り
〈
教
学
〉
と

い
う
楼
閣
に
挑
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
が
〈
正
当
〉
な
手
続
き
な
の
だ
か
ら
。

　
そ
れ
で
は
、
明
恵
自
身
に
と
っ
て
、〈
教
学
の
発
展
性
〉
と
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
か
。

　
本
稿
で
は
、
明
恵
の
華
厳
思
想
面
で
の
主
要
著
書
と
み
ら
れ
る
『
華
厳
修
禅
観
照
入
解
脱
門
義
』（
以
下
、『
入
解
脱
門
義
』）
を
メ
イ

ン
に
、
そ
こ
に
見
い
出
さ
れ
る
〈
教
学
の
発
展
性
〉
か
ら
、
鎌
倉
期
の
仏
教
思
想
の
構
造
と
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
一
考
を
加
え
て
い
き

た
い
。1

　〈
教
学
の
楼
閣
〉
の
上
で

　
明
恵
が
直
面
し
て
い
た
〈
教
学
〉
の
問
題
。『
入
解
脱
門
義
』
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
「
菩
薩
道
」
に
関
す
る
こ
と
と
言
い
換

え
ら
れ
る
。

　
宗
派
と
し
て
、
明
恵
が
主
な
立
場
と
し
て
い
た
華
厳
宗
は
、
七
世
紀
の
中
国
に
お
い
て
、
法
蔵
（643

─

712

）
が
そ
の
教
学
を
大
成
し
た
と

さ
れ
て
い
る
。
思
想
内
容
と
し
て
は
、「
事
事
無
碍
」
や
「
性
起
」、「
円
融
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
「
法
界
縁
起
」
の
教
説
が
知
ら
れ
て

お
り
、
近
代
以
降
で
は
、
哲
学
の
分
野
で
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
哲
学
的
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
観
、
事
物

の
現
象
し
て
い
る
姿
を
示
し
た
こ
と
も
特
徴
で
は
あ
る
が
、
明
恵
が
突
き
当
た
っ
た
壁
は
、
そ
の
よ
う
な
部
分
で
は
な
か
っ
た
。

　
そ
の
名
の
通
り
、
華
厳
宗
は
『
華
厳
経
』
と
い
う
経
典
を
そ
の
教
学
の
基
軸
と
し
て
成
立
し
た
。
こ
の
『
華
厳
経
』
は
、
漢
訳
に
よ
っ
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五

て
変
わ
る
も
の
の
、
六
十
巻
や
八
十
巻
に
わ
た
る
大
部
の
経
典
で
あ
る
。
華
厳
宗
で
は
、
こ
の
経
典
の
基
本
構
成
を
「
菩
薩
の
五
十
二

位
」
と
呼
ば
れ
る
修
行
段
階
を
表
す
も
の
と
し
て
、
解
釈
し
て
き
た
。

　「
菩
薩
の
五
十
二
位
」
と
は
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
構
想
さ
れ
た
成
仏
へ
の
道
の
り
の
こ
と
。
大
乗
仏
教
に
お
い
て
成
仏
を
目
指
す
者

は
、「
菩
薩
」
と
し
て
長
大
な
修
行
期
間
を
経
て
、
最
終
的
に
「
仏
」
へ
と
至
る
の
が
基
本
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
の
「
誰
で

も
（
ど
ん
な
衆
生
で
も
）
成
仏
で
き
る
」
と
い
う
建
前
に
は
、
実
は
「
こ
の
菩
薩
の
道
を
経
れ
ば
」
と
い
う
条
件
が
つ
く
。
こ
の
「
菩
薩

道
」
の
内
容
と
し
て
、
示
さ
れ
る
一
例
が
「
五
十
二
位
」
で
あ
る
。「
十
信
」、「
十
住
」、「
十
行
」、「
十
廻
向
」、「
十
地）

1
（

」
と
い
う
十
ず

つ
五
ブ
ロ
ッ
ク
が
基
本
と
な
り
、
五
か
け
る
十
で
、
ま
ず
「
五
十
位
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
そ
の
上
に
、「
等
覚
」
と
「
妙
覚
」
と
い

う
二
段
階
が
乗
っ
て
、
ト
ー
タ
ル
で
「
五
十
二
位
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
最
後
の
二
つ
は
、「
覚
（
さ
と
り
）」
の
文
字
が
入

っ
て
い
る
よ
う
に
「
ほ
ぼ
仏
」
と
い
う
扱
い
に
な
る
の
で
、「
菩
薩
道
」
の
主
要
は
事
実
上
、「
十
信
」
か
ら
「
十
地
」
ま
で
と
見
る
こ
と

も
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
菩
薩
道
」
の
位
階
は
容
易
に
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
代
物
で
は
な
く
、
ま
と
も
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す

れ
ば
、
時
間
的
に
は
「
三
劫
」
と
い
う
長
大
な
時
間
を
要
す
る
と
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
「
菩
薩
道
」
を
経
さ
え
す
れ
ば
、
誰
で
も
さ
と
り
を
得
て
、
成
仏
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
れ
だ
け
遠
大

な
過
程
を
こ
な
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
成
仏
と
い
う
結
果
も
つ
い
て
き
て
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
の
設
定
か
ら
「
難
行
」
で
し
か
な

い
。
そ
の
た
め
、
中
国
で
成
立
し
た
宗
派
で
は
、
こ
の
「
菩
薩
道
」
に
か
か
る
負
担
を
軽
減
し
、
速
や
か
に
成
仏
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
教

説
も
形
成
さ
れ
た
。
華
厳
宗
の
場
合
、
経
典
に
あ
る
「
初
発
心
時
便
成
正
覚
」
と
い
う
言
葉
を
手
掛
か
り
に
「
初
心
即
成
」
と
い
う
教
説

が
形
成
さ
れ
、「
初
心
」
の
段
階
で
成
立
す
る
成
仏
や
さ
と
り
が
構
想
さ
れ
た
。
問
題
は
、「
菩
薩
道
」
の
階
梯
が
あ
る
上
で
、
こ
の
「
初

心
」
が
ど
こ
に
来
る
の
か
、
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
華
厳
宗
の
通
例
と
さ
れ
る
解
釈
の
場
合
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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六

　
ま
ず
、『
華
厳
経
』
の
章
構
成
は
、
い
わ
ゆ
る
「
六
十
華
厳
」
で
あ
れ
ば
、

①
世
間
浄
眼
品

　
②
盧
遮
那
仏
品

　
③
如
来
名
号
品

　
④
四
諦
品

　
⑤
如
来
光
明
覚
品

　
⑥
菩
薩
明
難
品

　
⑦
浄
行
品

　
⑧
賢
首
菩

薩
品

　
⑨
仏
昇
須
弥
頂
品

　
⑩
菩
薩
雲
集
妙
勝
殿
上
説
偈
品

　
⑪
菩
薩�

十
住�

品
　
⑫
梵
行
品

　
⑬
初
発
心
菩
薩
功
徳
品

　
⑭
明
法

品
　
⑮
仏
昇
夜
摩
天
宮
自
在

　
⑯
夜
摩
天
宮
菩
薩
偈
品

　
⑰
功
徳
華
聚
菩
薩�

十
行�

品
　
⑱
菩
薩
十
無
尽
蔵
品

　
⑲
如
来
昇
兜
率
天

宮
一
切
宝
殿
品

　
⑳
兜
率
天
宮
菩
薩
雲
集
讃
仏
品

　
㉑
金
剛
幢
菩
薩�

廻
向�

品
　
㉒�

十
地�

品
　
㉓
十
明
品

　
㉔
十
忍
品

　
㉕
心
王
菩

薩
問
阿
僧
祇
品

　
㉖
寿
明
品

　
㉗
菩
薩
住
処
品

　
㉘
仏
不
思
議
法
品

　
㉙
如
来
相
海
品

　
㉚
仏
小
相
光
明
功
徳
品

　
㉛
普
賢
菩
薩
行

品
　
㉜
宝
王
如
来
性
起
品

　
㉝
離
世
間
品

　
㉞
入
法
界
品

と
い
う
全
三
十
四
章
立
て
と
な
る
。
筆
者
が
四
角
で
囲
み
を
付
け
た
よ
う
に
、
章
の
名
前
に
「
十
住
」、「
十
行
」、「
廻
向
」、「
十
地
」
と

い
う
言
葉
も
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
「
十
住
」、「
十
行
」、「
十
回
向
」、「
十
地
」
の
四
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
こ
れ
に
沿
っ
て
配
当

す
る）

2
（

と
解
さ
れ
る
。「
十
住
」
よ
り
も
前
の
「
十
信
」
に
つ
い
て
は
、
章
の
名
称
と
リ
ン
ク
し
な
い
た
め
、
さ
ら
に
解
釈
が
必
要
と
な
る

が
、
今
は
置
い
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
こ
う
し
た
設
定
の
上
で
、「
初
心
即
成
」
の
根
拠
と
な
る
「
初
発
心
時
便
成
正
覚
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
も
そ
も
第
十
二
章
の
「
梵
行

品
」
を
出
典
と
す
る
た
め
、「
初
心
」
と
は
、〈「
十
住
」
に
入
っ
た
段
階
の
菩
薩
〉
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
十
信
」
を
経
て
、

「
十
住
」
の
段
階
で
「
即
成
」
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
と
も
に
「
五
十
二
位
」
を
経
過
す
る
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
こ
れ
で
も
十
分
に
速

い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
華
厳
宗
の
〈
教
学
〉
上
で
は
、
穏
当
な
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
明
恵
に
と
っ
て
、
こ
の
教
説
は
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
末
世
に
あ
る
衆
生
に
と
っ
て
は
、「
十
信
」
を
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七

経
て
「
十
住
」
の
段
階
に
到
達
す
る
だ
け
で
も
、「
難
行
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
空
海
に
よ
る
「
即
身
成
仏
」
の
提
示
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
の
諸
宗
派
で
は
、〈
現
世
で
の
成
仏
〉
を
教
説
と
し
て
成
立
さ
せ
て
久
し
く
な
っ
て
い
た
。
わ
ざ
わ
ざ
「
十
住
」

の
位
を
目
指
す
な
ど
、
ど
こ
か
時
世
に
そ
ぐ
わ
な
い
考
え
方
で
も
あ
っ
た
。

　
明
恵
は
、『
入
解
脱
門
義
』
に
お
い
て
、

行
者
を
し
て
、
信
位
の
終
心
中
に
於
て
根
本
智
を
開
発
し
、
仏
智
慧
の
家
中
に
生
ぜ
し
む）

3
（

二
聖
（
毘
盧
遮
那
仏
と
文
殊
菩
薩
）
相
従
り
て
、
因
果
同
体
信
法
を
成
立
す
。
此
の
信
力
に
依
る
故
に
（
十
信
の
）
終
心
に
即
ち
仏

家
に
生
ず）

4
（

な
ど
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
十
信
」
の
時
点
で
仏
道
成
就
を
確
定
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
従
来

解
釈
で
は
「
十
住
」
に
あ
っ
た
「
初
心
即
成
」
の
錘
を
振
り
払
い
、「
十
信
」
へ
と
壁
を
乗
り
越
え
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
文
字
通
り
一
筋
の
光
明
と
な
っ
た
の
が
、
李
通
玄
の
思
想
と
そ
の
「
仏
光
観
（
仏
光
三
昧
）」
と
呼
ば
れ
る
行
法
で
あ
っ
た
。

明
恵
は
、

爰
に
一
種
の
定
法
有
り
。
名
付
け
て
何
某
三
昧
（
仏
光
三
昧
）
と
曰
ふ
。（
十
信
か
ら
十
地
ま
で
の
）
五
位
を
一
念
に
攝
し
、
十
身

を
一
観
に
融
ず
る）

5
（
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と
し
て
い
る
よ
う
に
、「
仏
光
観
」
に
「
十
信
」
か
ら
「
十
地
」
ま
で
と
い
う
菩
薩
道
（
の
主
要
）
全
体
を
カ
バ
ー
し
得
る
よ
う
な
機
能

を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
行
法
に
よ
る
な
ら
、
仮
に
「
初
心
即
成
」
が
「
十
住
」
の
地
点
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
へ
の
到
達
だ
け

を
拠
り
所
に
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。

大
経
（
華
厳
経
）
の
深
奥
を
顕
発
し
、
一
乗
の
大
道
を
開
示
す
。
一
宗
（
華
厳
宗
）
の
大
意
を
以
て
惣
依
と
為
し
、
通
玄
の
解
釈
を

以
て
別
証
と
為
す）

6
（

　
法
蔵
に
代
表
さ
れ
る
「
一
宗
（
華
厳
宗
）
の
大
意
」
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、「
通
玄
の
解
釈
」
を
加
え
て
、
明
恵
は
自
身
の
立
場
を

深
め
よ
う
と
し
た
。
た
だ
し
、
李
通
玄
と
そ
の
「
仏
光
観
」
を
導
入
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
解
決
と
い
う
話
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

今
、
広
論
（
李
通
玄
の
『
新
華
厳
経
論
』）
等
の
意
は
、
信
位
中
に
於
て
文
殊
大
心
を
起
し
、
不
動
智
仏
等
の
即
ち
我
心
自
性
な
る

を
信
じ
て
、
地
前
三
賢
の
初
、
発
心
住
中
に
於
て
、
即
ち
能
く
仏
果
法
門
を
頓
証
す）

7
（

　
明
恵
自
身
も
こ
う
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
李
通
玄
で
も
「
仏
果
法
門
を
頓
証
」
す
る
の
は
、「
発
心
住
」、
す
な
わ
ち
「
十
住
」
の
段
階

に
お
い
て
で
あ
り
、
行
き
つ
く
と
こ
ろ
に
、「
十
住
」
位
の
「
初
心
即
成
」
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
り
が
な
い
。
つ
ま
り
、
目
的
地

は
あ
く
ま
で
も
「「
初
発
心
時
便
成
正
覚
」、「
初
心
即
成
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
引
用
箇
所
に
あ
る
よ
う
に
、
李
通
玄
に
と
っ
て

「
十
信
」
位
に
お
け
る
「
仏
光
観
」
は
、「
不
動
智
仏
の
法
門
」
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
明
恵
は
『
入
解
脱
門
義
』
に
お
い
て
、

李
通
玄
の
「
不
動
智
仏
」
を
重
視
す
る
立
場
は
採
用
せ
ず
に
、
自
身
の
「
十
信
」
に
関
す
る
解
釈
を
つ
け
て
い
く
と
い
う
手
法
を
と
っ
た
。
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九

　
こ
う
し
た
種
々
の
凹
凸
を
生
じ
な
が
ら
も
、
明
恵
は
過
去
の
〈
教
学
〉
を
様
々
に
吟
味
し
、
自
身
の
解
釈
を
立
て
る
余
地
を
探
り
出
し

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
内
実
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
本
題
に
入
る
前
に
、
本
小
論
に
お
け
る
『
華
厳
経
』
関
連
の
表
記
に
つ
い
て
注
記
し
、
混
乱
を
解
消
し
て
お
き
た
い
。『
華
厳
経
』
の

漢
訳
本
に
つ
い
て
は
、
法
蔵
が
「
六
十
華
厳
（
旧
訳
）」
と
通
称
さ
れ
る
六
十
巻
本
を
使
用
し
て
い
る
の
に
対
し
、
李
通
玄
や
明
恵
な
ど

が
用
い
て
い
る
の
は
、
新
訳
に
あ
た
る
八
十
巻
仕
様
の
「
八
十
華
厳
」
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
漢
訳
で
は
、
章
の
切
り
方
が
変
わ
っ
て
お

り
、
章
の
名
称
も
違
う
。
本
小
論
は
、
明
恵
を
主
眼
と
す
る
内
容
と
な
る
た
め
、
こ
れ
以
降
は
「
八
十
華
厳
」
の
章
と
そ
の
表
記
を
使
用

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
法
蔵
の
よ
う
に
本
来
は
「
六
十
華
厳
」
を
使
用
し
て
い
る
場
合
で
も
、
表
記
上
は
「
八
十
華
厳
」
に
統
一
し
て

整
理
す
る
（
必
要
に
応
じ
て
、「
六
十
華
厳
」
の
巻
名
は
括
弧
に
入
れ
て
表
記
す
る
）。

　
な
お
、「
八
十
華
厳
」
の
章
構
成
と
名
称
は
、
以
下
の
通
り）

8
（

と
な
る
。

①
世
主
妙
厳
品

　
②
如
来
現
相
品

　
③
普
賢
三
昧
品

　
④
世
界
成
就
品

　
⑤
華
蔵
世
界
品

　
⑥
毘
盧
遮
那
品

　
⑦
如
来
名
号
品

　
⑧

四
聖
諦
品

　
⑨
光
明
覚
品

　
⑩
菩
薩
問
明
品

　
⑪
浄
行
品

　
⑫
賢
首
品

　
⑬
昇
須
弥
山
頂
品

　
⑭
須
弥
頂
上
偈
讃
品

　
⑮
十
住
品

　

⑯
梵
行
品

　
⑰
初
発
心
功
徳
品

　
⑱
明
法
品

　
⑲
昇
夜
摩
天
宮
品

　
⑳
夜
摩
宮
中
偈
讃
品

　
㉑
十
行
品

　
㉒
十
無
尽
蔵
品

　
㉓
昇
兜

率
天
宮
品

　
㉔
兜
率
宮
中
偈
讃
品

　
㉕
十
回
向
品

　
㉖
十
地
品

　
㉗
十
定
品

　
㉘
十
通
品

　
㉙
十
忍
品

　
㉚
阿
僧
祇
品

　
㉛
如
来
寿

量
品

　
㉜
諸
菩
薩
住
処
品

　
㉝
仏
不
思
議
法
品

　
㉞
如
来
十
身
相
海
品

　
㉟
如
来
随
好
光
明
功
徳
品

　
㊱
普
賢
行
品

　
㊲
如
来
出
現

品
　
㊳
離
世
間
品

　
㊴
入
法
界
品
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一
〇

2
　
法
蔵
に
お
け
る
「
十
甚
深
法
」

　
厳
密
に
言
え
ば
、
法
蔵
は
『
華
厳
経
』
解
釈
に
お
い
て
「
十
信
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
「
十
信
」
に
相
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
法
蔵
の
『
華
厳
経
探
玄
記
』（
以
下
、『
探
玄
記
』）
に
「
十
甚
深
法
」
と
い
う
も
の
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　
明
恵
も
、

但
だ
、
宗
家
常
途
の
意
に
依
る
に
、
問
明
品
を
以
て
十
信
菩
薩
の
観
解
深
玄
と
す
。
此
の
品
中
に
十
甚
深
法
を
説
く）

9
（

と
し
て
い
る
よ
う
に
、「
宗
家
常
途
」、
す
な
わ
ち
華
厳
宗
の
通
例
で
い
け
ば
、
法
蔵
が
解
釈
し
た
よ
う
に
第
十
章
の
「
菩
薩
問
明
品
（
明

難
品
）」
で
説
か
れ
る
「
十
甚
深
法
」
が
、「
十
信
」
位
の
中
心
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
十
甚
深
法
」
と
は
、

⑴
縁
起
甚
深

　
⑵
教
化
甚
深

　
⑶
業
果
甚
深

　
⑷
説
法
甚
深

　
⑸
福
田
甚
深

　
⑹
正
教
甚
深

　
⑺
正
行
甚
深

　
⑻
助
道
甚
深

　
⑼
一

乗
甚
深

　
⑽
仏
境
界
甚
深

と
い
う
よ
う
に
列
記
で
き
る
十
種
で
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
十
信
」
の
通
例
と
は
違
う
形
と
な
っ
て
い
る
。

　『
華
厳
経
』
の
第
十
に
あ
た
る
「
菩
薩
問
明
品
（
菩
薩
明
難
品
）」
に
こ
の
「
十
甚
深
法
」、
す
な
わ
ち
「
十
信
」
が
相
当
す
る
の
は
、
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一
一

そ
の
前
章
と
の
兼
ね
合
い
に
よ
る
。
法
蔵
は
、
第
九
の
「
光
明
覚
品
（
菩
薩
光
明
覚
品
）」
に
つ
い
て
『
探
玄
記
』
に
お
い
て
、

（
光
明
覚
品
の
光
明
は
）
近
く
は
信
中
菩
薩
の
た
め
に
所
信
境
と
為
る
故
に）

（1
（

と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
「
光
明
覚
品
」
ま
で
は
「
光
明
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
仏
の
姿
を
「
信
」
の
対
象
と
し
て
描
く
も
の
と
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
菩
薩
が
「
信
」
の
位
か
ら
能
動
的
に
活
動
す
る
の
は
直
近
の
章
、
す
わ
な
ち
次
の
「
問
明
品
」
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
法
蔵
は
『
探
玄
記
』
で
、

前
（
光
明
覚
品
ま
で
）
に
所
依
果
法
を
明
し
、
今
（
問
明
品
）
は
依
果
所
成
の
因
行
を
弁
ず）

（（
（

（『
華
厳
経
』
問
明
品
は
）
十
甚
深
義
を
以
て
宗
と
為
し
、
信
中
に
解
行
を
成
じ
て
趣
と
為
す）

（1
（

な
ど
の
よ
う
に
も
述
べ
て
お
り
、
法
蔵
は
「
光
明
覚
品
」
と
「
問
明
品
」
の
間
で
大
き
く
線
引
き
し
、『
華
厳
経
』
の
冒
頭
か
ら
「
光
明

覚
品
」
ま
で
は
「
仏
」
の
境
地
、「
問
明
品
」
以
降
は
「
菩
薩
」
の
階
梯
と
解
し
た
。
そ
し
て
、「
菩
薩
」
の
段
階
の
最
初
に
あ
た
る
「
問

明
品
」
で
、「
十
信
」
に
相
当
す
る
「
十
甚
深
法
」
を
説
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
上
で
、「
十
信
」
レ
ベ
ル
は
準
備
段
階
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
事
実
上
の
「
初
心
」
を
迎
え
る
「
十
住
」
か
ら
が
「
菩
薩
」
と

し
て
の
本
格
的
な
活
動
と
い
う
意
義
づ
け
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
明
恵
の
言
う
「
宗
家
常
途
の
意
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
「
十
信
」
で
あ
る
。
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一
二

3
　
李
通
玄
と
「
仏
光
観
」

　
李
通
玄
の
思
想
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、「
通
常
の
華
厳
宗
」
と
の
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
華
厳
宗
と
言
え
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
法
蔵
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
宗
派
を
指
す
の
が
通
例
で
あ
る
。
日
本
に
導
入
さ

れ
た
宗
派
や
教
学
も
、
そ
れ
を
基
本
線
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
中
国
の
内
に
は
、
必
ず
し
も
宗
派
や
学
派
と
い
う
集
団
を
形
成
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
独
自
に
活
動
す
る
仏
教
者
た

ち
も
存
在
し
た
。
李
通
玄
が
活
動
し
て
い
た
中
国
北
東
部
の
五
台
山
は
、
様
々
な
信
仰
や
立
場
の
人
々
が
あ
つ
ま
る
〈
霊
山
〉
の
よ
う
な

場
所
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
李
通
玄
の
よ
う
に
『
華
厳
経
』
を
主
と
す
る
人
々
は
一
定
数
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
を
総
称
し
て

「
五
台
山
系
華
厳
宗
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
件
の
李
通
玄
は
そ
の
名
の
示
す
よ
う
に
正
式
な
出
家
を
せ
ず
、
在
俗
の
身
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
明
恵
の
評
価
に
よ
れ
ば
、

通
玄
居
士
の
白
光
を
肉
身
に
放
つ
は
、
専
ら
此
の
観
力
に
依
る
な
り）

（1
（

と
い
う
よ
う
に
、「
仏
光
観
」
を
実
践
し
つ
つ
、「
八
十
華
厳
」
の
注
釈
書
で
あ
る
『
新
華
厳
経
論
』
を
は
じ
め
と
す
る
著
述
活
動
を
お
こ

な
っ
た
。『
新
華
厳
経
論
』
の
よ
う
な
大
著
も
あ
る
た
め
、
李
通
玄
自
体
は
無
名
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
華
厳
宗

の
系
譜
か
ら
は
外
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
注
目
さ
れ
る
機
会
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
明
恵
が
あ
ら
た
め
て
発
掘
し
た
よ

う
な
形
に
見
え
る
。
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一
三

　「
仏
光
観
」
と
は
、
李
通
玄
が
編
み
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
代
の
修
行
者
た
ち
か
ら
五
台
山
で
は
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
名
の
通
り
、
体
得
す
れ
ば
、
そ
の
身
体
か
ら
実
際
に
光
を
放
つ
と
さ
れ
る
観
法
で
あ
る
が
、
そ
の
実
相
は
と
も
か
く
、『
華
厳

経
』
を
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
に
し
た
瞑
想
行
や
坐
禅
行
の
よ
う
な
形
を
想
定
し
て
お
け
ば
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　『
華
厳
経
』
は
そ
も
そ
も
、「
光
明
」
か
ら
始
ま
る
経
典
で
あ
る
。
成
道
し
て
ま
も
な
い
釈
迦
は
、
通
常
の
言
葉
で
説
法
す
る
の
で
は
な

く
、
身
体
か
ら
光
を
放
つ
こ
と
で
教
え
を
示
し
、
経
典
の
設
定
上
で
は
、
そ
の
光
を
受
け
と
め
た
菩
薩
た
ち
が
釈
迦
の
代
わ
り
に
教
え
を

説
き
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
『
華
厳
経
』
の
「
光
明
」
を
体
現
す
る
よ
う
な
観
法
が
、「
仏
光
観
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
李
通
玄
は
、『
華
厳
経
』
光
明
覚
品
の
解
釈
に
お
い
て
、
そ
の
「
光
明
」
に
「
如
来
十
徳
」
を
読
み
取
り
、「
仏
光
観
」
と
い
う
観
法
を

立
て
る
根
拠
の
一
つ
と
し
た
。「
如
来
十
徳
」
と
は
、

⑴
如
来
法
身
無
性
徳

　
⑵
如
来
菩
提
為
物
徳

　
⑶
如
来
了
法
如
幻
徳

　
⑷
如
来
為
説
深
法
徳

　
⑸
如
来
救
護
衆
生
徳

　
⑹
如
来
無
相

示
相
徳

　
⑺
如
来
無
依
自
在
徳

　
⑻
如
来
智
慧
方
便
徳

　
⑼
如
来
苦
行
精
進
徳

　
⑽
如
来
實
無
三
世
徳

と
い
う
内
容
に
よ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
李
通
玄
に
よ
る
「
十
信
」
位
の
設
定
で
あ
る
。『
新
華
厳
経
論
』
に
は
、

信
心
の
成
備
を
明
か
す
は
、
如
来
名
号
品
・
四
聖
諦
品
・
光
明
覚
品
・
菩
薩
問
明
品
・
浄
行
品
・
賢
首
品
、
已
上
の
六
品
経
、
是
れ

な
り
。
此
の
六
品
経
は
共
に
十
信
の
一
位
を
成
ず）

（1
（

と
あ
っ
て
、
李
通
玄
に
よ
れ
ば
、『
華
厳
経
』
に
お
け
る
「
十
信
」
は
、
⑦
如
来
名
号
品
・
⑧
四
聖
諦
品
・
⑨
光
明
覚
品
・
⑩
菩
薩
問
明
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一
四

品
・
⑪
浄
行
品
・
⑫
賢
首
品
の
六
章
が
相
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
⑨
光
明
覚
品
と
⑩
菩
薩
問
明
品
と
の
間
で
、「
仏
」
と
「
菩
薩
」
の
境

地
を
分
け
、
⑩
菩
薩
問
明
品
以
降
に
「
信
」
の
位
を
設
定
し
た
法
蔵
の
説
と
は
、
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
、

　
李
通
玄
に
と
っ
て
、『
華
厳
経
』
光
明
覚
品
は
、「
十
信
」
位
の
内
と
い
う
解
釈
と
な
る
た
め
、
そ
の
「
仏
光
観
」
も
「
十
信
」
の
菩
薩

に
設
定
さ
れ
る
観
法
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
李
通
玄
は
そ
の
解
釈
上
で
は
「
十
信
」
位
の
最
後
と
な
る
『
華
厳
経
』
賢
首
品
に
お
い
て
、
さ
ら
に
「
十
種
信
」
を
引
き
出

し
て
お
り
、
法
蔵
に
比
べ
れ
ば
、「
信
」
の
位
の
意
義
は
明
ら
か
に
重
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
十
種
信
」
は
、
す
べ
て
の
項
目
が
「
凡

夫
地
よ
り
～
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
り
、
菩
薩
と
し
て
初
段
階
、
凡
夫
に
近
い
状
態
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
明
恵
は
、『
入
解
脱
門
義
』
に
お
い
て
「
十
信
」
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
華
厳
宗
と
し
て
正
当
と
言
え
る
法
蔵
の
「
十
甚

深
法
」
だ
け
で
な
く
、
李
通
玄
の
「
如
来
十
徳
」
と
「
十
種
信
」
も
採
用
し
、

両
師
（
法
蔵
と
李
通
玄
）
の
意
、
其
の
玄
意
を
計
し
て
之
を
会
す
べ
き
の
み）

（1
（

と
し
て
、
法
蔵
と
李
通
玄
の
解
釈
の
両
方
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
「
十
信
」
の
意
義
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

4
　
李
通
玄
と
の
相
違

　
明
恵
は
い
わ
ば
、
李
通
玄
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
十
信
」
に
つ
い
て
の
従
来
説
を
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
意
味
で
、

明
恵
の
ス
タ
ン
ス
は
李
通
玄
寄
り
と
見
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
李
通
玄
の
立
場
と
一
致
し
て
い
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華
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限
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波
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一
五

る
わ
け
で
な
い
こ
と
も
、『
入
解
脱
門
義
』
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。

　
李
通
玄
に
と
っ
て
、
そ
の
仏
道
成
就
の
肝
は
、

（
大
乗
仏
教
の
教
説
で
は
）
此
れ
凡
よ
り
信
心
に
入
る
は
難
き
を
明
か
す
故
に
。
凡
夫
は
総
じ
て
自
ら
是
れ
を
認
ん
と
す
。
凡
夫
は

自
心
の
是
れ
不
動
智
仏
な
り
と
認
む
る
を
肯
は
ざ
る
故
に
。
是
れ
故
に
十
信
に
入
る
は
難
き
と
す）

（1
（

も
し
自
心
の
元
是
れ
不
動
智
仏
な
る
を
信
ぜ
ざ
れ
ば
、
即
ち
永
劫
に
飄
淪
す
る
の
み）

（1
（

な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
不
動
智
仏
」
と
い
う
存
在
で
あ
る
。

不
同
の
一
乗
は
、
不
動
智
上
に
依
て
、
自
ら
無
辺
大
自
在
用
門
あ
り
。
十
信
位
中
の
十
箇
智
仏
の
是
れ
不
動
智
を
以
て
首
と
為
る
が

如
し）

（1
（

　
李
通
玄
も
こ
う
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
不
動
智
仏
」
と
は
、『
華
厳
経
』
光
明
覚
品
に
お
い
て
、
諸
仏
の
筆
頭
に
名
を
挙
げ
ら

れ
る
仏
で
あ
り
、
諸
菩
薩
の
筆
頭
と
し
て
、
こ
の
章
の
語
り
手
と
な
る
文
殊
菩
薩
と
並
ん
で
、
目
立
つ
存
在
で
は
あ
る
。
た
だ
し
、「
不

動
智
仏
」
の
名
が
登
場
す
る
の
は
、
主
に
光
明
覚
品
で
あ
り
、
他
の
章
で
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
違
う
言
い
方
を
す
れ
ば
、
光
明
覚

品
を
注
目
し
な
け
れ
ば
、
さ
ほ
ど
目
立
た
な
い
存
在
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
を
取
り
出
し
て
度
々
言
及
し
て
い
る
ど
こ

ろ
か
、
仏
道
修
行
の
大
事
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
李
通
玄
に
と
っ
て
、『
華
厳
経
』
光
明
覚
品
の
最
重
要
点
は
「
不
動
智
仏
」
と
い
う
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一
六

こ
と
に
な
る
。

　
す
で
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
明
恵
も
こ
の
李
通
玄
の
態
度
に
は
気
づ
い
て
い
る
よ
う
だ
が
、
明
恵
自
身
は
「
不
動
智
仏
」
に
ほ
ぼ
言

及
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
お
そ
ら
く
敢
え
て
外
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
明
恵
に
と
っ
て
「
仏
光
観
」
は
、

爰
に
一
種
の
定
法
有
り
。
名
付
け
て
何
某
三
昧
（
仏
光
三
昧
）
と
曰
ふ
。
五
位
を
一
念
に
攝
し
、
十
身
を
一
観
に
融
ず
る
。
成
覚
の

身
を
百
億
国
に
見
へ
、
転
法
輪
の
聲
を
十
方
界
に
聞
く
秘
術
な
り）

（1
（

と
い
う
よ
う
に
、「
十
信
」
位
か
ら
で
も
、
菩
薩
道
や
仏
道
全
体
へ
の
繋
が
り
を
確
立
さ
せ
る
「
秘
術
」
な
の
で
あ
り
、「
不
動
智
仏
」
へ

の
通
路
を
見
出
す
よ
う
な
観
法
で
は
な
い
。

　
李
通
玄
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
従
来
教
学
に
拡
張
要
素
を
見
出
し
な
が
ら
も
、
そ
の
「
光
明
」
の
中
に
明
恵
が
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も

の
は
、「
不
動
智
仏
」
の
よ
う
な
対
象
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

5
　「
図
印
」
と
「
仏
光
観
」
の
通
路

　『
入
解
脱
門
義
』
に
お
い
て
目
に
つ
く
の
は
、
や
は
り
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
「
図
印
」
で
あ
る
。
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一
七

（
20
）

　
明
恵
は
自
ら
作
成
し
た
こ
の
「
図
印
」
に
つ
い
て
、

此
の
文
（
図
印
の
文
言
）
は
、
五
位
の
法
門
を
総
括
し
、
十
仏
の
境
界
を
該
羅
す
。
直
至
道
場
の
宝
乗
、
現
身
成
仏
の
秘
術
な
り）

1（
（

と
評
し
て
お
り
、
前
節
に
お
い
て
引
い
た
「
仏
光
観
」
と
同
じ
よ
う
な
「
秘
術
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
図
印
」
の

方
で
は
、「
現
身
成
仏
」
と
い
う
表
現
ま
で
な
さ
れ
る
。

　
こ
の
「
図
印
」
は
、
中
央
に
掲
げ
ら
れ
た
三
枚
の
札
の
よ
う
な
長
方
形
の
内
、
中
央
の
「
文
殊
毘
盧
遮
那
普
賢
尊
」
か
ら
始
ま
り
、
そ

こ
か
ら
延
び
て
い
る
線
を
辿
っ
て
、
向
か
っ
て
左
の
「
自
性
普
光
明
無
作
大
智
」
へ
進
み
、
続
い
て
線
の
通
り
に
向
か
っ
て
右
側
の
「
空

智
慧
光
明
普
見
法
門
」
を
通
っ
て
、
上
方
の
「
憶
念
一
切
諸
仏
智
慧
光
明
法
門
」
へ
と
い
う
順
に
読
ん
で
い
く
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
の
「
図
印
」
で
は
終
点
扱
い
と
な
っ
て
い
る
上
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
明
恵
は
、
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華
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開
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限
界
点
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松
波
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一
八

次
に
上
方
の
一
行
は
、
即
ち
初
発
心
住
の
念
仏
三
昧
解
脱
門
の
名
字
な
り）

11
（

と
し
て
お
り
、「
初
発
心
住
」、
す
な
わ
ち
「
十
住
」
位
の
初
段
階
で
あ
る
「
発
心
住
」
に
あ
て
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
図
印
」
の
流

れ
の
行
く
先
は
、「
十
住
」
の
初
段
会
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
踏
ま
え
る
と
、
次
の
一
連
を
理
解
し
や
す
い
。

一
乗
教
に
約
す
に
、
中
央
の
三
行
は
人
に
約
さ
ば
因
果
不
同
な
り
と
雖
も
、
法
に
約
さ
ば
此
の
因
果
義
を
以
て
一
乗
十
信
法
を
成
ず
。

故
に
即
ち
此
の
空
智
慧
門
を
以
て
十
信
の
終
心
と
為
し
、
諸
仏
境
界
智
慧
門
を
以
て
初
発
心
住
と
為
す
。
即
ち
此
の
中
央
三
段
を
以

て
皆
な
能
入
門
と
為
し
、
上
方
発
心
住
に
入
ら
ば
、
即
ち
初
発
心
時
便
成
正
覚
の
義
な
り）

11
（

　
中
央
部
の
三
列
は
、
総
体
と
し
て
「
十
信
」
に
相
当
し
、
そ
こ
か
ら
上
方
の
「
十
住
」
の
初
心
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
流
れ
が
明
確

に
な
る
。
し
か
も
、
上
方
に
は
「
初
発
心
時
便
成
正
覚
」
と
い
う
華
厳
宗
の
設
定
す
る
「
初
心
即
成
」
の
ポ
イ
ン
ト
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ

れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
明
恵
は
、「
十
住
」
位
に
お
け
る
「
初
心
即
成
」
と
い
う
法
蔵
に
も
、
李
通
玄
に
も
共
通
す
る
、
い
わ
ば
、『
華
厳
経
』
か
ら
引

き
出
さ
れ
る
教
学
的
な
通
例
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
法
蔵
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
華
厳
宗
の
教

学
に
は
無
い
、
李
通
玄
の
「
仏
光
観
」
を
取
り
入
れ
、「
十
信
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
義
が
拡
張
さ
れ
る
よ
う
な
解
釈
を
採
用
し
た
。

た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
、
李
通
玄
に
特
徴
的
な
「
不
動
智
」
ま
で
は
取
り
入
れ
ず
、「
図
印
」
の
中
央
に
は
、
従
来
の
華
厳
宗
で
も
形
成

さ
れ
た
「
毘
盧
遮
那
仏
」、「
文
殊
菩
薩
」、「
普
賢
菩
薩
」
の
「
三
聖）

11
（

」
を
配
置
し
た
。
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一
九

　
李
通
玄
の
思
想
や
「
仏
光
観
」
を
導
入
し
、
独
自
の
図
印
を
創
出
す
る
よ
う
な
明
恵
の
手
法
は
、
一
見
す
る
と
大
胆
な
改
変
と
い
う
印

象
を
受
け
る
が
、
そ
の
内
実
か
ら
す
る
と
、「
初
心
即
成
」
の
基
軸
は
崩
さ
ず
、
李
通
玄
に
関
し
て
も
「
不
動
智
仏
」
関
連
ま
で
は
導
入

せ
ず
と
い
う
形
で
、
従
来
の
基
本
的
な
宗
派
の
教
学
構
造
は
崩
さ
ず
に
可
能
な
限
り
の
拡
張
を
加
え
て
い
る
と
い
う
様
相
が
見
え
て
く
る
。

6
　「
仏
光
観
」
と
い
う
一
手

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
明
恵
の
教
学
解
釈
の
狙
い
は
、
何
で
あ
っ
た
の
か
。
菩
薩
の
五
十
二
位
と
い
う
巨
大
な
構
造
に
何
を
し
よ
う

と
し
た
の
か
。

　
こ
れ
ま
で
引
用
し
て
き
た
箇
所
に
も
、「
五
位
の
法
門
を
総
括
」、「
五
位
を
一
念
に
攝
し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
よ
う
に
、「
十
信
」

か
ら
「
十
地
」
ま
で
の
菩
薩
道
の
主
要
部
を
一
括
り
に
す
る
意
図
が
あ
る
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

唯
だ
此
の
五
段
四
対
法
門
の
名
義
を
知
り
、
信
住
一
対
の
入
門
を
弁
ぜ
ば
、
修
行
自
足
す
べ
し）

11
（

心
［
信
位
な
り
］
と
境
［
十
住
な
り
］
の
合
し
て
、
能
［
信
位
な
り
］
所
［
十
住
な
り
］
無
二
な
る
が
故
に
。
初
［
信
位
な
り
］
後

［
十
住
な
り
］
不
同
な
る
こ
と
無
し
。
初
発
心
時
便
成
正
覚
は
相
好
及
び
神
通
と
を
論
ぜ
す）

11
（

な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
焦
点
は
、「
信
住
一
対
」、「
信
住
不
同
」、
す
な
わ
ち
「
十
信
」
と
「
十
住
」
の
結
合
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
に
あ
る
。

　
従
来
の
教
学
上
、「
初
発
心
時
便
成
正
覚
」
の
文
言
で
示
さ
れ
る
「
初
心
即
成
」
が
「
十
住
」
の
位
に
あ
る
と
い
う
な
ら
、
そ
の
地
点
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点
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（
松
波
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二
〇

を
強
引
に
「
十
信
」
や
凡
夫
の
立
場
ま
で
引
き
下
げ
る
よ
う
な
こ
と
を
明
恵
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
試
み
た
の
が
、「
十
信
」
位
を
重

視
す
る
意
義
づ
け
で
あ
る
が
、「
五
位
の
法
門
を
総
括
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
あ
る
も
の
の
、
全
て
「
十
信
」
だ
け
で
解
決
さ
せ
て
し

ま
う
よ
う
な
大
掛
か
り
な
改
変
ま
で
は
し
て
い
な
い
。「
十
信
」
か
ら
み
れ
ば
、
た
だ
一
つ
上
に
あ
た
る
「
十
住
」
と
の
繋
が
り
を
確
た

る
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
わ
ず
か
な
が
ら
「
初
心
即
成
」
へ
の
道
を
近
づ
け
た
の
で
あ
る
。
明
恵
に
と
っ
て
は
、
そ
の
た
め
の
「
仏
光

観
」
で
あ
っ
た
。

　『
入
解
脱
門
義
』
以
外
の
「
仏
光
観
」
関
連
の
著
述
、『
華
厳
仏
光
三
昧
秘
法
蔵
』
に
も
や
は
り
、

今
、
信
位
に
居
て
、
修
行
時
は
即
ち
発
心
住
入
心
な
り
。
所
得
の
果
は
即
ち
仏
智
慧
家
に
生
ず
る
な
り）

11
（

と
い
う
言
葉
が
あ
り
、「
信
位
」
か
ら
の
「
発
心
住
入
心
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
明
恵
が
〈
教
学
〉
と
い
う
楼
閣
に
投
じ
た
の
は
、
規
模
と
し
て
は
そ
う
大
き
く
は
な
い
〈
一
手
〉
で
あ
っ
た
。
過
去
の

教
学
を
把
握
し
、（
時
代
と
し
て
は
古
い
が
）
新
し
い
立
場
を
導
入
し
て
、「
図
印
」
を
創
出
し
て
、
あ
る
程
度
の
分
量
の
著
述
も
作
成
し
、

も
ち
ろ
ん
、
日
頃
の
修
行
も
欠
か
さ
ず
こ
な
し
な
が
ら
、
明
恵
が
〈
教
学
〉
に
刻
ん
だ
〈
一
手
〉
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
わ
ず
か
な
規
模

で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
が
〈
教
学
の
発
展
〉
で
あ
り
、
明
恵
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
で
も
大
き
な
一
撃
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　『
華
厳
金
師
子
章
光
顕
抄
』
と
い
う
著
述
で
は
、
明
恵
は
た
っ
た
一
文
字
の
違
い
に
こ
だ
わ
り
、
そ
こ
に
意
義
を
読
み
取
る
と
い
う
作
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開
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波
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二
一

業
も
行
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
著
述
は
、
法
蔵
の
『
華
厳
金
師
子
章
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
注
釈
を
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、〈
教
学
〉

と
し
て
遺
さ
れ
た
文
献
に
対
す
る
明
恵
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
一
字
の
違
い
に
意
味
を
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
過
去
の

文
献
を
リ
ス
ペ
ク
ト
し
、
そ
こ
に
必
ず
何
か
あ
る
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
明
恵
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
で
も
華
厳
宗
の
〈
教
学
〉
を
進
め
た
。
そ
れ
は
、
確
か
に
一
つ
の
成
果
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
の
地
平
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
、〈
教
学
〉
の
発
展
に
残
さ
れ
た
、
わ
ず
か
な
陽
光
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
仏
教
に
お
い
て
、〈
教
学
〉
が
言
葉
に
よ
る
理
屈
の
精
華
で
あ
る
以
上
、
そ
の
思
想
に
と
っ
て
重
要
な
重
石
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
た
だ
、
一
定
以
上
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ
た
状
態
ま
で
達
す
る
と
、
追
加
の
余
地
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
明
恵
は
そ
こ
に
一
手
を

刻
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
従
来
の
工
法
は
そ
ろ
そ
ろ
限
界
を
越
え
つ
つ
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
も
、
仏
教
の
思
想
は
展
開
を
続
け
た
。

　
停
止
す
る
ど
こ
ろ
か
、「
鎌
倉
時
代
は
新
た
な
画
期
」
に
な
っ
た
と
、
研
究
者
た
ち
が
口
を
揃
え
る
ほ
ど
に
。

　〈
教
学
〉
に
余
地
を
探
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
重
石
と
し
て
の
荷
重
を
軽
く
し
な
が
ら
、
別
の
地
平
に
〈
思
想
〉
を
構
築
す
る
。
そ
れ

は
、
明
恵
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
対
岸
の
出
来
事
に
よ
う
に
見
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

註（
1
）　「
十
信
」
か
ら
「
十
地
」
ま
で
の
概
要
（
名
称
）
を
記
せ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　「
十
信
」：
願
心
、
戒
心
、
回
向
心
、
護
法
心
、
不
退
心
、
定
心
、
慧
心
、
精
進
心
、
念
心
、
信
心

　
　
　「
十
住
」：
発
心
住
、
治
地
住
、
修
行
住
、
生
貴
住
、
具
足
方
便
住
、
正
心
住
、
不
退
住
、
童
真
住
、
法
王
子
住
、
灌
頂
住

　
　
　「
十
行
」：
歓
喜
行
、
饒
益
行
、
無
瞋
根
行
、
無
尽
行
、
離
癡
乱
行
、
善
現
行
、
無
著
行
、
貴
重
行
、
善
法
行
、
真
実
行

　
　
　「
十
廻
向
」：��

救
護
一
切
衆
生
離
衆
生
相
廻
向
、
不
壊
一
切
廻
向
、
等
一
切
諸
仏
廻
向
、
至
一
切
処
廻
向
、
無
尽
功
徳
蔵
廻
向
、
随
順
一
切
功
徳
廻

研究年報68_責了.indb   21 2022/02/21   13:23



明
恵
に
お
け
る
〈
華
厳
教
学
〉
と
、
そ
の
思
想

　
～
教
学
展
開
の
限
界
点
～
（
松
波
）�

二
二

向
、
等
心
随
順
一
切
衆
生
廻
向
、
真
如
相
廻
向
、
無
縛
無
著
解
脱
廻
向
、
入
法
界
無
量
廻
向

　
　
　「
十
地
」
：
歓
喜
地
、
離
垢
地
、
発
光
地
、
焔
光
地
、
難
勝
地
、
現
前
地
、
遠
行
地
、
不
動
地
、
善
想
地
、
法
雲
地

（
2
）　
配
当
す
る
形
は
、
次
の
通
り
（
※
「
六
十
華
厳
」
の
場
合
）。

　
　
　「
十
住
」：
⑨
仏
昇
須
弥
頂
品

　
⑩
菩
薩
雲
集
妙
勝
殿
上
説
偈
品

　
⑪
菩
薩
十
住
品

　
⑫
梵
行
品

　
⑬
初
発
心
菩
薩
功
徳
品

　
⑭
明
法
品

　
　
　「
十
行
」：
⑮
仏
昇
夜
摩
天
宮
自
在
品

　
⑯
夜
摩
天
宮
菩
薩
偈
品

　
⑰
功
徳
華
聚
菩
薩
十
行
品

　
⑱
菩
薩
十
無
尽
蔵
品

　
　
　「
十
廻
向
」：
⑲
如
来
昇
兜
率
天
宮
一
切
宝
殿
品

　
⑳
兜
率
天
宮
菩
薩
雲
集
讃
仏
品

　
㉑
金
剛
幢
菩
薩
廻
向
品

　
　
　「
十
地
」：
㉒
十
地
品

（
3
）　『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
以
下
『
大
正
蔵
』）
七
二
巻
、
七
四
Ｃ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
）

（
4
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
七
六
Ｃ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
）

（
5
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
七
四
Ｂ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
、
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
）

（
6
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
七
四
Ｂ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
、
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
）

（
7
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
七
六
Ｃ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
、
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
）

（
8
）　「
八
十
華
厳
」
の
場
合
の
、「
十
住
」
か
ら
「
十
地
」
の
配
当
は
、
次
の
通
り
。

　
　
　「
十
住
」：
⑬
昇
須
弥
山
頂
品

　
⑭
須
弥
頂
上
偈
讃
品

　
⑮
十
住
品

　
⑯
梵
行
品

　
⑰
初
発
心
功
徳
品

　
⑱
明
法
品

　
　
　「
十
行
」：
⑲
昇
夜
摩
天
宮
品

　
⑳
夜
摩
宮
中
偈
讃
品

　
㉑
十
行
品

　
㉒
十
無
尽
蔵
品

　
　
　「
十
廻
向
」：
㉓
昇
兜
率
天
宮
品

　
㉔
兜
率
宮
中
偈
讃
品

　
㉕
十
回
向
品

　
　
　「
十
地
」：
㉖
十
地
品

（
9
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
七
五
Ａ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
）

（
10
）　『
大
正
蔵
』
三
五
巻
、
一
七
二
Ａ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
、
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
）

（
11
）　『
大
正
蔵
』
三
五
巻
、
一
七
五
Ｂ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
、
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
）

（
12
）　『
大
正
蔵
』
三
五
巻
、
一
七
六
Ｃ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
、
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
）

（
13
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
七
四
Ｂ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
）

（
14
）　『
大
正
蔵
』
三
六
巻
、
七
六
三
Ｂ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
）
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明
恵
に
お
け
る
〈
華
厳
教
学
〉
と
、
そ
の
思
想

　
～
教
学
展
開
の
限
界
点
～
（
松
波
）�

二
三

（
15
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
七
五
Ａ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
、
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
）

（
16
）　『
大
正
蔵
』
三
六
巻
、
八
一
九
Ｂ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
、
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
）

（
17
）　『
大
正
蔵
』
三
六
巻
、
八
一
九
Ｂ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
）

（
18
）　『
大
正
蔵
』
三
六
巻
、
八
八
三
Ｂ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
）

（
19
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
七
四
Ｂ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
、
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
）

（
20
）　『
大
正
蔵
』（
七
二
巻
、
七
四
頁
）
に
記
載
の
図
印
を
筆
者
が
本
稿
用
に
モ
デ
リ
ン
グ
し
た
。

（
21
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
七
七
Ｃ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
、
括
弧
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
）

（
22
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
七
八
Ａ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
）

（
23
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
七
八
Ａ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
）

（
24
）　「
三
聖
」
の
形
に
つ
い
て
は
、
特
に
中
国
華
厳
宗
第
四
祖
に
数
え
ら
れ
る
澄
観
（738

─839

）
が
重
視
し
た
。

（
25
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
八
三
Ｃ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
）

（
26
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
八
三
Ａ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
、［

　
］
内
は
割
注
）

（
27
）　『
大
正
蔵
』
七
二
巻
、
八
八
Ａ
（
原
漢
文
、
本
稿
筆
者
に
よ
る
書
き
下
し
）
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