
華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

華

厳
経

に
於

け
る
須

弥
山

思
想

の
受
容

ー
大
仏
蓮
弁
毛

彫
の
思
想
史
的
背
景
ー

平

岡

定

毎、7

一

大
仏
の
蓮
弁
に
彫
ら
れ
た
天
平
創
建
時
の
毛
彫
に
つ
い
て
、
そ
の
多
く
の
人
々
は
蓮
華
蔵
世
界
を
画
け
る
も
の
と
し
て
専
ら
華
厳
経
の
経
典

に
も
と
づ
き
こ
れ
を
理
解

し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
が
多

い
。

そ
し
て
家
永
三
郎
氏
は
銅
座
陰
刻
図
が
鑑
真
を
巾
心
と
す
る
梵
網
経

の
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
し
て
、
仏
身
に
つ
い
て
は
華
厳
経
的
立
場
を
支
持
し

つ
つ

も

こ
の
毛
彫
に

つ
い
て
は

「
大
仏
造
立
当
初

の
精
神
の
忠
実
な
継
承
で
あ

っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な

い
」
と
し
て
①
否
定
的
見
開
を
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
近
時
、
狭
川
宗
玄
氏
は
東
大
寺
大
仏
蓮
弁
毛
彫
蓮
華
蔵
世
界
私
考

の
な
か
で
こ
の
毛
彫
の
思
想
史
的
根
拠
と
し
て

「
後
世
の
華
厳
教
学
的
な
立
場

に
依

る

こ
と
な
く
、

梵
網
経
及
び
華
厳
経

の
所
説
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
二
十
五
段

の
界
線
は
、

倶
舎
論

で
説
く
色
界
十
七
天
に
よ
る
三
界
説
に
よ
る
」
②
と
述

べ
、
そ
の
論
注

の
な
か
で

「
大
仏
蓮
弁

の
蓮
華
蔵
肚
界
は
何
経
に
依

っ
て
毛
彫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
事
は
、
古
来
異
説
の
あ

っ
た
処

で
、
こ
の
問
題
は
大
仏
即

ち
毘
盧
舎
仏
が
、
梵
網
経
の
教
主
か
、
華
厳
経
の
教
主
か
を
解
決
す
る
電
大
な
鍵
と
な
る
も
の
で
あ

っ
た
」
と
、

こ
の
、
毛
彫
の
示
す
教
学
史
的
意
義
を
高
く
評
価
し
て

い
る
。

し
か
し
私
は
い
ま

の
蓮
弁
の
示
す
意
義
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
イ
ン
ド
古
代
よ
り
発
生
し
た
須
弥
山
思
想
に
対
す
る
華
厳
的
理
解
で
あ
る
点
に
注
目
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ

っ
て
、
先
の
論
説

の
如
き
は
あ
ま
り
に
も
近
視
眼
的
理
解

に
傾
い
て
い
る
た
め
、
そ
の
考
証

の
具
体
性

に
欠
け

て
い
る
点
が
多
い
。
よ

っ
て
こ
の
た
め
本
論
を
も

っ

て
さ
ら
に
分
折
し
、
さ
ら
に
考
察
を
加
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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①

上
代
仏
教
思
想
史
研
究

二
四
八
頁

⑨

寧
楽
仏
教
の

一
断
面
ー
東
大
寺
蓮
弁
毛
彫
蓮
華
蔵
世
界
私
考
、
狭
川
宗
玄

へ南
都
仏
教
第

一
号
所
収
)

二
、

須
弥
山
思
想

の
発
生

大
仏
蓮
弁

に
画
け
る
七

つ
の
須
弥
山

に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
解

の
関
係
よ
り

一
ケ
の
須
弥
山
と
三
十
三
天
及
び
釈
迦
を
画

い
て
成
立
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
理

解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①

し
か
し
、

こ
の
須
弥
山

の
原
流

に
つ
い
て
は
、
や
は
り
イ

ン
ド
神
話
等
に
発
生
を
求
あ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
し

て

霊
σQ
<
①合

(梨
倶
吠
陀
)

を
中
心
と
し
て
B

C

一
五
〇
〇
年
に
成
立
し
た
イ
ン
ド
人
の
神
話
的
宇
宙
観
の
な
か
に
は
、
イ

ン
ド
ア
ー
リ
ア
人
が
牧
畜
を
セ
と
し

て
生
業
を

い
と
な
ん
で
い
た
関
係

に
よ
り
そ
の
生
活
の

繁
栄
と
敵
に
対
す
る
降
伏

を
祈
願
す
る
た
あ
に
も
、
宇
宙

の
萬
象
を
自
身

の
運
命
と
も
合

一
し
て
、
神
に
祈
る
こ
と
に
よ

っ
て
神

の
カ
に
よ

っ
て
生
命

や
生
活
を
約
束
さ

れ
る
と
考
え

た
。

そ
し
て
自
然
現
象
を
神
格
化
し
、

殊
に
天
休
現
象
の
不
思
議

に
感
激

し
て
種

々
の
神
を
成
立
さ
し
た
。

そ
の
基
本
的
構
成
は
、
蒼
空
の
萬
有

を
蔽

っ

て
、
天
体
の
運
行
を
認
め
、
そ
の
時
刻

の
誤
ら

な
い
こ
と
を
以
て

く
霞
仁
密

は
宗
教
に
対
す
る

勾
B

を
あ
ら
は
す
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
太
陽
の
存
在
を
認
め
、

こ
れ
を

o。
帥
蔓
P

≦

け「斜

ω
碧
葺
5

勺
窃
餌
P

≦
ω目

等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
神
格
化
し
て

些
αq
<
鋤
巳

は
イ

ン
ド
人
の
太
陽
の

神
話
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
彼

等
ア
ー
リ
ア
人
の
農
耕
や
牧
畜
に
直
接
影
響
を
与
え
る
の
は
太
陽
よ
り
む
し
ろ
気
流
現
象
で
あ

っ
て
、
そ
の
た
め
に
も
そ
れ
を
支
配
す
る
神
と
し
て

く
錯

二

く
風
神
)
や
勺
9
「す
妻

醤

(雨
神
)
が
重

ん
ぜ
ら
れ
、
特

に
雷
霊

の
支
配
者
と
し
て
、
ま
た
イ

ン
ダ

ス
河
の
豊
饒
な
沃
地
と
、
そ
の
河

の
も

つ
防
衛
的
役
割
か
ら
し
て
も
、

【巳
箪

(イ

ン
ド
ラ
)
は
天
空
地

の
諸
神

の
中

に
於
て
第

一
位
の
神
界
の
中
心
的
地
位
を
獲
て
い
る
。

こ
の

ぎ
α
轟

こ
そ
因
陀
羅
と
も
帝
釈
天
と
も
訳
し
て
、
勇
決
の
義
を
以
て
、
天
帝
、
天
主
の
位
置
を
与
え
ら
れ
、

須
弥
山
頂
の
切
利
天

(辞『9
》N餌
ω
再「一「「P餌
oo)
善
見
城

に

住
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
吠
陀
の
信
仰
で
は
天
神
か
ら
次
に
空
神

(気
流
現
象
の
支
配
者
)
に
移

つ
り
、
地
上
の
諸
神

の
信
仰
に
移

っ
つ
て
、
天
空
地

の
現
象

に
即
し
て
無
数
の

庶
神
、
雑
神
、
悪
鬼
、
羅
刹
を
鉄
囲
山

の
山
腹

の
凹
地

に
配
し
、
地
下
に
は
悪
鬼

の
住
す

る
処
と
し
て
地
獄
を
求
め
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
神

の
存
在

は
、
種
々
の
天
然

華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

一一一19一
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華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

現

象
を
支

配
し
、
相

互
に
諸
神
は

人
間

の
味
方

と
な

っ
た
り
、
敵

と
な

っ
て
運

命
を
司

さ
ど
り
、

こ

こ
に
古
代

イ

ン
ド
人
は
神

と
人
と

の
通
路

を
開

い
て

い
く
方
法

に
於

い

て
種

々
の
儀

礼

や
祈
祷

、
ま
た
供
養
法

な
り
究
術

等

が
案

出
さ
れ

て
神
意
を
動

か
す
秘
法

と
も

な

っ
て

い
た
。
②

こ
の

く
巴
僧

の
讃

歌

に
は

こ
の

こ
と
を
う

た

っ
て
次

の
如

く
述

べ
て

い
る
。

「
わ

れ
今
宣

ら

ん
ヴ

ア
ジ

ユ
ラ

(
イ

ン
ド
の
武

器

、

電
撃

)
手

に
持

つ
イ

ン
ド
ラ
が
、
最
初

に
た

て
し
勲
業

を
、
彼

は

ア

ヒ

(水

を
堰
き
と

め
る
蛇
形

の
悪
魔

ヴ
リ

ト

ラ
)
を
殺

し
、
水

〔
路
〕

を
切
り
開
き
、
山
腹

を
穿

て
り
。
」

「
震

う
大
地

を
う
ち
固

め
、
揺
ら
ぐ
山

々
を
と
り
静

め
、
天
も
安

け
く
支

え
た
り
。
虚
空

の
果

て

を
測
り

て
は
、
そ

の
拡

が
り
を

い
や
増

し

つ
、

そ

の
神

の
名
は

イ

ン

ド

ラ
天
」

「
悪
魔

ア

ヒ

(ヴ
リ

ト
ラ
)

を
殺
し

て
は
、
七
河

の
流

れ
沿

々
と
、

ウ

ア
ラ

(悪
魔

の
名
)

の
囲

み

を
破

り

て
は
、
群

れ
な
す
牛

を
奪

還
す
。
雲

ま

に
火

(電

光
)
を

生

む
戦

の
猛
者

、
そ

の
神

の
名

は
イ

ン
ド
ラ
天
」

「
馬

・
牛

・
戦
車

・
村

人
も

、

彼

の
指

示

に
従

い

つ
、

曙

つ
ぐ
る
暁
紅

も
、

天
翔
け

る
日
も
彼

生

み
き
水

の
流

れ

の
道
し

る

べ
、

そ
の
神

の
名

は

イ

ン
ド
う
天
」
③

も

ち
ろ

ん
こ
の
神
話

の
歌

は
、

一
雷
光

の
神
格

化

で
も
あ

り
、

水

を
支

配
す
る
川

を
も
意
味

す

る
と
同

時

に
、
反
面

イ

ン
ド
に
ア

フ
ガ

ニ
ス
タ
ー

ン
よ
り

ヒ

ニ
ド
ウ
ー

ク

シ

ュ
山
脈

を
越

え

て
イ

ン
ダ

ス
の
河
上
流

の
地

域

に
侵
入

し
た
彼
等

の
讃

歌

で
も
あ

っ
た
。

そ
し

て
先
住

民
族
を
悪
魔

化
し
、
沃
地

を
奪

取
す

る
姿

で
も
あ

っ
た
で
あ

ろ
う

が
、

こ
の
イ

ン
ダ

ス
の
神

イ

ン
ド

ラ
が

イ

ン
ド
創

造
神

と
し
て
不
動

の
地

位
を

ア
ー
リ

ア
人

の

バ
ラ

モ
ン
達

に
よ

っ
て
与

え
ら

れ
た
と
も

い
え
る
。

須

弥
山
図

に
於

け
る
帝
釈

天

の
地
位

は
、

仏
教

の
発

展

以
前

に
お

い
て
か
く
も
組
識

立

て
て
、
存

在

し
た

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
よ
う
な

ア
ー
リ
ア
人

の
古
代

イ

ン
ド

の

神

話
作

成

の
結
果
、

そ
れ
は
釈
尊

当
時

の
イ

ン
ド

の

バ
ラ

モ
ン
思
想

の
中

に
も
強
く
存

在
し
、
民

衆

の
考

え
方
造

物
主

に
関
す
る
宇
宙
観

と
し

て
大

き
な
力
を
持

っ
て

い

た
た

め

に
こ
れ

を
無
視

す

る
こ
と
も

で
き

な
か

っ
た

で
あ

ろ
う
と
考

え
ら

れ
る
。

こ
と

に
ヴ

ェ
ー
ダ
の
な

か
に
あ

ら
わ
れ

る
多
数

の
神

々
は
ユ
o
箪

「
天
的

な
る
も

の
」

の
地

位

を
与

え
ら

れ
、

漢

訳
経
典

で
は

天

と
翻

訳
さ
れ
た
。

そ
れ
は

「
投
射
す

る
」

と
か

「
輝

く
」

と

の
意
味

で
、
そ
れ
ら

の
神

々
は
、
天

・
空

・
地

の
三
界

に
配
分

さ
れ
、

そ

の
数
は
通
常

三
十

三
神

と

い
わ
れ

て
い
る
。

そ
し

て
神

々
は
偉

大

な
る

人
間

と
し

て
表

象

さ
れ
、

人
間
的

弱
点

す
ら
伴

な
う
も

の
と
考

え
ら
れ

て

い
る
。

人
間

の
苦
楽

は
神

の
仕
事

に
依
存
す

る
も

の
と
考

え
ら
れ
、
神
は
邪

悪
な
人
間

を
罰

す

る
と
共

に
、

罪

の

つ
ぐ

な

い
を
す

る
入

に
は

こ
れ
を

ゆ

る
す

と
さ
れ

て

い
る
。

そ
し

て
神

に
対

し
て

の
人
間

の
希

望
は
、

財

宝

・
利
益

・
家
畜

・
健
康

・
長
寿

・
名
声
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・
繁

栄

・
子
孫

・
勝
利

を
決

め
、

そ

の
反

面
、

苦
痛

、

困

難

、

不
幸

、

危

害
、

病

気

な
ど

よ
り

の
が
れ

よ
う
と

し
て

こ
れ

ら

の
神

々
に
祈

願
を

こ
め

る
立
場

に
あ

っ

た
。
④

そ
し

て
こ

の
よ
う

な
古
代

イ

ン
ド

の
神

話
的
宇

宙
観

が
、
須
弥

山

思
想

の
構
成

に
大

き

な
要

因
と

な

っ
た

こ
と

は
否
定

で
き

な

い
。

そ
し

て
そ
れ
が

、
釈

尊

入
滅

百

年
後

の
第

一
次
結

集

の
な

か
に
説

か
れ
た

と

い
う
長

阿
含
経

の
な
か

に

こ
の
組
識

的
な

ヴ

ェ
ー
ダ

時
代

の
宇
宙

観
が
、

吸
収

さ
れ
、

そ
れ
は

仏
教
的

宇
宙

観
と
し

て
発

展

し

て
、

さ
ら

に
倫

理
的

な
性
格

を
加
味

し

て
須

弥
山

思
想
と

し

て
再

登
場

し

て
く

る
。

①

大
仏
蓮
弁
拓
影

②

印
度
思
想
史

木
村
泰
賢

リ
グ
ヴ
エ
ー
ダ
の
哲
学
、
参
照

③

ヴ

ェ
ー
ダ
ー
、
ア
ヴ

ェ
ス
タ
ー
世
界
古
典
文
学
全
集

イ
ン
ド
ラ
の
歌

④

イ
ン
ド
哲
学
史

金
倉
円
照

ヴ

ェ
ー
ダ

の
宗
教
と
思
想
、
参
照

二
、

須

弥

山

説

の

変

遷

仏
教
の
示
す
宇
宙
論
に

つ
い
て
は
、
そ
の
人
生
論
と
交
錯
し
て
い
る
た
め
に
、

二
者
互
い
に
相
影
じ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

そ
の
構
成

に
つ
い
て
は
、
先

に
述

べ
た
如
く
イ
ン
ド
の
古
代
神
話
よ
り
発
生
す
る
も

の
で
あ

っ
た
が
、
か
か
る
婆
羅
門
を
中
心
と
す
る
宇
宙
観

に
つ
い
て
釈
迦
自
体

も

そ
れ
を
全
く
無
視
し
て
説
く
こ
と
は
か

へ
っ
て
民
衆
の
離
反
を
も
起

し
兼
ね
な
い
状
況
で
も
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
て
こ
の
古
代

の
字
宙
構
成
を
綜
合
的

に
指
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
長
阿
八,口経

に
含
ま
れ
た
宇
宙
観
を
さ
ぐ

っ
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
後

に
示
す
よ
う

な
倶
舎
論

の
や
う
な
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
初
期
の
部
派
仏
教

の
素
朴
な
あ
り
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

こ
と
に
宇
宙
の
広
大
さ
を
長
阿
含
経
に
へ,口
ま
れ
る
世
紀
経
閻
浮
提
品

で
は

「
如
下
一
日
月
周
二
行
四
天
下

一、
光
明
所
レ
照
、
如
レ
是
千
世
界
、

中
有
二
千
日
月

一、

千
須
弥

山
王
、
四
千
天
下
四
千
大
天
下
、
四
千
海
水
四
千
大
海
、
四
千
龍
四
千
大
龍
、
四
千
金
翅
鳥
、
四
千
悪
道
、
四
千
大
王
、

七
千
大
樹
、

八
千
泥
梨
、

十
千
大
山
千
閻
羅

王
、
千
四
天
王

千
切
利
天
、
千
焔
摩
天
、
千
兜
率
天
、
千
化
自
在
天
、
千
他
化
自
在
天
、
是
為
二巾
千
世
界
、
如
二
一
巾
千
世
界
一、
爾
所
中
千
千
世
界
是
為
二
三
千
大
千

世
界

一」
①

と
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
あ
と
で
須
弥
山
世
界
の
構
成
を
細
部
に
わ
た

っ
て
説

い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
構
成
は
た
だ
こ
の
閻
浮
提
州
品
の
み
な
ら
ず
、

欝
単
日
品
、
転
輪
聖
王
品
、
地
獄
品
、
龍
鳥
品
、
阿
須
倫
品
、
四
天
王
品
、
切
利
天
品
等
に
わ
た

っ
て
見
る
と
き
次
図

(第

】
図
)

の
如
き
構
成
と
な
る
。

華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容
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竃

華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

こ
の
宇
宙
構
成

に
つ
い
て
は
、
や
は
り
そ
の
原
流
と
し
て
、
釈
尊
以
前

に
発
達
し
た
イ
ン
ド
神
話

(前
掲
)
ま
た
つ
い
で
発
達
し
た

バ
ラ
モ
ン
の
世
界
観

の
構
成
を
無

視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
バ
ラ
モ
ン
の
世
界
観
に

つ
い
て
は
木
村
泰
賢
博
士
が
そ
の
著
「
小
乗
仏
教
思
想
論
」
で
述

べ
て
い
ら
れ
る
如
く
、

バ
ラ

モ
ン
経
典
の
な
か
の
プ
ラ
ー
ナ

(℃
二
轟
葛
)

に
属
す
る
種

々
の
書

に
あ
る
世
界
観
の
影
響
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②

そ
こ
で
は
宇
宙
を
上
界
と
下
界
と
に
分
け
、
そ
の
主
間
に
須
弥
山

を
以
て
上
界

へ
昇

る
階
梯
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

バ
ラ

モ
ン
教
の
世
界
観
で
は
、
天

部

(解
脱
者
の
住
す
る
浄
土
)
に
転
生
す
る
も
の
で
、
下
界
、
例
え
ば
地
獄
の
如
く
種

々
の
罪
悪
を
犯
し
た
も
の
が
、
そ
れ
相
応
の
下
層
地
獄
に
生
ね

て
、
自
己
の
生
前

の
罪
障
を

つ
ぐ
な
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
二
つ
に
区
分
し
て
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
自
分
の
父
母
を
殺
し
、
ま
た
は
婆
羅
門
を
殺
し
た
も
の
は
、
広
さ

一
万
由
旬

の
黒
縄
地
獄
に
於

て
熱
銅
を
以
て
毛
髪

の
数
程
苦
し
ま
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
代
宗
教
に
於
け
る
倫
理
思
想
は
三
界

の
思
想
の
宇

宙
構
造
に
は
そ
の
ま
ま
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。

ま
た

バ
ラ
モ
ン
教
で
・い
う
須
弥
頂
上
の
切
利
天

(↓
轟
旨
。゚
樽「冒
の曽
)
の
三
十
一一一天
に
つ
い
て
も
こ
の
教

の
世
界
観

で
は
も
と
は
造
物
主
た
る
梵
天
が
巾
心
で
あ

っ
た
が

仏
教

の
須
弥
山

(7昌
げ
画
ω
⊆
【=
①
「二
)
の
上

の
切
利
天
で
は
梵
天
よ
り
帝
釈
天

(留
ζ
9
あ
る
い
は

Q。
葵
茜
α
①
轟
鼠
∋
冨
紆
β。
)

に
重
点
が
置
き
か
え
ら
れ
、
梵
天
は
十
二
天

宮

の
中

の
梵
加
夷
天
宮
に
移
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
や
は
り
須
弥
山

の
中
腹
に
四
天
王
天
を
存
在
さ
す
必
要
か
ら
も
切
利
天
と
の
関
餅

の
も
と
に
、
三
十

三
天
の
中
央
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

帝
釈

天

の

「
恵

み
深

き
も

の
」

と
し
て

の
地

位
を

よ
り

高
く
釈

尊

は
認
め
た

た
め

で
あ

ろ
う
。

そ
し

て
梵

天
を
遊

離
さ

せ
る

こ
と

に
於

て

バ
ラ

モ

ン
教

を
離
脱

す
る

に
足

る
超
越

性

を
旦
ハ備
し

て

い
る
も

の
と
し

て

の
自
覚

が
高

ま

っ
た
も

の
と
も

理
解

で
き

る
。

そ
し

て
も

と
も

と

イ

ン
ド
の
造
物

主

で
あ

っ
た
ブ

ラ
フ

マ
ン

(梵

天
11
しU
蚕
げ
ー

§
巷

)

は
仏
典

の
中

で
は

そ
の
光

明
、
不

死

の
力

は
も

は

や
与

え
ら

れ
ず
、
単

に
仏
陀

に
帰
依

す

る
善

神
と

化
し

て
し
ま
う
。

そ
し

て
イ

ン
ド
ラ

(
帝
釈

天
)

の
方

が
神

ヘ

ヘ

ヘ

へ

あ
る
じ

々
の
主
と
し
て
、
仏
教
の
教
え
る

「
耐
え
忍
ぶ
」
と

い
う
徳
を
持

っ
て
い
る
も

の
と
し
て
切
利
天

の
主
と
し
て
君
臨
す
る
に
到

っ
た
の
で
あ
る
。
③

仏
教

の
須
弥
山

の
構
想

に
於

て
は
、

バ
ラ

モ
ン
教
世
界
観
を
大
き
く
転
回
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
よ
う
目
的
は

「
諸
善
奉
行
」
と

「
諸
悪
莫
作
」
の
根
本
的
な
十
善
行

に
対
す
る
解
決
を
こ
の
世
界
図
を
中
心
と
し
て
階
層
的
に
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
上
天
思
想
と
堕
地
獄
思
想
を
交
錯
し
て
当
時
の
イ

ン
ド
の
人
々
を
倫
理
的
に
悟
入
さ

せ
て
い
こ
う
と
い
う
努
力
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
須
弥
山
思
想
を
大
き
く
か
か
げ
て
い
る
も

の
と
し
て
は
大
楼
炭
経

・
起
批
因
本

経

・
長
阿
含
経
等
の
思
想
的
発
達
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
よ
り
明
と
な
る
。
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た
と
え
ば
大
楼
炭
経

に
も
、

転
輪
王
の
圏
土
統
治
に
つ
い
て

「
転
輪
王
以
正
法
行
為
政
現
、

不
転
善
現
、
行
十
善
惇
、
諸
教
小
国
王
、
傍
臣
左
右
人
民
、
奉
行
十
誇

事
、
転
輪

五
哀
念
諸
郡
国
入
民
、
如
父
、
哀
托
諸
国
人
民
、
受
敬
転
輪
王
如
予
愛
父
、
転
輪
王
治
下
、
閻
浮
利
地
平
正
無
有
高
ド
」
④
と
、
人
々
が
転
輪
聖
王
の
十
善

行
を
行
ず
る
こ
と
に
よ

っ
て
天
下
が
安
泰
と
な
る
と
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
王
者
は
す

べ
か
ら
く
十
諺
を
以
て
政
治
に
の
ぞ
む
べ
き
こ
と
を
意
味
づ
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
原
始
仏
教
経
典

に
於
て
か
か
る
倫
現
思
想
の
強
い
の
は
、

こ
の
転
輪
聖
王
品
と
、
そ
れ
と
対
称
的
な
地
獄
晶
、
さ
ら
に
は
人
々
の
転
生
を
説

い
た
部
類

に
多

い
。
も
し
身

ロ
意
の
三
業
が
清
浄

で
な
い
と
き
に
は
直
ち
に
唆
地
獄

の
憂
目
に
合
う
も

の
と
規
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
生
前

の
罪
悪
を
つ
く
な
う

べ
き
も

の
と
し
て
、
そ
の
過
去

の
悪

の
た
め
に
喧
地
獄
に
於
て
も
死
滅

こ
と
が
で
き
な

い
と
て

「
過
悪
未
尽
故
不
死
」
⑤
と

い
う
応
報
思
想
を
も

っ
て
地
獄
を
画
い
て
い
る
。

こ
の
楼
炭
経

の
思
想
は
、
起
世
経

に
な
る
と
さ
ら
に
高
め
ら
れ
て
い
る
。
地
獄
で
う
け
る
悪
業
の
む
く
い
に
つ
い
て
も

「
命
既
未
終
、
乃
未
尽
悪
不
善
業
、
及
以
人
身

所
作
来
者
、
皆
悉
具
受
」
⑥

と
そ
の
悪

の
よ

っ
て
き
た
る
処
を
追
求
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に

「
以
身
悪
行
、
口
意

悪
行
、
如
是
作
己
、
彼
因
縁
故
、
身
穣
命
終
、
当
堕
悪
趣
生
地
獄
中
」

「
以
身
善
行
、
口
意
善
行
、
如
是
作
己
、
彼
因
縁
故
、
身
穣
命
終
、
生
於
天
上
、
此
慮
識
滅
、
彼
天
上
識
初
相
続
生
」
⑦

と
、
善
行
を
修
す
る
も

の
は
天
L
界

一
、
悪
行

に
堕
す
る
も
の
は
地
獄
に
生
れ
か
わ
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
初
期
仏
教

に
於
け
る
小
乗
的
な
根
本
的
使
命
を
示

し
て
い
る
と

い
っ
て
い
い
。

こ
の
こ
と
は
長
阿
含
経
に
も
う
け

つ
が
れ
吸
収
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
こ
の
起
世
因
本
経
は
長
阿
含

の
世
記
経

の
別
行
異
訳
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ

し

て
東
方

の
ウ

ッ
タ
ラ
ク
ル
に
生
れ
る
人
の
因
級

に
托
し
て
人
間
の
善
悪
の
方
向
に

つ
い
て
述
べ
た
な
か
に
、

「
人
前
世
に
十
善
行
を
修
し
、
身
壌
命
終
し
て
欝
単
日
に
生
れ
た
る
な
り
。
寿
命
千
歳
に
し
て
不
増
不
減
な
り
。
是
の
故
に
彼

の
寿
命
千
歳
な
り
。
復
次
に
殺
生
す
る

者
は
悪
趣
に
堕
す
。
殺
さ
ざ
る
者
は
善
趣
に
生
ず
。
是
の
如
く
窃
盗
邪
淫
、
両
舌
悪
[
妄
言
綺
語
、
貧
取
嫉
妬
邪
見
な
る
者

は
悪
趣
中
に
堕
す
。
不
盗
不
婬
、
両
舌
悪

口
妄
語
せ
ざ
る
者
は
則
ち
善
趣
に
生
ず
。

華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容
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華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

も
し
く
は
不
殺
不
盗
不
婬
、
両
舌
悪
口
妄
語
綺
語
せ
ず
、
貧
取
嫉
妬
邪
見
せ
ざ
る
も

の
あ
ら
ば
、
身
壌
命
終
し
て
欝
単
に
生
じ
、
寿
命
千
歳
不
増
不
滅
な
り
」
⑧

こ
の
欝
単
日
州
人
の
善
な
る
性
格
に
照
ら
し
て
述
つ
て
あ
る
も
、

こ
の
十
善
行
は
善
趣
に
、
十
悪
行
は
悪
趣

に
と
の
思
想
は
初
期

の
小
乗
的
教
学
体
形

で
は
最
も
基
本
的

な
型
態
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
悪
趣

(地
獄
)
の
内
容
が
充
実
さ
れ
る
に
し
た
が

っ
て
よ
り
具
体
的
に
説
明
が
加
え
ら
れ
る
に
到

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
長

阿
含
を
通
じ
た
須
弥
山
思
想
と
善
趣

・
悪
趣

(
天
上

・
地
獄
)
の
思
想
が
統

一
整

理
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
の
が
倶
舎
論
で
あ
る
。

●oOo●000

長
阿
含
経
十
八
世
起
経
閻
浮
提
州
品
第

一

(大
正

一
、

一
、
二
四
頁
)

小
乗
仏
教
思
想
論

木
村
泰
賢

婆
羅
門
経
の
世
界
観

(特
に
物
器
世
間
に
つ
い
て
)

原
始
仏
教

の
思
想

中
村
元

神
々
と
宇
宙
、
二
〇
二
頁
参
照

大
楼
炭
経

第

】

(大
正

一
・
二
三

・
二
八
二
頁
)

同

右

第
二
、
二
八
四
頁

a

起
世
因
本
経

第
三
、
地
獄
品
中

(大
正
、
二
五
、
三
七
七
頁
b
)

同

右

第
七
、
三
十
三
天
品
中

(大
正
二
五
、
四
〇

一
頁

a
)

長
阿
含
第
十
八

世
記
経

欝
単
日
品

(大
正

一
、

=

九
頁
b
)

(国
訳

一
切
経
、
阿
含
部
七
、
三
七
九
頁
)

三
、
倶
舎
論

に
お
け

る
須
弥

山
思
想

さ
き
の
大
楼
炭
経
や
起
世
経
、
ひ
い
て
は
長
阿
含
経
(世
記
経
)
の
思
想
よ
り
起

こ
り
さ
ら
に
発
展
整
理
さ
れ
た
も
の
が
倶
舎
論
に
お
け
る
器
世
間
論
で
あ
る
。
特
に
、

第
十

一
の
分
別
世
間
品
第
三
の
四
、
五
で
は
そ
の
取
扱
ひ
に
お

い
て
さ
き
の
諸
経
典
と
の
相
異
が
見
ら
れ
る
。
倶
舎
論

の
構
成
図
に
於
て
は
、
長
阿
含
の
構
成
形
態
よ
り

天
部
に
於

て
は
静
慮
処

(禅
天
)
に
も
と
つ
く
階
層
分
離
が
お
こ
な
は
れ
、
東
勝
身
州
と
西
牛
貨
州
が
、
そ
の
図
形
が
半
月
形
と
円
形
が
置
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

四
州
に
附
属
す
る
巾
州
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
世
界
図
の
下
部

に
地
獄
に
於
け
る
熱
寒
の
区
別
を
も
う
け
て
罪
障
に
よ
る
堕
地
獄
の
思
想
を
も
り
あ
げ
て
い
る
。

し
か
し
か
か
る
図
形
の
相
異
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
思
想
そ
の
も
の
に
於
て
、
長
阿
含
等
に
見
ら
れ
る
十
善
思
想
は
消
滅
し
、
劫
に
よ
る
業
の
増
上
力
に
中
心
を
置

い
た

理
解
が
高
ま

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

コ
ニ
千
大
千
世
界
如
是
安
立
形
量
不
同
、

謂
諸
有
情
業
増
上
力
L

に
よ
る
も
の
と
し
て

器
世
界
の
原
動
力
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
て
い

る
。
①
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こ
の
有
情
の
業

の
増
上
力
と
は
、
器
世
問

(
須
弥
山
世

界
)

の
種
々
の
有
様
は
有
情

の
協
同
的
所
産
と
し
て
生

れ
た
も
の
で
、
共
業
共
感
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
②
釈
論
に
も

「
由
衆
生
増
上
業
所
生
」

③
と
し
て
宇
宙
観
を
用
い
て
無
上
菩
提
を
得
る
段
階
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
処
に
倶
舎

論
の
特
徴
が
あ
る
。

そ
し
て
下
天
有
情
の
上
昇

の
条
件
と
し
て
も

「
離
二
通
力
依
γ
他

下
無
二昇
見
丁
上
」
④
と
有
情

の
業

の
増
⊥
カ
を
み
と
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
上
天
に
昇
る
こ
と
が
で
き

る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
業
の
増
上
力
の
不
足
す
る
下
界

の
眼
に
は
上
界
上
地
を
観
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
倶
舎
論
で
は
長
阿
含
等
に
見
ら
れ
た
十
八
宮
と
四
智
天
の
間
を
定
と
慧
と
の
均
等
を
得
る
た
め
四
層
の
静
慮

(℃
ゴ
o
×
昌
餌
)

を
を
新

た
に
説
置
し
て
、
無
色
界

色
界
、
欲
界
と
三
界
と
の
人
生
観
に
も
と
つ
か
な
い
単
な
る
器
世
間
の
区
分
を
廃
し
た
の
で
あ
る
。
別
図

に
示
す
と
ほ
り
で
あ
る
。

(
第
二
図
)

も
ち
ろ
ん
こ
の
三
界
区
分
に

つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
住
む
欲
望
の
領
域

(欲
界
)
、
そ
れ
は
人
間
の
も

つ
欲
望
の
集
積
に
よ

っ
て
生
存
す
る
世
界
を
考
え
る
こ
と
よ
り

出
発
し
、
そ
れ
を
物
質
的
な
も

の
の
あ

る
世
界
と
、
物
質
的
な
も
の
の
な

い
世
界
と
の
二
つ
の
区
分
を
見

っ
め
な
が
ら
、

そ
の
寂
滅

(虫目
」滅

=
凶「O
匹
ゴ
鋤
)

の
境
地
を
開
展

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
於

て
三
界
説
定

の
基
本
的
な
思
考
が
あ

っ
た
。
中
村
元
博
b
も

「
止
滅

(三
く
o
α
冨
)

の
境
地
は
、

こ
の
す
ぐ
れ
た
物
質

の
領
域

(色
界
)
と
物
質
の
無

い
領
域

(無
色
界
)
と
の
か
な
た
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
た
と

い
こ
の
二

つ
の
領
域

に
住
す
る
生
存
者
と
い
え
ど
も

『
こ
の
止
滅
を
知
ら
な
い
が
故

に
再
び
迷

い
の
生
存
を
く
り
か

へ
す
に
い
た
る
」
⑤

こ
の
滅
の
思
想
11

(止
滅

の
思
想
)
は
、
須
弥
山
世
界
説

の
転
生
思
想
を
根
本
か
ら
打
や
ぶ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
の
滅

へ
の
歩
み
は
菩
薩
の
大
慈
悲
と
我

々
の
行
に
於

て
有
名
な
世
界
か
ら
ぬ
け
出
す

こ
と
で
あ
る
と
倶
舎

論
で
述

べ
る
に
い
た

っ
て
い
る
。

「
済
二
他
有
情

　於
レ
巳
何
益
、
菩
薩
済
レ物
遂
二巳
悲
心

「故
以
レ
済
レ
他
即
考
二
己
益
二、
誰
信
二
菩
薩
有
二
如
レ
是
事

[、
有
二
懐
潤
7巳
、
無
大
慈
悲

一、
於
二
如
レ
是
有
情

一、
此

事
実
難
レ
信
、
無

二心
潤
τ
己
、
有
二
大
慈
悲

}、
於
二
如
レ
是
有
情

一、

此
事
実
難
レ
信
、
如
有
上
久
習
無

二哀
悪
一者
下
、
雛
レ無
レ
益
レ
己
而
楽
損
レ
他
、
世
所
二同
悉

}如
レ
是
、
菩

イ

マ

薩
久

習

二慈
悲

一、
錐

レ無

レ
利

己
、

而
楽

二
他
益

「、

如

何

下
レ
信

、

又
如
有
情

由

二歎

習
力

}、
於

二無

我
行

「不
レ
了
二
有
為

【、
執

以
為
レ
我

而
生

二
愛
著

一、
由

こ
此
為

τ
因
甘
負

ニ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

鬼
苦

【、
智
者
同

悉
如

レ
是
、

菩
薩
数

習
力

故

、
捨

二自

我

愛

「増

二
恋
レ
他

心

「、
由
レ
此
為

レ
因
甘

負

二
鬼
苫

「、
如

何
不

レ
信
、

以

二仙
苦

「為

二
己
告

「、
用

二他

楽

}為

二
己
楽

一

不
下
以
二
自
苦
楽

「
為
中
己
苦
楽

上
、

不
レ
見
下
異
レ
他

而

別
有

二自
益

上
⑥

こ
の
よ
う

に
自
分

と
他

人

と

の
関
係
、

そ
れ

は

発
展

す
れ

ば
有

情

世
間

の
す

べ
て

の
あ

り
方

に

つ

い
て
自

己
の
欲
望

を
滅

尽
し

て
他

の
有
情

の
た
め

の
無
我

行

に

い
そ

し

　

む

む

　

む
こ
と
に
よ
り
、
自
か
ら
に
や
す
ら
ぎ
が
求
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
理
解
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
か
か
る
立
場
に
立

つ
と
き
は
じ
め
て

「
心
に
常

に
分
心毒

を
い
だ

華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

一25一



華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

き
、
好
ん
で
も
ろ
も
ろ
の
悪
業
を
集
め
て
、
他
の
苦
を
見
て
は
欣
税
す
る
も

の
は
死
し
て
淡
魔
の
卒
と
な
る
L
⑦
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
し
て
い
ま
や
有
情
世
界
の
様
相
を
示
す
こ
と
は
人
間
の
存
在
を
明
か
に
す

る
と
同
時

に
寂
滅
の
世
界
に
空
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
道
の
階
梯
を
示
す
も
の
と
な

っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も

こ
の
三
界
世
界
図
の
構
成
は
倶
舎
論
に
と

っ
て
も
重
要
な
意
義
を
も

つ
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
苦
し
み
が
生

じ
て
も
、
す

べ
て
認
識
作
用
に
縁

っ
て
起

こ
る
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
認
識
作
用
が
消
滅
す
る
な
ら
ば
、
苦
し
み
が
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
緑
起
の
こ
と
わ
り

を
次
に
知
る
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
認
識
作
用
は
想
い
が
あ
る
の
で
も
な
く
無

い
の
で
も
な
い
そ
の
奥
に
あ
る
行
の
滅
尽
を
知
る
こ
と
に
よ
り
仏
の
無
上
菩
提
に

近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
説

い
て
い
る
。

こ
の
点
に
お
け
る
発
展
は
や
は
り
如
来
蔵
思
想
を
説
く
華
厳
経

に
お
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容
を
考
え
る
う
え
に
も
大
き
な
前
提
と
な
る
も

の
で
あ
る
。

oO● ●000

倶
舎
論
第
十

一
分
別
世
品
第
三
ノ
四

(大
正
二
九

・
一
五
五
八
、
五
七
頁

a
)

同

第
十
、
第
二
節
九
山
、

(国
訳

一
切
経
四
六
七
頁
注
記
)

阿
毘
達
磨
倶
舎
釈
論
巻
第
八

(大
正
二
九

・
一
五
五
九
、
叫
=

六
頁

a
)

倶
舎
論
第
十

一
分
別
世
間
品
三
ノ
四

(大
正
二
九
、

一
五
五
八
、
六
十
頁

c
)

原
始
仏
教
の
思
想
下

中
村
元
選
集
、
三
界
説
の
朋
芽

(
二
四

一
頁
)
参
照

倶
舎
論
十
二
分
別
世
間
品
三
ノ
五

(大
正
二
九
、

一
五
五
八
、
六
四
頁

a
)

倶
舎
論
十

一

(国
釈

一
切
経
四
七
七
頁
)
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華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

華
厳
経
に
如
け
る
須
弥
山
思
想

の
受
容
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
開
餅
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
つ
華
厳
経
全
体
の
品
の
構
成
に
お
い
て
そ
の
説
処
を
中
心
と
し
て

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
旧
訳
と
新
訳
に
於

て
そ
の
品

の
構
成
は
多
少
増
減
が
あ
る
が
、
釈
尊
が

「
以
二
自
在
神
力
一、
不
レ離
二芸
提
樹
座
及
須
弥
頂
妙
勝
殿
上
夜
摩

天
宮
宝
華
厳
殿
一趣
二
兜
率
天
宮
荘
厳
殿
こ

①
と
い
う
境
界
に
達
し
て
説
法
を
始
め
る
と

い
う
構
想
の
も
と
に
演
ぜ
ら
れ
た
の
は
共
通
し
て
い
る
。

こ
れ
を
両
巻
の
構
成

よ
り
見
る
と
次
の
如
く
な
る
。



華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

こ
の
よ
う
に
釈
尊
の
説
処
と
同
様

に
、
華
厳
経
に
あ
ら
は
れ
た
天
衆
の
上
ド
は
、
そ

の
根
本
的
な
境
界
は
、
す
て
て

「
盧
舎
那
仏
宿
世
善
友
」

で
あ
り
、

ま
た

「
於
二

一
念
頂

[、

一
切
現
化
、
充
満
法
界
」
と
い
う
考
え
方

の
た
め
に
悟
り

の
段
階
と
し
て
の
上
界

へ
の
向
上
と
い
う
天
部

の
上
昇
は
、
衆
生
教
化
の
成
仏

つ
の
方
向
に
お
い
て

向
下
の
性
格
を
と
ら
ざ
る
を
得
な

い
仏
教

の
上
求
基
提
下
化
兜
生
の
根
本
的
な
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
他
化
自
在
天
に
於
け
る
法
界

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
虚
空
寂
静
の
方
便
を
求
め
る
姿
は
、
衆
生

の
雑
憂

の
善
根
か
ら
出
発
し
、
滅
苦
と
善
根
積
弔

の
方
向

は
向
上

へ
お
も
む
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
は
ま
た
仏
の

(第 表)

(第 二 表)

(天)(法 門)

摩酪首羅天一法界虚空寂静方便光明
Ti

果 実 天一一切衆生諸根法雲
↑ ↓

遍 浄 天一観察衆生善根
↑ ↓

光 音 天e寂 静愛楽滅衆生苦
↑ ↓

大 梵 天=照 現諸法入不思議
丁

化 楽 天一一切法分別化
↑ ↓

兜 率 天e成 熟諸仏転法輪
↓ ↓

夜 摩 天一諸兜生離憂廻向善根

(↓ ↑向下 向上)
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向
上
門
で
、
偶
頗
の
場
合
は
向
下
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
図
示
す
る
と

醗
首
羅
天
の
十
天
が
見
え
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
天
部

に
つ
い
て
の
理
解
に
於

て
も
、
向
上

・
向

下
の
二
つ
の
解
釈
を
示
す
た
め
に
も
、
倶
衆
と
し
て
は

こ
の
よ
う
に
品
の
構
成
よ
り
須
弥
山
↓
夜
摩
天
↓
兜
率
天
と
欲
天
の
中
で
説
法
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
単

に
品
の
場
合

の
み
な
ら
ず
、
世
間
浄
眼
品
に
於
て
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て

こ
こ
に
釈
尊
の

マ

カ
ダ
国
寂
滅
道
場
に
於
て
開
会

さ
れ
た
と
き
に
集
ま

っ
て
い
る
人
衆

の
な
か
に
天
部

の
諸
天
も
勧
請
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
天
部
は
三
十
三
天

・
夜
摩
天

・
兜
率
天

・
化
楽
天

・
他
化
自
在
天

・
大
梵
天

・
光
音
天

∴
遍
浄
天

・
果
実
天

・
摩



華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

方
便

の
た
め
、
衆
生
済
度
の
た
め

一
切
兜
生
の
諸
根
を
見

つ
め
法
輪
を
転
門
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
し
て

一
切
衆
生
が
悉
皆
成
仏
の
果
を
得
る
た
め
に
も
如
来
は

菩
薩
と
な

っ
て
下
生
す

べ
き
で
あ

っ
て
、
弥
勤

の
上
生
下
生

の
思
想
も
こ
の
釈
尊
の
か
か
る
態
度

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い

っ
て
も
い
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
世
間
浄
眼
品

と
い
う
序
分
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
全
巻
に
通
ず
る
と
い

っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。

そ
し
て
ま
た
こ
の
昇
天
に
つ
い
て
も
信
↓
住
↓
行
↓
向
↓
地

の
法
の
向
上
を
示
す
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
欲
界
に
お
け
る
天
界

・
天
衆
の
表
現
は
仏
陀

の
内
観
に
よ
る
菩
薩
道
の
階
梯
を
示
す
も

の
で
も
あ
り
、
あ
わ
せ
て
住

・
行

・
向

・
地
の
実
践
道
を
提
示
せ
ん
と
す
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。

華
厳
経
中
に
あ
る
諸
天
の
名
称
を
綜
合
し
て
三
界
図
を
構
成
し
て
み
る
と
次

の
如
く
な
る
。

(第

三
図
)

こ
の
図
は
、
大
仏
蓮
弁
図
と
も
共
通
し
て
い
る
処
も
多
い
が
、
そ
の
構
成
の
基
本
と
な

っ
た
の
は
、
如
来
光
明
覚
品
の
記
述
で
あ
る
。

「
爾
時
、
世
尊
、
両
足
の
相
輪
よ
り
百
億
の
光
明
を
放
ち
た
ま
ひ
て
、
遍
く
三
千
大
千
世
界

の
百
億
の
閻
浮
提
、
百
億
の
弗
婆
提
、
百
億

の
拘
伽
尼
、
百
億

の
欝
単
越

百
億
の
大
海
、
百
億
の
金
剛
囲
山
、
百
億
の
菩
薩
の
生
、
百
億
の
菩
薩
の
出
家
、
百
億

の
仏
の
始
成
正
覚
、
百
億

の
如
来
の
転
法
輪
、
百
億

の
如
来

の
般
泥
疸
、
百
億

の

須
弥
山
王
、
百
億

の
四
天
王
天
、
百
億

の
三
十
三
天
、
百
億

の
時
天
、
百
億

の
兜
率
陀
天
、
百
億

の
化
楽
天
、
百
億

の
他
化
楽
天
、
百
億
の
梵
天
、
百
億
の
光
音
天
、
百

億

の
遍
浄
天
、
百
億

の
果
実
天
、
百
億

の
色
究
寛
天
を
照
し
、
此
世
界
の
有
ゆ
る

一
切

の
も
の
悉
く
現
ず
。
此
に
仏
、
蓮
華
蔵
の
師
子
座
の
上

に
坐
し
た
ま
ひ
て
、
十
仏

世
界
塵
数
の
菩
薩

の
巻
属
有
り
て
、
囲
邊
せ
る
を
見
る
が
如
く
、
百
億

の
閻
浮
提
も
亦
復
是
の
如
し
。
仏
の
神
力
を
以
て
の
故
に
、
百
億
の
閻
浮
提
に
は
、
皆
十
方
に
各

一
大
菩
薩
有
り
、
各
十
世
界
塵
数
の
菩
薩

の
巻
属
と
倶
に
、
仏
の
所

に
来
詣
せ
る
を
見
る
。
謂
ゆ
る
文
殊
師
利
菩
薩
、
覚
首
菩
薩
、
財
首
菩
薩
、
宝
首
菩
薩
、
目
首
菩
薩

精
進
首
菩
薩
、
法
首
菩
薩
、
智
首
菩
薩
、
賢
首
菩
薩
な
り
。
是
諸
の
菩
薩

の
従
来
せ
し
所

の
国
は
、
金
色
世
界
、
楽
色
華
色
、
蒼
萄
華
色
、
青
蓮
華
色
、
金
色
、
宝
色
、

金
剛
色
、
破
潔
色
、
如
実
色

の
世
界
な
り
。
各
本
国
の
仏
の
所
、
謂
ゆ
る
、
不
動
智
仏
、
智
慧
火
仏
、
浄
智
仏
、
具
威
儀
智
仏
、
明
星
智
仏
、
究
寛
智
仏
、
無
上
智
仏
、

自
在
智
仏
、
梵
天
智
仏
、
伏
怨
智
仏
の
所

に
於

て
梵
行
を
浄
修
せ
り
。
」

こ
こ
で
は
釈
迦
が
両
足
の
法
輪
よ
り
光
明
を
放
②

っ
て
差
別
の
事
を
論
じ
、
四
州

・
大
海

・
大
鉄
囲
山

・
如
来

の
転
法
輪
、
須
弥
山

・
四
天
王
天

二
二
十
三
天

・
時
天

兜
率
天

・
他
化
楽
天

・
梵
天

・
光
音
天

・
遍
浄
天

・
果
実
天

・
色
究
寛
天
等
を
照
ら
し
て
、

世
界

の

一
切
の
も
の
を
現
出
し
、

そ
の
結
果
述

べ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
仏

(
尽
舎
那
仏
)
は
蓮
華
蔵

の
師
子
座
に
座
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
に
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
蓮
華
蔵
世
界
に
つ
い
て
の
描
写

に
於
て
は
旧
住
で
は
盧
舎
那

品

・
宝
王
如
来
起
品
、
新
経

で
は
世
界
成
就
品

・
華
蔵
世
界
品

・
如
来
出
現
品
等
に
各
処
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
と
と
の

っ
た
須
弥
山
世
界
の
描
写
は
こ

一28一



の
部
分
が
最
も
整
理
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
さ
き
の
図

の
諸
天
は
関
し
て
は
菩
薩
十
無
尽
品
③

の
天
界

の
分
類
を
引
用
し
て
住
成
し
た
。

探
玄
記
で
は
こ
の
構
図

に
つ
い
て
は
二
十
五
重

を
か
か
げ
て

「
仏
身
光
を
以
て
事
を
照
し
て
衆
を
見
る
こ
と
を
得
し
め
む
」

た
め
に
、

文
殊
菩
薩
は
偶
を
か
か
げ

て

「
如
来

の
出
世
は

一
乗
円
教
を
以
て
、
須
弥
楼
山
等

の

一
類

の
世
界
に
於

て
、
化
を
施
す
分
斉
を
顕
さ
ん
が
為

の
故
に
」
④

「
一
会
即

一
切
会
」

を
明
か
に
し
よ
う
と
す

る
目
的
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
須
弥
山
世
界
は
仏
の
所
照

の
対
象
で
あ
り
、

「
所
照
は
世
界
無
辺
な
り
と
い
え
ど
も
、
皆
是
れ
須
弥
楼
山
世
界
な
る
を
以
て
の
故

に
」
⑤
と
の
構
想
を
以
て
須
弥
山
世
界
を
受
容
し
て
い
る
。
そ
し
て
華
厳
的
な
理
解

に
立

っ
て

一
会

一
即

一
切
会
の
方
向

は
根
源
的
に
は

一
念
の
中
に
於
て
三
世

一
切
の

仏
事
を
顕
現
し
よ
う
と
す

る
考
え
方
に
立

つ
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
八
十
華
厳

の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
演
義
妙
等
に
も

「
是

一
会
偏
二
一
切
処
一
二、
非

二是
レ
多
処
各
別
二
有

ル
ニ
会
、
乃
至
法
界

モ
亦
如
レ
是
偏

ス
此
ノ
円
融
ノ
法
非
ズ
ニ思
之
境
二
」

⑥

こ
の
よ
う
に
こ
の

一
会

一
切
会
は
如
来

の
神
通
力
に
よ
り
同
処
同
会
で
あ

っ
て
、
異
る
場
所
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
根
底
に
は
思

の
境
で
な
い
と
し
て
述

べ
て
い

る
。
そ
の
こ
と
は
、

こ
の
文
の
あ
と
に

つ
づ
く
光
明
覚
品
の
偶
頬
の
中

に
も
、

能
見
二
此
世
界

一
切
処
無
著

如
来
身
亦
然

「

是
人
疾
成
仏

ぢ
や
く

(
能
く
此
世
界

の
、

一
切
処
に
著
す
る
こ
と
な
く
如
来
身
も
亦
然
な
り
と
見
ば
、
是
入
は
す
み
や
か

(疾
)
に
成
仏
す
る
で
あ
ろ
う
)

計
数
諸
仏
国

色
相
非

色
相

一
切
誰
無
レ
蝕

是
彼
浄
妙
業

無
量
仏
土
塵

一
塵
為

二
一
仏

一

悉
能
知
其
数

是
彼
浄
妙
業

(
諸
仏

の
国
の
、
色
相
と
非
色
の
相
を
計
り
数

え
て

一
切
を
尽
し

て
飴
す

こ
と
無

か
れ
、
是
れ
浄
妙

の
業

で
あ
る
。
無
量
の
仏
土

の
塵
、

一
塵
を

一
仏
と
為
し
、
悉

く
能
く
其
数
を
知
れ
、
是
れ
彼
浄
妙

の
業
で
あ
る
)

一
切
世
界
如
来
境

悉
能
為
転
正
法
輪

於
二法
自
性

[無

二所
転
一

無
上
道
師
方
便
説

(
一
切

の
匿
界
は
如
来

の
境
に
し
て
、
悉
く
能

く
為

に
正
法
輪
を
転
ず
る
も
、
法

の
自
性
に
於
て
は
転
ず
る
所
無

し
、
無
上

の
道
師
は
方
便
も

て
説
き
た
ま
う
)

若
能
如
レ
是
了
二
諸
法

一

是
知

二
諸
仏
無
量
徳

【

観
二察
諸
法
及
衆
生

国
土
世
間
悉
寂
滅

心
無
レ
所
依

[不
二
妄
想

一

是
名
三
正
念
二
仏
菩
提

衆
生

諸
法
及
国
土

分
別
了
知
無
二
差
別

一
善
能
観
察
如
自
性

是
則
了
二
知
仏
法
義

一

華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

一29一
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華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容

(若
し
能
く
是
の
如
く
諸
法
を
さ
と

(
了
)
ら
ば
、
是
れ
諸
仏
の
無
量
の
徳
を
知
ら
ん
、
諸
法
及
び
衆
生
と
、
国
土
世
間
と
を
悉
く
寂
滅
な
り
と
観
察
し
て
、
心
に

所
依
な
く
妄
想
せ
ざ
れ
ば
、
是
を
仏
の
菩
提
を
正
念
す
と
名
く
、
衆
生
と
諸
法
と
及
び
国
土
と
は
、
分
別
了
知
し
て
差
別
無
し
、
善
能
く
自
性

の
如
と
観
察
せ
ば
、

是
れ
則
ち
仏
法
の
義
を
了
知
す

る
な
り
)
⑦

と
あ
る
考
え
方
と
も
共
通
す
る
。
そ
し
て
華
厳

の
教
学

の
開
展
は
か
か
る
釈
迦
牟

尼
を
盧
舎
那
と
し
て
再
現
す
る
処
に
、
釈
迦

の

一
会
は
舎
那

の

一
切
会
と
な

っ
て
、

融
道
無
礫
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
釈
迦
と
舎
那
の
関
係
は
十
身
具
足
し
て
三
身

の
区
別
を
立
て
な
い
処
に
華
厳

の
立
場
が
あ
る
。

「
往
二詣
盧
舎
那
菩
薩
所
住
宮
殿
、
恭
敬
供
養

(
中
略
)
而
不
レ
見
二
盧
舎
那
菩
薩

「、
時
有
二
天
子
一作
二如
レ
是
言

一、
此
菩
薩
者
、
今
己
命
終
、
生
二
浄
飯
王
家
一乗
二梅
檀

楼
閣
、
処
二摩
耶
夫
人
胎

一、
爾
時
諸
天
子
以
二天
眼
一観
盧
舎
那
菩
薩
摩
詞
薩

一」
⑧

と
、
舎
那
の
再
誕
、
あ
る
い
は
下
生
と
し
て
の
釈
迦
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
閻
浮
提

の
転
法
輪

の
転
輪
聖
王
と
し
て
の
地
位
を
釈
迦
に
与
え
ん
と
す
る
た
め

で
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
二
者
が
相
即
相
入
す
る
処

に
も
理
事
無
礎
法
界
の
証

(あ
か
し
)
と
し
て
見
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
釈
迦
を
閻
浮
提
に
位
置
を
与

え
、

舎
那
を
大
蓮
華
が
香
水
海
よ
り
湧
出
し
た
上

に
見
理
さ
れ
た
蓮
華
蔵
世
界

の
中
心
に
配
し
て
、

一
位

一
切
位
の
立
場
を
も
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
華
厳
経
に
お
け
る
最
も
は
な
や
か
な
盧
舎
那

の
出
現

(光
明
遍
照
と
し
て
の
性
格
)
は
性
起
品
に
見
ら
れ
る
仏
の
太
陽
と
し
て
の
性
格
を
合

一
し
て
例
証
し
た

と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。
そ
こ
で
は
仏
の
智

日
と
し
て
の
あ
り
さ
ま
を
よ
く
述

べ
て
い
る
。

い
ま
状
況
を
明

に
す
る
た
め
、
特
に
国
釈
書
を
提
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

復
次
に
仏
子
、
書

へ
ば
日
の
世
間
に
出
で
て
無
量
の
事
を
以
て
、
衆
生
を
饒
益
す
る
が
如
し
、
謂
ゆ
る
闇
冥
を
滅
除
し
、

一
切
の
山
林
、
薬
草
、
百
穀
、
卉
木
を
長
養

し
、
冷
湿
を
消
除
し
、
空
を
照
し
て
虚
空
の
衆
生
を
饒
益
し
、
池
を
照
せ
ば
則
ち
能
く
蓮
華
を
開
敷
し
、
普
く
悉
く

一
切
の
色
像
を
照
現
し
、
世
間
の
事
業
皆
究
寛
す
る

こ
と
を
得
。
何
を
以
て
の
故
に
。
日
は
能
く
普
く
無
量

の
光
を
放

つ
が
故
に
。
如
来
身
の
日
も
亦
復
是

の
如
く
、
無
量

の
事
を
以
て
普
く
能
く

一
切
衆
生
を
饒
益
す
。
謂

ゆ
る
滅
悪
の
饒
益
は
善
法
を
長
養
し
、
普
照
の
饒
益
は

一
切
衆
生

の
闇
冥
を
除
滅
し
、
大
慈

の
饒
益
は
衆
生
を
救
護
し
、
大
悲
の
饒
益
は

一
切
を
度
脱
し
、
正
法
の
饒
益

は

一
切
の
根
力
覚
意
を
長
養
し
、
堅
信
の
饒
益
は
心
の
垢
濁
を
除
き
、
見
法

の
饒
益
は
因
縁
を
壌
せ
ず
、
天
眼
の
饒
益
は
悉
く
衆
生

の
此
に
死
し
彼

に
生
る
る
を
見
、
離

害

の
饒
益

は
衆
生

の

一
切
の
善
根
を
壌
せ
ず
、
慧
光
の
饒
益
は

一
切
衆
生
の
心
華
を
開
敷
し
、
発
心
の
饒
益
は

一
切
菩
薩

の
所
行
を
究
寛
す
。
何
を
以
て
の
故

に
。
如
来

身

の
日
は
普
く

一
切
の
慧
の
光
明
を
放

つ
が
故
に
。
仏
子
、
是
を
菩
薩
摩
詞
薩

の
勝
行
に
し
て
如
来
を
知
見
す
と
為
す
。

復
次
に
仏
子
、
磐

へ
ば
日
出

で
て
先
づ

一
切
の
諸
大
山
王
を
照
し
、
次
に
金
剛
宝
山
を
照
し
、
然
し
て
後

に
普
く

一
切

の
大
地
を
照
す
も
、
日
光
は
是
念
を
作
さ
ず
、

一30一



『
我
当
に
先
づ
諸
大
山
王
を
照
し
、
次
第
し
て
乃
至
普
く
大
地

を
照
す

べ
し
』
と
。
但
彼
山
地
に
高
下
有

る
が
故
に
照
す
に
先
後
有

る
が
如
し
。
如
来
応
供
等
正
覚

も
亦

復
是
の
如

し
、
無
量
無
辺
の
法
界
智
慧
日
輪
を
成
就
し
て
、
常

に
無
量
無
擬
の
智
慧

の
光
明
を
放
ち
、
先
づ
菩
薩
摩
詞
薩
等
の
諸
大
山
王
を
照
し
、
次
に
縁
覚
を
照
し
、

次

に
声
聞
を
照
し
、
次
に
決
定
善
根
の
衆
生
を
照
し
、
応
に
随

ひ
て
化

を
受
け
し
め
、
然
し
て
後
に
悉
く

一
切
の
衆
生
を
照
し
て
、
乃
し
邪
定
に
至
り
、
為
に
未
来

の
饒

い
ま

益

の
因
縁
を
作
す
。
如
来

の
智
慧

の
日
光
は
是
念
を
作
さ
ず
、

『我
当
に
先
づ
菩
薩
を
照
し
、
乃
し
邪
定
に
至
る
べ
し
』
と
。
但
大
智
の
光
を
放
ち
て
普
く

一
切
を
照
す

の
み
。
仏
子
、
讐

へ
ば
日
月

の
肚
問
に
出
現
し
て
、
乃
し
深
山
幽
谷
に
至
る
ま
で
も
、
普
く
照
さ
ざ
る
無
き
が
如
し
。
如
来

の
智
慧

の
日
月
も
亦
復
是
の
如
く
、
普
く

一

切
を
照
し
て
明
了
な
ら
ざ
る
無
し
。
但
衆
生
の
希
望
、
善
根
に
不
同
あ
る
が
故

に
、
如
来
の
智
光
は
種
種
に
差
別
せ
り
。
仏
f
、
是
を
菩
薩
摩

詞
薩

の
第
四
の
勝
行

に
し

て
如
来
を
知
見
す
と
為
す
。」
⑨
そ
し
て
こ
れ
は
尽
舎
那
の
妙
法
を
最
も

正
し
く
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
思
想
的

に
は
以
前

の
舎
那
と
釈
迦
と

の
関
係
を
よ
り
拡
大
し

て
華
厳
の
法
界
厳
浄

の
態
度
を
あ
く
ま
で
貫
ぬ
こ
う
と
し
て
い
る
。
如
来
名
号
品

の
中

に
は
、

「
婆
婆
世
界
中

(中
略
)
仏
号
不
同
、
或
称
二
悉
達

「、
或
称
二
満
月

一或
称
二師
子
吼

一、
或
称
二
釈
迦
牟
尼

一、
或
称
二
神
仙

一、

或
称
二
盧
舎
那

一、
或
称
二
盟
曇

一、
」

⑩

と
釈
迦
と
舎
那
を
同
義
に
配
し
て
い
る
こ
と
は
さ
き
に
も
申
し

の
べ
た
道
り
で
あ
る
。

そ
し
て
広
大
無
辺
な
華
厳
教
主
と
し
て
の
舎
那
の
位
置
は
光
明
遍
照

の
名
の
如
く
、
イ

ン
ド
仏
教

の
教
主
と
し
て
の
釈
迦
の
位
置
か
ら
仏
教
宇
宙
観
を
ふ
ま
え
た
世
界

性
の
あ
る
舎
那
に
向
上
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
蓮
華
蔵
世
界
の
構
造

に
イ

ン
ド
の
世
界
観

の
現
形
で
あ
る
須
弥
山
世
界

の
構
造
が
あ
き
ら
か
に
残
存
す
る
に
到

っ
た
の
で
あ
る
。

(第

四

・
五
図
)

現
在
東
大
寺
大
仏
の
蓮
弁
に
画
か
れ
て
い
る
毛
彫
図
は
か
か
る
思
想
的
な
背
景
に
画
か
れ
た
の
で
あ

っ
て
単
な
る
梵
網
経
的
な

小
乗
的
な

構
想
で
は
な

い
⑪
。

(第
四

図
)こ

の
図
の
成
立

の
構
成

の
変
遷

に
つ
い
て
は
稿
を
ゆ
つ
る
が
、
さ
き

の
華
厳

経
の
所
説
と
は
少
し
構
成
を
異
に
し
て
い
る
。

最
も
そ
の
構
成

に
到

っ
て
は
、
無
駄
を
は
ぶ
き
、
天
上
昇

の
諸
仏
の
配
置
は
自
由
で
あ
る
。
天
上

の
舎
那

の
法
場

に
は
化
仏
と
基
薩
郡

に
囲
ま
れ
た
盧
舎
那
仏
を
釈
迦

の
説
法
の
様
相

の
も
と
に
あ
ら
は
し
て
い
る

(
こ
れ
は
舎

那
を
説
明
す

る
た
め
に
釈
迦
を
表

し
て
い
る
と
も

い
え
る
し
、
そ
の
時
代
の
釈
迦
信
仰
と

の
関
聯
も
老
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
)
⑫

そ
し
て
そ
の
構
成
は
先
に
示
し
た
如
く
、

ω
地
獄
が
は
ぶ
か
れ
て
い
る
。

ω
閻
浮
提
中

に
釈
迦

三
尊
を
立
て
て
い
る
。
㈲
大
蓮
華

の
涌
出
、

ω
阿
褥
達
地

の
龍
王
等

華
厳
経
に
於
け
る
須
弥
山
思
想
の
受
容
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経
典

の
内
容
よ
り
是
非
挿
入
す

べ
き
も
の
は
入
れ
て
三
界
図
は
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
図
形
は
よ
り
わ
か
り
や
す
く
、
倶
舎
論

の
構
成
に
も
ど
し
な
が
ら
舎
那
の

法
会

の
宇
宙
的
性
格
を
は
な
や
か
に
演
出
す
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
空
中

に

(処
空
)
に
大
会
を
演
じ
、
世
界
荘
厳
の
よ
り
具
体
的
な
現
実
化
と
し

て
大
仏
造
顕
が
計
画
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、

こ
こ
に
こ
そ
聖
武
天
皇

の
雄
大
な
構
想
が
立
体
化
さ
れ
た

「
華
厳
経
為
本
」

の
根
本
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
か
か
る
観
点
に
立

つ
と
き
、
華
厳
経
に
須
弥
山
思
想
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
拡
大
さ
れ
超
越
し
た
法
界
厳
浄

の
究
寛
に
到
る
こ
と
を
以
て
、
国
土
荘
厳

へ
の
意
欲
を
燃
や
さ
れ
た
の
が
わ
が
国
に
お
け
る
聖
武
天
皇

の
理
想
と
も
合
致
し
て
、

こ
の
偉
大
な
る
大
仏
尊
像
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
造
顕
さ
れ
る
に
到

っ
た
の
で
あ

る
。⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

大
方
広
仏
華
厳
十
三

(大
正
九
、
二
七
八

・
四
七
八
頁
b
)

国
釈
大
蔵
経

華
厳
第

一

如
来
光
明
覚
品
五

大
方
広
仏
華
厳
経
十
二
菩
薩
十
無
尽
蔵
品

(大
正
九
、
二
七
八

・
四
七
七
b
)

華
厳
経
探
玄
記
第
四

(大
正
三
十
五
、

一
七
三
三

・
二
七
二
頁

a
)

同

右

(b
)

大
方
広
仏
華
厳
経
擬
演
義
紗
十

三
之
上
、
十
丁

大
方
広
仏
華
厳
経
第
五
、
光
明
覚
品
偶

(大
正
九
、

二
七
八

・
四
二
四
頁
b

・
四
二
五
頁

a
)

大
方
広
仏
華
厳
経
第
三
十
二

仏
小
相
光
明
功
徳
名
第
三
十

(大
正
九
、
二
七
八

・
六
〇
五
頁

c
)

同
右

第
三
十
四

(大
正
九

・
二
七
八

・
六

工
ハ
頁

a
b
)
国
訳
大
蔵
経

第
十

(九
八
五
頁
)

同
右

第
四
、
如
来
名
号
品

(大
正
九

・
二
七
八

・
四

一
九
頁

a
)

大
仏
蓮
弁
拓
本
図

赤
松
俊
秀
先
生
退
官
記
念
論
文
集
、
小
稿

「奈
良
時
代
に
お
け
る
釈
迦
信
仰
に
つ
い
て
」
参
照
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須弥山世界構成図

O

(第1～5)

(西)

(第一図)長 阿含経仏教 宇宙図

(北)
長 阿 含経十八(世 記経〉

(大 正1・1・P116～137>佛

●品 として成立 しているもの
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十八天宮
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(第二図)倶 舎論器世間構成図
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(第三 図)華 厳経(光 明覚 品 〇 十無尽品)

◎

大菩薩

世
尊
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舎
那 大菩薩

西
牛
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V

○ 月
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圏
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圏
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(東 大 寺 大 仏 蓮 弁 拓 影)
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(第四図)大 仏蓮弁須弥山世界構成図
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(第五 図)大 仏 蓮 弁 構 成 図

箇

(北)
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1
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1
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