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高

崎

正
芳

(一)
鳩
摩

羅
什
訳

「維
摩
詰
所
説
経
」
の
仏
国
品
第

一
、
(支
謙
訳
・
仏
国

品
第
一
。
玄
斐
訳
・
序
品
第

一
。
法
性
戒

・
チ
ベ
ッ
ト
訳
・
仏
国
土
が
清
浄
に

さ
れ
る
由
因
の
章
第

一
)
の
始
め
の
方
の
記
述
に
、
数
多
く
の
菩
薩
の
名

を
あ
げ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
「注
維
摩
詰
経
」
で
は
、
什
訳

の
そ

れ
ら
菩
薩
達
の
各

の
殆
ど
に
関
す
る
、
什
自
身

の
注
釈
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

こ
う
し
た
事
に
つ
い
て
は
既
に
論
じ
た
事
が
あ
る
が
、
今
回
は

更
に
新
た
に
注
意
さ
れ
る
事
柄
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る

こ
と
に
す

る
。

 
什
訳
経
本
文
に
お
け
る
菩
薩
達
の
、
前
か
ら
四
十
三
番
目
に

「観
世

菩
薩
」

と
い
う
菩
薩
の
名
が
あ
る
。
支
謙
訳
で
は

「閾
音
菩
薩
」
と
な

っ
て
お
り
、
玄
斐
訳
で
は

「観
自
在
菩
薩
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「観
世

音
」
や

「観
自
在
」
等
の
訳
語
表
現
及
び
内
容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
古

く
か
ら
あ
れ
こ
れ
の
見
解
学
説
が
あ
る
。
什
訳
の

「妙
法
蓮
華
経

・
観

音
普
門
品
」
。
法
蔵
の

「観
音
経
類
解
」
「
西
域
記
」
第
三
。
「慈
恩
伝
」

第
二
。
「
玄
応
音
義
」
「
釈
迦
方
志
」
あ
る
い
は
慧
沼
の

「
金
光
明
最
勝

王
経
疏
」
そ
の
他
の
見
解
説
明
が
あ
る
。
ま
た
近
代
の
学
者
に
よ
る
諸

説
も
あ
り
、
そ
し

て
仏
教
辞
典
類

に
も

「
観
世
音
」
「
観
自
在
」
等
の

訳
語
を
め
ぐ

っ
て
各
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
最
近
に
は
佐
保
田

鶴
治
博
士
が

「
般
若
心
経
の
真
実
」
と
い
う
著

作
の
中
で
、

こ
の
問
題

に
つ
い
て
考
究
し
独
自
の
説
を
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
述
べ
た
事
や

そ
の
他
の
も
の
の
諸
の
見
解

・
学
説
等
の

一
々
を
、
今
こ
こ
で
紹
介
す

る
事
は
紙
面
の
都
合
上
省
略
し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
た
だ

「
維
摩

経
」
を
め
ぐ
る
資
料
記
述

に
よ
っ
て
、
「観
世
音
」
と
か

「観
自
在
」

ほ
か
の
訳
語
の
様
相
を
考
察
し
よ
う
と
す
る

の
が
本
論
述
の
主
旨
で
あ

る
か
ら
、

そ
れ
に
鳳
、
必
要
な
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
前
述
の
見
解

・
学

説

の
い
く

つ
か
を
採
り
用
い
な
が
ら
記
述
を
進

め
る
事
に
す
る
。

口
玄
斐
の

「
西
域
記
」
第
三
に

「
観
自
在
」
に

つ
い
て

「
旧
訳

ニ
ハ
光

或

ハ
世
音
、
或

ハ
観
世
音
、
或

ハ
観
世
自
在

ト
為

ス
皆
誰
謬
也
」
と
い

う
記
述
が
あ
る
。
ま
た

「慈
恩
伝
」
第
二
に
は

「
阿
縛
盧
枳
多
伊
湿
代

羅

ハ
唐

ニ
ハ
観
自
在
ト
云
ウ
。
合
字
連
声

ノ
梵
語
ヲ
、
上
ノ
如
ク
文
ヲ

分
ケ
テ
言

エ
バ
即
チ
阿
縛
盧
枳
多

ハ
訳
シ
テ
観

ト
日
ウ
。
伊
湿
伐
羅

ハ

訳

シ
テ
自
在
ト
日
ウ
。
旧
ニ
ハ
光
世
音
、
或

ハ
観
世
音
、
或

ハ
観
世
音

続

・
維
摩
経
研
究

の

一
面

(
高

崎
)

-79-



続

・
維
摩
経
研
究
の
一
面
 (高

崎
)

自
在
ト
云
ウ
、
皆
託
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
「西
域
記
」
に

よ
る
と
、

旧
訳
の
例
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
は
皆
託
謬
で
あ
る

と
い

い
。
「慈
恩
伝
」

に
よ
れ
ば
、
合
字
連
声
の
梵
語
 
(ava
ok
itesvara)
 を
分
け
て
い
う

と

av
a
ok
ita
 は
観
と
い
い
、
isva
ra
 は
自
在
と
い
う
、

そ
し
て
旧
訳

の

光
世
音

・
観
世
音

・
観
世
音
自
在
な
ど
は
皆
、
原
語
の
読
で
あ
る
。
と

解
し
て
い
る
。
近
代
に
な

っ
て
見
出
さ
れ
た

サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典

(法
華
経

ゆ
般
若
心
経
等
)
の
多
く
が
、

av
a
l
o
k
i
t
e
s
v
a
r
a
 

と
い
う
語

を
示
し
て
お
り
、
漢
訳
で
は
什
訳
の

「
妙
法
運
華
経
」
が

「観
世
音
」

と
い
う
訳
語
を
用
い
、
玄
美
訳
の

「
般
若
心
経
」
が

「観
自
在
」
と
い

う
訳
語
を
用
い
て
い
る
、
と
い
っ
た
様
な
事
か
ら
、
学
者
間
で
の
諸
説

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
諸
説
を
大
別
す
る
と
、
ま
ず
原
語
を

a
va
o
k
itesv
ara
 
a
v
a
ok
ita
-isv
ara
 に
設
定

し
て
、
「観
世
音
」
等

と

「観
自
在
」
の
訳
語
の
新

・
旧
や
当

・
不
当
を
論
ず
る
部
類
の
説
が

あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
西
域
本

の

「
法
華
経
」
原
典

に
 
av
a
ok
ita
-

sva
ra
 
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
り
、

そ
れ
か
ら
す
れ
ば

「観
音
」

或
は

「
観
世
音
」
等
と
い
う
旧
訳
の
根
拠
が
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
と
共

に
、
こ
の
原
語
の
方
が
古
く
存
在
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
さ
え
考

え
ら
れ
て
い
る
説
と
が
あ

る
。
前
者

の
諸
説
論
義

は
、
「
西
域
記
」
や

「慈
恩
伝
」
ほ
か
の
記
述
の
影
響
に
よ
る
面
が
あ
る
よ
う
で
、
し
か
も

av
a
ok
ita-isva
ra
 の
み
を
原
語
と
し
て
見
た
揚
合
の
論
義
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
更
に

「
西
域
記
」
が

「
託
謬
」
と
い
い
、
「
慈
恩
伝
」
が

「
託
」

で
あ
る
と
記
し
て
い
る
点
を
よ
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
記
述
を
単
に
、
あ
や
ま
り
、
と
い
う
意
味
に
解
し
て
し
ま
わ

ず
に
、
そ
れ
を
、
な
ま
り
、
と
解
釈
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
中
国
に
伝
え
ら
れ
た
原
典
に
は

「
設
」
(な
ま
り
)
を
も

っ
た
言
語
を
含
む
も
の
も
多
か

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
原
典
が
筆
写
記
録

さ
れ
た
時
や
人
や
場
所
等
に
よ
る
用
語
の
特
色

は
、
各

々
の
面
で
論
じ

ら
れ
る
が
、
中
で
も
漢
訳
仏
典
の
音
写
語
が
色

々
な
形
で
記
さ
れ
て
い

る
事
実

は
、

一
つ
の
例

で
あ

る
。
前
述
後

者

の
原
語
 
av
a
lo
k
ita
-

sv
ara
 
の
場
合
も

広
義
で
の
な
ま
り
に
関
係
す
る
も

の
と
見

る
事

が
で
き
る
。
ま
た
こ
う
し
た
観
点
に
立
て
ば
、

な
ま
り
と
い
わ
れ
る
語

形
と
、

av
a
o
k
itesv
a
ra
 
の
語
形
と
の
双
方
の
存
在
を
承
認
す

る
事

も
吝
で
は
な
い
。

日
さ
て
次
に

「
維
摩
経
」
漢
訳
三
本
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
、

「注
維
摩
詰
経
」

等
を
中
心
と
し
て
考
察
を
進

め
て
行
く
。
漢
訳
三
本

が
各

「
閣
音
」

「観
世
音
」
「観
自
在
」
と
い
う
訳
語
を
示
し
て
い
る
事

は
既

に
関
説

し
た
。
そ
し
て
漢
訳
の
こ
う
し
た
表
現
と
原
語

と
の
関
係
の
解
釈
に
つ

い
て
も
、
色
々
な
見
解
学
説
等
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
解
釈
の

方
向
を
述

べ
て
来
た
。
「維
摩
経
」
漢
訳
三
本

の
訳
語
に
お

い
て
も
同

様
の
事
が
考
え
ら
れ
る
が
、
他
方
チ
ベ
ツ
ト
訳
や

「
注
維
摩
詰
経
」
に

よ
っ
て
の
考
察
を
加
え
て
以
下
に
述
べ
て
み
た
い
。
法
性
戒
の
チ
ベ
ッ

ト
訳
で
は
 
sp
ya
n
 ra
s
 g
zig
s
 k
y
i
 db
an
 p
h
y
u
g
 
と
訳
さ
れ

て
い

る
語
が
あ
り
、
そ
れ
は
マ
ハ
ー
ビ

ュ
ッ
ト
パ

テ
ィ
等
に
よ
る
と
、

サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
の
 
a
v
a
ok
i
t
e
s
v
a
r
a
 

に
対
応
す

る
も

の
と
な

っ
て
い
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る
。
ま
た
ラ
モ
ー
ッ
ト
教
授
の

「
維
摩
経
」
の
研
究
書

L
'E
n
seigqn
e
-

m
en
t
 de
 V
im
a
lak
irti
 を
見

る
と
、
や

は
り
 
av
a
l
okiteSv
a
ra

が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

一
方
チ
ベ
ッ
ト
語
自
体
の
意
味
に
つ
い
て
い
え

ば
、
sp
ym
r
a
s
 は m
ig
 と
同
じ
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
単
な
る
目

眼
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
透
徹
観
測
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
語
で
あ

り
、
gz
ig
s
 は
観

・
看

・
見

の
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
そ

し
て
次

の

d
h
an
 p
hy
u
g
 は
自
在
と
か
勢
力
な
ど
の
意
味
を
有
す
る
語
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
意
味
を
も

つ
用
語

の
全
体
の
意
味
と
し
て
は
、
透
徹
観
測
観

の
自
在
な

(も
の
)
と
い
う
事
に
な
る
。
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
 
a
v
a
ok
ite
-

sv
a
ra
 
を
こ
の
様
に
理
解
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ

の
理
解

は
漢
訳

の

「
観
世
自
在
」
と
か

「観
自
在
」
と
い
う
訳
語
の
意
味
に
近
い
と
い
え

る
。
「
注
維
摩
詰
経
」
で
は

「
観
世
音
菩
薩
。
什
日
ク
、
世

二
危
難
有

リ
テ
名
ヲ
称
テ
自
ラ
帰

ス
レ
バ
、
菩
薩
其
ノ
音
声
ヲ
観
ジ
即
チ
解
脱
ヲ

得

ル
也
。
亦
観
世
念
ト
名
ヅ
ケ
、
亦
観
自
在
ト
名
ヅ
ク
ル
也
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
、
「世

二
危
難
有

リ

テ

中
略
-
即

チ
解
脱
ヲ
得

ル
也
」
と
い
う
什

の
解
釈
説
明
の
部
分
は
、
什
訳

「
妙
法
運
華
経
」
普

門
品
の

「
一
心
二
観
世
音
菩
薩

ノ
名
ヲ
称

レ
バ
、
即
時

二
其
ノ
音
声
ヲ

観
ジ
、

皆
解
脱
ヲ
得

ル
」
と
同
じ
意
味
の
事
柄
を
述

べ
た
も
の
で
あ
る

事
が
わ
か
る
。
た
だ

「
法
華
経
」
の
梵
本
に
は

「即
時

二
其

ノ
音
声
ヲ

観
ジ
」

に
当
た
る
文
句
が
な
い
、
だ
か
ら
漢
訳

の

こ
の
と
こ
ろ
は
多

分
、
訳
者
鳩
摩
羅
什
に
よ

っ
て
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
て

い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う

が
、
「
法
華
経
」
と
同

じ
様

な
文
句
が

「
注
維
摩
詰
経
」
に

「
什
日
ク
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と

い
う
事
は
、
什
の
訳
し
た

「観
世
音
」
の
語
及
び
そ
の
菩
薩

の
働
き
に

つ
い
て
、
什
自
身
、

一
つ
の
見
識
を
も

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が

つ
て
そ
の
立
場
か
ら
、
「法
華
経
」
経
文

の
付
加
が
な
さ
れ
、
「
注

維
摩
詰
経
」
の
解
説
が
あ
た
え
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
な
お

「
法
華
経
」

西
域
本
の
用
語
例
か
ら
し
て

「
観
音
」
或
は

「観
世
音
」
と
い
う
漢
訳

が
、
あ
や
ま
り
で
な
い
事
は
既
に
述
べ
た
。

ま
た
法
蔵
の

「観
音
経
類

解
」
に
は

「
世
音
ト

ハ
十
界
三
世
間
ナ
リ
、
音

ト
ハ
十
界
善
恵
ノ
音
声

ナ
」
」
と

い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
更

に
ま
た
、
玄
斐
以
後
の

漢
訳
者
に
よ
っ
て
も

「観
世
音
」
と
い
う
訳
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

不
空
訳
の
経
名

「大
慈
大
悲
救
苦
観
世
音
自
在
王
菩
薩
広
大
円
満
無
疑

自
在
青
頸
大
悲
心
陀
羅
尼
」
な
ど
が
そ
の

一
例

で
あ
る
。
次
に

「
注
維

摩
詰
経
」
の

「亦
観
世
念
ト
名
」
づ
け
る
と

い
う
説
明
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
こ
の
事

の
適
切
な
原
語

の
用
例
に
よ
る
解
釈
は

見
出
し
得
な
い
で
い
る
。
た
だ
 
isva
ra
 に
は
、
-
し

得

る
、
-
す

る

能
力
あ
る
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
に
よ

っ
て
、
人

の
内
的

心
念
を
観
ず
る
能
力
あ
る
も
の
と
い
う
様
に

解
す
る
な
ら
ば
、

一
応

「観
世
念
」
の
意
味
を
会
通
し
得
る
事
に
な
る
。

こ
う
し
た
意
味
上
の

解
釈
は
、
後
に
示
す
様
に
慧
沼
の

「金
光
明
最
勝
王
経
疏
」
の
中
で
、

こ
れ
を
行

っ
て
い
る
。
ま
た
次
に

「注
維
摩
詰
経
」
の

「亦
観
自
在
ト

名
ヅ
ク
ル
也
」
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
。
「大
正
大
蔵
経
」
の
注
記

に

よ
る
と
、
底
本
は

「
観
自
在
」
で
あ
る
が
、
異
本
に
は

「
観
世
自
在
」
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と
な
っ
て
い
る
の
も
あ
る
事
が
示

さ
れ
て

い
る
。
今
は

「
大
正
大
蔵

経
」
の
本
文
に
従
う
が
、
実
際
上
は
、
ど
ち
ら
で
あ

っ
て
も
用
語
と
し

て
は
同
類
形
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
事
は
既
に
チ
ベ
ッ
ト
訳
を

考
究
し
た
と
こ
ろ
で
も
述
べ
て
来
た
。
そ
し
て
そ
の
語
の
原
語
は
こ
の

場
合
も
 
a
va
o
k
iteSva
ra
 で
あ
ろ
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
間
違

い
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
事
か
ら
す
れ
ば
、
什

は
自

ら
の
訳
語

「観
世

音
」
に
対
し
て
、
「観
自
在
」
と
い
う
語
の
あ
る
事
を
も

よ
く
知

っ
て

い
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
文

の
訳
語

を

「観
世

音
」
と
し
た
の
は
ど
う
し
て
な
の
で
あ

ろ
う
か
。

そ
の
理
由

と
し
て

は
、
什
訳

「維
摩
詰
経
」
の
原
語
が
そ
う
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、

更
に
支
謙
訳
の

「閾
音
」
(閥
は
、
う
か
が
い
観
る
の
意
)
や
他
の
先
訳
語

を
考
慮

し
て
、
「
観
世
音
」
と
し
た
と
い
え
る
。
こ
こ
で
前
記

し
た
、

慧
沼
の

「
金
光
明
最
勝
王
経
疏
」
第
五
の
記
述
に

つ
い
て
述

べ
て
み

る
。
「梵

ニ
ハ
、
阿
縛
盧
枳
帝
湿
筏
運
耶
ト
云

ウ
、
阿
縛
盧
枳
帝

ハ
此

二
観
ト
云
ウ
、
余

ハ
自
在
ト
云
ウ
、
天
眼

・
耳
及
ビ
他
心
通

ヲ
以
テ
、

恒

二
世
間
ヲ
観
ジ
随
ツ
テ
皆
能
ク
救
ウ
ヲ
観
自
在
ト
云
ウ
、
観
世
音
ト

云
ウ

ハ

一
説

二
従
ウ
也
、
其
名
具
ナ
ラ
ズ
正
翻

二
非
ザ

ル
也
」
と
あ

る
。
そ
の
中
、
終
り
の
方
の

「
共
名
具
ハ
ナ
ラ
ズ
正
翻

二
非
ザ
ル
也
」
に

関
し
て
は
、
今
日
既
に
西
域
本
の
 
a
va
o
k
ita
-sv
ara
 
の
語
形
が
認

め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
慧
沼
の
説
は
当
を
得
て
い
な
い
事
に
な
る
。
し

か
し
な
が
ら
天
眼
通
、

天
耳
通
、

他
心
通
を
も

っ
て
恒
に
世
間
を
観
じ

随

っ
て
、
皆
能
く
救
う
働
き
の
あ
る
の
を
観
自
在
と
い
う
、

と
す
る
意

味
の
解
釈
に
は
、
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
天
眼
通

・
天
耳
通

・
他
心

通
等
は
、
阿
羅
漢
や
菩
薩
の
具
有
す
る
三
明
六
通
に
か
か
わ
る
徳
目

・

働
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
間
を
観
じ
無
擬
自
在
な
妙
用
が
な

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
慧
沼
は
そ
う
し
た
こ
と
を
も
っ
て

「観
自
在
」

の
説
明
を
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
天
眼

・
天
耳

・
他
心
等

の
働

き
に
よ
る
解
釈
を
、
「
維
摩
結
経
」
及

び

「注
維
摩
詰
経
」
に

お
け
る

什
の
言
語
と
対
応
し
て
考
え
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
観
世
音
」

や

「菩
薩
其

ノ
声
ヲ
観
」
察
す
る
と

い
う

の
を

「
天
耳
通
」
に
、
「
観

世
念
」
を

「他
心
通
」
に
、
そ
し
て

「観
自
在
」
を

「
天
眼
通
」
に
配

し
て
み
る
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ

「観

世
念
」
の
原
語
的
考
察

は
未
審
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
対
応
す
る
各
の
働
き
の
内
的
な

意
味
は
よ
く
通
じ
て
い
る
。
な
お
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
慧
沼
の
解

釈
を
什
の
言
語
に
当
て
は
め
る
と
い
う
よ
り

は
、
む

し
ろ
什
自

ら
は

「法
華
経
」
や

「維
摩
経
」
の
訳
文
或
は
注
記
に
お
い
て
、
既
に
菩
薩

の
通
力
の
教
義
的
内
容
の
説
明
を
行

っ
て
お
り
、
そ
の
事
を
考
慮
し
た

上
で

「観
世
音
」
に
対
す
る

「注
維
摩
詰
経
」

の
説
明
を
述

べ
た
と
い

え
る
。
そ
の
と
こ
ろ
を

一
応
感
得
し
た
慧
沼
が
、
三
通
名
を
あ
げ
独
自

の
考
え
に
よ
っ
て
三
通
を

「観
自
在
」
の
説
明
に
当
て
た
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
こ
の
方
に
は
な
お
疑
問
の
残
る
点
も
あ
る
。
(
注
略
)
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