
本
生
経
に
お
け
る
他
界
思
想

-

『
六
度
集
経
』
を
中
心
と
し
て
-

伊

藤

千

賀

子

序

大
乗
と
い
う
自
覚
の
下
に
お
け
る
本
生
経
と
は
、
究
極

の
理
想
の
姿

で
あ
る
現
在
の
釈
迦
の
存
立
基
盤
と
な

っ
た
過
去
世
と
現
世
と
を
貫
ぬ

い
て
流
れ
る
法
を
説
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
釈
迦
は
現
世

の
事
象

の
一

一
を
過
去

の
事
象
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
し
、
過
去
世
と
現

世
と
を
貫

ぬ
く
法
が
同

一
で
あ
る
こ
と
を
証
し
、
過
去
世

・
現
世

・
来

世
に
お
け
る
す
べ
て
の
事
象
が
法
の
顕
現
で
あ
る
と
説
く
。

で
は
そ
の

法
と
は
何

な
の
か
。
そ
の
法
に
基
づ
く
救
済
の
論
理
と
は

一
体
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
。

本
生
経

の
編
纂
方
法
は
、
大
別
す
る
と
次
の
三
種
に
分
れ
る
。

(
一
)
仏
伝
を
叙
述
す
る
目
的
の
下
に
集
め
た
も

の
。

(
二
)
菩
薩
行
を
高
調
す
る
目
的
で
集
め
た
も
の
。

(1
)

(
三
)
目
的
な
し
に
た
だ
集
め
た
も
の
。

し
か
し
、

一
つ
の
集
を
編
纂
す
る
と
い
う
行
為
は
、
た
と
え
、
そ
れ

が
(
三
)
の
目
的
な
し
に
、
た
だ
あ
ち
こ
ち
か
ら
集

め
て
編
纂
し
た
も
の
で

あ

っ
て
も
、
編
者
は
数
多
く
の
話

の
中
か
ら
取
捨
選
択
を
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
、

一
つ
の
思
想
を
貫
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同

一
の
目
的
意

識
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
、

編
者
が
異
な
れ
ぽ
、
そ

の
対
象
と
す
る
享
受
者
、
人
間
観
、
罪
の
規
定
、

救
済
の
論
理
等
々
は

異
な
る
は
ず
で
あ
る
。

本
稿
は
、
本
生
経
を
五
道
輪
廻
に
よ
る
人
間
界
と
他
界

の
往
来

の
物

語
と
し
て
と
ら
え
、
前
述

の
点
を
考
察
し
な
が

ら
、
大
乗
意
識

の
下
に

編
纂
さ
れ
た

『
六
度
集
経
』
に
お
け
る
編
纂

の
目
的
は
何
か
、
そ
こ
に

描
か
れ
る
法
と
は
何
か
、
そ
の
法
に
基
づ
く
救
済

の
論
理
は
真
に
全
て

の
衆
生
に
適
用
さ
れ
う
る
も
の
な
の
か
を
さ
ぐ

っ
て
ゆ
く

も

の

で
あ

る
。

一

本
生
経
は
ふ
つ
う
、
出
家
と
在
家
と
を
対
象

に
編
纂
さ
れ
た
も

の
と

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
雀
m第
一
號

昭
和
六
十
三
年
十
ご
月
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本
生
経
に
お
け
る
他
界
思
想

(伊

藤
)

さ
れ
て
い
る
が
、
本
当
に
す
べ
て
の
本
生
経
が

一
般
民
衆
を
も
対
象
と

し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
『
六
度
集
経
』
の

「
布
施
」

の
「
序
」
に
、

時
に
五
百
の
応
儀
、
菩
薩
千
人
と
共
に
坐
し
た
ま
ふ
。
中
に
菩
薩
あ
り
。
阿

泥
察
と
名
つ
く
。
仏
、
経
道
を
説
き
た
ま
ふ
に
、
常
に
靖
心
と
し
て
側
聴
な

り
。
寂
然
と
し
て
無
念
な
り
。
意
、
定
ん
で
経
に
在
る
な
り
。
衆
祐
こ
れ
を

知
り
、
為
に
菩
薩
六
度
無
極
難
逮
高
行
を
説
き
た
ま
ひ
て
、
疾
く
仏
と
為
る

(2
)

を
得
し
む
。

と
あ
り
、
仏
が
六
度
を
説
い
て
聞
か
せ
た

「
阿
泥
察
」
は
、
千
人
い
た

菩
薩
の
中

で
も
、
と
り
わ
け
見
ど
こ
ろ
の
あ
る
す
ぐ
れ
た
者

で

あ

っ

た
。
す
な
わ
ち

『
六
度
集
経
』
は
右
の
引
用
か
ら
見
る
限
り
は
、

一
般

人
や
在
家
な
ど
の
凡
夫
で
は
な
く
、
修
行
を
重
ね
た
専
門
家
、
そ
の
中

で
も
と
り
わ
け
優
秀
な
人
物
が

「
疾
く
仏
と
為
る
」
た
め
に
説
か
れ
た

も
の
で
あ

る
。

で
は

「
仏
と
為
る
」
こ
と
の
最
終
目
的
と
は
何
か
。

第

一
話

「
菩
薩
本
生
」
に
、

吾
れ
、
仏
を
求
む
る
は
、
衆
生
を
擢
ん
で
済
ひ
泥
疸
を
得
、
生
死
に
復
ら
ざ

(3
)

ら
し
め
ん
と
欲
す
。

第
二
話

「
薩
波
達
王
本
生
」
に
、

誓
願
し
て
仏
た
ら
ん
こ
と
を
求
め
、
衆
生
の
困
厄
を
抜
済
し
て
泥
渣
を
得
さ

(
4
)

し
む
。

第
二
八
話

「象
王
本
生
」
に
、

(5
)
 (6
)

誓
願
し
て
仏
を
得
た
ら
ん
に
当
に
一
切
を
度
す
べ
し
。

と
あ
り
、
そ
の
目
的
は
衆
生
に
悟
り
を
得
さ
せ
て
輪
廻
を
抜
け
さ
せ
る

こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
の
手
段
と
し
て
六
度
の
菩
薩
行
を
説
い
た
の
で
あ

る
。で

は
、
『
六
度
集
経
』
は
救
済
す
べ
き
衆
生
を
ど
う
捉
え
て
い

る

の

か
。

第

二
話

に
、

吾
れ
衆
生
の
盲
冥
に
没
し
て
、
三
尊
を
観
ず
、
仏
の
教
え
を
聞
か
ず
、
心
を

(7
)

凶
禍
の
行
に
恣
に
し
、
身
を
無
択
の
獄
に
投
ず
る
を
観
る
。

第
九
話

「
普
施
商
主
本
生
」
に
、

衆
生
は
万
禍
な
り
。
吾
れ
当
に
こ
れ
を
済
ふ
ぺ
し
、
仏
儀
を
観
ず
、
明
法
を

(
8
)

聞
か
ず
。

「
持
戒
」
の

「
序
」

に
、

狂
愚
兇
虐
に
し
て
好
ん
で
生
命
を
残
す
。
貧
余
盗
窃
し
、
婬
妖
微
濁
に
両
舌

悪
罵
し
、
妄
言
綺
語
、
嫉
意
療
心
も
て
親
を
危
く
し
、
聖
を
獄
す
。
仏
を
誘

(9
)
(
1
0
)

り
賢
を
乱
し
、
宗
廟
の
物
を
取
り
、
兇
逆
を
懐
き
三
尊
を
殿
つ
。

と
あ
り
、
仏
陀
の
眼
か
ら
人
間
を
捉
え
て
、
「恣

に
」
「好
ん
で
」
悪
を

為
す
ど
う
し
よ
う
も
な
く
愚
か
な
存
在
、

こ
の
存
在

の
根
底
に
悪
を
内

在
す
る
も
の
と
定
義
し
て
い
る
。

で
は
、
悪
人
で
あ
る
人
間
が
犯
し
た
罪
と
は
具
体
的
に
何
で
あ

っ
た

(
1
1
)

の
か
。
地
獄
に
堕
ち
た
原
因
を
拾

っ
て
み
る
と
、

第
六
話
で
は
、
帝
釈
天
が
己
の
位
を
奪
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
善
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王
を
わ
な

に
か
け
る
。

」
第

一
二
話
で
は
、
罪
人
と
姦
通
し
、
道
士
の
殺
害
を
は
か
る
。

第
二
八
話
で
は
、
嫉
妬
に
よ
り
象
王
を
殺
害
す
る
。

第
三
八
話
で
は
、
善
政
を
敷
い
て
い
る
王
が
、
出
遊
時
に
導
臣
を
除

き
、
国
民
を
憧
催
さ
せ
た
。

第
三
九
話
で
は
、
母
の
頭
を
踏
む
。

第
五
三
話
で
は
、
盗
み
。

第
八
三
話
で
は
、
殺
人
と
婬
楽
邪
祀
。

な
ど
が
認
め
ら
れ
、

五
逆
十
悪
を
中
心
と
し
て
罪
は
規
定

さ

れ

て

い

(
1
2
)

る
。し

か
し
、
「
心
に
」
「恣
に
」
「
好
ん
で
」
悪
事
を
為
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
本
人
に
は
、
や
は
り
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
情
が
あ
り
、
後
悔

や
反
省
な
ど
も
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
い
わ
ば
罪
を
犯
し
た
者

の
心
の
内
側

・
心

の
動
き
を
描
い
た
も
の
に
、
第
五
三
話

「
六
年
守
飢

畢
罪
経
」
が
あ
る
。

あ
る
夜
、
梵
志
は
喉
が
渇
い
て
池
の
水
を
飲
ん
だ
。
暗
が
り
で
気
づ
か
な

か
っ
た
が
、
明
ら
か
に
持
主
の
い
る
池
で
あ
っ
た
。
梵
志
は
持
主
の
許
可
を

(
1
3
)

得
ず

に
水
を
飲

ん
だ

こ
と

は
、
他
人

の
物
を
盗
ん
だ

こ
と
に
な
る

の
で
、

こ

の
罪

の
せ
い
で
、
来
世

に
畜
生

や
奴
碑
と
な

っ
た
り
し
な

い
た

め
に
、
現
世

で
こ
の
罪

の
つ
ぐ
な

い
を

し
よ
う
と
思

い
、
国
王
に
罰
し
て
く
れ

る
よ
う

に

頼

ん
だ
。

こ
れ
を
罪
と
思
わ
な

か

っ
た
王

は
、
他

の
用
事
で
梵
志

の
こ
と
を

す

っ
か
り
忘
れ
、

六
日
の
間
、

梵
志

は
全
く
飲
食

せ
ず
、

そ

の
場

で
国

王
を

待
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
王
も
梵
志
も
罪
の
つ
ぐ
な
い
は

済
ん
だ
と
考
え
た
の
だ
が
、
仏
法
上
は
罪
を
つ
ぐ
な

っ
た
こ
と

に
は
な
ら

ず
、
生
死
輪
廻
を
く
り
返
し
た
後
、
い
よ
い
よ
仏
陀
と
な
る
そ
の
寸
前
に
、

こ
の
償
い
と
し
て
、
六
年
も
の
断
食
修
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
さ
さ
い
な
事
で
も
、
仏
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
罪
を
犯
せ

ぽ
、
そ
れ
は
後

々
ま
で
つ
い
て
ま
わ
り
、
現
世
で
つ
ぐ
な
お
う
と
し
て

も
償
え
ず
、

し
か
も
仏
と
な
る
に
は
、
そ
の
前
に
必
ず
ど
こ
か
で
償
わ

ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
第
五
四
話

「釈
家
畢
罪
経
」
に
、

罪
を
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
な
け
ん
。
(略
)
悪
を
種
ゑ
な
ば
禍
生
ず
、
敦

(
1
4
)

れ
か
能
く
之
を
壌
は
ん
。

と
も
あ
り
、
や
は
り
犯
し
た
罪
は
現
世
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
手
段
に

よ

っ
て
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち

『
六
度
集
経
』

に
お
い
て
は
、
罪
や
罰
に
関
す
る
限
り
、

「
心
」
は
全
く
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
す
べ
て
の
本
生
経
が
心
の
内
側
を
取
り
上
げ
ず
、

三
悪
道
に

堕
ち
て
定
め
ら
れ
た
期
間
、

つ
ぐ
な
い
を
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と

し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば

『雑
宝
蔵
経
』
』
七

「
慈
童
女
の
縁
」

で

は
、
地

獄

に
堕

ち
、
火
鉄
輪
を
頭
に
つ
け
ら
れ
苦
し
ん
で
い
る
菩
薩
が
、
自
分
と
同
じ

罪
を
犯
し
、
同
じ
罰
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
者
た
ち
が
数
え
き
れ
ぬ
程
存

在
す
る
と
知

っ
て
、
「
願
は
く
ぽ

一
切
を
し
て
苦

を
受
け
し
む
べ

き

は

本
生
経
に
お
け
る
他
界
思
想

(伊

藤
)
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(伊

藤
)

(
1
5
)

誰
く
我
身

に
集
ま
れ
」
と
願

っ
た
途
端
に
、
火
鉄
輪
は
頭
か
ら
は
ず
れ

て
地
に
堕

ち
、
菩
薩
は
兜
術
天
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
、
と
あ
り
、
反
省

や
後
悔
を
す
れ
ば
、
罪
は
滅
し
、
罰
は
そ
の
場
で
、
あ
る
い
は
期
間
が

短
縮
さ
れ

て
終
わ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
生
経
に
よ

っ
て
は

「
心
」
に
重

き
を
置
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

二

衆
生
が
生
死
を
抜
け
出
る
に
は
三
宝

へ
の
帰
依
が
そ
の
入
口
と
な
る

が
、
『
六
度
集
経
』
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
衆
生
を
仏
教

へ
と

帰

依

さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
二
種
に
大
別
さ
れ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
第
九
話
に
、

吾
れ
当
に
其
の
耳
目
を
開
き
て
其
の
盲
聾
を
除
き
、
之
を
し
て
無
上
正
真
衆

聖
の
王
、
明
範
の
原
を
観
せ
し
め
、
聞
か
せ
し
む
べ
き
な
り
。
布
施
し
て
誘

(
1
6
)

進
す
れ
ば
服
従
せ
ざ
る
な
し
。

と
あ
り
、
人
間
な
ん
て
現
金
な
も
の
だ
か
ら
、
物
を
や
れ
ば
仏
教
を
信

ず
る
よ
う

に
な
る
乏
い
う
、

一
種
の
現
世
利
益

(?
)
を
施
す
こ
と

に

よ

っ
て
、
現
世
で
仏
教

に
目
覚
め
さ
せ
、
衆
生
を
救
お
う
と
い
う

の
で

あ
る
。
布
施
を
す
る
に
は
、
布
施
を
す
る
-

こ
の
場
合
に
は
、
凡
人

が
も
ら
っ
て
喜
ぶ
-

品
物
や
金
が
必
要

で
あ
る
。
そ

の
た
め
主
人
公

が
宝
を
集
め
に
共
同
体
の
外
側
の
世
界
-

民
俗
学
で
は
こ
れ
も
他
界

-

へ
出
か
け
て
行
く
の
が
第
八
話

「
仙
歎
理
家
本

生
」
と

第

九

話

「
普
施
商
主
本
生
」
で
あ
る
。

こ
の
布
施
を
す
る
も
の
を
集
め
た
他
界

へ
行
く
と
い
う
の
は
、
古
代
に
お
い
て
は
、
共
同
体
は
あ
ら
ゆ
る
面
で

限
定
さ
れ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
富
も
定
ま

っ
た
量
し
か
な
く
、

限
ら
れ

た
量
を
共
同
体
内
の
全
員
で
分
け
合

っ
て
い
た
、
す
な
わ
ち

一
つ
の
ポ

ッ
ト
か
ら
全
員
で
取
り
あ
う
よ
う
な
も

の
で
、
普
通
の
状
態
で
は
、

一

人
だ
け
が
突
然
裕
福
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
今
ま
で
以
上

の
財
を
求
め
る
な
ち
ば
、
共
同
体
の
外
側
の
地
域
か
ら
取
り
入
れ
る
よ

(
1
7
)

り
以
外
に
方
法
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
金
品
に
よ
っ
て
つ
ら
れ
て
入
っ
た
信
仰
な
ど
と
い
う
も

の

は
、
所
詮
、
底
の
浅
い
も
の
で
、
仏
教
に
入
る
き

っ
か
け
に
は
な

っ
て

も
、
厳
格
な
修
行
を
積
も
う
と
い
う
道
心
を
起

こ
す
ま
で
に
は
仲

々
至

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
仏
教

へ
帰
依
す
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
の
日
か
輪
廻
を
抜
け
出
る
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
う

一
つ
の
救
済
の
方
法
は
、
第
二

六
話

「
四
姓
経
」
に
、

斯
く
の
如
き
の
元
悪
は
寧
ん
ぞ
、
哺
割
に
就
き
、
市
朝
に
薙
臨
し
て
、
終
に

(
1
8
)

仏
三
宝
を
信
じ
、
四
恩
普
く
済
ふ
と
為
さ
ざ
ら
ん
や
。

と
あ
り
、
こ
れ
を
具
体
的
に
本
生
経
と
し
た
も

の
が
第
三
八
話

「
太
子

墓
魂
経
」
で
あ
る
。
生
ま
れ
て
か
ら
十
三
年
間
、

口
を
き
か
な
か

っ
た

た
め
、
生
埋
め
に
さ
れ
そ
う
に
な

っ
た
菩
薩
は
、
長
年
、

口
を
き
か
な

か

っ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

太
山
に
入
り
て
焼
き
煮
ら
れ
割
裂
せ
ら
る
る
こ
と
六
万
年
を
積
む
。
死
を
求

め
ど
も
得
ざ
り
き
。
呼
嵯
す
れ
ど
も
救
ひ
無
し
。
(略
)
壼
た
び
之
を
憶

ふ
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毎
に
、
心
但
だ
骨
楚
す
る
の
み
。
身
は
虚
汗
と
為
り
、
毛
は
寒
竪
と
な
り
、

言
往
ひ
て
禍
来
る
。
妖
は
影
を
追
ふ
て
尋
ぬ
。
言
を
発
す
る
を
欲
す
と
難

も
、
復
た
答
を
獲
ん
こ
と
を
催
る
。
(略
)
是
を
以
て
舌
を
縮
め
て
都

べ
て

(
1
9
)

言
無
か
ら
ん
こ
と
を
欲
す
。

と
あ
り
、
そ
の
根
底
に
悪
を
内
在
し
、
そ
の
上
、
自
己
認
識

の
智
を
も

た
な
い
衆
生
は
、
悪
趣
に
堕
ち
て
は
じ
め
て
人
智
に
目
覚
め
、
仏
法
の

凝
視

へ
と
向
う
の
で
あ
る
。

結

仏
陀

の
も
と
に
視
座
を
置
き
、
人
間
を
見
つ
め
断
罪
す
る
編
者
は
、

同
時
に
心

の
奥
底
に
慈
悲
を
い
だ
き
、

こ
の
迷
妄

の
輩
ど
も
を
救
う
手

だ
て
と
し
て
、

一
人
で
も
多
く
の
願
生
の
仏
を
世

に
送
り
出
さ
ん
と
し

て
、

こ
の
集
を
編
み
、
已
に
菩
提
心
を
発
し
、
さ
ら
に
記
別
を
受
け
た

菩
薩

で
も
、
成
仏
の
た
め
に
は
、
三
阿
僧
祇
劫

の
長
遠

の
修
行
を
必
要

(
2
0
)

と
し
、
ま
た
無
量
の
輪
廻
転
生
の
間
に
は
限
り
な
く
悪
趣

へ
入
る
こ
と

は
免
れ
得
ず
、

そ
れ
ゆ
え
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
否
、
積
極
的
に
悪
趣

へ

向
か
え
、

と
説
い
て
い
る
に
相
違
な
い
。

1

干
潟
龍
祥

「改
訂
増
補
、
本
生
経
類
の
思
想
史
的
研
究
」
山
喜
房
仏
書

林

一
九
七
八
年

九
二
頁

2

大
正
三
・
一
a

3

大
正
三
・
一
b

4

大
正
三
・
一
c

5

大
正
三
・
一
七
a

6

大
正
三

・
一
九

a
、
ご
六

a
、
ご
八
b
、

二
九

b
、
四

四
b
、

四
六
a

に
も
同
様

の
表
現
あ

り
。

7

大
正

三

・
一
c

8

大
正

三

・
四

a

9

大
正

三

・
一
六

c

10

大
正

三

・
一
五
b
、
四
九
b
-

c
に
も
同
様

の
表
現
あ

り
。

11

あ
く

ま
で

「
地
獄

に
堕

ち
た
」
と
記
さ
れ

て
い
る
も

の
を
挙
げ

た
。

12

菩
薩
が
畜
生
と

し
て
生
を
享
け

て
い
る
話

は
多
数
収
録

さ

れ

て

い

る

が
、

畜
生
と
し

て
生
ま
れ

た
原
因

に
関
す

る
記
述

は
な

い
。
ま

た
餓
鬼
道

へ
堕

ち
た
と
い
う
話

は
全
く
な

い
。

13

波
羅
夷
罪
。

平
川
彰

「
大
乗
仏
教

の
特
質
」

『
講
座

・
大
乗
仏
教

1
』

春
秋
社

昭
和

五
七
年

四

一
頁
参
照
。

14

大

正
三

・
三
〇

a

15

大
正

四

・
四
五

一
c

16

大
正

三

・
四

a

17

小
松
和
彦

「
世
捨

て
と
山
中
他
界
」

『
神

々
の
精
神
史
』

北
斗

出
版
を

参

照
。

18

大
正
三

・
一
六

c

19

大
正
三

・
二
〇

c

20

平
川
彰

「
大
乗
仏
教

の
特

質
」
『
講

座

・
大
乗
仏
教
1
』
春

秋

社

四

五
頁

<
キ
ー

ワ
ー
ド
>

本
生
経
、

六
度
集
経
、

救
済

の
論

理

(
早
稲

田
大
学
大

学
院
)

本
生
経
に
お
け
る
他
界
思
想

(伊

藤
)

-25-


