
速
疾
成
佛
の
思
想

横

超

慧

日

一

速
疾
成
佛

と
は
、
遽

か
に
成
佛
し
た

い
と
い
ふ
願
望

が
あ
り
、

そ

の
願

望
に

鷹
じ

て
又
人
を
速

か
に
成
佛
せ
し
め
る
教
法

が
あ
る

と
す
る
信
仰
を

い
ふ
。

こ

の
信
仰
は
後
世
中
國
や
日
本
で
頗

る
重

ん
ぜ
ら
れ
、

印
身
成
佛
ど
か
印
得
往

生

な
ど

の
読
と
な

つ
て
獲
展
し
た
が
、
そ
れ
が
中
國

で
興

つ
た
初
は
南

北
朝
時
代

で
あ
り
、

そ
の
時
代
に
は
凡
そ
次

の
如
き

三
種

の
檬
相
を
示
し
た
と
考

へ
ら
れ

る
。
印
}ち
そ

の
第

三
は
頓

悟
漸
悟

の
箏

に
獲
端
し

て
速
疾
成
佛
を
読
く
無
量
義

輕
と

い
ふ
輕
典

の
形

態
を
以
て
先
づ
獲
表
せ
ら
れ
、

次

に
漂
土

へ
往

生
す

る
こ

と
は
速
疾
成
佛

の
道

な
り

と
し

て
曇
鷺

の
浮
土
願
生

の
信
仰
に
根
擦

を
與

へ
、

最
後

に
衆
果

三
時

に
具

足
す
る
法
華
三
昧

の
修

習
と

い
ふ
行
法
を
通
じ
て
圓
頓

圓
融

の
思
想
を
獲

生
さ
せ
た
。

こ
れ
ら

の
思
想
は
相
互
に
關
連
し

つ
つ
起

つ
た

も

の
で
あ
る
。
蝕

に
そ

の
起
源
及
び
獲
展

の
過
程
を
跡
づ
け

て

み

よ

う

と

思

ふ
。

二

速
か
に
成
佛
す

る
こ
と
を
願

ふ
爲
に
は
、

そ

の
前

提
と
し
て
先
づ

何
人
も

悉

く
成
佛

し
得
る
と

い
ふ
こ
と
が
豫
め
承
認
せ
ら
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

萬

人

の
成
佛
が
明
確

で
な

い
な
ら
ば
、

成
佛
す

ら
不
確
か
な
も

の
が
更

に
そ
の

速
か
な
達
成
を
願

ふ
と

い
ふ
こ
と
は
、
到
底
考

へ
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ

る
。

そ

こ
で

三
乗
成
佛

を
読
く
法
華

経
と
悉
有
佛
性
を

明
か
す

浬
薬

経
と
は
、
速
疾
成

佛
の
思
想
が
興
る
た
め
の
基
盤
を
な
す
も
の
と
言
へ
る
の
で
あ
つ
て
、
羅
什
課

の
妙
法
蓮
華
脛
と
法
顯
畳
賢
共
謬
の
六
巻
泥
疸
経
と
曇
無
繊
課
の
大
般
浬
繋
経

と
が
時
を
隔
て
ず
相
次
い
で
翻
繹
せ
ら
れ
た
事
は
、
ま
さ
に
速
疾
成
佛
思
想
が

興
起
す
る
に
つ
い
て
第

三
の
礎
石
を
置
い
た
も
の
と
言
つ
て
よ
い
。
妙
法
蓮
華

経
は
竺
法
護
鐸
正
法
華
経
の
重
繹
で
、
三
輕
の
趣
旨
を
領
解
さ
せ
る
に
足
る
達

意
的
流
暢
さ
を
以
て
翻
課
せ
ら
れ
た
。
謬
者
羅
什
は
大
小
乗
の
経
論
に
通
じ
、

深
い
學
識
を
以
て
露
趣
を
見
出
す
べ
く
三
世
を
指
導
し
た
。
更
に
教
界
に
は
道

安

・
慧
遠
に
よ
つ
て
培
は
れ
た
求
道
的
雰
園
氣
が
た
だ
よ
ひ
、
興
亡
恒
な
き
五

胡
の
孚
齪
と
共
に
世
相
は
佛
教
を
軍
な
る
清
談
の
具
と
し
て
お
か
せ
な
か
つ

た
。
か
う
し
た
時
に
、
佛
性
と
い
ふ
新
し
い
課
題
を
持
つ
た
泥
垣
経
が
、
入
竺

求
法
者
法
顯
に
よ
つ
て
東
暦
の
都
建
康
に
傳
へ
ら
れ
、
そ
れ
よ
り
十
絵
年
の
後

に
は
そ
の
異
課
た
る
大
般
浬
繋
経
が
傳
は
り
再
治
さ
れ
る
と
い
ふ
事
態
が
起
つ

た
。
成
佛
と
い
ふ
考
方
は
か
か
る
背
景
に
於
て
擁
頭
し
た
の
で
あ
り
、
我
々
は

そ
の
最
初
の
現
は
れ
を
檜
叡
と
竺
道
生
と
の
上
に
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。

六
雀
泥
恒
経
が
翻
繹
さ
れ
た
時
、
此
を
疑
つ
て
信
受
せ
ぬ
者
が
あ
つ
た
。
中

興
寺
の
檜
嵩
は
佛
の
常
佳
な
る
を
否
認
し
 (高
曾
傳
悉
七
道
温
附
傳
)
、そ
の

弟
子
彰
城
の
檜
淵
は
浬
繋
を
誹
諺
し
た
と
云
は
れ
る
 (出
三
藏
記
集
巻
五
小
乗

迷
學
竺
法
度
造
異
儀
記
)
。檜
叡
は
こ
の
泥
渣
経
に
樹
す
る
諺
法
を
歎
じ
て
喩

疑
三
篇
を
作
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
彼
は
明
白
に

三
切
衆
生
成
佛
の
読

諌

疾
成
佛

の
思
想
 
(
横

超
)
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速
疾

成
佛

の
思
相
心
 (
横

超
)

を
表
明
し
た
。

檜
叡

の
見
解

の
要
旨

は
次

の
如
く
で

あ

る
。

法

に

は

優
劣

な
く

随
宜

の
旨
を
膣
得
す

れ
ば
佛

の
教
は
皆
眞
實

で
あ
る
。

但

し
法

に
優

劣

は
な
く

て
も
悟
り
方
如

何
に
よ

つ
て
深
淺
が
分
れ
る
か
ら
、

前

に
は
小
乗
を

執

じ
て
大
品
や
法
華

を
信
ぜ

ぬ
者

が
あ

つ
た
が
、
今

又
泥
沮
経

に
つ
い
て
も
之

を
誹
る
も

の
が
現
は
れ
た
。
図
然

し
大
品

・
法
華

・
泥
泣

の
三
輕
は
大
乗

の
無

上
眞
實

な
る
教

で
あ

つ
て
、
そ

の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
経
に
皆
神
験
奇
瑞
が
あ

つ

た
の
で
疑
な

い
。

師

の
羅
什
は
曾

つ
て
、

「佛

は
盧
妄

で
あ
る
は
ず
が
な

い
」

と
言
ひ
、

「
又
法
華

よ
り
推
せ
ば
當
然
、

三
切
衆

生
皆
當
作
佛
を
読
く

経

が
あ

る

べ
き

は
ず
だ
」

と
読

い
た
が
、

そ

の
言

は
今

こ
の
泥
覆
輕

の
出
現
に
よ

つ
て

實
謹
さ
れ
た
。

今

の
泥
泣
経
を
疑
ふ
者

は
、
皆
有
佛
性
と

い
ふ
説
は
眞

照
に

通
ぜ
ぬ
も

の
と
な
す

で
あ
ら
う
が
、

筍
く
も
眞
照
を
云
ふ
限
り
そ

の
根

抵
に
不

攣

の
本
た
る
眞
性

の
存
在
す
る
を
認
め
ね
ば
な
ら

ぬ
。
泥
渣
輕
は
そ

の
眞
性

を

読
く

の
で
あ
る
か
ら
、

此
を
疑

つ
て
眞
照

の
み
を
執
ず
る
と

い
ふ

の
は
考

方
そ

の
も

の
に
誤
が
あ
る
。
僧

叡

の
意
見

は
大
約
右

の
如
く
で
あ

つ
た
。

こ
れ
に
よ

つ
て
見

れ
ば
、

羅
什
が
既
に
法
華

の
開
佛
知
見

の
語
よ
り

三
切
衆

生

の
成
佛

を

推
論

し
て
を
り
、
檜

叡
は
そ

の
教
を

受
け

て
ゐ
た
か
ら
、

悉
有
佛
性

の
明
読

せ

ら
れ
る
泥
覆
経
に
接

し
て
愈

悉
皆
成
佛

の
信
念
を
固
く
し
た
こ
と
が
知

ら
れ

る
。
彼

は
こ
れ
よ
り

前
、
般

若
と
法
華

と
の
相
待
關
係
を
考

へ
て
ゐ
た

(
法
華

纏
後
序
、
小
品
纏
序
)
。
今

又
般

若
と
泥
担
、

法
華
と

泥
疸
と

の
關
連

を

開

明

し
て
、
結
局
、

「般

若
は
其

の
虚
妄

を
除
き
、

法
華
は

三
究
寛

を

開

き
、

泥

覆

は
其

の
實
化
を
閾

く
、

こ

の
三
津
開
照

し

て
、

照
、
遺
す
な

し
」
、(
喩
疑
)
 と

読
き
、
組
織
的
な
佛
教
學

の
膿
系
を
獲
表
す
る
に
至

つ
て
ゐ
る
。

か
く
し
て
泥

泣
経

の
誹
誇
者

が
現

は
れ
た
と
い
ふ
事
件
が
、

却

つ
て
軍

猫
な

理
解

を
教
義
的

な
組
織
に
ま

で
昂
め
さ
せ
る
機
縁
と
な

つ
た

の
で
あ

る
。

三

僧
叡
が
成
佛

と
い
ふ
課
題

に
樹
し

て
明
確
な
意
識

を
持

つ
た
こ
と
前
述

の
通

り

で
あ
る
が
、

更
に

三
歩
を
進
め
て
悉
皆
成
佛

よ
り
速
疾
成
佛

の
方
向

に
近
づ

い
た

の
は
竺
道
生
で
あ

つ
た
。

彼
に
於
て
は
、
關
提
成
佛
を
圭

張
し
て
佛
教
徒

の
贈
裏

に
成
佛

と
い
ふ
考
方
を
深
く
刻
み

つ
け
た
こ
と
と
、
法
華

の

三
乗

と
い

ふ
教
読
に
明
快
な

理
論
を
與

へ
た

こ
と
と
、
進

ん
で
頓

悟
と
い
ふ
問
題

を
提

起

し
て
時
代

思
想
を
振
起
さ
せ
た

こ
と
と
が
注
意
せ
ら
れ
、

こ
れ
ら

が
皆
速
疾
成

佛

の
思
想
に

つ
な

が
り
を
持

つ
て
ゐ
た

の
で
あ

る
。

六
雀
泥
海
輕
が
課
さ
れ
た

時
、
経

文
に
は
閾
提
不
成
佛
と
読
か
れ
て
ゐ
る
に
拘
ら
ず
、

悉
有
佛
性

の
原
理

よ
り
推

し
て
道
生
は
敢
然
閾
提

成
佛

を
圭
張
し
た
。

こ
れ
は
守
文

の
學
徒
よ
り

背

経

の
邪
読

と
し
て
非
難
さ
れ
た
が
、
後

に
大
般
浬
繋
経
が
傳
は

つ
て
そ

の
経

読
に
合
す

る
こ
と
が
明
か
と

な

つ

た
 
(出

三
藏

記
集
巻
十

五
、
遣

生
傳
)
。
こ

の
話

は
彼

の
明
敏
さ
を
示
す
も

の
と
し
て
古
來

喧
傳
せ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、

私
は

そ
れ
よ
り
も
、

寧
ろ

こ
の
事
件

が
悉
皆

成
佛

と
い
ふ
襯
念
を
深
く
世
人

の
念
頭

に
浸
透

さ
せ
る
機
會
と
な

つ
た
で
あ
ら
う
意
義

に
留
意

し
た

い
。

三
閲
提
は
信

不
具

足
の
故

に
蘭
善
根
と
も
構

せ
ら
れ
、
絶
樹

に
こ
れ
だ
け
は
成
佛
を
許
し
得

ぬ
所
と
排
撃

せ
ら
れ
た
極
限

の
者

で
あ
る
。
然

る
に
か
か
る

三
閾
提
す
ら
成
佛

が
認
め
ら
れ
る
と
な
れ
ば
、

凡

そ
世

の
中
に
何

一
つ
と

し
て
成
佛

の
障
と
な
る

も

の
が
な

い
で
あ
ら
う
。

然
か
も

三
闘
提

と
は
、
宗
教
的
に
反
省
す
る
時
何
人

も

直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
自

己

の
姿

で
は
な

い
か
。
さ
れ
ば
闘
提
成
佛
が
箪

に
経

の
上
に
読

か
れ

て
ゐ
る
と

い
ふ
だ
げ
で
な

く
、
印
ち
、

浬
盤
経
自
身
も
既

に
苦
慮

し
た
末

に
そ

こ
に
到
達

し

た

の

で

あ

る

が
、
恰
も
そ
れ
と
同
檬
に
、

中
國
佛
教
徒
も
無
自
畳
無
反
省

に
輕
説

を
領
受
す
る

の
で
な
く
、

些
か
な
が
ら

道

生

の
こ
の
事
件
を
通
し
て
自
畳

的
に
受
け
容

れ
た
と

い
ふ
こ
と
に
な
る
。

こ

れ
は
中
國
佛
教

の
上
に
成
佛
思
想
を
考

へ
る
場
合
、

決
し
て
看
過
出
來
ぬ
意
義

を
持

つ
問
題

で
あ

つ
た
と
思
ふ
。
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次

に
法
華
経
は
、

般
若
等

の
諸
経
に
於
て
不
成
佛

の
機
と
せ
ら
れ
る

二
爽
に

封
し
て
そ
れ
が
成
佛

の
可
能
な
る
を
読
く

の
で
あ

る
か
ら
、

こ
の
経
が
読
く

三

藁
と

い
ふ
原
理
は
最

も
愼
重
に
考
究
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
竺
道
生
は

こ
の
法
華

経
に
注
繹
を
作

つ
て

三
乗

の
意
義
を
明
か
に

し

た
。
彼

に

よ

れ

ば
、

法
華
経

は
、

三
毫

の
善
よ
り
佛
慧
に
至
る
ま

で
す
べ
て

の
善

は
皆

三
の
佛
果
に
統
搦
さ

れ
、

そ
れ
は
理
が
唯

三
な
る

に
由
る

こ
と
を
読
く
も

の
で
あ
る
と

云
ふ
。

こ
れ

に
よ

つ
て
、
佛

は
先

に
三
乗
を
説
き
後

に

三
乗
を
説
か
れ
た
が
、
實
際

に
は
因

果
人
共

に
三
乗

の
別
な
く
唯

三
種
あ
る

の
み
と

い
ふ
こ
と
に
な

る
。
聲
聞
。

縁

畳
等
が
成
佛

せ
ぬ
と
い
ふ

の
は
方
便
の
教
を
執
じ
て
そ
れ
を
實
読

と
謂

つ
て
ゐ

る
迷
情

の
上
に
於

て

の
み
云
は
れ
る
所

で
あ
り
、

決
し
て

三
具
阿
羅
漢

や
辟
支

佛

に
な

つ
て
そ

の
上
で
廻
心
し
て
菩
薩

に
な
る
と

い
ふ

の
で
は
な

い
。
何
人
も

佛
教
を
奉
ず

る
限
り

粉
か
ら
皆

菩
薩
と
云
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
從

つ
て

三
切
衆

生

の
成
佛
は
疑
を
容

れ
ぬ

の
で
あ

つ
て
、
唯
だ
平
等
大
慧
を
得

る
か
否

か
が
佛

と

衆

生
と
を
匿
別
す
る
限
界
と
な
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、

理
は

三
な
る
が
故
に

こ
れ
を
悟
る
平
等
大
慧
を
得

る
か
否

か

に
よ

つ
て
佛
と
衆
生
と
が
分
れ
る

と
す
れ
ば
、

悟

は
階
段
的
に
逐
次

悟

つ
て
ゆ

く
と

い
ふ
こ
と
で
蓬
せ
ら
れ
る
も

の
と
云

へ
な

い
。
蝕

に
所
謂
頓
悟
義
が
成
立

す
る
。
故
に
竺
道
生

の
頓
悟
義
な
る
も

の
は
、

法
華
輕

の

三
乗
よ
り
す
る
當
然

の
蹄
結

と
考

へ
ら
れ
る
。

尤
も
謝
盤
運

の
辮
宗
論

が
傳

へ
る
所
に
よ
れ
ば
、

道

生
は
繹
氏

の
積
學
能

至
読
と
孔
氏

の
理
蹄

三
極
読
と
を
折
衷
し

て
、
宗
極
は
微

な
り
と
錐
も

三
悟
頓
了
す
と

い
ふ
頓
悟
義
に
到
達
し
た
と
云
は
れ
る
。

然

し
道

生
は
現
に
法
華
疏

の
中

で
、

理
無
異
趣
同
蹄

三
極
を
以
て
法
華

に
明
す
平
等
大

慧

の
謂
な
り
と
明
言

し
て
ゐ
る
か
ら
、
頓
悟
義
が

三
理
に
基
く

こ
と
謝
露

運
の

説
く
通
り

で
あ
る
と

し
て
も
、

そ
れ
が
儒
教

の
読
に
負

ふ
所
あ
り

と

い
ふ
の
は

正
確
な
論

と
思
は
れ

ぬ
。
恐
ら
く
頓
悟
義
を
儒
佛

二
教

に
通
ず

る
公
論

と
し
て

蛮
表
せ
ん
が
爲
に
、
謝
難

蓮
等

が
こ
と
さ
ら
左
様
に
表

明
し
た
の
で
は
な

か
ら

う
か
。

そ
れ
は
兎
も
角
、

道
生

に
よ
れ
ば
何
人
も

三
理
を
悟
る

こ
と
に
よ

つ
て

頓
悟
成
佛

す
る

の
で
あ
り
、

そ

の
場
合
頓
悟
は
、
頓

悟
以
外

の
道
即

ち
漸
悟

の

道
も
あ

つ
て
そ
れ
に
甥
し
て
頓

悟

の
道
が
あ
る
と

い
ふ

の
で
は
な

い
。
凡

そ
悟

る
と
い
ふ
の
は
唯

三
絶
封
な
る
理
を
悟
る
の
で
あ
る
か
ら
、

此
を
漸
次

分
割
的

に
悟
る

と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
得

な

い
。
故

に
悟
り

は
頓
に
悟
る
以
外

に
あ
り
得

な

い
の
で
あ

つ
て
、
選
澤

の
及

ぶ
所

で
は
な

い
。
然

し
こ
れ
を
教
読
と

い
ふ
面

か
ら
見

れ
ば
如
何
。

華
嚴
経
に
は
十
地

の
階
級

を
読
き
般
若
輕
に
は
三
乗

の
差

別
を
立
て
る
。

そ
れ
ら
の
経
よ
り
す
れ
ば
、

菩
薩

は
地

々
の
修
行
を
積

み
聲
聞

は
菩

薩
と
な

つ
た
上

で
な
け
れ
ば
成
佛
す
る

こ
が
出
來
な

い
。
故
に

こ
れ
ら

の

経
と
比
較
す

る
時
、

三
乗
十
地

の
別
を
読
か
ず

三
悟
頓

了
す
れ
ば

三
乗
成
佛
す

と
読
く
法
華
輕

は
、
階
級
を
経
ず
迂
廻

の
道
を
と
ら
ず

し
て
速
疾
に
成
佛
す
る

の
法
を
読
く
教

と
云
つ
て
よ

い
。
法
華
経
が
速
疾

成
佛

の
教
法
と
云
は
れ
る
所

以
、

又
法
華

経
に
關
蓮
し

て
速
疾
成
佛

の
思
想
が
起
る
所
以
は
蝕
に
在
る

の
で

あ
る
。

四

無
量
義
経
が
中
國
撰
述

で
あ

つ
て
そ
れ
が
竺
道
生

の
頓

悟
義
を
謹
明
せ

ん
た

め
に
頓
悟
論
者

の
側

に
於

て
編
成

さ
れ
た
と
考

へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
本
誌
前
號

(
印
度
學
佛
教
學
研
究
第

二
巻
第

二
號
)
 に
護
表
し
た
拙
稿

「
無
量
義
経

に

つ

い
て
」

の
中

で
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
無
量
義
輕
は
自
ち
疾
得
成
佛

の
法

で
あ
る

こ
と
を
大
き
な
特
徴
と
し
て
ゐ
る
。
印

ち
読
法

品

に
於

て
、

「菩

薩
が

疾

く
阿
褥

多
羅

三
貌
三
菩
提
を
成
じ
た

い
と
思
ふ
な

ら
ば
如
何
な
る
法
門

を
修

行
す

べ
き

か
」

と
大
蕪
嚴
菩
薩
が
問

ふ
た

の
に
甥
し
、
佛

は

「
そ
れ
は
無
量
義

と
名
く

る
法
門

で
あ
る
」
と
答

へ
て
、
無
量

の
義

は
無
相

の

三
法
よ
り
生
ず
る

か
ら
無
相

が
實
相

で
あ
る

こ
と
を
説

い
て
ゐ
る
。
而

し
て
如
來
が
得
道
よ
り
四

速
疾
成
佛

の
思
想
 
(横

超
)
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速
疾
成
佛

の
思
想
 
(横

超
)

十
鹸
年

の
間

は
三
法

・
四
果

・
三
乗

・
十
地

の
行
を
読

い
て
き

た
が
、

今
読
く

所

の
法
は
疾
成
無
上
菩
提

の
行
な
り

と
云
ふ
。
故

に
成
道

四
十
籐
年
後

の
説
た

る
無
量
義
経

の
み
が
速
疾
成
佛

の
法

と
な
る

の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ま

で
の
間
に

読
か
れ
た
聲
聞

の
爲

の
四
諦

の
教
や
辟
支
佛

を
求
む
る
者

の
爲

の
十

二
因

縁

の

教
が
迂

廻
の
法
た
る
は
勿
論
、
般

若
や
華
・嚴
等
も
疾
成

の
法

で
は
な
か

つ
た
。

経
は
明
白

に
法
華
経
を
知

つ
て
ゐ
る
に
拘

ら
ず

こ
と
さ
ら
法
華

の
名
を
墨
げ
ず

し

て
、
「
次
に
方
等
十

二
部
経
摩

詞
般
若
華
嚴

海
室
を
読

い

て
菩
薩

の
歴
劫
修

行
を
宣
読
せ
り
」
と
云
ひ
、

方
等
。

般
若

・
華
嚴
を
歴
劫

の
行

と
し

て
ゐ
る

の

で
あ
る
。

然
し
歴
劫

の
行
で
は
な

い
と
云

つ
て
も
、

速
疾
は
地

々
の
漸
進

と
比
較
す
る

こ
と
に
よ

つ
て
初

め
て
知

ら
れ
る
所

で
あ
る
か
ら
、

経
は
菩
提

の
大
直
道

で
あ

る

こ
と
を
自
任

し
つ
つ
又
十
地

の
名
を
借
用
す
る
。
例

へ
ば
、

こ
の
経
を
聞

い

て
修

行
せ
ば
未
だ
初

不
動
地
を
得
ず
と
錐
も
煩
拶

を
断
除

し
て
乃
至
得
道
す
と

云
ひ
、
或

は
纏
を
聞

い
て
衆
生
を
度
せ
ん
と
す
れ
ば
生
死
煩
悩

三
時
に
噺
壊
し

て
菩
薩

の
第
七
之
地

に
昇
る
と
云
ひ
、

或
は
又
こ
の
経
を
受
持
し
人
を
勧
め
て

修

せ
し
め
る
者
は
漸
見
超
登
し
て
法
雲
地
に
住

せ
ん
と
読
く
等
、
皆

そ

の
例
で

あ
る
。

こ
の
や
う
に
速
疾

を
云
ひ
な
が
ら
然
も

十
地

の
別
を
借
り
用
ひ
て
ゐ
る

こ
と
は
、

後

の
曇
鷲

と

の
關
係

に
於

て
注
意
さ
れ
る
黙

で
あ

る
。

次
に
無
量
義
輕

が
十
功
徳

品
に
於

て

こ

の
経

の
十
種

不
思
議
功
徳
力

を
墨

げ
、

速
疾

成
佛
を
経
力

と
し
て
鼓

吹
し
て
ゐ
る

こ
と
も
注
意
さ
る
べ
き

で
あ

ら

う
。

本
來
な

ら
ば
無
相

の
理
を
悟

れ
ば
そ
れ

に
よ

つ
て
成
佛
す

る

の
で
あ

る
か

ら
、

無
相

の
理
を
悟
る

こ
と

こ
そ
尊
ば
る

べ
き

で
あ
る
が
、
無
量
義
経

は

「
そ

の
道
理
を
明
か
す

の
は

こ
の
経

の
み

で
あ
る
」
と

い
ふ
襯
黙
よ
り
、

こ
の
経

の

威
神
力
を
彊
調
す
る
。

そ
し
て
輕

の
最
後

に

は
、

大
莚
嚴
菩
薩
等

が
、
「
我
等

當

に
願
力
を
以
て

三
切
衆

生
に
此

の
経
を
見
聞
し
て
是

の
輕

の
威
神

の
福
を
得

せ
し
む

べ
し
」
と
誓

つ
て
ゐ
る
。

こ
の
や
う
に
速
疾

成
佛

を
自
己

の
力

と
せ
ず

し
て
経
力
に
負
ふ
も

の
と
す
る

こ
と
、

こ
れ
又
後

の
曇
鷺

と
關
連
あ
り

と
云

へ

な

い
で
あ
ら
う

か
。

そ
こ
に
他
力
思
想

の
蔚
芽

を
見
出
せ
る

や
う
に
思

ふ
。

倫
無
量
義
輕
を
初
め

て
世
に
紹
介
し
た
劉
軋

の
無
量
義
経
序

に
つ
い
て
は
、

前

述

の
論

文
で
既
に
論
考
し
た
通
り

で
あ
る
か
ら
、
戴

に
は
再
論
す

る

こ
と
を

止
め
る
。

五

北
齊

の
曇
鷺
は
中
國
浮

土
教

の
歴
史

上
劃
期
的
な
地
位
を
占

め
る
存

在
で
あ

る
。
彼

が
天
親

の
無
量
壽
経
論

に
蜀
し

て
加

へ
た
註
羅
は
、
佛

の
願
力

に
乗

じ

て
凡
夫

が
浮
土
に
往
生
す

る
と
い
ふ
趣
旨
を
、

初
め

て
而
も

強
力
に
信

念
を
以

て
獲
表
し

た
鮎

に
於
て
、
佛
教
信
仰

の
す

べ
て
の
形
態

の
中
で
も
最
も
異
彩
を

放

つ
も

の
で
あ
る
。
然

し
從
來
は
そ

の
思
想

の
由
來
が
、

肚
會
情
勢
若

し
く

は

彼
自
身

の
個
性

的
な
面
に
の
み
求
め
ら
れ

て
、
佛
教
學

三
般

と

の
つ
な

が
り
を

考
慮
す
る
と

い
ふ

こ
と
が
殆
ど
な
さ
れ

て
ゐ
な

い
。
私
は
こ

の
稿

が
些

か
で
も

そ

の
閾
を
補

ふ
上
に
役
立

つ
な
ら
ば

幸
と
思
ふ
も

の
で
あ

る
。

天
親

の
無
量

壽
経
論

は
、
願
生
偶

の
中
に
、

「佛

の
本
願
力
を
襯

ず

る

に
遇

う
て
室
し
く
過
ぐ

る
者
な
し
、

能
く
速
か
に
功
徳

の
大
寳
海
を
満
足
せ
し
む
」

と
あ

つ
て
、
功
徳

の
速

か
な
る
満
足
が
佛

の
本
願
力

に
由
る

こ
と
を
示
し
て
ゐ

る
。

そ
れ
故

に
長
行

の
最
後
に
入
出
五
門

を
明

し

た

際
、

論
に
は
、

「是

の
如

く
五
門

の
行
を
修
し

て
自
利
利
他
し
速

か
に
阿
褥
多
羅

三
貌

三
菩
提
を
成
就
す

る
こ
と
を
得
る
が
故
に
」
と
あ
る
の
も
、

行
者

の
自
利
と
利
他
と

の
二
行

が
具

備
す

る
か
ら
速
得
成
佛
す

と
い
ふ
の
で
は
な
く
、

佛

の
自
利
利
他

二
行

に
よ

つ

て
衆
生

の
速
得
成
佛
が
可
能

に
さ
れ
る

と
解
す

べ
き

で
あ
ら
う
。

曇
鷲
が
こ
こ

の
文
を
解
す
る
に
當

つ
て
、
「
然
る

に
藪

か
に
其

の
本
を
求
む

る

に
阿
彌
陀
如

來
を
増
上
稼
と
な
す
」
と
云
ひ
、

か
の
浮
土
に
生
ま
れ
る

こ
と
も
か

の
菩
薩
人
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天
所
起

の
諸
行
も
皆

阿
彌
陀
如
來

の
本
願
力
に
縁
る
こ
と
を
明

か
に
し
た
。
印

ち
澤

土
に
生
ま
れ
る

こ
と
も
漂

土
に
於

て
な
す
菩
薩
行
も
す

べ
て
佛

の
願
力
に

ょ
る
も

の
で
あ

つ
て
、

そ
れ
故

に
そ
れ
が
速
得
成
佛

の
法
と
な
り
得
る

の
で
あ

る
。
彼

は
こ
れ
を
謹
明
す

る
爲
に
、
法
藏
菩
薩

の
四
十
八
願
巾
の

第
十
八

・
第

十

一
・
第

二
十

二
の
三
願
を
引
用

し
た
。

所
謂
三
願
的
謹

と
構
せ
ら
れ
宗
學
者

の
古
來
最
も

重
覗
す

る
所

で
あ
る
。

今
そ

の
詳

読
は
暑
す
る

が
、
要
す
る
に
念

佛
往
生

の
故

に
三
界

の
輪
韓
を
冤
れ
、
佳

正
定
聚
必
至
滅
度

の
故
に
廻
伏

の
難

な
く
、
超
出
常
倫

の
故
に
諸
地
行
現
前

し
て
歴

別
修
行

の
必
要
が
な

い
。
こ
れ

に
よ

つ
て
速
疾
に
成
佛
す

と

い
ふ

の
で
あ

る
。
然
ら
ば
漂
土

へ
往
生
す

る
と
い

ふ
は
畢
寛
速
疾

に
成
佛
す

る

の
道

で
あ

つ
て
、
そ
れ
故
に

こ
そ
往
生
を
願

ふ
と

い
ふ
こ
と
に
な
る
。
第

十
入
願

に
よ
れ
ば

三
界
に
於
け
る
輪

廻
が
冤

れ
る
。

第

十

三
願
に
よ
れ
ば

二
乗

に
退
堕
す
る

こ
と
が
な

い
。
第

二
十

二
願

に
よ
れ
ば
菩

薩

の
諸
地
を
漸
次

に
修
行
し

て
上
る
必
要
が
な

い
。
こ

の
三
種

の
障
擬
な
き
所

に
速
か
な
成
佛
寮
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
か
ら
、

此
を

二
乗
迂

廻
と
菩
薩

の
歴

劫
修
行
と
を
否
定
せ
6

無
量
義
経

に
比
較
す
れ
ば
、

こ
れ
は
浮

土

へ
の
念
佛
往

生

が
加
は

つ
た
黙

に
於

て
特
色

の
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

而
し

て

無
量
義
経
で
は
そ
れ
ら
を
経
力

に
よ
り
此

の
土
に
於
て
到
達
せ
ら
れ
る
所

と
し

た

の
に
翼
し
、
今
は
往
生
ま

で
含
め

て
す

べ
て
佛

の
願

力
と
し
た
所

に
相
違

は

あ
る
が
、
経
力

と
云
ひ
佛

の
願
力
と
云
ひ
共
に
行
者

の
自
力

と
せ
ら

れ
て
ゐ
な

い
黙
に
於
て

一
致
す
る
。

然
ら
ば
曇
縁

は
無
量
義
経
を
知

つ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
と

い
ふ

こ
と
が
問
題

に

な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
無
量
義
経
を
引
用
し

て
ゐ
る
所
は
な

い
け

れ
ど
も
、

劉
虹

の
無
量
義
経
序

の
文
を
引
用
し

て
ゐ
る

の
で
、
當
然
経
を
も
知

つ
て
ゐ
た

に
相
違
な

い
と
考

へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
印

ち
論
註

で
は
下
巻

の
観
佛
蕪
嚴
功

徳
成
就

の
八
種
相
を
繹
す
る
最

末

の
文
に
於
て
、

無
量
壽
経

の
第

二
十
二
願

を

引

い
た
後
、

「
こ
の
輕
に
よ
つ
て
推
察

す

る

に
、
漂

土

の
菩

薩
は

三
地

よ
り

三

地
に
至
る
と

い
ふ

こ
と
が
な

い
の
で
あ
ら
う
。

十
地

の
階
次

を
言

ふ
の
は
、
繹

迦
如
來
が
閻
浮

提
に
於

て
な
さ
れ
た

三
の
鷹
化
道
 
(
三
鷹

の
化
道

?
)
 に
過
ぎ

ず
、

他
方

の
澤

土
も

必
ず

さ
う
と
は
定
ま
ら
な

い
」
と
云
ひ
、
智
度
論
巻

十

三

に
出
つ

る
好
堅
樹

の
讐
を
引

い
た
後

で
次

の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
。

有
レ
人
聞
下
繹

迦
如

來
謹
二
羅
漢
於

三
聴

一制
中
無
生
於
終
朝
上
謂
三是

接

誘

之
言

非
二禰
實
之

読

聞
ニ
此
論
事

ー亦
當
レ
不
レ
信
、
夫
非
常
之
言

不
レ
入
二
常
人
之
耳

ー

謂

二之

不

然
亦
其

宜
也

然

る
に
こ

の
文
は
、
劉
軋

の
無
量
義
輕
序

に
頓

悟
論
者

と
漸

悟
論
者
と

の
鍵
方

の
圭

張
を
述

べ
た
際
、

頓
悟
論
者

の
立
論
中

の

三
部

と
し
て
塁
げ
ら
れ

て
ゐ
る

も

の
で
あ

つ
て
、
そ

こ
に
は
次

の
如

く
読

か
れ
て
ゐ
る
。

而
言
下
納
二
羅
漢
於

一
聴

一到
中
無
生
於
終
朝
上
是
接
誘
之
言
非
二
構
實

妙
得

非
漸

一理
固
必
然

そ

の
意
味
は
、

三
た
び
聴
法
し
て
阿
羅
漢

が
得
ら

れ

三
日
の
行

で
無
生
法
忍
が

得
ら

れ
る

と
い
ふ
如
き

こ
と
は
、

こ
れ
人
を
誘
引
す
る
爲

の
教

で
事
實

左
様
な

こ
と
は
あ
り
得
な

い
と

い
ふ
人
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

塞
を
頓
悟
す
る

こ
と

が
出

來

れ
ば

三
聴

し
て
羅
漢
を
得

三
日
に
し
て
無
生
法
忍
を
得
る

こ
と
も
當
然
あ
り

得

べ
き

こ
と
だ
、

と
言

ふ
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
は
頓
悟
論
者

が
漸
悟
論
者

よ
り

の
會
通
を
反
駁

し
た
も

の
で
あ

つ
た
。

そ

の
漸

悟
論
者

よ
り

の
會
通

の
部

分
を
今
曇
穂

は
借

用
し
て
、
速
か
に
羅
漢

を
得
た
り
無
生
法
忍
を
謹

し
た
り
す

る

こ
と
を
方
便

の
読
に
し
て
事
實
あ
り
得
な

い
こ
と
と
考

へ
る

や
う

な

者

に

は
、

漂
土

の
菩
薩
が
諸
地

の
差
別
を
越

へ
て
速
か
に
功

徳
を
満

足
す

る
と

い
ふ
.

こ
と
が
信
ぜ
ら
れ
な

い
で
あ

ら
う

と
言

つ
た

の
で
あ
る
。

劉
軋

は
悟

の
あ

り
方

を
論
じ

て
そ
れ
は
頓
悟
頓

了
で
な
け

れ
ば
な
ら

ぬ
と
圭
張
せ
ん
と
し
た
が
、
曇

縫
は
悟
り

の
あ
り
方

一
般
を
問
題

に
し

て
頓
悟
義
を
圭
張
し
よ
う

と
し
て
ゐ

る

速
疾
成
佛

の
思
想
 
(
横

超
)
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の
で
は
な

い
。
十
地

の
階
級
を
輕
る
漸
進
圭
義

の
佛
教
も

あ
る
こ
と
を
認

め
な

が
ら
、
自
ら

は
不
亥
第
超
越

の
佛

教
を
澤
土
に

見
出
し
て
、

そ

の
浮

土

へ
の
往

生
を
願

つ
た
の
で
あ

る
。
蝕
に
曇
鷺

の
浮
土
教
が
劉
軋
を
経
由
し

つ
つ
、
頓

悟

義

よ
り

は
寧

ろ
無
量
義
輕
そ

の
も

の
の
速
疾
成
佛
思
想
に
影
響

さ
れ
る
所
が
あ

つ
た
と
考

へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

註
、
曇
鷺

が
東
魏

の
興
和
四
年

に
残
し
た
と
し
て
竜
、
劉
軋
は
そ

れ
よ
り
三

十
八
年
前

に
死
ん
で
ゐ
る
か
ら
曇
鷺
が
劉

軋

の
序

を
引
用
す

る
こ
と
は

不

可
能
で
な
く
、
殊

に
曇
鷺
は
陶
隙
居
を
訪
ね
て
江
南

へ
往

っ
て
ゐ
る
か
ら

そ

の
際
無
量
義
経

を
知
つ
た
と
考

へ
て
不
4
日
然
で
な

い
。

六

速
疾

成
佛

思
想
は
、

北
魏
北
齊
に
曇
轡

の
漂

土
教
を
展
開
さ
せ
た
後
、

北
齊

の
慧

思
に
至

て
ま

た
法
華
経

に
立
脚
し
た
三
昧
行

と
し

て
提
唱
せ
ら

れ
る

こ

と
に
な

つ
た
。
慧
思

は
、
繹
論

に
依
る
修
暉
者
慧
文

の
下
に
學

ん
だ
後
、

三
夏

忽
然

と
し
て
法
華

三
昧

を
悟

つ
た

の
で
あ
る
。

此
に
至
る
ま

で
の
習
學
経
歴
を

摩
詞

止
襯

や
智
者

大
師

別
傳

に
は
、

「
十
年
專
講
、

七
載

方
等
、

九

旬

常

坐
、

三
時
圓
謹
」

の
要
約

し
た
語
を
以

て
傳

へ
ら
れ
、

法
華

三
昧
謹
悟

の
過
程
は
績

高
檜
傳

の
慧
思
傳

に
詳

し
い
。
そ

の
謹
悟
過
程

の
記
述

に
徴

し
て
知
ら

れ
る

や

う
に
、

こ
の
三
昧
は
も

と
は
大
乗

の
塞
定
を
獲

し
た
後

に
到

蓬

さ

れ

た

も

の

で
、
般
若
経

に
読

か
れ
る
不
可
得
塞

の
悟
境

が
徹

底
し
た
結

果
で
あ

つ
た
。
故

に
慧

思
に
あ

つ
て
は
、

法
華
と
般
若

の
二
経
は
共

に
大
乗
直
實

の
法
を
読

い
た

も

の
で
あ
り
、

何
れ
も

摩
詞
衛

の
義
と
し
て
互
に
優
劣
が
あ

る

の
で
は
な

い
。

そ

の
こ
と
は
、
彼

が
四
十
四
歳

の
時

に
書

い
た
立
誓

願
文

の
中
に
、

度
重
な

る

悪
論
師

の
迫
害

に
よ

つ
て
末

法
悪
世

の
叫
を
墨
げ
、

正
法
と
し
て

の
二
輕
を
彌

勒

の
世

に
ま

で
傳
持

し
た

い
と
誓

つ
て
ゐ
る

の
で
も

知
ら
れ
る
。
唯

不
可
得

室

な
る
實
相

の
極
庭

は
般

若
法
華

二
輕
同

三
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
こ
に
到
る
道

を
般
若
経
に
は
次
第
行
を
以
て
読
き
、
法
華
輕
に
は
不
次
第
圓
頓
行
を
以
て
示

さ
れ
て
ゐ
る
の
相
違
が
あ
る
。
印
ち
同
じ
く
大
乗
の
不
可
得
塞
を
読
く
に
し
て

も
、
法
華
は
二
乗
の
路
を
行
ぜ
ず

三
心
に
此
の
み
を
學
ん
で
衆
果

三
時
に
具
足

す
る
佛
果
を
成
じ
得
る
と
な
す
の
で
あ
つ
て
、
そ
は
恰
も
蓮
華
の
三
華
に
し
て

衆
果
を
成
じ

三
時
に
具
足
す
る
が
如
く
で
あ
る
が
、
般
若
は
此
と
異
り
三
乗
差

別
の
上
に
立
つ
て
読
く
が
故
に
次
第
順
序
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
後
に
慧
思

が
智
顎
を
し
て
金
字
の
般
若
経
を
代
講
さ
せ
た
時
、

三
心
具
萬
行
の
塵
に
至
つ

て
、
慧
思
は

「此
れ
乃
ち
大
品
次
第
の
意
の
み
、
未
だ
是
れ
法
華
圓
頓
の
旨
に

あ
ら
ず
」
と
教

へ
た
と
傳
へ
ら
れ
る
 (綾
高
曾
傳
)
 の
は
此
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
思
ふ
に
こ
れ
、
そ
の
期
す
る
所
の
悟
境
は
同
三
で
あ
つ
て
も
、
般
若
は
此

を
説
明
的
に
論
述
し
法
華
は
直
観
的
に
悟
入
さ
せ
や
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
行
法
と
し
て
は
法
華
に
よ
る
法
華
三
昧
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の

で
あ
ら
う
。

慧
思
は
こ
の
法
華
三
昧
の
思
想
内
容
を
法
華
輕
安
樂
行
義

の
中
に
表
明
し

た
。
そ
れ
は
末
法
の
行
法
を
読
い
た
安
樂
行
品
と
普
賢
翻
獲
晶
と
に
準
擦
し
無

相
行
と
有
相
行
と
の
二
種
と
し
て
読
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
有
相
無
相
の

別
は
あ
つ
て
も
共
に
法
華
輕
に
よ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
大
乗
頓
畳
無

師
自
悟
疾
成
佛
道
の
法
で
あ
る
と
い
ふ
。
速
疾
成
佛
が
法
華
経
に
よ
つ
て
の
み

可
能
と
せ
ら
れ
、
こ
こ
に
妙
法
た
る
所
以
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
天
台
學
の
圓
頓
圓
融
の
思
想
が
興
る
が
、
そ
の
詳
細
は
別
の
論
文
 (宮

本
博
士
還
暦
記
念
論
丈
集
所
載
、
拙
稿

「南
岳
慧
思
の
法
華
三
昧
」)
 に
譲
る
。

倫
、
慧
思
は
北
齊
の
教
界
に
學
ん
だ
人
で
、
そ
の
考
方
に
は
立
誓
願
文
に
明
か

な
る
如
く
無
量
壽
経
に
影
響
さ
れ
る
所
が
多
か
つ
た
。
こ
の
鮎
か
ら
疾
成
佛
道

の
思
想
の
流
れ
を
先
輩
の
曇
難
に
た
ど
る
と
し
て
も
、
敢
て
無
理
で
は
な
い
で

あ
ら
う
。
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