
龍
陶樹
の
方

栢
勝
田
伽
想

(
三

枝

)

龍
樹
の
方
便
思
想

三

枝

充

恵

方
便
 
q
p
a
y
a
 は
、

u
p
a
+
a
y
a
 (
i
)
、
向

つ
て
行
く

こ
と
、
近
づ

い
て
行

く
こ
と
、
印

ち
方
法
。

手
段
で
あ
り
、

且
つ
現
在
わ

れ
わ
れ

の
頻
用
す

る
日
常

語
で
も
あ
る
。

以
下
、

中
論

・
大
智
度
論

・
十
住
毘

婆
沙
論

(
龍
樹
眞

作
か
否

か
の
疑
問

は
今

は
鯛
れ
な

い
)
か
ら
、
龍
樹

の
思
想

・
立
場
に
深

い
關
聯

を
も

つ
て
述

べ
ら
れ

て
い
る
方
便
に

つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

そ
れ
は
次

の
四

つ
の
型

に
分
類
さ
れ
る
。

中
論

の
根
本
的
立
場
が
塞
で
あ
る
こ
と
は
更
め

て
云
う
ま

で
も
な

い
。
そ
れ

は

一
切

の
見
 d
rs
ti
・
宗
 
p
ra
tij
na
 を
離
れ
る

こ
と

で
あ
り
、

換
言
す

れ
ば
寂

滅

で
あ
り
不
可
得
で
あ
り

無
戯
論

で
あ

つ
て
、
言
読

の
饗
象

と
は
決
し
て
な
り

得
な

い
。
に
も
拘
ら
ず
、

中
論
は

(智
腱
論
も
)
そ

の
塞
を
委
曲
を
墨

し
て
解

読
す
る
、

そ
し
て
そ
れ
は
方
便
と
し
て
読
く

の
だ
、

と
龍
樹
は
各
所
に
述

べ
て

い
る
。

こ
の
構
造

は
、

云
わ
ば
絶
封
的
な
も

の
が
假
に
相
樹
化
さ
れ
て
わ

れ
わ

れ
の
 H
o
r
iZo
n
t
 に
齎
さ
れ
わ
れ
わ
れ

の
封
象

と
な
る
、

だ
が
そ
れ
は
自
ら

の

相
甥
性

の
故

に
自
ら
を
否
定
し
自
ら
滅
ん
で
絶
翼
的
な
も

の
に
還

臨
し

て
行
く

の
で
あ
り
、

こ
こ
で
こ
の
相
樹
化

の
 
p
ro
c
e
ss
 
が
方
便
な

の
で
あ

つ
て
、
か
、

く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
絶
樹
的
な
も

の
と
交
渉
し
少
く
と
も
燭

れ
感
ず
る
可
能
性

が
拓

か
れ
る
。

(
こ
の
こ
と
は
、

龍
樹

の
關
心
が
、
絶

樹
的

な

も

の

へ
の
論
理

づ
け

に
あ

つ
た
の
で
は
な
く
て
、

そ
れ

へ
の
参

與

實
蹉

に
あ

つ
た
こ
と
を
物

語
つ
て
い
る
)
。
龍
樹

の
立
場
か
ら
す

れ

ば
、

諸
法
實
相
と
は
、

塞
と
は
、

何

か
の
イ
ド

ラ
を
も

つ
た
も

の
で
は
な

い
、
反
封

に
あ
ら
ゆ
る
イ
ド
ラ
を
否
定
し

破
壊
す

る
も

の
で
あ
る
、

と
云
う
よ
り
も
、

種

々
な
る

イ
ド
ラ
が
龍
樹

の
實
践

へ
の
志
向

の
故

に
生
み
出
さ
れ
る
、

そ
し

て
そ
れ
ら
は
、

ま
た
そ

の
故

に
イ
ド

ラ
自
膿

で
壊
れ

て
行
く
、

そ
こ
で
こ
の
イ
ド

ラ
、
印

ち
方
便
は
、

こ
れ
を
自
己

否
定
的

と
呼

ぶ
こ
と
が
出
來
よ
う
。

こ
れ
が
方
便

の
第

一
の
型

で
あ

る
。

中
論
 
k
a
rik
a
 に
は
 
U
p
a
y
a
 の
語
は

「
q
h
a
rm
a
sy
a
 sa
d
h
a
n
a
-u
p
a
y
a
h

(
羅
什

課
、
能
成

輻
徳
者
)
」
X
v
H
,
U
 
の

一
例
し
か
見

ら
れ
ず
、

し

か
も

こ

れ
は
羅
什

が
敢
え

て
無
覗
し
て
い
る
よ
う
に
特
別

の
意
義

を

も

つ

て

は

い
な

い
。
中
論
は
方
便

の
用
語
に
拘
ら
な

い
、
む
し
ろ
論
全
膿

が

そ

れ

に

相
當

す

る
、

そ
し

て
そ

の
中

の
幾

つ
か

の
術
語
、

最
も
 
ty
p
ic
a
 な
も

の
は
、

不
生
不

ま
さ

滅
な
ど

の
入
不
が
正
し
く
そ
れ

で

あ

り
、
智
度
論

(
春

一
、
大

正
二
五

5
9
)

の
四
悉
檀
も
、

少
く
と
も
世
界

・
各
各
爲
入

・
遇
治

の
三
悉
檀

は
、

こ
の
自
己

否
定
的
な
方
便
に
ほ
か
な

ら
な

い
、
と
云
う
こ
と
が
出
來

よ
う
。

更

に
智
度
論

は

こ
の
種

の
方
便
に

つ
い
て
詳
読
し
、

「
若
し
菩
薩
、

方
便
な
く

し

て

色
を
観

ず
れ
ば
則
ち
相
中
に
堕

し
相
中

に
堕

す

る

が

故
に
般

若
波
羅

蜜
行
を

失

す
」

(
四
三

い
7
2
)
、
「
方
便
な
き
菩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
を
行
ぜ
ん
と
欲
し
色
を
観
じ

て
定
相
を
求
め
色

の

一
相
を
取
り

て
色
見
を
生
ず
。

此
と
相
運
す
る
を
方
便
あ

り
と
爲
す
。

是

の
菩
薩

は
色
を
蜘
ず
と
錐
も
妄
見
を
生
ぜ
ず
能
く
諸
邪

見
等
を

蜥
ず
」
(
四
五

3
4
)
、「
方
便
な
き
者

は
六
波
羅
蜜
を
行
ず
と
錐
も
内
に
我

心
を
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離
る
る
こ
と
能
は
ず
外
に
諸
法

相

を

取

る
」
(
五
六

4
6
3
)
な
ど

の
例

は
枚
墨

に
邊
な

い
程

で
あ
る
、

そ
し
て
そ
れ
は
逆
に

云
え
ば
、

「
若

し
菩
薩
、
般

若
を

行
じ

て
方
便
あ

れ
ば
能
く
外
法
を
齪

じ
て
畢
童
塞
な

り
」
(
六
三

5
0
)
、
「
若
し

菩
薩
・
方
便
力
を
用

つ
て
六
波
羅
蜜

を
行
ぜ
ば
、

是

の
人
は
諸
法
塞
を
知
る
と

錐
も
般
若
波
羅
蜜
を
起
す
」
(九

一

7
0
3
)

の
で
あ

る
。

智
度
論

・
十
佳
毘
婆
沙
論
を
見
る
と
、

こ
れ
ら
に
は
、

中
論
に
絵
り
強
調
さ

れ
な

か
つ
た
菩
薩

度
衆
生

慈

悲

の
立
場

が
前
面
に
強
く

出

て

來

て

い
る

(
そ
れ
は
十
佳
毘
婆
沙
論

の
方
が
徹

底
し
て
い
る
乃
至
割
り
切

つ
て

い
る
と
の

印
象

が
濃

い
)
。
こ
の
立
場
に
あ

つ
て
行
ぜ
ら
れ
る
方
便
憶
、

そ

れ

が

そ
の
ま

ま
衆

生
を
度
す
る

の
で
あ
り
、

ま
た
は
そ
れ
に
通
ず
る

の
で
あ
る
か
ら
、

前
項

の
方

便
と
は
正
反
樹
の
極

に
位
置
し
、

從

つ
て
こ
れ
は
自
己
肯
定
的
と
呼

ぶ
こ

と
が
出
來
よ
う
。

こ
れ
が
方
便

の
第

二
の
型

で
あ
る
。

智
度
論
に
は
、
「
方

便
な
き

が
故

に
三
解
脱
門

に
入
り
直

ち
に
浬
繋
を
取
る
。

若
し

方
便
力
あ
れ
ば

三
解
腕
門

に
住
し
て
渥
繋

を
見
、

慈

悲
心
を
以

て
の
故

に
、

能
く
心
を
韓
じ

て
還
起
す

」

三
五

3
2
5
)
、
「
菩
薩
は
六
地
中
に
佳

し
て
六
波
羅

蜜
を
具
足
し

一
切
諸
法
塞

を
襯
ず
る
も
、

未
だ
方
便
力
を
得
ざ

れ
ば
、

聲
聞
辟

支
佛

に
堕
す
る
を
畏
る
」
(
四
九

4
10
)
な
ど
と
、

こ
の
種

の
方
便

か

ら

菩
薩

を
特
微
づ
け
る
用
例

の
ほ
か
、
「
一
切
聲
聞
辟
支
佛
菩
薩

の
種
種

方
便
門

は
衆

生
を
し
て
道

に
入
ら
し
む
」
(
四
〇

い
5
0
)
、
「
佛
は
大
、慈
悲
心
を
以

て
衆

生
を
憐

懲
す
る
が
故

に
、
方
便
し
て
爲
に
法
を
読
く
」
(
七
四

5
0
4
)
、
「
菩
薩
は
…
十

方

に
至
り
て
種
種
方
便
力
も
て
佛
事
を
施

作
し
衆
生

を

度
脱

す
」
(
七
六

5
9
7
)
、

「
佛
は
方
便
力

を
以

て
衆
生
を
度
せ
ん
が
爲
に
人
法

を

受

く
」
(
九
○
 
6
9
9
、

二
六

N
5
3
に
も
類
似

の
表

現
が
あ
る
)
「
菩
薩
は
般

若
を
行
じ
方
便
力
を
以
て

衆
生

の
爲
に
法
を
読
く
」
(
九
四
7
2
1)
、
な
ど

の
用
例
は
籔
多
く
見
ら
れ
る
。

十
佳
毘
婆
沙
論
も
、

「
世
間

法
と
は
則
ち
是
れ
衆
生
を
教
化
す
る
方
便
道
な
り
、

菩
薩
は
是

の
如
き
世
間
法
を
知
る
」
(
一
九
晶
)
、「
方
便
と
は
衆

生
を
成

就
し
教

化
す

る
中

に
種
種

に
思
惟
し
て
錯
謬
せ
ざ
る

に
名
つ
く
」
(
二
九
口剛
)
、「
菩
薩
は

方
便
を
以
て
善

法
を
修
す
、

飴
人

に
は
な
き

所

な

り
」
(
三
〇
品
)
な
ど
と
散

読
し
て

い
る
。

上

の
二
つ
の
方
便
の
 
U
rs
p
ru
n
g
 で
あ
る
室
及

び

慈
悲

は
、
智
度

論
を
支

え
る
最

も
重
要
な
爾
軸
で
あ

つ
て
、

そ
の
ど
ち
ら
に
 w
e
igq
h
t
 が
置
か
れ
て
い

る
か
は
恐
ら
く
箇
定
を
許

さ
な

い
。
だ
が
か
く
並
び
立

つ
塞

と

慈
悲

と

は
、

(少
く

と
も
論
理
的
に
は
)

そ

の
ま
ま
し

つ
く
り
結
び

つ
き
得
る
も

の
で
は
な

く
、

の
み
な
ら
ず
反
封
概

念
と
も
矛
盾
概
念
と
も
云
う

こ
と
が
出
來
な

い
、
む

し
ろ
全

く
異
質
的
な
 
T
h
e
se
 と
云

つ
て
よ

い
。
龍
樹
は
實
陵

そ

の
も

の
の
う

ち
に
こ

の
二
つ
を
統

一
し
融
合
さ
せ
た
、

そ
れ
が
六

バ
ラ

ミ
ツ
で
あ
る
、

と
考

え
ら
れ
る
。

し
か
も
衆

生
は
そ

の

一
人

一
人
が
決

し
て
同

じ
で
は
な

い
、
同

一

の
衆
生
も
時
を
移
せ
ば
攣

つ
て
い
る
、
ぎ
た
室
竺

定
の
イ
ド

ラ
を
有
し
な

い
、

印
ち
何

れ
も
生
き
て
お
り
動

い
て
い
る
、
そ

の
爲
に
六

バ
ラ

ツ
乃
至
般
若

ハ

ラ

ミ
ツ
は
、

そ

の
時
に
懸
じ
塵

に
随

つ
て
、
自
ら
を
 c
o
rre
s
p
o
n
d
 さ
せ

つ
つ

特
殊

化
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
、
か
く
て
そ

こ
に
は
方
便
が
要
請

さ
れ
、

む
し

ろ
必
然
的

に
行
ぜ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
方

便
は
遇
象

に
印

し
て

の
云
わ
ば

任
意

の
特
殊
化

の
所
産
な

の
で
あ
る
か
ら
、
自
律
的
な
統
制
は
夙
に
放
棄
さ
れ

て
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
ま

た
否
定
さ
れ
る
こ
と
も

そ
の
ま
ま
肯
定

さ
れ
る

こ
と

も
共
に
あ
り
得
な

い
、
そ
こ
で
こ
の
方
便
は
自
己
矛
盾
的

と
呼

ぶ
こ
と
が
出
來

よ
う

或

い
は

塞
と
慈

悲
と
の
質

の
相
違

の
う
ち
に
、

方
便
が
進

ん
で
自
己

矛
盾

を
犯
し
な
が
ら
、

一
方
か
ら

一
方

へ
の
質

の
韓

換
を
果
し

つ
つ
、
六

ハ
ラ

ミ
ツ
乃
至
般
若

ハ
ラ
ミ
ツ

へ
と
 
a
u
hh
e
b
e
n
 し
て
行
く
、

と
も
考
え

ら

れ

よ

う
。
こ
れ
が
方
便
の
第
三
の
型
で
あ
る
。

智
度
論
は
、
「若
し
菩
薩
摩
詞
薩
、
方
便
心
な
く
し
て
六
波
羅
蜜
を
行
じ
塞

龍
樹
の
方
栖
医
思
相
心
(
三

枝
)
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龍
樹

の
方
便
思
想

(
三

枝
)

無
相

無
作
中
に
入
れ
ば
、

菩
薩
位
に
上
る
能

は
ず
」
(
二
七

2
0
2
)
、
「
方
便
力

の

故

に
、
六
波
羅
蜜
を
行
ず

と
錐
も
幅
徳
因
縁
を
起
し
て
心
は
諸
法
に
著
せ
ず
」

(
六
二
 
5
0
2
)
、
「
方
便
力
と
は
、

畢
寛

無
法
亦
無
衆

生
な

る
も
而
も
衆
生
を
度

す
」
(
九
〇
 
6
9
7
)
な

ど
を
始
め
、

各
所

に
こ
の
方
便
を
読
き
、

そ

こ

で

は
方

便
が
六

ハ
ラ

ミ
ツ
特

に
般

若

ハ
ラ

ミ
ツ
と
並
構
さ
れ
、
ま

た
伺

一
覗
さ
れ
る
に

止
ま
ら
ず
、

阿
褥

多
羅

三
貌

三
菩
提

に
至
る
爲
に
六

ハ
ラ
ミ
ツ
だ
け
で
は
不
充

分
で
あ

る
と
し
て
、

こ
の
方
便

を

加

え

て

い

る

(
三
七

3
3
5
な
ど
)
。
こ
れ

は
、

や
が
て
は
、

方

便

ハ
ラ
ミ
ツ

へ
と
獲
展
す

る
可
能
性
を
藏
し
て
い
る
、

と

見
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

こ
の
例
は
、

十
佳
毘
婆
沙
論
に
も
、

例
え
ば
般
若

ハ

ラ
ミ
ツ
と
並
列
さ
れ
る
方

便
は
諸
品

(
二

・
四

・
五

・
六

・

一
七
品
な
ど
)

に

散
見
さ
れ
る
。

十
住
毘
婆
沙
論
易

行
品

の
有
名
な

「信

方
便
易
行
」
は
、

明
ら
か
に
特
殊

化

さ
れ
た
方
便

の

一
つ
で
あ
る
。
普
遍
的

な
も

の
が

特
殊
化

さ

れ

る
 
p
ro
ce
s
s

は
、

通
常
、

爽
難
物

を
出
來
得

る
限
り

除
去
し
捨
離
し
て
、

ひ
た
す
ら

一
つ
の

方
向
に
純
粋

化
し
、

そ
の
特
異
性

を
顯
著

に
尖
鋭
化
し
て
行
く
、

と
の
途
を
直

進
す

る
。

こ
の
品
が
、
彌
陀

別
讃
を
中
心

と
し

て
、
諸
佛

諸
菩
薩

へ
の
念
佛
構

名
だ
け

で
充
た
さ
れ

て
お
り
、

中
論

・
智
度
論

の
中
軸

で
あ

つ
た
塞
を
始
め
幾

多
の
徳
目

の
全
く
見
ら

れ
な

い
こ
と
は
、

純
粋
化

の
面
か
ら
見

れ
ば
、

む
し
ろ

當
然

で
あ
る
と

云
う

べ
き
だ
ろ
う
。

そ

こ
で
こ
こ
に
は
、

こ
れ
を
特
殊
化
さ
れ

た
方
便

(
の

一
つ
)
と
 
se
tu
e
n
 す
る
だ
け

で
果
し
て
足
り
る
か
、
印
ち
、

特

殊
は
他

の
特
殊
に
よ

つ
て
自
由
に
置
き
換
え
ら

れ

得

る

が
、

こ

の
念
佛
構
名

は
、
も

は
や
他

の
特

殊
と
は
攣
更
出
來
な

い

特
殊

の
極
限

で
あ
り
、

云
い
換

え
れ
ば
、

個

別
化
さ
れ
て

い
る

の
で
は
な

い
か
、
が
重
大
な
問
題
と
な

つ
て
來

る
。
(
特
殊
B
・
個
別
E
・
普
遍
A
の

問
題

は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

で
も
イ

ン
ド

で

も
幾

つ
か
の
議
論

が
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

こ
こ
で
は
、

E
を
A
と
B
と

の

S
y
n
tb
e
se
 と
考
え
る
こ
と
と
す
る
)
。
後
世

の
漂
土
教
が
、

こ

の
個
別
化
さ
れ

た
方
便
と
し
て

の
念
佛
構
名

に
よ
つ
て
い
る

こ
と
は
云
う

ま
で
も
な

い
。

そ
れ

と
同
じ

こ
と
が
果
し
て
龍
樹

で
も

云
い
得
る
だ
ろ
う
か
。
だ

が
、

そ
れ
に
は
、

次

の
諸
理
由
か
ら
、
む

し
ろ
否
定
的
た
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
即
ち
、

(1)
易
行

品

に
於

い
て
、

龍
樹

は
、

不
退

に
至
る
方
便
と
し
て

の
易
行
道

を

請

う

者

に

封

し
、

「是

れ
檸

弱
怯
劣

に
し
て
犬
心
あ
る

こ
と
な
し
、
丈
夫
志
斡

の
言

に

あ

ら

ず

」
と
答
え
て
、
そ

の
求
め
、を
斥
け
る
こ
と

二
同
、

猫
且

つ
ど
う
し
て
も
聞
く

こ
と
を
欲
す
る
者
に
、
邸

ち
嚴
重
な
制
約

の
下
に
始
め

て
、
信
方
便
易
行
を
読

き
教
え
て
い
る
。

こ
れ
は
そ

の
前
品

の
阿

惟
越
致
相

品
か

ら

の
連
績

と

見

ら

れ
、

不
退
菩
薩

に
達
す
る
諸
方
便

の

一
つ
、
即

ち
そ
の
制
約
下
に
特
殊
化
さ
れ

た
方
便
で
あ

る
こ
と
を
物
語

つ
て
い
る
。

(2)
易
行

品

に

績

く

除
業

品

の
冒
頭

は
、

「
但
だ
阿
彌
陀
等
諸
佛
を
憶
念
し
、

及
び
鹸

の
菩
薩
を

念

じ

て
、

阿
惟
越

致

を
得
る
や
」

の
問
に
答
え
て
、

そ
れ
だ

け
で

は

な

く
、

「
復
た
懸
に
諸
佛
所

に
於

い
て
繊
悔
し
勧
請
し
随
喜

し
同
向
す

べ
し
」

と
述

べ
て
、
論
を
進
め

て
行

く
。

こ
こ
で
は
、

已
に
問

の
中
に

「
諸
佛
」
を
附
す

こ
と
に
よ

つ
て
、

阿
彌
陀

佛

へ
の
純
粋
化
は
や
や
失

わ
れ
て
い
る
。

ま

た
、
念
佛
構
名
に
當

つ
て
、

阿
彌

陀
佛

(
乃
至
諸
佛

諸
菩
薩
)

と
念
佛
者
、

印
ち
絶
樹
者
と
個
人
だ
け
に
限
定
さ

れ
て
い
た
關
係
が
、

再
び
龍
樹

の

・
十
佳
毘
婆
沙
論

の
根
本
的

立
場

で
あ

る
度

衆

生

・
慈
悲
に
立
ち
蹄
り
、

そ
こ
か
ら
す
る
反
省

に
基

い
て
、
勧
請

が
あ
り
、

衆

生

へ
の
同
向
が
な

さ
れ
る
、

そ
れ
は
、

次

の
分
別
功
徳
品
か
ら
分
別
布
施

品

へ
と
績

い
て
、
廣

く
衆
生

に
向

つ
て
行
く
。

(智

度
論
が
第

一
雀

に
信

に

つ

い

て
強

調
し
、

や
が
て
巻
を
重

ね
て
布
施
に
始
ま
る
六

ハ
ラ

ミ

ッ

へ
と
展

開
す

る
、

そ
の
論
理

の
運
び

に
類
似
し

て
い
る
と

云
え
る
か
も
知

れ

な

い
)
。
(3)
阿

彌
陀
佛
及
び
念
佛

に

つ
い
て
瞥
見
し
よ
う
。

阿
彌
陀
佛

や
阿
彌
陀
佛
國

の
蕪
嚴

嚴
漂

は
、
智
度
諭

(
巻

四

・
八

九
。

一
〇

・
二
九

三
二

三
四

三
八
。
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六
七

・
九
二

・
九
三
)

に
、
十
住
毘
波
双沙
論

(
九

・
一
八
品
)
に
脱屡
ぺ
読
か
れ
、

ま
た
念
佛
は
、
般
若
経

(
七
〇
晶
)
に
も

読

か
れ

て

い
る

(
從

つ
て
智
度
論

(
八
四

64
0
)
は
そ
の
繹
を

の
せ
て

い
る
)
ば

か
り
か
、

法
華

纒

(方

便
品
第

二
)
に
も
読
か
れ
て
、
智

度
論

(
七
九
0
9
・
九

三
7
)
 

は
そ
の
引
用
を
墾

げ
て

い
る
、

十
佳
毘
婆
沙
論
に
は
念
佛

品
が
あ
る
ほ
か
、

諸
晶
に
念
佛

が
読

か

れ
、
智
度
論

は
六
念

・
八
念

・
十
念

の
筆
頭

に
屡

々
詳
読
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
を

通
観
す

る
と
、
念
佛
は
常

に
諸
佛

を
念
じ
稻
す
る

の
で
あ

つ
て
、
阿
彌
陀
佛

と

念
佛

と
が
結
び

つ
く

の
は
、
易
行

品
を
除
け
ば
、

他
に
は

二
論
共
に
見
ら
れ
な

い
。
般
舟

三
昧
も
、

諸
佛

を
念
ず
、

諸
佛

の
現
前
を
見
る
、

で
あ

つ
て
、
僅
か

に
智
度
論

に

「
菩
薩
般
舟
般

三
昧

に
入
れ
ば
、
印

ち
阿
彌
陀
佛
國
に
生
ず
る
を

見
る

」
(
二
九

N
70
)
 の

一
行
が
唯

一
の
例
と
し
て
墨
げ
得
る
に
す

ぎ

な

い
。

ま
た
、

阿
彌
陀
佛

へ
の
念
佛
構
名
が
読
か
れ
て

い
る
般
舟

三
昧
経

(
特

に
行
品

第

二
、
但
し
後
世
附
加

読
竜
あ

る
)

の
引
用
乃
至
關
読

(
智
度
論

三
三

3
0
0
・

十
佳
毘
婆
沙
論
二
〇
。

三
二
品
)
も
、

す
べ
て
阿
彌
陀
佛

に

は
鯛

れ

て

い

な

い
。
以
上
を
綜
合
す
る
と
、

念
佛
が
個
別
化
さ
れ
た
方
便
に
ま
で
高

ま

つ
て

い

る
と
は
考

え
難

い
の
で
、

こ
の
特
殊
化
に
止
ま

つ
た
念
佛
構
名
を
、

方
便

の
第

四

の
型

と
す
る

こ
と
が
出
來
よ
う
。

(或

い
は
、

こ

れ

は

む
し
ろ
上
述

の
自

己

肯
定
的
な
方
便

の

一
支

で
あ
り
、

智
度
論
だ
け
に
よ
れ
ば
、

佛

の
神
通

や
三
昧

な
ど
も
同
様
で
あ
る
、

と
考

え
て
差
支
え
な

い
か
も

知
れ
な

い
)
。

以
上
、

方
便
を
種

々
に
考
察

し
た
が
、

こ
れ
ら

の
型
に
諸
方
便
が
 
a
-p
rio
r

に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な

い
こ
と
は
、

附
言
す
る
ま
で
も
あ

る
ま

い
。
具
睦

的
な
方
便

の

一
つ

一
つ
に
つ
い
て
、
ま
た
そ

の
場
に
鄙

し
て
で
な
け

れ
ば
、

安

易
な
 
K
a
te
go
r
isie
ru
n
g
 は
極

め
て
危
瞼

で
あ

ろ
う
。

す

べ
て

の
方

便
は
、

そ
れ
ら
が
悉
く
實
 
t
a
t
t
v
a
 

に
甥
す

る
方
便

と
云
う
共

通
黙

を
も

つ
て
い
る
、
只
佛

痙
に
世
界
無
量
と
言

ふ
と
錐
も
、

此
は
)

方
便
論

に
し
て
實
教
に
あ
ら
ず
」
(
智

度
論
九
 
1
24
)
。
し
か
も
、

實
は
、

室
に
外
な
ら

ず
、

從

つ
て
す

べ
て
の
表
現
を

こ
え
て

い
る
。
方

便
が
龍
樹
に
於
い
て
か
く
も

clo
se
u
p
 
さ
れ
た

の
は
、

そ

の
方
便
を
通
ず
る
實
陵

こ
そ
が
實

へ
の
参

與
を

可
能

に
す
る
か
ら
で
あ

つ
た
、

「
佛

は
衆

生
に
適
憲
す

る

が
故

に
但
だ

一
法
の

み
を
読
く
、
論
者
は
諸
事
を
廣
読

分
別
す
」

(
四
七
 4
0
2
)
。
(
歴
史
的

に
は
、
そ

れ
は
、
實

へ
の
論

理
づ
け

の
み
に
没
頭

し
た
有
部

に
封
す
る
激

し
い
批
到

で
あ

り
、

ま
た
同
時
に
、
當
時
諸
経
典
齪
立

に
よ
る

い
わ
ゆ
る
初
期
大
乗
佛
教
徒
-

幾

多
の
在
家
佛

教
徒
を
難
え

て
-

の
と
も
す
れ
ば
偏
向
し
が
ち
な
 ra
d
ic
a
ism

へ
の
指
針
で
も
あ

つ
た
、

「
菩
薩
は
方
便
力

の
故
に
有
無

の
二
邊
を
離

れ

て

中

道
を
行
ず
」
(
七
五

5
87
)
。)

た
だ
次

の
附
言
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

方
便
は
、

多
く
の
學
者

の
指
摘
す

る
よ
う
に
、
佛
教
思
想
だ
け
に
特

有
な
 e
le
m
e
n
t
 で
あ
り
、

し
か
も
、
そ
れ
が

繹
奪

に
そ
し
て
龍
樹
に
よ

つ
て
特

に
強
調

さ

れ

た

こ
と

は
、

非
常
に
興
味
深

い
。
し
か
し
方
便

の
過
度

の
増
大

・
複
雑

化
は
、
繹
奪

・
龍
樹
な
ど

の
な
き
あ

と
、

徒
ら
に
そ
の
形
骸
だ

け
が
根

を
張
り
め
ぐ
ら
す
な
ら
ば
、

却

つ
て
わ
れ
わ

れ
か
ら
實

に
樹
す
る
感
畳

を
麻
痺

せ
し
め
る

こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
か
、

そ
し
て

「
佛

の
智
慧
方
便
神

通
は
、
舎
利
弗
等

大
阿
羅
漢
、

大
菩
薩
彌
勒
等
す
ら
倫
知

る

こ
と
能

は
ず
、

何
に
況

ん
や

凡
人

を

や
」
(
九

12
6
)
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ

は
所
與

の
諸
方
便
だ
け
に
し
か
も

そ
の
試
み
に
た
だ
ひ
た
す
ら
た
よ
る
べ
き

で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で

も

な

お
、
「
摩
詞
衛

塞
門

は

一
切
諸
法
性
は
常
に
自

ら
室

に
し
て
、
智
慧
方
便
を
以

て
の
故

に
室
を
観
ず

る

に

あ

ら
ず
」
(
一
八
 
19
3
)

で
あ
る
以
上
、
實

に
迫
ろ
う

と
す

る
意
欲

が
輩
固

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

何
か

別

の
途
を
探
索
す

る
以
外
な

い
、

と
す

れ
ば
、

そ

の

一
つ
の
試
論
と
し
て
の
唯

識

の
登
場
は
蓋
し
必
然
的

で
あ

つ
た
、

と
云
い
得
る

か
も
知
れ
な
い
。

龍
樹

の
方
便
思
想
 
(
三

枝
)
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