
『
修
習
次
第
』

と

『
大
乗
宝
要
義
論
』

と
の
関
係一

島

正

真

(1)
大
日
経
住
心
品
の
三
句
の
中
で
悲
が
菩
堤
心
に
先
導
す
る
理
由

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の

『
修
習
次
第
』
ゆ
B
h
a
m
d
e
m
a(-)
に
は
大
日

経
住
心
品

の
三
句
を
ど
の
よ
う
に
修
習
す
る
か
を
解
説
し
て
い
る
。

『
聖
無
尽
意
教
示
経
』
を
引
用
し
菩
薩
の
大
悲
は
無
尽
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
、
人
の
出
入
の
息
が
命
根
に
先
導
す
る
性
質
が
あ
る
が
よ
う
に

菩
薩
の
大
悲
は
大
乗
の
あ
ら
ゆ
る
利
益
や
智
慧
の
資
糧
に
先
導
す
る
こ

と
を
説
い
て
い
る
。

漢
訳

『大
乗
宝
要
義
論
』
は
竜
樹

の
経
集
s
u
t
r
a
w
d
h
c
k
c
a
y
a

に

相
当
す
る
が
こ
こ
に
も
同
様

の
こ
と
が

『菩
薩
蔵
経
』
を
引
用
し
次
の

よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

大
菩
堤
心
者
大
悲
為
先
導
。
此
何
能
知
*邪
。
如
菩
薩
蔵
経
云
。
若
諸
菩
薩

欲
求
菩
堤
応
以
大
悲
而
為
先
導
。
讐
如
士
夫
所
有
命
根
以
出
入
息
而
為
先

導
。
諸
菩
薩
摩
詞
薩
亦
復
如
是
。
於
所
集
大
乗
法
中
以
大
悲
心
而
為
先
導
。

『修
習
次
第
』
は
(1)
大
悲
の
修
習
に
続
き
、
(2)
菩
堤
心
の
修
習
、
そ

し
て
㈲
方
便
究
寛
で
は
方
便
と
般
若

の
修
習

を
奢
摩
多

(止
)
と
毘
鉢

舎
那

(観
)
に
当
て
止
観
の
双
運
道
が
悟
り

へ
の
道
、
解
脱
m
o
k
s
aで

あ
る
こ
と
を
強
張
し
て
い
る
。

(3
)
 

漢
訳
や
チ
ベ

ッ
ト
訳
で
は
大
日
経

の
三
句
は

「仏
言
わ
く
、
菩
堤
心

を
因
と
為
し
、
悲
を
根
本
と
為
し
、
方
便
を
究
寛
と
為
す
」
と
い
う
順

に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は
大
日
経

の
三
句
を
引
用
し

(4
)

と
い
う
。
す
な
わ
ち

「大
日
経
に
云
わ
く
、

一
切
智
は
悲
を
根
本
と
為

し
、
菩
堤
心
を
因
と
為
し
、
方
便
を
究
寛
と
為
す
」
と
い
う
三
句
を
梵

語

で
引
用
し
て
い
る
。
梵
語
に
よ
る
大
日
経
の
原
典
が
断
片
と
し
て
こ

の
よ
う
に
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
よ

っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
日
経

三
句
を
考
察
す
る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。

こ
の
資
料
で
明
ら
か
な

『
修
習
次
第
』

と

『
大
乗

宝
要
義
論
』

と

の
関
係

(
一
 
島
)
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一
 
島
)

よ
う
に

「悲
を
根
本
と
為
す
」
と
い
う
句
が

「菩
堤
心
を
恩
と
為
す
」

と
い
う
句

よ
り
も
先
き
に
配
列
さ
れ
て
い
る
事
実
を
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。

『修
習
次
第
』
や

『
大
乗
宝
要
義
論
』
で
み
る
限
り
悲
が
菩
堤
心
に

先
導
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
カ
マ
ラ

シ
ー
ラ
が
自
か
ら
説
く
よ
う
に
大
乗
菩
薩
の
悲
は
出
入
の
息
が
命
根
に

先
導
す
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
大
乗
の
資
糧
に
悲
が
先
導
す
る
か
ら
で
あ

る
。(2

)
『修
習
次
第
』
に
引
用
さ
れ
た

『大
乗
宝
要
義
論
』

次
に
紹
介
す
る
資
料
は

『大
乗
宝
要
義
論
』
す
な
わ
ち
経
集

S
q
tp

s
a
m
c
u
c
a
y
a

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

(a
)「自

か
ら
観
行

の
精
進
修
行
に
住
し
て
も
他

の
人
に
観
行
を
す
る

よ
う
に
し
む
け
な
い
こ
と
は
摩
業
で
あ
る
」
と
い
う
。
毘
鉢
舎
那
行
は

す
す
ん
で
他
の
人
達
に
す
す
め
る

べ
き
こ
と
を
説

い
て
い
る
。
 
〔P(5

)
 

こ
の
引
用
は

『大
乗
宝
要
義
論
』
の
諸
菩
薩
二
十
種

の
摩
事
の
内
十

二
番
目
か
ら
と

っ
た
も
の
で
あ
る
。
諸
菩
薩
は
大
悲
を
も

っ
て
利
他
行

に
精
進
す

べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

(
b
)「但

だ
無
為
を
観
察
し
て
も
有
為
の
善
根
を
厭
う
こ
と
は
魔
業
で

(7
)
 

あ
る
」
、
「菩
薩
道
を
知
る
と
錐
も
波
羅
密
多
道
を
求
め
な
い
の
は
魔
業

で
あ
る
」
。
〔P
.
 
T
u
c
c
i
,
 
B
h
a
k
m
a
n
c
a
.
 
P
.
 
2
2

〕

『
大
乗
宝
要
義
論
』
に
お
け
る
第
三
番
目
と
第
九
番
目
の
魔
事
に
相

当
す
る
。

第
三
の
魔
事
は
菩
薩
の
利
他
行
と
し
て
の
方

便
を
強
張
し
て
い
る
。

因
縁
又
は
業
に
よ

っ
て
生
じ
た
有
為

(sam
sK
ta
)の
善
根
を
厭
う
の
は

魔
業
で
あ
る
と
云
う
。
ま
た
九
番
目
は
菩
薩
道

の
理
論
を
知

っ
て
い
て

も
、
波
羅
密
多
道
を
実
践
す
る
こ
と
を
求
め
な

い
こ
と
は
魔
業
で
あ
る

と
説
い
て
い
る
。

(c
)「『
大
乗
宝
要
義
論
』
で
は
六
波
羅
密
多
や
四
摂
法
等
に
勇
心
を
も

っ
て
発
勤
し
巳
り
、
ま
た
他

の
人
達
に
も
こ
の
よ
う
な
菩
薩
道
に
安
住

せ
し
め
る
人
を
名
ず
け
て
如
来
神
通
行
菩
薩
人

と

い
う
」
。
〔P
.
 
T
u
c
c
i
;

B
h
a
v
a
k
r
a
m
 
3
,
 
p
 
2
5
〕

す
な
わ
ち
自
他
共
に
六
波
羅
密
多
等

の
菩
薩
道
を
実
践
す
る
人
を
如

来
神
通
行
菩
薩
人
と
称
す
る
と
云
う
。

(d
)
「従

っ
て
聖
竜
樹
は
経
集
に
示
さ
れ
て
い
る
。
善
巧
方
便
を
離
れ

た
菩
薩
は
甚
深
な
る
法
を
専
心
さ

る
べ
き
で

な
い
」
と

い
う
。
(
〔P

P
u
c
c
i
;
 
b
h
a
r
a
m
k
e
a
m
 
3
,
 
p
 
2
7
)

『大
乗
宝
要
義
論
』
に
は
こ
の
文
に

続
い
て
慧
と
方
便

の
二
法
は
不
離
で
あ
る
と
説

き

『
維
摩
詰
経
』
を
引

用
し

「方
便
無
き
慧
を
縛
と
し
、
方
便
有
る
慧

を
解
」
と
し
て
い
る
。

方
便
と
慧
は
菩
薩
道

の
要
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
方
便
を
離
れ
た
菩

薩
は
甚
深
な
る
法
を
専
心
す
る
資
格
が
無
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
善
巧

方
便
は
菩
薩
に
欠
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
大
悲
を
も
た
な
い
人
は
ど
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ん
な
に
菩
堤
心
を
発

こ
し
て
も
菩
薩
道
は
無
意
味
と
な
る
こ
と
を
主
張

す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
引
用
か
ら
も
悲
が
菩
堤
心
に
先
導
す
る
方
が
菩
薩
道
に

お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。

(d
)の
引
用
文
で
注
目
す
べ
き
点
は

カ

マ
ラ
シ
ー
ラ
は

『
経
集
』
s
u
-

tpasa

n
c
ca
a
を
引
用
し
作
者
を
聖
竜
樹

(
A
c
a
r
y
a
n
a
g
a
r
j
u
m
a
)

と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
経
集
』
に
相
当
す
る
漢
訳

『大
乗
宝
要
義
論
』

(1
0
)
 

に
は
作
者
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
論
の
漢
訳
者
は

『
大
乗
集
菩

薩
学
論
』

と
同
じ
訳
者
法
護
D
h
a
r
a
m
a
p(
9
6
3
-
)
が
当

っ
て
い
る
。

(11
)
 

荻
原
雲
来
博
士
は

『大
乗
集
菩
薩
学
論
』
.の
作

者
が
漢

訳

で
は
法
称

U
h
a
r
a
k
i
r
t
i

(6
50c
-
)と
な

っ
て
い
る
が
寂
天

s
n

d
ev
a
(8
0
-

7
0
)の
誤

り
で
あ
る
こ
と
と

『
大
乗
宝
要
義
論
』
の
作
者
も
寂
天
で
あ

ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら

『
大
乗
宝
要
義
論
』
は
寂
天
の
著
作
で
あ
ろ
う
と
云

う
こ
と
が
学
界
の
定
説
と
な

っ
て
い
た
。
こ
の
論
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
あ

(12
)
 

り
、
ま
た

そ
の
註
釈
書
も
現
存
し
て
い
る
。
両
書
と
も

『経
集
』
の
作

者
を
竜
樹

と
し
て
い
る
。
ま
た
蔵
訳
の

『
経
集
』
は
漢
訳
の

『
大
乗
宝

要
義
論
』
に
相
当
す
る
。

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
も
(d
)の
引
用
に
あ
る
が
如
く

『
経
集
』
の
作
者
を
聖

竜
樹
と
し
て
い
る
。

以
上
の
事
実
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に

「大
乗
宝
要
義
論
」
の
作
者
は

竜
樹
な
の
で
あ
り
、
寂
天
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
明
瞭
と
な

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら

「経
集
」
の
引
用
経
典
の
中
に
は
樗
伽
経
等
も
含
ま
れ

て
お
り
必
ず
し
も
中
論
等
で
代
表
さ
れ
る
竜
樹

と
は
断
定
で
き
な
い
。

お
そ
ら
く
世
親
以
後
に
活
躍
し
た
第
二
の
竜
樹
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
そ
の
後

に
成
立
し
た
大
日
経
等

の
密
教
経
典
が
成
立
す
る
上
に

重
要
な
資
料
と
な

っ
た
の
が
こ
の

『
経
集
』
で
あ
る
と
云

っ
て
も
過
言

で
な
い
。

こ
の

『
大
乗
宝
要
義
論
』
は
先
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
大
悲

を
菩
提
心
に
先
導
す
る
扱
い
を
し
て
い
る
。
も
し
大
日
経
の
原
典
に
二

系
統
あ

っ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
漢
訳
や
蔵
訳
の
元
と
な

っ
た
大
日
経
の

原
典
と
は
別
に
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が

『
修
習
次
第
』
に
引
用
し
た
大
日
経

の
原
典
が
在

っ
た
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「大
日
経
」

は
お
よ
そ
六
五
○
年
頃
北
西
イ

ン
ド
で
成
立
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
密
教
聖
典
が
成
立
す
る
背
景
に
は
種
々
な

フ
ァ
ク
タ
ー
が
考
え
ら
れ
る
。
『
大
乗
宝
要
義
論
』
も

そ

の

一
つ
で
あ

っ
た
に
違

い
な
い
。

(13
)
 

s
O
tp
a
s
a
m
g
c
c
a

a
に

つ
い

て

は
.フ
ト

ン
B
u
-
s
t
o
n
(
1
2
9
0
-
1
3
6
4
)

の

「
仏

教

史

」

で

知

ら

れ

て

い
る

よ

う

に
寂

天

の

三
部

作

の

一
つ

で
あ

る

と
考

え

ら

れ

て

い
た
。

そ

し

て
s
i
k
s
a
m
c
a
y
a

は

あ

ま

り

に

も

大

部

の
作

で
あ

り

s
O
g

sa
m
n
c
c
a

a

は
簡

単

す

ぎ

る
作

品

で

あ

る

か

ら

B
o
d
h
a
v
a
t
a
r
a
を
読

み

あ
げ

た

と
云

う

。

し
か

し

『
大

乗

宝

要

義

論

』

に
相

当

す

る
蔵

訳

s
g
pa
s
a
m
n
c
c
a

a

は
寂

天

の
云

う

よ

う

な
簡

単

な

作

品

で

は

な

い
。

お

そ

ら

く
寂

天

は
s
i
k
p
a
s
o
e
k
d
j
j
a
c
i
e

を

完

成

す

る
前

に
竜

樹

の

『
経

集

』

等

を

参

考

に

し

た

簡

単

な
s
u
t
r
a
s
a
m

『
修
習
次
第
』

と

『
大
乗
宝
要
義
論
』

と

の
関
係

(
一
 
島
)
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一
 
島
)

n
c
c

a
を
著

述

し
た

も

の
と
思

わ

れ

る
。

何

故

な

ら

ば
B
o
d
h
i
c
a
r
y
a
-

v
a
t

a
第

五
章

「
正
知

守

護

品
」

の

○

六

偶

に

は

(14
)

「或
は
簡
単
に
、
ま
ず

「経
集
」
を
見
よ
。
そ
し
て
聖
竜
樹
の
作
を
、
第
二

に
努
力
し
て

(読
め
)」

と
寂
天
自
身
が
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
偶
文
に
い
う
最
初
の

「経
集
」
は
寂
天
の
作
で
あ
る
が
現
存
し

な
い
。
次

の
聖
竜
樹

の
作
が

「大
乗
宝
要
義
論
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
論

は
上
来
述
べ
て
き
た
よ
う
に
カ

マ
ラ
シ
ー
ラ
が

「修
習

次

第
」
第
三
編
で
引
用
し
た
よ
う
に
聖
竜
樹
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
作
で
あ

る
。
従

っ
て
今
後
の
学
界
に
お
い
て
は

「大
乗
宝
要
義
論
」
の
作
者
は

竜
樹
で
あ
る
と
改
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
結
 
語

カ

マ
ラ
シ
ー
ラ
は

『修
習
次
第
』
に
大
日
経
住
心
品
の
三
句
を
骨
格

と
し
て
悲
、
菩
薩
心
、
方
便
と
い
う
大
乗
菩
薩
道
の
基
本
を
と
ら
え
止

観
双
運
行
を
実
践
徳
目
と
し
た
。
彼
は
六
波
羅
蜜
多
を
分
類
し
布
施
か

ら
禅
定
に
到
る
前
五
波
羅
蜜

を
方

便
j
k
r
g
sも
し
く
は
奢
摩
多

s
a-

m

t
a
と
す
る
。
そ
し
て
第
六
波
羅
蜜
を
般
若
p
r
a
j
n
a
も
し
く

は
毘

鉢
舎
那
v
i
p
s
v
a
n
a
と
し
た
。

『
修
習
次
第
』
第
三
編
に
は
か
の
有
名
な

「
サ
ム
エ
ー
寺

の
宗
論
」

(15
)
 

が
生
生
し
く
展
開
し
て
い
る
。
第
五
章
に
は
中
国
頓
悟
禅

(牛
頭
禅
)
の

代
表
者
大
乗
和
尚
の
説
を
挙
げ

「無
念
、
無
想
こ
そ
が
輪
廻
か
ら
解
脱

で
き
る
唯

一
の
方
法
で
あ
り
、
六
波
羅
蜜

の
教

え
で
は
第
六
般
若
波
羅

蜜

の
み
が
正
し
い
教
え
で
あ

っ
て
布
施
等

の
波
羅
蜜
は
愚
者
の
教
え
で

(16
)
 

あ
る
」
と
云

っ
て
い
る
。
彼
は
般
若
波
羅
蜜
無
思
大
乗
禅
門
を
と
な
え

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は
方
便
と
般
若

こ
そ
大
乗
の
基
本
で

あ
る
と
い
い
ハ
大
乗
和
尚

の
主
張
す
る
よ
う
に
布
施
等

の
方
便
を
否
定

す
る
こ
と
は
般
若
を
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
大
乗
そ
の
も
の
に
反
す

る
こ
と
で
あ
る
と
反
論
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

 そ
し
て

『修
習
次
第
』
第
三
編
 
第
七
章
の
結
論
に
竜
樹
の
言
葉
と

し
て

『大
乗
宝
要
義
論
』
s
tpa-sam
n
cca
a
を
引
用
し
大
乗

の
菩
薩

に
と

っ
て

「善
巧
方
便
」
が
如
何
に
大
切
か
を
述

べ
て

「善
巧
方
便
を
離
れ
た
菩
薩
は
甚
深
な
る
法
に
専
心
さ
る
べ
き
で
な
い
」

(17
)
 

と
説

い
て
い
る
。
大
乗
仏
教
で
は
方
便
は
慈
悲

と
し
て
解
釈
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
般
若
は
空
性
と
同
義
語
と
し
て
扱
か
わ
れ
、

方
便
は
慈
悲

(K
a
p
n
)と
し
て
扱
か
わ
れ
る
。

一
般
的

に
大
乗

の
経

典

で
は
方
便
は
衆
生
を
真
理
に
導
く
た
め
の
使

者

の
役
を
演

じ
て

い

る
。
そ
の
た
め
に
は
菩
薩

の
悲
が
重
要
な
役
割
を
も
ち
、
方
便
と
慈
悲

は
同
義
語
化
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 大
日
経

「住
心
品
」
に
み
ら
れ
る

「方
便
を
以

っ
て
究
寛
と
な
す
」

は
菩
薩
の
慈
悲
を
方
便
と
し
て
考
え
慈
悲

こ
そ
迷
え
る
衆
生
を
悟
り

へ

導
く
最
高
の
方
便
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

「住
心
品
」
の
三
句
も
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
依
れ
ば

「慈
悲
を
根
本
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と
し
、
菩
提
心
を
因
と
し
、
方
便
を
究
寛

と
す
」
と

い
う
配
順

に
な

る
。
か
く
し
て
大
乗
仏
数
に
お
い
て
は
大
悲
方
便
が
利
他
行

の
基
本
と

な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は

『修
習
次
第
』
に
お
い
て
も
多
く
の
大
乗
経
典
を

引
用
し
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
経
典
は
仏
陀

の
言
葉

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
寂
天
の

『菩
提
行
経
』
や

『大
乗
集
菩

薩
学

論
』
も
経
典
を
多
く
引
用
し
論
証
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
理

由
は
当
時

の
仏
教
界
が
中
観
派
や
喩
伽
行
派
が
あ
ま
り
に
哲
学
的
に
発

展
し
た
結
果
、
衆
生
に
対
す
る
配
慮
が
欠
け
て
い
た

こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
経
典
を
引
用
す
る
こ
と
は
仏
陀
の
言
葉
を
伝
え
る
こ
と
に
な

る
。以

上
の
よ
う
な
背
景

の
中
で

『
大
乗
宝
要
義
論
』
が
重
視
さ
れ
カ
マ

ラ
シ
ー
ラ
の

『修
習
次
第
』
に
も
引
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

1
 
『大
乗
宝
要
義
論
』
法
護
-
惟
浄
等
訳
 
大
正
32
巻
N
o
.1
6
3
 蔵
訳

2
 
大
正
32
巻

53
頁

上
中
。

3
 
『
大
毘
盧
遮
那

成
仏
神
変
加
持
経
 

大
正
18
巻
1
頁
中
下
 

蔵
訳
r
g
y
u

t
h
u
g
s
 
p
a
 
n
i
 
t
h
a
b
 
s
o

＼
蔵
文
大
日
経
 

服
部
融
泰
校
合
 

照
和

六
年

。

5
 

大

正

32
巻

56

頁

下

。

6
 

同

頁

中

。

7
 

同

頁

下

。

8
 
同
巻

55
頁
下
。

9
 
同
巻

72
頁

上
。

10
 
『
大
乗
集
菩
薩
学
論
』
法
称
菩
薩
造
 

法
護

日
称
等

訳
 

大

正

32
巻

11
 
東
洋
哲
学
 

第
九
巻
第

一
号
 

明
治

三
十

五
年

一
月

所

載
 

「
荻

原

雲

来

文
集
」
 
大
正
大
学
仏

教
学
第
二
研
究
室
 
昭

和
六
年

親
頁
。

12
 
『
経
集

註
-

宝
明
荘
厳
論
』
m
d
o
 
k
u
o
 
l
a
u
s
 
p
a
 
r
i
n

t
i
v
e
 
A
s
g
s
e
f
s
f
e
 
b
y
 
k
a
m
a
f
f
e
i

大
正
大
学
綜
合
仏

教
研

究
所
年

報
(
1
)
 
昭
和
五
十
四
年
鉤

頁
。

16
 
P
a
u
l
 
a
s
j
h
e
r
t
 
j
m
e
d
x
 
t
g
j
3
4『
頓
悟
大
乗
正
理

決
F
.
 
1
4
1
a
.

『
修
習
次
第
』

と

『
大
乗
宝
要
義
論
』

と
の
関
係

(
一
 
島
)

(大
正
大
学
講
師
)
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