
即
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
+
八
雀
笙

號

卒
成
元
年

二
月

初

期

大

乗

経

典

に

お

け

る

「
書

写

」

に

つ

い

て朝

山

一

玄

は
じ

め
に

『
般
若
経
』
類
や

『法
華
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
多
く

の
大
乗
経
典
ハ

に
は
、
し
ば
し
ぼ
経
典
ハ
の
受
持
、
読
、
諦
、
解
説
、
書
写
の
功
徳
が
説

か
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
実
践
す
る
者
は

「五
種
法
師
」
と
も
呼
ば
れ
る

如
く
、
大
乗
経
典
護
持
者
の
模
範
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
各
経
典

の

記
述
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ら
の
実
践
行
は
最
初
か
ら

「書
写
」
を
含
む

五
種
を
以

っ
て
説
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
初
期
大
乗
経
典
に
み
ら
れ
る
経
典
護
持
法
を
概
観
し
た
う

え
で
、

『道
行
般
若
経
』

の
記
述
を
検
討
し
て
、

「書
写
」
説
の
成
立

に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

仏
滅
後

の
第

一
結
集
以
来
、
教
法
は
ダ

ル
マ
ダ
ラ
等
の
暗
諦
専
門
家

に
よ

っ
て
伝
持
さ
れ
て
い
た
が
、
経
の
解
説
や
説
法
が
必
要
と
な
る
に

至
っ
て
バ
ー
ナ
カ
や
ダ
ル
マ
カ
テ
ィ
カ
が
そ
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な

っ
た
。
バ
ー
ナ
カ
は
M
a
h
a
-
u
a
s
t
u
に
お
い
て
音
楽
家
の
一
種
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
経
典
暗
諦
者
と
し
て
そ
の
朗
詠
や
解
説

に
携
わ

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ダ
ル
マ
テ
ィ
カ
も
阿
含
経
な
ど
に
拠

っ
て

説
法
を
行

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
彼
ら
は
各
経

典
の
内
容
を
全
て
憶
持
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
よ
う
な
職
能
を

持

つ
人
々
に
よ

っ
て
教
法
が
伝
持
さ
れ
る
状
況
が
続
い
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
の
下
、
大
乗
経
典
も
そ
の
多
く
は
、
初
期
に
お
い

て
は
憶
持
、
暗
諦
、
解
説
に
よ
っ
て
伝
持
宣
布
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、

後
漢
か
ら
西
晋
代
迄
に
訳
出
さ
れ
た
初
期
大
乗
経
典
に
は
、
主
と
し
て

経
末
、
嘱
累

の
部
分
で
、
経
典
を

「持
、
調
、

説
」
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
後
世
に
伝
持
し
て
い
く
べ
き
こ
と
を
述
ぺ
る
も
の
が
多
い
。

阿
難
、
若
復
有
人
聞
是
経
典
、
受
持
誠
論
広
為
人
説
。
於
中
作
諸
功
徳
、
為

(1
)

已
供
養
去
来
今
仏
。

世
尊
、
其
聞
是
経
、
当
得
善
利
無
極
之
慶
。
何
況
受
持
誠
諦
学
者
。
我
当
受

(2
)

持
颯
諦
修
学
、
広
為
人
説
普
令
流
布
。

若
有
族
姓
子
女
、
受
此
経
法
、
広
為
他
人
分
別
説
者
徳
不
可
量
。
仮
使
有
人
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(3
)

…
…
興
設
布
施
、
不
如
受
持
誠
説
此
経
。

こ
れ
ら

の
記
述
に
み
え
る

「受
持
」
「
調
講
」
「説
」
等

の
語
は
、
梵

文
の
存
す
る
経
典
で
照
合
し
て
み
る
と
、
「受
持
」
が
d
h
r
、
或
い
は

u
d
-
g
r
a
hと

d
h
r
「
謁
諦
」
が
v
a
c
 
s
v
a
d
h
y
a
y
a
「説
」

が
P
r
a
-
k
a
sな
ど
に
対
応
し
て
お
り
、
「
聞
い
た
内
容
を
憶
持
し
て
、

暗
諦
し
、
解
説
す
る
こ
と
」
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

阿
難
の
み
な
ら
ず
善
男
子
善
女
人
に
も
教
法
の
受
持
が
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と

は
、
そ
の
支
持
者
の
多
く
を
在
家
者
が
占
め
て
い
た
と
い
う

事
実
の
反
映
で
あ
る
が
、
彼
ら
に
は
長
大
な
経
典
の
受
持
は
困
難
だ

っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
、

い
く
つ
か
の
経
典
に
は

「
四
句
頬
」
や

「
経
典
之

要
」
、
あ

る
い
は

「呪
」
の
形
で
の
受
持
を
求
め
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。

若
受
是
経
錐
不
能
多
、
受
四
句
頒
調
諦
宣
布
為
他
人
説
、
福
不
可
計
徳
無
崖

(4
)

底
。

若
於
千
却
行
六
度
無
極
、
…
…
不
如
聞
是
経
典
之
要
福
多
於
彼
。
何
況
至
心

(
5
)

受
持
調
諦
、
宣
示
同
学
四
輩
。

今
是
神
呪
過
去
当
来
今
現
在
仏
所
説
。
…
…
我
当
受
此
経
典
之
要
、
精
進
調

(6
)

諦
当
令
広
普
。

こ
の
よ
う
に
初
期
大
乗
経
典
に
は
、
暗
諦
伝
承

の
伝
統
を
承
け
て
受

持
誠
諦
解
説

に
よ
る
伝
持
を
説
く
経
典
が
多
く
、
書
写
を
取
り
挙
げ
る

経
典
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
最
初

の
訳
出
で
は
書
写
を
説
か
な
か
っ
た
経
典
が
、
後
の
異
訳
で
は
そ
れ
を

取
り
入
れ
て
い
る
例
も
見
出
さ
れ
る
し
、
経
典
書
写

の
普
及
が
大
乗
経

典
流
布
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
な
っ
た
こ
と

は
、
書
写
の
功
徳
を
説

く

『
般
若
経
』
や

『
法
華
経
』
の
写
本
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

『
阿
惟
越
致
遮
経
』
と

『
不
退
転
法
輪
経
』

(
7
)

・
吾
等
之
類
、
従
今
日
始
受
是
経
本
持
調
諦
読
。

(8
)

・
我
等
従
今
以
往
、
当
受
持
読
講
書
写
此
経
。

『大
哀
経
』
と

『大
集
経
』
陀
羅
尼
自
在
王
菩
薩
品

。
若
族
姓
子
族
姓
女
、
…
…
聞
如
此
経
典
之
要
、
持
調
調
読
具
為
人
説
、
得

(9
)

福
無
底
。

。
若
有
善
男
子
善
女
人
…
…
得
聞
如
是
方
等
経
典
、
受
持
読
論
書
写
演
説
…

(
10
)

…
得
無
量
功
徳
。

「持
、
諦
、
説
」
に
よ
る
伝
持
を
説
い
て
い
た
経
典
に

「書
写
」
が

導
入
さ
れ
る
状
況
を
は
っ
き
り
認
め
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は

前
述
し
た
よ
う
な
暗
諦
伝
承
の
伝
統
を
破

っ
て
書
写
を
普
及
さ
せ
る
き

っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
は

三
体
何
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
諸

経
典
の
記
述
を
検
討
し
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
般
若
経
が
そ
の
鳴
矢
と

な

っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
般
若
経
類
の
最
古
訳
で

あ
る
後
漢
支
婁
迦
識
訳

『
道
行
般
若
経
』

は
第

三

「
功
徳
品
」
で
経
典

書
写
を
説
い
て
い
る
が
、
「
功
徳
品
」
は

「
道
行
品
」
「
難
問
品
」
と
共

に

『
道
行
』
中
で
最
古

の
部
分
と
推
定
さ
れ
、

そ
の
成
立
は
紀
元
前
後

頃
迄
さ
か
の
ぼ
り
得
る
と
見
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
書
写
説
は
他

の
ど
の

経
典
の
も
の
よ
り
も
古
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で

あ

る
。
『法
華
経
』

初
期
大
乗
経
典
に
お
け
る

「書
写
」
に
つ
い
て

(朝

山
)
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初
期
大
乗
経
典
に
お
け
る

「書
写
」
に
つ
い
て

(朝

山
)

も
各
所
に
書
写
を
説
い
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
初
出
は
西
晋
竺
法
護
に

ょ
る
も
の
で
あ
る
し
、
布
施
浩
岳
博
士
を
は
じ
め
と
す
る
先
学
は
、
原

『法
華
経
』
は

「持
、

諦
、
説
」
を
説
く
の
み
で
書
写
は
後
に
導
入
さ

れ
た
も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
こ
で
は
論
議
の
対
象
に
は
な
り

得
な
い
で
あ
ろ
う
。
、ま
た
、
『
道
行
』
と
同

じ

支
婁
迦
識
の
訳
出
に
な

る

『
阿
悶
仏
国
経
』
『
阿
閣
世
王
経
』
『
般
舟
三
昧
経
』

(最
古
訳
は

『抜

陵
菩
薩
経
』
)
に
も
書
写
は
取
り
挙
げ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

い
ず
れ
も
簡

単
な
形
に
過
ぎ
ず
、
『道
行
』
に
お
け

る

「経
巻
供
養
」
の
よ
う
な
必

然
的
な
理
由
も
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
、
支
識
の

挿
入
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
他
経
典
に
影
響
を
及
ぼ
す
程
の
書
写
説

を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

帰そ
こ
で
次
に
、
大
乗
経
典
に
お
け
る
書
写
の
普
及
の
原
点
と
な

っ
た

と
思
わ
れ
る

『
道
行
』

の
書
写
説
の
内
容
と
そ
の
成
立
の
背
景
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

大
乗
経
典
最
初
の
書
写
説
は

『
道
行
』
「功
徳
品
」
の
も
の
と

み

ら

れ
る
わ
け

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
書
写
は
経
典
の
伝
承
の
た
め
で
は

な
く
、
経
巻
供
養

の
手
段
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

同

一
句

の
反
復
が
多
い
こ
と
な
ど
の
た
め
に

「功
徳
品
」
は
極
め
て

分
量
の
多

い
章
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

般
若
波
羅
蜜
を

「
持
謂
」
す

れ
ぽ
大
き
な
功
徳
が
あ
る
こ
と
、

そ
れ
が
不
可
能
な
も

の
は
書
写
し

た
経
巻
を
供
養
す
れ
ぽ
仏
塔
供
養
よ
り
も
大
き

な
功
徳
が
あ
る
こ
と
、

(
三
)
書
写
し
た
経
巻
を
他
人
に
与
え
て
書
写
さ
せ
、
読
み
、
解
説
す
れ
ぽ

大
き
な
功
徳
が
あ
る
こ
と
、
が
そ
れ
ぞ
れ
繰
り
返
し
述
べ
ら

れ

て

い

る
。
そ
の
中
で
書
写
に
触
れ
る
の
は
⇔
と
⇔
の
部
分
で
あ

る

が
、
h
功

徳
品
」
構
成
の
中
心
と
な
り
、
分
量
も
多
い
⇔

の
部
分
が
、
問
題
と
な

る
、
教
法
の
書
写
供
養
を
説
く
箇
所
で
あ
る
。
そ

の
⇔
の
部
分
は
、
次

の
形
の
文
章
の
繰
り
返
し
で
主
要
部
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
.

善
男
子
善
女
人
、
恒
薩
阿
端
般
泥
渣
後
、
取
舎
利
起
七
宝
塔
供
養
、
尽
形
寿

自
帰
作
礼
承
事
、
持
天
華
…
…
作
是
供
養
其
福
寧
多
不
。
釈
提
桓
因
言
、
甚

多
甚
多
天
中
天
。
仏
言
不
如
是
。
善
男
子
善
女
人
、
書
般
若
波

羅
蜜
持
経

(
11

)

巻
、
自
帰
作
礼
承
事
供
養
、
名
華
…
…
得
福
多
也
。

経
巻
供
養
が
仏
塔
供
養
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
『道
行
』
の
成
立
当
時
は
仏
塔
信
仰
が
盛

ん

だ

っ
た
の
で
あ

る
が
、

『般
若
経
』
製
作
者
は
、
仏
塔
内
に
安
置

さ

れ
る
肉
身
の
仏
陀

の
舎
利
よ
り
も
、
仏
陀
を
仏
陀
た
ら
し
め
た
根
元
的
な
智
慧
、

般
若
波

羅
蜜
に
よ
り
大
き
な
価
値
を
認
め
、
そ
れ
を
供
養
す
る
方
が
多
く
の
功

徳
が
得
ら
れ
る
、
と
主
張
し
た
。
色
身
、
法
身

の
二
身
説
は

『
道
行
』

(
12
)

に
は
未
だ
明
確
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
「仏
経
身
」
の
語
も
見
出

さ

れ

る
如
く
、
彼
ら
は
仏
陀

の
物
理
的
身
体
と
仏
陀

の
本
質

で
あ
る
智
慧
、

真
如
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
智
慧
、

般
若
波
羅
蜜
を
供
養
す
る
手
段
と
し
て
、
そ
れ
を
書
写
し
て
経
巻
に
す

る
こ
と
を
要
求
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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「覚
品
」
に
お
け
る
、
法
師
d
h
a
r
m
a
-
b
h
a
n
a
k
a

和
合
し
な
け

れ
ば
書
写
が
で
き
な
い
こ
と
を
表
す
記

述

や
、
「薩
陀
波
倫
菩
薩
品
」

の
、
法
師

で
あ
る
法
上
菩
薩
の
説
法
を
聞
い
て
そ
れ
を
聴
経
者
が
書
写

す
る
記
述
か
ら
見
て
、
法
師
の
調
出
す
る
経
を
書
写
す
る
の
が

三
般
的

な
方
法
だ

っ
た
ら
し
い
。
な
お
、
供
養

に
は
触
れ
ず
に
書
写
の
み
を
説

く
記
述
も
経
中
に
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ

る
が
、
「嘱
累
品
」
最
終
部
分

に
は
再
び
書
写
し
た
経
巻

の
詳
し
い
供
養
方
法
を
説
い
て
経
を
終
わ

っ

て
い
る
こ
と
か
ら
し

て

も
、
『般
若
経
』
製
作
者
が
善
男
子
善
女
人
に

第

三
に
求

め
た
実
践
が

「書
写
供
養
」
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
書
写
は

『
道
行
』
に
お
い
て
経
巻
供
養
を
目
的
と
し
て

始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
れ

に
よ
る
多
大
な
弘
経
効
果
を
評
価
し
て
元
来
憶
持
に
よ

っ
て
伝
持
さ
れ

て
い
た
経
典
も
積
極
的
に
書
写
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に

『
道
行
』
は

「
書
写
供
養
」
を

三
つ
の
実
践
と
し

て
い
た

か

ら
、
『法
華
経
』
『
阿
閾
仏
国
経
』
『成
具
光
明
定
意
経
』
等

の
経
典
は

「書
写
供
養
」
を
そ
の
ま
ま
導
入
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
多

く
の
経
典

は
憶
持
伝
承
の
困
難
を
打
開
す
る
手
段
と
し
て
、
「供
養
」
を

省
い
て
書

写
の
み
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

「
書
写
供
養
」
を
導
入
し
て
い
た
経
典
ハも
、
右

の

『阿
閾
仏
国
経
』
に

お
い
て
異
訳
の

『
大
宝
積
経
』
不
動
如
来
会
で
は
供
養
が
消
え
て
書
写

だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
書
写
が
経
典
伝
持
法
と
し
て

三
般
化

す
る
と
と
も
に
、
経
典
の
所
説
か
ら
し
て
必
然
性

の
伴

わ

な

い

「
供

養
」
は
略
さ
れ
て
い
っ
た
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
な
事

情
の

『
般
若
経
』
と
、

一
乗

の
法
を
確
立
し
て
そ
の
経
典
を
絶
対
視
す

る

『
法
華
経
』
と
に
経
巻
供
養
が
残

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

経
典
書
写
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
史
伝
に
よ
れ
ば
既
に
紀
元
前

三
世
紀
に

行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
本
格
的

な
普
及
の
原
点
は
、
「仏
」
よ
り

「
法
」
に
大

き

な
価
値
を
認
め
る
般

若
教
徒
が
、
厳
し
い
修
行
を
為
し
得
な
い
人

々
に
そ
の
「
法
」
(
11
経
巻
)

を
供
養
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
説
き
出
し
た
こ
と
に
あ

っ
た
。

1
 大
正
三
二
、
三
〇
下
 

2
 大
正

=
、

九
〇

三
下
 

3
 大
正
=

三
、

九
七
上
 

4
 大
正

三
四
、
五
九
六
下

5
 同
、
六
五
下
 

6
 大
正
一

五
、
三
五
七
上
 

7
 大
正
九
、
二
二
三
下
 

8
 同
、
二
五
一
下
 
9
 大

正
=
二
、
四
五
〇
中
 
1
0
 同
、
二
七
下
 

11
 大
正
入
、
四
三
二
中

12
 同
、
四
六
八
下

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

経
典
、
書
写
、
『道
行
般
若
経
』

(
早
稲
田
大
学
大
学
院
)

初
期
大
乗
経
典

に
お
け

る

「
書

写
」

に

つ
い
て

(
朝

山
)
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