
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
八
巻
第
二
号

平
成
十
二
年
三
月

八
六

五
台
山
系
華
厳
思
想

の
日
本
的
展
開
序
説

―
明
恵
に
与
え
た
李
通
玄

の
影
響
―

小

島

岱

山

一

五
台
山
系
華
厳
思
想
の
日
本

へ
の
初
伝

平
成
十

一
年
八
月
十
日
号

の

『中
外
日
報
』
に
、
中
国
仏
教
協
会

・

仏
教
文
化
研
究
所
副
所
長
の
何
雲
氏
が

「"仏
国
"
の
中
の
超
大
国
と

い
う
べ
き
五
台
山

(中
国
仏
教
四
大
聖
地
の
首
位
)
、
(中
間
省
略
)
、
山
西

省
は
中

国
古
代
文
明
の
発
祥
地
の

一
つ
だ
。
仏
教
史
上
に
お
い
て
も
寺

塔
が
林
立

し
、
名
僧
を
輩
出
し
た
山
西
省
は
中
国
仏
教

の
重
鎮
と
称
さ

れ
て
い
る
。
(中
間
省
略
)
。
西
晋
末
年
に
は
、
北
方
の
少
数
民
族
政
権

の
ほ
と
ん
ど
は
仏
教
保
護
の
国
策
を
取

っ
た
。
山
西
生
ま
れ
の
後
趙
皇

帝
石
勒

は
、
仏
図
澄
を

"
大
和
尚
"
と
し
て
崇
め
学
び
、
大
い
に
寺
院

建
立
に
励
ん
だ
。
そ
の
後
、
北
魏
政
権
も
国
力
を
傾
け
て
有
名
な
雲
岡

石
窟
の
造
営
を
手
掛
け
た
。
唐
代
は
中
国
の
仏
教

の
最
盛
期
だ

っ
た
。

五
台
山

の
仏
寺
だ
け
で
三
百
六
十
も
あ
り
、
僧
侶
数
は

一
万
に
の
ぼ

つ

た
」
と
述

べ
て
い
る
。
今
、
五
台
山
は
多

い
時
に
は
八
百
人
の
僧
侶
で

ご
つ
た
が
え
す
、
と
聞

い
て
い
る
。
唐
代
に
は
五
台
山
に

一
万
人
も
の

僧
侶
が
い
た
と
い
う
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
た

か
が
想
像
さ
れ
よ
う
。

既
に
筆
者
は
、
多
く
の
資
料
を
使

っ
て
、
す
な
わ
ち
、
中
国
大
陸
の

仏
教
史
蹟
を
踏
査
し
て
得
た
資
料
と
文
献
資
料
と
を
統

一
的
に
理
解
す

る

「東
ア
ジ
ア
仏
教
学
」
に
基
づ
い
て
、
五
台
山
と
五
台
山
を
中
心
と

す
る
周
辺
地
域
に
、
す
な
わ
ち
、
五
台
山
系
仏
教
文
化
圏
に
、
五
台
山

系
華
厳
思
想
の
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
が
、
そ
う
し
た
筆
者

の
説
を
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
裏
づ
け
る
最
新
の
資
料
の
ひ
と
つ
が
、

冒
頭
に
示
し
た
何
雲
氏
の
文
章
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
中
国
唐
代

の
華
厳
思
想
の
流
れ
に
は
、
五
台
山
系
華
厳
思
想

の
流
れ
と
終
南
山
系
華
厳
思
想
の
流
れ
と
が
あ

っ
た
。
宋
代
の
浄
源
に

依
る
五
祖
説
は
真
実
の
唐
代
の
中
国
華
厳
思
想
史
を
反
映
し
た
も
の
で

は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
学
問
的
な
唐
代
華
厳
思
想
史
で
は
な
く
、
杜
順

初
祖
説
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
信
仰
に
基
づ
く
唐
代
華
厳
思
想
史
で
あ

り
、
研
究
者
各
位
に
お
か
れ
て
は
、
こ
れ
か
ら
は
極
力
そ
の
採
用
を
控

え
て
い
た
だ
け
る
も
の
な
ら
ば
あ
り
が
た
い
と
誠
に
僧
越
な
が
ら
御
提

言
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
五
台
山
系
華
厳
思
想
が
日
本
に
い
つ
頃
入
つ
て
き

た
か
と

い
う
と
、
・『奈
良
朝
現
在
書
目
録
』
や
最
初
期
に
日
本
に
移
入

さ
れ
た
華
厳
典
籍

の
ひ
と
つ
で
あ
る
慧
苑

の

『刊
定
記
』
に
李
通
玄

の

影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
八
世
紀
の
初

め
頃
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
は
、
華
厳

の
典
籍

の
公
式
の
し
か
も
大
量
の
初
伝
と
さ
れ
る
、

道
璃
の
将
来
し
た
華
厳

の
諸
典
籍
の
中
に
、
五
台
山
系
華
厳
思
想
の
初

祖

の
霊
弁
の

『華
厳
論
』
百
巻
や
大
成
者

の
李
通
玄
の

『新
華
厳
経
論
』

四
十
巻

が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
、そ
う
な
れ
ば
、

西
暦
七
三
六
年
が
五
台
山
系
華
厳
思
想

の
公
式

の
初
伝
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

そ
の
五
台
山
系
華
厳
思
想
は
、
例
え
ば
普
機

の

『華
厳
宗

一
乗
開
心

論
』
の
中
に
引
用
さ
れ
た
り
、
最
澄
の

『依
慧
天
台
集
』
の
中
で
は
系

統
的
な
思
想
の
流
れ
の
存
在
と
し
て
正
当
に
評
価
さ
れ
る
ま
で
に
至
り
、

さ
ら
に
は
凝
然
の

『華
厳

宗
要
義
』
に
は
、
「通
玄
居
士
造
華
厳
論
等
。

専
以
観
門
釈
成
宗
途
」
と
あ
る
な
ど
、
連
綿
と
注
目
さ
れ
続
け
た
が
、

五
台
山
系
華
厳
思
想

の
最
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
は
明
恵

(
一
一

七
三
―

一
二
三
二
)
で
あ
る
。

二

明
恵
に
与
え
た
李
通
玄
の
影
響

筆
者

は
現
在
、
『
五
台
山
系
華
厳
思
想

の
日
本
的
展
開
』
と
題
す
る

著
作
を
執
筆
中

で
あ
る
。
内
容
は
、
明
恵
の
華
厳
関
係
の
代
表
作
で
あ

る
。
『華
厳
入
解
脱
門
義
』、
『華
厳
信
種
義
』、
『華
厳
仏
光
三
昧
観
』、

『仏
光
三
昧
観
冥
感
伝
』、
そ
れ
に

『華
厳
唯
心
義
釈
』、
『仏
光
観
広
次

第
』
、
『仏
光
観
略
次
第
』
の
全
文
を
短
く
区
切

っ
て
李
通
玄
の
言
句
や

思
想
と

一
つ
一
つ
比
較
対
照
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
筆
者
の
研
究

の
及
ん
だ
、
こ
れ
ま
で
の
範
囲
内
で
明
恵
に
与
え
た
李
通
玄
の
影
響
を

論
じ
て
み
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
、
"影
響
"
と
は
言
え
、

影
響
を
受
け
な
か
っ
た
部
分
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
明
恵
の
華
厳

思
想
の
特
徴
は
浮
ん
で
来
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
点
に
も
配

慮
し
て
論
述
し
て
み
よ
う
。

(一)

十
信
位

の
強
調
と
信
心

(十
信
)

の
内
容

五
台
山
系
華
厳

思
想

の
流
れ
を
代
表
す
る
観
法
は
仏
光
観

(李
通
玄

自
身
は
宝
色
光
明
観
と
言
っ
て
い
る
)

で
あ
り
、

し
か
も
こ
の
仏
光
観
の

み
が
華
厳
の
種
々
な
る
観
法
の
中
で
、
唯

一
、
具
体
的
実
践
方
法
―

と
言
っ
て
も
、
一
種
の
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
の
如
き
も
の
で
あ
り
、

例
え
ば
、
日
本
の
臨
済
宗
の
看
話
禅
に
比
べ
た
ら
存
在
そ
の
も
の
或
は

己
事
の
究
明
に
と
っ
て
は
ま
こ
と
実
に
弱
々
し
き
も
の
で
あ
る
が
ー

の
分
か
る
観
法
で
あ
る
。
仏
光
観
は
、
前
述

し
た
如
く
、
華
厳

の
観
法

の
中
に
あ

っ
て
唯

一
例
外
の
、
身
心
陶
冶

の
観
法
で
あ
っ
た
の
で
、
又
、

光
明
真
言
と
の
関
係
か
ら
、
明
恵
の
注
目
す

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ

し
て
、
こ
の
仏
光
観
は
李
通
玄
の
解
釈
に
依
れ
ば
、
十
信
位

の
行
位

の

中
で
実
践
さ
れ
る
べ
き
観
法
と
さ
れ
た
。
仏
光
観
は
十
信
位

で
修
さ
れ

る
観
法
で
あ
る
と
い
う
李
通
玄
の
仏
光
観
理
解
の
影
響
を
受
け
た
明
恵
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は
、
当
然
な
が
ら
、
十
信
位
と
仏
光
観
と
の
関
係
に
、
ひ
い
て
は
、
仏

光
観
そ

の
も
の
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
十
信
そ
の
も
の
に
つ

い
て
も
強
く
思
い
を
致
す
と
こ
ろ
と
な
つ
た
。
明
恵
の

『華
厳
入
解
脱

門
義
』
が
具
体
的
論
述
と
し
て
は
、
十
信
位
中
の
如
来

の
十
徳

(十
信

位
中
の

「光
明
覚
品
」
に
基
づ
く
)
や
十
甚
深

の
法

(十
信
位
中
の

「間
明

品
」
に
基
づ
く
)
の
詳
し
い
論
究
で
始
ま
り
、
続

い
て
仏
光
と
十
信
と
が

詳
述
さ
れ
る
の
も
、
さ
ら
に
は
、
『華
厳
入
解
脱
門
義
』

の
直
後
に
著

述
さ
れ
た

『華
厳
信
種
義
』
に
お
い
て
、
李
通
玄
に
端
を
発
す
る
も

の

で
は
あ
る
が
、
明
恵
に
独
自

の
信
の
理
解
が
為
さ
れ
、
如
来

の
十
徳
と

十
甚
深

の
法
と
が

一
段
と
深
く
追
究
さ
れ
る
の
も
、
す
べ
て
根
本
的
に

は
、
今
、
述

べ
た
理
由
に
依
る
。

と
こ
ろ
で
、
李
通
玄
は
十
信
位
に
つ
い
て
は
、
ひ
い
て
は
、
信
と
い

う
存
在
を
次

の
よ
う
に
理
解
し
た
。
十
信
位
中
の
信

の
修
業
、
こ
れ
を

信
修
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
因
か
ら
果

へ
の
変
遷
、
転
移

の
信
と
李
通
玄

は
把
握

し
、
し
か
も
、
因
と
果
と
が
乖
離
し
て
い
る
、
こ
う
し
た
信
は
、

十
信
位
以
外

の
他

の
行
位
に
は
存
在
し
な
い
と
李
通
玄
は
理
解
し
た
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
信
を
李
通
玄
は
迷
い
の
信
、
迷
い
の
信
心
と
呼
ん

だ
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
信
、
或
は
、
信
心
か
ら
十
信
位
を
捉
え
た
場

合
に
は
、
十
信
位
は
迷
い
の
位
と
な
り
、
信
満
成
仏
も
成
り
立
た
ず
、

そ
う
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
こ
の
十
信
位
に
於
い
て
仏
光
観
が
必
要
な
の
だ

と
李
通
玄
は
主
張
し
た
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
李
通
玄
に

あ
っ
て
は
成
仏
論
と
し
て
は
初
住
成
仏
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
も

な
っ
た
。
勿
論
、
李
通
玄
は
、
信
、
信
心
を
常

に
迷

い
の
存
在
と
の
み

把
握
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
『華
厳
経
』
の
内
容
に
即
す
る
信
、
信

心
、
す
な
わ
ち
、
因
果
同
体
融
通
無
擬
の
信
、
信
心
も
存
在
す
る
と
し
、

さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
信
、
信
心
に
支
え
ら
れ
た
十
信
位
は
、
他
の
行

位
と
常
に
相
即
相
入

の
関
係
に
な
っ
て
い
て
、
他

の
行
位
を
根
底
で
支

え
る
も
の
と
李
通
玄
は
理
解
し
た
。

以
上
を
、
実
践
行
と
い
う
因
果
の
立
場
か
ら
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ

う
に
な
ろ
う
。
李
通
玄
は
、
信
に
は
因
果
同
体

の
信
と
、
因
果
乖
離

の

信
と
の
二
種
類
が
あ
る
と
し
、
因
果
同
体

の
信

は
十
信
位
を
含
め
た
全

行
位
に
、
因
果
乖
離
の
信
は
十
信
位
の
み
に
存
在
す
る
と
し
た
。
仏
光

観
は
、
こ
の
因
果
乖
離
の
信
か
ら
の
、
す
な
わ
ち
、
迷

い
の
心
か
ら
の

脱
却
の
た
め
に
あ
る
と
李
通
玄
は
見
倣
し
た
。

こ
う
し
た
李
通
玄

の
思
想
を
明
恵
は
充
分

に
理
解
し
た
上

で
、
明
恵

は
独
自
に
次
の
よ
う
に
李
通
玄
の
思
想
を
受
け
取
り
直
し
た
。
明
恵
は
、

信
心

(十
信
)
は
、
如
何
な
る
場
合
に
も
悟
心

(開
悟
心
)
と
捉
え
、
仏

光
を
以
て
、
,信

(心
)
と
智
と
行
と
の
融
合
し
た
意
味

で
の
信

(心
)

の
象
徴
と
し
た
。
そ
し
て
ζ
う
し
た
信
心

(十
信
)
を
、
実
践
的
立
場

か
ら
、
因
果
同
体
の
十
信
と
把
握
し
、
因
果
乖
離

の
信
心
の
思
想
は
捨

象
し
た
。
そ
し
て
、
因
果
同
体
の
信
心

(十
信
)
を
具
体
的
に
は
三

つ

の
方
面
よ
り
理
解
し
た
。
す
な
わ
ち
、
明
恵

に
お
け
る
信
心

(十
信
)

の
具
体
的
内
容

で
あ
る
が
、

一
つ
は
、
十
信

の
行
相
、
二
つ
に
は
、
如

来
の
十
徳
、
三
つ
に
は
、
十
甚
深

の
法
、
で
あ

る
。
最
初
の
十
信

の
行
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相
は
、
終
南
山
系
華
厳
思
想
の
流
れ
に
あ
っ
て
は
、
十
信
は
行
そ
の
も

の
で
あ

っ
て
、
十
種

の
相
が
存
在
し
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
李

通
玄
が
十
信
位
中
の

「賢
首
品
」
を
使
用
し
て
、
十
信
位

の
各
位
に
そ

れ
ぞ
れ
違
っ
た
行
相
を
与
え
た
た
め
に
、
文
字
通
り
の
十
信
位
が
成
立

し
、
そ
れ
を
明
恵
が
利
用
し
た
わ
け
で
あ
り
、
十
信
位

の
意
味
が
さ
ら

に

一
段

と
深
ま
り
、
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
二
つ
目
の
如
来

の

十
徳
は
十
信
位
中
の

「光
明
覚
品
」
に
そ
の
源
が
あ
り
、
李
通
玄
が
そ

れ
を
採

り
あ
げ
、
明
恵
が
さ
ら
に
信
心

(十
信
)
は
如
来
の
十
徳
と
等

し
い
も
の
と
ま
で
強
調
し
た
わ
け
で
あ
る
。三

つ
目
の
十
甚
深
の
法
は
、

同
じ
く
十
信
位
中
の

「間
明
品
」
に
存
す
る
思
想
で
、
そ
れ
に
李
通
玄

が
注
目
し
、
さ
ら
に
明
恵
が
信
心

(十
信
)
の
属
性
と
し
て
位
置
づ
け

て
、
強
調
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
悟
り
の
心
と
し
て
の
信
心

(十
信
)
に
裏
づ
け
ら
れ
た
観
法

が
、
仏
光
観
で
あ
る
と
明
恵
は
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
明

恵
に
あ

っ
て
は
仏
光
観
は
、悟
り
の
世
界
を
楽
し
む
観
法
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
李
通
玄
に
あ
っ
て
は
、
信
心

(十
信
)
は
基
本
的
に
は
迷

い
の

心

(位
)
と
考
え
て
い
る
の
で
、
李
通
玄
に
あ
っ
て
は
、
迷

い
の
世
界

か
ら
の
脱
却
の
た
め
に
仏
光
観
が
存
在
す
る
と
分
か
る
。
理
論
上
は
、

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

口

そ
の
他
の
影
響
関
係

華
厳
思
想
理
解

の
基
礎
は
、
明
恵
も
李
通
玄
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
採

り
入
れ
て
、
毘
盧
遮
那
、
文
殊
、
普
賢
の
三
聖
円
融
思
想
と
な
っ
て
い

る
が
、
李
通
玄
に
あ
っ
て
は
、
仏
智
と
自
智
と
は
同
等
で
あ
る
と
言
つ

て
、
自
己
を
仏
と
同

一
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
上
げ
て
両
者

の
存
在
の

同
位
な
る
こ
と
と
両
者

の
有
す
る
智

の
等
価

な
る
点
を
主
張
す
る
が
、

明
恵
に
は
、
そ
の
よ
う
な
自
己
自
身

へ
の
強
烈
な
る
存
在
肯
定
意
識
は

な
く
、
む
し
ろ
自
己
存
在
を
否
定
し
去
り
、
消
し
去

っ
て
自
己
自
身
が

仏
の
世
界
に
融

(と
)
け
込
ん
で
行
く
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

明
恵
は

『華
厳
入
解
脱
門
義
』
で
、

「唯
だ
須
ら
く
閑
林
に
思
い
を

凝
ら
し
て
五
欲
の
麓
動
を
離
れ
、
禅
坊
に
身
を
安
じ
て
以
て
三
昧
の
妙

行
を
修
す
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
離
世
間
的
、
な
い
し
は
出

世
間
的
な
禅
定

(三
昧
)
理
解
を
示
し
て
い
る
が
、
同
じ
く
仏
光
観
を

修
し
た
と
は
言
え
、
李
通
玄
と
は
そ
の
受
け
取
り
方
が
正
反
対

で
あ
る
。

李
通
玄
は
、
大
苦
海
こ
そ
大
智
慧
海
と
宣
言
し
、
離
世
間
は
利
世
間
の

間
違
い
で
は
な
い
か
と
主
張
す
る
ほ
ど
で
あ
り
、
現
実
か
ら
逃
避
す
る

た
め
の
仏
光
観
を
説
く
こ
と
な
ど
あ
り
得
な

い
。

た
だ

又
、
明
恵
は

『華
厳
入
解
脱
門
義
』

で
、

「若
し
唯
能
辮
を
誇
ら
ん

と
す
る
の
み
な
ら
ば
、
孔
老

の
史
書
に
て
足

る
可
し
」
と
述
べ
て
、
中

国
固
有
思
想
を
見
下
す
発
想
を
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
李

通
玄
に
は
、
さ
ら
さ
ら
な
い
。
老
易
厳

一
致

の
華
厳

思
想
を
構
築
し
た

の
が
、
ま
さ
に
李
通
玄
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
す

る
と
、
明
恵
は
李
通
玄
の
真
意
を
、
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
何
も
理
解

し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
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た
明
恵

の
態
度
は
、
同
じ
く
李
通
玄
の
影
響
を
受
け
た
韓
国
の
知
訥

(普
照
国
師
)
に
あ
っ
て
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
李
通
玄

の
中
国
固
有
思
想
に
つ
い
て
の
主
張
に
後
世
、関
心
を
持

っ
た
人
々
は
、

中
国
人

の
み
と
知
ら
れ
る
。

そ

さ
ら

に
、
明
恵
は

『華
厳
入
解
脱
門
義
』
で
、
「初

の
中
、
夫
れ
衆

生
が
知
識
に
遇
い
、
仏
法
を
聞
き
、
進
修
し
謹
入
す
る
始
終
の
因
果
に
、

こ

総
じ
て
六
位
有
り
。
十
信
十
住
十
行
十
廻
向
十
地
仏
果
是
れ
な
り
」
と

あ
る
。
明
恵
に
あ
っ
て
は
、
十
信
位
か
ら
始
ま
っ
て
十
地
ま
で
が
五
位

で
あ
り
、
そ
れ
に
仏
果
位
が
加
わ
つ
て
六
位
と
な
つ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
李
通
玄
に
あ
っ
て
は
、
仏
果
位
は
行
位
と
し
て
は
捉
え
ら
れ

て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
修
謹

一
如
と
し
て
の
理
解
と
な
っ
て
い
て
、
明

恵

の
行
位
論
で
言
え
ば
、
十
信
位
か
ら
十
地
位
ま
で
の
行
位
を
実
践
す

あ
ら
わ

る
こ
と
が
仏
果
位
の
具
体
的

顕
れ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
李
通
玄

に
あ
つ
て
は
、
十
住
位
か
ら
十

一
地
と
し
て
の
等
覚
位
ま
で
を
五
位
と

見
倣
し
た
り
、
十
信
位
か
ら
十
地
位
ま
で
を
五
位
と
考
え
た
り
、
時
に

は
、
十
信
位
か
ら
十

一
地
の
等
覚
位
ま
で
を
六
位
と
表
現
し
た
り
、
い

ろ
い
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
李
通
玄

に
あ
っ
て
は
、
十
地
位
↓
十

一
地
の

等
覚
位
↓
仏
果
位
と
続
く
の
で
あ

っ
て
、
妙
覚
位
は
基
本
的
に
は
全
く

考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
又
、
李
通
玄
は
不
思
議
に
も
、
十

一
地
の

等
覚
位

を
十
種

の
行
位
に
細
分
し
、
十
波
羅
蜜
を
そ
れ
に
当

て
は
め
て

理
解
し

て
い
る
。
明
恵
に
と

っ
て
は
、
総
じ
て
、
李
通
玄
の
行
位
論
は
、

複
雑
怪
奇

で
到
底
素
直
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
又
、
『華
厳
入
解
脱
門
義
』
の
中

に

「如
来

の
十
徳
」
と

い
う
項
目
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
李
通
玄
の
言
葉
と
し
て
の

「如
来

の

法
身
無
性
の
徳
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
法
身

を
無
性
な
る
も
の
と
し
て

李
通
玄
は
徹
底
否
定
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
無
壼
無
限
無
磯

の

働
き
が
法
身
に
顕
現
し
て
く
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、

明
恵
は
、
唯
識
や
如
来
蔵
系
の
華
厳
思
想

で
あ
る
終
南
山
系
華
厳

の
法

蔵
や
、
さ
ら
に
は
、
五
台
山
系
華
厳
と
終
南
山
系
華
厳
と
を
折
衷
し
た

澄
観
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、
李
通
玄

の

「如
来
の
法
身
無
性

の
徳
」

と
い
う
思
想
に
対
し
て
、
そ
れ
を
心
か
ら
納
得
で
き
な
い
自
己
自
身
を

嘆
い
て
い
る
。

<キ
ー

ワ
ー
ド
>

明
恵
は
信
満
成
仏

、
李
通
玄

は
初
住
成
仏
、
因
果
同
体

の

信
心
、
因
果
乖
離

の
信
心

(華
厳
学
研
究
所

・
文
学
博
士
)
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