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コ
ロ
ナ
禍
の
二
〇
二
〇
年
度
に
実
施
し
た
オ
ン
デ
マ
ン
ド
講
義
「
比
較
宗
教
学
」
の
草
稿
の
う
ち
、
仏
教
を
扱
っ
た
第
四
章
、
な
ら
び
に
講
義
全
体
の
ま
と
め
と
し
て
の
「
お
わ
り
に
」
を

公
開
す
る
。
私
は
仏
教
の
専
門
家
で
は
な
い
が
、
宗
教
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
一
般
学
生
を
対
象
に
し
て
、
方
法
論
的
不
可
知
論
の
立
場
か
ら
三
大
宗
教
を
概
説
す
る

趣
旨
は
、
こ
れ
ま
で
の
三
章
と
変
わ
り
な
い
。
一
読
さ
れ
て
批
評
を
賜
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

第
四
章　

仏
教

0
基
本
的
特
徴
と
教
典

⑴
仏
教
の
基
本
的
特
徴

　

さ
て
、
絶
対
的
な
人
格
神
を
信
仰
す
る
一
神
教
の
伝
統
か
ら
離
れ
て
、
イ
ン
ド
伝
来
の
、

わ
れ
わ
れ
に
も
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
仏
教
の
章
に
な
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
で
は

わ
れ
わ
れ
は
ど
の
程
度
、
日
本
の
仏
教
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
の
か
と
問
わ
れ
る
と
、
み

な
さ
ん
も
か
な
り
心
許
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、「
挨あ

い

拶さ
つ

」
や
「
実
際
」、「
根
性
」、「
玄
関
」、「
世
界
」、「
人
間
」
と
い
っ

た
日
常
よ
く
使
う
言
葉
が
仏
教
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
い
っ
た
い
ど
の
く
ら

い
の
人
が
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
み
な
さ
ん
の
実
家
は
ど
こ
か
の

寺
の
檀
家
に
な
っ
て
い
て
、
た
と
え
ば
家
人
の
葬
儀
に
際
し
て
は
、
そ
の
檀
那
寺
―
―
檀

家
に
な
っ
て
い
る
寺
の
こ
と
を
一
般
に
こ
う
呼
ぶ
―
―
の
住
職
に
読
経
を
依
頼
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
寺
の
宗
派
が
何
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
の
教
え
の
特
徴
が
ど

の
よ
う
な
も
の
か
、
分
る
で
し
ょ
う
か
。

　

た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
仏
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
に
比

べ
れ
ば
身
近
な
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、「
葬
式
仏
教
」
―
―

葬
儀
や
法
事
は
仏
式
で
や
る
の
が
当
然
、
と
漠
然
と
思
わ
れ
て
い
る
―
―
、
さ
も
な
け
れ

ば
奈
良
や
京
都
の
観
光
資
源
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
と
は
何
か
と
改
め
て

問
わ
れ
る
と
答
え
に
窮
す
る
と
い
う
の
が
、
実
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
あ

ら
た
め
て
、
仏
教
の
基
本
的
な
特
徴
は
何
な
の
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う）

1
（

。

　

第
一
章
「
宗
教
の
と
ら
え
方
」
の
「
1
宗
教
の
字
義
」
の
節
で
も
見
た
よ
う
に
、
仏
教

と
い
う
言
い
方
は
、
明
治
期
にreligion

の
訳
語
と
し
て
「
宗
教
」
が
定
着
し
て
以
降
の

表
現
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
仏
道
や
仏
法
、
あ
る
い
は
宗
旨
と
い
っ
た
言
い
方
が
一
般
的

で
し
た
。

　

仏
教
と
い
う
言
い
方
は
、
基
本
的
に
「
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
教
え
」
と
い
う
意
味
を
も
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
の
ブ
ッ
ダ
は
、
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
（buddha

［
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
以
下S./

と
略
記
］、
仏
陀
）、
す
な
わ
ち
紀
元
前
五
世
紀
ご
ろ
イ
ン

ド
に
実
在
し
た
い
わ
ゆ
る
「
お
釈
迦
様
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
本
名
は
ゴ
ー
タ

マ
・
シ
ッ
ダ
ッ
タ
（S./ Gotam

a Siddhattha

）
あ
る
い
は
ガ
ウ
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル

タ
（
パ
ー
リ
語
、
以
下P./

と
略
記
、Gautam

a Siddhārtha

）
で
、
そ
の
生
没
年
は

よ
く
分
っ
て
い
ま
せ
ん）

2
（

。
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
、
種
々
の
状
況
証
拠
か
ら
、
紀
元
前

四
六
三
年
頃
か
ら
三
八
三
年
頃
と
い
う
説
と
、
紀
元
前
五
六
六
年
頃
か
ら
四
八
六
年
頃
と
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比
較
宗
教
学
講
義
Ⅳ
―
―
仏
教
／
お
わ
り
に

一
六

い
う
説
が
有
力
で
す
が
、
そ
も
そ
も
今
か
ら
二
五
〇
〇
年
も
前
の
こ
と
、
こ
ま
か
い
年
代

を
穿せ

ん

鑿さ
く

す
る
こ
と
自
体
、
あ
ま
り
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ブ
ッ
ダ
は

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ッ
タ
に
付
与
さ
れ
た
称
号
の
一
つ
で
、「
目
覚
め
た
者
」「
覚
者
」
を

意
味
し
て
い
ま
す
。
彼
に
は
多
く
の
称
号
が
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え
ば
釈
迦
牟
尼
（S./ 

Śākya-m
uni

、「
釈
迦
族
の
尊
者
」）、
釈
尊
（「
釈
迦
族
の
尊
者
」
の
略
抄
）、
世
尊
（S./ 

bhagavat

、「
幸
い
あ
る
者
」）、
如
来
（S.,P./ tathāgata

「
真
実
に
達
し
た
者
」）
等
は

よ
く
用
い
ら
れ
る
表
現
で
す
。

　

さ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
内
容
は
、
一
言
で
い
え
ば
「
ブ
ッ
ダ
と
な
る
た
め
の
教
え
」

で
し
た
。
こ
の
場
合
の
ブ
ッ
ダ
は
、
こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語buddah

の
も
と
も
と
の

意
味
、「
覚
者
」
す
な
わ
ち
「
悟
り
を
開
い
た
者
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。「
お
釈
迦

様
」
も
悟
り
を
開
い
た
か
ら
「
ブ
ッ
ダ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

教
え
は
結
局
、
悟
り
を
開
く
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、「
ブ
ッ
ダ
が
説
い
た
、
ブ
ッ
ダ
と
な
る
た
め
の
教
え
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の

内
容
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
実
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
仏
教
の
全
体
を

カ
バ
ー
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
以
外
に
、
仏
教
の
内
実
を
示
す
説
明
は
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。

　

仏
教
の
内
部
で
は
、
従
来
、
仏
教
の
中
心
的
な
要
素
を
示
す
も
の
と
し
て
、「
仏
法
僧
」

す
な
わ
ち
三
宝
が
よ
く
挙
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
聖
徳
太
子
の
十
七
条
の
憲
法
の
な
か
に

あ
る
「
篤
く
三
宝
を
敬
え
」
の
、
あ
の
三
宝
の
こ
と
で
、
要
す
る
に
仏
教
を
特
徴
づ
け
る

最
も
重
要
な
三
つ
の
要
素
＝
宝
を
指
す
わ
け
で
す）

3
（

。
こ
こ
で
の
「
仏
」
は
、
最
初
に
悟
り

を
開
い
た
「
仏
」（
ほ
と
け
＝
ブ
ッ
ダ
）、
す
な
わ
ち
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ッ
タ
の
こ
と
で

す
。「
法
」（S./ dharm

a

）
の
語
は
、
仏
教
の
な
か
で
も
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
用
い
ら
れ

ま
す
が
、
こ
こ
で
は
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
教
え
を
意
味
し
ま
す
。「
僧
」（S.,P./ san

・gha

）

は
、
一
人
一
人
の
僧
侶
の
こ
と
で
は
な
く
、
僧
侶
の
集
団
（
サ
ン
ガ
、
僧
伽
）
を
意
味
し

ま
す
。
要
す
る
に
仏
と
そ
の
教
え
と
こ
れ
を
継
承
し
て
広
め
る
教
団
の
三
者
が
仏
教
の
中

核
に
あ
る
と
い
う
認
識
な
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
た
結
局
の
と
こ
ろ
、
形
式
的
な
規
定
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
仏
教
に
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
―
―
イ
エ
ス
を
「
神

の
子
」
キ
リ
ス
ト
と
信
ず
る
宗
教
―
―
や
イ
ス
ラ
ム
教
―
―
コ
ー
ラ
ン
に
示
さ
れ
た
ア
ッ

ラ
ー
の
意
志
を
生
活
の
全
側
面
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
宗
教
―
―
の
よ
う
に
、
そ
れ
抜
き

に
は
も
は
や
そ
の
宗
教
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
に
本
質
的
な
特
徴

が
、
仏
教
の
場
合
に
は
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
「
ブ
ッ
ダ
に
な
る
た
め

の
教
え
」
も
、
そ
の
後
多
様
に
展
開
し
て
い
く
仏
教
の
な
か
で
は
ご
く
一
部
の
も
の
で
す
。

イ
ン
ド
本
国
で
も
多
様
な
教
説
が
派
生
し
て
い
き
ま
す
が
、
さ
ら
に
仏
教
が
広
ま
っ
た
東

南
ア
ジ
ア
や
中
国
、
チ
ベ
ッ
ト
、
朝
鮮
、
日
本
な
ど
で
も
、
仏
教
は
、
各
地
の
既
存
の
宗

教
や
文
化
と
複
雑
に
混
ざ
り
合
い
な
が
ら
独
自
の
形
で
展
開
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
宗
教
学
の
用
語
で
は
、
複
数
の
宗
教
伝
統
の
混
合
現
象
（
習
合
）
の
こ
と
を
シ
ン

ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
（syncretism

）
と
呼
び
ま
す
が
、
仏
教
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
あ
り
方
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
多
様
な
教
説
が

派
生
・
共
存
し
、
習
合
し
て
い
く
際
に
、
自
説
以
外
の
教
説
を
排
除
し
た
り
否
定
し
た
り

す
る
よ
う
な
動
き
が
、
比
較
的
少
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
す）

4
（

。「
ブ
ッ
ダ
が
説
い
た
教
え

を
出
発
点
と
し
た
仏
教
」
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
な
か
で
、
多
様
な
教
説
を
容
認
す
る
、

そ
の
よ
う
な
寛
容
性
を
そ
こ
に
は
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

仏
教
の
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
お
お
ら
か
な
性
格
は
、
そ
れ
が
一
人
の
人
間
（
ブ
ッ
ダ
）

が
説
い
た
教
え
を
出
発
点
と
す
る
と
い
う
事
実
に
、
多
分
に
起
因
し
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教

と
イ
ス
ラ
ム
教
の
場
合
は
、
唯
一
絶
対
の
人
格
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
啓
示
）
が
中
心
と
な

っ
て
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
営
み
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
神
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
そ
の
も
の
は
、
原
則
と
し
て
人
間
の
側
か
ら
変
更
を
加
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対

性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
の
場
合
、
ブ
ッ
ダ
は
後
に
一
種
の
神
格
化
が

図
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
もcreatio ex nihilo

の
絶
対
神
で
は
あ
り
え

ま
せ
ん
。
絶
対
神
か
ら
の
啓
示
と
い
う
垂
直
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
が
軸
と
な
っ
て
展
開
し
て

い
く
一
神
教
の
伝
統
と
は
異
な
り
、
仏
教
は
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
一
人
の
人
間
か
ら
、
い
わ

ば
同
じ
レ
ベ
ル
で
水
平
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
で
拡
が
っ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
。
そ

こ
か
ら
、
多
様
性
と
寛
容
性
が
生
れ
て
く
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
仏
教
の
こ
の
よ
う
な
性
格
―
―
さ
っ
き
は
「
お
お
ら
か
な
」
と
形
容
し
た
が
、

見
方
を
変
え
れ
ば
「
い
い
か
げ
ん
な
」
で
も
あ
る
―
―
は
、
そ
の
教
典
の
あ
り
方
に
も
色

濃
く
反
映
し
て
い
る
の
で
す
。
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⑵
仏
教
の
教
典

　

仏
教
の
教
典
は
、
実
は
無
数
に
あ
り
、
イ
ン
ド
本
国
で
仏
教
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
も
相
ま
っ
て
、
そ
の
総
数
が
分
ら
な
い
ほ
ど
で
す
。
そ
れ
ら
は
通
常
、
数
多
く
の
教
典

を
収
め
る
蔵
に
な
ぞ
ら
え
て
、
三
蔵
と
呼
ば
れ
る
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

経
蔵
・
律
蔵
・
論
蔵
が
そ
れ
な
の
で
す
が
、
経
（S./ sūtra

）
は
仏
―
―
ゴ
ー
タ
マ
・
シ

ッ
ダ
ッ
タ
に
限
定
さ
れ
な
い
―
―
の
説
い
た
教
え
、
律
は
仏
教
教
団
の
戒
律
や
そ
の
解

説
、
論
は
経
典
の
解
説
・
解
釈
等
の
論
考
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
し
ま
す
。
仏
の
説
い
た
教
え

の
み
な
ら
ず
、
戒
律
や
解
釈
書
ま
で
信
仰
の
拠
り
所
と
し
て
の
教
典
に
含
め
る
の
は
、
教

典
す
な
わ
ち
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
っ
た
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
感
覚
で
は
あ

り
え
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

三
蔵
に
話
を
戻
す
と
、
た
と
え
ば
孫
悟
空
の
『
西
遊
記
』
で
有
名
な
三
蔵
法
師
は
、
玄げ

ん

奘じ
よ
う（602-64

）
と
い
う
実
在
の
僧
で
、
三
蔵
の
教
典
を
求
め
て
は
る
ば
る
中
国
か
ら
天

竺
（
イ
ン
ド
）
ま
で
赴
い
た
の
で
、「
三
蔵
法
師
」
と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
が
付
け
ら
れ

た
の
で
し
た
。
中
国
で
は
、
イ
ン
ド
か
ら
伝
え
ら
れ
て
漢
訳
さ
れ
た
教
典
を
す
べ
て
ひ
っ

く
る
め
て
大
蔵
経
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
、
近
代
仏
教
学
の
成
果
も
取
り

入
れ
て
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（1924-34

）
が
編
纂
、
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
漢

訳
の
経
律
論
の
ほ
か
、
中
国
や
日
本
で
成
立
し
た
論
な
ど
も
収
録
し
、
三
段
組
の
大
型
本

で
全
一
〇
〇
巻
の
膨
大
な
も
の
で
す
。
島
大
の
図
書
館
に
も
書
庫
の
八
階
に
入
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
膨
大
な
仏
教
の
教
典
の
な
か
で
、
こ
こ
で
は
経
に
つ
い
て
、
簡
単
に
見
て

お
き
ま
す
。
仏
教
の
経
典
に
は
大
き
く
分
け
て
二
種
類
あ
り
ま
す
。
初
期
経
典
と
大
乗
経

典
で
す
。

　

ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
口
承
で
伝
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
が
、
仏
滅
後）

5
（

一
〇
〇
年
以
降
、
何
度

か
の
結け

つ

集
）
6

じ
ゆ
う（を

経
て
経
典
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
紀
元
一
世
紀
頃
か
ら
書
写
さ
れ
て
い
っ

た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
初
期
経
典
で
す
が
、
口
か
ら
口
へ
と
「
伝
え
来
た

っ
た
も
の
」
と
い
う
意
味
で
阿
含
経
（S.,P./ āgam

a

）
と
呼
ば
れ
ま
す
。
阿
含
経
は
さ

ら
に
「
長
部
」「
中
部
」「
相
応
部
」「
増
支
部
」「
小
部
」
の
五
部
に
分
け
ら
れ
ま
す
が
、

と
く
に
「
小
部
」
に
は
、
韻
文
の
文
集
で
あ
る
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
（『
経
集
』）
や
ダ
ン
マ

パ
ダ
（『
法
句
経
』）
が
含
ま
れ
て
い
て
、
と
り
わ
け
初
期
の
伝
承
―
―
し
た
が
っ
て
ブ
ッ

ダ
の
肉
声
に
近
い
伝
承
―
―
が
集
め
ら
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
ま
す）

7
（

。
現
在
伝
え
ら
れ
て
い

る
パ
ー
リ
語
の
阿
含
経
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
広
が
っ
た
南
伝
仏
教
（
後

出
）
の
経
典
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
仏
教
の
経
典
に
は
、
大
乗
経
典
と
呼
ば
れ
る
別
の
一
群
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

紀
元
前
後
か
ら
始
ま
る
仏
教
の
一
種
の
改
革
運
動
、
大
乗
仏
教
運
動
の
な
か
で
成
立
し
た

も
の
で
、
一
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
大
乗
経
典
が
生
み
出
さ

れ
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば
『
般
若
経
』
は
最
も
早
い
時
期
に
成
立
し
た
大
乗
経
典
群
で

す
が
、
漢
訳
に
し
て
三
〇
〇
字
足
ら
ず
の
『
般
若
心
経
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
漢
訳
さ
れ

た
も
の
だ
け
で
も
四
〇
種
以
上
を
数
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
お
そ
ら
く
み
な
さ
ん
が
ど
こ
か

で
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
よ
う
な
ご
く
有
名
な
も
の
を
挙
げ
る
だ
け
で
も
、『
華
厳
経
』、『
法

華
経
』、『
阿
弥
陀
経
』、『
無
量
寿
経
』、『
大
日
経
』、『
金
剛
頂
経
』
等
々
、
数
え
切
れ
な

い
ほ
ど
の
大
乗
経
典
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

　

初
期
経
典
の
と
き
か
ら
、
経
の
最
初
は
「
か
く
の
如
く
我
聞
け
り
（
如に

よ

是ぜ

我が

聞も
ん

）」
か

ら
は
じ
ま
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
説
教
を
聴
く
者
「
皆
、
大
い
に
歓
喜
し
て
、
信
受
奉
行
せ
り
」

で
終
わ
る
の
が
通
例
な
の
で
す
が
、
大
乗
経
典
も
大
半
が
こ
の
形
式
を
踏
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
、
大
乗
経
典
は
仏
滅
後
少
な
く
と
も
四
〇
〇
年
近
く
た
っ
て
か
ら
書
か
れ
だ
し
た

わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
い
く
ら
何
で
も
や
り
す
ぎ
で
し
ょ
う
。
実
際
、「
大
乗
非
仏
説
」

は
、
江
戸
時
代
に
こ
れ
に
す
で
に
気
づ
い
て
い
た
富
永
仲
基
（1715-46

）
の
よ
う
な
先

駆
的
な
思
想
家
を
は
じ
め
と
し
て
、
明
治
以
降
の
仏
教
学
界
で
は
当
然
の
前
提
と
な
っ
て

い
ま
す
。
た
だ
、
大
乗
仏
教
を
信
仰
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
ブ
ッ
ダ
は
歴
史

上
の
人
物
で
は
な
く
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
神
格
化
さ
れ
た
永
遠
の
存
在
で
あ
っ
て
、
さ

ら
に
大
乗
経
典
の
作
者
た
ち
に
は
実
際
に
瞑
想
の
な
か
で
の
観
仏
―
―
仏
に
出
会
う
―
―

体
験
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
要
は
、
そ
の
よ
う
な
信
仰

体
験
が
、
真
の
ブ
ッ
ダ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
経
典
と
し
て
文

字
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
よ
う
な
大
乗
経
典
は
、
や
が
て
漢
訳
さ
れ
て
中
国
か
ら
日
本

に
伝
え
ら
れ
、
日
本
仏
教
の
骨
格
を
形
作
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
法
事
な
ど

で
耳
に
す
る
仏
教
経
典
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
こ
の
大
乗
経
典
な
の
で
す）

8
（

。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
仏
滅
後
一
〇
〇
〇
年
近
く
た
っ
て
か
ら
も
な
お
、
新
た
に

大
乗
経
典
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
と
い
う
事
実
の
う
ち
に
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
仏
教
の

「
お
お
ら
か
な
」
あ
る
い
は
「
い
い
か
げ
ん
な
」
性
格
、
む
し
ろ
融ゆ

う

通ず
う

無む

碍げ

―
―
こ
れ
も



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅳ
―
―
仏
教
／
お
わ
り
に

一
八

仏
教
用
語
に
由
来
す
る
―
―
な
性
格
と
言
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が

ま
さ
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
一
神
教
の
伝
統
と
は
異
質
の
、
仏
教
の
融
通
無
碍
な
世
界
に
踏
み
入
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

註（
1
） 

こ
の
節
の
記
述
は
、
主
に
高
崎
直
道
『
仏
教
入
門
』（
東
京
大
学
出
版
会
、1983

）
に
よ
る
。

『
仏
教
入
門
』
と
銘
打
っ
た
本
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
学
問
的
に
き
ち
ん
と
裏
付
け
ら
れ
た

も
の
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
推
奨
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
三
枝
充
悳
『
仏
教
入

門
』（
岩
波
新
書
、1990

）、
末
木
文
美
士
『
思
想
と
し
て
の
仏
教
入
門
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、

2006

）
あ
た
り
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
中
村
元
他
編
『
岩
波
仏
教
辞
典 

第
二
版
』

（
岩
波
書
店
、2002

）
も
参
照
し
て
い
る
。

（
2
） 

古
代
イ
ン
ド
で
は
、
歴
史
を
年
代
順
に
記
録
し
て
い
く
と
い
う
編
年
の
観
念
が
な
く
、
碑
文

に
記
さ
れ
た
断
片
的
な
記
録
や
、
他
の
文
明
、
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ア
に
残
さ
れ
た
交
渉
の
記

録
か
ら
推
定
す
る
し
か
な
い
の
で
、
年
代
の
確
定
が
き
わ
め
て
難
し
い
。

（
3
） 

と
く
に
ス
リ
ラ
ン
カ
な
ど
の
南
方
上
座
部
仏
教
（
後
出
）
の
仏
教
徒
は
、
こ
の
三
宝
に
帰
依

す
る
（
す
べ
て
を
委
ね
る
）
と
い
う
意
味
の
三
帰
依
文
を
日
常
的
に
唱
え
る
。
日
本
で
は
「
南

無
三
宝
」、
あ
る
い
は
こ
れ
を
略
し
た
「
南
無
三
」
と
い
う
言
い
方
で
、
転
じ
て
英
語
のO

h 
m

y God !

と
同
様
の
感
動
詞
―
―
た
と
え
ば
「
し
ま
っ
た
！
」
―
―
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、「
南
無
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のnam

as
（nam

o

）
の
音
写
で
、

帰
依
す
る
の
意
。

（
4
） 

た
と
え
ば
外げ

道ど
う

や
折

し
や
く

伏ぶ
く

と
い
っ
た
仏
教
用
語
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
他
宗
排
撃
の
動
き
も
あ

っ
た
が
、
教
説
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
る
場
合
で
も
、
仏
教
で
は
総
じ
て
寛
容
な
態
度
が
基
本

だ
っ
た
と
言
え
る
。

（
5
） 

註
（
2
）
で
見
た
よ
う
に
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
年
代
の
確
定
が
困
難
な
の
で
、
ブ
ッ
ダ
が
死

去
し
て
か
ら
の
お
お
よ
そ
の
年
数
（
仏
滅
後
～
年
）
で
、
年
代
の
代
用
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
6
） 

僧
侶
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
記
憶
し
て
い
る
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
教
え
を
確
認
し
合
い
な
が
ら
ま

と
め
て
い
く
作
業
の
こ
と
。

（
7
） 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
―
―
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』（
岩
波
文
庫
、1984

）、
中
村
元
訳

『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば 

咸
興
の
こ
と
ば
』（
岩
波
文
庫
、1978

）。
け
れ
ど
も
、
近
年
の

研
究
で
は
、
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
と
ダ
ン
マ
パ
ダ
が
収
め
ら
れ
た
「
小
部
」
が
初
期
の
伝
承
を

含
ん
で
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
と
い
う
異
論
も
出
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
馬
場

紀
寿
『
初
期
仏
教
―
―
ブ
ッ
ダ
の
思
想
を
た
ど
る
』（
岩
波
新
書
、2018

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
） 

日
本
の
仏
教
が
大
乗
仏
教
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
帰
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
、
日
本
に
お
け
る

仏
教
研
究
に
は
、
大
乗
仏
教
中
心
主
義
と
で
も
言
う
べ
き
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

イ
ン
ド
本
国
に
後
発
で
現
わ
れ
た
大
乗
仏
教
が
、
中
国
へ
と
伝
え
ら
れ
て
独
自
の
展
開
を
遂

げ
、
さ
ら
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
発
展
の
頂
点
に
達
し
た
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
た
と
え
ば

こ
の
授
業
で
も
参
照
す
る
平
川
彰
『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
上
下
（
春
秋
社
、1974

、1979

）
は

定
評
の
あ
る
概
説
書
で
あ
る
が
、
こ
の
書
物
で
さ
え
も
、
そ
の
よ
う
な
発
展
図
式
か
ら
完
全

に
解
放
さ
れ
て
は
い
な
い
。
日
本
の
仏
教
研
究
者
に
寺
院
出
身
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
事
情

も
あ
る
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
に
直
線
的
な
発
展
図
式
に
は
、
あ
る
種
の
バ
イ

ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
意
識
し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。

1
古
代
イ
ン
ド
の
宗
教
思
想

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
ブ
ッ
ダ
が
登
場
す
る
以
前
の
古
代
イ
ン
ド
の
略
史
と
宗
教
思
想
を
一

瞥
し
て
お
き
ま
す）

1
（

。

　

イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
属
す
る
遊
牧
民
の
ア
ー
リ
ア
人
は
、
現
在
の
コ
ー
カ

サ
ス
地
方
か
ら
、
紀
元
前
一
五
〇
〇
年
以
降
、
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
北
部
、
イ
ン
ダ
ス

川
上
流
の
パ
ン
ジ
ャ
ブ
地
方
に
侵
入
し
、
徐
々
に
東
に
移
動
し
て
い
き
ま
す
。
紀
元
前

一
〇
〇
〇
年
頃
に
ガ
ン
ジ
ス
川
の
上
流
域
に
達
し
た
ア
ー
リ
ア
人
た
ち
は
、
定
住
・
農
耕

生
活
に
移
行
し
、
ヴ
ァ
ル
ナ
（
四
姓
）
と
呼
ば
れ
る
厳
重
な
身
分
制
に
基
づ
く
社
会
を
形

成
し
ま
す
。

　

ヴ
ァ
ル
ナ
（varna

）
は
、
も
と
も
と
は
色
を
意
味
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
あ
り
、

ア
ー
リ
ア
人
は
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
（
婆
羅
門
、
司
祭
者
）、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
（
王
侯
武
人
）、

ヴ
ァ
イ
シ
ャ
（
庶
民
）、
シ
ュ
ー
ド
ラ
（
隷
属
民
、
お
そ
ら
く
は
先
住
民
族
）
と
い
う
四

つ
の
ヴ
ァ
ル
ナ
（
四
姓
）
に
分
か
れ
、
こ
れ
が
後
の
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
の
起
源
と
な

る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
ア
ー
リ
ア
人
社
会
の
な
か
で
、
当
初
支
配
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
ブ
ラ
ー

フ
マ
ナ
で
し
た
。
彼
ら
は
供
犠
を
中
心
と
し
た
祭
儀
を
主
宰
し
、
き
わ
め
て
詳
細
な
儀
礼

の
規
定
を
発
達
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
儀
礼
の
規
定
や
儀
礼
の
対
象
と
な
る
神
々
へ

の
讃
歌
、
神
話
を
集
成
し
た
も
の
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
と
呼
ば
れ
る
聖
典
で
し
た
。
お
そ
ら
く

紀
元
前
一
二
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
徐
々
に
整
備
さ
れ
て
口
承
で
伝
え
ら
れ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
古
の
も
の
は
リ
グ
＝
ヴ
ェ
ー
ダ
（
神
々
の
讃
歌
）
で
あ
り
、

次
い
で
サ
ー
マ
＝
ヴ
ェ
ー
ダ
（
祭
詞
）
と
ヤ
ジ
ュ
ル
＝
ヴ
ェ
ー
ダ
（
祭
儀
の
規
定
）、
最

後
に
ア
タ
ル
ヴ
ァ
＝
ヴ
ェ
ー
ダ
（
呪
文
の
集
成
）
が
成
立
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
登

場
す
る
神
々
の
大
半
は
、
ア
グ
ニ
（
火
）
や
イ
ン
ド
ラ
（
雷
）
の
よ
う
に
自
然
現
象
の
神



一
九

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
七
号

　
二
〇
二
四
年
三
月

格
化
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
神
々
に
種
々
の
現
世
利
益
を
願
っ
て
、
複
雑
な
儀
礼
が
行
わ
れ

た
の
で
す
。
こ
れ
が
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教）

2
（

で
す
が
、
そ
の
多
神
教
的
な
方
向
性
は
、
後
の
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
に
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

　

他
方
で
、
や
が
て
ア
ー
リ
ア
人
の
関
心
は
、
単
な
る
現
世
利
益
の
み
な
ら
ず
、
人
間
と

し
て
の
苦
難
に
も
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
生
前
の
行
為
（
業ご

う

、S./ karm
an

）

の
結
果
に
よ
り
、
回
り
続
け
る
車
輪
の
よ
う
に
魂
が
次
か
ら
次
へ
と
異
な
る
肉
体
に
宿
っ

て
永
遠
に
生
き
死
に
を
繰
り
返
す
と
い
う
、
輪
廻

思
想
が
登
場
す
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
輪
廻
に

よ
る
苦
し
み
か
ら
な
ん
と
か
抜
け
脱
し
た
い
と
考

え
て
、
た
と
え
ば
厳
し
い
苦
行
を
実
践
す
る
修
行

者
―
―
沙
門
と
呼
ば
れ
る
―
―
が
現
わ
れ
ま
す
。

　

紀
元
前
六
世
紀
頃
に
な
る
と
、
宇
宙
の
根
本
原

理
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
梵
）
と
、
人
間
の
真
の

自
己
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
）
が
、
実
は
同
一

の
も
の
で
あ
る
（
梵
我
一
如
））

3
（

と
自
覚
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
輪
廻
か
ら
の
解
脱
が
可
能
に
な
る
と

説
く
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
（
奥
義
書
）
哲
学
が
登
場

し
ま
す
。
こ
の
時
代
に
な
る
と
、
儀
礼
万
能
だ
っ

た
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教
は
勢
い
を
な
く
し
、
祭
官
で

あ
る
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
の
権
威
も
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
り

ま
し
た
。

　

紀
元
前
六
世
紀
以
降
、
ア
ー
リ
ア
人
の
定
住
・

農
耕
生
活
は
都
市
を
生
み
出
し
、
そ
こ
を
基
盤
に

商
工
業
・
貨
幣
経
済
が
発
達
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
ま
た
ガ
ン
ジ
ス
川
中
流
域
を
中
心
に
、
い
く

つ
か
の
部
族
国
家
が
生
ま
れ
て
―
―
な
か
で
も
強

大
だ
っ
た
の
が
コ
ー
サ
ラ
国
と
マ
ガ
ダ
国
だ
っ
た

―
―
覇
を
競
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
新
た

な
状
況
の
も
と
で
、
伝
統
的
な
ヴ
ェ
ー
ダ
の
思
想

や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
に
は
な
か
っ
た
新
た
な

自
由
思
想
―
―
た
と
え
ば
唯
物
論
や
懐
疑
論
、
運
命
論
等
々
―
―
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

仏
教
で
は
、
そ
の
代
表
的
な
思
想
家
を
六
人
挙
げ
て
、「
六
師
外げ

道ど
う

」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
な
か
に
は
、
後
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
―
―
禁
欲
・
不
殺
生
を
重
ん
じ
る
―
―
の
祖
と
な
る

ヴ
ァ
ル
ダ
マ
ー
ナ
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
の
権
威
が
衰
え
、
新
た
な
部
族
国
家
が
登
場
す

る
い
わ
ば
激
動
の
時
代
に
、
ブ
ッ
ダ
は
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

中
村
元
他
編
『
岩
波
仏
教
辞
典
第
三
版
』（
岩
波
書
店
、2023

）
よ
り
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註（
1
） 
こ
の
節
の
記
述
は
主
に
、
平
川
彰
『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
上
（
春
秋
社
、1974

）
な
ら
び
に
馬

場
紀
寿
『
初
期
仏
教
―
―
ブ
ッ
ダ
の
思
想
を
た
ど
る
』（
岩
波
新
書
、2018

）
に
基
づ
く
。
さ

ら
に
中
村
元
他
編
『
岩
波
仏
教
辞
典 

第
二
版
』（
岩
波
書
店
、2002

）
も
参
照
し
て
い
る
。

（
2
） 

以
前
は
、
婆
羅
門Brāhm

an

・a

に
由
来
す
る
英
語
のBrahm

anism

の
訳
語
と
し
て
バ
ラ

モ
ン
教
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
「
ヴ
ェ
ー
ダ
の
宗
教
」
と
呼
ば
れ
る
の
が
一
般
的
と

な
っ
て
い
る
。

（
3
） 

ブ
ラ
フ
マ
ン
は
人
格
を
も
た
な
い
宇
宙
原
理
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
超
越
的
原
理
と
、

真
の
自
己
と
見
な
さ
れ
る
、
個
別
の
ア
ー
ト
マ
ン
が
合
一
す
る
と
い
う
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

第
一
章
「
宗
教
の
と
ら
え
方
」
の
「
３
宗
教
の
基
本
要
素
…
…
」
の
節
で
扱
っ
た
、
神
人
合

一
の
神
秘
主
義
的
体
験
に
あ
て
は
ま
る
。
も
う
一
点
、
こ
こ
で
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
表
層
的

な
自
己
意
識
の
奥
底
に
伏
在
す
る
不
変
の
実
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
い
さ

さ
か
先
回
り
を
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
ブ
ッ
ダ
に
よ
る
「
自
己
」
の
と
ら
え
方
の
対
極
に

位
置
す
る
発
想
で
あ
る
。

2
ブ
ッ
ダ
の
教
え
と
初
期
仏
教
（
原
始
仏
教
）

　

ま
ず
初
め
に
、
次
頁
の
「
仏
教
の
流
れ
」
の
図
を
見
て
く
だ
さ
い
。
真
ん
中
の
太
い
幹

に
当
た
る
部
分
が
イ
ン
ド
本
国
で
の
仏
教
の
展
開
、
左
が
ス
リ
ラ
ン
カ
を
経
由
し
て
東
南

ア
ジ
ア
に
伝
え
ら
れ
た
南
伝
（
上
座
部
）
仏
教
、
右
が
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
中
国
、
朝
鮮
、

日
本
、
チ
ベ
ッ
ト
へ
と
伝
え
ら
れ
た
北
伝
（
大
乗
）
仏
教
の
流
れ
で
す
。

　

こ
の
図
は
、
一
二
世
紀
末
に
仏
教
が
消
滅
す
る
イ
ン
ド
本
国
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
地
域

へ
と
仏
教
が
伝
播
す
る
状
況
を
き
わ
め
て
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
、
優
れ
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　

ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
始
ま
る
初
期
仏
教
は
、
仏
滅
後
一
〇
〇
年
頃
に
、
教
団
の
根
本
分
裂

と
い
う
事
態
を
招
き
、
部
派
仏
教
の
時
代
に
移
っ
て
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
初
期
仏
教
の
中
心
と
な
る
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
教
え
を
見
る
前
に
、
ま
ず
は
、

ブ
ッ
ダ
の
生
涯
を
簡
単
に
一
瞥
し
て
お
き
ま
す）

1
（

。

　

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ッ
タ
（
後
の
ブ
ッ
ダ
）
は
、
紀
元
前
五
世
紀
前
後
、
現
在
の
ネ
パ

ー
ル
南
部
、
王
城
の
あ
る
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ツ
の
東
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
（
次
頁
の
「
釈
尊
ゆ
か

り
の
地
」
の
地
図
を
参
照
の
こ
と
）
で
、
シ
ャ
ー
キ
ヤ
（
釈
迦
）
族
の
王
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ

ナ
と
母
マ
ー
ヤ
ー
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
は
、
後
の
経
典
の
な
か

で
さ
ま
ざ
ま
に
神
話
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
の
脇
腹
か
ら
生
ま

れ
落
ち
る
と
、
七
歩
ス
タ
ス
タ
と
歩
い
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
述
べ
た
等
々
。
し

か
し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
っ
て
も
示
唆
的
な
の
は
、
い
わ
ゆ
る
四
門
出
遊
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
で
し
ょ
う
。
幼
い
ブ
ッ
ダ
が
あ
る
と
き
王
城
の
東
門
か
ら
出
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ

で
老
人
に
会
い
、
老
い
と
い
う
現
実
を
は
じ
め
て
知
る
、
ま
た
あ
る
と
き
南
門
か
ら
出
よ

う
と
す
る
と
病
人
に
会
っ
て
、
病
の
存
在
を
は
じ
め
て
知
る
、
次
に
西
門
か
ら
出
る
と
き

に
は
葬
列
を
目
撃
し
、
人
間
が
必
ず
死
ぬ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
最
後
に
北
の
門

か
ら
出
よ
う
と
す
る
と
、
沙
門
に
会
っ
て
、
そ
こ
で
み
ず
か
ら
の
出
家
を
決
意
す
る
、
と

い
う
話
で
す
。
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
あ
る
、
生
老
病
死
の
四
苦
（
後
出
）
が
示
唆
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

さ
て
、
実
際
の
ブ
ッ
ダ
に
は
妻
子
も
あ
っ
て
何
不
自
由
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
二
九
歳
頃
に
す
べ
て
を
捨
て
て
出
家
し
、
マ
ガ
タ
国
の
ウ
ル
ヴ
ィ
ル
ヴ
ァ
ー
で
六

年
間
苦
行
に
打
ち
込
み
ま
す
。
け
れ
ど
も
何
の
成
果
も
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
ブ
ッ
ダ
は
苦
行

が
無
益
で
あ
る
と
考
え
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
（
仏
陀
伽
耶
）
の
菩
提
樹
の
下
で
禅
定
（
瞑
想
）

に
入
り
、
悟
り
を
開
き
ま
す
（
成
道
）。
こ
の
あ
と
、
西
の
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
（
鹿
野
苑
）

で
悟
り
の
内
容
を
は
じ
め
て
説
法
（
初
転
法
輪
）
し
、
そ
の
後
四
五
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
、

ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
で
教
え
を
説
き
続
け
ま
す
。
最
後
は
八
〇
歳
で
、
弟
子
が
施
し
た
豚
肉

―
―
あ
る
い
は
茸
と
も
言
う
―
―
を
食
べ
て
体
調
を
崩
し
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
で
入
滅
（S./ 

nirvān

・a

）
し
ま
す
。
こ
の
間
、
彼
の
教
え
に
従
う
多
く
の
弟
子
た
ち
が
生
ま
れ
、
サ
ン

ガ
（
教
団
）
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
仏
教
の
出
発
点
に
な
る
も
の
で
す
が
、
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
を
直

接
伝
え
る
と
さ
れ
る
阿
含
経
も
初
期
仏
教
に
お
け
る
伝
承
で
し
か
な
く
、
歴
史
上
の
人
物

と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
教
え
を
説
い
た
の
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
点

が
多
い
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
仏
教
の
伝
承
の
な
か
で
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
と
見
な
さ
れ
て

き
た
も
の
を
、
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

⑴
ブ
ッ
ダ
の
教
え

　

ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
対
機
説
法

と
い
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
が
生
前
、
相
手
の
能
力
や
素
質
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
説
き
方
を
用
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い
た
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え
ば
成
道
は
縁
起
説
に
基
づ
き
、
初
転
法
輪
の
際
に

は
四し

聖し
よ
う

諦
）
2

た
い（

（
苦
諦
、
集
諦
、
滅
諦
、
道
諦
）
が
説
か
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
縁
起

説
や
四
聖
諦
は
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
と
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、

四
法
印
（
四
つ
の
し
る
し
）
と
い
う
形
に
ま
と
め
ら
れ
た
、
四
つ
の
四
文
字
熟
語
、
一
切

皆
苦
、
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
、
涅
槃
寂
静
を
手
が
か
り
に
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
眺
め
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
一
切
皆
苦
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
も
の
は
皆
苦
し
み
で
あ
る
」
と
い
う
、
き
わ

め
て
悲
観
的
な
現
状
認
識
か
ら
ブ
ッ
ダ
は
出
発
し
ま
す
。
生

し
よ
う

老
病
死
、
す
な
わ
ち
こ
の

世
に
生
ま
れ
る
こ
と
、
老
い
て
い
く
こ

と
、
病
を
得
る
こ
と
、
死
ぬ
こ
と
、
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
苦
し
み
で
し
か
な
い

と
い
う
意
味
で
、
仏
教
で
は
こ
れ
を
四し

苦く

と
呼
び
ま
す）

3
（

。

　

さ
ら
に
、
愛
し
い
者
と
の
あ
い
だ
は

引
き
裂
か
れ
（
愛
別
離
苦
）、
怨
み
や

憎
し
み
を
抱
く
者
と
は
会
わ
ね
ば
な
ら

ず
（
怨お

ん

憎ぞ
う

会え

苦く

）、
欲
し
い
も
の
は
手

に
入
ら
な
い
（
求ぐ

不ふ

得と
く

苦く

）、
こ
れ
ら

を
ま
と
め
る
と
、
五
薀
（
世
界
を
構
成

す
る
五
つ
の
要
素
）
が
あ
る
と
こ
ろ
、

し
た
が
っ
て
世
界
中
は
常
に
苦
し
み
に

満
ち
て
い
る
（
五ご

う
ん
じ
よ
う
く

薀
盛
苦
）、
と
い
う

の
で
す
。
先
の
四
苦
に
こ
の
四
つ
の
苦

を
合
せ
る
と
八
苦
に
な
り
、
四
苦
八
苦

と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
に
由
来
し
ま

す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
の

原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
で
は
こ
れ
を
煩
悩
（S./ kleśa

）

に
求
め
ま
す
。
煩
悩
の
原
語
と
な
る
ク

レ
ー
シ
ャ
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
「
汚
れ
」
を
意
味
し
、
こ
こ
で
は
心
を
さ
ま
ざ

ま
に
曇
ら
せ
る
汚
れ
、
い
ま
の
言
葉
で
言
え
ば
欲
望
や
執
着
な
ど
を
指
し
ま
す
。
さ
ま
ざ

ま
な
欲
望
・
執
着
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
満
た
さ
れ
な
い
た
め
に
、
人
生
の
種
々
の
出
来
事

が
苦
し
み
と
し
て
現
れ
て
く
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
煩
悩
は
一
〇
八
あ
る
と
も
言
い
ま

す
が）

4
（

、
そ
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
あ
る
煩
悩
の
根
底
に
あ
る
も
の
が
我が

執し
ゆ
う、

す
な
わ
ち
自

分
自
身
へ
の
執
着
で
す
。
自
己
に
執
着
す
る
、
す
な
わ
ち
自
己
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
こ

と
を
最
優
先
す
る
、
そ
の
よ
う
な
自
己
の
あ
り
方
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
や
執
着
を
引
き

起
こ
し
、
す
べ
て
の
苦
し
み
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
す
。

『
岩
波
仏
教
辞
典
第
三
版
』
よ
り

幸
日
出
男
他
『
宗
教
の
歴
史
』（
創
元
社
、1990

）
よ
り
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
苦
の
究
極
の
原
因
と
な
る
我
執
を
取
り
除
く
た
め
に
は
、
世
界

の
真
の
姿
、
そ
の
実
相
を
知
る
必
要
が
あ
る
、
と
ブ
ッ
ダ
は
と
ら
え
ま
す
。

　

そ
の
世
界
の
実
相
を
示
す
の
が
、
次
の
二
つ
の
四
文
字
熟
語
で
す
。
諸
行
無
常
、
こ
れ

は
、『
平
家
物
語
』
冒
頭
の
「
祇
園
精
舎）

5
（

の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
」
の
句
で

あ
ま
り
に
も
有
名
で
す
が
、
こ
こ
で
言
う
行
は
「
形
成
さ
れ
た
も
の
」
す
な
わ
ち
万
物
の

意
で
、
し
た
が
っ
て
「
す
べ
て
の
も
の
に
は
常
が
な
い
、
す
な
わ
ち
変
化
す
る
」
と
い
う

意
味
に
な
り
ま
す
。
他
方
の
諸
法
無
我
で
す
が
、
こ
の
場
合
の
法
は
「
教
え
」
で
は
な
く
、

行
と
同
様
、
万
物
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
、
ウ

パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
の
よ
う
に
「
真
の
自
己
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
実
体
―
―

そ
れ
自
体
と
し
て
変
わ
ら
ず
存
在
し
続
け
る
も
の
―
―
を
指
し
て
い
て
、
し
た
が
っ
て
諸

法
無
我
は
「
す
べ
て
の
も
の
に
実
体
は
な
い
」
を
意
味
し
ま
す
。
諸
行
無
常
と
諸
法
無
我

と
は
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
万
物
は
常
に
変
化
し
て
い
て
、
不
変
の
ま
ま
存
在
し
続
け
る

も
の
は
何
一
つ
な
い
、
こ
れ
が
世
界
の
実
相
だ
、
と
ブ
ッ
ダ
は
と
ら
え
る
わ
け
で
す）

6
（

。

　

す
べ
て
の
も
の
が
常
に
変
化
し
て
実
体
が
な
い
、
と
い
う
こ
の
世
界
の
実
相
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
自
己
に
も
当
て
は
ま
る
は
ず
で
す
。
自
己
へ
の
こ
だ
わ
り
す
な
わ
ち
我
執

は
、
無
意
識
の
う
ち
に
自
己
を
実
体
視
し
て
、
自
分
と
い
う
も
の
が
あ
た
か
も
不
変
の
実

体
で
あ
る
か
の
如
く
思
い
な
し
て
い
る
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
に
実
体
が

な
い
と
い
う
こ
と
が
本
当
の
意
味
で
分
か
れ
ば
、
自
己
へ
の
こ
だ
わ
り
も
消
滅
す
る
、
と

ブ
ッ
ダ
は
と
ら
え
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
、
自
己
が
不
変
の
実
体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
真
に
知
り
、
実
感
と
し

て
体
得
す
れ
ば
、
自
己
へ
の
こ
だ
わ
り
は
お
の
ず
と
消
失
し
、
煩
悩
も
な
く
な
っ
て
、
苦

し
み
の
な
い
心
安
ら
か
な
境
地
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
境
地
を
指
す
の
が

涅
槃
寂
静
の
四
文
字
熟
語
で
す
。
涅
槃
は
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（S./ nirvān

・a

）
の
音
訳
で
、

も
と
も
と
は
炎
が
吹
き
消
さ
れ
た
状
態
を
指
し
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ば
煩
悩
の
炎
が
吹
き

消
さ
れ
た
心
静
か
な
悟
り
の
境
地
を
、
涅
槃
寂
静
は
示
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
性
格
は
以
下
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

一
切
皆
苦
と
い
う
ブ
ッ
ダ
の
現
状
認
識
は
、
現
実
の
世
界
を
き
わ
め
て
悲
観
的
に
、
も

っ
と
言
え
ば
否
定
的
に
と
ら
え
る
視
点
で
す
。
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
現
実
の
世
界
を
あ

る
意
味
で
は
否
定
し
超
越
し
て
、
苦
し
み
か
ら
免
れ
る
方
途
を
見
出
そ
う
と
す
る
、
そ
の

よ
う
に
現
世
否
定
的
な
態
度
が
、
ブ
ッ
ダ
の
出
発
点
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ

の
解
決
策
は
決
し
て
「
苦
し
い
と
き
の
神
頼
み
」
で
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ブ
ッ
ダ
は
、

当
時
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
神
々
の
存
在
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
に
頼
る
こ
と
な
く
、
た
だ
、
世
界
の
実
相
を
み
ず
か
ら
知
る
こ
と
を
求
め

る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
敢
え
て
神
を
立
て
な
い
、
言
っ
て
み
れ
ば
無
神
論
的
な
性
格
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
同
時
に
、
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
と
い
う
世
界
の
実
相

を
み
ず
か
ら
の
力
で
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
し
み
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
、

知
性
中
心
の
自
力
に
よ
る
「
覚
」
の
宗
教
と
し
て
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
位
置
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
も
と
よ
り
、「
悟
り
」（S./ bodhi

、
音
訳
し
て
「
菩
提
」
と
も
言

う
）
と
い
う
語
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
単
に
観
念
的
に
知
る
の
で
は
な
く
、

実
感
を
と
も
な
っ
て
体
得
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、「
ブ

ッ
ダ
（
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ッ
タ
）
が
説
い
た
、
ブ
ッ
ダ
（
覚
者
）
と
な
る
た
め
の
教
え
」

な
の
で
す
。

　

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
「
覚
」
の
宗
教
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
諸
他
の
宗
教
と
比
べ

て
も
、
か
な
り
特
異
な
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
苦
難
か
ら
の
個
人
の
救
済
を

め
ざ
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
絶
対
的
な
い
し
は
超
越
的
な
存
在
を
ま
っ
た
く
当
て
に
し

な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
一
九
世
紀
の
西
欧
世
界
で
仏
教
が
本
格
的
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
き
に
、
こ
れ
は
宗
教
で
は
な
く
一
種
の
道
徳
で
は
な
い
の
か
と
い
っ
た
議
論
が

あ
っ
た
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
授
業
に
お
け
る
宗
教
の
と
ら
え
方
か

ら
す
れ
ば
、
悟
り
を
開
く
こ
と
を
目
的
に
す
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
こ
の
現
世
を
否
定
し

超
越
し
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
営
み
自
体
、
な

ん
ら
か
の
超
越
的
な
も
の
に
関
わ
る
と
い
う
点
で
、
広
義
の
宗
教
に
含
ま
れ
る
と
見
て
い

い
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
仏
教
の
そ
の
後
の
展
開
は
、
こ
の
よ
う
に
特
異
な
性
格
が

徐
々
に
変
容
し
て
い
く
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑵
サ
ン
ガ
（
僧
伽
：
教
団
）
の
成
立

　

さ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
生
前
か
ら
、
そ
の
教
え
に
従
う
人
び
と
が
数
多
く
現
わ
れ
、
サ
ン
ガ

と
呼
ば
れ
る
教
団
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
教
団
を
構
成
す
る
の
は
、
世
俗
の
生

活
を
捨
て
て
修
行
に
励
む
出
家
で
、
男
性
成
人
は
比び

丘く

、
女
性
成
人
は
比び

丘く

尼に

、
成
人
前

の
見
習
い
の
出
家
は
男
性
が
沙し

や

弥み

、
女
性
が
沙し

や

弥み

に尼
と
呼
ば
れ
ま
す
。
出
家
し
た
比
丘
た
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二
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二
四
年
三
月

ち
は
教
団
内
で
は
ヴ
ァ
ル
ナ
な
ど
の
身
分
制
度
か
ら
解
放
さ
れ
て
平
等
で
す
が
、
一
箇
所

に
定
住
し
な
い
遊ゆ

ぎ
よ
う行

生
活
が
基
本
で
、
二
〇
〇
以
上
に
上
る
戒
律
を
守
り
、
み
ず
か
ら
は

生
産
活
動
・
経
済
活
動
に
携
わ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
托た

く

鉢は
つ

―
―
乞こ

つ

食じ
き

と
も
言
い
、
在
家
信
者

か
ら
食
物
等
の
施
し
を
受
け
る
―
―
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
遊
行
が
で
き
な
い

雨
期
に
は
安あ

ん

居ご

と
言
っ
て
、
た
と
え
ば
祇
園
精
舎
（
本
節
の
註
（
5
）
を
参
照
の
こ
と
）
な

ど
の
僧
院
（
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
［S./ vihāra

］）
に
一
時
的
に
居
住
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

他
方
で
、
世
俗
生
活
を
送
り
な
が
ら
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
従
う
人
び
と
が
在
家
で
あ
り
、

男
性
は
優う

婆ば

塞そ
く

、
女
性
は
優う

婆ば

夷い

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
在
家
信
者
は
三
宝
に
帰
依
し
た
人

び
と
で
あ
り
、
一
般
的
な
戒
律
と
し
て
、
不ふ

殺せ
つ

生し
よ
う、

不ふ

偸ち
ゆ
う

盗と
う

、
不ふ

邪じ
や

淫い
ん

、
不ふ

妄も
う

語ご

（
嘘

を
つ
か
な
い
こ
と
）、
不ふ

飲お
ん

酒じ
ゆ

の
五
戒
が
課
せ
ら
れ
、
出
家
の
托
鉢
に
対
応
し
て
布ふ

施せ

が

奨
励
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

註（
1
） 

こ
の
節
の
記
述
は
主
に
、
高
崎
直
道
『
仏
教
入
門
』（
東
京
大
学
出
版
会
、1983

）
と
平
川

彰
『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
上
（
春
秋
社
、1974

）
な
ら
び
に
馬
場
紀
寿
『
初
期
仏
教
―
―
ブ
ッ

ダ
の
思
想
を
た
ど
る
』（
岩
波
新
書
、2018

）
に
基
づ
く
。
さ
ら
に
中
村
元
他
編
『
岩
波
仏
教

辞
典 

第
二
版
』（
岩
波
書
店
、2002

）
も
参
照
し
て
い
る
。

（
2
） 

仏
教
で
用
い
ら
れ
る
漢
字
の
読
み
は
、
通
常
の
読
み
と
異
な
る
場
合
が
多
い
。「
聖
」
も
通

常
な
ら
ば
「
せ
い
」
と
読
む
と
こ
ろ
を
「
し
ょ
う
」
と
読
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
通
常
の
読

み
方
は
漢
音
と
い
っ
て
、
奈
良
時
代
以
降
日
本
に
導
入
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
が
、
そ
れ
以
前

に
伝
来
し
た
呉
音
と
呼
ば
れ
る
古
い
読
み
方
が
仏
教
用
語
に
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
た
め
で

あ
る
。

（
3
） 「
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
」
の
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
四
門
出
遊
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
応
す
る
。

（
4
） 

だ
か
ら
、
た
と
え
ば
除
夜
の
鐘
は
煩
悩
の
数
の
一
〇
八
回
撞
い
て
、
す
べ
て
の
煩
悩
を
滅
し

て
清す

が
す
が々

し
い
気
持
で
新
年
を
迎
え
る
の
だ
、
と
言
わ
れ
た
り
、
数じ

ゆ
ず珠

が
一
〇
八
珠
あ
る
の
は
、

や
は
り
一
〇
八
の
煩
悩
を
除
く
た
め
だ
と
も
言
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
煩
悩
の
な
か
で
も
最
た

る
も
の
は
、
貪と

ん

欲よ
く

（
む
さ
ぼ
り
求
め
る
こ
と
）、
瞋し

ん

恚い

（
怒
り
憎
む
こ
と
）、
愚ぐ

癡ち

（
無
知
で

あ
る
こ
と
、
無む

明み
よ
うと

も
言
う
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
5
） 

祇
園
精
舎
と
は
、
ブ
ッ
ダ
の
生
前
に
寄
進
さ
れ
た
、
シ
ラ
ー
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ー
（
舎
衛
城
）
に

あ
る
僧
坊
の
こ
と
。
ち
な
み
に
、
そ
の
守
護
神
で
あ
る
午ご

頭ず

天て
ん

王の
う

を
祀
っ
た
の
が
京
都
の
祇

園
社
（
現
八
坂
神
社
）
で
あ
る
。

（
6
） 

万
物
は
お
互
い
に
因
（
原
因
）
と
な
り
縁
（
条
件
）
と
な
る
関
係
性
の
な
か
で
の
み
生
起

す
る
と
い
う
縁
起
説
も
、
こ
の
よ
う
な
世
界
の
実
相
を
別
の
角
度
か
ら
と
ら
え
た
も
の
と
言

え
る
。

3
部
派
仏
教

　

ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
仏
滅
後
、
ガ
ン
ジ
ス
川
中
流
域
か
ら
イ
ン
ド
の
南
部
と
西
部
に
向
け

て
徐
々
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
が
、
ブ
ッ
ダ
の
生
前
か
ら
存
続
し
て
い
た
サ
ン
ガ
は
や
が

て
分
裂
を
く
り
返
し
、
新
た
な
展
開
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す）

1
（

。

　

最
初
の
分
裂
は
、
金
銭
の
布
施
を
認
め
る
か
否
か
の
問
題
な
ど
、
律
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
生
じ
た
と
さ
れ
ま
す
。
律
の
規
定
を
厳
格
に
守
る
べ
き
だ
と
す
る
長
老
を
中
心
と
し
た

保
守
的
な
グ
ル
ー
プ
と
、
律
を
よ
り
柔
軟
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
革
新
的
な
グ

ル
ー
プ
が
対
立
し
、
前
者
が
上
座
部
、
後
者
が
大だ

い

衆し
ゆ

部
と
し
て
分
裂
し
た
の
で
す
。
こ

れ
は
お
そ
ら
く
仏
滅
後
一
〇
〇
年
ご
ろ
の
こ
と
で
、
一
般
に
は
根
本
分
裂
と
呼
ば
れ
ま

す
（
二
一
頁
の
「
仏
教
の
流
れ
」
の
図
を
参
照
の
こ
と
）。
い
っ
た
ん
分
裂
が
始
ま
る
と

歯
止
め
が
利
か
な
く
な
り
、
そ
の
後
、
地
域
差
や
教
義
の
解
釈
の
違
い
な
ど
が
も
と
で
、

上
座
部
で
も
大
衆
部
で
も
分
裂
が
相
次
ぎ
、
少
な
く
と
も
紀
元
前
一
〇
〇
年
頃
に
は
全
部

で
二
〇
以
上
の
部
派
を
数
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
、
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
仏

滅
後
一
〇
〇
年
ご
ろ
以
降
多
く
の
部
派
に
分
か
れ
た
仏
教
の
こ
と
を
、
部
派
仏
教
と
呼
び

ま
す）

2
（

。

　

一
方
で
、
上
座
部
の
な
か
の
一
部
は
、
伝
説
に
よ
れ
ば
ア
シ
ョ
ー
カ
王
（
在
位

B.C.268?-232?

）
の
王
子
マ
ヒ
ン
ダ
に
よ
っ
て
紀
元
前
三
世
紀
に
ス
リ
ラ
ン
カ
に
伝
え

ら
れ
、
こ
れ
が
南
方
上
座
部
仏
教
、
あ
る
い
は
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
と
し
て
、
や
が
て

ミ
ャ
ン
マ
ー
や
タ
イ
な
ど
の
東
南
ア
ジ
ア
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
っ
た
、
と
さ
れ
ま
す
。
い

わ
ゆ
る
南
伝
仏
教
の
系
譜
で
す
（
後
出
）。

　

有
力
な
部
派
と
し
て
は
、
説
一
切
有
部
、
法
蔵
部
、
上
座
部
大
寺
派
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
、
自
派
の
立
場
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
経
典
（
阿

含
経
）、
律
や
論
（
ア
ビ
ダ
ル
マ
）
を
整
備
し
て
い
き
ま
す
。
近
年
の
研
究
で
は
、
そ
れ

ら
が
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
（
後
の
梵
字
）
に
よ
っ
て
書
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
紀

元
前
後
あ
た
り
か
ら
だ
っ
た
、
と
さ
れ
ま
す）

3
（

。
そ
れ
以
前
は
そ
れ
ら
の
教
典
は
お
そ
ら
く

口
承
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
教
え
は
、
こ
れ
ら
部
派
仏
教
の
な
か
で
き
わ
め
て
詳

細
に
検
討
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
各
部
派
ご
と
に
教
義
の
体
系
化
・
学
問
化
が
進
ん
で
い
き

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
方
向
性
が
可
能
に
な
っ
た
の
に
は
、
イ
ン
ド
初
の
統
一
王
朝
マ
ウ
リ

ヤ
朝
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
（
紀
元
前
三
世
紀
）
や
二
世
紀
に
北
イ
ン
ド
を
統
治
し
た
ク
シ
ャ



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅳ
―
―
仏
教
／
お
わ
り
に

二
四

ー
ナ
朝
の
カ
ニ
シ
カ
王
（
二
世
紀
半
ば
頃
）
に
代
表
さ
れ
る
王
侯
や
貴
族
、
さ
ら
に
は
商

人
が
仏
教
を
擁
護
し
、
財
政
的
な
援
助
を
行
な
っ
た
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て
い
ま
す
。

こ
の
結
果
、
紀
元
前
一
世
紀
に
は
、
イ
ン
ド
中
部
の
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
寺
院
を
は
じ
め

と
し
て
、
恒
久
的
な
財
源
に
よ
る
僧
院
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
よ
う
に
大
規
模

な
僧
院
の
な
か
で
、
遊
行
せ
ず
に
修
行
や
学
問
研
究
に
没
頭
す
る
僧
侶
が
出
て
く
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
他
方
で
彼
ら
が
め
ざ
す
の
は
、
も
は
や
ブ
ッ
ダ
（
覚
者
）
の
境
地
で
は
な

く
、
修
行
者
と
し
て
の
最
高
位
、
阿あ

羅ら

漢か
ん

で
し
た）

4
（

。

　

彼
ら
は
、
キ
リ
ス
ト
教
中
世
に
お
け
る
ス
コ
ラ
学
に
も
匹
敵
す
る
よ
う
な
、
壮
大
で
緻

密
な
教
義
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
一
方
で
、
そ
の
出
家
至
上
主
義
は
、

あ
る
種
の
エ
リ
ー
ト
主
義
と
し
て
、
教
団
内
外
か
ら
批
判
を
招
く
結
果
に
な
り
ま
す
。
こ

の
動
き
の
な
か
か
ら
、
紀
元
一
世
紀
頃
、
改
革
運
動
と
し
て
の
大
乗
仏
教
が
登
場
し
て
く

る
の
で
す）

5
（

。
も
っ
と
も
、
法
顕
（4C-5C
）
や
玄
奘
（602-64

）
ら
、
中
国
か
ら
の
留
学

僧
の
記
録
を
見
て
も
、
イ
ン
ド
本
国
で
は
部
派
仏
教
が
そ
の
後
も
主
流
を
占
め
て
い
た
よ

う
で
す
。

　

最
後
に
、
仏
像
の
起
源
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
初
期

仏
教
か
ら
部
派
仏
教
に
か
け
て
の
時
代
、
ブ
ッ
ダ
を
象
る
像
は
一
切
、
製
作
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
ブ
ッ
ダ
が
神
格
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
や
本ほ

ん

生じ
よ
う

譚た
ん

（
ジ

ャ
ー
タ
カ
）
―
―
ブ
ッ
ダ
は
輪
廻
を
く
り
返
し
長
い
あ
い
だ
修
行
を
続
け
た
結
果
、
最
終

的
に
悟
り
を
開
い
た
と
考
え
ら
れ
て
そ
の
前ぜ

ん

生し
よ
う

譚た
ん

が
数
多
く
作
り
出
さ
れ
た
―
―
が
、

た
と
え
ば
仏
塔
（
ス
ト
ゥ
ー
パ
、
次
節
で
説
明
す
る
）
の
欄
干
な
ど
に
彫
刻
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
ブ
ッ
ダ
の
姿
は
、
椅
子
や
聖
樹
あ
る
い
は
車
輪
―
―
法
輪

と
呼
ば
れ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
象
徴
す
る
―
―
で
代
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
、
ブ

ッ
ダ
の
姿
が
直
接
描
か
れ
な
か
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
あ
ま
り
に
偉

大
な
存
在
だ
っ
た
の
で
、
人
間
の
能
力
で
は
可
視
化
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
一
世
紀
後
半
ご
ろ
に
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
（
現

在
の
パ
キ
ス
タ
ン
北
東
部
）
で
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
下
に
は
じ
め
て
仏
像
が
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
ギ
リ
シ
ア
で
は
神
々
を
象
っ
て
彫
刻
す
る
こ
と
は
ご
く
当
然
の

こ
と
で
、
そ
の
発
想
の
延
長
線
上
で
仏
像
が
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す）

6
（

。
そ
れ
が
ま
た
た
く
間
に
イ
ン
ド
本
国
に
広
が
り
、
さ
ら
に

は
仏
教
の
伝
播
に
伴
っ
て
ア
ジ
ア
全
域
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
寺
院

の
本
堂
で
何
気
な
く
眼
に
す
る
仏
像
も
、
こ
の
よ
う
な
東
西
文
明
の
交
流
が
な
け
れ
ば
、

あ
る
い
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

註（
1
） 

こ
の
節
の
記
述
は
主
に
、
高
崎
直
道
『
仏
教
入
門
』（
東
京
大
学
出
版
会
、1983

）
と
平
川

彰
『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
上
（
春
秋
社
、1974

）
な
ら
び
に
馬
場
紀
寿
『
初
期
仏
教
―
―
ブ
ッ

ダ
の
思
想
を
た
ど
る
』（
岩
波
新
書
、2018

）
に
基
づ
く
。
さ
ら
に
中
村
元
他
編
『
岩
波
仏
教

辞
典 

第
二
版
』（
岩
波
書
店
、2002

）
も
参
照
し
て
い
る
。

（
2
） 

従
来
、
小
乗
仏
教
と
い
う
呼
び
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、「
小
乗
」
は
大
乗
仏
教
の
側
か

ら
見
た
蔑
称
な
の
で
、
近
年
で
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

（
3
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
馬
場
紀
寿
『
初
期
仏
教
―
―
ブ
ッ
ダ
の
思
想
を
た
ど
る
』（
岩

波
新
書
、2018

）
を
参
照
の
こ
と
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
紀
元
前
一
世
紀
頃
か
ら
恒
久
的
な

大
僧
院
が
各
地
に
設
け
ら
れ
て
、
書
写
さ
れ
た
教
典
の
収
納
場
所
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
、
教
典
の
書
記
化
の
大
き
な
要
因
だ
っ
た
と
さ
れ
る
（
同
書
、p.49

）。

（
4
） 

阿
羅
漢
（S./ arhan

）
は
、
当
初
か
ら
ブ
ッ
ダ
の
弟
子
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
（
た

と
え
ば
仏
滅
直
後
、
第
一
回
の
結
集
に
集
ま
っ
た
仏
弟
子
た
ち
の
こ
と
を
五
百
羅
漢
―
―
阿

羅
漢
の
略
抄
―
―
と
呼
ぶ
よ
う
に
）
が
、
部
派
仏
教
で
は
、
ブ
ッ
ダ
が
あ
ま
り
に
偉
大
な
存

在
な
の
で
、
彼
の
よ
う
に
完
全
な
悟
り
に
は
到
達
し
え
な
い
と
し
て
、
修
行
者
の
最
高
位
で

あ
る
阿
羅
漢
の
境
地
が
め
ざ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
5
） 

も
っ
と
も
、
最
新
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
に
部
派
仏
教
と
大
乗
仏
教
を
単
純
に
対
立
さ
せ

て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
下
田
正
弘
『
仏
教
と
エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル
―
―
大
乗
経
典
の
起
源
と
形
成
』（
東
京
大
学
出
版
会
、2020

）
を
参
照
の
こ
と
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
次
節
で
触
れ
る
。

（
6
） 

高
田
修
『
仏
像
の
誕
生
』（
岩
波
新
書
、1987

）
に
よ
る
。

4
大
乗
仏
教

　

さ
て
、
一
世
紀
頃
か
ら
、
初
期
経
典
と
は
性
格
を
異
に
す
る
大
乗
経
典
が
生
み
出
さ
れ

た
こ
と
は
、「
0
基
本
的
特
徴
と
教
典
」
の
節
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
大
乗
仏
教
運
動
の

実
態
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
あ
ま
り
残
っ
て
お
ら
ず
、
は
っ
き
り
し
な
い
の
が
現
状
で
す
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
平
川
彰
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』（
春
秋
社
、1968

）
が
提
示
し
た
、

従
来
の
通
説
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す）

1
（

。

　

平
川
に
よ
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
（
仏ぶ

つ

舎し
や

利
）
2
り（

）
を
納
め
た
仏
塔
（S./ stūpa

、
ス
ト
ゥ

ー
パ
。 

音
訳
は
卒そ

塔と

婆ば

）
は
、
基
本
的
に
在
家
信
者
に
よ
っ
て
崇
拝
、
管
理
さ
れ
て
い
て
、



二
五

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
七
号

　
二
〇
二
四
年
三
月

ス
ト
ゥ
ー
パ
に
集
う
熱
心
な
在
家
信
者
の
あ

い
だ
に
、
当
時
の
部
派
仏
教
の
エ
リ
ー
ト
主

義
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
り
、
そ
の
な
か
か

ら
大
乗
仏
教
運
動
が
始
ま
っ
た
、
と
さ
れ
る

の
で
す
。

　

仏
滅
後
、
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
は
八
つ
に
分
け

ら
れ
て
仏
塔
に
安
置
さ
れ
、
さ
ら
に
ア
シ
ョ

ー
カ
王
に
よ
っ
て
、
仏
塔
の
設
置
は
イ
ン
ド

全
土
に
拡
大
さ
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
上
の

サ
ー
ン
チ
ー
の
仏
塔
（
一
九
頁
の
「
イ
ン
ド

の
主
要
仏
教
遺
跡
図
」
を
参
照
の
こ
と
）
も

そ
の
一
つ
で
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
ス
ト
ゥ
ー

パ
崇
拝
は
き
わ
め
て
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
日
本
の
寺
院
に
見
ら
れ
る
三

重
塔
や
五
重
塔
も
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
ス
ト

ゥ
ー
パ
の
発
展
型
で
す
。
下
に
奈
良
の
興

福
寺
の
三
重
塔
の
図
を
載
せ
て
あ
り
ま
す

が
、
よ
く
見
る
と
、
三
重
塔
の
て
っ
ぺ
ん
の

相
輪
と
呼
ば
れ
る
部
分
が
、
そ
の
ま
ま
サ
ー

ン
チ
ー
の
仏
塔
に
対
応
し
て
い
る
の
が
分
か

り
ま
す
。
伏
鉢
を
中
心
に
し
て
、
路
盤
が
基

壇
に
、
九
輪
が
傘
竿
に
当
た
り
ま
す
。
要
は
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
中
国
を
経
て
日
本
に
伝
来

す
る
あ
い
だ
に
基
壇
の
下
の
部
分
が
発
展
し
て
多
層
化
し
、
三
重
塔
や
五
重
塔
に
な
っ
た

わ
け
で
す
。
実
際
、
日
本
の
塔
も
、
心
礎
に
仏
舎
利
―
―
と
い
っ
て
も
、
ブ
ッ
ダ
の
舎
利

が
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
増
殖
す
る
わ
け
も
な
く
、
基
本
的
に
は
水
晶
の
粒
で
代
用
さ
れ
て

い
る
―
―
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
ま
た
、
内
部
に
は
立
ち
入
れ
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
ま

す）
3
（

。
日
本
の
寺
院
建
築
の
代
表
例
と
も
言
う
べ
き
仏
塔
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
イ
ン
ド
に

連
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
興
味
深
く
思
わ
れ
ま
す
。

　

い
さ
さ
か
本
筋
を
脱
線
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
大
乗
仏
教
の
話
、
先
を
急
ぎ
ま
し
ょ
う
。

　

実
は
、
平
川
彰

に
よ
る
大
乗
仏
教

在
家
・
仏
塔
起
源

説
に
対
し
て
は
、

今
世
紀
に
入
る
こ

ろ
か
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
批
判
が
寄
せ

ら
れ
て
き
た
の
で

す
が
、
そ
の
決
定

版
と
も
い
う
べ
き

も
の
が
、
前
節
の

註
（
5
）
で
触
れ

た
下
田
正
弘
に
よ

る
批
判
で
す
。
下

田
に
よ
れ
ば
、
ス

ト
ゥ
ー
パ
崇
拝
に

は
在
家
信
者
と
と
も
に
出
家
も
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
一
部
の
出

家
の
あ
い
だ
に
、
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
世
俗
的
な
ス
ト
ゥ
ー
パ
崇
拝
を
批
判
す
る
動
き

が
生
ま
れ
、
そ
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
動
き
の
な
か
で
大
乗
経
典
が
作
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
、

と
い
う
の
で
す
。
大
乗
経
典
が
登
場
す
る
一
世
紀
以
降
、
長
い
あ
い
だ
、
イ
ン
ド
本
国
に

独
自
の
大
乗
仏
教
教
団
が
存
在
し
た
と
い
う
痕
跡
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、

大
乗
仏
教
運
動
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
が
提
出
さ
れ
る
状
況
を
作
り
出
し
て
き
た

の
で
す
が
、
下
田
に
よ
れ
ば
大
乗
仏
教
運
動
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
口
伝
で
伝
承
さ
れ
て

き
た
初
期
経
典
と
は
異
な
り
最
初
か
ら
文
字
で
経
典
を
書
き
下
ろ
す
作
業
と
し
て
始
ま
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
部
派
の
教
団
の
な
か
で
行
な
わ
れ
て
い
っ
た
、
と
さ
れ
ま
す
。
要

す
る
に
少
な
く
と
も
当
初
は
、
部
派
仏
教
と
大
乗
仏
教
は
対
立
す
る
教
団
と
し
て
画
然
と

区
別
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
下
田
の
主
張
な
の
で
す）

4
（

。

　

ア
メ
リ
カ
の
仏
教
学
者
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン）

5
（

な
ど
、
海
外
の
最
新
の
研
究
動
向
を

踏
ま
え
た
下
田
の
立
論
は
き
わ
め
て
刺
激
的
で
、
か
な
り
の
説
得
力
を
も
っ
て
い
ま
す

が
、
た
だ
、
そ
の
後
の
大
乗
仏
教
運
動
の
全
体
像
を
提
示
す
る
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん）

6
（

。

『
岩
波
仏
教
辞
典
第
三
版
』
よ
り

『
岩
波
仏
教
辞
典
第
三
版
』
よ
り



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅳ
―
―
仏
教
／
お
わ
り
に

二
六

実
際
、
イ
ン
ド
本
国
だ
け
を
見
て
も
、
大
乗
仏
教
は
き
わ
め
て
多
様
な
広
が
り
を
も
っ
て

い
て
単
純
な
概
括
を
許
さ
な
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
通
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
教

え
の
基
本
的
な
特
徴
を
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
三
つ
取
り
出
し
て
、
簡
単
に
見
て
お
き
ま
す
。

⑴
大
乗
仏
教
の
教
え

⒜
利
他
行
と
菩
薩

　

ま
ず
は
、
慈
悲
・
利
他
行
の
強
調
で
す
。
大
乗
仏
教
が
部
派
仏
教
を
批
判
す
る
一
番
大

き
な
理
由
は
、
部
派
仏
教
で
は
出
家
し
た
修
行
僧
が
自
分
一
人
の
解
脱
を
め
ざ
す
に
す
ぎ

な
い
、
と
い
う
点
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
大
乗
仏
教
は
、
一
切
衆し

ゆ

生じ
よ
う―

―
す
べ
て
の
生

き
物
を
指
す
―
―
の
救
済
を
め
ざ
す
慈
悲
の
立
場
に
立
つ
と
さ
れ
る
の
で
す
。
部
派
仏
教

の
修
行
は
、
お
の
れ
一
人
の
解
脱
を
め
ざ
す
自
利
行
―
―
自
分
の
利り

益や
く

の
た
め
の
修
行

―
―
で
す
が
、
大
乗
仏
教
の
修
行
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
衆
生
の
救
済
を
め
ざ
す
利
他

行
―
―
他
者
の
利
益
の
た
め
の
修
行
―
―
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
利
他
行
を
遂
行
す
る
の

が
菩
薩
（S./ bodhisattva

）
な
の
で
す
。
菩
薩
と
は
、
最
終
的
に
悟
り
を
開
い
て
如
来

に
な
る
一
歩
手
前
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
衆
生
の
た
め
に
利
他
行
に
励
む
、
大
乗
仏
教
を
端

的
に
象
徴
す
る
存
在
と
言
え
ま
す
。
そ
も
そ
も
大
乗
（S./m

ahāyāna

）
と
は
、
多
く
の

衆
生
を
救
い
に
導
く
大
き
な
乗
物
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
に
対
し
て
部
派
仏
教
は
お
の
れ

一
人
し
か
救
い
に
導
く
こ
と
の
で
き
な
い
小
さ
な
乗
物
で
し
か
な
い
と
し
て
、
大
乗
仏
教

の
論
者
た
ち
は
部
派
仏
教
の
こ
と
を
小
乗
（S./hīnayāna

）
と
蔑
称
し
た
の
で
し
た
。

⒝
多
く
の
仏
・
菩
薩
の
登
場

　

け
れ
ど
も
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
衆
生
の
救
済
を
め
ざ
す
と
い
っ
て
も
、
現
実
問
題
と

し
て
、
そ
う
簡
単
に
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
多
く
の

仏
・
菩
薩
な
の
で
す
。
部
派
仏
教
で
は
、
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ッ
タ
は

徐
々
に
神
格
化
さ
れ
て
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
し
か
し
真
の
ブ
ッ
ダ
は
彼

一
人
だ
け
で
し
た
。
そ
れ
が
、
大
乗
経
典
で
は
き
わ
め
て
多
く
の
仏
（
如
来
）・
菩
薩
が

登
場
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
に
な
じ
み
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
を
取

り
出
し
て
み
て
も
、
阿
弥
陀
如
来
、
薬
師
如
来
、
大
日
如
来
、
観
音
菩
薩
、
弥
勒
菩
薩
、

地
蔵
菩
薩
、
法
蔵
菩
薩
―
―
阿
弥
陀
如
来
の
前
身
―
―
等
々
、
枚
挙
に
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
。

個
々
の
仏
・
菩
薩
の
説
明
は
こ
こ
で
は
省
き
ま
す
が
、
要
は
、
こ
れ
ら
の
仏
・
菩
薩
は
信

仰
の
対
象
と
な
り
、
こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
超
自
然
的
な
力
を
も
つ
存
在
に
す
が
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
多
く
の
衆
生
の
救
済
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

⒞
「
空
」
の
思
想

　

最
後
に
、
大
乗
仏
教
最
大
の
特
徴
は
何
と
い
っ
て
も
「
空く

う

」
の
思
想
で
す
。「
空
」
は

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
シ
ュ
ー
ニ
ャ
（śūnya

）
の
訳
で
す
が
、
こ
の
シ
ュ
ー
ニ
ャ
は
数

字
の
0
（
ゼ
ロ
）
を
表
わ
す
言
葉
で
も
あ
り
、
無
と
か
空
虚
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
大
乗

仏
教
で
の
用
法
と
し
て
は
、
四
法
印
に
あ
っ
た
諸
法
無
我
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
る
も
の
と

言
え
ま
す
。

　

三
六
頁
以
降
の
資
料
2
『
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
は
、
経
典
の
な
か
で
も
最
も
短
い
と

さ
れ
る
そ
の
全
文
で
、
玄
奘
に
よ
る
中
国
語
訳
（
漢
文
）
と
そ
の
読
み
下
し
文
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
の
現
代
語
訳
を
並
べ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
の
傍
線
部
分
、「
色し

き

即そ
く

是ぜ

空く
う

空く
う

即そ
く

是ぜ

色し
き

」
に
注
目
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
大
乗
仏
教
の
「
空
」
の
概
念

を
示
す
文
言
と
し
て
常
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
最
も
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
で
す
。
た
だ
、

読
み
下
し
文
を
見
て
も
、
現
代
語
訳
を
見
て
も
、
今
一
つ
ピ
ン
と
来
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
私
な
り
に
説
明
を
加
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
色
即
是
空
」
の
色し

き

は
色い

ろ

・
形
の
あ
る
す
べ
て
の
物
質
現
象
を
指
し
て
い
ま
す
。
と
す

る
な
ら
ば
「
色
即
是
空
」
は
、
す
べ
て
の
物
質
現
象
に
は
実
体
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、

こ
れ
だ
け
で
は
「
諸
法
無
我
」
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
と
言
え
ま
す
。
重
要
な
の
は
、
こ
れ
に
す

か
さ
ず
「
空
即
是
色
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
続
く
点
で
す
。「
空
即
是
色
」
は
、
実
体
の

な
い
も
の
が
そ
の
ま
ま
物
質
現
象
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
す
が
、
こ
の
二
つ
の
フ
レ
ー

ズ
が
続
く
こ
と
で
、
結
局
「
空
」＝
実
体
が
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
も
実
体
視
し
て
は
い

け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
無
我
の
徹
底
は
、
こ
れ
ま
た
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
「
煩
悩
則
菩
提
」

や
「
生
死
即
涅
槃
」
の
フ
レ
ー
ズ
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
煩
悩
が
そ
の
ま
ま
菩
提

（
悟
り
）
で
あ
り
、
生
死
の
苦
に
満
ち
た
こ
の
世
界
が
そ
の
ま
ま
涅
槃
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）

の
世
界
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
は
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
あ
り
え
な
い

表
現
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
煩
悩
を
断
ず
る
と
こ
ろ
に
悟
り
が
開
け
る
の
で
あ
り
、

生
死
の
苦
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
涅
槃
の
境
地
が
広
が
る
は
ず
だ
か
ら
で
す
。
け
れ
ど
も
大

乗
仏
教
の
「
空
」
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
煩
悩
と
い
い
菩
提
と
い
い
、
そ
れ
が
何
か
実
体
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と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
、
現
実
に
存
在
す
る
の
は
人
の
心
と
い
う
事
象
だ
け
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
見
方
に
よ
っ
て
は
煩
悩
と
も
な
り
菩
提
と
も
な
り
う
る
の
で
す
。
生
死
と

い
い
涅
槃
と
い
い
、
こ
れ
も
同
様
に
実
体
で
は
な
い
、
現
実
に
存
在
す
る
の
は
人
間
の
世

界
と
い
う
事
象
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
見
方
に
よ
っ
て
は
生
死
の
苦
と
も
な
り
涅
槃
の

世
界
と
も
な
り
う
る
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
要
す
る
に
、
煩
悩

や
菩
提
も
そ
の
ま
ま
実
体
視
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
世
界
が
新
た
な
相
貌
の
も

と
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
大
乗
仏
教
の
教
え
の
性
格
は
以
下
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

最
後
に
取
り
上
げ
た
大
乗
仏
教
の
「
空
」
の
思
想
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
は
実
体
が
な

い
と
い
う
、
無
我
説
の
徹
底
で
し
た
。
実
体
が
な
い
と
い
う
こ
と
さ
え
も
実
体
視
し
な

い
、
あ
る
い
は
煩
悩
や
菩
提
と
い
っ
た
、
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
教
え
の
根
幹
に
あ
る
事
態
も

実
体
視
し
な
い
、
こ
の
よ
う
な
徹
底
が
辿
り
つ
い
た
の
は
、
一
種
の
現
実
肯
定
の
方
向
性

で
し
た
。
現
実
の
人
の
心
と
い
う
事
象
が
、
見
方
に
よ
っ
て
煩
悩
に
も
菩
提
に
も
な
り
う

る
と
と
ら
え
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
現
実
の
事
象
を
肯
定
的
に
眺
め
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
り
ま
す
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
肯
定
す
る
の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
二
重
否
定
の
上
の
結
果
的
な
肯
定
と
言
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と

も
か
く
も
そ
こ
に
、
現
世
肯
定
的
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ

の
傾
向
は
、
大
乗
仏
教
が
中
国
か
ら
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
よ
り
い
っ
そ
う

強
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

大
乗
仏
教
の
今
一
つ
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
一
切
衆
生
の
救
済
を
目
標
と
す
る
利
他

行
の
強
調
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
一
切
衆
生
の
救
済
を
実
現
し
て
い
く
実
際
の
方
途
と

し
て
、
多
く
の
仏
・
菩
薩
が
立
て
ら
れ
て
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
の
超
自
然
的
な
力
に

す
が
っ
て
衆
生
が
救
わ
れ
る
と
い
う
構
造
が
新
た
に
登
場
し
て
き
た
の
で
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
大
乗
仏
教
を
特
徴
づ
け
る
菩
薩
も
仏
（
如
来
）
も
、
悟
り
を
目
指
し
て
修
行
す
る
、

あ
る
い
は
悟
り
を
開
い
た
存
在
と
し
て
、
通
常
の
神
々
と
は
性
格
を
異
に
す
る
は
ず
で
す

が
、
超
自
然
的
な
力
の
担
い
手
と
し
て
信
仰
の
対
象
に
な
る
と
い
う
点
で
は
、
両
者
に
相

違
は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
大
乗
仏
教
は
あ
る
意
味
で
多
神
教
的
な
性
格
を
備
え
る

に
至
っ
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
多
神
教
的
性
格
は
、
仏
教
徒
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
態
度
に
も
変
化
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
の
教
え
で
は
、
神
々
を
頼
り
に
し
な
い
と
い
う
無
神

論
的
性
格
の
も
と
、
徹
底
し
て
自
力
の
覚
知
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
大
乗
仏

教
で
は
、
超
自
然
的
な
力
を
担
う
仏
・
菩
薩
に
す
が
る
他
力
の
信
仰
が
中
心
と
な
っ
て
、

衆
生
の
救
済
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
も
と
よ
り
、
覚
知
す
な
わ
ち
悟
り
が
ま

っ
た
く
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
基
本
的
に
は
み
ず
か
ら
修
行

を
積
ん
で
悟
り
を
目
指
す
わ
け
で
は
な
い
在
家
の
衆
生
が
仏
・
菩
薩
に
す
が
る
と
い
う
構

図
が
、
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
大
乗
仏
教
は
、
他
力

に
よ
る
多
神
教
的
な
「
信
」
の
宗
教
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
し

ょ
う
。

　

こ
こ
ま
で
来
る
と
、
同
じ
仏
教
と
い
い
な
が
ら
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
と
大
乗
仏
教
の
そ
れ

と
の
相
違
は
目
を
見
張
る
ば
か
り
で
す
。
現
世
否
定
的
で
無
神
論
的
な
自
力
の
「
覚
」
の

宗
教
が
、
現
世
肯
定
的
な
方
向
性
を
含
む
多
神
教
的
な
他
力
の
「
信
」
の
宗
教
へ
と
変
貌

し
た
の
で
す
か
ら
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
変
貌
が
、
両
者
の
断
絶
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
た
試
み
の
果
て
に
現
わ
れ
て
く
る

と
い
う
点
が
、
き
わ
め
て
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
融
通
無
碍
な
仏
教
の
面
目
躍

如
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

⑵
そ
の
後
の
大
乗
仏
教
の
展
開

　

イ
ン
ド
本
国
に
お
け
る
大
乗
仏
教
の
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
手
早

く
す
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
二
世
紀
後
半
か
ら
三
世
紀
前
半
に
か
け
て
活
躍
し
た
南
イ
ン
ド
出
身
の
ナ
ー
ガ

ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
は
、『
中
論
』
な
ど
の
論
書
を
著
し
、「
空
」
の
概
念
を
哲
学
的
に

究
明
し
て
、
後
の
中
国
や
日
本
の
仏
教
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
そ
の
理
論
は

中ち
ゆ
う

観が
ん

派は

と
呼
ば
れ
る
学
派
に
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

　

す
べ
て
が
空
で
あ
る
な
ら
、
ど
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を
あ
た
か
も
実

体
で
あ
る
か
の
如
く
に
思
い
な
す
の
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
そ
れ
は
識
（
心
）
が

生
み
出
し
た
も
の
だ
と
す
る
解
答
を
与
え
た
の
が
唯
識
説
で
す
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
出
身
の
ヴ

ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（
世
親
）（400?-480?

）
は
そ
の
大
成
者
で
、
も
と
も
と
は
部
派
仏
教
の
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立
場
か
ら
『
倶
舎
論
』
を
著
し
ま
す
が
、
後
に
大
乗
に
転
じ
て
か
ら
は
『
唯
識
三
十
頌
』

な
ど
の
論
書
が
あ
り
ま
す
。
唯
識
説
で
は
心
の
あ
り
よ
う
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
、
阿あ

頼ら

耶や

識し
き

と
呼
ば
れ
る
一
種
の
無
意
識
ま
で
も
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
唯
識
説

は
単
な
る
理
論
的
分
析
で
は
な
く
瑜ゆ

伽が

行ぎ
よ
う―

―
ヨ
ー
ガ
、
心
を
統
御
す
る
修
行
法
―
―

に
基
づ
く
実
践
的
な
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
学
派
の
名
称
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

七
世
紀
に
な
る
と
イ
ン
ド
中
部
で
『
大
日
経
』、
南
イ
ン
ド
で
『
金
剛
頂
経
』
が
そ
れ

ぞ
れ
成
立
し
、
大
乗
仏
教
の
な
か
で
密
教
が
確
立
し
ま
す
。
密
教
は
顕け

ん

教ぎ
よ
うに

対
比
さ
れ

る
表
現
で
、
秘
密
の
教
え
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
奥お

う

義ぎ

は
師
資
相
承
、
す
な
わ
ち
師
匠

か
ら
弟
子
に
口
伝
で
秘
密
の
う
ち
に
受
け
継
が
れ
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
密
教
と
い
う

と
、
大
日
如
来
を
中
心
に
多
数
の
仏
・
菩
薩
・
天
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
々
）
を
配
し
た

曼ま
ん

荼だ

羅ら

が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
の
存
在
の
超
自
然
的
な
力
を
用
い
た

加
持
祈
祷
に
よ
る
現
世
利
益
の
追
求
が
第
一
の
特
徴
で
す
。
一
方
で
、
大
日
如
来
と
の
神

秘
的
合
一
に
よ
る
即
身
成
仏
―
―
現
在
の
こ
の
身
の
ま
ま
で
仏
と
な
る
―
―
が
目
指
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
現
世
利
益
や
即
身
成
仏
と
い
っ
た
発
想
に
は
、
大

乗
仏
教
の
現
世
肯
定
的
な
方
向
性
が
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

と
り
わ
け
、
七
世
紀
以
降
の
現
世
肯
定
的
な
密
教
の
隆
盛
は
、
部
派
仏
教
も
巻
き
込
ん

で
、
や
が
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
ほ
と
ん
ど
見
分
け
が
つ
か
な
い
よ
う
な
状
態
を
仏
教
に
も

た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
一
一
世
紀
頃
か
ら
北
イ
ン
ド
各
地
に

ム
ス
リ
ム
が
浸
透
し
て
い
く
な
か
で
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
等
の
仏
教
寺
院
は
次
々
に
破
壊
さ

れ
て
い
き
、
一
二
〇
三
年
、
最
後
の
拠
点
で
あ
っ
た
ベ
ン
ガ
ル
の
ヴ
ィ
ク
ラ
マ
シ
ー
ラ
寺

院
が
破
壊
さ
れ
て
、
イ
ン
ド
本
国
の
仏
教
は
途
絶
え
て
し
ま
う
の
で
す）

7
（

。

註（
1
） 

こ
の
節
の
記
述
は
主
に
、
高
崎
直
道
『
仏
教
入
門
』（
東
京
大
学
出
版
会
、1983

）
と
平
川

彰
『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
上
下
（
春
秋
社
、1974

、1979

）
に
基
づ
く
。
さ
ら
に
中
村
元
他
編
『
岩

波
仏
教
辞
典 

第
二
版
』（
岩
波
書
店
、2002

）
も
参
照
し
て
い
る
。

（
2
） 

舎
利
は
、
骨
を
意
味
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語śarīra

の
音
訳
。
後
に
形
状
に
よ
る
類
推
か

ら
転
じ
て
、
米
粒
・
飯
粒
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
小
石
の
こ
と
を
砂じ

や

利り

と
呼
ぶ

の
も
同
様
の
類
推
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
子
供
の
こ
と
を
「
じ
ゃ
り
」
と
呼
ぶ
の
は
、

食
物
に
含
ま
れ
る
小
石
・
砂
の
よ
う
に
「
始
末
に
負
え
な
い
も
の
」
の
意
に
由
来
す
る
と
い

う
説
も
あ
る
（
岩
本
裕
『
日
本
佛
教
語
辞
典
』［
平
凡
社
、1988

］、p.399

）。

（
3
） 

江
戸
時
代
の
末
期
に
な
る
と
、
展
望
台
と
し
て
な
か
に
入
っ
て
登
れ
る
塔
が
登
場
す
る
。
こ

の
近
辺
で
は
、
安
来
市
の
瑞
光
山
清
水
寺
（
天
台
宗
）
の
三
重
塔
が
そ
れ
に
当
た
る
。

（
4
） 

下
田
正
弘
『
仏
教
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
―
―
大
乗
経
典
の
起
源
と
形
成
』（
東
京
大
学
出
版

会
、2020

）。

（
5
） 

た
と
え
ば
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
（
小
谷
信
千
代
訳
）『
大
乗
仏
教
興
起
時
代　

イ
ン
ド

の
僧
院
生
活
』（
春
秋
社
、2000

）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
） 

と
い
う
よ
り
も
、
大
乗
仏
教
を
そ
の
よ
う
に
実
体
化
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
従
来
の
研
究

の
あ
り
方
そ
れ
自
体
を
根
底
か
ら
批
判
す
る
の
が
、
下
田
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
。

（
7
） 

一
九
五
〇
年
代
、
ビ
ー
ム
ラ
ー
オ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
（1891-1956

）
の
新
仏
教
運
動
に

よ
っ
て
、
最
下
層
カ
ー
ス
ト
の
不
可
触
民
（untouchable

）
が
仏
教
に
集
団
改
宗
す
る
こ
と

で
、
イ
ン
ド
に
仏
教
が
復
興
し
た
と
さ
れ
る
が
、
現
在
も
少
数
派
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

5
仏
教
の
展
開

　

イ
ン
ド
本
国
で
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
仏
教
は
、
イ
ン
ド
以
外
の
地
域
に
伝
播
し
、
そ

れ
ぞ
れ
独
自
の
形
で
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
す
で
に
幾
度
か
触
れ
た
と
お
り
、
ス
リ
ラ
ン

カ
を
経
由
し
て
東
南
ア
ジ
ア
に
伝
え
ら
れ
た
南
伝
（
上
座
部
）
仏
教
と
、
中
央
ア
ジ
ア
か

ら
西
域
を
経
て
、
中
国
・
朝
鮮
半
島
、
さ
ら
に
は
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
北
伝
（
大
乗
）
仏

教
が
そ
れ
で
す
（
二
一
頁
の
「
仏
教
の
流
れ
」
の
図
を
参
照
の
こ
と
）。
こ
こ
で
は
両
者

の
流
れ
を
ご
く
簡
単
に
た
ど
り
ま
す）

1
（

。

⑴
南
伝
仏
教
（
南
方
上
座
部
仏
教
）

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
上
座
部
仏
教
は
ス
リ
ラ
ン
カ
に
は
紀
元
前
三
世
紀
に
伝
え
ら

れ
、
当
時
の
首
都
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
（
一
九
頁
の｢

イ
ン
ド
の
主
要
仏
教
遺
跡
図｣

を
参

照
の
こ
と
）
に
、
そ
の
拠
点
と
し
て
大
寺
（
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
）
が
建こ

ん

立り
ゆ
うさ

れ
た
こ

と
が
、
南
伝
仏
教
の
出
発
点
に
な
り
ま
す
。
大
乗
仏
教
の
流
入
等
、
紆
余
曲
折
も
あ
り
ま

し
た
が
、
五
世
紀
に
は
南
イ
ン
ド
か
ら
学
僧
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
が
来
島
、
パ
ー
リ
語）

2
（

の
聖

典
（
阿
含
経
）
を
整
備
し
、
南
方
上
座
部
仏
教
の
教
学
を
確
立
し
ま
す
。
そ
の
後
、
大
乗

仏
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
さ
ら
に
は
イ
ス
ラ
ム
教
と
も
競
合
し
な
が
ら
、
一
一
世
紀
か
ら

一
三
世
紀
に
か
け
て
、
上
座
部
仏
教
は
タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
等

に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
的
変
遷
を
経
な
が
ら
も
、
現
在
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

南
方
上
座
部
仏
教
の
特
徴
は
、
基
本
的
に
イ
ン
ド
の
部
派
仏
教
時
代
の
も
の
を
受
け
継



二
九

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
七
号

　
二
〇
二
四
年
三
月

い
で
い
ま
す
。
ス
リ
ラ
ン
カ
伝
来
の
パ
ー
リ
語
三
蔵
を
共
通
の
聖
典
と
し
、
仏
像
と
し
て

崇
拝
す
る
の
は
釈
迦
牟
尼
だ
け
で
（
釈
迦
一
仏
）、
出
家
主
義
を
取
り
ま
す
。
た
と
え
ば

タ
イ
な
ど
で
は
、
男
性
は
成
人
す
る
と
一
定
期
間
出
家
す
る
の
が
通
過
儀
礼
の
よ
う
に
な

っ
て
い
て
、
そ
の
間
は
二
〇
〇
あ
ま
り
の
戒
律
を
厳
し
く
守
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
方

で
、
在
家
の
人
び
と
は
、
托
鉢
に
回
る
僧
侶
に
布
施
を
す
る
こ
と
で
、
功く

徳ど
く

を
積
み
利り

益や
く

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
他
に
も
、
在
地
の
精
霊
信
仰
と
の
習
合
が

見
ら
れ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
社
会
や
文
化
と
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
も
、
部
派
仏

教
伝
来
の
伝
統
的
な
仏
教
の
ス
タ
イ
ル
が
、
い
ま
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

多
様
な
展
開
を
遂
げ
た
北
伝
の
大
乗
仏
教
と
比
べ
て
み
る
と
、
こ
れ
が
同
じ
仏
教
な
の

か
、
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
両
者
の
性
格
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

⑵
北
伝
仏
教
（
大
乗
仏
教
）

　

他
方
で
、
イ
ン
ド
に
発
し
た
仏
教
は
、
と
く
に
大
乗
の
教
え
を
中
心
と
し
て
、
北
西
部

の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方）

3
（

か
ら
中
央
ア
ジ
ア
（
西
域
）
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

を
通
じ
て
、
中
国
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
伝
承
で
は
、
後
漢
明
帝
（
在
位

57-75

）
の
永
平
一
〇
年
（67

）
に
仏
教
（
大
乗
）
が
正
式
に
中
国
に
伝
え
ら
れ
た
と
さ

れ
ま
す
が
、
二
世
紀
頃
か
ら
仏
典
の
漢
訳
が
始
ま
り
、
徐
々
に
中
国
社
会
の
な
か
に
浸
透

し
て
い
き
ま
す
。
他
方
で
七
世
紀
に
は
仏
教
は
、
イ
ン
ド
、
中
国
双
方
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
に

伝
え
ら
れ
、
や
が
て
イ
ン
ド
系
の
密
教
が
独
自
の
形
で
定
着
し
て
い
き
ま
す）

4
（

。
朝
鮮
に
は

四
～
五
世
紀
に
か
け
て
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
、
禅
宗
（
曹
渓
宗
）
を
中
心
に
発
展
を
遂
げ

ま
す
が
、
一
五
世
紀
以
降
の
李
氏
朝
鮮
で
は
儒
教
が
国
教
と
さ
れ
、
仏
教
は
衰
退
し
ま
す
。

そ
の
朝
鮮
の
百
済
か
ら
、
六
世
紀
、
仏
教
は
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
し
た
。

　

日
本
で
は
仏
教
伝
来
の
流
れ
に
つ
い
て
、
よ
く
三
国
伝
来
―
―
天て

ん

竺じ
く

（
イ
ン
ド
）
か
ら

震し
ん

旦た
ん（

中
国
）
を
経
て
日
本
へ
―
―
と
い
う
形
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
近
年
で
は
、

そ
の
よ
う
な
直
線
的
な
系
譜
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
近
代
の
国
民
国
家
の
枠
組
み
に
と

ら
わ
れ
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
も
含
め
て
よ
り
広
範
な
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
な
か
で
、
仏
教
の
多

様
な
展
開
を
と
ら
え
直
そ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
き
て
い
ま
す）

5
（

。
そ
の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア

文
化
圏
の
仏
教
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
共
通
の
中
国
語
訳
（
漢
訳
）
仏
典

の
利
用
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
で
は
中
国
仏
教
の
展
開
が
、
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
は
、
そ
の
ま
ま
イ
ン
ド
に
連
な
る

と
い
う
よ
り
は
、
中
国
に
受
容
さ
れ
て
独
自
の
展
開
を
遂
げ
た
仏
教
が
直
接
の
ル
ー
ツ
と

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
中
国
仏
教
の
特
質
を
簡
単
に
見
て
お
き
ま
す
。

　

中
国
に
伝
来
し
た
当
初
は
、
老
荘
思
想
に
類
似
し
た
教
え
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
仏

教
―
―
格
義
仏
教
と
呼
ば
れ
る
―
―
で
し
た
が
、
四
世
紀
後
半
、
中
央
ア
ジ
ア
の
亀
茲

（
ク
チ
ャ
）
国
出
身
の
鳩
摩
羅
什
（
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
）（350?-409?

）
に
よ
り
、
般

若
系
の
経
典
や
中
観
派
の
論
書
が
翻
訳
さ
れ
た
頃
か
ら
本
格
的
な
受
容
・
研
究
が
進
み
、

さ
ら
に
隋
か
ら
唐
に
か
け
て
最
盛
期
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
時
期
に
は
、
仏
典
の
漢
訳
も
、

｢

訳
場｣

で
の
分
業
体
制
に
基
づ
く
流
れ
作
業
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
の
代
表
格

が
、
す
で
に
何
度
か
言
及
し
た
玄
奘
（602-64

）
で
す）

6
（

。
玄
奘
は
多
く
の
仏
典
、
と
く
に

唯
識
系
の
経
典
、
論
書
を
翻
訳
し
、
自
身
も
唯
識
の
研
究
を
進
め
ま
し
た
。
こ
う
し
て
お

び
た
だ
し
い
仏
典
が
漢
訳
さ
れ
る
の
で
す
が
、
や
が
て
仏
教
が
伝
え
ら
れ
る
日
本
で
は
、

中
国
語
を
漢
文
と
し
て
そ
の
ま
ま
日
本
語
で
訓
読
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
か
ら
の

翻
訳
と
い
う
、
大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
作
業
を
省
略
し
た
ま
ま
、
仏
教
を
受
け
入

れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。
他
方
で
そ
れ
は
、
漢
訳
仏
典
に
基
づ
く
中
国
仏
教
の
枠

組
み
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

と
り
わ
け
隋
か
ら
唐
に
か
け
て
確
立
さ
れ
た
中
国
仏
教
の
枠
組
み
の
一
つ
が
、
教
相
判

釈
に
よ
っ
て
成
立
し
た
宗
（
衆
と
も
）
で
し
た
。
中
国
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ
た
一
世
紀
頃

は
、
大
乗
仏
教
の
成
立
時
期
と
重
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
イ
ン
ド
の
仏
教
の
展
開
と
は

ま
っ
た
く
別
個
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
の
あ
り
方
が
同
時
並
行
的
に

中
国
に
は
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
上
、
0
の
⑵
「
仏
教
の
教
典
」
で
触
れ

た
よ
う
に
、
大
半
の
経
典
は｢

如に
よ
ぜ
が
も
ん

是
我
聞｣

―
―｢

お
釈
迦
様
が
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る

の
を
私
は
聞
い
た｣

―
―
で
始
ま
る
わ
け
で
す
か
ら
、
当
時
の
中
国
で
は
、
伝
え
ら
れ
て

く
る
膨
大
な
経
典
の
す
べ
て
は
、
釈
迦
一
代
の
説
法
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
中
国
の
学
僧
た
ち
は
、
伝
え
ら
れ
た
多
様
な
ブ
ッ
ダ
の
教
え
―
―
な
か
に
は
矛
盾

す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
―
―
を
、
な
ん
ら
か
の
形
で
整
理
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
ま
す
。
そ

の
一
つ
の
や
り
方
が
教
相
判
釈
―
―
略
し
て
教
判
と
も
言
う
―
―
で
す
。
つ
ま
り
、
多
様

な
経
典
を
釈
迦
一
代
に
割
り
当
て
た
上
で
、
対
機
説
法
の
な
か
で
ど
の
教
え
が
ブ
ッ
ダ
の

最
も
言
い
た
か
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
を
、
解
釈
し
て
判
断
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
基

づ
い
て
、
宗
―
―
今
で
言
え
ば
仏
教
研
究
の
学
派
―
―
が
成
立
し
て
い
き
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
華
厳
経
に
説
か
れ
た
教
え
が
最
も
重
要
と
考
え
る
華
厳
宗
、
法
華
経
こ
そ



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅳ
―
―
仏
教
／
お
わ
り
に

三
〇

が
ブ
ッ
ダ
の
真
説
だ
と
み
な
す
天
台
宗
―
―
天
台
智ち

ぎ顗
（538-97

）
が
祖
と
さ
れ
る
―
―
、

空
の
概
念
を
仏
教
の
根
幹
に
据
え
る
三
論
宗
―
―
中
観
派
の
『
中
論
』『
十
二
論
』『
百

論
』
の
三
つ
の
論
書
を
中
心
に
す
る
―
―
、
唯
識
を
仏
教
の
根
幹
に
据
え
る
法
相
宗
―
―

玄
奘
の
弟
子
で
あ
る
基き

（632-82

）
が
祖
と
さ
れ
る
―
―
、
律
の
研
究
を
主
軸
と
す
る
律

宗
等
々
の
宗
が
成
立
し
て
い
き
ま
す
。

　

他
方
で
、
西さ

い

方ほ
う

極
楽
浄
土
へ
の
往お

う

生じ
よ
うを

阿
弥
陀
如
来
に
祈
願
す
る
浄
土
信
仰
―
―
善

導
（613-81

）
が
そ
の
確
立
者
と
さ
れ
る
―
―
や
、
南
イ
ン
ド
出
身
の
菩ぼ

提だ
い

達だ
る

磨ま

（?-
530?

））
7
（

に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
禅
宗
、
さ
ら
に
は
善
無
畏
（
シ
ュ
バ
カ
ラ
シ
ン
ハ
）

（637-735

）
や
金
剛
智
（
ヴ
ァ
ジ
ラ
ボ
ー
デ
ィ
）（671-741

）、
不
空
（
ア
モ
ー
ガ
ヴ
ァ

ジ
ラ
）（705-74

）
ら
の
イ
ン
ド
僧
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
密
教
な
ど
は
、
教
相
判
釈
に

基
づ
く
学
派
と
い
う
よ
り
も
、
イ
ン
ド
由
来
の
仏
教
が
中
国
独
自
の
形
で
実
践
的
に
展
開

さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

随
唐
時
代
以
後
の
中
国
で
は
、
儒
教
や
道
教
と
い
っ
た
元
来
の
中
国
的
な
宗
教
伝
統
に

押
さ
れ
て
、
と
り
わ
け
宋
代
以
降
、
仏
教
は
衰
退
し
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ

て
禅
宗
だ
け
は
、
そ
の
後
も
中
国
独
自
の
展
開
を
遂
げ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
国
仏
教
の
あ
り
方
が
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
圏
の
仏
教
の
基
本
型
と
し
て
受

け
継
が
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

註（
1
） 

こ
の
節
の
記
述
は
主
に
、
平
川
彰
『
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本　

仏
教
通
史
』（
法
蔵
館
、

1977

）、
奈
良
康
明
／
下
田
正
弘
編
『
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
04 

静
と
動
の
仏
教
―
―
ス
リ
ラ
ン

カ
・
東
南
ア
ジ
ア
』（
佼
成
出
版
社
、2011

）
に
基
づ
く
。
さ
ら
に
中
村
元
他
編
『
岩
波
仏
教

辞
典 

第
二
版
』（
岩
波
書
店
、2002

）
も
参
照
し
て
い
る
。

（
2
） 

パ
ー
リ
語
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
語
―
―
人
工
的
に
作
ら
れ
た
学
問
的
な
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
対
比
さ
れ
る
自
然
言
語
―
―
の
一
種
で
あ
る
。
西
北
イ
ン
ド
で
用
い
ら

れ
て
い
た
言
語
と
い
う
説
が
有
力
だ
が
、
そ
の
起
源
は
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
な
い
。

（
3
） 

一
九
九
六
年
以
降
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
パ
キ
ス
タ
ン
東
北
部
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
か
ら
、

紀
元
一
世
紀
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
（
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
語
の
一
つ
）
で
書

か
れ
た
部
派
や
大
乗
の
仏
典
写
本
の
断
簡
が
続
々
と
発
見
さ
れ
て
い
る
。
従
来
知
ら
れ
て
い

た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
写
本
は
せ
い
ぜ
い
で
七
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の

発
見
は
、
仏
教
史
研
究
に
再
考
を
促
す
よ
う
な
衝
撃
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
写
本

の
解
読
作
業
は
現
在
も
続
い
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
松
田
一
信

「
中
央
ア
ジ
ア
の
仏
教
写
本
」（
奈
良
康
明
／
石
井
公
成
編
『
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
05　

中
央
ア

ジ
ア
―
―
文
明
・
文
化
の
交
差
点
』［
佼
成
出
版
社
、2010

］）
を
参
照
の
こ
と
。

（
4
） 

チ
ベ
ッ
ト
で
は
九
世
紀
に
、
チ
ベ
ッ
ト
語
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
近
い
形
に
改
革
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
仏
典
の
翻
訳
を
容
易
に
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
が
、
国
家
事
業
と
し
て
な

さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
多
く
の
仏
典
が
チ
ベ
ッ
ト
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
の
長
で
あ
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
観
音
菩
薩
の
化
身
と
考
え
ら
れ
、
一
六
世
紀
以
降
、
前

任
者
が
転
生
し
た｢

活か
つ

仏ぶ
つ｣

と
し
て
、
同
時
に
国
王
の
任
に
着
く
慣
例
が
確
立
し
た
。
現
在

の
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
（1935-

）
は
、
中
国
政
府
の
弾
圧
に
よ
り
イ
ン
ド
に
亡
命
し
て

い
る
。

（
5
） 

た
と
え
ば
、
石
井
公
也
『
東
ア
ジ
ア
仏
教
史
』（
岩
波
新
書
、2019

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
） 

鳩
摩
羅
什
と
玄
奘
は
仏
典
漢
訳
史
上
の
双
璧
を
な
す
が
、
前
者
は
旧く

訳や
く

―
―
玄
奘
以
前
の
訳

―
―
の
代
表
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
玄
奘
以
後
の
訳
を
新
訳
と
呼
ぶ
。
そ
れ
だ
け
玄
奘
訳

は
学
問
的
な
正
確
さ
と
い
う
点
で
画
期
的
だ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
鳩
摩
羅
什
訳
も
、
中
国

語
と
し
て
の
格
調
の
高
さ
か
ら
、
新
訳
以
後
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
典

漢
訳
の
全
貌
を
文
化
史
的
な
視
点
か
ら
概
観
し
た
も
の
と
し
て
は
、
船
山
徹
『
仏
典
は
ど
う

漢
訳
さ
れ
た
の
か
―
―
ス
ー
ト
ラ
が
経
典
に
な
る
と
き
』（
岩
波
書
店
、2013

）
が
あ
る
。

 

　

ち
な
み
に
、
中
国
で
新
た
に
作
成
さ
れ
た
経
典
も
あ
っ
て
、
こ
れ
は
偽
経
と
さ
れ
る
が
、

か
な
り
の
数
に
上
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
唐
の
智
昇
の
『
開
元
釈
教
録
』（730

）
で
は
、
当

時
存
在
し
て
い
た
経
典
一
〇
七
六
部
に
対
し
て
約
四
〇
〇
部
の
偽
経
を
数
え
上
げ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
イ
ン
ド
で
作
成
さ
れ
て
い
る
が
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
に
直
接
由
来
し
な
い
大
乗
経
典

も
、
あ
る
意
味
で
は
偽
経
に
分
類
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
7
） 

起
き
上
が
り
こ
ぼ
し
の
い
わ
ゆ
る
ダ
ル
マ
は
、
こ
の
達
磨
大
師
が
坐
禅
す
る
姿
を
模
し
た
も

の
、
と
さ
れ
る
。

＊
次
頁
の
図
は
、
日
本
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
梵
字
の
例
で
あ
る
。
主
に
密
教
に
お
い
て
は

種し
ゆ
じ字

と
呼
ば
れ
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
示
す
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
が
、
い
わ
ば
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
仏
・
菩
薩
を
表
わ
す
の
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
墓
地
に
立

て
ら
れ
る
卒そ

塔と

婆ば

や
五
輪
塔
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
の
を
目
に
す
る
こ
と
も
多
い
だ
ろ

う
。
ち
な
み
に
、
イ
ン
ド
に
直
接
連
な
る
日
本
仏
教
の
要
素
と
し
て
は
、
イ
ン
ド
古
来
の

習
俗
で
あ
っ
た
合
掌
や
、
種
々
の
香
を
焚
く
慣
習
―
―
抹
香
臭
い
と
も
称
さ
れ
る
―
―
を

挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。



三
一

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
七
号

　
二
〇
二
四
年
三
月

6
日
本
仏
教

　

日
本
仏
教
は
、
右
に
見
た
中
国
仏
教
を
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
さ
ら
に
独

自
の
展
開
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
全
体
像
を
ご
く
簡
単

に
描
き
出
す
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
す）

1
（

。
よ
り
詳
細
な
解
説
を
望
む
人
は
、
全
学
共
通
教
育

科
目
の｢

日
本
人
の
宗
教
と
死
生
観｣

を
受
講
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

⑴
仏
教
公
伝

　

仏
教
は
、
六
世
紀
の
前
半
、
欽
明
天
皇
（
在
位539?-71?

）
の
と
き）

2
（

、
百
済
の
聖
明

王
（
在
位523-554

）
か
ら
の
使
者
に
よ
り
、
公
式
に
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。
外
来

の
新
宗
教
で
あ
る
仏
教
を
め
ぐ
っ
て
、
豪
族
物
部
氏
と
蘇
我
氏
の
あ
い
だ
で
排
仏
と
崇
仏

の
争
い
が
生
じ
た
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
は
そ
の
ま
ま
信
ず
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
そ
の
記
述
か
ら
は
、
当
時
、
信
仰
対
象
と
し
て
の
仏ほ

と
けが｢

蕃
あ
だ
し
く
に
の
か
み

神

｣

す
な
わ
ち

｢

外
国
か
ら
来
た
神
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
当
初
、
難
解
な
仏
教
教

理
は
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　

真
に
深
い
仏
教
理
解
に
達
し
た
日
本
で
最
初
の
人
物
は
、
聖
徳
太
子
（
厩

う
ま
や

戸ど
の

皇み

子こ

）

（574-622

）
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。｢

篤
く
三
宝
を
敬
え｣

の
文
言
で
有
名
な

十
七
条
の
憲
法
を
草
し
た
り
、『
法
華
経
』『
維
摩
経
』『
勝
鬘
経
』
の
本
格
的
な
注
釈
書

で
あ
る
『
三さ

ん

経ぎ
よ
う

義ぎ

疏し
よ

』
を
著
わ
し
た
り
し
た
こ
と
が
、
そ
の
証
左
と
さ
れ
ま
す
が
、
し

か
し
こ
れ
ら
が
太
子
の
真
作
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
長
い
あ
い
だ
論
争
が
続
い
て
お

り
、
い
ま
だ
決
着
を
見
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
太
子
の
没
後
、
天
寿
国
繍
帳）

3
（

銘
文
に
残
さ

れ
た｢

世せ

間け
ん

虚こ

仮け

、
唯ゆ

い

仏ふ
つ

是ぜ

真し
ん

（
よ
の
な
か
は
む
な
し
、
た
だ
ほ
と
け
の
み
こ
れ
ま
こ
と

な
り
）」
の
語
は
、
仏
教
本
来
の
現
世
否
定
的
な
世
界
観
を
端
的
に
表
現
し
て
、
太
子
の

深
い
仏
教
理
解
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
聖
徳
太
子
は
そ
の
後
、
日
本

に
お
け
る
仏
教
の
始
祖
と
し
て
、
宗
派
を
こ
え
て
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

⑵
奈
良
時
代

　

飛
鳥
時
代
ま
で
の
日
本
の
仏
教
は
、
豪
族
や
天
皇
家
が
み
ず
か
ら
の
権
威
を
示
す
た
め

に
当
時
最
先
端
の
大
陸
文
化
の
粋
と
し
て
寺
院
を
私
的
に
建
立
す
る
―
―
た
と
え
ば
蘇
我

氏
の
飛
鳥
寺
、
聖
徳
太
子
の
法
隆
寺
、
四
天
王
寺
等
―
―
と
い
っ
た
形
が
も
っ
ぱ
ら
だ
っ

た
の
で
す
が
、
大
化
の
改
新
（645

）
を
経
て
、
天
皇
に
よ
る
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制

を
構
築
し
よ
う
と
す
る
流
れ
の
な
か
で
、
奈
良
時
代
に
な
る
と
仏
教
は
、
鎮
護
国
家
の
役

割
を
担
っ
て
律
令
体
制
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
僧
侶
の
行
動
を

統
制
す
る
僧そ

う

尼に

令り
よ
うが

定
め
ら
れ
、
そ
の
一
方
で
、
律
令
国
家
を
支
え
る
い
わ
ば
象
徴
と

し
て
、
聖
武
天
皇
（
在
位724-49

）
に
よ
っ
て
東
大
寺
に
毘び

盧る

遮し
や

那な

仏ぶ
つ

の
大
仏
が
、
ま

た
各
国
に
は
、
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
が
建
立
さ
れ
ま
す
。

　

他
方
、
奈
良
時
代
に
は
仏
教
の
学
問
的
研
究
も
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
そ
の
典
型
は
、
南

都
六
宗
と
呼
ば
れ
る
倶
舎
宗
、
成
実
宗
―
―
こ
の
両
宗
で
は
、
大
乗
仏
教
研
究
の
基
礎
学

と
し
て
部
派
仏
教
が
研
究
さ
れ
る
―
―
、
三
論
宗
―
―
空
の
研
究
、
東
大
寺
が
中
心
―
―
、

法
相
宗
―
―
唯
識
の
研
究
、
玄
奘
に
学
ん
だ
道
昭
（629-700

）
が
招
来
、
元
興
寺
・
興

福
寺
が
中
心
―
―
、
華
厳
宗
―
―
東
大
寺
が
中
心
―
―
、
律
宗
―
―
唐
の
鑑
真
（688-

庚
申
懇
話
会
編
『
日
本
石
仏
事
典　

第
二
版
』（
雄
山
閣
、1980

）
よ
り



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅳ
―
―
仏
教
／
お
わ
り
に

三
二

763
）
が
招
来
、
唐
招
提
寺
が
中
心
―
―
で
す
。
た
だ
そ
の
内
実
は
、
遣
隋
使
や
遣
唐
使
と

と
も
に
渡
航
し
た
留
学
僧
や
中
国
か
ら
の
渡
来
僧
に
よ
っ
て
、
中
国
仏
教
の
宗
が
そ
の
ま

ま
移
入
さ
れ
た
も
の
と
言
え
ま
す
。

⑶
平
安
時
代

　

平
安
時
代
に
な
る
と
律
令
体
制
は
く
ず
れ
、
藤
原
摂
関
家
に
代
表
さ
れ
る
貴
族
が
政
治

の
実
権
を
握
り
ま
す
。
こ
れ
に
伴
っ
て
仏
教
も
、
そ
の
よ
う
な
貴
族
中
心
の
性
格
を
色
濃

く
帯
び
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
中
国
仏
教
の
直
輸
入
だ
っ
た
奈
良
仏
教
に
代
わ
っ

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
日
本
独
自
の
性
格
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
平

安
仏
教
の
代
表
的
な
二
つ
の
宗
派
、
天
台
宗
と
真
言
宗
か
ら
見
て
い
き
ま
す
。

　

最
澄
（766-822

）
も
空
海
（774-835
）
も
、
同
じ
遣
唐
使
（804

）
に
随
伴
し
て
入に

つ

唐と
う

、
最
澄
は
浙
江
省
の
天
台
山
に
赴
い
て
天
台
宗
を
、
空
海
は
長
安
で
、
不
空
の
弟
子
で

あ
る
恵
果
（746-805

）
か
ら
密
教
を
学
ん
で
帰
国
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
帰
国
後
、
比
叡

山
延
暦
寺
（785

）
と
高
野
山
金
剛
峯
寺
（816

）
を
拠
点
に
、
天
台
宗
と
真
言
宗
を
開
き

ま
す）

4
（

。

　

天
台
宗
は
、
法
華
経
を
所し

よ
え依

の
経
典
と
し
、
一
切
衆
生
が
仏
に
な
り
う
る
と
す
る
一
乗

思
想
に
依
拠
し
て
、
止
観
（
瞑
想
）、
念
仏
、
密
教
等
、
多
様
な
修
行
法
を
包
摂
す
る
総

合
的
な
大
乗
仏
教
を
目
指
す
も
の
で
す）

5
（

。
こ
の
た
め
比
叡
山
は
、
平
安
時
代
を
通
じ
て
、

仏
教
の
総
合
的
な
学
問
セ
ン
タ
ー
と
し
て
機
能
し
、
や
が
て
鎌
倉
新
仏
教
を
創
始
す
る
こ

と
に
な
る
法
然
や
親
鸞
、
栄
西
や
道
元
、
日
蓮
と
い
っ
た
仏
教
者
た
ち
も
み
な
、
若
い
頃

に
は
こ
こ
で
学
ん
で
い
ま
す
。
他
方
の
真
言
宗
は
、
空
海
が
恵
果
か
ら
師
資
相
承
で
受
け

継
い
だ
密
教
を
さ
ら
に
展
開
し
た
も
の
で
、
即
身
成
仏
と
加
持
祈
祷
が
そ
の
実
践
の
中
核

に
据
え
ら
れ
て
い
ま
す）

6
（

。

　

と
り
わ
け
平
安
時
代
の
前
半
は
、
現
世
利
益
を
め
ざ
す
加
持
祈
祷
の
密
教
が
貴
族
社
会

で
重
用
さ
れ
、
真
言
宗
―
―
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
が
京
に
お
け
る
そ
の
セ
ン
タ
ー
と

な
っ
て
い
た
の
で
、
東
密
と
呼
ば
れ
た
―
―
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
最
澄
以
後
、
円
仁

（794-864

）
や
円
珍
（814-91

）
ら
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
天
台
宗
の
密
教
―
―
台
密
と

呼
ば
れ
た
―
―
が
、
隆
盛
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

密
教
は
、
日
本
仏
教
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
後
も
長
く
受
け
継
が
れ
て

い
く
の
で
す
が
、
一
方
で
平
安
時
代
の
後
半
に
な
る
と
末
法
思
想
の
影
響
も
あ
っ
て
、
浄

土
信
仰
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
末
法
思
想
と
は
、
仏
滅
後
一
〇
〇
〇
年
間
は
教

（
仏
の
教
え
）、
行
（
修
行
者
）、
証
（
悟
り
を
開
く
者
）
が
揃
っ
て
い
る
正

し
よ
う

法ぼ
う

の
時
代
が

続
く
が
、
そ
の
後
一
〇
〇
〇
年
間
は
教
と
行
の
み
の
像ぞ

う

法ぼ
う

、
さ
ら
に
そ
の
後
の
一
万
年
間

は
教
の
み
の
末
法
の
時
代
が
続
く
、
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
衰
退
史
観
の

原
型
は
イ
ン
ド
に
ま
で
遡
り
ま
す
が
、
北
伝
仏
教
の
な
か
で
明
確
な
形
を
取
る
よ
う
に
な

り
、
日
本
で
は
永
正
七
年
（1052

）
に
末
法
に
突
入
す
る
と
い
う
説
が
有
力
で
し
た
。
末

法
の
世
の
な
か
で
は
、
人
は
み
ず
か
ら
の
力
で
は
い
か
に
し
て
も
救
わ
れ
る
こ
と
は
か
な

わ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
に
す
が
っ
て
極
楽
往
生
を
願
う
し
か
な
い
と
い
う
形

で
、
浄
土
信
仰
が
流
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

極
楽
は
、
中
国
仏
教
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
阿
弥
陀
如
来
が
主
宰
す
る
西
方

極
楽
浄
土
の
こ
と
で
、
そ
こ
に
往
生
す
る
た
め
の
有
力
な
手
段
と
し
て
は
念
仏
が
あ
り
ま

す
。
念
仏
は
も
と
も
と
、
心
の
な
か
で
仏
を
念
じ
る
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
の
姿
形
を

あ
り
の
ま
ま
に
心
の
な
か
に
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
観
想
念
仏
の
意
味
で
し
た
が
、
よ
り

簡
便
な
方
法
と
し
て｢

南
無
阿
弥
陀
仏｣

と
称
え
る
、
称

し
よ
う

名み
よ
う

念
仏
が
主
流
と
な
っ
て
い

き
ま
す
。

　

天
台
僧
恵え

心し
ん

僧そ
う

都ず

源
信
（942-1017

）
の
『
往
生
要
集
』（985

）
は
、
多
く
の
仏
典
を

引
用
し
て
、｢

厭お
ん

離り

穢え

土ど

欣ご
ん

求ぐ

浄じ
よ
う

土ど｣

を
説
き
、
極
楽
や
地
獄
の
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
を

喚
起
し
て
、
往
生
に
必
要
な
準
備
の
あ
り
方
を
懇
切
に
述
べ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
本
書
に

代
表
さ
れ
る
平
安
時
代
の
浄
土
信
仰
で
は
、
た
と
え
ば
阿
弥
陀
堂
を
建
立
し
た
り
阿
弥
陀

仏
を
造
像
し
た
り
、
あ
る
い
は
念
仏
を
数
多
く
称
え
る
こ
と
で
往
生
の
た
め
の
功
徳
が
積

ま
れ
る
と
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
、
ゆ
と
り
の
あ
る
貴
族
の
生
活
が
前
提
さ
れ
て
い
て
、
一

般
の
民
衆
は
あ
ま
り
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
平
安
時
代
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
、
後
の
日
本
人
の
宗
教
生
活
の
原
型
が
形

作
ら
れ
た
時
代
と
言
え
ま
す
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
神
仏
習
合
を
取
り
上
げ

て
お
き
ま
す
。

　

仏
教
伝
来
に
際
し
て
、
信
仰
対
象
の
仏
を｢

蕃
あ
だ
し
く
に
の
か
み

神

｣

と
と
ら
え
た
と
こ
ろ
に
、
す

で
に
神
仏
習
合
の
萌
芽
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
い
ま
す
が
、
八
世
紀
初
め
に
は
、
日
本
の

神
々
を
救
済
対
象
の
衆
生
と
み
な
し
て
守
護
す
る
た
め
に
、
神
社
に
付
属
し
て
建
立
さ
れ

る
神
宮
寺
―
―
早
い
例
と
し
て
は
霊
亀
年
中
（715-17

）、
越
前
の
気
比
神
宮
や
、
養
老
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二
〇
二
四
年
三
月

年
中
（717-24

）、
若
狭
の
若
狭
彦
神
社
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
―
―
か
ら
始
ま
っ
て
、
同

じ
く
八
世
紀
の
半
ば
に
は
、
仏
教
を
守
護
す
る
護
法
神
―
―
た
と
え
ば
、
東
大
寺
の
大
仏

建
立
を
援
助
す
べ
く
、
託
宣
に
基
づ
い
て
は
る
ば
る
九
州
の
宇
佐
か
ら
八
幡
神
が
勧
請
さ

れ
て
手た

向む
け

山や
ま

八
幡
宮
が
建
立
さ
れ
る
（749

）
―
―
と
い
っ
た
形
で
現
わ
れ
ま
す
。
さ
ら

に
九
世
紀
に
な
る
と
、
日
本
の
神
々
は
イ
ン
ド
の
仏
が
仮
の
形
を
取
っ
て
現
わ
れ
た
も
の

と
み
な
す
本
地
垂
迹
説
―
―
た
と
え
ば
大
日
如
来
が
本
地
で
天
照
大
神
が
そ
の
垂
迹
で
あ

る
と
す
る
―
―
が
登
場
し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
日
本
で
は
永
ら
く
、
仏
と
神
は
お
互
い
に

重
な
り
合
っ
た
存
在
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が）

7
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、
明
治
維
新
直
後
の
神
仏
分

離
に
よ
っ
て
、
両
者
は
は
っ
き
り
と
切
り
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
言
い
換
え
れ

ば
、
一
般
の
日
本
人
が
神
仏
を
明
確
に
区
別
し
、
神
道
と
仏
教
が
別
の
宗
教
と
し
て
意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
な
の
で
す
。

⑷
鎌
倉
新
仏
教

　

さ
て
一
般
に
は
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
貴
族
の
み
な
ら
ず
民
衆
に
も
開
か
れ
た
日
本

独
自
の
仏
教
が
登
場
す
る
と
さ
れ
ま
す
。
し
ば
し
ば
鎌
倉
新
仏
教
と
呼
ば
れ
、
一
昔
前
に

は
、
た
と
え
ば
親
鸞
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
個
人
的
な
深
い
信
仰
の
覚
醒
が
、
キ
リ
ス
ト

教
の
宗
教
改
革
に
お
け
る
信
仰
義
認
説
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
近
年

は
、
そ
の
よ
う
に
安
易
な
比
較
は
影
を
潜
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
以
前
に
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
新
し
い
仏
教
の
姿
が
そ
こ
に
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
す
。
こ
こ

で
は
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
平
安
時
代
以
降
の
浄
土
信
仰
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
し
て
は
、
往
生
に
至
る

道
と
し
て
称
名
念
仏
の
み
を
選
び
取
っ
た
「
専
修
念
仏
」
の
法
然
（1133-1212

）、
そ

の
弟
子
で
、
阿
弥
陀
如
来
の
絶
対
性
を
強
調
し
（
絶
対
他
力
）、
み
ず
か
ら
の
悪
を
自
覚

す
る
者
こ
そ
が
阿
弥
陀
の
本
願
に
か
な
っ
て
い
る
と
す
る
「
悪
人
正
機
」
を
説
い
た
親

鸞
（1173-1262

）、
む
し
ろ
土
俗
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
て
踊
り
念
仏
を
広
め
た
一
遍

（1239-89

）
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
三
者
の
教
え
に
基
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
、
浄
土
宗
、
浄
土

真
宗
、
時
宗
が
成
立
し
ま
す
。
禅
宗
系
で
は
、
栄
西
（1141-1215

）
が
入に

つ
そ
う宋

し
て
看か

ん

話な

禅ぜ
ん

―
―
禅
問
答
に
よ
っ
て
開
悟
を
目
指
す
―
―
の
臨
済
宗
を
、
同
じ
く
入
宋
し
た
道
元

（1200-53

）
は｢

只し

菅か
ん

打た

坐ざ｣

―
―
ひ
た
す
ら
坐
禅
に
徹
す
る
―
―
の
曹
洞
宗
を
、
そ
れ

ぞ
れ
日
本
に
導
入
し
ま
し
た
。
最
後
に
日
蓮
（1222-82

）
は
、
法
華
経
信
仰
を
徹
底
さ

せ
て｢

南な

無む

妙み
よ
う

法ほ
う

蓮れ
ん

華げ

経き
よ
う｣

の
唱
題
に
集
約
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
日
蓮
宗
が
成
立
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

以
上
、
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
新
仏
教
の
始
祖
た
ち
に
共
通
す
る
の
は
、
数
あ
る
仏
教
の
修
行

の
な
か
か
ら
一
つ
だ
け
を
選
び
取
り
―
―｢

選せ
ん

択じ
や
く｣

―
―
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
だ
け
を
実
践

し
―
―｢

専せ
ん

修じ
ゆ

」
―
―
、
し
か
も
そ
の
修
行
が
た
や
す
い
も
の
で
あ
る
―
―｢

易い

行ぎ
よ
う｣

―
―

と
い
う
点
で
す
。
要
す
る
に
、
従
来
の
仏
教
の
複
雑
な
あ
り
方
を
単
純
化
し
、
一
般
の
民

衆
に
も
近
づ
き
や
す
い
も
の
に
変
え
た
、
そ
の
点
に
鎌
倉
新
仏
教
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
そ
う
は
言
っ
て
も
鎌
倉
時
代
に
は
、
南
都
六
宗
や
天
台
・
真
言
の

い
わ
ゆ
る
旧
仏
教
の
勢
力
が
強
く
、
時
の
政
治
権
力
と
結
び
つ
い
た
い
わ
ゆ
る｢

顕
密
体

制｣

）
8
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が
主
流
で
、
鎌
倉
新
仏
教
は
ま
だ
ま
だ
少
数
派
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

⑸
室
町
時
代

　

室
町
時
代
以
降
、
鎌
倉
新
仏
教
の
各
宗
派
は
、
め
ざ
ま
し
く
教
線
を
拡
大
し
て
い
き
ま

す
。
た
と
え
ば
浄
土
真
宗
は
、
本
願
寺
八
世
の
蓮
如
（1415-99

）
が
北
陸
地
方
の
農
民

に
精
力
的
に
布
教
を
続
け
、
や
が
て
石
山
本
願
寺
を
拠
点
に
一
向
一
揆
を
組
織
し
て
、
織

豊
政
権
に
対
峙
す
る
一
大
封
建
勢
力
に
成
長
す
る
ま
で
に
至
り
ま
す
。
ま
た
、
曹
洞
宗
で

は
、
四
世
の
瑩け

い
ざ
ん
し
よ
う
き
ん

山
紹
瑾
（1268-1325

）
の
改
革
に
よ
り
、
葬
祭
や
祈
祷
を
積
極
的
に
引

き
受
け
る
こ
と
で
、
東
北
地
方
を
中
心
と
し
た
農
村
部
に
浸
透
し
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に

日
蓮
宗
は
、
京
の
町
衆
を
中
心
に
京
畿
西
国
に
定
着
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、
近
世

に
入
る
頃
に
は
中
世
以
来
の
寺
院
分
布
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
、
い
わ
ば
大
衆
化
路
線
に

転
じ
た
鎌
倉
新
仏
教
諸
派
の
寺
院
が
多
数
を
占
め
る
、
現
在
の
分
布
の
原
型
が
成
立
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑹
江
戸
時
代

　

近
世
に
な
る
と
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
各
宗
派
の
伸
長
ぶ
り
を
目
の
当
た
り
に
し
た
江

戸
幕
府
は
、
仏
教
の
統
制
に
腐
心
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
門
主
の
後
継
争
い
に
乗
じ
て
浄

土
真
宗
を
東
西
―
―｢

お
東
」
の
真
宗
大
谷
派
と
「
お
西
」
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
―
―

に
分
割
し
、
さ
ら
に
は
本
末
制
度
―
―
各
宗
派
ご
と
に
本
山
か
ら
末
寺
に
至
る
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
を
確
立
す
る
―
―
や
寺
檀
制
度
―
―
当
初
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
一
環
と
し

て
、
檀
家
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
こ
と
を
各
檀
那
寺
に
保
証
さ
せ
る
寺
請
制
度
と
い
う
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三
四

形
で
出
発
し
た
が
、
結
果
的
に
寺
院
と
檀
家
の
関
係
の
固
定
化
に
つ
な
が
っ
た
―
―
に
よ

っ
て
、
日
本
全
国
津
々
浦
々
の
寺
院
を
幕
府
の
統
制
下
に
置
く
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
し

た
。
各
寺
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
檀
家
の
動
向
を
細
か
に
記
録
す
る
宗
旨
人
別
帳
の
作
成
を

義
務
付
け
ら
れ
、
幕
藩
体
制
下
の
、
い
わ
ば
戸
籍
係
の
役
割
を
担
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

そ
の
見
返
り
と
し
て
、
葬
祭
行
事
に
関
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
檀
那
寺
が
排
他
的
に
独
占

す
る
こ
と
が
黙
認
さ
れ
、
す
べ
て
の
日
本
人
の
葬
祭
行
事
が
仏
教
に
委
ね
ら
れ
る
形
が
制

度
的
に
確
立
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
近
世
半
ば
以
降
、
葬
祭
行
事
に
伴
う
布
施
の
収
入
に

よ
っ
て
寺
院
経
営
は
安
定
す
る
こ
と
に
な
り）

9
（

、
こ
の
結
果
、
白
壁
に
囲
ま
れ
て
瓦
葺
き
の

大
き
な
本
堂
が
そ
び
え
立
つ
と
い
う
、
現
在
の
寺
院
に
見
ら
れ
る
一
般
的
な
光
景
が
出
現

し
た
の
で
し
た
。

⑺
近
現
代
の
仏
教

　

従
来
か
ら
、
平
安
時
代
の
浄
土
信
仰
に
典
型
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
死
へ
の
対
処
に

お
い
て
仏
教
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
す
が
、
近
世
以
降
の
寺
檀
制
度
の

下
、
日
本
人
で
あ
る
か
ぎ
り
葬
祭
行
事
は
否
応
な
し
に
仏
式
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る｢

葬
式
仏
教｣

が
成
立
し
た
の
で
し
た
。
明
治
期
の
神
仏
分
離
と
そ
れ
に

続
く
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
仏
教
の
勢
力
は
一
時
期
衰
え
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず｢

葬
式
仏
教｣

の
イ
メ
ー
ジ
は
今
日
に
至
る
ま
で
継
続
し
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
仏
教
が
日
本
社
会
に
与
え
た
影
響
に
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
た

と
え
ば
思
想
界
で
も
、
近
世
に
な
っ
て
儒
学
や
国
学
が
勃
興
す
る
ま
で
は
、
基
本
的
に
仏

教
思
想
が
圧
倒
的
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
点
は
芸
術
や
文
化
の
面
に
お

い
て
も
同
様
で
す
。
け
れ
ど
も
実
生
活
に
お
い
て
は
、
近
世
期
に
確
立
し
た｢

葬
式
仏

教｣

が
、
近
現
代
に
至
る
ま
で
、
日
本
仏
教
の
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
っ
て
い
る
こ

と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
人
び
と
の
死
生
観
が
流
動
化
す
る
な
か
で
、
日
本
仏
教
の
未
来

は
、
こ
の
よ
う
な
近
世
以
来
の｢

葬
式
仏
教｣

と
い
う
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
否
定
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
、
い
か
に
し
て
払
拭
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

註（
1
） 

こ
の
節
の
記
述
は
主
に
、
平
川
彰
『
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本　

仏
教
通
史
』（
法
蔵
館
、

1977

）、
末
木
文
美
士
『
日
本
仏
教
史
―
―
思
想
史
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
新
潮
文
庫
、

1996

）、
箕
輪
顕
量
編
『
事
典 

日
本
の
仏
教
』（
吉
川
弘
文
館
、2014

）
に
基
づ
く
。
さ
ら
に

中
村
元
他
編
『
岩
波
仏
教
辞
典 

第
二
版
』（
岩
波
書
店
、2002

）
も
参
照
し
て
い
る
。

（
2
） 

従
来
、
仏
教
公
伝
に
つ
い
て
は
、『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
幷
流
記
資
材
帳
』（747

）
等
の
記
述

に
基
づ
く
五
三
八
年
説
、『
日
本
書
紀
』（720

）
の
記
述
に
基
づ
く
五
五
二
年
説
が
提
示
さ
れ

て
き
た
が
、
近
年
の
研
究
で
は
、
朝
鮮
側
の
史
料
『
三
国
史
記
』
の
記
述
と
考
古
学
的
知
見

に
基
づ
い
て
、
五
四
八
年
説
も
提
示
さ
れ
て
い
る
（
箕
輪
顕
量
編
『
事
典 

日
本
の
仏
教
』［
吉

川
弘
文
館
、2014

］、pp.91f.

）。
こ
こ
で
は
年
紀
は
特
定
せ
ず
、
六
世
紀
前
半
の
欽
明
朝
期
と

し
て
お
く
。

（
3
） 

太
子
の
妃
、
橘

た
ち
ば
な
の

大お
お

郎い
ら

女つ
め

の
依
頼
で
作
成
さ
れ
た
刺
繍
作
品
。
太
子
が
死
後
に
赴
い
た
は
ず

の｢

天
寿
国｣

（
不
詳
）
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
現
在
、
奈
良
県
斑
鳩
町
の
中
宮
寺
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

平
城
京
近
辺
の
平
地
に
所
在
し
て
い
た
南
都
六
宗
の
寺
院
と
は
異
な
っ
て
、
天
台
・
真
言

両
宗
と
も
奥
深
い
山
中
に
本
山
を
構
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
山
林
の
な
か
で
の
仏

教
の
修
行
は
、
奈
良
時
代
か
ら
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
宗
派
全
体
の
方
針
と
し
て
、
仏

教
の
学
問
的
研
究
と
と
も
に
そ
の
よ
う
な
修
行
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
単
な
る
学
問
研
究
の
み
な
ら
ず
信
仰
実
践
も
包
括
す
る
と
い
う
意
味
で
、

現
在
の
仏
教
宗
派
の
発
想
の
原
型
が
こ
の
時
代
に
成
立
し
た
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
5
） 

天
台
宗
の
な
か
で
は
、
や
が
て
天
台
本
覚
思
想
と
呼
ば
れ
る
流
れ
が
登
場
し
て
く
る
。
も
と

も
と
本
覚
と
い
う
用
語
は
、
悟
り
を
開
く
仏ぶ

つ

性し
よ
うが

衆
生
に
は
本
来
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
意

味
で
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
日
本
天
台
宗
の
な
か
で
は
、
た
と
え
ば｢

草そ
う

木も
く

国こ
く

土ど

悉し
つ

皆か
い

成
じ
よ
う

仏ぶ
つ

」
と
い
っ
た
表
現
が
典
型
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
の
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
を
そ

の
ま
ま
悟
り
の
世
界
と
み
な
す
、
徹
底
し
た
現
世
肯
定
の
思
想
に
ま
で
行
き
着
い
た
、
と
さ

れ
る
。
こ
の
結
果
、
す
で
に
悟
り
を
開
い
て
い
る
の
だ
か
ら
修
行
も
無
用
だ
と
す
る
議
論
ま

で
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
6
） 

ち
な
み
に
、
司
馬
遼
太
郎
の
小
説
『
空
海
の
風
景 

上
下
』（
改
版
、
中
公
文
庫
、1994

：
初
版
、

1975

）
は
、
天
才
空
海
を
秀
才
最
澄
に
対
比
さ
せ
て
描
き
出
し
た
一
種
の
冒
険
小
説
と
し
て
、

密
教
の
勉
強
が
て
ら
面
白
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
7
） 
た
と
え
ば
、
権ご

ん

現げ
ん

と
い
う
言
い
方
も
、
仮
の
現
わ
れ
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
本
地
垂
迹
説
に

よ
る
表
現
の
一
つ
で
あ
る
。

 

　

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
神
仏
習
合
の
典
型
例
と
し
て
は
、
伝
説
上
の
人
物
で
あ
る
役

え
ん
の

小お

角づ
ぬ

を
祖
と
す
る
修し

ゆ

験げ
ん

道ど
う

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
修
験
道
は
、
一
言
で
い
え
ば
山や

ま

伏ぶ
し

の
宗

教
で
、
日
本
に
古
く
か
ら
あ
る
山
岳
信
仰
―
―
山
岳
を
信
仰
の
対
象
と
し
、
聖
な
る
山
域
を

め
ぐ
っ
て
修
行
す
る
―
―
と
密
教
が
習
合
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
安
時
代
以
降
、



三
五

人
間
科
学
部
紀
要

　
第
七
号

　
二
〇
二
四
年
三
月

大
和
国
南
部
の
吉
野
や
紀
伊
国
南
部
の
熊
野
な
ど
を
本
拠
と
し
て
組
織
化
さ
れ
て
い
く
。

（
8
） 
国
家
権
力
に
よ
っ
て
正
統
と
さ
れ
た
顕
教
・
密
教
の
旧
仏
教
が
中
世
日
本
の
宗
教
的
秩
序
を

構
成
し
て
い
た
と
す
る
、
日
本
史
家
黒
田
俊
雄
（1926-93

）
が
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』

（
岩
波
書
店
、1975

）
に
お
い
て
提
示
し
た
概
念
。
そ
の
後
の
宗
教
史
研
究
に
多
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
。

（
9
） 

た
と
え
ば
、
仏
教
に
か
か
る
葬
祭
行
事
（
法
事
）
は
、
イ
ン
ド
で
は
、
中
陰
（
四
十
九
日
）

に
至
る
ま
で
、
七
日
ご
と
の
七
回
で
あ
っ
た
も
の
が
、
中
国
で
は
こ
れ
に
百
か
日
、
一
周
忌
、

三
回
忌
が
加
わ
っ
て
十
仏
事
と
な
り
、
さ
ら
に
日
本
で
は
七
回
忌
、
十
三
回
忌
、
三
十
三
回

忌
が
加
わ
っ
て
十
三
仏
事
と
な
っ
た
。
十
三
仏
事
が
確
定
す
る
の
は
中
世
以
降
と
さ
れ
る
が
、

近
世
以
降
寺
檀
制
度
が
確
立
さ
れ
る
な
か
で
、
寺
院
の
収
入
源
と
し
て
活
用
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

資
料
1　

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば 

感
興
の
こ
と
ば
』
岩
波
文
庫
、

一
九
七
八
年

『
ダ
ン
マ
パ
ダ
（
真
理
の
こ
と
ば
）』（
法
句
経
）
第
二
〇
章

二
七
七

「
一
切
の
形
成
さ
れ
た
も
の
は
無
常
で
あ
る
」（
諸
行
無
常
）
と
明
ら
か
な
知
慧
を

も
っ
て
観
る
と
き
に
、
ひ
と
は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
が
清
ら
か

に
な
る
道
で
あ
る
。

二
七
八

「
一
切
の
形
成
さ
れ
た
も
の
は
苦
し
み
で
あ
る
」（
一
切
皆
苦
）
と
明
ら
か
な
知
慧

を
も
っ
て
観
る
と
き
に
、
ひ
と
は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
が
清
ら

か
に
な
る
道
で
あ
る
。

二
七
九

「
一
切
の
事
物
は
我
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」（
諸
法
非
我
）
と
明
ら
か
な
知
慧
を

も
っ
て
観
る
と
き
、
ひ
と
は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
が
清
ら
か
に

な
る
道
で
あ
る
。

『
ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
（
咸
興
の
こ
と
ば
）』
第
二
六
章

四 

こ
わ
れ
た
鐘
の
よ
う
に
、
汝
が
い
つ
も
自
分
を
動
揺
さ
せ
（
煩
悩
を
お
こ
す
）
な
ら
ば
、

汝
は
生
れ
て
は
死
ぬ
流
転
の
迷
い
を
な
が
く
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

五 

し
か
し
、
こ
わ
れ
た
鐘
が
音
を
出
さ
な
い
よ
う
に
、
汝
が
自
分
を
動
揺
さ
せ
（
煩
悩

を
お
こ
す
）
こ
と
が
無
い
な
ら
ば
、
汝
は
す
で
に
安
ら
ぎ
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
に
達
し
て

い
る
。
汝
は
も
は
や
怒
り
罵
る
こ
と
が
な
い
。

六 

健
康
は
最
高
の
利
得
で
あ
り
、
満
足
は
最
上
の
宝
で
あ
り
、
信
頼
は
最
高
の
友
で
あ

り
、
安
ら
ぎ
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
は
最
上
の
楽
し
み
で
あ
る
。

七 

飢
は
最
大
の
病
で
あ
り
、
形
成
さ
れ
た
存
在
（
＝
わ
が
身
）
は
苦
し
み
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
わ
り
を
あ
る
が
ま
ま
に
知
っ
た
な
ら
ば
、
安
ら
ぎ
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）
に
専
念
す

る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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三
六

資
料
2
『
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
唐
三
蔵
法
師
玄
奘
訳
（
中
村
元
・
紀
野
一
義
訳
注
『
般

若
心
経 
金
剛
般
若
経
』
岩
波
文
庫
、
一
九
六
〇
年
）

観か
ん

自じ

在ざ
い

菩ぼ

薩さ
つ

。
行

ぎ
よ
う

深じ
ん

般は
ん
に
や
は
ら
み
つ
た

若
波
羅
蜜
多
時じ

。
照

し
よ
う

見け
ん

五ご
お
ん薀

皆か
い

空く
う

。
度ど

一い
つ

切さ
い

苦く

厄や
く

。
舎し

や

利り

子し

。

色し
き

不ふ

異い

空く
う

。
空く

う

不ふ

異い

色し
き

。
色し

き

即そ
く

是ぜ

空く
う

。
空く

う

即そ
く

是ぜ

色し
き

。
受じ

ゆ

想そ
う

行ぎ
よ
う

識し
き

亦や
く

復ぶ

如に
よ

是ぜ

。
舎し

や

利り

子し

。

是ぜ

諸し
よ

法ほ
う

空く
う

相そ
う

。
不ふ

生し
よ
う

不ふ

滅め
つ

。
不ふ

垢く

不ふ

浄
じ
よ
う

不ふ

増ぞ
う

不ふ

減げ
ん

。
是ぜ

故こ

空く
う

中ち
ゆ
う。

無む

色し
き

。
無む

受じ
ゆ

想そ
う

行ぎ
よ
う

識し
き

。
無む

眼げ
ん

耳に

鼻び

舌ぜ
つ

身し
ん

意い

。
無む

色し
き

声し
よ
う

香こ
う

味み

触そ
く

法ほ
う

。
無む

眼げ
ん

界か
い

。
乃な

い

至し

無む

意い

識し
き

界か
い

。
無む

無む

明み
よ
う。

亦や
く

無む

無む

明み
よ
う

尽じ
ん

。
乃な

い

至し

無む

老ろ
う

死し

。
亦や

く

無む

老ろ
う

死し

尽じ
ん

。
無む

苦く

集じ
ゆ
う

滅め
つ

道ど
う

。
無む

智ち

亦や
く

無む

得と
く

。
以い

無む

所し
よ

得と
く

故こ

。
菩ぼ

提だ
い

薩さ
つ

埵た

。
依え

般は
ん

若に
や

波は

羅ら

蜜み
つ

多た

故こ

。
心し

ん

無む

罣け
い

礙げ

。
無む

罣け
い

礙げ

故こ

。
無む

有う

恐く

怖ふ

。
遠お

ん

離り

〔
一い

つ

切さ
い

〕
顛て

ん

倒ど
う

夢む

想そ
う

。
究く

竟き
よ
う

涅ね

槃は
ん

。

三さ
ん

世ぜ

諸し
よ

仏ぶ
つ

。
依え

般は
ん

若に
や

波は

羅ら

蜜み
つ

多た

故こ

。
得と

く

阿あ

耨の
く

多た

羅ら

三さ
ん

藐み
や
く

三さ
ん

菩ぼ

提だ
い

。
故こ

知ち

般は
ん

若に
や

波は

羅ら

蜜み
つ

多た

。

是ぜ

大だ
い

神し
ん

咒し
ゆ

。
是ぜ

大だ
い

明み
よ
う

咒し
ゆ

。
是ぜ

無む

上じ
よ
う

咒し
ゆ

。
是ぜ

無む

等と
う

等ど
う

咒し
ゆ

。
能の

う

除じ
よ

一い
つ

切さ
い

苦く

。
真し

ん

実じ
つ

不ふ

虚こ

故こ

。

説せ
つ

般は
ん

若に
や

波は

羅ら

蜜み
つ

多た

咒し
ゆ

。

即そ
く

説せ
つ

咒し
ゆ

曰わ
つ

　

揭ぎ
や

帝て
い　

揭ぎ
や

帝て
い　

般は

羅ら

揭ぎ
や

帝て
い  

般は

羅ら

僧そ
う

揭ぎ
や

帝て
い　

菩ぼ

提じ

僧そ

莎わ

訶か

般は
ん

若に
や

波は

羅ら

蜜み
つ

多た

心し
ん

経
ぎ
よ
う

〔
読
み
下
し
文
〕

観
自
在
菩
薩
、
深じ

ん

般は
ん
に
や
は
ら
み
つ
た

若
波
羅
蜜
多
を
行
じ
し
時
、
五ご

お
ん薀

皆か
い

空く
う

な
り
と
照
見
し
て
、
一
切
の

苦
厄
を
度
し
た
ま
え
り
。
舎
利
子
よ
、
色
は
空
に
異
な
ら
ず
。
空
は
色
に
異
な
ら
ず
。
色

は
す
な
わ
ち
こ
れ
空
、
空
は
す
な
わ
ち
こ
れ
色
な
り
。
受じ

ゆ

想そ
う

行ぎ
よ
う

識し
き

も
ま
た
か
く
の
ご
と

し
。
舎
利
子
よ
、
こ
の
諸
法
は
空
相
に
し
て
、
生
ぜ
ず
、
滅
せ
ず
、
垢
つ
か
ず
、
浄
か
ら

ず
、

増
さ
ず
、
減
ら
ず
、
こ
の
故
に
、
空
の
中
に
は
、
色
も
な
く
、
受
も
想
も
行
も
識
も
な

く
、
眼
も
耳
も
鼻
も
舌
も
身
も
意
も
な
く
、
色
も
声
も
香
も
味
も
触
も
法
も
な
し
。
眼げ

ん

界か
い

も
な
く
、
乃な

い

至し

、
意
識
界
も
な
し
。
無む

明み
よ
うも

な
く
、
ま
た
、
無
明
の
尽
く
る
こ
と
も
な
し
。

乃
至
、
老
も
死
も
な
く
、
ま
た
、
老
と
死
の
尽
く
る
こ
と
も
な
し
。
苦
も
集じ

ゆ
うも

滅
も
道
も

な
く
、
智
も
な
く
、
ま
た
、
得
も
な
し
。
得
る
所
な
き
を
以
て
の
故
に
。
菩ぼ

提だ
い

薩さ
つ

埵た

は
、

般
若
波
羅
蜜
多
に
依
る
が
故
に
。
心
に
罣け

い

礙げ

な
し
。
罣
礙
な
き
が
故
に
、
恐
怖
あ
る
こ
と

な
く
、（
一
切
の
）
顛
倒
夢
想
を
遠お

ん
り離

し
て
涅
槃
を
究く

竟き
よ
うす

。
三さ

ん

世ぜ

諸
仏
も
般
若
波
羅
蜜

多
に
依
る
が
故
に
、
阿あ

耨の
く

多た

羅ら

三さ
ん

藐み
や
く

三さ
ん

菩ぼ

提だ
い

を
得
た
ま
え
り
。
故
に
知
る
べ
し
、
般
若

波
羅
蜜
多
は
こ
れ
大だ

い

神し
ん

咒し
ゆ

な
り
。
こ
れ
大だ

い

明み
よ
う

咒
な
り
。
こ
れ
無
上
咒
な
り
。
こ
れ
無む

等と
う

等ど
う

咒
な
り
。
よ
く
一
切
の
苦
を
除
き
、
真
実
に
し
て
虚
な
ら
ざ
る
が
故
に
。
般
若
波
羅
蜜

多
の
咒
を
説
く
。
す
な
わ
ち
咒
を
説
い
て
曰
わ
く
、

　

揭ぎ
や

帝て
い　

揭ぎ
や

帝て
い　

般は

羅ら

揭ぎ
や

帝て
い　

般は

羅ら

僧そ
う

揭ぎ
や

帝て
い　

菩ぼ

提じ

僧そ

莎わ

訶か

般
若
波
羅
蜜
多
心
経

〔
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
か
ら
の
現
代
語
訳
〕

　

全
知
者
で
あ
る
覚
っ
た
人
に
礼
し
た
て
ま
つ
る
。

　

求
道
者
に
し
て
聖
な
る
観
音
は
、
深
遠
な
智
慧
の
完
成
を
実
践
し
て
い
た
と
き
に
、
存

在
す
る
も
の
に
は
五
つ
の
構
成
要
素
が
あ
る
と
見
き
わ
め
た
。
し
か
も
、
か
れ
は
、
こ
れ

ら
の
構
成
要
素
が
、
そ
の
本
性
か
ら
い
う
と
、
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
見
抜
い
た
の

で
あ
っ
た
。

　

シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
よ
、

　

こ
の
世
に
お
い
て
は
、
物
質
的
現
象
に
は
実
体
が
な
い
の
で
あ
り
、
実
体
が
な
い
か
ら

こ
そ
、
物
質
的
現
象
で
（
あ
り
得
る
の
で
）
あ
る
。

　

実
体
が
な
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
物
質
的
現
象
を
離
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
物
質

的
現
象
は
、
実
体
が
な
い
こ
と
を
離
れ
て
物
質
的
現
象
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

　
（
こ
の
よ
う
に
し
て
、）
お
よ
そ
物
質
的
現
象
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
、
実
体
が
な
い

こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ
実
体
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
物
質
的
現
象
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
感
覚
も
、
表
象
も
、
意
志
も
、
知
識
も
、
す
べ
て
実
体
が
な
い

の
で
あ
る
。

　

シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
よ
。

　

こ
の
世
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
に
は
実
体
が
な
い
と
い
う
特
性
が
あ

る
。
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生
じ
た
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
滅
し
た
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
汚
れ
た
も
の
で
も
な
く
、

汚
れ
を
離
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
減
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
増
す
と
い
う
こ
と
も
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
よ
、

　

実
体
が
な
い
と
い
う
立
場
に
お
い
て
は
、
物
質
的
現
象
も
な
く
、
感
覚
も
な
く
、
表
象

も
な
く
、
意
志
も
な
く
、
知
識
も
な
い
。
眼
も
な
く
、
耳
も
な
く
、
鼻
も
な
く
、
舌
も
な

く
、
身
体
も
な
く
、
心
も
な
く
、
か
た
ち
も
な
く
、
声
も
な
く
、
香
り
も
な
く
、
味
も
な

く
、
触
れ
ら
れ
る
対
象
も
な
く
、
心
の
対
象
も
な
い
。
眼
の
領
域
か
ら
意
識
の
領
域
に
い

た
る
ま
で
こ
と
ご
と
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
さ
と
り
も
な
け
れ
ば
、）
迷
い
も
な
く
、（
さ
と
り
が
な
く
な
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、）

迷
い
が
な
く
な
る
こ
と
も
な
い
。
こ
う
し
て
、
つ
い
に
、
老
い
も
死
も
な
く
、
老
い
と
死

が
な
く
な
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
苦
し
み
も
、
苦
し
み
の
原
因

も
、
苦
し
み
を
制
す
る
こ
と
も
、
苦
し
み
を
制
す
る
道
も
な
い
。
知
る
こ
と
も
な
く
、
得

る
と
こ
ろ
も
な
い
。
そ
れ
故
に
、
得
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ら
、
諸
の
求
道
者
の
智
慧

の
完
成
に
安
ん
じ
て
、
人
は
、
心
を
覆
わ
れ
る
こ
と
な
く
住
し
て
い
る
。
心
を
覆
う
も
の

が
な
い
か
ら
、
恐
れ
が
な
く
、
顛
倒
し
た
心
を
遠
く
離
れ
て
、
永
遠
の
平
安
に
入
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
に
い
ま
す
目
ざ
め
た
人
々
は
、
す
べ
て
、
智
慧
の
完
成
に

安
ん
じ
て
、
こ
の
上
な
い
正
し
い
目
ざ
め
を
覚
り
得
ら
れ
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
人
は
知
る
べ
き
で
あ
る
。
智
慧
の
完
成
の
大
い
な
る
真
言
、
大
い
な
る
さ

と
り
の
真
言
、
無
上
の
真
言
、
無
比
の
真
言
は
、
す
べ
て
の
苦
し
み
を
鎮
め
る
も
の
で
あ

り
、
偽
り
が
な
い
か
ら
真
実
で
あ
る
と
。
そ
の
真
言
は
、
智
慧
の
完
成
に
お
い
て
次
の
よ

う
に
説
か
れ
た
。

　

ガ
テ
ー　

ガ
テ
ー　

パ
ー
ラ
ガ
ー
テ
ー　

パ
ー
ラ
サ
ン
ガ
テ
ー　

ボ
ー
デ
ィ　

ス
ヴ
ァ

ー
ハ
ー

　
（
往
け
る
者
よ
、
往
け
る
者
よ
、
彼
岸
に
往
け
る
者
よ
、
彼
岸
に
全
く
往
け
る
者
よ
、

さ
と
り
よ
、
幸
あ
れ
。）

こ
こ
に
、
智
慧
の
完
成
の
心
が
終
っ
た
。

お
わ
り
に
―
―
三
大
宗
教
の
比
較
と
総
括

　

以
上
、
宗
教
の
と
ら
え
方
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
概
観
し
た
後
、
方
法
論
的
不

可
知
論
の
立
場
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
仏
教
と
、
い
わ
ゆ
る
世
界
の
三
大

宗
教）

1
（

を
ざ
っ
と
眺
め
て
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
ま
で
の
原
稿
を
改
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
授
業
内
容
を
精
査
し
な
お
し
て
文

章
化
す
る
こ
と
で
、
私
自
身
は
ず
い
ぶ
ん
と
勉
強
に
な
り
ま
し
た
し
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
反
面
、
そ
の
と
き
ど
き
の
関
心
や
参
考
文
献
の
方
向
性
に

引
き
ず
ら
れ
て
、
記
述
の
ト
ー
ン
が
一
定
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
、
あ
る
い
は

ま
た
、
み
な
さ
ん
に
は
少
し
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、

最
低
限
、
こ
の
程
度
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
て
お
く
と
、
み
な
さ
ん
が
宗
教
に
つ
い

て
何
か
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
宗
教
に
関
わ
る
書
物
を
読
ん
だ
り
す
る
際
に
、
バ
ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
役
に
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
よ
り
掘
り
下
げ
て
勉
強
し
た

い
と
思
う
人
の
た
め
に
、
末
尾
に
文
献
リ
ス
ト
を
掲
げ
て
お
き
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。

　

最
後
に
、
こ
の
授
業
の
ま
と
め
と
し
て
、
ま
ず
は
一
神
教
的
伝
統
（
キ
リ
ス
ト
教
、
イ

ス
ラ
ム
教
）
と
仏
教
と
を
比
較
し
、
次
い
で
一
神
教
的
伝
統
内
部
で
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス

ラ
ム
教
と
を
比
較
し
て
、
三
大
宗
教
の
特
徴
を
整
理
し
た
上
で
、
改
め
て
宗
教
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

1
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教VS.

仏
教

　

す
で
に
、
第
四
章
「
仏
教
」
の
「
0
基
本
的
特
徴
と
教
典
」
の
節
で
触
れ
て
い
る
よ
う

に
、
一
神
教
的
伝
統
で
は
、
唯
一
絶
対
の
人
格
神
が
人
間
に
示
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
＝
啓
示

を
基
点
に
し
て
、
い
わ
ば
垂
直
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
が
軸
に
な
っ
て
宗
教
が
組
み
立
て
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
の
場
合
、
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
の
教
え
―
―

悟
り
の
開
き
方
を
示
す
―
―
が
出
発
点
に
な
っ
て
、
い
わ
ば
水
平
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
に
多

様
な
教
え
が
現
わ
れ
て
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
仏
滅
後
四
〇
〇
年
た
っ
て
か
ら

続
々
と
登
場
す
る
大
乗
経
典
の
存
在
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
融
通
無
碍
の
世
界

を
形
作
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
過
程
で
、
ブ
ッ
ダ
が
説
く



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅳ
―
―
仏
教
／
お
わ
り
に

三
八

無
神
論
的
な
教
え
か
ら
、
大
乗
仏
教
の
菩
薩
行
に
基
づ
く
多
神
教
的
な
教
え
が
派
生
す
る

の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
親
鸞
に
よ
る
「
絶
対
他
力
」
の
浄
土
信
仰
で
は
、
一
種

の
一
神
教
に
ま
で
辿
り
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
浄
土
真
宗
に
あ
っ
て
は
、

阿
弥
陀
如
来
の
絶
対
性
が
強
調
さ
れ
、「
神
祇
不
拝
」
―
―
阿
弥
陀
如
来
以
外
の
神
仏
は

信
仰
の
対
象
と
し
な
い
―
―
が
要
請
さ
れ
る
か
ら
で
す）

2
（

。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
仏
教
の

融
通
無
碍
の
世
界
に
は
、
無
神
論
、
多
神
教
、
一
神
教
、
い
ず
れ
の
要
素
も
含
ま
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

一
神
教
的
伝
統
で
は
、
唯
一
絶
対
の
人
格
神
へ
の
信
仰
が
、
す
べ
て
の
宗
教
的
な
営
み

の
前
提
と
な
る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
の
場
合
に
は
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
以
来
の

自
力
的
な｢

覚
」
の
宗
教
と
、
部
派
仏
教
に
お
け
る
釈
迦
崇
拝
、
さ
ら
に
大
乗
仏
教
に
お

け
る
仏
・
菩
薩
へ
の｢

信｣

の
宗
教
が
併
存
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
た
と
え
ば
大
乗
仏

教
で
も
、
坐
禅
や
禅
問
答
に
よ
る
悟
り
を
目
指
す
禅
宗
は
、｢

覚｣

の
宗
教
の
系
譜
を
受

け
継
ぐ
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、
密
教
に
お
け
る
大
日
如
来
と

の
合
一
に
よ
る
即
身
成
仏
は
、
一
種
の
神
秘
主
義
的
体
験
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ

う
に
、
信
者
の
態
度
や
あ
り
方
も
、
仏
教
は
多
様
性
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

他
方
で
、
社
会
や
政
治
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
、｢

神
の
国｣
を
目
指
し
た
キ
リ
ス
ト

教
や
、
神
の
支
配
を
実
現
す
る
ウ
ン
マ
と
し
て
展
開
し
た
イ
ス
ラ
ム
教
に
比
べ
て
、
仏
教

は
消
極
的
に
見
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
日
本
で
も
奈
良
時
代
の
鎮
護
国
家
の
仏

教
や
中
世
の
顕
密
体
制
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
治
と
の
関
わ
り
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
総
じ
て
、
仏
教
が
積
極
的
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
社
会
に
対
し
て
も
、
大
乗
仏
教
の
よ
う
に
在
家
信
者
（
一
切
衆
生
）

が
重
視
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
近
代
に
な
る
と
福
祉
な
ど
の
社
会
事
業
に
携
わ
る
仏
教
者

も
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
出
家
と
い
う
、
出
世
間
の
隠
遁
の
姿
勢
が
基
本
だ
っ

た
と
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ム
教
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
絶
対
的
な
神
が
世
界
全
体
を
支
配
す
る
と
い
う
発
想
が
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
仏
教
に
は
、
一
神
教
的
伝
統
に
比
べ
て
、
宗
教
生
活
の
多
様

性
や
、
希
薄
な
政
治
性
・
社
会
性
を
指
摘
で
き
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
両
者

が
そ
れ
ぞ
れ
前
提
し
て
い
る
超
越
性
の
程
度
の
相
違
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
第
一
章｢

宗
教
の
と
ら
え
方
」
の
「
3
宗
教
の
基
本
要
素
と
方
法
論
的
不
可

知
論
の
立
場
」
の
節
で
見
た
よ
う
に
、
宗
教
現
象
は
、｢

聖
な
る
も
の｣

と
呼
ば
れ
る
超

越
的
な
次
元
と
の
関
わ
り
で
成
立
し
ま
す
。
一
神
教
的
伝
統
で
は
、
無
か
ら
世
界
を
創
造

す
る
（creatio ex nihilo

）
唯
一
絶
対
の
人
格
神
が
す
べ
て
の
出
発
点
と
な
る
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
の
超
越
性
に
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
の

場
合
に
は
、
あ
く
ま
で
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
教
え
が
出
発
点
で
す
か

ら
、
そ
の
超
越
性
は
限
定
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
も
と
よ
り
、
方
法
論
的

不
可
知
論
の
立
場
で
は
、
眼
に
見
え
な
い
超
越
的
な
次
元
そ
の
も
の
は
考
察
の
対
象
と
は

な
り
え
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
そ
の
眼
に
見
え
る
顕
わ
れ
方
に
、
明
ら
か
な
差
異
が
見

ら
れ
る
わ
け
で
す
。

2
キ
リ
ス
ト
教VS. 

イ
ス
ラ
ム
教

　

そ
れ
で
は
、
超
越
的
な
唯
一
絶
対
の
人
格
神
へ
の
信
仰
を
前
提
と
す
る
一
神
教
的
伝
統

の
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
の
で
し

ょ
う
か
。

　

カ
ナ
ダ
出
身
の
著
名
な
宗
教
学
者
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
キ
ャ
ン
ト
ウ
ィ
ル
・
ス
ミ
ス

（1916-2000

）
は
、『
現
代
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
』（
中
村
廣
治
郎
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
、

1974

：
『
現
代
イ
ス
ラ
ム
の
歴
史 

上
下
』
と
改
題
し
て
再
刊
＝
中
公
文
庫
、1998

：
原

著
は1957

）
の
な
か
で
、
興
味
深
い
形
で
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
と
を
比
較
し
て

い
ま
す
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
よ
う
に
教
祖
や
教
典
同
士
を
比
較
す
る
こ
と
で

は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
の
構
造
は
見
え
て
こ
な
い
、
と
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
の
教
祖
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
存
在
自
体
、
神
が
地
上
に
遣
わ
し
た

最
大
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
啓
示
）
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
神
の
言
葉
＝

メ
ッ
セ
ー
ジ
そ
の
も
の
で
あ
る
コ
ー
ラ
ン
に
匹
敵
す
る
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な

視
点
に
立
つ
と
、
啓
示
（
福
音
）
の
記
録
（
伝
承
）
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
は
、
コ

ー
ラ
ン
の
神
の
言
葉
を
補
足
す
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
―
―
ス
ン
ナ
（
範
例
）
と
し
て
の
ム
ハ
ン

マ
ド
の
言
行
の
伝
承
―
―
に
対
応
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
異
邦
人
伝
道
を
通
じ
て
福
音
を
世

界
に
広
げ
た
使
徒
パ
ウ
ロ
に
は
、
神
の
言
葉
を
直
接
受
け
取
っ
て
、
こ
れ
を
人
び
と
に
伝

え
た｢

最
後
の
使
徒
ム
ハ
ン
マ
ド
」
が
対
応
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
よ
う
な
対
比
は
完
全
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
る
程
度
の
説
得
力
を
も
つ
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
両
者
に
共
通
す
る
一
神
教
的
伝
統
の
構
造
―
―
唯
一
絶
対
の
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人
格
神
が
人
間
に
示
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
＝
啓
示
を
基
点
に
し
て
、
い
わ
ば
垂
直
方
向
の
ベ

ク
ト
ル
が
軸
に
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
営
み
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
―
―
を
浮
き
彫
り

に
す
る
も
の
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
両
者
に
は
相
違
点
も
存
在
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
双
方
に
お
い
て

中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
学
問
と
し
て
は
、
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
の
性
格
付
け
を
中
心
的

な
テ
ー
マ
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
、
コ
ー
ラ
ン
に
含
ま
れ
る
行
為
規
範
を
敷
衍
し
て

シ
ャ
リ
ー
ア
を
体
系
化
す
る
イ
ス
ラ
ム
法
学
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、

神
と
人
間
と
の
あ
い
だ
を
と
り
も
つ
仲
保
者
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト
の
存
在
抜
き
に
は
成
立

し
え
な
い
キ
リ
ス
ト
教
と
、
神
の
絶
対
性
・
唯
一
性
（
タ
ウ
ヒ
ー
ド
）
を
強
調
し
、
そ
の

神
に
よ
る
世
界
の
支
配
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
と
の
差
異
を
示
す
も
の
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
西
欧
で
は
近
代
以
降
、
政
教
分
離

の
原
則
が
定
着
し
た
の
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
あ
っ
て
は
一
九
七
〇
年
代
末
以
降
、

逆
に｢

イ
ス
ラ
ム
主
義｣

が
台
頭
す
る
事
態
に
も
な
っ
た
の
で
す）

3
（

。
先
に
も
言
及
し
た
超

越
性
の
程
度
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
タ
ウ
ヒ
ー
ド
を
強
調
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
方
が

よ
り
高
い
超
越
性
を
示
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

け
れ
ど
も
、
現
実
は
そ
う
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
一
絶
対
の
人
格
神
は
、
本
来
、

有
限
な
人
間
か
ら
は
隔
絶
し
た
存
在
の
は
ず
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、
神
と
人
間
と
は

主
人
と
奴
隷
に
対
比
さ
れ
る
よ
う
な
絶
対
的
な
服
従
関
係
に
あ
り
、
イ
エ
ス
＝
キ
リ
ス
ト

の
よ
う
な
仲
保
者
の
存
在
は
、
教
義
上
あ
り
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
神
の
規
定
し

た
行
為
規
範
を
敷
衍
し
た
シ
ャ
リ
ー
ア
の
体
系
が
確
立
す
る
と
同
時
に
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

（
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
）
が
民
衆
に
も
浸
透
し
、
神
と
人
間
の
あ
い
だ
を
と
り
な
す
聖
者

崇
拝
も
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
第
三
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は

マ
イ
ナ
ー
で
あ
っ
た
神
秘
主
義
が
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
は
メ
ジ
ャ
ー
な
位
置
を
占
め

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
神
と
の
内
面
的
関
係
を
志
向
す
る
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が
、
あ
る
種

の
仲
保
者
的
な
役
割
を
果
た
し
え
た
か
ら
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

3｢

聖
な
る
も
の｣

の
超
越
性
を
め
ぐ
っ
て

　

以
上
の
比
較
を
通
じ
て
、
あ
ら
た
め
て
宗
教
と
は
何
か
、
私
な
り
に
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
す
で
に
幾
度
も
く
り
返
し
触
れ
て
き
た
と
お
り
、
お
よ
そ
宗
教
的
な
も
の

は
、｢

聖
な
る
も
の｣

の
世
界
、
こ
の
世
を
超
え
た
眼
に
見
え
な
い
世
界
の
存
在
を
前
提

し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な｢

聖
な
る
も
の｣

の
超
越
性
の
顕
わ
れ
は
、
こ
の
授
業
で

見
て
き
た
世
界
の
三
大
宗
教
の
な
か
で
も
程
度
に
差
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
い

ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
、
個
人
の
信
仰
や
救
済
の
根
拠
と
な
り
ま
す
。
眼
に
見
え
る
世
界
を

な
ん
ら
か
の
形
で
超
越
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
神
仏
は
信
仰
の
対
象
と
な
り
う
る
し
、
ま

た
現
実
の
苦
難
か
ら
救
い
出
し
て
く
れ
る
存
在
と
み
な
さ
れ
う
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
ブ

ッ
ダ
の
教
え
で
は
、
み
ず
か
ら
が
悟
り
を
開
い
て
現
世
を
超
越
し
た
存
在
と
な
る
こ
と

で
、
苦
難
か
ら
脱
却
で
き
た
の
で
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
宗
教
的
な
る
も
の
は
、｢

聖
な

る
も
の｣

の
超
越
性
に
基
づ
い
て
、
人
間
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
解
決
に
向
け
ら

れ
た
営
み
―
―｢

苦
し
い
と
き
の
神
頼
み｣

の｢

呪
術
的｣

営
み
も
含
め
て
―
―
と
し
て
、

ま
ず
は
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う）

4
（

。

　

さ
ら
に｢

聖
な
る
も
の｣

の
超
越
性
は
、
単
に
個
人
的
な
信
仰
や
救
済
の
局
面
の
み
な

ら
ず
、
社
会
的
な
局
面
も
含
め
て
、
こ
の
現
実
の
世
界
を
相
対
化
す
る
支
点
と
し
て
も
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

個
人
的
な
局
面
で
あ
れ
ば
、
神
で
あ
れ
、
仏
で
あ
れ
、
こ
の
世
を
超
え
た
超
越
的
な
存

在
を
契
機
と
し
て
、
従
来
と
は
異
な
る
意
味
づ
け
を
付
与
す
る
―
―
た
と
え
ば
、
自
分
一

人
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
生
か
さ
れ
て
い

る
の
だ
、
と
い
っ
た
―
―
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
の
人
生
や
身
の
回
り
の
人
間
関
係
に
対
し

て
、
新
た
な
姿
勢
で
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

社
会
的
な
局
面
で
あ
れ
ば
、｢

聖
な
る
も
の｣

の
超
越
性
が
、
新
た
な
思
想
的
方
向
性

を
創
出
し
た
り
、
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
社
会
秩
序
の
あ
り
方
を
変
革
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ブ
ッ
ダ
は
、｢

悟
り｣

に
基
づ
く
ま
っ
た
く
新
た
な
世
界
観
を
提

示
し
、
平
等
な
サ
ン
ガ
の
創
設
を
通
じ
て
当
時
の
身
分
制
社
会
の
あ
り
方
に
一
石
を
投
じ

ま
し
た
。
ま
た
イ
エ
ス
の
教
え
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
主
義
を
批
判
し
、｢

異
邦
人｣

に

も
該
当
し
う
る
「
神
の
愛
」
と
隣
人
愛
を
説
く
こ
と
で
、
民
族
宗
教
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
教

を
超
え
出
る
潜
在
的
に
普
遍
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
ム
ハ
ン
マ
ド
の
活
動
は
、

血
縁
関
係
の
復
讐
原
理
に
基
づ
く
当
時
の
ア
ラ
ブ
の
社
会
秩
序
を
、
神
の
前
の
平
等
を
基

盤
に
し
た
ウ
ン
マ
＝
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
の
創
設
に
よ
っ
て
打
破
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
変
革
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
試
み
の
根
底
に
、
現

実
の
こ
の
世
界
を
超
え
る｢

聖
な
る
も
の｣

の
超
越
性
が
伏
在
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
す
。

こ
の
世
界
を
超
え
る
た
め
の
支
点
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
世
界
を
批
判
し
た
り
、
変
革



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅳ
―
―
仏
教
／
お
わ
り
に

四
〇

し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な｢

聖
な
る
も
の｣

の
超
越
性
は
、
変
革
の
み
な
ら
ず
、
現
状

維
持
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
破
壊
の
方
向
に
向
か
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
中

世
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
が
封
建
制
を
維
持
す
る
上
で
大
き

な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
し
、
古
典
的
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
シ
ャ
リ
ー
ア
体
系
の
確
立

は
、
ス
ン
ナ
派
的
な
社
会
秩
序
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
逆
に
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に

か
け
て
の
西
欧
社
会
に
お
け
る
宗
教
戦
争
や
、
現
代
イ
ス
ラ
ム
の｢

ジ
ハ
ー
ド
主
義
」、

あ
る
い
は
一
九
九
五
年
に
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
オ
ウ
ム
真
理
教）

5
（

な
ど

は
、
現
世
的
な
社
会
秩
序
を
破
壊
す
る
暴
力
と
し
て
顕
わ
れ
た
例
と
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、｢

聖
な
る
も
の｣

の
超
越
性
が
、
ほ
と
ん
ど
相
反
す
る
方
向
に
作
用
す

る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
そ
れ
が
、
そ
も
そ
も
眼
に
見
え
る
世
界
の
価
値
尺
度
で
は
推
し

測
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
現
世
に
お
け
る
善
悪
の
区
別
で

さ
え
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は｢

聖
な
る
も
の｣

は
超
越
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
逆
に
言
え

ば
、
現
世
の
尺
度
だ
け
で
測
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、｢

聖
な
る
も
の｣

の
超
越
性
は
現
世
を

相
対
化
す
る
支
点
に
な
り
う
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
仏
教

も
キ
リ
ス
ト
教
も
イ
ス
ラ
ム
教
も
、
当
時
の
思
想
や
社
会
の
あ
り
方
を
変
革
で
き
た
の

で
す
。
け
れ
ど
も
変
革
は
そ
れ
自
体
、
既
存
の
現
世
的
秩
序
の
破
壊
を
も
意
味
し
ま
す
。

「
ジ
ハ
ー
ド
主
義
」
や
オ
ウ
ム
真
理
教
の
暴
力
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
宗
教
が
も
つ
可
能
性
と
と
も
に
そ
の
危
険
性
を
指
摘
で
き
る
で

し
ょ
う）

6
（

。

　

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
に
両
義
的
な
宗
教
と
付
き
合
っ
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と

す
る
な
ら
ば
、
変
革
で
あ
れ
、
現
状
維
持
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
破
壊
で
あ
れ
、｢

聖
な
る

も
の｣

の
超
越
性
に
い
か
に
向
き
合
い
、
こ
れ
に
基
づ
く
相
対
化
の
支
点
を
ど
の
よ
う
に

活
か
し
て
い
け
る
の
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
実
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

註（
1
） 

た
と
え
ば
増
澤
知
子
（
秋
山
淑
子
／
中
村
圭
志
訳
）『
世
界
宗
教
の
発
明
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

普
遍
主
義
と
多
元
主
義
の
言
説
』（
み
す
ず
書
房
、2015

）
が
詳
細
に
論
証
し
た
よ
う
に
、「
世

界
宗
教
」
が
西
欧
近
代
に
お
い
て
「
発
明
」
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も

こ
の
概
念
枠
組
み
を
用
い
ず
に
現
代
の
宗
教
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
現
実
問
題
と
し
て

き
わ
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。

 

　

実
際
、「
世
界
宗
教
」
を
扱
う
著
作
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
最
近
の
例
と
し
て
は
、
た

と
え
ば
竹
沢
尚
一
郞
『
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
宗
教
史
―
―
宗
教
は
人
類
に
な
に
を
も
た
ら

し
た
の
か
』（
中
公
選
書
、2023

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
書
は
、
無
神
論
的
な
宗
教
人
類
学
の

視
点
か
ら
、
霊
長
類
学
や
考
古
学
の
最
新
の
知
見
も
援
用
し
つ
つ
、
人
類
の
起
源
か
ら
世
界

宗
教
の
成
立
、
宗
教
改
革
に
至
る
ま
で
の
宗
教
史
の
過
程
を
大
胆
に
辿
る
壮
大
な
試
み
と
し

て
興
味
深
い
。

（
2
） 

も
っ
と
も
、
阿
弥
陀
如
来
はcreatio ex nihilo

の
唯
一
絶
対
的
な
人
格
神
で
は
あ
り
え
ず
、

そ
の
点
で
は
ユ
ダ
ヤ
教
以
来
の
一
神
教
的
伝
統
と
異
質
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

さ
ら
に
実
際
に
は
、
種
々
の
神
祇
信
仰
と
の
妥
協
が
図
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

（
3
） 

そ
の
意
味
で
は
、
一
九
七
九
年
の
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
革
命
は
、
一
九
世
紀
以
来
の
植
民
地

支
配
に
よ
る
西
欧
的
価
値
観
の
く
び
き
か
ら
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
を
解
放
す
る
出
発
点
だ
っ
た

と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
4
） 

第
一
章｢

宗
教
の
と
ら
え
方
」
の｢

2
宗
教
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て｣

の
節
で
取
り
上
げ
た
、

岸
本
英
夫
に
よ
る
宗
教
の
定
義
が
想
起
さ
れ
る
。

（
5
） 

事
件
当
時
、
あ
の
よ
う
に
残
虐
な
大
量
無
差
別
殺
人
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
オ
ウ
ム
真
理
教

は
宗
教
で
は
な
い
、
と
す
る
言
説
も
多
く
見
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
皮
相
な
見
解
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
す
ぐ
後
に
見
る
よ
う
に
、｢

聖
な
る
も
の｣

の
超
越
性
は
、
現
世
の
善
悪
の
基
準

を
超
え
て
顕
わ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
6
） 

宗
教
が
も
つ
こ
の
よ
う
な
変
革
と
破
壊
と
の
相
剋
を
描
い
た
小
説
と
し
て
、
日
本
の
新
宗
教

の
一
つ
、
大
本
教
を
モ
デ
ル
に
し
た
、
高
橋
和
巳
『
邪
宗
門 

上
下
』（
河
出
文
庫
、2014

：

原
著
、
河
出
書
房
新
社
、1966

）
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
作
者
の
高
橋
和
巳
（1931-71

）
は
、

京
大
文
学
部
の
中
国
文
学
の
助
教
授
を
勤
め
な
が
ら
数
多
く
の
重
厚
な
長
編
小
説
を
発
表
し

た
異
色
の
作
家
で
あ
る
が
、
旧
制
松
江
高
校
（
島
根
大
学
法
文
学
部
・
総
合
理
工
学
部
の
前

身
）
の
最
後
の
修
了
生
で
あ
る
。
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付
：
比
較
宗
教
学
に
関
わ
る
参
考
文
献
リ
ス
ト

Ⅰ
宗
教
の
と
ら
え
方

・
脇
本
平
也
『
宗
教
学
入
門
』
講
談
社
学
術
文
庫
、1997

（
原
著
：
『
宗
教
を
語
る
』
日
新
出
版
、1983

）

・
島
薗
進
ほ
か
編
『
宗
教
学
キ
ー
ワ
ー
ド
』
有
斐
閣
、2006

・
石
井
研
士
『
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
現
代
日
本
人
の
宗
教　

増
補
改
訂
版
』
新
曜
社
、2007

・
藤
原
聖
子
『
教
科
書
の
中
の
宗
教
―
―
こ
の
奇
妙
な
実
態
』
岩
波
新
書
、2011

・
呉
茂
一
『
ギ
リ
シ
ア
神
話 
上
下
』
新
潮
文
庫
、2007

（
原
著
：
新
潮
社
、1967

）

・
廣
川
洋
一
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
―
―
初
期
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
宇
宙
自
然
と
人
間
の
探
求
』
講
談
社
学
術
文
庫
、1997

（
原
著
：
講
談
社
、1987

）

・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
（
桝
田
啓
三
郎
訳
）『
宗
教
的
経
験
の
諸
相　

上
下
』
岩
波
文
庫
、1969

（
原
著
：1903

）

・
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
（
山
﨑
亮
訳
）『
宗
教
生
活
の
基
本
形
態　

上
下
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、2014

（
原
著
：1912

）

・
岸
本
英
夫
『
宗
教
学
』
原
書
房
、2004
（
原
著
：
大
明
堂
、1961

）

・
柳
田
國
男
『
日
本
の
祭
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、2013

（
原
著
：
弘
文
堂
、1942

）

・
島
薗
進
ほ
か
編
『
宗
教
学
事
典
』
丸
善
、2010

Ⅱ
キ
リ
ス
ト
教

・
田
川
健
三
訳
『
新
約
聖
書
―
―
本
文
の
訳
』
作
品
社
、2018

・
田
川
健
三
『
書
物
と
し
て
の
新
約
聖
書
』
勁
草
書
房
、1997

・
荒
井
献
ほ
か
編
訳
『
新
約
聖
書
外
典 

ナ
グ
・
ハ
マ
デ
ィ
文
書
抄
』
岩
波
文
庫
、2022

・
田
丸
徳
善
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
」「
キ
リ
ス
ト
教
」（
岸
本
英
夫
編
『
世
界
の
宗
教
』
原
書
房
、2004

［
原
著
：
大
明
堂
、1965

］）

・
市
川
裕
『
宗
教
の
世
界
史
7
―
―
ユ
ダ
ヤ
教
の
歴
史
』
山
川
出
版
社
、2009

・
市
川
裕
『
ユ
ダ
ヤ
人
と
ユ
ダ
ヤ
教
』
岩
波
新
書
、2019

・
松
本
宣
郎
編
『
宗
教
の
世
界
史
8 　

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
1
―
―
初
期
キ
リ
ス
ト
教
～
宗
教
改
革
』
山
川
出
版
社
、2009

・
高
柳
俊
一
・
松
本
宣
郎
編
『
宗
教
の
世
界
史
9　

 

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
2
―
―
宗
教
改
革
以
降
』
山
川
出
版
社
、2009

・
廣
岡
正
久
『
宗
教
の
世
界
史
10　

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
3
―
―
東
方
正
教
会
・
東
方
諸
教
会
』
山
川
出
版
社
、2013

・
荒
井
献
『
イ
エ
ス
と
そ
の
時
代
』
岩
波
新
書
、1974

・
田
川
建
三
『
イ
エ
ス
と
い
う
男 

第
二
版
［
増
補
改
訂
版
］』
作
品
社
、2004

（
原
著
：
三
一
書
房
、1980
）

・
シ
ェ
ン
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
（
木
村
彰
一
訳
）『
ク
オ
・
ワ
デ
ィ
ス　

上
中
下
』
岩
波
文
庫
、1995

・
筒
井
賢
治
『
グ
ノ
ー
シ
ス
―
―
古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
〈
異
端
思
想
〉』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、2004

・
堀
米
庸
三
『
正
統
と
異
端
―
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
の
底
流
』
中
公
文
庫
、2013

（
原
著
：
中
公
新
書
、1964

）



比
較
宗
教
学
講
義
Ⅳ
―
―
仏
教
／
お
わ
り
に

四
二

・
佐
藤
彰
一
『
宣
教
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
―
―
大
航
海
時
代
の
イ
エ
ズ
ス
会
と
托
鉢
修
道
会
』
中
公
新
書
、2018

・
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
大
塚
久
雄
訳
）『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
岩
波
文
庫
、1989

（
原
著
、1904

）

・
大
貫
隆
ほ
か
編
『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』
岩
波
書
店
、2002

Ⅲ
イ
ス
ラ
ム
教

・
井
筒
俊
彦
『
コ
ー
ラ
ン
を
読
む
』
岩
波
現
代
文
庫
、2013

（
原
著
：
岩
波
書
店
、1983

）

・
ブ
ハ
ー
リ
ー
（
牧
野
信
也
訳
）『
ハ
デ
ィ
ー
ス　

イ
ス
ラ
ー
ム
伝
承
集
成
』
全
6
巻
、
中
公
文
庫
、2001

・
小
杉
泰
編
訳
『
ム
ハ
ン
マ
ド
の
こ
と
ば
―
―
ハ
デ
ィ
ー
ス
』
岩
波
文
庫
、2019

・
中
村
廣
治
郎
『
イ
ス
ラ
ム
―
―
思
想
と
歴
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、2012

（
原
著
：
東
大
Ｕ
Ｐ
選
書
、1977

）

・
東
長
靖
『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
と
ら
え
方
』（
世
界
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
15
）
山
川
出
版
社
、1996

・
中
村
廣
治
郎
『
イ
ス
ラ
ム
教
入
門
』
岩
波
新
書
、1998

・
井
筒
俊
彦
『
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
―
―
そ
の
根
柢
に
あ
る
も
の
』
岩
波
文
庫
、1991

（
原
著
：
岩
波
書
店
、1981

）

・
佐
藤
次
高
編
『
宗
教
の
世
界
史
11　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
1
―
―
イ
ス
ラ
ー
ム
の
創
始
と
展
開
』
山
川
出
版
社
、2010

・
小
杉
泰
編
『
宗
教
の
世
界
史
12　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
2
―
―
イ
ス
ラ
ー
ム
の
拡
大
と
変
容
』
山
川
出
版
社
、2010

・
後
藤
明
『
ム
ハ
ン
マ
ド
時
代
の
ア
ラ
ブ
社
会
』（
世
界
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
100
）
山
川
出
版
社
、2014

・
後
藤
明
『
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
史
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、2017
（
原
著
：
『
イ
ス
ラ
ー
ム
歴
史
物
語
』
講
談
社
、2001

）

・
羽
田
正
『〈
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
〉
と
は
何
か
―
―
「
新
し
い
世
界
史
」
を
描
く
』
講
談
社
学
術
文
庫
、2021

（
原
著
：
東
京
大
学
出
版
会
、2005

）

・
野
町
和
嘉
『
メ
ッ
カ
』
岩
波
新
書
、2002

・
池
内
恵
『
イ
ス
ラ
ー
ム
国
の
衝
撃
』
文
春
新
書
、2015

・
末
近
浩
太
『
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
―
―
も
う
一
つ
の
近
代
を
構
想
す
る
』
岩
波
新
書
、2018

・
八
木
久
美
子
『
慈
悲
深
き
神
の
食
卓
―
―
イ
ス
ラ
ム
を
「
食
」
か
ら
み
る
』
東
京
外
国
語
大
学
出
版
会
、2015

・
小
杉
泰
ほ
か
編
『
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
辞
典
』
岩
波
書
店
、2002

Ⅳ
仏
教

・
中
村
元
『
イ
ン
ド
思
想
史
』
講
談
社
学
術
文
庫
、2024

（
原
著
：
岩
波
書
店
、1968

）

・
高
崎
直
道
『
仏
教
入
門
』
東
大
出
版
会
、1983

・
三
枝
充
悳
『
仏
教
入
門
』
岩
波
新
書
、1990

・
末
木
文
美
士
『
思
想
と
し
て
の
仏
教
入
門
』
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、2006

・
平
川
彰
『
イ
ン
ド
仏
教
史 

上
下
』
春
秋
社
、1974

、1979

・
馬
場
紀
寿
『
初
期
仏
教
―
―
ブ
ッ
ダ
の
思
想
を
た
ど
る
』
岩
波
新
書
、2018
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・
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
（
小
谷
信
千
代
訳
）『
大
乗
仏
教
興
起
時
代　

イ
ン
ド
の
僧
院
生
活
』
春
秋
社
、2000

・
下
田
正
弘
『
仏
教
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
―
―
大
乗
経
典
の
起
源
と
形
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、2020

・
石
井
公
成
『
東
ア
ジ
ア
仏
教
史
』
岩
波
新
書
、2019

・
末
木
文
美
士
編
『
宗
教
の
世
界
史
4　

仏
教
の
歴
史
2
―
―
東
ア
ジ
ア
』
山
川
出
版
社
、2018

・
船
山
徹
『
仏
典
は
ど
う
漢
訳
さ
れ
た
の
か
―
―
ス
ー
ト
ラ
が
経
典
に
な
る
と
き
』
岩
波
書
店
、2013

・
青
木
保
『
タ
イ
の
僧
院
に
て
』
中
公
文
庫
、1979

（
原
著
：
中
央
公
論
社
、1976

）

・
末
木
文
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