
中
国
佛
教
の
研
究
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
教
義
信
仰
を
主
と
す

る
場
合
も
あ
り
↑
社
会
的
に
寺
院
僧
尼
を
廻
る
現
象
面
を
主
と
す

る
場
合
も
あ
っ
て
、
そ
の
巾
は
甚
だ
広
い
。
実
際
は
両
者
が
別
友

に
孤
立
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
教
義
信
仰
で
結
ば
れ
た
寺
院
僧

尼
が
社
会
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
区
別
は

ど
こ
ま
で
も
関
心
の
焦
点
を
ど
こ
に
お
く
か
と
い
う
こ
と
か
ら
分

れ
る
の
で
あ
り
、
互
に
他
を
離
れ
て
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
こ

と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
従
っ
て
多
く
の
大
学
で
、
教
義
信
仰
を
主

と
す
る
研
究
は
佛
教
学
科
に
入
れ
、
社
会
現
象
を
主
と
す
る
研
究

は
東
洋
史
学
科
若
し
く
は
佛
教
史
学
科
に
入
れ
、
別
女
に
講
義
さ

れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
け
れ
ど
も
↑
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
便

宜
的
一
往
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
宗
門
立

の
大
学
で
は
更
に
佛
教
学
科
を
佛
教
学
一
般
に
つ
い
て
の
講
座
と

そ
の
宗
の
宗
学
専
門
の
講
座
と
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、

中
国
佛
教
へ
の
道
し
る
、
へ
（
二
）

結
局
、
同
じ
中
国
佛
教
を
研
究
す
る
に
し
て
も
、
宗
学
内
で
研
究

す
る
者
と
、
佛
教
学
科
で
研
究
す
る
者
と
、
佛
教
史
学
科
で
研
究

す
る
者
と
三
様
に
分
れ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
そ
こ
に
研
究
の
対

象
だ
け
で
な
く
、
学
問
の
態
度
傾
向
に
も
三
つ
の
異
っ
た
も
の
が

起
っ
て
く
る
。
宗
学
と
し
て
研
究
す
る
者
は
、
伝
統
の
重
視
に
伽

し
て
自
分
を
与
え
ら
れ
た
教
義
の
中
へ
初
か
ら
没
入
し
て
し
ま
う

か
ら
、
客
観
的
に
批
判
の
眼
を
以
て
見
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
。

自
然
、
客
観
的
な
歴
史
の
解
明
と
い
う
見
地
か
ら
は
遠
ざ
か
る
で

あ
ろ
う
。
宗
教
は
客
観
的
に
批
判
さ
れ
歴
史
的
に
あ
と
づ
け
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
に
於
て
の
み
そ
の
使
命
を
全
う
す
る
も
の
と
は
き

め
ら
れ
な
い
か
ら
、
宗
学
が
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
喪
う
も

の
で
は
な
い
。
然
し
余
り
に
宗
学
内
で
の
歴
史
を
固
執
す
る
と
、

独
善
偏
見
に
よ
る
牽
強
附
会
の
説
に
陥
り
、
欠
点
や
短
所
に
対
し

て
は
一
切
目
を
覆
う
の
弊
が
起
ら
ぬ
と
は
限
ら
ぬ
。
次
に
佛
教
学

横
超
慧
日
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科
で
は
、
教
義
信
仰
を
主
と
す
る
か
ら
ど
う
し
て
も
経
論
の
研
究

が
主
と
な
る
が
、
こ
の
部
門
で
は
ど
う
か
す
る
と
教
義
書
の
解
読

だ
け
が
精
一
杯
の
仕
事
に
な
っ
て
、
古
来
の
術
語
を
襲
用
し
自
分

に
も
よ
く
消
化
で
き
ぬ
ま
ま
に
、
い
つ
ま
で
も
そ
れ
か
ら
脱
皮
し

よ
う
と
せ
ぬ
安
易
さ
に
落
着
き
勝
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
少
数
の
思

想
家
・
哲
学
者
だ
け
の
説
を
自
分
に
可
能
な
限
り
の
合
理
性
に
於

て
理
解
し
、
そ
の
中
に
秘
め
ら
れ
た
宗
教
的
意
義
が
住
友
に
し
て

見
失
わ
れ
る
。
正
依
の
経
論
が
あ
り
思
想
の
先
駆
者
が
あ
れ
ば
、

必
然
的
に
某
女
の
理
論
体
系
が
で
て
く
る
よ
う
に
考
え
、
歴
史
的

流
れ
の
中
か
ら
宗
教
の
動
き
を
と
ら
え
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
は
し

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
大
衆
は
置
き
忘
れ
ら
れ
、
社
会
と

遊
離
し
た
抽
象
論
だ
け
が
議
せ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら

ば
東
洋
史
学
科
や
佛
教
史
学
科
で
は
ど
う
か
。
も
ち
ろ
ん
中
国
史

の
中
で
の
佛
教
に
関
す
る
諸
現
象
が
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
思
想
や
信
仰
と
い
う
も
の
で
動
い
て
い
る
人
女
や
事
象
を
論

ず
る
の
に
、
そ
の
思
想
信
仰
が
ど
ん
な
内
容
の
も
の
で
あ
り
ど
う

い
う
伝
統
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
知
っ
て
と
り
か
か
ら
ぬ
と
↑

人
間
の
歴
史
に
は
な
ら
ぬ
と
い
う
危
険
が
あ
る
。
浄
土
教
は
何
を

理
想
と
し
禅
は
ど
ん
な
生
活
態
度
を
期
し
て
い
る
の
か
を
考
え
な

い
で
↑
そ
れ
ら
に
関
し
た
現
象
の
意
義
が
ど
う
し
て
正
確
に
の
み

こ
め
よ
う
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
そ
う
し
た
弊
が
往
友
に
し
て
み

と
め
ら
れ
る
。
佛
教
思
想
の
理
解
程
度
如
何
に
よ
っ
て
、
そ
の
人

の
史
学
的
研
究
の
進
み
に
も
限
度
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
学
科
別
に
分
け
る
こ
と
は
あ
く
ま
で

も
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
佛
教
の
教
義
を
学
ぼ
う
と
す
る

人
も
中
国
の
一
般
的
歴
史
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
を
欠
い
て
は
な

ら
ぬ
し
、
佛
教
史
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
も
教
義
信
仰
に
つ
い
て
で

き
る
だ
け
深
い
素
養
を
持
つ
よ
う
に
留
意
し
て
頂
き
た
い
。
こ
ん

な
こ
と
は
自
明
の
道
理
で
、
今
こ
と
新
し
く
喋
女
す
る
の
が
お
か

し
い
位
で
あ
る
が
、
現
実
は
や
は
り
そ
れ
を
強
調
し
て
お
く
必
要

を
覚
え
る
の
で
敢
て
冒
頭
に
こ
の
こ
と
を
特
記
し
た
。

先
ず
初
め
に
着
手
と
し
て
、
印
度
佛
教
史
と
中
国
佛
教
史
の
概

説
書
を
読
む
に
は
ど
ん
な
書
が
あ
る
か
。
さ
し
あ
た
り
、
龍
山
章

真
氏
の
「
印
度
佛
教
史
概
説
」
（
法
蔵
館
）
と
道
端
良
秀
博
士
の

「
中
国
佛
教
史
」
（
法
蔵
館
）
と
が
よ
か
ろ
う
。
日
本
の
佛
教
に
つ

い
て
は
、
圭
室
諦
成
博
士
の
「
日
本
佛
教
史
概
説
」
（
理
想
社
）
等

が
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
少
し
簡
単
な
も
の
に
、
塚
本
善
隆
博

士
等
四
氏
の
共
著
に
な
る
「
佛
教
史
概
説
中
国
編
」
（
平
楽
寺
書
店
）

や
龍
谷
大
学
編
の
「
日
本
佛
教
史
」
（
百
華
苑
）
な
ど
が
あ
り
、
又

佛
教
を
印
度
思
想
史
全
体
の
上
か
ら
眺
め
た
も
の
と
し
て
、
中
村

元
博
士
の
「
イ
ン
ド
思
想
史
」
（
岩
波
全
書
）
の
好
著
が
あ
る
。
こ
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書
の
一
と
し
て
「
支
那
の
佛
教
」
（
三
省
堂
）
と
い
う
小
著
を
出
さ

れ
た
。
こ
れ
は
支
那
の
佛
教
思
想
と
支
那
佛
教
史
と
の
二
部
よ
り

成
り
、
前
者
は
伝
訳
論
・
立
宗
論
・
教
判
論
。
心
識
論
・
法
界
諭

・
中
道
論
・
佛
性
論
。
修
道
論
。
成
道
論
の
九
章
よ
り
成
り
、
後

者
は
準
備
（
漢
三
国
）
。
研
究
（
南
北
朝
）
・
建
設
（
晴
唐
半
）
・
実
行
（
唐

半
五
代
）
・
継
紹
（
未
以
後
）
の
五
章
よ
り
成
る
。
他
の
多
く
の
歴

史
書
が
、
高
僧
伝
や
八
宗
綱
要
を
と
り
あ
わ
せ
た
よ
う
な
傾
向
の

強
い
も
の
で
あ
っ
た
の
に
比
し
、
こ
れ
は
佛
教
の
経
論
は
も
と
よ

り
中
国
の
実
地
を
踏
査
し
て
史
蹟
文
物
に
接
し
、
且
つ
儒
教
や
道

教
に
も
深
い
造
詣
を
持
た
れ
た
上
で
の
広
い
視
野
に
立
っ
て
の
講

れ
ら
の
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
佛
教
史
に
つ
い
て
は
何
れ
も
他

に
詳
細
な
研
究
害
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
繁
簡
よ
る
し
き
を
得
て
、

入
門
吉
と
し
て
の
配
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
点
で
、
前
記
の
三
書
な

ど
は
先
ず
最
初
に
目
を
通
す
霧
へ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
中
国
佛

教
史
と
し
て
は
、
私
ど
も
の
学
生
時
代
、
境
野
黄
洋
博
士
の
「
支

那
佛
教
史
綱
」
（
森
江
書
店
）
が
最
も
広
く
読
ま
れ
、
次
い
で
同
博

士
の
「
支
那
佛
教
史
講
話
」
三
冊
・
共
立
社
）
、
「
支
那
佛
教
精
史
」
、

伊
藤
義
賢
博
士
の
「
支
那
佛
教
正
史
」
（
竹
下
学
寮
出
版
部
）
な
ど

が
あ
り
、
後
に
は
宇
井
伯
寿
博
士
の
「
支
那
佛
教
史
」
（
岩
波
全
書
）

な
ど
も
出
た
。
何
れ
も
人
物
や
文
献
中
心
の
歴
史
で
あ
る
。
常
盤

大
定
博
士
は
東
京
大
学
佛
教
青
年
会
の
編
集
に
よ
る
青
年
佛
教
叢

義
で
あ
る
。
常
盤
博
士
は
「
支
那
佛
教
の
研
究
」
（
春
秋
社
）
と
題

す
る
論
文
集
を
生
前
三
冊
公
に
さ
れ
た
が
、
そ
の
第
三
冊
に
は
「
中

国
佛
教
史
概
説
」
「
中
国
佛
教
の
特
色
」
「
中
国
佛
教
の
烏
蠅
的
素

描
」
等
の
諸
篇
が
収
録
さ
れ
た
。
み
な
異
色
あ
る
も
の
と
し
て
示

唆
す
る
所
多
き
論
文
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
常
盤
博
士
に
は
遺
跡

の
上
か
ら
佛
教
史
を
開
明
せ
ん
と
し
た
「
支
那
佛
教
史
」
（
雄
山
閣
）

の
稿
が
東
洋
史
講
座
の
第
十
二
巻
に
入
っ
て
お
り
、
他
者
の
追
随

を
許
さ
ぬ
所
が
公
に
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
諸
害
二
三
に
目
を
通
し
漢
文
も
多
少
読
め
る
よ
う
に
な

っ
た
な
ら
ば
、
中
国
で
の
出
版
で
あ
っ
て
中
国
文
に
慣
れ
ぬ
間
は

一
寸
骨
が
折
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
北
京
大
学
の
副
学
長
を
し
て

お
ら
れ
た
湯
用
形
氏
の
「
漢
魏
両
晋
南
北
朝
佛
教
史
」
（
二
冊
・
商

務
印
害
館
）
を
是
非
勧
め
た
い
・
標
題
の
通
り
、
漢
魏
両
晋
南
北
朝

の
時
期
を
限
っ
て
の
佛
教
史
で
あ
り
、
佛
教
が
隆
盛
の
絶
頂
に
達

し
た
階
・
唐
時
代
及
び
そ
の
後
の
五
代
・
宋
・
元
等
の
状
況
に
は

論
じ
及
ん
で
い
な
い
。
全
体
を
二
十
章
に
分
ち
、
中
に
は
「
釈
道

安
」
だ
と
か
「
釈
慧
遠
」
だ
と
か
「
竺
道
生
」
だ
と
か
い
う
よ
う
に
、

重
要
な
人
物
に
関
し
て
は
そ
の
人
を
中
心
に
し
て
夫
禽
一
章
を
設

け
て
論
じ
て
あ
る
。
又
「
両
晋
際
の
名
僧
と
名
士
」
だ
と
か
、
「
釈

道
安
時
代
の
般
若
学
」
だ
と
か
、
「
鳩
摩
羅
什
及
び
そ
の
門
下
」

と
い
う
よ
う
に
時
代
を
一
括
し
て
大
観
し
た
章
も
あ
り
、
「
南
方
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の
浬
藥
佛
性
諸
説
」
と
か
、
「
南
朝
成
実
論
の
流
行
と
般
若
三
論

の
復
興
」
と
か
、
「
北
方
の
禅
法
・
浄
土
及
び
戒
律
」
と
い
う
よ

う
に
、
一
つ
の
課
題
若
し
く
は
関
連
の
密
接
な
二
三
の
系
統
に
対

し
て
綜
合
的
な
考
察
が
下
さ
れ
て
い
る
章
も
あ
る
。
此
は
入
門
書

で
な
く
博
引
傍
証
を
尽
く
し
た
精
密
な
研
究
害
で
あ
る
け
れ
ど
も

今
日
で
は
中
国
佛
教
研
究
者
が
必
ず
一
度
は
目
を
通
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
必
読
害
と
な
っ
て
い
る
。
唯
だ
文
化
史
の
観
点
か
ら
遺
蹟
文
物

に
論
及
し
た
り
、
各
学
派
の
教
義
信
仰
を
組
織
的
に
論
述
し
明
確

に
す
る
と
い
う
上
で
は
、
こ
の
書
の
殆
ど
触
れ
ぬ
所
で
あ
っ
た
。

故
に
そ
う
い
う
点
は
、
中
国
の
哲
学
史
・
文
学
史
・
美
術
史
等
を

参
照
し
た
り
、
経
諭
及
び
そ
れ
に
対
す
る
古
来
の
疏
釈
類
を
各
自

研
究
し
、
こ
の
歴
史
書
を
思
想
史
の
基
本
書
と
し
て
活
用
で
き
る

よ
う
に
心
が
け
る
寺
へ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
辺
で
、
中
国
佛
教
研
究
者
が
心
を
配
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
補
助
学
に
つ
い
て
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。
先
ず
、
中
国
史
の

概
説
書
を
読
む
こ
と
。
和
田
清
博
士
の
「
中
国
史
概
説
」
（
二
冊
・

岩
波
新
書
）
な
ど
を
初
め
と
し
て
、
こ
の
方
面
の
参
考
書
や
教
科

書
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
「
京
大
東
洋
史
」
（
創
元
社
）
は
全

体
が
時
代
を
追
っ
て
五
冊
に
分
冊
さ
れ
、
そ
の
各
冊
が
又
専
門
家

に
よ
っ
て
各
章
分
担
さ
れ
て
い
る
。
系
図
・
参
考
文
献
・
索
引
・

附
図
等
も
附
い
て
い
て
入
門
者
に
は
便
利
で
あ
る
。
中
国
佛
教
を

や
る
以
上
は
正
史
と
し
て
の
「
二
十
四
史
」
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な

く
な
る
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
も
追
女
深
め
、

「
二
十
二
史
割
記
」
（
三
十
六
巻
・
清
趙
翼
）
な
ど
に
も
目
を
通
し
て
史

書
を
読
む
上
で
の
基
礎
知
識
を
養
っ
て
お
き
た
い
。
但
し
そ
う
は

言
っ
て
も
、
「
二
十
四
史
」
な
ど
読
む
と
な
れ
ば
、
史
学
を
專
攻
し

た
人
で
な
い
と
手
が
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
ま
し
て
資
治
通

錐
三
九
四
巻
・
宋
司
馬
光
）
な
ど
と
う
て
い
初
か
ら
と
り
か
か
れ
る

も
の
で
な
い
か
ら
、
概
説
害
・
教
科
書
的
な
も
の
の
次
に
漢
文
に

も
習
熟
す
る
意
味
で
読
む
も
の
と
し
て
、
「
支
那
通
史
」
（
五
冊
‐

那
珂
通
世
）
な
ど
は
恰
好
な
も
の
で
な
い
か
と
思
う
。
明
治
二
十

一
年
に
出
た
耆
物
だ
か
ら
，
東
洋
史
学
が
そ
の
後
隔
世
の
進
歩
を

遂
げ
て
い
る
今
日
、
ど
う
か
と
い
う
評
も
あ
ろ
う
。
然
し
、
年
代

を
追
っ
て
宋
代
ま
で
の
史
実
を
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
手
際
は
↑
今

も
尚
尊
重
さ
れ
る
十
分
価
値
あ
る
本
だ
と
私
は
素
人
な
り
に
考
え

て
い
る
。
こ
の
吉
は
岩
波
文
庫
の
中
へ
和
田
清
博
士
の
訳
注
に
成

る
も
の
（
三
冊
）
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
東
洋
史
辞
典
や
地
図
や
年

表
な
ど
数
え
出
し
た
ら
際
限
が
な
い
が
、
一
先
ず
一
冊
の
も
の
で

す
ま
そ
う
と
い
う
な
ら
、
東
洋
史
辞
典
（
京
大
東
洋
史
研
究
室
）
が

よ
か
ろ
う
か
。
年
表
だ
け
は
ポ
ケ
ッ
ト
用
の
東
方
年
表
（
野
上
俊
静
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。
藤
島
達
朗
編
）
を
常
に
携
帯
し
て
、
面
倒
が
ら
ず
に
繰
っ
て
み
る

癖
を
つ
け
る
よ
う
に
し
た
い
。

そ
れ
か
ら
哲
学
史
に
つ
い
て
、
是
非
と
も
一
読
を
要
す
る
。
狩

野
直
喜
博
士
の
「
中
国
哲
学
史
」
（
岩
波
書
店
）
は
最
も
権
威
あ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
取
敢
ず
、
武
内
義
雄
博
士
の
「
支
那

思
想
史
」
（
岩
波
全
書
）
の
よ
う
に
簡
潔
な
本
に
よ
っ
て
、
儒
佛
道

三
教
関
係
の
大
綱
を
知
っ
て
お
く
の
も
有
利
で
あ
る
。
久
保
田
量

遠
氏
に
「
支
那
儒
佛
道
三
教
史
論
」
（
東
方
書
院
）
、
又
常
盤
大
定
博

士
に
「
支
那
に
於
け
る
佛
教
と
儒
教
・
道
教
」
（
東
洋
文
庫
論
叢
第

十
三
）
と
い
う
大
著
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
少
し
研
究
が
進

ん
だ
上
で
見
る
蕊
へ
き
も
の
。
三
教
関
係
を
知
る
た
め
に
は
、
交
渉

資
料
に
当
る
前
に
三
教
の
基
本
文
献
を
夫
女
習
学
し
て
お
い
て
か

ら
入
ら
ね
ば
駄
目
で
、
そ
う
で
な
い
と
何
時
ま
で
経
っ
て
も
暖
味

な
議
論
に
引
き
ま
わ
さ
れ
て
三
教
そ
れ
ぞ
れ
の
本
領
も
わ
か
ら
な

い
し
、
そ
れ
ら
が
互
に
錯
綜
し
た
議
論
を
繰
返
す
こ
と
の
意
味
も

わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
終
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
易
（
中
で
も
特
に

繋
辞
伝
）
や
論
語
や
老
子
・
荘
子
な
ど
を
初
め
、
主
要
な
も
の
に

つ
い
て
は
是
非
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
手
許
に
揃
え
、
日
頃
親
し
む
よ

う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
否
、
一
度
は
全
部
通
読
し
て
お
か
ね

ば
な
る
ま
い
。
引
用
さ
れ
た
辞
句
を
検
索
し
た
り
対
照
す
る
た
め

に
必
要
な
時
に
そ
の
部
分
だ
け
を
開
い
て
み
る
と
い
う
の
で
は
不

可
。
そ
れ
ら
の
参
考
書
は
今
こ
こ
に
挙
げ
ぬ
が
、
清
の
皮
錫
瑞
の

箸
に
周
予
同
氏
が
注
釈
し
た
「
経
学
歴
史
」
（
中
華
害
局
）
な
ど
、

大
い
に
た
め
に
な
る
本
で
は
な
い
か
と
思
う
。

道
教
は
佛
教
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
宗
教
で
、
古
く
は
小
柳
司

気
太
博
士
に
「
東
洋
の
思
想
と
道
教
」
（
森
北
書
店
）
や
「
道
教
概

説
」
（
世
界
文
庫
）
が
あ
り
＄
最
近
で
は
福
井
康
順
博
士
の
「
道
教

の
基
礎
的
研
究
」
（
書
籍
文
物
流
通
会
）
を
始
め
大
淵
忍
雨
・
吉
岡

義
豊
・
窪
徳
忠
等
の
諸
教
授
に
よ
り
著
友
と
力
作
が
発
表
さ
れ
て

い
る
。
然
し
初
歩
向
き
の
入
門
書
と
い
う
も
の
は
今
の
と
こ
ろ
見

当
ら
ぬ
よ
う
だ
。
宮
川
尚
志
博
士
は
「
六
朝
史
研
究
」
で
宗
教
篇

（
平
楽
寺
書
店
）
や
政
治
社
会
編
を
出
し
て
視
野
の
広
い
学
者
で
あ

る
。
同
博
士
の
「
六
朝
宗
教
史
」
（
弘
文
堂
）
は
中
国
の
宗
教
一
般

を
知
る
上
に
よ
い
参
考
書
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

文
学
史
と
し
て
は
、
長
沢
規
矩
也
博
士
に
「
支
那
文
学
概
説
」

（
法
政
大
学
出
版
局
）
が
あ
り
、
青
木
正
児
博
士
に
「
支
邦
文
学
概

説
」
（
弘
文
堂
）
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
初
歩
向
き
で
、
佛
教
を
学
ぶ

者
も
こ
の
程
度
の
こ
と
は
知
っ
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
来
は
、

佛
教
研
究
者
が
中
国
の
文
学
に
対
し
て
、
余
り
に
も
素
養
を
欠
い

て
い
た
感
が
あ
る
。
中
国
佛
教
に
対
す
る
文
学
的
考
察
が
何
と
遅

れ
て
い
る
こ
と
か
。
劉
師
培
の
「
中
国
中
古
文
学
史
講
義
」
（
人

民
文
学
出
版
社
）
は
短
い
も
の
だ
が
仲
左
し
っ
か
り
し
た
名
著
だ
と
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思
っ
た
。
進
ん
で
は
、
文
選
（
梁
昭
明
太
子
撰
、
唐
李
善
注
）
な
ど
も

此
を
骨
折
っ
て
読
め
ば
六
朝
佛
教
の
文
献
を
渉
猟
し
よ
う
と
す
る

者
に
と
っ
て
、
大
い
に
実
力
が
つ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
少
し
程
度

が
高
い
が
＄
武
内
義
雄
博
士
に
「
支
那
学
研
究
法
」
（
岩
波
書
店
）

と
い
う
本
が
あ
り
、
諸
橋
幟
次
博
士
に
も
「
経
学
研
究
序
説
」

（
目
黒
書
店
）
と
い
う
本
が
あ
る
。
専
門
的
に
し
っ
か
り
学
ぶ
た
め

に
は
必
読
の
書
だ
と
思
う
。

建
築
史
や
美
術
史
も
、
寺
塔
や
佛
像
と
の
関
係
で
見
の
が
せ
な

い
。
伊
東
忠
太
博
士
に
「
支
那
建
築
史
」
（
東
洋
史
講
座
雄
山
閻
）
と

い
う
の
が
あ
り
、
村
田
治
郎
博
士
に
「
支
那
の
佛
塔
」
（
富
山
房
）

と
い
う
本
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
平
易
で
解
り
易
い
。
常
盤
博
士
と

関
野
貞
博
士
と
が
共
著
で
公
に
さ
れ
た
「
支
那
佛
教
史
蹟
」
（
佛

教
史
蹟
研
究
会
）
並
に
「
評
解
」
は
第
六
輯
ま
で
出
た
畢
生
の
大
作

で
、
考
証
研
究
の
「
評
解
」
は
入
門
者
向
き
で
な
い
が
、
と
か
く

知
識
が
文
献
の
上
だ
け
に
限
ら
れ
勝
ち
な
中
国
佛
教
に
対
し
て
、

建
築
・
彫
刻
・
碑
文
・
地
勢
等
に
関
す
る
現
状
写
真
の
豊
富
な
紹

介
は
我
戊
に
身
近
か
な
親
し
み
を
覚
え
さ
せ
る
。
本
来
は
日
本
佛

教
の
研
究
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
土
地
を
実
地
に
歩
い
て

山
川
風
物
を
調
、
へ
遺
跡
を
探
査
し
な
け
れ
ば
十
分
な
実
感
を
持
て

な
い
の
で
あ
る
が
、
中
国
で
は
今
日
そ
れ
を
自
由
に
な
す
こ
と
が

許
さ
れ
な
い
。
又
容
易
で
な
い
。
大
正
年
間
に
当
時
と
し
て
も
決

し
て
容
易
な
こ
と
で
な
か
っ
た
が
‐
あ
ら
ゆ
る
辛
苦
を
冒
し
て
踏

査
を
敢
行
せ
ら
れ
た
博
士
の
業
績
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

博
士
に
は
、
紀
行
日
誌
の
如
き
読
み
も
の
に
、
「
支
那
佛
蹟
踏
査
・

古
賢
の
跡
へ
」
（
金
尾
文
淵
堂
）
、
「
支
那
佛
教
史
蹟
」
（
同
上
）
、
「
支

那
佛
教
史
蹟
踏
査
記
」
（
龍
吟
社
）
等
が
あ
る
。
ま
た
中
国
佛
教
の

研
究
者
に
楽
し
い
読
み
も
の
な
が
ら
研
究
意
欲
を
沸
か
せ
る
で
あ

ろ
う
。
是
非
一
読
を
勧
め
た
い
。

大
蔵
経
一
般
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る
た
め
に
読
ん
で
お
く
こ

と
も
必
要
で
あ
る
。
以
前
に
は
東
京
と
京
都
で
大
正
四
年
以
来
大

蔵
会
展
観
が
毎
年
一
回
開
か
れ
た
。
今
で
は
京
都
だ
け
に
な
っ
た

が
、
そ
こ
で
は
佛
教
関
係
の
古
写
経
・
古
版
本
が
陳
列
さ
れ
そ
の

都
度
目
録
も
出
さ
れ
て
い
る
。
平
生
こ
う
い
う
も
の
に
関
心
を
持

っ
て
機
会
あ
る
毎
に
見
る
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
い
け

な
い
。
小
川
貫
弍
教
授
の
執
筆
に
成
る
「
大
蔵
経
ｌ
成
立
と
変
遷
」

（
百
華
苑
）
は
京
都
の
大
蔵
会
が
創
立
以
来
五
十
周
年
を
迎
え
た
記

念
の
出
版
で
、
初
心
者
向
き
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
田
中
塊
堂

氏
の
「
古
写
経
綜
鑿
」
（
鵤
故
郷
舎
）
な
ど
と
併
せ
て
古
写
経
・
古

版
本
へ
の
関
心
を
深
め
さ
せ
る
に
相
違
な
い
。

概
説
書
を
或
る
程
度
読
ん
だ
な
ら
ば
、
特
殊
の
題
目
に
つ
い
て

の
研
究
書
を
渉
猟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
多
く
は
論
文
集
の
形
で

発
表
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
全
般
を
見
わ
た
す
こ
と
に
主
眼
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を
お
く
も
の
と
部
分
的
に
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
詮
索
し
た
も
の
と

が
分
れ
る
。
考
証
の
進
め
方
や
資
料
批
判
の
方
法
、
理
論
の
構
成

等
に
つ
い
て
学
ぶ
に
は
後
者
が
よ
く
、
大
局
的
観
点
か
ら
推
移
変

遷
の
跡
を
た
ど
り
出
来
る
だ
け
視
野
を
広
く
す
る
に
は
前
者
の
傾

向
の
も
の
が
よ
い
。
何
れ
に
し
て
も
＄
研
究
書
を
読
む
時
に
は
、

そ
れ
が
公
正
・
周
到
・
着
想
・
批
判
・
論
理
等
の
上
で
ど
ん
な
に

注
意
さ
れ
て
い
る
か
を
考
え
な
が
ら
読
み
、
単
に
書
か
れ
て
い
る

内
容
の
結
論
的
事
実
を
知
る
だ
け
に
止
め
て
は
な
ら
な
い
。
研
究

の
進
め
方
を
学
び
と
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
定

評
あ
る
学
者
の
権
威
あ
る
論
文
を
精
読
す
る
が
よ
い
。
徒
ら
に
新

し
い
資
料
の
み
を
漁
っ
て
も
、
自
分
自
身
の
研
究
態
度
が
確
立
せ

ぬ
限
り
は
資
料
に
圧
倒
さ
れ
て
そ
れ
を
整
理
し
駆
使
す
る
こ
と
が

で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
は
自
分
で
自
然
に
体
得
す
、
へ

き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
各
自
の
興
味
や
性
格
に
も
関
係
あ
る
こ

と
だ
か
ら
、
今
こ
れ
以
上
深
入
り
す
る
こ
と
は
止
め
る
。

前
記
道
端
博
士
の
「
中
国
佛
教
史
」
は
、
附
録
と
し
て
、
参
考

文
献
の
著
者
。
発
行
所
・
発
行
年
時
を
明
記
し
て
列
挙
し
、
又
雑

誌
や
記
念
論
文
集
に
発
表
さ
れ
た
論
文
も
事
項
の
古
い
順
に
雑
誌

名
・
著
者
名
・
発
行
年
時
が
明
示
さ
れ
五
○
○
篇
近
く
の
論
文
名

が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
先
年
龍
谷
大
学
図
書
館
の
編
纂

で
「
佛
教
学
関
係
雑
誌
論
文
分
類
目
録
」
（
百
華
苑
）
が
出
さ
れ
、

近
く
は
「
印
度
学
佛
教
学
研
究
」
だ
け
に
つ
い
て
、
論
文
総
目
次

と
著
者
名
索
引
・
項
目
索
引
を
収
め
た
も
の
が
同
学
会
か
ら
出
さ

れ
た
。
そ
う
い
う
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
も
日
本
に
お
け
る
最
近

の
学
界
の
大
勢
を
知
り
、
専
門
研
究
同
学
者
の
所
在
と
業
績
を
知

る
上
に
役
に
立
つ
。
京
都
大
学
の
人
文
科
学
研
究
所
で
は
、
昭
和

十
九
年
以
来
、
「
東
洋
学
研
究
文
献
類
目
」
を
ほ
ぼ
一
年
毎
に
ま

と
め
て
発
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
見
れ
ば
佛
教
関
係
の
部

と
併
せ
て
そ
の
他
の
関
連
諸
部
門
の
研
究
情
況
を
知
る
こ
と
も
で

き
る
。
そ
の
中
に
は
日
本
文
だ
け
で
な
く
、
中
国
文
の
も
の
、
欧

文
の
も
の
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
雑
誌
論
文
も
単
行
本
も
収
録
さ

れ
て
い
る
か
ら
学
者
に
益
す
る
所
大
で
あ
る
。

次
に
中
国
佛
教
史
を
研
究
す
る
に
は
、
近
代
の
人
の
研
究
害
・

研
究
論
文
を
読
む
の
と
同
時
に
、
古
典
と
し
て
の
必
読
基
本
典
籍

を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
以
下
そ
う
い
う
見
地
か
ら
代
表
的
な
も
の

を
紹
介
し
よ
う
。
古
い
所
で
言
え
ば
、
高
僧
伝
と
統
高
僧
伝
の
中

の
主
要
な
人
物
に
つ
い
て
目
を
通
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
「
高

僧
伝
」
（
梁
慧
皎
）
は
佛
教
初
伝
以
来
梁
代
ま
で
の
凡
そ
四
百
五
十

年
間
に
亙
る
高
僧
二
百
五
十
余
人
（
そ
の
他
附
見
の
者
二
百
余
人
）
の

伝
を
訳
経
。
義
解
。
神
異
・
習
禅
・
明
律
・
亡
身
・
詞
経
・
興
福
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・
経
師
・
唱
導
の
十
科
に
分
類
し
て
伝
記
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

道
安
・
慧
遠
・
羅
什
・
法
顕
・
僧
肇
・
竺
道
生
等
の
伝
記
は
こ
の

中
に
あ
る
。
又
「
続
高
僧
伝
」
（
唐
道
宣
）
は
そ
の
後
を
継
い
で
唐

の
貞
観
年
間
ま
で
凡
そ
百
四
十
年
間
の
高
僧
四
百
余
人
（
そ
の
他
附

伝
一
百
余
人
）
の
伝
を
同
じ
く
十
科
に
分
け
て
集
録
し
た
も
の
で
、

そ
の
中
に
は
真
諦
や
菩
提
流
文
。
玄
檗
等
の
訳
経
者
や
、
光
宅
寺

法
雲
・
浄
影
寺
慧
遠
・
曇
鶯
・
智
顎
・
吉
蔵
等
中
国
佛
教
の
代
表

的
人
物
が
多
く
載
っ
て
い
る
。
此
を
継
ぐ
も
の
が
「
宋
高
僧
伝
」

（
宋
賛
寧
）
で
あ
り
、
義
浄
・
善
無
畏
・
窺
基
・
法
蔵
・
湛
然
・
慧

能
・
道
宣
等
の
伝
記
は
こ
の
中
に
あ
る
。
対
象
が
異
る
か
ら
取
捨

す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
三
伝
の
中
の
主
要
な
も

の
に
つ
い
て
は
必
ず
目
を
通
し
、
又
梁
の
高
僧
伝
を
通
読
し
て
僧

伝
の
全
貌
を
知
っ
て
お
く
こ
と
は
有
益
だ
。
以
上
三
伝
の
中
で
続

高
僧
伝
が
一
番
文
章
難
解
で
あ
る
が
、
み
な
国
訳
一
切
経
の
中
に

入
っ
て
い
る
か
ら
、
参
照
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

高
僧
伝
と
し
て
は
今
挙
げ
た
高
僧
伝
（
十
四
巻
・
梁
高
僧
伝
）
、
統

高
僧
伝
（
三
十
巻
・
唐
高
僧
伝
）
、
大
宋
高
僧
伝
（
三
十
巻
・
宋
賛
寧
）

の
他
に
「
大
明
高
僧
伝
」
（
八
巻
・
明
如
慢
）
が
あ
っ
て
、
此
を
通

常
四
朝
高
僧
伝
と
い
う
。
以
上
四
伝
の
他
に
此
を
継
承
し
て
中
華

民
国
八
年
に
「
新
続
高
僧
伝
四
集
」
（
六
十
五
巻
・
道
階
・
職
謙
居
士

等
編
）
と
い
う
も
の
が
作
ら
れ
た
。
宋
・
遼
・
金
・
元
に
亙
る
も
の

も
あ
る
が
、
主
と
し
て
明
清
時
代
の
僧
伝
が
大
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
佛
教
の
隆
盛
は
南
北
朝
か
ら
晴
唐
時
代
に
か
け
て
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
通
常
は
初
め
の
三
伝
で
足
り
、
僧
伝
と
し
て
も
後

の
二
者
は
遙
か
に
劣
る
。
尚
こ
の
他
に
「
比
丘
尼
伝
」
（
梁
宝
唱
）

や
「
海
東
高
僧
伝
」
（
高
雁
覚
訓
）
な
ど
と
い
う
特
殊
な
も
の
も
あ

っ
て
禅
宗
の
伝
燈
法
系
を
集
録
し
た
も
の
等
を
合
す
れ
ば
＄
そ
れ

ら
に
記
載
さ
れ
る
僧
尼
の
名
は
実
に
尤
大
な
数
に
上
る
。
そ
こ
で

そ
う
い
う
多
く
の
書
物
の
中
か
ら
、
必
要
な
僧
名
伝
記
を
探
し
出

す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
略
伝
と
そ
の
出
典
を
明
記
し

た
も
の
に
、
「
僧
伝
排
韻
」
（
百
八
巻
・
日
本
堯
恕
）
と
い
う
も
の
が

あ
っ
て
、
全
体
を
韻
の
順
序
に
従
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
る
。
大
日

本
佛
教
全
書
に
入
っ
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
を
五
十
音
順
に
列
令
へ

た
索
引
が
つ
い
て
い
る
か
ら
便
利
で
あ
る
。
尚
「
支
那
佛
教
史
学
」

と
い
う
雑
誌
は
、
創
刊
号
か
ら
九
回
に
亙
っ
て
、
梁
高
僧
伝
の
索

引
を
連
載
し
た
。
出
三
蔵
記
集
・
名
僧
伝
・
弘
明
集
・
歴
代
三
宝

記
。
広
弘
明
集
等
の
関
係
資
料
を
参
照
し
て
、
梁
高
僧
伝
に
あ
る

僧
名
。
俗
人
名
・
寺
廟
・
書
名
等
の
所
在
を
大
蔵
経
中
の
頁
数
に

よ
っ
て
示
し
、
原
文
の
引
用
も
し
て
い
る
。
初
期
の
時
代
を
研
究

す
る
人
に
は
便
利
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

次
に
、
中
国
佛
教
初
期
の
思
想
資
料
と
し
て
、
出
三
蔵
記
集
と

歴
代
三
宝
紀
と
及
び
弘
明
集
・
広
弘
明
集
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
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「
出
三
蔵
記
集
」
（
十
五
巻
・
梁
僧
祐
）
は
後
漢
時
代
か
ら
梁
代
ま
で

の
問
に
翻
訳
さ
れ
た
経
律
論
等
の
目
録
で
、
併
せ
て
そ
れ
ら
の
序

や
後
記
等
を
集
録
し
、
且
つ
訳
経
関
係
者
の
伝
記
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
中
国
で
は
経
諭
が
多
く
の
人
に
よ
っ
て
随
時
持
ち
来
っ
て

随
処
で
翻
訳
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
同
じ
原
本
が
何
度
も
翻
訳
さ
れ

た
り
、
同
時
に
翻
訳
さ
れ
な
が
ら
或
る
も
の
は
盛
ん
に
研
究
さ
れ

或
る
も
の
は
殆
ど
全
く
読
ま
れ
な
か
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
り
し
て
、

そ
う
い
う
事
情
が
中
国
佛
教
思
想
の
形
成
に
重
大
な
関
係
を
及
ぼ

し
て
い
る
。
経
典
の
翻
訳
年
時
や
そ
れ
を
持
っ
て
き
た
人
の
出
身

地
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
経
典
が
何
時
頃
ど
の
地
方
で
作
ら
れ
若

し
く
は
ど
ん
な
地
方
で
行
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
上
に
、

印
度
佛
教
や
西
域
地
方
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
極
め
て
砿
要
な
資

料
を
提
供
す
る
。
だ
か
ら
訳
経
目
録
（
略
し
て
経
録
と
い
う
）
は
非

常
に
大
事
な
も
の
で
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
度
女
作
ら
れ
た
が
、

出
三
蔵
記
集
は
現
存
す
る
上
で
一
番
古
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

百
余
の
序
文
が
集
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
重
要
な
人
の
伝
記
が
載

っ
て
い
る
こ
と
と
に
よ
り
、
又
特
に
貴
重
な
価
値
を
持
つ
。
序
文

は
翻
訳
し
た
時
の
関
係
者
や
又
は
そ
れ
の
注
釈
者
な
ど
が
、
翻
訳

ま
で
の
経
緯
や
研
究
注
釈
に
至
る
事
情
を
記
述
し
て
い
る
か
ら
、

史
実
の
根
拠
と
し
て
第
一
資
料
た
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
然

し
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
経
論
の
要
旨
紹
介
や
成
立
並
び
に
研
究

の
経
路
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
点
は
、
思
想
史
若
し
く
は
研
究
史

の
上
で
も
こ
の
書
を
極
め
て
貴
重
な
資
料
た
ら
し
め
て
い
る
。
こ

う
い
う
こ
と
は
案
外
見
の
が
さ
れ
勝
ち
だ
が
、
注
意
す
、
へ
き
こ
と

だ
と
思
う
。
そ
し
て
又
そ
の
伝
記
が
量
に
於
て
は
高
僧
伝
よ
り
少

い
け
れ
ど
も
、
確
か
な
根
拠
に
立
ち
且
つ
年
代
上
最
も
早
い
も
の

で
あ
る
点
に
於
て
此
は
価
値
高
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
出
三
蔵
記
集
に
次
い
で
重
要
な
も
の
が
「
歴
代
三
宝
紀
」

（
十
五
巻
・
晴
費
長
房
）
で
、
前
者
が
南
北
朝
時
代
の
南
朝
に
重
点
を

お
く
の
に
比
し
て
こ
れ
は
北
朝
に
詳
し
く
、
然
も
北
周
の
廃
佛
と

い
う
大
事
件
の
後
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
佛
教
と
国

家
と
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
切
実
な
気
分
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。

そ
の
他
こ
の
書
は
色
女
の
点
で
特
色
が
あ
り
、
単
に
経
録
と
し

て
片
つ
け
ら
れ
る
令
へ
き
で
な
い
。
利
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
佛

救
史
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
史
学
史
上
に
も
政
治
史
上
に
も
思
想

史
上
に
も
意
外
に
収
穫
を
与
え
る
宝
庫
で
あ
る
。
経
録
と
し
て
は

後
世
の
為
の
一
基
準
と
な
っ
た
開
元
釈
教
録
（
二
十
巻
・
唐
智
昇
）

も
利
用
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

次
に
「
弘
明
集
」
（
十
四
巻
・
梁
僧
祐
）
と
「
広
弘
明
集
」
（
一
二
十

巻
。
唐
道
宣
）
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
佛
教
を
専
門
の
教
理

学
若
し
く
は
通
俗
の
庶
民
信
仰
と
し
て
見
る
外
に
、
中
国
の
智
識

人
で
あ
る
士
大
夫
階
級
の
問
へ
教
養
と
し
て
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
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て
行
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
甚
だ
重
要
な
仕
事
で
あ
る
が
、
こ

の
二
言
は
そ
う
い
う
資
料
と
し
て
最
も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
佛

教
思
想
の
担
い
手
を
＄
高
遠
な
教
義
理
論
を
説
く
各
宗
の
祖
師

や
、
行
事
・
霊
験
に
の
み
終
始
す
る
庶
民
だ
け
だ
と
考
え
て
は
、

中
国
佛
教
を
知
る
上
に
大
き
な
欠
陥
と
な
る
。
高
い
国
民
的
教
養

を
以
て
そ
の
上
に
佛
教
を
受
け
と
め
よ
う
と
し
た
士
太
夫
階
級
の

動
向
と
い
う
も
の
は
↑
そ
う
し
た
階
級
の
地
位
が
中
国
の
歴
史
上

甚
だ
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
佛
教
思
想
の
研
究
者
と
し

て
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
そ
う
い

う
点
で
、
多
く
の
非
専
門
家
の
知
識
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
論
文

Ｉ
そ
れ
は
賛
否
両
方
の
立
場
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
の
で
思
想
闘
争
の
資
料
と
言
え
る
が
↑
佛
教
側
か
ら
す
れ
ば
護

教
的
と
云
っ
て
よ
い
ｌ
を
編
纂
し
た
弘
明
集
及
び
広
弘
明
集
は
、

中
国
佛
教
研
究
者
の
絶
対
に
見
逃
せ
な
い
宝
庫
で
あ
る
。
尤
も
こ

れ
を
読
み
こ
な
す
た
め
に
は
↑
歴
史
・
文
学
・
哲
学
に
亙
り
い
わ

ゆ
る
支
那
学
の
深
い
教
養
を
必
要
と
す
る
か
ら
佛
典
の
知
識
だ

け
で
は
歯
が
立
た
ぬ
。
逆
に
又
佛
教
思
想
の
基
本
を
心
得
て
い
な

け
れ
ば
消
化
で
き
ぬ
こ
と
も
確
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
い
う
も
の

を
読
む
に
は
佛
教
学
と
支
那
学
と
の
両
方
の
学
者
の
協
力
が
一
番

効
果
的
で
あ
る
。
私
ど
も
は
十
余
年
来
、
京
都
大
学
の
人
文
科
学

研
究
所
を
中
心
に
そ
う
い
う
協
同
研
究
を
進
め
て
き
た
。
「
慧
遠

研
究
」
（
二
冊
・
木
村
英
一
編
、
創
元
社
）
や
肇
論
研
究
（
塚
本
善
隆
編
、

法
蔵
館
）
な
ど
は
そ
の
成
果
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
佛
教
史
を
通
覧
す
る
上
で
、
基
礎
知
識
を
与
え
る

も
の
と
し
て
「
僧
史
略
」
（
三
十
巻
・
宋
賛
寧
）
を
勧
め
た
い
。
こ

れ
は
宋
の
初
め
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
佛
教
の
東
伝
・
経
律
論

翻
訳
の
初
例
・
注
経
講
経
・
出
家
受
戒
・
談
論
賜
号
・
官
秩
・
結

社
等
す
べ
て
五
十
九
の
項
目
に
つ
い
て
の
制
度
を
論
述
し
た
も
の

で
あ
り
、
全
く
初
学
の
人
に
は
む
つ
か
し
い
け
れ
ど
、
本
格
的
に

中
国
佛
教
と
取
り
組
も
う
と
す
る
人
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
鍵

で
あ
る
。
著
者
賛
寧
は
、
前
に
あ
げ
た
宋
高
僧
伝
三
十
巻
の
著
者

で
、
梁
の
僧
祐
。
慧
皎
・
階
の
費
長
房
・
唐
の
道
宣
等
と
伍
し
て

屈
指
の
大
歴
史
家
で
あ
る
。
こ
の
僧
史
略
は
、
高
僧
伝
と
併
せ
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
そ
の
真
価
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
ど
う
し
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
佛
祖
統

記
」
（
五
十
四
巻
・
宋
志
磐
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
天
台
宗
の
立

場
か
ら
、
正
史
の
体
裁
に
な
ら
っ
て
編
纂
し
た
佛
教
歴
代
の
歴
史

で
、
そ
の
中
に
は
佛
伝
か
ら
始
め
て
天
台
宗
に
と
っ
て
の
印
度
と

支
那
歴
代
の
祖
師
た
ち
の
伝
記
を
挙
げ
る
他
、
浄
土
願
生
者
や
諸

宗
の
祖
師
の
こ
と
、
地
理
・
寺
塔
・
碑
文
・
故
実
。
制
度
・
典
籍

等
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
関
し
て
集
成
し
て
い
る
。
本
紀
・
世
家
・
列

伝
・
表
・
志
の
五
篇
に
分
っ
た
体
裁
は
史
記
以
下
の
正
史
に
倣
っ
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た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
法
連
通
塞
志
の
一
項
は
司
馬
温
公
の

資
治
通
鑑
に
倣
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。
法
運
通
塞
志
は
釈
迦
佛

の
降
生
か
ら
南
宋
理
宗
端
平
三
年
に
至
る
間
の
佛
教
関
係
の
史
実

を
編
年
的
に
収
録
し
た
五
巻
の
内
容
で
あ
り
㈲
佛
教
大
年
表
の
原

始
形
態
と
言
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
で
「
佛
祖
歴
代

通
載
」
（
二
十
二
巻
・
元
念
常
）
、
「
釈
氏
稽
古
略
」
（
四
巻
・
元
覚
岸
）

等
同
種
の
も
の
が
継
い
で
現
わ
れ
る
が
、
こ
う
い
う
編
年
史
の
記

録
は
佛
教
史
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
種
女
の
問
題
に
関
心
を
喚

、
、

び
起
す
っ
て
と
な
る
。
平
素
折
に
ふ
れ
て
開
い
て
み
る
な
ら
ば
、

教
義
理
論
ば
か
り
を
考
え
て
い
た
頭
脳
に
、
忘
れ
て
い
た
広
い
領

域
の
あ
る
こ
と
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
こ
と
ま
ち
が
い
な
い
。
佛
教

関
係
の
年
表
と
し
て
は
望
月
信
亨
博
士
の
「
佛
教
大
年
表
」
（
佛

教
大
辞
典
発
行
所
）
が
あ
り
、
こ
れ
も
亦
必
備
の
書
で
あ
ろ
う
。

こ
の
外
に
も
、
読
む
こ
と
を
勧
め
た
い
本
は
い
く
ら
も
あ
る
が
、

大
体
こ
こ
で
は
初
歩
入
門
者
の
た
め
の
道
し
る
管
へ
だ
か
ら
、
多
く

を
網
羅
し
た
り
研
究
的
に
詳
論
す
る
こ
と
は
わ
ざ
と
差
し
控
え
る
。

そ
れ
以
上
の
こ
と
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
参
考
書
や
書
物
を
読
ん
だ

人
な
ら
ば
、
自
然
に
自
分
で
わ
か
っ
て
来
る
は
ず
で
、
程
度
の
進

ん
だ
人
の
た
め
と
全
く
の
初
歩
の
人
の
た
め
と
を
一
諸
に
す
る
と
、

却
っ
て
混
乱
を
招
か
ぬ
と
も
限
ら
ん
の
で
↑
今
は
こ
の
辺
で
止
め

て
お
き
た
い
。
専
門
家
は
、
史
学
や
書
誌
学
の
方
か
ら
論
述
せ
ら

れ
た
「
中
国
佛
教
史
籍
概
論
」
（
陳
垣
）
な
ど
を
参
考
に
さ
れ
る
こ

と
を
希
望
す
る
。

以
上
中
国
佛
教
史
研
究
者
が
ゞ
初
に
と
り
か
か
る
入
門
書
を
若

干
紹
介
し
た
。
私
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
教
義
を
主
と
し
て
研
究

し
て
い
る
方
で
、
史
学
・
文
学
・
哲
学
等
の
い
わ
ゆ
る
支
那
学
に

つ
い
て
は
専
門
外
で
あ
る
た
め
、
学
術
の
進
歩
と
研
究
書
出
版
の

、
、

盛
ん
な
今
日
に
於
て
上
記
の
事
項
中
に
は
よ
り
適
切
な
参
考
書
を

漏
ら
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
こ
と
と
思
う
。
私
の
狭
い
経

験
に
基
く
一
つ
の
参
考
意
見
と
し
て
、
寛
恕
を
願
う
こ
と
と
し
、

以
下
今
度
は
教
義
思
想
の
方
面
で
は
何
か
ら
始
め
た
ら
よ
い
か
と

い
う
こ
と
に
移
ろ
う
。
佛
教
思
想
と
い
う
以
上
、
原
始
佛
教
か
ら

始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
佛
滅
年
代
論
や
釈
尊
の
伝
記
・
四
諦
・
十
二

因
縁
・
八
聖
道
。
三
法
印
な
ど
を
初
と
し
て
、
基
本
的
教
義
を
先

ず
確
か
め
る
べ
き
で
あ
る
。
然
し
起
源
に
洲
っ
て
本
格
的
に
学
ぶ

と
言
っ
て
も
、
自
ら
限
度
が
あ
る
。
私
は
学
生
時
代
に
最
初
日
本

佛
教
を
研
究
し
よ
う
と
思
っ
て
Ⅷ
平
安
時
代
初
頭
の
伝
教
大
師
研

究
に
と
り
か
か
っ
た
が
、
「
守
護
国
界
章
」
な
ど
を
読
ん
で
い
た
ら

唯
識
・
華
厳
・
天
台
等
へ
糊
っ
て
調
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
、

段
友
追
究
し
て
い
る
う
ち
に
、
中
国
佛
教
の
初
期
ま
で
行
っ
て
し
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ま
っ
た
。
そ
う
し
て
終
に
初
の
目
的
か
ら
は
な
れ
て
し
ま
っ
た
。

私
の
友
人
の
中
に
は
天
台
宗
を
研
究
す
る
目
的
で
法
華
経
に
着
手

し
た
が
、
原
始
佛
教
ま
で
測
っ
て
研
究
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
う

ち
に
、
そ
の
背
後
関
係
追
究
の
意
図
が
い
つ
の
間
に
や
ら
彼
を
印

度
哲
学
の
専
門
家
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
例
が
あ
る
。
源
流
を

た
ど
れ
ば
限
度
が
な
い
の
だ
し
、
又
一
人
の
人
間
で
八
方
に
目
を

く
ば
っ
て
万
全
を
期
す
る
と
い
う
わ
け
に
も
ゆ
く
ま
い
か
ら
、
或

る
程
度
で
が
ま
ん
し
、
そ
れ
以
上
は
専
門
学
者
の
業
績
を
絶
え
ず

吸
収
す
る
こ
と
に
心
懸
け
る
と
し
よ
う
。
唯
だ
原
始
佛
教
・
部
派

佛
教
・
大
乗
佛
教
・
西
域
佛
教
等
と
、
全
般
に
亙
っ
て
展
開
の
経

過
を
た
ど
り
な
が
ら
、
物
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ぬ
よ
う

に
し
た
い
も
の
だ
。
こ
の
場
合
に
於
て
も
、
大
乗
経
論
や
西
域
佛

教
に
ど
の
程
度
通
暁
し
て
い
る
か
に
従
っ
て
、
中
国
に
お
け
る
教

義
信
仰
の
味
得
に
深
浅
の
差
が
出
て
く
る
か
ら
、
梵
語
の
知
識
は

或
る
程
度
絶
対
に
必
須
で
あ
り
、
そ
れ
を
た
よ
り
に
同
じ
原
本
で

あ
り
な
が
ら
翻
訳
者
の
異
る
も
の
（
同
本
異
訳
の
経
と
い
う
）
な
ど

を
自
分
で
対
照
し
て
み
る
こ
と
な
ど
も
好
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

し
た
学
習
努
力
が
、
ど
こ
と
な
く
そ
の
人
の
佛
教
史
研
究
を
豊
か

な
も
の
と
す
る
。
然
し
そ
う
は
言
っ
て
も
最
初
か
ら
そ
ん
な
仕
事

が
誰
に
も
で
き
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
で
初
め
は
ど
う
し
て
も
教

義
の
平
易
な
入
門
書
か
ら
入
る
外
な
い
。
佛
教
学
の
教
義
概
説
害

は
従
来
公
に
さ
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
く
、
山
口
益
博
士
他
私
も

加
っ
た
四
名
で
共
著
の
「
佛
教
学
序
説
」
（
平
楽
寺
書
店
）
が
今
の
と

こ
ろ
多
く
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
今
日
で
は
各
方
面
に
多

数
の
研
究
害
や
教
科
書
が
あ
っ
て
俄
か
に
甲
乙
を
つ
け
が
た
い
溌

私
た
ち
が
学
生
時
代
に
読
ん
だ
木
村
泰
賢
博
士
の
「
原
始
佛
教
思

想
論
」
（
丙
午
出
版
社
）
は
今
で
は
一
寸
古
く
な
っ
た
と
は
い
え
、

相
変
ら
ず
佛
教
を
楽
し
く
味
解
さ
せ
る
好
著
だ
と
思
う
。
佛
教
は

理
論
と
し
て
無
理
に
詰
め
こ
む
よ
り
も
、
自
分
に
心
か
ら
納
得
し

て
か
か
る
こ
と
が
重
要
だ
。
こ
の
本
よ
り
も
も
っ
と
簡
単
に
そ
し

て
又
も
っ
と
平
易
に
要
領
を
説
い
た
も
の
と
し
て
、
私
は
や
は
り

同
博
士
の
「
印
度
哲
学
佛
教
思
想
史
」
（
甲
子
社
書
房
）
と
い
う
本
を

推
称
し
た
い
。
宇
井
伯
寿
博
士
の
「
印
度
哲
学
研
究
」
を
初
と
し
、

学
問
的
に
権
威
の
高
い
書
物
は
そ
の
他
に
い
く
ら
も
あ
る
。
然
し

今
は
あ
く
ま
で
も
＄
初
学
者
へ
の
手
引
き
と
い
う
こ
と
に
重
点
を

お
い
て
の
紹
介
で
あ
り
、
高
度
の
研
究
書
推
薦
は
こ
こ
で
の
目
的

で
な
い
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。
入
門
以
後
は
研
究
論
文
や
辞

耆
を
た
よ
り
に
、
自
分
で
道
を
探
す
労
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い

漢
文
の
古
典
的
入
門
書
と
し
て
は
、
日
本
の
鎌
倉
時
代
に
書
か

れ
た
も
の
だ
が
、
「
八
宗
綱
要
」
（
凝
然
）
に
よ
っ
て
一
度
は
各
宗

教
義
の
概
要
を
見
て
お
く
の
が
よ
か
ろ
う
。
古
来
、
天
台
四
教
儀

や
三
論
玄
義
が
多
く
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
は
共
に
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短
い
一
冊
の
本
の
中
に
、
天
台
宗
と
か
三
論
宗
と
か
い
う
特
別
な

宗
派
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
佛
教
一
般
を
学
ぶ
た
め
に
も
基
本
的

な
内
容
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
な
も
の
が
盛
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
天
台
四
教
儀
（
高
麗
諦
観
）
に
は
集
註
（
元
蒙
潤
）
だ
と
か
集

解
（
宋
従
義
）
だ
と
か
い
う
詳
細
な
註
釈
書
が
で
き
た
け
れ
ど
も
、

入
門
的
に
は
そ
う
い
う
も
の
を
見
な
い
で
、
で
き
る
だ
け
大
局
的

に
こ
の
簡
潔
な
書
物
を
通
し
て
天
台
学
の
規
模
を
つ
か
む
よ
う
に

さ
れ
た
い
。
初
か
ら
重
箱
の
隅
を
妻
楊
枝
で
つ
つ
く
よ
う
な
研
究

を
す
る
と
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
天
台
学
の
偉
大
さ
を
見
出
せ
な

い
で
終
る
か
も
知
れ
な
い
。
「
三
論
玄
義
」
（
晴
吉
蔵
）
も
註
釈
書

が
頗
る
多
い
け
れ
ど
、
金
倉
圓
照
博
士
訳
注
の
三
論
玄
義
（
岩
波

文
庫
）
は
訳
注
の
方
法
に
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
お
り
、
初
学
の
者

に
は
好
適
だ
。
私
は
前
号
の
拙
稿
中
で
、
経
や
論
や
そ
れ
ら
の
代

表
的
註
釈
書
の
名
を
列
挙
し
た
と
こ
ろ
、
一
向
初
学
者
向
き
の
手

び
き
に
な
ら
ぬ
と
い
う
不
満
を
訴
え
た
学
生
が
あ
っ
た
。
そ
う
い

え
ば
い
か
に
も
尤
も
な
次
第
だ
が
、
さ
て
適
当
な
初
学
者
向
き
の

入
門
書
は
と
考
え
て
み
る
と
、
一
向
思
い
当
る
も
の
が
な
い
。
止

む
を
得
ず
強
い
て
求
め
る
と
す
れ
ば
、
上
記
の
八
宗
綱
要
・
天
台

四
教
儀
・
三
論
玄
義
位
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
或
は
「
阿
弥
陀
経
」

だ
と
か
「
無
量
寿
経
」
だ
と
か
、
「
法
華
経
の
方
便
品
」
だ
と
か
、

「
維
摩
経
の
弟
子
品
」
だ
と
か
、
「
金
剛
般
若
経
」
だ
と
か
い
う
よ

う
に
、
身
近
か
な
短
い
経
典
か
又
は
長
い
経
の
中
の
主
要
な
一
部

だ
け
を
読
ん
で
、
徐
友
に
術
語
を
通
し
て
佛
教
の
考
え
方
を
体
得

す
る
よ
う
に
努
め
る
の
も
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
後
は
指
導
の
教

授
に
相
談
す
る
外
な
い
。
前
号
で
は
望
月
博
士
の
「
佛
教
大
辞
典
」

や
「
佛
書
解
説
大
辞
典
」
を
使
う
よ
う
に
勧
め
た
。
だ
が
ま
だ
そ

れ
ま
で
使
い
こ
な
せ
な
い
間
は
、
横
超
・
舟
橋
・
多
屋
の
三
人
で

共
編
し
た
軽
便
な
「
佛
教
学
辞
典
」
（
法
蔵
館
）
や
、
昭
和
新
墓
の
国

訳
大
蔵
経
に
附
録
と
し
て
つ
け
ら
れ
た
「
佛
典
解
説
」
（
東
方
書
院
）

と
い
う
も
の
な
ど
を
参
照
す
る
の
も
よ
い
。
佛
教
学
辞
典
の
姉
妹

篇
と
し
て
、
「
佛
教
史
辞
典
」
の
出
版
が
今
す
す
め
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
遠
か
ら
ず
研
究
者
の
方
友
に
ま
み
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

尚
最
後
に
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は

佛
教
学
の
中
で
も
禅
と
密
教
と
は
と
り
わ
け
特
殊
な
性
格
の
も
の

で
あ
る
か
ら
、
書
物
に
よ
る
知
識
の
修
得
や
理
論
的
思
索
だ
け
で

は
、
ど
う
し
て
も
真
に
迫
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
こ
と
。
こ
れ

は
師
に
つ
い
て
学
ぶ
ほ
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
今
一
つ
は
律
を
通

し
て
佛
教
徒
の
生
活
実
態
を
知
っ
て
お
く
の
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
こ
と
。
平
川
彰
博
士
の
「
原
始
佛
教
の
研
究
」
（
春
秋
社
）
な
ど

は
正
に
そ
の
よ
き
指
導
書
で
あ
り
、
漢
訳
の
聖
典
で
は
四
分
律
含

注
戒
本
（
唐
道
宣
注
）
や
梵
網
菩
薩
戒
経
の
一
読
を
勧
め
て
お
き

た
い
の
で
あ
る
。
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