
仏
教
史
上
の
或
る
人
物
の
生
涯
を
眺
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
を
遙
か
に
越
え
た
超
現
実
的
な
事
蹟
が
そ
の
人
物
に
関

し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
例
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
少
な
く
は
な
い
。
そ
の
生
涯
を
し
の
ば
せ
る
記
録
ら
し
い
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
人
物
ば

か
り
で
は
な
く
、
記
伝
が
豊
富
で
、
そ
の
行
業
の
か
な
り
の
部
分
が
史
実
と
し
て
確
実
視
さ
れ
る
人
物
の
場
合
に
も
、
そ
れ
は
見
受
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
「
南
岳
慧
思
後
身
説
」
も
、
そ
れ
に
類
す
る
事
例
で
あ
る
。

南
岳
慧
思
は
、
周
知
の
通
り
、
中
国
の
南
北
朝
時
代
の
末
期
、
陳
代
に
出
た
実
践
的
な
『
法
華
経
』
の
思
想
家
で
、
天
台
大
師
智
顔
の

師
と
し
て
名
高
く
ハ
中
国
天
台
宗
の
第
二
祖
と
仰
が
れ
る
人
物
で
あ
る
。
実
は
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
興
隆
の
源
頭
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

聖
徳
太
子
が
、
こ
の
南
岳
慧
思
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
す
る
説
、
そ
れ
が
、
「
南
岳
慧
思
後
身
説
」
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖

徳
太
子
は
南
岳
慧
思
禅
師
の
後
身
で
あ
る
と
す
る
見
方
な
の
で
あ
る
。

南
岳
慧
思
の
没
年
は
、
陳
の
太
建
九
年
（
五
七
七
）
で
あ
り
、
聖
徳
太
子
の
生
誕
は
、
こ
れ
を
遅
く
見
る
説
（
『
上
宮
法
王
帝
説
』
）
を
採

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
敏
達
天
皇
の
三
年
（
五
七
四
）
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
慧
思
の
卒
年
よ
り
も
早
く
、
す
で
に
こ
の
説
は
年
代
的
な
整

合
性
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
転
生
な
ど
と
い
う
説
そ
の

南
岳
彗
思
後
身
説

■■■■■

古
田

和

可
弘
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も
の
が
、
お
よ
そ
史
実
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
虚
構
の
伝
説
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
２

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
後
身
説
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
は
、
諸
種
の
記
録
に
照
ら
し
て

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
説
が
唱
え
出
さ
れ
た
起
源
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と

で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
説
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
諸
書
に
記
録
が
散
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
、
す
で
に
先
学
に

よ
っ
て
多
く
周
到
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ほ
ぼ
そ
の
論
議
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

①

そ
れ
ら
の
論
議
は
、
概
ね
、
そ
の
よ
う
な
伝
承
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
先
学
の
業
績
に
随
い
つ
つ
、
こ
の
後
身
説
の
伝
承
の
経
緯
を
概
観
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
注
目
さ
れ
る
の
は
鑑
真
和
上
（
六

八
八
’
七
六
三
）
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
鑑
真
の
事
蹟
を
記
し
た
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
（
七
七
九
編
纂
）
に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
遣
唐
使
に
随
っ
て
唐
に
遊
学
し
て
い
た
與
福
寺
の
栄
叡
・
普
照
ら
の
僧
が
、
帰
国
の
途
次
、
揚
州
の
大
明
寺
を
訪
れ
て

（
七
四
二
訓
そ
こ
に
止
住
し
て
い
た
鑑
真
和
上
に
、
次
の
よ
う
に
言
上
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

仏
法
東
に
流
れ
て
日
本
国
に
至
る
。
其
の
法
有
り
と
雌
も
伝
法
の
人
無
し
。
日
本
国
に
昔
、
聖
徳
太
子
有
り
て
曰
く
、
二
百
年
の
後
、

聖
教
、
日
本
に
興
ら
ん
、
と
。
今
此
の
運
に
錘
る
。
願
わ
く
は
大
和
上
、
東
遊
し
て
化
を
興
し
た
ま
わ
ん
こ
と
を
。
（
大
正
五
一
・
九

栄
叡
や
普
照
ら
は
、
日
本
の
仏
教
の
実
状
を
訴
え
、
ま
た
聖
徳
太
子
の
悲
願
と
も
い
う
蕊
へ
き
予
言
に
つ
い
て
述
べ
て
、
日
本
へ
の
伝
法
を

懇
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
大
和
上
は
、

昔
聞
く
、
南
岳
思
禅
師
、
遷
化
の
後
、
生
を
倭
国
の
王
子
に
託
し
、
仏
教
を
興
隆
し
て
、
衆
生
を
済
度
し
た
ま
え
り
と
。
（
同
右
）

と
語
っ
た
と
い
う
。
南
岳
慧
思
が
聖
徳
太
子
と
し
て
日
本
の
国
に
託
生
し
て
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
興
隆
の
機
縁
と
な
っ
た
と
述
毒
へ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
国
が
仏
教
興
隆
の
有
縁
の
国
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
東
遊
の
決
意
を
固
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

記
事
に
よ
れ
ば
、
聖
徳
太
子
の
南
岳
慧
思
後
身
説
は
、
す
で
に
、
鑑
真
の
当
時
、
唐
土
に
も
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

聖
教
、

八
八
ｂ
）



ほ
ぼ
こ
の
線
に
沿
っ
た
伝
承
が
、
伝
教
大
師
最
澄
（
七
六
七
’
八
一
三
）
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
『
顕
戒
論
』
に
よ
れ
ば
、
僧
綱

ら
が
、
「
此
の
士
に
本
よ
り
こ
の
か
た
定
を
得
た
る
人
無
し
」
と
奏
上
し
て
、
天
台
宗
を
非
難
し
た
の
に
対
し
て
、
最
澄
は
、

南
岳
大
師
、
大
唐
に
定
を
得
、
我
が
国
を
哀
感
し
て
、
生
を
王
家
に
託
し
、
仏
法
を
建
立
し
、
有
情
を
利
益
し
た
ま
え
り
。
若
し
南

岳
を
許
さ
ざ
れ
ぱ
、
深
く
僧
伝
に
背
か
ん
。
（
巻
上
、
「
開
示
大
乗
得
定
者
明
拠
」
大
正
七
四
・
五
九
八
ｂ
）

と
述
べ
て
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
が
南
岳
慧
思
禅
師
の
後
身
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
天

台
宗
に
伝
統
さ
れ
る
禅
定
の
正
当
性
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
最
澄
の
遺
弟
で
あ
る
光
定
（
七
七
九
’
八
五
三
）
は
、
そ
の
『
伝
述
一
心
戒
文
』
に
、
師
の
最
澄
が
、
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
、
四

天
王
寺
上
官
廟
に
詣
で
て
、
天
台
法
華
宗
を
伝
え
ん
こ
と
を
求
め
て
奉
っ
た
詩
と
、
そ
の
序
文
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
そ
の
詩
の
序
に
次

の
よ
う
に
あ
る
の
を
紹
介
し
て
い
る
。

今
、
我
が
法
華
の
聖
徳
太
子
は
、
即
ち
是
れ
南
嶽
慧
思
大
師
の
後
身
な
り
。
：
…
．
日
本
の
玄
孫
、
興
福
寺
の
沙
門
、
最
澄
、
愚
か

な
り
と
雌
も
我
が
師
教
を
弘
め
ん
こ
と
を
願
い
、
渇
仰
の
心
に
任
え
ず
し
て
、
謹
み
て
一
首
を
奉
る
。
…
：
．
（
巻
中
、
「
宮
中
聴
衆
安

居
講
師
申
宛
寺
家
文
」
大
正
七
四
・
六
四
七
Ｃ
）

最
澄
は
、
妙
法
の
興
隆
を
願
う
自
作
の
詩
に
、
こ
の
よ
う
な
序
文
を
付
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
に
は
、
『
法
華
経
』
の

講
説
の
ほ
か
に
、
『
勝
鬘
経
』
『
維
摩
経
』
二
経
の
講
説
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
最
澄
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
無
論
『
法
華
経
』

の
講
説
で
あ
っ
た
。
こ
の
序
文
は
、
我
が
国
に
『
法
華
経
』
を
弘
通
せ
し
め
ら
れ
た
の
は
聖
徳
太
子
で
あ
り
、
そ
の
聖
徳
太
子
は
、
実
は

天
台
宗
第
二
祖
の
南
岳
慧
思
大
師
の
再
誕
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
聖
徳
太
子
が
「
法
華
経
』
を
講
説
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
天
台
宗

を
講
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
、
南
岳
慧
思
大
師
の
門
下
に
出
た
天
台
大
師
智
顎
が
、
『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
天
台
の
宗
義
を
事

実
上
確
立
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
法
脈
に
連
な
る
自
分
（
最
澄
）
が
天
台
宗
を
弘
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
実
は
、
聖
徳

太
子
の
精
神
を
弘
め
よ
う
と
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
の
心
情
を
こ
こ
に
吐
露
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
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な
わ
ち
、
最
澄
自
身
、
聖
徳
太
子
が
南
岳
慧
思
の
後
身
で
あ
る
と
い
う
強
い
信
念
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
伝
承
の
経
緯
を
見
て
来
た
限
り
で
言
え
ば
、
聖
徳
太
子
の
南
岳
慧
思
後
身
説
は
、
古
く
鑑
真
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
て
、

そ
れ
が
『
東
征
伝
』
に
よ
っ
て
日
本
の
仏
教
界
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ま
た
後
代
の
『
顕
戒
論
』
や

『
伝
述
一
心
戒
文
』
な
ど
に
継
承
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
れ
ら
が
種
々
に
発
展
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
太

子
伝
説
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
史
実
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
後
身
説
と
い
う
よ
う
な
説
が
唱
え
出
さ
れ
た
の
は
、
一
体
、
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い

ず
れ
の
人
（
ま
た
は
人
々
）
か
の
創
作
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
説
を
創
作
す
る
心
情
、
も
し
く
は
そ
の
意
図
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
為
の
な
に
が
し
か
の
願
望
の
表
現
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
聖
徳

太
子
に
対
す
る
讃
仰
の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
極
く
通
俗
的
な
転
生
の
思
想
の
影
響
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
者
の
応
現
に
期
待

す
る
祈
願
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
法
の
根
底
に
連
な
る
と
い
う
信
念
の
共
有
に
よ
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
何
か
の
権
威

づ
け
を
求
め
る
現
実
的
な
着
想
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
ま
た
そ
れ
ら
の
複
合
的
な
作
用
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
説
が
唱
え
出
さ
れ
、
ま
た

そ
れ
が
信
じ
ら
れ
て
き
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ま
ず
は
、
合
理
精
神
の
欠
如
に
よ
る
虚
構
の
所
産
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
で
あ

ろ
う
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
不
合
理
を
承
知
の
上
で
、
敢
え
て
こ
の
説
が
唱
え
出
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
説
を

必
要
と
し
た
何
ら
か
の
具
体
的
な
事
情
が
あ
っ
、
た
に
相
違
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
説
が
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
信

じ
ら
れ
て
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
な
る
何
ら
か
の
条
件
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
事
情
な
り
、
条
件
な
り
に
つ
い
て
、
そ
の
合
理
的
な
解
明
を
試
み
る
こ
と
は
、
多
く
の
労
を
伴
う
け
れ
ど
も
不
可
能
な
こ
と
で
は

’
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な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
こ
れ
ま
で
に
、
先
学
の
苦
心
に
よ
っ
て
そ
れ
が
試
み
ら
れ
て
き
て
い
る
。
い
わ
ば
、
虚
構
の
仮
面
を
剥
が
す
作

業
が
す
で
に
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
眺
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
次
下
に
述
べ
る
よ
う

な
こ
と
ど
も
が
想
定
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

『
東
征
伝
』
の
場
合
、
鑑
真
が
未
だ
唐
に
あ
っ
た
時
代
に
、
か
ね
て
よ
り
の
伝
聞
と
し
て
こ
の
後
身
説
を
熟
知
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う

な
実
状
が
『
東
征
伝
』
に
書
き
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
書
き
振
り
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
恐
ら
く
は
そ
の
通
り
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
『
東
征
伝
』
は
、
日
本
の
真
人
元
開
（
す
な
わ
ち
淡
海
三
船
、
七
二
一
’
七
八
五
）
の
撰
述
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
先

行
す
る
鑑
真
の
伝
記
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、②

鑑
真
の
東
遊
に
際
し
て
、
こ
れ
に
随
っ
て
渡
航
し
て
来
た
台
州
開
元
寺
の
思
託
が
、
鑑
真
の
伝
記
（
す
で
に
散
逸
）
を
著
し
て
い
た
が
、

当
時
、
文
筆
を
も
っ
て
名
の
高
か
っ
た
真
人
元
開
が
、
思
託
の
要
請
を
受
け
て
こ
れ
を
整
え
直
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
い
ま
の

と
こ
ろ
が
、
別
に
思
託
の
撰
述
に
か
か
る
『
延
暦
僧
録
』
に
、
思
託
自
ら
が
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

後
に
真
和
上
、
移
り
て
唐
寺
に
住
し
た
ま
う
に
、
人
の
誘
識
を
被
る
。
思
託
、
和
上
の
行
記
を
述
べ
、
兼
ね
て
淡
海
真
人
元
開
に
諸

い
て
、
和
上
の
東
行
の
伝
筌
を
述
べ
し
む
。
（
仏
全
一
○
一
・
六
七
下
）

と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
思
託
が
『
鑑
真
伝
』
を
著
し
た
の
は
、
単
に
亡
師
の
行
徳
を
顕
彰
し
よ
う
と
し
た
ば
か
り
で

は
な
く
、
鑑
真
に
及
ん
だ
世
の
非
難
に
対
し
て
、
鑑
真
の
渡
来
の
意
義
と
そ
の
功
績
を
顕
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
非
難
に
反

論
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
恐
ら
く
は
、
そ
れ
に
説
得
力
を
増
す
必
要
か
ら
、
真
人
元
開

の
文
筆
に
期
待
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
鑑
真
の
功
績
は
律
宗
を
伝
え
て
授
戒
作
法
を
確
立
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
同
時

に
鑑
真
の
伝
え
た
仏
教
は
、
当
時
、
南
都
に
主
流
を
占
め
た
法
相
宗
の
三
乗
説
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
中
国
天
台
の
法
華
円
教
一
乗
の

伝
統
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
仏
教
を
日
本
に
伝
え
来
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
、
天
台
宗
第
二
祖
の
慧
思
禅
師
の
後
身
で
あ

。
時
、
文
筆
を
も
っ
て
名
の
高
か

『
東
征
伝
』
の
成
り
立
ち
で
あ
る
《

と
こ
ろ
が
、
別
に
思
託
の
撰
述
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り
、
同
じ
法
華
一
乗
の
教
法
の
興
隆
に
功
の
あ
っ
た
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
二
百
年
前
に
な
さ
れ
て
い
た
予
言
、
そ
の
教
法
が
東
伝
す
る
と

い
う
の
予
言
を
実
現
す
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
思
託
の
『
鑑
真
伝
』
、
お
よ
び
そ
れ
を
祖
本
と
し
て
成
っ
た
真
人
元
開
の

『
東
征
伝
』
は
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
宣
揚
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
東
征
伝
』
に
見
ら
れ
る
聖
徳
太
子
の
南
岳
慧
思
後
身
説
は
、
以
上
の
よ
う
な
現
実
的
な
必
要
性
か
ら
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
想

定
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
後
身
説
が
思
託
の
創
作
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
で

に
、
「
経
国
集
』
（
七
六
七
編
纂
）
な
ど
に
も
、
そ
れ
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
思
託
の
『
鑑
真
伝
』
に
先
立
っ
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
『
経

国
集
』
に
先
立
っ
て
、
聖
徳
太
子
と
南
岳
慧
思
と
が
す
で
に
何
ら
か
の
基
盤
に
お
い
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
伝
承
を
思
託
が
記

③

伝
の
中
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
最
澄
の
場
合
、
こ
こ
で
は
詳
述
は
省
く
が
、
す
で
に
前
掲
の
『
顕
戒
論
』
や
『
伝
述
一
心
戒
文
』
の
記
述
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

る
通
り
、
日
本
に
お
い
て
天
台
法
華
宗
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
素
懐
が
容
易
に
達
成
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
常
に
南
都
の
諸
宗
か
ら
の
非
難
を

被
っ
て
い
た
と
い
う
実
状
の
中
で
、
や
は
り
、
聖
徳
太
子
の
南
岳
慧
思
後
身
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
最
澄
が
唐
か
ら
も
た

ら
し
た
新
仏
教
で
あ
る
天
台
宗
は
、
徳
一
と
の
論
争
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
南
都
の
旧
仏
教
か
ら
の
厳
し
い
論
難
に
さ
ら

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
情
況
の
中
で
、
最
澄
お
よ
び
そ
の
一
門
は
、
一
乗
仏
教
と
し
て
の
天
台
宗
の
地
位
の
確
立
、
山
家
学

生
式
の
実
施
、
大
乗
戒
壇
の
建
立
を
悲
願
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
戒
壇
の
建
立
は
強
力
な
阻
止
に
遭
い
、
最
澄
は

『
顕
戒
論
』
を
著
し
て
反
駁
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
生
前
に
は
勅
許
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
に
、
最
澄
一
門
の
壮
志
の
実
現

は
難
渋
を
極
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
窮
状
に
あ
っ
て
、
最
澄
が
、
中
国
天
台
の
草
創
に
位
置
し
た
慧
思
が
日
本
に
応
現
し
た

と
い
う
説
を
改
め
て
確
認
し
よ
う
と
し
、
ま
た
、
日
本
仏
教
の
、
と
く
に
『
法
華
経
』
受
容
の
端
緒
と
な
っ
た
聖
徳
太
子
の
加
護
を
祈
る

の
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
事
態
の
打
開
に
、
鑑
真
の
頃
か
ら
定
説
の
よ
う
に
唱
え
ら
れ
て
き
た
こ
の

④

後
身
説
が
、
大
き
く
役
立
つ
も
の
と
期
待
さ
れ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
。
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南
岳
慧
思
後
身
説
が
唱
え
出
さ
れ
て
か
ら
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
伝
承
さ
れ
、
ま
た
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
の
か

に
つ
い
て
は
、
以
上
に
取
り
上
げ
た
一
、
二
の
典
型
に
よ
っ
て
一
瞥
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
話
が
鑑
真
に
か
か

わ
り
を
も
つ
以
前
に
、
何
故
に
南
岳
慧
思
と
聖
徳
太
子
と
が
結
び
付
け
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
必
然
性
は
、
し
か
し
、
明
ら
か
に
は
な
っ
て

は
い
な
い
。
聖
徳
太
子
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
が
仮
託
さ
れ
て
語
り
継
が
れ
る
こ
と
は
、
驚
く
雫
へ
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
に
し
て
も
、
聖
徳
太
子
が
南
岳
慧
思
に
結
び
付
け
て
見
ら
れ
た
の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
の
問
に
は
、
ど
の
よ
う
な
関
連

性
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
結
び
付
き
を
可
能
に
す
る
或
る
共
通
の
基
盤
が
両
者
に
は
あ
り
、
そ
の
共
通
性
を
基
盤
と
し
て
、

日
本
の
聖
徳
太
子
が
中
国
の
南
岳
慧
思
に
比
定
さ
れ
、
準
え
て
見
ら
れ
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
準
え
て
見
る
見
方
が
ま

ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
い
わ
ば
、
転
生
と
い
う
よ
う
な
思
想
と
結
合
し
て
、
こ
の
後
身
説
が
唱
え
出
さ
れ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
し
か
し
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
推
測
の
領
域
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

鑑
真
の
場
合
は
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
南
岳
慧
思
と
聖
徳
太
子
と
が
『
法
華
経
』
の
研
讃
と
い
う
こ
と
を
基
盤
と
し
て
結
び
付

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
慧
思
と
鑑
真
と
は
、
天
台
の
法
華
一
乗
の
教
学
に
お
い
て
連
な
り
、
さ
ら
に
、
聖
徳
太
子
と
鑑
真
と
は
、
仏
７

要
す
る
と
こ
ろ
、
聖
徳
太
子
と
南
岳
慧
思
と
を
結
び
付
け
る
風
説
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
鑑
真
の
来
朝
の
意
義
の
重
大
性

を
語
る
の
に
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
伝
承
が
、
最
澄
に
よ
る
新
仏
教
の
弘
宣
の
誓
い
が
妥
当
性
を
も
つ
と
い
う
主
張
に
援
用
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
お
よ
そ
史
実
と
は
か
け
離
れ
た
再
誕
と
い
う
よ
う
な
虚
構
の
伝
承
は
、
そ
れ
が
強
調
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
実
状
に
配
慮
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
、
一
応
は
納
得
の
で
き
る
説
明
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
後
身
転

生
と
い
う
説
の
不
合
理
さ
は
解
決
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
説
の
機
能
の
面
で
は
合
理
的
な
解
明
が
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
先
に
も
一
言
し
た
よ
う
に
、
先
学
に
よ
っ
て
重
ね
ら
れ
て
き
た
試
み
な
の
で
あ
る
。

一
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法
の
新
た
な
興
隆
に
主
導
的
に
か
か
わ
っ
た
と
い
う
点
に
共
通
性
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
聖
徳
太
子
は
、
周
知
の
通
り
、
物
部
守
屋
８

ら
の
排
仏
論
と
の
壮
絶
な
闘
い
を
経
て
、
我
が
国
に
お
け
る
仏
教
興
隆
の
、
こ
の
場
合
は
、
特
に
法
華
一
乗
仏
教
の
興
隆
の
端
緒
を
開
い

た
人
で
あ
る
。
一
方
の
鑑
真
は
、
文
字
通
り
決
死
の
覚
悟
で
授
戒
伝
法
の
た
め
に
日
本
国
に
渡
来
し
、
戒
律
に
関
し
て
空
白
と
も
い
う
べ

き
で
あ
っ
た
こ
の
地
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
辛
酸
を
経
な
が
ら
、
伝
戒
の
祖
と
し
て
の
使
命
を
全
う
し
た
の
で
あ
っ
た
。

鑑
真
を
は
じ
め
、
思
託
な
ど
一
門
の
渡
来
僧
か
ら
す
れ
ば
、
聖
徳
太
子
の
法
華
学
、
一
乗
思
想
は
、
実
質
上
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

映
っ
た
か
、
い
ま
、
そ
れ
は
し
ば
ら
く
措
く
こ
と
と
す
る
が
へ
鑑
真
の
一
門
に
と
っ
て
、
一
方
で
は
、
與
法
の
信
念
の
軌
を
一
に
し
た
こ

と
を
喜
ぶ
と
同
時
に
、
他
方
で
は
、
自
ら
の
、
聖
徳
太
子
と
の
関
わ
り
や
共
通
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
日
本
国
の
精
神
風
土
に
お
い

て
絶
大
な
権
威
と
な
り
、
朝
野
の
信
頼
を
厚
く
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
、
戒
壇
の
設
立
を
は
じ
め
、
天
台
教
学
の
紹

介
な
ど
、
旧
態
を
保
持
す
る
南
都
の
仏
教
界
に
お
い
て
新
機
軸
を
示
す
に
際
し
て
は
、
そ
れ
は
決
定
的
な
説
得
力
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た

で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
は
期
待
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
澄
の
場
合
も
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
最
澄
に
と
っ
て
は
、
聖
徳
太
子
は
日
本
仏
教
の
最
大
の
誇
り
で
あ
り
、

並
之
な
ら
ぬ
敬
愛
と
讃
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
、
太
子
の
奉
仏
の
生
涯
は
、
最
澄
自
身
に
よ
る
新
仏
教
の
建
立
と
い

う
使
命
感
と
、
法
華
一
乗
の
教
説
を
介
し
て
率
直
に
脈
絡
を
も
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
南
岳
慧
思
と
聖
徳
太
子
と
最
澄

自
身
と
、
こ
の
連
環
の
関
係
は
、
比
叡
山
独
自
の
戒
壇
の
創
設
に
よ
る
度
僧
授
戒
の
新
制
度
の
確
立
と
い
う
壮
志
の
具
体
化
、
そ
し
て
立

教
開
宗
と
い
う
こ
と
に
具
体
的
に
か
か
わ
る
現
実
面
に
お
い
て
、
や
は
り
絶
大
な
権
威
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
興
法
の
悲
願
と
、
『
法
華
経
』
に
よ
る
一
乗
仏
教
の
顕
揚
と
い
う
こ
と
と
、
こ
れ
が
、
鑑
真
と
最
澄
と
に
と
っ
て
、
南
岳

慧
思
と
聖
徳
太
子
と
を
結
び
付
け
る
共
通
項
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
鑑
真
の
場
合
と
最
澄
の
場
合
と
で
は
、
も
と

よ
り
、
二
つ
の
課
題
の
比
重
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
両
者
が
か
か
わ
っ
て
主
張
さ
れ
る
聖
徳
太
子
の
南
岳
慧
思
後
身
説
の
基
盤

と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。



と
い
う
よ
う
に
、
著
し
く
自
覚
的
な
聖
徳
太
子
と
の
か
か
わ
り
が
、
感
動
を
込
め
て
う
た
わ
れ
、
さ
ら
に
、

和
国
の
教
主
聖
徳
皇
広
大
恩
徳
謝
し
が
た
し
一
心
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り
奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ

上
宮
皇
子
方
便
し
和
国
の
有
情
を
あ
わ
れ
み
て
如
来
の
悲
願
を
弘
宣
せ
り
慶
喜
奉
讃
せ
し
む
、
へ
し
（
同
右
）

と
、
こ
れ
ま
た
深
い
感
動
を
込
め
た
讃
仰
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
讃
仰
は
、
確
か
に
鑑
真
や
最
澄
の
場
合
に
比
し
て

甚
だ
異
質
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
聖
徳
太
子
を
仰
ぐ
親
鴬
の
仰
ぎ
方
は
、
『
高
僧
和
讃
』
の
末
尾
に
、

聖
徳
太
子
敏
達
天
皇
元
年
正
月
一
日
誕
生
し
た
ま
う
仏
滅
後
一
千
五
百
二
十
一
年
に
当
た
れ
り
（
「
真
宗
聖
典
』
五
○
○
）

と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
「
末
法
」
と
い
う
時
代
認
識
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
親
鴦
の
末
法
観
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
冗
言
の
余
地
の

と
こ
ろ
が
、
も
う
一
つ
、
。
や
や
性
格
を
異
に
す
る
「
南
岳
慧
思
後
身
説
」
の
類
型
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
鴬
（
二
七
三
’
一
二
六
二
）
の

場
合
で
あ
る
。
親
鶯
と
聖
徳
太
子
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
人
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
は
格
別
の
意
義
が
存
す
る
こ
と
は
、
い
ま
多
言
を
要
す
る
ま
で
も
な
く
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

親
鶯
の
聖
徳
太
子
に
対
す
る
尊
崇
の
内
実
は
、
六
角
堂
の
夢
告
に
象
徴
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
「
和
国
の
教
主
」
と
い
う
表
現
の
中
に

端
的
に
伺
わ
れ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
壮
年
期
の
求
道
の
過
程
に
お
け
る
聖
徳
太
子
と
の
劇
的
な
避
遁
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
今
は
、

晩
年
の
『
和
讃
』
の
類
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
、
冷
静
で
し
か
も
烈
し
い
、
独
特
の
太
子
観
に
意
を
注
が
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

晩
年
の
『
和
讃
』
の
類
に
よ
っ
て
知

例
え
ば
、
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
に
、

仏
智
不
思
議
の
誓
願
を
聖

五
○
七
）

Ｐ
一
面
、

↑
〆
」
，
訂
〃

宗
聖
典
』
五
○
八
）

聖
徳
皇
の
あ
わ
れ
み
て
仏
智
不
思
議
の
誓
願
に
す
す
め
い
れ
し
め
た
ま
い
て
ぞ
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る
（
「
真

聖
徳
皇
の
め
ぐ
み
に
て

止
定
聚
に
帰
入
し
て
補
処
の
弥
勒
の
ご
と
く
な
り
（
「
真
宗
聖
典
』

９



釈
迦
牟
尼
、
法
を
説
き
て
世
に
住
し
た
も
う
こ
と
八
十
余
年
、
衆
生
を
導
利
し
た
も
う
も
、
化
縁
既
に
乾
き
て
便
ち
滅
度
を
取
り
た

も
う
。
滅
度
の
後
、
正
法
世
に
住
す
る
こ
と
五
百
歳
に
淫
り
、
正
法
減
し
已
り
て
、
像
法
世
に
住
す
る
こ
と
－
千
歳
に
逵
り
、
像
法

減
し
已
り
て
末
法
世
に
住
す
る
こ
と
－
万
年
に
連
る
。
我
、
慧
思
は
即
ち
是
れ
末
法
の
八
十
二
年
、
太
歳
乙
未
に
在
る
、
十
一
月
十

一
日
、
大
魏
国
南
豫
州
汝
陽
郡
武
津
県
に
於
い
て
生
ま
る
。
（
大
正
四
六
・
七
八
七
ａ
）

と
記
し
て
い
る
。
釈
尊
滅
後
、
正
法
か
ら
像
法
へ
、
像
法
か
ら
末
法
へ
と
、
教
法
が
廃
れ
る
次
第
を
述
べ
、
自
ら
の
出
生
が
正
し
く
そ
の

末
法
の
時
代
に
入
っ
た
直
後
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
強
烈
な
時
代
意
識
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
ら
の
生
涯
を
振
り

返
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
蹟
を
「
是
れ
末
法
の
一
百
二
十
年
な
り
」
「
是
れ
末
法
の
一
百
二
十
一
年
な
り
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
生

涯
に
お
け
る
重
要
な
行
業
を
末
法
の
紀
年
に
換
算
し
て
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
時
説
の
立
て
か
た
や
、
そ
の
換
算
の
し
か
た
な
ど
に

つ
い
て
は
、
若
干
議
論
の
余
地
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
種
の
配
慮
は
今
は
と
も
か
く
と
し
て
、
慧
思
が
自
ら
の
生
存
を
、
進
み

つ
つ
あ
る
末
法
の
年
次
に
重
ね
合
わ
せ
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
立
誓
願
文
』
は
、
こ
の
よ
う
に
緊
張

「
末
法
」
と
い
う
こ
と
へ
の
厳
し
い
自
覚
と
言
え
ば
、
南
岳
慧
思
の
時
代
認
識
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
南
岳
慧
思
（
五
一
五
’
五
七
七
）
は
、

北
斉
の
慧
文
に
師
事
し
、
自
ら
発
得
し
た
法
華
三
昧
の
法
を
天
台
智
顎
に
伝
授
し
た
人
で
あ
っ
た
。
智
顎
に
よ
っ
て
大
成
し
た
天
台
宗
は
、

そ
の
源
流
に
当
た
る
慧
文
を
初
祖
と
し
、
慧
思
を
第
二
祖
に
数
え
る
の
で
あ
る
。
慧
思
が
著
し
た
「
立
誓
願
文
』
は
、
仏
教
史
上
に
お
い

て
、
最
初
に
「
末
法
」
を
自
覚
的
に
受
け
止
め
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
生
き
方
を
烈
し
く
追
究
し
た
求
道
の
害
で
あ
る
。
し
か
も
、
す
で

に
『
立
誓
願
文
』
と
い
う
標
題
が
明
示
し
て
い
る
通
り
、
そ
れ
は
求
道
の
主
体
を
問
う
信
仰
の
書
な
の
で
あ
る
。
こ
の
『
立
誓
願
文
』
に

な
い
ほ
ど
に
ま
で
数
多
く
の
論
考
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
通
り
、
極
め
て
自
覚
的
な
、
緊
迫
し
た
時
代
意
識
な
の
で
あ
る
。
新
仏

教
の
導
入
に
際
し
て
な
さ
れ
る
、
へ
き
現
実
的
な
対
応
を
目
前
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
緊
張
し
た
着
想
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
一
個

人
の
根
源
に
直
接
に
か
か
わ
る
緊
張
な
の
で
あ
る
。

て
、

には
、
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し
た
時
代
観
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
生
を
得
た
者
の
菩
提
心
の
あ
り
よ
う
を
強
調
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
立
誓
願
文
』
や
『
続
高
僧
伝
』
（
「
慧
思
伝
」
大
正
五
○
・
五
六
二
Ｃ
ｌ
）
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
慧
思
は
、
諮
然
と
し
て
発
得
し

た
法
華
三
昧
を
通
し
て
、
末
世
に
お
け
る
菩
提
心
を
問
い
続
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
し
ば
し
ば
、
悪
論
師
や
悪
比
丘
の
妨
害
や
攻
撃
に
遭

い
、
毒
殺
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
も
一
再
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
言
う
悪
諭
師
や
悪
比
丘
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

人
々
を
指
し
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
慧
思
の
時
代
背
景
と
し
て
南
北
朝
の
仏
教
界
の
実
状
を
考
え
、
こ
れ
に
慧

思
の
強
烈
な
末
法
思
想
と
求
道
心
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
慧
思
が
被
っ
た
迫
害
の
実
態
は
ほ
ぼ
想
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
南
北
朝
の

南
朝
で
は
、
梁
の
光
宅
寺
法
雲
（
四
六
七
’
五
二
九
）
を
は
じ
め
と
す
る
三
大
法
師
を
頂
点
と
す
る
仏
教
学
が
栄
え
た
。
南
朝
の
仏
教
は
級

密
な
学
解
を
誇
っ
て
い
た
が
、
そ
の
教
学
の
主
流
は
「
浬
樂
経
』
で
あ
っ
て
、
法
雲
の
法
華
学
も
『
浬
藥
経
』
を
基
盤
と
し
て
大
成
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
慧
思
が
主
と
し
て
活
躍
し
た
の
は
北
斉
の
地
で
あ
っ
た
が
、
北
朝
で
は
、
地
論
宗
の
華
厳
思
想
が
大
き
な
勢
力
を
示
し
、

ま
た
地
論
学
派
の
『
浬
樂
経
』
研
究
が
南
地
と
は
趣
を
異
に
し
た
発
展
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
南
北
そ
れ
ぞ
れ
に
教
相
判

釈
が
発
達
し
、
諸
経
典
の
位
置
づ
け
が
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
華
厳
経
』
『
浬
樂
経
』
に
よ
っ
て
仏
教
研
究
が

或
る
秩
序
を
保
ち
、
安
定
を
示
し
て
い
た
情
況
の
中
で
、
慧
思
は
、
い
か
に
も
突
如
と
し
て
、
『
法
華
経
』
を
最
重
視
す
る
立
場
を
表
明

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
表
明
は
、
戦
闘
的
で
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
の
真
髄
は
『
法
華
経
』
で
あ
り
、
『
法
華
経
』
の

真
髄
は
法
華
三
昧
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
そ
の
立
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
慧
思
は
そ
の
「
法
華
経
安
楽
行
義
』
に
四
安
楽
行
を
説
く

中
で
、
『
智
度
論
』
所
説
の
三
忍
の
説
に
独
自
の
解
釈
を
行
な
い
、
『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
菩
薩
行
を
実
践
す
る
行
者
は
、
他
か
ら
の
迫
害

に
耐
え
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
転
じ
て
攻
撃
的
に
他
を
説
得
す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
折
伏
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法

華
三
昧
に
よ
る
信
念
と
危
機
的
な
末
法
の
自
覚
か
ら
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
南
岳
慧
思
の
生
き
方
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な

信
念
と
自
覚
と
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

親
鶯
は
、
聖
徳
太
子
の
南
岳
慧
思
後
身
説
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
に
よ
っ
て
こ
れ
を
伺
え
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ぱ
、
概
要
次
の
よ
う
な
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

聖
徳
太
子
印
度
に
て
は
勝
鬘
夫
人
と
む
ま
れ
し
む
中
夏
晨
日
一
に
あ
ら
わ
れ
て
恵
思
禅
師
と
ま
ふ
し
け
り

晨
旦
華
漢
に
お
は
し
て
は
有
情
を
利
益
せ
む
と
し
て
男
女
の
身
と
む
ま
れ
し
め
五
百
生
を
ぞ
へ
た
ま
ひ
し

仏
法
興
隆
の
た
め
に
と
て
衡
州
衡
山
に
ま
し
ま
し
て
数
十
の
身
を
へ
た
ま
ひ
て
如
来
の
遺
教
弘
興
し
き

有
情
を
済
度
せ
む
た
め
に
恵
思
禅
師
と
お
は
し
ま
す
衡
山
般
若
台
に
て
は
南
岳
大
師
と
ま
ふ
し
け
り

（
「
親
鴬
聖
人
全
集
』
二
・
二
三
二
）

い
ま
、
「
和
国
の
教
主
」
と
し
て
、
「
如
来
の
悲
願
を
弘
宣
し
」
「
仏
智
不
思
議
の
誓
願
に
す
す
め
い
れ
し
め
た
ま
え
る
」
聖
徳
太
子
は
、

印
度
に
お
い
て
は
勝
鬘
夫
人
、
中
夏
に
お
い
て
は
慧
思
禅
師
と
し
て
、
仏
法
を
興
隆
せ
し
め
、
有
情
を
済
度
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う

と
う
た
わ
れ
て
い
る
が
、
慧
思
禅
師
で
あ
っ
た
聖
徳
太
子
は
、
日
本
に
お
け
る
仏
法
興
隆
を
求
め
て
こ
の
地
に
生
ま
れ
、
守
屋
に
よ
る
仏

法
破
壊
の
策
動
に
象
徴
さ
れ
る
邪
見
に
攻
撃
を
加
え
、
戦
闘
を
交
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
末
法
の
時
期
に
入
っ
た
こ
の
国
に
如
来
の
遺
教

を
興
隆
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
、
親
鶯
の
南
岳
慧
思
後
身
説
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
親
鶯
の
着
眼

し
た
南
岳
慧
思
後
身
説
は
、
聖
徳
太
子
へ
の
単
な
る
讃
仰
で
は
な
く
、
願
望
の
表
現
で
も
な
け
れ
ば
、
転
生
の
思
想
の
継
承
で
も
な
く
、

ま
し
て
権
威
づ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
後
身
説
は
、
「
仏
智
不
思
議
の
誓
願
」
の
は
た
ら
き
と
し
て
把
握
さ
れ
て

い
る
の
で
坐
め
る

⑤

の
で
生
め
る
。
ま
た

仏
法
興
隆
せ
し
め
つ
つ

守
屋
が
邪
見
を
降
伏
し
て

如
来
の
遺
教
を
疑
誇
し

有
情
利
益
の
た
め
に
と
て
か
の
衡
山
よ
り
い
で
皇
こ
の
日
域
に
い
り
た
ま
ふ

仏
法
の
威
徳
を
あ
ら
わ
せ
り
い
ま
に
教
法
ひ
ろ
ま
り
て
安
養
の
往
生
さ
か
り
な
り

方
便
破
壊
せ
む
も
の
は
弓
削
の
守
屋
と
お
も
ふ
今
へ
し
し
た
し
み
ち
か
づ
く
こ
と
な
か
れ

（
同
右
、
二
四
四
’
二
四
五
）
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こ
こ
で
、
考
え
合
わ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
南
岳
慧
思
と
天
台
智
顎
の
師
資
の
有
名
な
避
遁
で
あ
る
。
『
続
高
僧

伝
』
の
「
智
顎
伝
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
智
顎
が
、
大
蘇
山
の
慧
思
の
も
と
に
詣
で
た
と
き
、
慧
思
は
、

昔
、
霊
山
に
在
り
て
同
じ
く
法
華
を
聴
け
り
。
宿
縁
の
追
う
所
、
今
、
復
た
来
た
れ
り
。
（
大
正
五
○
・
五
六
四
ｂ
）

と
歎
じ
て
智
韻
を
迎
え
た
と
い
う
。
む
か
し
霊
鷲
山
に
お
い
て
『
法
華
経
』
が
説
か
れ
た
と
き
、
慧
思
と
智
顎
と
は
と
も
に
そ
の
会
座
に

列
し
て
、
親
し
く
釈
尊
か
ら
法
を
聴
聞
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
今
こ
こ
に
避
遁
の
機
を
得
た
の
は
、
そ
の
宿
世
の
縁
に
よ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
慧
思
は
、
智
韻
の
た
め
に
四
安
楽
行
を
説
き
、
法
華
三
味
を
授
け
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
智
顎
が
慧
思
の
も
と
で
『
法

華
経
』
を
読
謂
し
て
「
薬
王
品
」
に
至
っ
た
と
き
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
、
自
ら
が
師
の
慧
思
禅
師
と
と
も
に
霊
鷲
山
の
七
宝
浄
土
に
あ
っ

て
、
す
で
に
釈
尊
の
説
法
を
同
聴
し
て
い
た
こ
と
を
解
悟
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
慧
思
は
、

爾
に
非
ら
ざ
れ
ぱ
感
ず
る
こ
と
弗
く
、
我
れ
に
非
ら
ざ
れ
ぱ
識
る
こ
と
莫
し
。
（
同
右
）

と
語
っ
た
と
い
う
。
霊
山
に
お
い
て
同
聴
し
た
と
い
う
事
実
は
、
智
顎
で
な
け
れ
ば
感
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
智
顎
が
そ

⑥

れ
を
感
じ
た
こ
と
は
、
慧
思
で
な
け
れ
ば
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
話
も
、
他
愛
の
な
い
虚
構
と
言
っ
て
断
ず
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
或
い
は
、
万
難
を
排
し
て
大
蘇
山
に
法
を
求
め
た
智
韻
に
対

す
る
慧
思
の
心
か
ら
す
る
歓
迎
の
意
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
「
法
華
経
』
が
開
顕
し
ょ
う
と
し
て
い
る
真
実

を
こ
の
両
者
が
と
も
ど
も
に
確
認
し
合
っ
て
、
同
一
の
境
地
に
立
っ
た
こ
と
が
こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
ち
な

み
に
、
最
澄
は
、
そ
の
『
守
護
国
界
章
』
に
お
い
て
、
法
相
宗
の
徳
一
か
ら
の
非
難
に
反
駁
す
る
に
際
し
て
、
「
天
台
智
者
は
、
妙
法
を

釈
尊
に
聴
く
」
と
述
翻
へ
、
法
相
宗
の
教
学
が
玄
美
や
窺
基
と
い
う
歴
史
上
の
人
師
に
よ
っ
て
相
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

天
台
の
教
義
は
釈
尊
金
口
の
直
説
に
由
来
す
る
と
論
じ
て
い
る
（
「
弾
誇
法
者
浅
狭
三
時
教
章
」
大
正
七
四
・
一
三
六
ａ
）
。
こ
の
場
合
、
霊
山

四
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同
聴
の
因
縁
は
、
や
は
り
自
ら
の
立
場
の
権
威
づ
け
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
霊
山
同
聴
と
い
う
こ
と
を

め
ぐ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
を
も
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
合
理
的
で
納
得
し
や
す
い
理
解
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
安
堵
し
て
し
ま
え
ば
、
あ
ま
り
に
も
重
大
な
こ
と
を
敢
え
て
見
落
と
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
霊
山
同
聴
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
具
体
的
な
事
実
と
し
て
受
け
取
る

地
平
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
慧
思
と
智
頷
と
の
求
道
の
生
き
方
、
仏
教
と
の
自
覚
的
な
か
か
わ
り
は
、
そ

の
よ
う
な
質
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
者
の
共
感
と
か
、
実
感
と
か
を
越
え
た
領
域

の
、
宗
教
的
主
体
の
根
源
に
か
か
わ
る
事
実
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
南
岳
慧
思
と
聖
徳
太
子
と
を
結
び
付
け
る
基
盤
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
共
通
基
盤
を
親
鴬
は
端
的
に
「
仏
智
不
思
議
の
誓
願
』
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
住
正
定
聚
の
身
と
な

れ
る
」
地
平
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
不
可
思
議
な
る
仏
法
に
お
け
る
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
親
驚
の
讃
嘆
す
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
聖
徳
太
子
が
か
っ
て
南
岳
慧
思
で
あ
り
勝
重
夫
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
成
り
立
た
せ
る
基
盤
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
と
の
関
連
の
上
で
、
南
岳
慧
思
後
身
説
を
見
る
場
合
、
そ
れ
が
、
一
大
教
学
の
大
成
者
と
し
て
最
高
の
権
威

を
も
つ
天
台
智
顎
の
後
身
で
は
な
く
し
て
、
こ
の
智
顎
に
、
時
空
に
一
切
拘
束
さ
れ
な
い
仏
法
の
真
実
を
伝
え
た
慧
思
の
後
身
説
で
あ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
不
条
理
で
あ
ろ
う
と
何
で
あ
ろ
う
と
、
実
は
、
こ
の
よ
う
な
南
岳
慧
思
の
求
道
の
資
質
が
、
そ

し
て
信
念
の
普
遍
性
が
、
確
実
に
把
握
さ
れ
た
と
き
に
、
後
身
説
と
い
う
よ
う
な
見
方
が
、
極
め
て
当
然
の
、
し
か
も
具
体
的
な
事
実
と

し
て
語
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
例
え
ば
、
聖
徳
太
子
と
南
岳
慧
思
と
に
対
す
る
親
欝
の
着
眼
に
そ
の
普
遍
性

の
一
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
南
岳
慧
思
後
身
説
」
や
「
霊
山
同
聰
説
」
は
、
い
ず
れ
も
、
虚
構
と
言
え
ば
虚
構
で
あ
る
。
虚
構
を
虚
構
と
し
て
見
定

め
な
い
の
は
、
愚
か
で
あ
る
と
言
う
な
ら
ば
そ
れ
は
愚
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
虚
構
の
仮
面
を
剥
が
そ
う
と
す
る
営
み
が
直
ち
に
真
実
と

結
び
付
く
と
は
限
ら
な
い
。
い
た
ず
ら
に
、
事
柄
を
神
秘
の
彼
方
に
押
し
や
ろ
う
と
す
る
の
で
は
さ
ら
さ
ら
な
く
、
合
理
性
、
妥
当
性
の

14



こ
の
種
の
話
は
、
常
に
こ
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
無
論
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
目
下
の
課
題
で
あ
る
「
後
身
説
」
は
、

仏
教
研
究
の
根
幹
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

探
求
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
い
さ
さ
か
の
疑
問
も
な
い
が
、
し
か
し
、
合
理
的
な
解
明
が
、
そ
の
ま
ま
で
真

実
の
探
求
を
意
味
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
虚
構
と
断
ず
る
に
し
て
も
、
史
実
と
受
け
取
る
に
し
て
も
、
或
い
は

ま
た
、
史
実
と
矛
盾
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
会
通
を
企
て
る
に
し
て
も
、
所
詮
、
そ
れ
は
同
質
の
議
論
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
合

理
的
に
し
か
思
惟
で
き
な
い
わ
れ
わ
れ
の
実
状
に
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
虚
構
と
信
じ

ら
れ
る
も
の
を
排
し
て
合
理
的
な
史
実
を
求
め
る
こ
と
は
、
実
は
、
性
々
に
し
て
、
も
う
一
つ
の
虚
構
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

③
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
も
、
本
稿
の
趣
旨
と
は
や
や
異
な
る
が
、
前
掲
の
池
山
論
文
に
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。

④
南
岳
慧
思
後
身
説
が
最
澄
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
山
田
恵
諦
「
聖
徳
太
子
と
天
台
宗
」
（
『
奥
田
慈
応
先
生
喜
寿
記
念
仏
教
思
想
論

集
』
）
に
、
詳
細
に
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

⑤
聖
徳
太
子
と
勝
鬘
夫
人
と
に
つ
い
て
の
考
察
も
必
要
で
あ
る
が
、
他
日
を
期
し
た
い
。

、
王

一
三
ロ①

南
岳
慧
思
後
身
説
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
、
辻
善
之
助
。
大
屋
徳
城
・
福
井
康
順
な
ど
と
い
う
斯
学
の
大
先
達
に
よ
る
論
考
が
あ
る
。
近
く
は
、

池
山
一
切
円
「
南
岳
恵
思
と
聖
徳
太
子
」
（
『
奥
田
慈
応
先
生
喜
寿
記
念
仏
教
思
想
論
集
』
所
収
）
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
先
学
の
研
究
を
踏
ま
え

つ
つ
、
こ
の
後
身
説
の
創
唱
の
事
情
や
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
詳
し
い
吟
味
が
な
さ
れ
、
明
快
な
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お

い
て
は
こ
の
論
稿
に
重
要
な
示
唆
を
受
け
た
。

②
「
宋
高
僧
伝
』
（
巻
第
一
四
）
の
「
鑑
真
伝
」
に
、
鑑
真
の
伝
を
記
し
た
後
、
「
僧
思
託
、
東
征
伝
を
著
し
、
：
。
：
．
」
（
大
正
五
○
・
七
九
七
ｃ
）

と
言
い
、
ま
た
最
澄
が
『
顕
戒
論
』
（
巻
上
、
大
正
七
四
・
五
九
八
Ｃ
）
に
、
『
大
唐
伝
戒
師
名
記
大
和
上
鑑
真
伝
』
と
記
し
て
い
る
も
の
が
、
そ
れ

で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
。
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⑥
『
続
高
僧
伝
』
の
こ
の
記
事
は
、
智
韻
の
伝
記
を
弟
子
の
章
安
灌
頂
が
記
録
し
た
『
晴
天
台
智
者
大
師
別
伝
」
（
大
正
五
○
・
一
九
一
Ｃ
ｌ
一
九

二
ａ
）
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
続
高
僧
伝
』
の
編
者
の
道
宣
は
、
文
意
に
若
干
の
改
変
を
加
え
て
い
る
。
『
別
伝
』
に
は
「
爾
に

非
ら
ざ
れ
ぱ
証
す
る
こ
と
弗
く
」
と
あ
る
の
を
『
唐
伝
」
に
は
「
爾
に
非
ら
ざ
れ
ぱ
感
ず
る
こ
と
弗
く
」
と
改
め
、
「
別
伝
』
で
は
、
こ
の
一
文
は

「
霊
山
同
聰
」
と
直
接
に
は
関
連
し
て
い
な
い
が
、
『
唐
伝
」
で
は
上
述
の
ご
と
く
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
道
宣
の
筆
致
に
つ
い

て
は
、
横
超
慧
日
「
天
台
智
頒
の
法
華
三
昧
」
（
『
法
華
思
想
の
研
究
』
所
収
）
に
検
討
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
別
伝
』
の
原
意
を
歪
曲
し

た
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
判
断
は
も
と
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
敢
え
て
道
宣
の
そ
の
着
眼

に
注
意
を
払
い
た
い
。
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