
近
時
、
作
欧
米
の
仏
教
学
者
の
中
で
も
、
中
国
の
仏
教
を
研
究
課
題
と
し
、

し
か
も
思
想
史
的
教
理
史
的
な
視
点
に
お
い
て
論
究
し
よ
う
と
す
る
人
だ

が
あ
ら
わ
れ
、
幾
つ
か
の
論
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
既

に
著
名
な
中
国
仏
教
の
研
究
者
の
名
を
、
幾
人
か
は
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
徐
為
に
で
は

あ
る
が
、
若
き
研
究
者
の
間
で
、
ま
た
研
究
領
域
に
お
い
て
も
、
そ
の
輪

が
拡
げ
ら
れ
て
い
き
つ
つ
あ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
紹
介

す
る
言
冒
苛
旨
言
．
層
同
氏
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
研
究
は
華
厳

の
唯
心
義
に
は
じ
ま
り
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
五
世
紀
初
頭
よ
り
展
開
し
た
中

国
の
大
乗
思
想
に
広
く
視
野
を
ひ
ろ
げ
、
縁
起
論
や
二
諦
義
な
ど
の
論
究

を
発
表
し
て
い
る
。
ど
の
研
究
分
野
に
お
い
て
も
言
い
得
る
こ
と
で
は
あ

る
が
、
中
国
仏
教
の
研
究
は
殊
に
文
字
の
も
つ
性
格
の
上
か
ら
も
、
よ
り

広
く
よ
り
深
く
読
み
込
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
上
に
仏
教
が
宗
教

で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
研
究
に
一
層
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
ラ
イ
氏
の
論
文
に
よ
っ
て
何
ら
か
の

榛
苓
抄
１

Ｗ
・
ラ
イ
「
中
国
の
中
観
論
者
に
お
け
る
二
諦
の

非
二
元
性
’
三
諦
の
起
原
Ｉ
」

三

桐

慈
海

論
題
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
は
中
国
仏
教
に
お
い
て
独
自

に
展
開
し
た
三
諦
の
考
え
方
が
、
二
諦
と
い
う
イ
ン
ド
伝
来
の
考
え
方
の

上
で
、
ど
の
よ
う
に
発
展
的
に
成
立
し
た
か
を
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ラ
イ
氏
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
二
諦
義
を
取
り
上
げ
た
中

国
の
仏
教
徒
た
ち
は
、
二
つ
の
真
実
（
諦
）
は
第
三
の
真
実
（
諦
）
に
合
体
さ

れ
得
る
と
考
え
た
。
第
三
の
諦
を
求
め
た
の
は
、
二
つ
の
諦
に
両
分
す
る
こ

と
の
容
認
を
越
え
る
必
要
性
に
気
付
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
両
分
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
浬
盤
の
空
と
世
俗
と
し
て
の
存
在
と
が
、
二
つ
の
事
実
と
し

て
対
を
な
し
て
あ
り
、
そ
れ
を
二
つ
の
真
実
で
あ
る
と
誤
認
し
た
こ
と
か

ら
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
経
典
に
よ
っ
て
「
浬
築
即
生
死
、
生
死
即

浬
築
」
と
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
真
諦
即
俗
諦
と
し
て
援
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
し
か
も
そ
れ
は
成
実
宗
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
そ
の
両
分
を
越
え
る
た
め
に
第
三
諦
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

三
諦
は
天
台
に
お
い
て
は
三
諦
一
心
と
し
て
表
わ
さ
れ
、
三
論
で
は
三
種

二
諦
と
し
て
、
華
厳
で
は
三
性
不
離
と
い
う
か
た
ち
で
表
わ
さ
れ
る
に
い

た
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
成
実
論
が
二
諦
に
つ
い

て
の
中
国
人
の
思
索
に
果
し
た
貢
献
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。

次
の
一
節
で
は
中
国
に
空
の
考
え
方
や
二
諦
の
語
が
伝
わ
り
、
そ
れ
が

示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
桜

部
建
教
授
よ
り
こ
の
論
文
の
感
想
を
述
べ
る
よ
う
に
と
の
指
示
を
い
た
だ

い
た
。
そ
こ
で
概
略
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
い
さ
さ
か
の
管
見

を
述
寺
へ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

二二
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理
解
さ
れ
て
い
く
過
程
を
批
判
的
に
概
括
し
て
論
述
す
る
。
二
諦
に
つ
い

て
は
、
初
め
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
龍
樹
の
大
乗
思
想
に
も
と
づ

く
の
で
あ
る
が
、
中
国
人
は
そ
れ
を
仏
陀
の
自
覚
（
浬
藥
）
と
衆
生
の
知

識
（
生
死
）
と
し
て
把
え
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
聖
人
の
立
場
か
ら
の
表
現

（
以
道
言
之
）
．
と
衆
生
の
立
場
か
ら
の
表
現
（
以
物
言
之
）
の
二
つ
に
理

解
し
、
二
つ
の
事
実
は
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
二
つ
の
真
実

も
同
一
で
あ
る
と
了
解
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
理
解
は
成
実

師
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
一
と
い
う
。
ま
た
空
に
つ
い
て
の
理
解
は
般
若
経

に
依
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
王
弼
の
無
を
連
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

た
。
〃
色
は
空
で
あ
る
″
こ
と
を
、
王
弼
の
〃
有
は
無
よ
り
生
ず
″
の
言
葉

に
よ
っ
て
読
み
と
っ
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
支
謙
に
よ
っ
て
本
無
の
語
が

用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
鳩
摩
羅
什
が
即
空
の
語
を
定
め
る
ま
で
続
い
た
。
鳩

摩
羅
什
で
さ
え
道
家
の
虚
無
と
の
混
用
を
さ
け
て
、
こ
と
さ
ら
に
実
相
の

語
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
そ
こ
で
中
国
人
の
こ
の
よ
う
な

空
の
理
解
に
関
連
さ
せ
て
、
イ
ン
ド
人
の
縁
起
観
と
の
差
異
を
僧
肇
の
解
、

釈
を
通
し
て
語
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
〃
法
に
去
来
な
し
″
と
い
う
こ
と

を
、
僧
肇
は
誤
っ
て
〃
物
は
動
か
な
い
〃
と
い
う
意
味
に
取
り
、
存
在
論
的

に
理
解
し
た
。
原
意
は
概
念
化
さ
れ
た
去
来
と
い
う
こ
と
が
事
実
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
縁
起
は
そ
れ
自
体
に
自
己
矛
盾
を
は
ら
む
も
の

で
あ
っ
て
、
空
の
哲
学
は
言
語
に
よ
る
概
念
化
の
束
縛
か
ら
解
放
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
空
思
想
に
つ
い
て
の
見
解
が
述
尋
へ
ら
れ
て
い
る
。

次
い
で
二
諦
が
理
と
し
て
理
解
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
僧
肇
以
後

は
多
く
の
議
論
が
続
出
し
て
混
乱
状
態
と
な
り
、
二
諦
は
客
体
化
さ
れ
た

本
質
の
理
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
理
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
生
死
は
浬

集
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
反
対
概
念
を
一
つ
に
し
よ
う
と
す
る
矛
盾
を

も
つ
も
の
で
あ
る
。
世
諦
と
し
て
の
有
と
真
諦
と
し
て
の
無
を
そ
こ
に
直

列
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
人
は
静
寂
な
真
諦
を
想
定
し
た
。
有
と

無
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
非
非
有
と
表
わ
す
ま
で
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
中
観
派
の
弁
証
法
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
原
型
が
荘

子
の
第
二
章
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
気
付
く
。
イ
ン
ド
の
認
識
論
的
な
思
考

で
は
な
く
、
中
国
の
世
界
観
的
な
発
想
に
転
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
後
に
吉
蔵
に
よ
っ
て
理
で
は
な
く
教
で
あ
る
と
さ
れ
る
ま
で
続
く
こ

と
に
な
る
、
と
い
』
フ
。

以
上
の
よ
う
に
概
略
が
述
べ
ら
れ
た
後
に
、
僧
肇
・
周
願
・
昭
明
太
子

・
智
蔵
・
吉
蔵
・
智
韻
・
慧
遠
・
法
蔵
の
考
え
方
が
略
説
さ
れ
る
。
僧
肇

に
つ
い
て
は
そ
の
著
述
『
物
不
遷
論
」
に
よ
っ
て
、
客
体
化
さ
れ
た
そ
こ

に
あ
る
も
の
と
し
て
の
本
質
で
あ
る
逆
説
的
な
理
に
対
し
て
、
二
つ
の
反

対
概
念
の
同
時
発
生
的
な
も
の
と
し
て
二
諦
を
設
定
す
る
と
し
、
し
た
が

っ
て
二
つ
の
真
実
で
あ
る
が
そ
れ
は
一
つ
の
事
実
で
あ
る
と
し
た
と
い
う
。

ま
た
そ
の
論
は
中
観
派
の
認
識
論
の
誤
っ
た
理
解
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
僧
肇
に
は
〃
物
は
動
か
な
い
″
と
い
う

こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
〃
動
と
静
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
〃

と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
、
そ
の
特
色
を
指
摘
す

る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
僧
肇
の
解
釈
は
、
理
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
成
実
師
を
喜
こ
ば
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
が
、
人
々
の
能
力

に
応
ず
る
と
い
う
方
便
の
考
え
方
を
引
き
出
す
こ
と
に
も
な
っ
た
と
す
る
。

吉
蔵
に
つ
い
て
は
、
単
に
空
を
主
張
す
る
だ
け
で
な
く
、
虚
妄
を
系
統

立
て
て
破
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
が
明
か
に
さ
れ
る
と
説
い
た
と
い
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う
。
ま
た
や
智
蔵
は
、
局
限
が
現
実
と
世
俗
と
を
再
結
合
さ
せ
て
第
三
の

シ
ス
テ
ィ
マ
テ
ッ
ク
な
真
実
を
設
定
し
た
の
を
継
承
し
た
の
に
対
し
て
、

吉
蔵
は
、
他
の
よ
り
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
一
面
で
あ
る
〃
初
め
の
二
つ
を

否
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
第
三
の
設
定
を
置
く
″
と
い
う
あ
り
方
を
受
け

継
い
で
い
る
。
そ
の
結
果
は
智
蔵
が
三
種
中
道
説
を
立
て
た
が
、
吉
蔵
は
同

じ
用
語
を
使
用
し
な
が
ら
、
方
向
の
異
っ
た
も
ち
い
方
を
し
た
と
い
う
。
そ

こ
で
続
い
て
そ
の
後
に
、
吉
蔵
の
二
諦
義
が
英
訳
さ
れ
て
吉
蔵
の
三
重
二

諦
説
が
紹
介
さ
れ
、
吉
蔵
は
言
葉
遊
び
に
と
り
つ
か
れ
た
成
実
師
の
妄
想

を
解
放
す
る
こ
と
を
求
め
た
こ
と
、
し
か
し
結
局
は
中
国
人
の
大
勢
と
は

異
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
警
告
は
無
視
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
同
時
代

の
天
台
の
三
諦
説
が
、
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
智
顎
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
見
解
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
智
顔
は
特
有
の
識
見
を
も
っ
て
、
中
論
偶
（
三
諦
偶
）
の
四

行
を
世
法
・
空
・
仮
・
中
の
意
味
に
了
解
し
た
。
宗
派
の
伝
承
は
こ
れ
を

新
し
い
洞
察
で
あ
る
と
す
る
が
、
天
台
教
学
で
は
、
「
理
路
経
』
の
あ
い

ま
い
な
一
節
と
『
智
度
論
』
の
．
諦
」
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
し

か
し
上
述
し
て
き
た
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
空
と
現
実
を
結
合
さ
せ
た
彼

の
〃
総
合
的
な
中
″
、
そ
れ
は
智
蔵
や
周
願
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
、
と

し
て
見
る
こ
《
と
に
困
難
は
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
智
顎
は
立

派
な
論
法
家
で
あ
り
、
単
に
一
方
的
に
空
と
仮
を
中
に
合
わ
せ
た
の
で
は

な
く
、
全
体
的
な
調
和
に
よ
る
三
の
融
円
で
あ
る
こ
と
。
す
零
へ
て
は
即
空

即
仮
即
中
で
あ
り
、
始
め
も
終
り
も
な
い
完
全
な
円
環
で
あ
っ
て
、
そ
の

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
の
も
の
は
円
教
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
、
智
顎
は

三
諦
を
理
に
関
連
さ
せ
て
現
実
の
様
相
で
あ
る
と
し
、
一
心
と
三
諦
の
間

を
相
関
関
係
に
あ
る
と
見
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
実
質
的
に
は
主

観
的
観
念
論
者
と
客
観
的
現
実
主
義
者
を
一
つ
に
し
た
と
し
て
、
一
念
三

千
に
言
及
す
る
。
ま
た
道
家
の
句
で
あ
る
妙
有
真
空
の
語
を
用
い
て
、
神

秘
的
な
状
況
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。

唯
識
学
派
の
系
統
で
は
、
浄
影
寺
の
慧
遠
と
華
厳
の
法
蔵
が
取
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
慧
遠
に
つ
い
て
は
、
地
論
と
摂
論
を
基
雛
と
す
る
唯
識
の

学
者
で
あ
る
が
、
そ
の
三
性
説
は
、
従
来
よ
り
中
国
に
お
い
て
展
開
し
た

三
諦
説
に
依
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
後
者
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る

陰
陽
の
論
理
に
追
随
し
て
、
慧
遠
は
、
円
成
実
性
を
そ
れ
自
体
が
純
粋
な

存
在
で
あ
り
、
受
動
的
な
汚
れ
の
な
い
意
識
で
あ
る
と
し
、
依
他
起
性
を

純
粋
さ
と
不
純
と
を
合
せ
も
つ
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
転
起

す
る
意
識
を
産
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
遍
計
所
執
性

は
不
純
で
あ
り
虚
妄
分
別
す
る
性
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
三
性
を
、

円
成
実
性
の
陽
と
遍
計
所
執
性
の
陰
と
、
そ
し
て
陰
と
陽
の
結
合
し
た
依

他
起
性
と
に
配
当
さ
せ
得
る
。
ま
た
こ
の
第
三
の
依
他
起
は
最
も
動
的
で

あ
り
、
真
妄
縁
起
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
現
わ

れ
る
。
そ
の
映
像
が
現
わ
れ
る
有
り
様
は
、
道
家
に
い
う
陰
陽
の
交
接
が

無
数
の
も
の
を
産
み
出
し
て
く
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、

主
観
客
観
の
心
に
映
る
幻
影
だ
け
で
な
く
、
〃
如
″
と
か
〃
般
浬
梁
″
の

よ
う
な
真
実
も
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
三
性
説
は
、
三
性

が
も
と
も
と
空
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
三
種
の
意
識
が
密
接
に
関
係
し
て

い
て
、
日
常
的
な
意
識
が
虚
妄
を
転
化
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
、
い
わ
ゆ

る
啓
発
さ
れ
た
意
識
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
三
性
の
構
造
は
、

既
に
智
蔵
に
よ
っ
て
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
真
諦
と
俗
諦
と
、
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そ
し
て
第
三
の
諦
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
浄
と
職
と
そ
れ
を

合
わ
せ
た
も
の
の
三
種
は
、
有
と
無
と
そ
し
て
逆
説
的
に
あ
る
有
無
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
慧
遠
の
思
想
を
特
色
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
法
蔵
に

つ
い
て
は
、
そ
の
教
学
は
「
大
乗
起
信
論
』
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
が
、

そ
の
三
性
説
を
分
析
す
る
と
、
一
方
に
陰
陽
風
の
論
理
が
も
ち
い
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
華
厳
教
学
の
三
性
説
に
は
、
智
蔵
の
逆
説
的
な
三
諦
が
復

活
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
と
い
う
。

以
上
、
い
さ
さ
か
粗
略
に
す
ぎ
る
紹
介
で
、
論
述
者
の
意
を
十
分
に
尽

し
て
い
な
い
こ
と
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
が
、
趣
意
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で

あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
る
迄
に
幾
つ
か
の
論
文
が
あ
り
、

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
の
報
告
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
論
述
が
簡
略

す
ぎ
て
、
そ
の
意
図
が
明
瞭
で
な
い
部
分
や
、
な
ぜ
そ
の
様
に
論
じ
得
る

の
か
不
明
な
箇
所
が
あ
る
。
し
か
し
氏
の
主
張
せ
ん
と
し
た
の
は
、
晴
唐

に
華
か
に
立
て
ら
れ
た
諸
教
学
も
、
そ
の
基
盤
は
南
北
朝
時
代
の
仏
教
研

究
の
内
に
培
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

今
更
言
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
中
国
の
仏
教
を
研
究
す
る
時

に
、
何
時
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
宗
教
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
イ
ン
ド
の
文
献
と
漢
文
の
文
献
を
読
み
く

ら
ぺ
て
、
そ
の
相
違
す
る
と
こ
ろ
を
列
挙
し
て
、
そ
れ
が
中
国
的
で
あ
る

と
主
張
す
る
こ
と
は
、
短
絡
的
な
結
論
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文

献
を
読
み
、
そ
れ
が
如
何
に
仏
教
で
あ
る
か
を
追
究
し
、
そ
の
文
脈
の
間

を
ゆ
ら
ぐ
異
質
な
要
素
を
見
出
し
、
そ
の
上
で
あ
ら
た
め
て
そ
の
要
素
の

三

依
っ
て
来
る
所
を
分
析
し
、
初
め
て
中
国
的
な
面
を
明
ら
か
に
し
得
る
と

す
る
な
ら
ば
、
中
国
仏
教
の
研
究
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
を
理
解
し
得

る
。
こ
こ
に
課
題
と
さ
れ
て
い
る
二
諦
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
二
諦

と
は
何
か
、
二
諦
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
表
現
は

何
に
依
っ
て
来
た
る
も
の
な
の
か
を
、
厳
密
に
考
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
見
で
は
、
二
諦
と
は
実
践
的
な
仏
道
を
、
思
想

的
に
ど
の
よ
う
に
表
現
し
、
体
系
化
し
て
い
く
か
と
い
う
、
仏
道
実
践
の

教
学
的
な
体
系
化
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
世
俗
諦
に
よ
っ

て
虚
妄
が
自
覚
さ
せ
ら
れ
、
第
一
義
に
向
わ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、

二
諦
義
の
基
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
中
国
に
展

開
し
た
一
一
の
二
諦
義
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
仏
道
体
系
を
言
い

表
わ
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
思
い
な
が
ら
、
ラ
イ
氏
の
論
文
を
手
懸
り
と
し
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
気

付
い
た
点
を
挙
げ
て
み
た
い
。

先
ず
僧
肇
の
二
諦
の
考
え
方
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
に
は
い
く
ら
か

『
不
真
空
論
』
に
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
旬
専
ら
『
物
不
遷
論
』
の
検
討

を
通
し
て
論
じ
ら
れ
て
・
い
る
。
『
物
不
遷
論
』
の
論
旨
が
『
中
論
』
去
来
品

と
の
関
り
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
論
述
が
『
中
論
』
か
ら
見

て
不
隠
当
で
あ
る
こ
と
は
、
注
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
既
に
『
肇
論

研
究
』
研
究
篇
の
中
で
梶
山
雄
一
教
授
に
よ
っ
て
、
比
較
検
討
の
上
に
詳

細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
二
諦
に
つ
い
て
論
ず
る

な
ら
ば
、
む
し
ろ
『
不
真
空
論
』
の
詳
細
な
研
究
が
必
要
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
僧
肇
の
著
述
に
は
周
知
の
よ
う
に
、
『
般
若
無
知
論
』
を
含
め

て
三
部
作
（
今
は
『
浬
梁
無
名
論
』
は
と
り
あ
げ
な
い
こ
と
に
し
て
）
が
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あ
る
。
↑
こ
の
三
種
の
著
書
の
う
ち
、
『
般
若
無
知
論
』
は
仏
智
の
は
た
ら

き
を
無
知
の
知
土
し
て
論
じ
て
い
る
。
『
不
真
空
論
』
は
そ
の
仏
智
の
内

容
を
不
真
な
る
空
と
表
わ
し
、
そ
の
あ
り
様
を
真
俗
二
諦
に
よ
っ
て
説
明

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
物
不
遷
論
』
は
、
私
見
よ
り
す

れ
ば
世
俗
諦
を
論
じ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
『
物
不
遷
論
』
を
読
む
と
、
確
か
に
「
中
論
」
と
の
相
違
は
あ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
「
中
論
』
と
同
じ
立
場
で
去
来
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
覚
醒
し
た
聖
人
が
見
た
世
界
と
虚
妄
の
衆
生
が
見
た
そ
れ
と
を
、
比

較
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
妄
分
別
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る

た
め
の
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
「
物
不
遷
論
』
に
よ
っ
て
真
俗
二
諦

を
論
ず
る
こ
と
だ
け
で
は
、
不
十
分
な
見
解
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
ま
た
ラ
イ
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
方
便
」
を
示
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
よ
り
明
か
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
僧
肇
の
理
に
つ
い
て
の
見
解
が
成
実
師
を
喜
こ
ば
せ
た
か
ど
う
か
、

こ
れ
は
よ
り
厳
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
〃
理
〃
と
い

う
概
念
は
も
と
よ
り
中
国
本
来
の
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
広
い
概

念
を
も
つ
語
で
も
あ
り
、
そ
の
語
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
に

よ
っ
て
は
、
一
方
的
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
・
理
と
い
う
課
題

を
追
究
す
る
に
は
『
む
し
ろ
竺
道
生
の
思
想
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
成
実
師
と
の
関
係
も
よ
り
密
接
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

吉
蔵
の
思
想
史
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
氏
の
主
張
は
一
つ

の
見
解
と
し
て
留
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
吉
蔵
が
体
系
化
し
た

三
論
教
学
の
中
枢
は
二
諦
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
の

紙
数
で
論
じ
終
っ
た
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
如
何
に
略

述
し
た
と
は
言
え
、
今
少
し
丁
寧
な
論
述
が
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
二
諦

義
の
綿
密
な
検
討
、
摂
山
相
承
と
周
願
と
の
関
係
、
『
法
華
経
』
等
の
注

疏
に
見
ら
れ
る
見
解
な
ど
、
こ
の
論
文
が
記
述
さ
れ
た
背
景
に
は
、
既
に

考
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
も
っ
と
表
わ
さ
れ
て

い
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
般
的
に
、
三
論
宗
が
他
に
比
し

て
中
国
か
ら
早
く
姿
を
消
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
吉
蔵
の
思
想
が
中
国
人

の
大
勢
と
異
質
で
あ
っ
た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
と
は
別
な
視
点
か
ら
眺
め
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
つ
例
え
ば
天
台
宗
は
天
台
山
に
そ
の
基
地
を
も
っ
て
い
た
。
し
か

し
吉
蔵
は
長
安
に
住
し
て
い
た
。
こ
れ
は
如
何
に
も
単
純
な
発
想
で
あ
ろ

う
け
れ
ど
も
、
考
慮
す
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三
諦
と
い
え
ば
先
ず
智
顎
の
教
学
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

場
合
に
イ
ン
ド
の
二
諦
説
と
中
国
の
二
諦
義
そ
し
て
智
顎
の
三
諦
説
を
、

果
し
て
同
じ
地
盤
で
論
じ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
台
教
学
に
お
け

る
二
諦
義
は
、
七
種
二
諦
の
展
開
が
あ
る
。
勿
論
こ
れ
が
三
諦
説
と
関
り

な
し
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
智
顎
の
三
諦
を
論
ず
る
場
合
は
、
先
ず
実

践
的
な
一
心
三
観
と
の
対
応
に
お
い
て
究
明
が
な
さ
れ
、
そ
の
上
で
関
連

す
る
諸
問
題
が
追
究
さ
れ
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
。
確
か
に
智
顎
の
思

想
は
吉
蔵
の
そ
れ
に
比
し
て
中
国
的
で
あ
る
と
は
、
一
般
的
に
は
言
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
智
韻
の
経
歴
か
ら
し
て
も
、
南
朝
仏
教
か
ら
の
影
響
が

果
し
て
ど
の
位
あ
る
も
の
な
の
か
、
よ
ほ
ど
の
論
究
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、

智
蔵
の
思
想
と
の
関
連
は
論
じ
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
節
に
お
け

る
智
顎
の
思
想
の
理
解
は
ほ
ぼ
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
も
、
そ
の
結
論
の

も
っ
て
い
き
方
は
い
さ
さ
か
安
易
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
菩
遠
と
法
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蔵
の
思
想
に
つ
い
て
の
ラ
イ
氏
の
論
述
は
、
大
い
に
問
題
が
あ
る
よ
う
で

あ
る
。
殊
に
三
性
と
陰
陽
と
を
関
連
さ
せ
た
論
旨
は
、
氏
の
独
自
な
見
解

が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
論
文
の
中
だ
け
で
は
、

簡
略
な
結
論
の
み
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
見
解
を
は
さ
む
こ
と
は
で
き

な
い
。
注
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
課
題
を
中
心
に
論
じ
ら
れ

た
論
文
が
あ
り
、
そ
れ
を
検
討
し
た
上
で
な
け
れ
ば
言
及
で
き
な
い
こ
と

の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
注
に
は
論
旨
の
基
盤
と
な
る
テ
キ
ス
ト
が
、
今
少

し
示
さ
れ
て
い
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
さ
さ
か
気
付
い
た
こ
と
を
述
ゞ
へ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、

振
り
返
っ
て
考
え
て
み
る
の
に
、
果
し
て
こ
の
よ
う
な
論
題
が
成
り
立
つ

も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
が
残
る
ｐ
確
か
に
広
い
視
野
に
お
い
て

中
国
の
仏
教
が
眺
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
諦
と
い
う
こ
と
に
焦
点
が

あ
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
焦
点
は
、
中
国
仏
教
の
中
で
創
り
出
さ

れ
て
き
た
第
三
の
諦
と
い
う
と
こ
ろ
に
の
み
あ
っ
て
、
む
し
ろ
肝
心
な
二

諦
あ
る
い
は
三
諦
の
意
義
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
き
て
い
る
思
い
が
す
る
。

そ
れ
が
か
え
っ
て
氏
の
主
張
に
対
す
る
疑
問
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
、

説
得
力
を
欠
く
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
少
量
の
ス
ペ
ー
ス

に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
大
き
な
課
題
に
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
仏
教

学
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
場
に
立
ち
、
如
何

な
る
視
点
を
も
ち
、
そ
の
視
点
を
ど
の
よ
う
に
一
貫
さ
せ
る
の
か
、
今
更

の
よ
う
に
そ
の
困
難
さ
を
思
う
の
で
あ
る
。

（
君
冒
房
巨
伊
冒
》
↓
・
ｚ
ｏ
ご
‐
（
旨
皀
員
ｇ
ｏ
宣
言
胃
乏
○
、
罠
．
巨
三
豐
二
陸
］
］
旨
。
昌
騨
‐

号
冒
冒
房
騨
《
○
宮
碕
冒
昌
匡
］
①
《
日
置
ａ
目
司
昌
〕
・
｝
。
．
国
営
苫
屋
ミ
ミ
ミ
蒔

曽
詩
葛
§
ご
苫
旦
・
農
吻
。
。
ミ
ミ
苫
．
旦
国
黛
曼
意
思
望
員
詩
の
．
ぐ
巳
．
騨
邑
ｏ
由
．
岳
弓
、

も
も
。
』
ｑ
ｌ
ｍ
軌
。
）

追
記
そ
の
後
「
易
経
と
華
厳
哲
学
の
成
立
」
（
弓
胃
早
ｏ
匡
侭
曽
昌

目
①
国
○
吋
目
四
は
Ｏ
ｐ
ｇ
ｇ
①
国
巨
四
‐
蔚
口
弓
匡
５
ｍ
ｇ
ご
・
ご
ミ
ミ
ご
ミ
ミ
ｇ
予

言
鴎
唖
、
ミ
き
め
§
ご
〕
ご
巳
．
刃
こ
ぎ
ゞ
弓
．
隈
？
鴎
ご
と
題
す
る
氏
の
論

文
を
読
ん
で
み
た
。
論
旨
は
法
蔵
の
起
信
論
の
解
釈
を
取
り
あ
げ
て
、
識
ゞ

の
中
の
真
如
門
と
生
滅
門
と
の
関
り
の
構
成
が
、
易
経
の
八
卦
が
組
み
た

て
ら
れ
て
い
く
あ
り
方
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
確
か
に
中
国
古
来
の
思
想
が
仏
典
解
釈
の
中
で
随
処
に
現
わ
れ
て
い

る
の
を
、
↑
多
く
の
注
疏
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
箇

所
（
大
正
四
四
・
二
五
五
Ｃ
ｌ
）
で
の
ラ
イ
氏
の
指
摘
は
興
味
深
い
も
の
が
あ

る
。
し
か
し
そ
の
一
を
も
っ
て
全
体
を
言
う
こ
と
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
中

国
的
で
あ
る
こ
と
と
仏
教
で
あ
る
こ
と
と
は
微
妙
で
あ
り
、
偏
っ
た
読
み

過
ぎ
の
誤
り
を
犯
す
こ
と
が
あ
る
。
殊
に
陰
陽
の
よ
う
な
二
元
的
な
単
純

な
概
念
は
ど
こ
に
で
も
当
て
は
ま
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
慧

遠
の
『
大
乗
義
章
』
で
三
性
の
有
修
無
修
を
論
ず
る
中
に
「
真
妄
和
合
、

名
依
他
性
。
於
依
他
中
、
分
取
妄
辺
、
名
分
別
性
。
分
取
真
辺
？
名
真
実

性
」
の
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
依
他
起
の
中
に
真
妄
両
面
の
機
能
が
備
っ
て

い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
陰
陽
の
概
念
を
単
純
に

当
て
は
め
る
と
、
依
他
性
は
陰
陽
和
合
、
分
別
性
は
陰
、
真
実
性
は
陽
と

な
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
理
解
の
ど
こ
か
ら
三
性
の
有
修
の
意
味
が
出

て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
真
実
性
中
、
云
何
有
修
。
釈
言
、
独
真
即
無

修
義
。
而
言
有
者
、
一
切
所
修
、
真
妄
共
起
」
と
述
べ
て
い
る
。
三
性
を

陰
陽
で
理
解
す
る
必
然
性
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
イ
氏
の
視
野

の
広
さ
に
は
学
ぶ
所
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
焦
点
の
把
え
方

に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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