
一
九
一
七
年
生
れ
の
佛
教
学
者
で
あ
る
著
者
は
、
一
九
五
○
年
に

Ｆ
ｐ
ｏ
冒
○
毎
口
目
ぐ
①
愚
ｑ
で
教
鞭
を
執
る
た
め
に
イ
ン
ド
へ
赴
き
、
一
九

五
八
年
に
は
ぐ
四
国
ロ
凹
曾
に
あ
る
言
①
蟹
目
印
胃
岸
己
巳
ぐ
の
国
噂
の
比

較
哲
学
科
・
佛
教
学
科
主
任
と
な
っ
た
。
そ
の
後
一
九
六
四
年
に
カ
ナ
ダ

の
昏
⑦
ご
巳
ぐ
の
Ｈ
閏
ｑ
ａ
ｇ
農
鼻
呂
①
笥
曾
〕
に
招
か
れ
、
極
東
学
科
主

任
と
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
著
者
は
そ
の
間
《
目
胃
伊
罵
の
Ｐ
且

目
①
四
目
旨
函
旦
ｚ
四
Ｈ
ｏ
ｂ
④
》
）
《
目
Ｈ
①
儲
ｐ
Ｈ
①
の
○
口
昏
の
目
弓
の
３
口
昌
昼
巳
①

弓
畠
》
等
、
数
多
く
の
チ
ベ
ッ
ト
佛
教
に
関
す
る
著
書
や
論
文
を
発
表
し

て
お
り
、
既
に
我
国
に
お
い
て
も
広
く
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
最

近
一
切
口
目
冨
黒
弓
匡
さ
の
ｇ
ご
旨
目
胃
○
ｑ
四
目
卑
四
＆
８
〕
と
題
す

る
著
書
と
相
前
後
し
て
本
書
が
出
版
さ
れ
た
。

本
書
に
お
い
て
著
者
が
目
途
し
た
も
の
は
大
旨
、
序
文
等
に
説
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
従
来
目
召
〕
菌
の
ｇ
に
つ
い
て
概
論
を
述
べ
よ
う

と
す
る
と
、
不
充
分
な
事
実
的
根
拠
に
基
い
て
い
る
為
に
、
概
し
て
誤
り

が
見
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
著
者
は
概
論
を
試
み
る
前
に
、
各
時

出
国
ず
⑦
梓
ぐ
．
○
員
旨
匡
〕
日

目
］
５
弓
閏
禺
凰
の
ぐ
肘
尋
旦
屑
黙
①

野
々
目
了

代
を
通
じ
て
目
騨
ロ
目
印
日
の
発
展
を
導
い
て
き
た
基
本
的
前
提
が
何
で
あ

る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
そ
れ
故
、
本
書
に
於
て
は
土
着

の
目
号
①
国
口
尉
〆
威
に
見
ら
れ
る
そ
れ
ら
の
前
提
を
取
り
扱
う
こ
と
に
主

眼
が
置
か
れ
、
蟹
］
扇
冨
洋
弓
○
房
の
や
そ
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使

用
を
で
き
る
限
り
差
し
控
え
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
土

着
の
昌
冨
冨
口
甘
騨
の
中
に
こ
そ
、
園
自
国
の
日
の
根
底
に
触
れ
る
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
、
著
者
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
団
巨
＆
言
黒
目
妙
口
菖
、
日
だ
け
を
取
り

扱
っ
て
、
円
且
目
黒
目
鯉
口
目
切
目
を
取
り
扱
わ
な
い
と
い
う
点
に
限
界

も
あ
る
が
、
両
方
を
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
混
乱
を
生
じ
る
こ
と

を
避
け
た
い
と
い
う
著
者
の
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。

以
上
の
点
が
、
本
書
の
全
体
を
通
じ
て
流
れ
て
い
る
基
本
的
特
色
で
あ

つ
（
〕
Ｑ

内
容
に
つ
い
て
、
全
部
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
目
次
を

全
部
示
し
て
本
書
の
全
体
的
構
成
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

国
巴
品
１
門
目
Ｃ
巳
貝
の
ｍ
の
ｇ
ｏ
①
旦
目
騨
具
国

、
１
一

目
ロ
①
の
侭
凰
陣
ｏ
Ｐ
ｐ
Ｏ
の
○
Ｈ
』
①
ロ
ｑ
ゅ

月
面
①
国
○
Ｐ
ぐ
ゅ
の
○
国
強
○
旨
い
両
日
一
〕
○
呂
邑
の
員
岬

§

弓
ロ
の
冒
旨
Ｑ
四
口
Ｑ
井
宮
①
ぐ
く
○
門
匡
○
【
シ
も
む
①
四
門
巴
旨
①

閃
Ｏ
黒
色
匡
○
函
匡
鵲
日
昌
閃
昌
○
営
○
］
〕
巴
固
］
詳
騨
ご
唾
の
旨
①
］
昇

自
営
①
夛
国
閨
色
冒
凸
匡
〕
○
シ
己
勺
色
吋
①
目
計
同
貝
）
芦
ｏ
品
目
○
岸
目
祁
目
貫
届
日

の
ぐ
日
ご
○
厨
旦
ご
旨
浮
く
Ｐ
ｐ
Ｑ
月
Ｈ
ｐ
ｐ
鰹
○
口
ご
鼻
甘
口

二二
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周
医
①
の
○
巴
耐
鈴
○
国
①

民
胃
目
四
日
ロ
日
脚
四
目
色
］
或
倒
ロ
色
目
目
今
倒
旨
シ
鼻

尚
巻
末
に
は
、
詳
細
な
ｚ
ｏ
訂
、
、
原
典
の
国
目
○
唱
眉
耳
、
英
語
・
サ

ン
ク
リ
ッ
ト
・
パ
ー
リ
語
・
チ
ベ
ッ
ト
語
に
よ
る
索
引
が
付
さ
れ
て
い
る

他
、
随
処
に
写
真
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
写
真
は
冑
。
盲
の
。
‐

］
○
四
○
巴
の
目
ｑ
ｇ
・
国
且
国
》
か
ら
の
転
載
も
あ
る
が
、
著
者
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
も
多
数
紹
介
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

ま
ず
《
目
胃
盟
習
弓
８
国
。
①
具
目
色
ロ
曾
四
、
と
い
う
章
で
は
、
弓
四
日
目

と
い
う
語
の
定
義
を
示
す
。
目
四
日
国
と
い
う
語
に
は
曽
目
目
黒
日
四
日
目

と
切
巨
目
冨
黒
目
四
具
国
の
二
種
が
あ
る
が
、
西
洋
に
お
い
て
Ｈ
ｐ
ｐ
吋
色

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
ほ
と
ん
ど
全
て
の
場
合
に
、
力
や
性
を
強
調
し

た
秘
密
の
教
義
に
関
連
し
て
用
い
ら
れ
、
門
ゅ
日
日
と
い
う
語
そ
れ
自
身

が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
語
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
佛
教
徒
の
間
で
は
異
っ

て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
故
に
同
一
の
語
で
あ
っ
て
も
両
者
に
は
異
っ
た
事
柄

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
従
来
の
偏
見
的
見
解
の
た
め

に
、
或
は
冒
目
冒
騨
目
Ｐ
昌
国
で
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
が
国
且
号
寓

目
④
日
国
で
は
用
い
る
こ
と
の
な
い
語
蟹
丙
威
の
た
め
に
、
日
四
国
曾
厨
日

と
い
う
語
は
ほ
と
ん
ど
国
旨
目
買
《
目
魚
具
昌
』
と
同
義
語
と
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
個
人
の
成
長
を
強
調
し
、
生
命
あ
る
人
間
の

独
自
性
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
切
巨
呂
巨
黒
《
目
閤
貝
３
」
に
つ
い
て
よ
り

も
西
日
合
算
《
目
⑳
具
３
』
に
関
す
る
方
が
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い

三

る
・
著
者
は
以
上
の
よ
う
に
前
置
き
を
し
た
後
、
の
目
冨
困
日
且
画
菌
言
茸
色

の

弓
四
具
国
と
は
８
貝
旨
員
ｑ
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
種
あ
る
。
（
即

ち
）
⑦
Ｈ
ｇ
且
》
缶
。
言
昌
ご
》
冒
昌
①
旨
号
言
ロ
。
の
印
で
あ
る
」

と
い
う
説
を
引
用
し
て
、
そ
の
結
果
「
佛
教
に
お
け
る
目
ゅ
具
圖
は

昌
尉
四
目
５
口
と
８
日
目
巳
ｑ
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
」
と
定
義

す
る
。
即
ち
、
佛
教
で
は
司
習
臼
お
よ
び
胃
且
副
］
国
に
重
点
を
置
く

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
人
間
の
問
題
は
茸
習
騨
の
問
題
で
あ
る
と
悟
る

結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
そ
の
蔵
目
四
は
単
な
る
過
去
の
記
録
ば
か

り
で
な
く
、
未
来
の
実
行
に
向
け
ら
れ
た
現
在
を
作
り
直
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
が
８
日
目
目
ｑ
と
し
て
の
門
四
日
国
で
あ
る
。

次
に
《
目
冒
切
○
身
閉
○
口
的
ｓ
品
同
日
９
日
目
①
具
』
な
る
章
で
は

圏
沙
旨
日
“
日
に
於
け
る
身
体
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
「
身
体
」
と

「
心
」
と
い
う
語
は
、
一
般
に
は
心
の
方
が
高
い
価
値
を
有
す
る
反
対
概

念
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
目
四
口
目
の
日
で
は
身
体
と
心
と
は
互
い
に
依

存
し
、
互
い
に
影
響
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

Ｈ
騨
旨
目
の
日
が
身
体
に
つ
い
て
語
る
時
に
は
、
実
際
に
は
精
神
生
活
の
伝

達
手
段
と
し
て
の
進
行
過
程
、
或
は
運
動
性
な
る
と
こ
ろ
の
、
或
る
組
織

を
意
味
す
る
「
化
身
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
な
る
。
身
体
は
化
身
と
い

う
進
行
過
程
の
最
も
直
接
的
な
現
実
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

冒
号
目
ヰ
四
（
菩
提
心
）
と
称
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
我
灸
の
「
身

体
」
や
「
物
質
」
を
通
じ
て
作
用
す
る
「
生
命
力
」
や
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
言
外
の
意
味
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

国
ロ
目
巨
鼻
弓
凹
口
目
、
日
に
於
け
る
身
体
と
心
の
問
題
の
分
析
は
、
身
体
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が
化
身
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
又
、
身
体
そ
れ
自

身
の
目
ざ
め
の
表
示
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
私
の
全
身
体
的
行
為

は
同
時
に
身
体
と
し
て
私
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
、
そ
し
て
主
観
的
に
生
か

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
ら
を
化
身
化
し
、
私
の
身
体
に
生
命
を
与
え
る
と

こ
ろ
の
目
ざ
め
は
、
こ
の
よ
う
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

次
の
《
月
月
冒
旨
Ｑ
ｐ
ｐ
Ｑ
昏
①
弓
○
円
国
旦
瞬
も
官
自
騨
口
８
》
な
る
章

に
於
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
含
ロ
冨
薗
（
空
）
な
る
語
の
英
訳
で
あ
る
。

普
通
一
般
に
は
《
割
Ⅷ
○
己
・
或
は
《
・
目
耳
目
①
の
皿
と
訳
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
本
書
の
著
者
は
《
８
①
ご
含
冒
の
昌
巴
○
口
旦
嗣
①
旨
四
と
訳
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
は
、
註
の
四
四
（
一
五

○
頁
）
に
詳
し
い
。

な
お
、
佐
々
木
現
順
博
士
は
「
人
間
、
そ
の
宗
教
と
民
族
性
」
（
二
一

九
’
一
三
○
頁
、
清
水
弘
文
堂
刊
、
昭
和
妃
）
の
中
に
お
い
て
、
「
空
は

空
虚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
凡
て
の
も
の
を
接
取
し
う
る
可
能
性

を
意
味
し
て
お
り
、
空
を
①
目
甘
目
①
閉
ゞ
ご
○
己
ロ
①
閉
と
英
訳
す
る
こ
と
は

空
の
一
面
し
か
表
わ
し
て
お
ら
ず
誤
解
を
招
く
」
と
述
尋
へ
て
お
ら
れ
る
。

⑦
口
８
号
①
Ｈ
、
佐
々
木
両
博
士
の
見
解
は
同
一
の
立
場
に
あ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
、
興
味
深
い
。

次
に
同
８
ｓ
は
○
国
厨
、
煙
口
包
同
日
○
陣
○
口
巴
固
ロ
曾
哩
①
目
①
具
》
の
章
で

は
、
目
四
口
目
の
日
が
快
楽
主
義
で
な
く
、
宗
教
的
至
福
（
目
色
園
の
烏
冨
）

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
「
至
福
」
は
「
浬
渠
」
や
「
悟
り
」
と

同
義
語
で
あ
り
、
従
っ
て
至
福
は
単
な
る
苦
の
欠
如
態
で
は
な
い
。
又
、

佛
教
教
義
の
根
本
で
あ
る
「
一
切
は
苦
な
り
」
と
い
う
教
え
も
、
こ
の
至

福
の
経
験
に
よ
っ
て
理
解
さ
る
。
へ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
至
福

と
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
「
煩
悩
」
は
、
至
福
と
独
立
し
て
対
立
す
る
ほ

、
、
、

ど
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
至
福
の
ゆ
が
み
或
は
欠
如
の
状
態
で
あ
る
。

次
に
《
目
５
剴
菖
弐
四
邑
昏
ｏ
シ
ロ
ロ
閏
⑦
具
匂
○
は
。
勝
目
ａ
目
目
〕
蔵
、
日
》

に
於
て
は
、
苦
の
感
情
と
成
道
の
感
覚
と
の
間
、
人
間
存
在
に
関
す
る
虚

構
と
そ
の
存
在
の
目
ざ
め
と
の
間
、
に
存
す
る
緊
張
を
解
決
す
る
試
み
が

「
道
」
と
称
さ
れ
る
。
こ
の
タ
ン
ト
ラ
的
「
道
」
と
は
、
感
覚
と
霊
性
と

の
統
一
を
種
々
の
面
を
浄
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
つ
試
み
で
あ
る
。

又
、
男
と
女
の
間
の
相
互
作
用
の
よ
う
な
複
雑
な
状
態
が
〆
閏
日
四
日
‐

且
国
〕
罰
習
色
目
且
国
と
称
さ
れ
る
。
弓
且
目
色
鼻
息
も
○
の
解
釈
に
よ

れ
ば
民
間
目
四
日
目
団
と
は
苦
の
根
源
を
含
ん
だ
歓
び
を
生
じ
る
女
性
と

し
て
、
］
副
ロ
⑳
日
且
勘
は
不
安
定
で
は
あ
る
が
清
い
歓
び
で
あ
る
女
性
と

し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
著
者
は
属
閏
目
四
目
且
勘
を
外
面
的
、

司
冒
酌
白
目
団
を
内
面
的
と
考
る
。

次
に
《
馨
日
ｇ
］
、
旦
国
口
岸
ぐ
色
目
目
国
国
陛
○
目
国
威
○
国
・
で
は
、

弓
抄
ロ
目
印
目
に
於
て
、
統
一
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
何
故
セ
ッ
ク
ス
が
示
さ

れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
詳
し
く
論
及
し
て
い
る
。
熟
練
さ
れ
た
統
一

は
旨
四
目
日
且
国
と
称
さ
れ
、
こ
の
思
想
で
も
っ
て
我
々
は
目
四
口
臼
ｍ
日

の
ま
さ
に
核
心
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
中
心
問
題
を
把
捉

す
る
こ
と
な
く
し
て
弓
四
国
日
の
目
を
語
る
こ
と
は
全
く
意
味
の
な
い
こ
と

で
あ
る
。

次
に
〔
弓
胃
の
○
四
旨
：
○
国
の
》
な
る
章
に
於
て
は
、
「
慈
悲
」
と
「
空
」

と
い
う
二
つ
の
吋
旦
‐
詩
Ｈ
日
の
は
佛
教
に
於
け
る
①
閉
。
口
８
で
あ
る
が
、

特
に
国
口
且
冨
黒
日
蝕
ロ
日
の
目
に
於
て
は
重
要
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。

又
、
「
慈
悲
」
と
い
う
思
想
は
、
目
四
口
茸
厨
目
に
お
け
る
倫
理
的
原
理
の
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基
礎
で
あ
る
。

そ
し
て

最
後
の"K

a
r
m
a
m
u
d
r

pla
n
d

 

J  
口 an

a
m
u
d
r

pli
n

 A
r
t

 
、
な 

る
章
で
は
、
本
書
の
各
処
に
揷
入
さ
れ
て
い
る
十
六
枚
の
写
真
の
解
説
が 

な
さ
れ
て
い
る
。

四

以
上
、
本
書
の
叙
述
を
略
記
し
た
が
、
本
書
は
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う 

に
、B

u
d
d
h
i
s
m

 T
a
n
t
r
i
s
m

の
基
本
的
問
題
を
精
密
に
研
究
、

解
明
す

る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
本
書
が
常
に
原
典
に
よ
っ
て 

忠
実
に
解
釈
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の 

方
面
に
興
味
の
あ
る
方
は
是
非
一
読
の
価
値
あ
る
論
文
と
信
ず
る
。 

本
書
は
又
、
詳
し
い
註
や
、
各
言
語
に
よ
る
索
引
等
が
付
さ
れ
て
い
て
、
 

こ
ま
か
な
点
に
ま
で
読
者
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

^
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