
書
評
・
紹
介Ｉ

中
国
文
化
の
う
ち
に
佛
教
が
受
容
さ
れ
、
中
国
佛
教
が
形
成
さ
れ
て
い

っ
た
、
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
な
そ
し
て
興
味
深
い
課

題
で
あ
る
。
そ
れ
は
異
質
の
し
か
も
か
な
り
高
度
に
発
達
し
た
二
つ
の
文

化
は
ど
の
よ
う
に
融
合
し
て
い
く
も
の
な
の
か
、
佛
教
の
何
が
一
民
族
あ

る
い
は
一
文
化
圏
を
超
え
た
の
か
、
な
ど
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
彪
大
な
課
題
も
あ
ま
り
に
も
乏
し
い
資
料
か

ら
は
充
分
な
究
明
が
さ
れ
に
く
く
、
そ
の
成
果
も
数
多
い
と
は
言
え
な
い
。

幸
い
に
も
近
年
、
該
博
な
学
識
を
も
っ
て
こ
の
課
題
を
解
明
し
よ
う
と
す

る
試
み
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
成
果
が
公
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
は
塚
本

博
士
の
「
中
国
佛
教
通
史
第
一
巻
」
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

歴
史
的
な
視
野
に
お
い
て
こ
れ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
害
に
つ
い
て

は
す
で
に
紹
介
を
兼
ね
て
い
さ
さ
か
の
所
感
を
述
雲
へ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

そ
し
て
今
一
つ
が
こ
の
思
想
史
的
な
立
場
か
ら
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い

こ
う
と
す
る
本
書
、
玉
城
博
士
の
「
中
国
佛
教
思
想
の
形
成
第
一
巻
」

玉
城
康
四
郎
著

「
中
国
佛
教
思
想
の
形
成
」
第
一
巻

’

三

桐

慈
海

で
あ
る
。

本
書
は
六
章
五
九
○
頁
か
ら
な
っ
て
お
り
、
著
者
の
意
図
は
そ
の
序
文

に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
佛
教
の
根
本
主
題
で
あ
る
般
若

を
、
伝
統
文
化
の
老
荘
と
同
質
的
な
も
の
と
し
て
見
出
し
た
」
と
こ
ろ
の

束
晋
時
代
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
同
質
性
と
相
違
性
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
般
若
を
裏
づ
け
る
禅
定

（
冥
想
）
」
が
「
老
荘
に
培
わ
れ
た
中
国
人
の
心
に
は
き
わ
め
て
ふ
さ
わ

し
い
も
の
」
と
し
て
、
佛
教
の
受
容
と
形
成
の
契
機
を
禅
定
に
お
い
て
把

え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
格
義
佛
教
の
時

代
に
如
何
に
佛
教
の
本
質
に
触
れ
得
る
こ
と
が
で
き
た
か
を
、
戒
定
慧
の

三
学
殊
に
禅
定
を
意
識
的
に
注
意
す
る
と
い
う
一
つ
の
枠
を
通
し
て
明
ら

か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
著
者
が
そ

の
労
作
で
あ
る
「
心
把
捉
の
展
開
」
か
ら
本
書
に
至
る
基
本
的
な
姿
勢
で

あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
で
章
を
お
っ
て
簡
略
に
紹
介
し
て
み
よ

猫
（
’
／

○

第
一
章
思
想
以
前
の
深
層
領
域
中
国
佛
教
が
自
ら
の
思
想
を
語

り
始
め
る
以
前
に
、
老
荘
を
見
る
眼
と
佛
教
を
見
る
眼
と
ま
っ
た
く
一
つ

で
あ
っ
た
中
で
は
、
禅
定
の
訓
練
と
い
う
無
意
識
領
域
に
属
す
る
行
為
に

よ
っ
て
般
若
が
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
禅
定
に
よ
る
慧
の
深

化
に
つ
れ
て
、
意
識
的
に
は
同
一
視
し
な
が
ら
も
無
意
識
の
深
層
領
域
に

お
い
て
、
固
有
の
伝
統
た
る
老
荘
に
と
ど
ま
り
得
ず
に
佛
教
に
専
念
し
て

い
く
基
因
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は
、
禅
定
の
深
化
が
格
義
か
ら

二
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の
脱
出
の
糸
口
で
あ
る
と
い
う
設
定
を
す
る
。
そ
し
て
先
ず
「
梁
高
僧
伝
」

の
内
か
ら
竺
道
潜
を
択
び
、
「
世
説
新
語
」
に
記
載
さ
れ
る
い
く
つ
か
の

言
行
と
そ
の
周
辺
の
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
潜
と
い
う
人

物
が
老
荘
と
い
う
素
材
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
解
明
で
き
な
い
何
も
の
か

の
あ
る
こ
と
を
画
き
だ
し
、
そ
こ
に
「
佛
道
に
明
る
く
深
い
思
い
を
潜
め

て
い
た
」
こ
と
を
証
そ
う
と
す
る
。
続
い
て
高
僧
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
禅

定
に
専
念
し
た
と
さ
れ
て
い
る
人
々
を
挙
げ
、
そ
こ
に
僅
か
に
収
め
ら
れ

て
い
る
逸
話
を
取
り
あ
げ
て
、
道
潜
に
対
す
る
と
同
じ
手
法
を
も
っ
て
解

明
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
南
地
に
お
い
て
は
支
孝
竜
な

ど
十
人
ほ
ど
の
名
が
み
ら
れ
、
北
地
で
は
康
法
朗
な
ど
の
十
余
名
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

第
二
章
晋
代
に
お
け
る
合
理
性
と
超
合
理
性
高
僧
伝
に
は
神
異

篇
と
い
う
項
目
が
た
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
限
ら
ず
訳
経
・
義
解
・

主
禅
な
ど
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
神
異
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
神
異
を
含
め
た
幾
多
の
記
述
を
合
理
性
と
い
う
眼
で
分
類
し
、
中
で

も
体
得
的
合
理
性
と
い
う
概
念
を
設
定
し
て
、
東
晋
佛
教
の
性
格
の
一
端

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
千
法
開
の
医
術
の
よ
う
な
実
証
的
合
理
性
。

西
域
求
法
の
朱
士
行
や
康
法
朗
な
ど
の
教
理
的
合
理
性
。
支
道
林
や
釈
道

安
な
ど
、
実
証
的
教
理
的
な
も
の
を
包
み
こ
む
よ
う
な
、
主
体
的
に
道
理

を
う
な
ず
く
よ
う
な
、
根
源
的
に
し
て
全
体
的
な
思
惟
と
合
致
す
る
体
得

的
合
理
性
。
こ
の
三
種
が
合
理
性
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら

合
理
性
の
概
念
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
神
異
を
、
超
合
理
性
と
し
て

分
類
し
て
終
っ
て
い
る
。
そ
の
内
に
は
兜
率
・
浄
土
・
観
音
な
ど
の
諸
信

仰
に
見
ら
れ
る
現
象
を
も
含
め
て
い
る
。

第
三
章
初
期
般
若
の
研
究
批
判
僧
肇
の
不
真
空
論
中
の
般
若
三

家
に
対
す
る
格
義
批
判
に
お
い
て
、
心
無
義
は
支
感
度
、
即
色
義
は
支
道

林
、
本
無
義
は
道
安
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
り
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
は

古
く
よ
り
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
現
代
の
多
く
の
学
説
を
も
含
め

て
再
検
討
す
る
か
た
ち
で
論
究
し
、
道
安
・
支
道
林
を
格
義
批
判
の
対
象

と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
投
か
け
て
い
る
。
続
い
て
曇
済
の
六
家
七
宗
論

な
ど
に
よ
る
他
の
諸
家
に
対
し
て
も
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

第
四
章
支
遁
と
中
国
思
想
支
道
林
の
即
色
義
は
向
秀
・
郭
象
の

荘
子
の
注
釈
か
ら
出
た
も
の
で
、
貴
無
と
崇
有
と
の
綜
合
に
よ
る
も
の
で

あ
る
、
と
す
る
侯
外
原
ら
の
説
を
問
題
提
起
と
し
て
取
り
あ
げ
、
彼
ら
玄

学
者
と
支
道
林
と
の
比
較
を
お
こ
な
う
。
先
ず
「
世
説
新
語
」
「
梁
高
僧

伝
」
「
晋
書
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
生
活
態
度
の
相
違
を
無
意
識
的
な
根
基

の
志
向
性
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
と
し
、
支
道
林
の
作
っ
た
讃
偶
な
ど
か

ら
そ
こ
に
戒
と
定
の
そ
な
わ
っ
て
、
脱
世
俗
性
へ
向
っ
て
い
る
こ
と
を
、

第
一
章
と
同
じ
手
法
で
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
王
弼
と
支
道
林

の
無
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
イ
テ
ィ
と
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
の
相
違
を
も
つ
こ
と

を
詳
細
に
論
じ
、
同
じ
く
自
然
・
無
心
・
至
人
の
概
念
の
差
違
を
郭
象
と

支
道
林
の
間
に
比
較
す
る
。
こ
こ
で
は
「
妙
観
章
」
や
「
大
小
品
対
比
要

抄
序
」
が
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
世
説
」
の
劉
孝
標
注

に
よ
っ
て
支
道
林
の
遁
遙
論
が
検
討
さ
れ
、
郭
象
に
お
け
る
自
然
性
へ
の

徹
底
、
支
道
林
に
お
け
る
自
然
性
か
ら
の
超
越
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は

興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

第
五
章
道
安
の
佛
教
こ
の
章
は
二
七
○
頁
か
ら
な
る
大
き
な
論

文
で
あ
り
、
第
一
章
よ
り
第
三
章
ま
で
は
第
四
章
と
本
章
、
殊
に
道
安
研
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究
の
た
め
の
問
題
設
定
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
著
者
が
「
わ
た
く

し
は
道
安
の
現
存
著
作
を
整
理
し
て
い
る
う
ち
に
、
か
れ
の
佛
教
は
、
と

う
て
い
本
無
義
や
性
空
宗
と
い
う
ご
と
き
固
定
概
念
に
限
局
さ
る
べ
き
も

の
で
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
に
い
た
っ
た
。
」
と
い
う
立
場
か
ら
「
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
か
ら
道
安
を
徹
底
的
に
検
討
し
た
」
と
序
文
に
述
べ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
そ
の
熱
意
が
う
か
が
わ
れ
る
。

先
ず
第
一
節
に
道
安
解
釈
の
問
題
と
題
し
て
、
そ
の
知
友
や
門
弟
か
ら

見
た
道
安
観
、
そ
し
て
現
代
の
中
国
の
学
者
の
研
究
を
検
討
し
、
序
説
の

役
割
を
も
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
道
安
を
理
解
す
る
に
は
、
中
国
思
想
の

全
体
の
流
れ
の
中
で
捉
え
、
そ
の
上
で
道
安
の
禅
定
の
深
化
か
ら
に
じ
み

で
る
般
若
理
解
の
深
さ
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
そ
の
研
究
の

指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
第
二
節
の
道
安
佛
教

の
構
造
で
は
、
出
三
蔵
記
集
に
所
収
の
経
序
に
よ
っ
て
、
道
安
の
禅
観
が

禅
慧
か
ら
般
若
へ
の
方
向
を
も
つ
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
ま
こ
と
に
詳

細
な
論
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
戒
・
定
・
慧
の
順
次
に
論

述
さ
れ
て
い
る
が
、
陰
持
入
が
人
間
の
病
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い

う
指
摘
、
道
安
の
四
禅
に
た
い
す
る
見
解
の
考
察
、
「
沙
門
果
経
」
と
の

比
較
研
究
な
ど
傾
聴
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
く
。
続
く
第

三
節
の
道
安
佛
教
の
問
題
点
で
は
、
般
若
経
類
の
一
連
の
経
序
か
ら
、
真

俗
二
諦
に
つ
い
て
道
安
の
理
解
と
イ
ン
ド
佛
教
の
比
較
、
理
事
無
碍
・
一

即
一
切
と
い
う
華
厳
宗
に
お
け
る
重
要
な
課
題
の
発
祥
を
道
安
に
求
め
る
、

道
安
の
弥
勒
信
仰
、
な
ど
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
二
諦
説
の
原
型

と
も
み
ら
れ
る
道
安
の
「
合
放
光
光
讃
略
解
序
」
の
文
は
難
解
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
読
解
の
手
懸
り
を
示
唆
し
て
お
り
、
ま
た
弥
勒
信
仰
の
実

態
も
明
瞭
に
は
さ
れ
て
い
な
い
今
日
に
覇
重
要
な
課
題
を
世
に
問
う
た
と

い
え
よ
幸
フ
。

第
六
章
佛
教
に
お
け
る
人
格
的
根
拠
の
一
断
面
こ
の
章
で
は

「
合
放
光
光
讃
略
解
序
」
に
み
ら
れ
る
加
・
法
性
・
真
際
の
意
味
を
、
道

安
、
般
若
経
、
竜
樹
、
羅
什
の
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
お
い
て
比
較
検
討
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
羅
什
の
法
身
説
が
「
大
乗
大
義
章
」
に
よ
っ
て
論
述
さ

れ
て
い
る
。

以
上
ま
こ
と
に
粗
雑
な
紹
介
に
お
わ
り
、
精
密
な
論
究
を
進
め
て
お
ら

れ
る
著
者
に
対
し
て
礼
を
失
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
い
さ
さ
か
の
所
感
を
記
し
て
み
た
い
。

異
質
な
二
つ
の
文
化
が
交
流
す
る
と
き
、
同
質
な
面
で
は
受
容
を
可
能

に
し
、
異
質
な
点
で
拒
絶
を
示
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
新

た
な
文
化
の
形
成
が
お
こ
な
わ
れ
る
に
は
、
そ
の
拒
絶
の
力
こ
そ
が
契
機

と
し
て
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
本
書
の
序
文
に
既
に
著
者
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
く
異
質
の
佛
教
が
中
国
に
受
容
さ
れ
、

中
国
仙
教
と
し
て
の
思
想
的
な
展
開
を
示
す
ま
で
に
は
三
百
年
以
上
の
年

月
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
問
に
中
国
文
化
が
佛
教
を
拒
否
し
て

き
た
素
因
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
、
こ
れ
は
一
度
整
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
本
書
の
中
で
力
説
さ
れ
て
い

る
禅
菩
の
意
義
も
、
中
国
文
化
か
ら
拒
絶
さ
れ
て
き
た
も
の
の
一
つ
で
は

な
い
か
と
私
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
確
か
に
玄
学
の
隆
盛
と
共
に
冥
想
の
必

要
性
は
出
て
き
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
風
習
の
上
で
異
っ
て
い
て
中
国

三
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人
に
好
ま
れ
な
い
坐
法
、
日
常
生
活
を
放
棄
し
て
の
禅
定
へ
の
沈
潜
な
ど

は
、
容
易
に
許
容
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

前
提
を
お
い
た
う
え
で
、
著
者
が
禅
定
の
訓
練
に
よ
る
無
意
識
的
領
域
の

う
ち
に
般
若
が
吸
収
さ
れ
た
、
と
論
じ
ら
れ
る
着
眼
は
私
に
は
大
い
に
啓

発
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
こ
と
に
乏
し
い
資
料
に
し
か
頼
れ

な
い
佛
教
受
容
期
の
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
形
成
と
い
う
大
き
な
課

題
を
論
ず
る
場
合
、
般
若
と
禅
定
の
関
わ
り
あ
う
形
態
で
捉
え
る
こ
と
は
、

主
観
的
な
一
つ
の
欠
落
を
生
じ
る
危
険
性
を
も
つ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
従
来
あ
ま
り
第
一
資
料
と
し
て
は
取
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
「
世
説

新
語
」
を
も
ち
い
て
、
本
書
に
お
い
て
般
若
理
解
の
深
度
が
測
ら
れ
る
と

い
う
試
み
も
、
先
の
前
提
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
ら
、
第
一
章
の
「
思
想
以
前
の
深
層
領
域
」
は
勿
論
、
本
書
全

般
を
通
じ
て
そ
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
に
脆
さ
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
初
期
般
若
の
研
究
批
判
」
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
独
自
の
見
解
は
見

ら
れ
な
い
。
ま
た
支
道
林
の
研
究
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
本
書
の

論
述
を
一
歩
出
る
こ
と
は
相
当
の
困
難
を
伴
う
で
あ
ろ
う
。
私
も
か
っ
て

支
道
林
に
つ
い
て
さ
さ
や
か
な
検
討
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
書
の

広
い
視
野
か
ら
の
論
究
に
は
更
め
て
多
く
の
啓
発
を
受
け
た
。
た
だ
欲
を

い
わ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
支
道
林
の
思
想
を
眺
め
る
に
は
「
大
小
品

対
比
要
抄
序
」
が
第
一
資
料
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
後
学
の

た
め
に
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
そ
れ
に
関

連
し
て
卑
見
で
は
「
玄
を
忘
る
る
が
故
に
無
心
な
り
」
ｅ
も
ｇ
息
ら
を

「
玄
を
忘
る
る
が
故
に
心
す
る
な
し
」
と
読
ん
で
、
無
所
著
の
意
味
を
よ

り
強
調
し
た
く
思
う
の
で
あ
る
が
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
妙

観
章
の
「
色
即
為
空
、
色
復
異
空
」
は
文
章
が
完
全
で
は
な
い
と
考
え
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
で
敢
て
「
色
復
異
空
」
を
空
即
是
色
に
当
て
て
仮

色
を
意
味
す
る
、
と
い
う
見
解
を
と
り
た
い
の
だ
が
、
こ
れ
は
少
し
無
理

な
取
意
で
あ
ろ
う
か
。

第
五
章
の
「
道
安
の
仙
教
」
は
先
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で

些
細
な
こ
と
で
あ
る
が
気
付
い
た
二
三
の
こ
と
が
ら
を
挙
げ
て
み
た
い
。

先
ず
、
僧
肇
の
三
家
批
判
に
つ
い
て
卑
見
で
は
、
僧
肇
は
三
家
に
特
定
の

人
物
を
意
識
し
て
挙
げ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
自
分
が
川
の
羅
什

か
ら
伝
え
ら
れ
た
般
若
義
を
表
現
す
る
た
め
に
、
当
時
も
ち
い
ら
れ
て
い

た
格
義
を
、
三
家
に
整
理
し
て
批
判
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
と
思
う
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
心
無
・
川
色
・
本
無
の
そ
れ
ぞ
れ
が
一
方
に
伽

し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
人
物
の
般
若
の
理
解
度
を
論

究
し
て
は
い
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
僧
肇
の
意
識
の
内
に
は
、
従
来
の

般
若
義
に
は
、
そ
れ
が
如
何
に
深
く
理
解
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
体
系
的

に
把
握
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
充
分
で
な
い
と
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
よ
う
な
見
方
が
後
の
注
釈
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
般
若
義
に
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
人
物
を
当
は
め
る
結
果
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で
、
道
安
な
り
支
道
林
の
般
若
義
を

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
僧
叡
の
道

安
観
の
場
合
も
言
い
得
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
性
空
の
宗
は
今

を
以
て
之
を
験
す
る
に
、
最
も
そ
の
実
を
得
た
り
。
然
る
に
鱸
冶
の
功
微

に
し
て
、
尽
さ
ざ
る
を
恨
む
。
」
ｅ
＆
思
忌
巴
と
い
う
僧
叡
の
言
葉
は

ま
さ
し
く
従
来
の
般
若
義
が
完
怖
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

の
で
あ
る
。
ま
た
「
息
に
ち
か
し
」
は
六
息
で
は
な
く
止
む
の
意
に
読
ん
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で
、
禅
定
が
完
成
に
近
ず
い
た
こ
と
を
表
わ
す
と
み
た
い
。
そ
の
よ
う
に

み
れ
ば
、
著
者
が
僧
叡
を
「
か
れ
は
、
い
わ
ば
般
若
の
門
口
に
た
た
ず
ん

で
、
道
安
の
世
界
を
望
見
し
た
に
と
ど
ま
る
と
い
え
よ
う
。
」
含
出
認
息

園
）
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
今
一
つ

は
道
安
を
研
究
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
、
出
三
蔵
記
集
所
収
の
道
安
が

著
わ
し
た
経
序
を
も
ち
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
吉
で
は
経
序
の
作
成
年
代

と
そ
の
上
に
現
わ
れ
る
思
想
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
考
慮
が
払
わ

れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
道
安
の
禅
定
と
般
若
の
関
わ
り
方

に
お
い
て
、
経
序
の
処
理
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
結

果
も
異
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
に
卑
見
を
雑
え
て
所
感
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
と
も
か
く

本
書
は
、
博
士
の
個
性
的
意
欲
的
な
論
究
が
重
ね
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
資
料
の
扱
い
や
研
究
方
法
に
お
い
て
、
読
む

者
の
な
か
に
は
意
に
満
ち
ぬ
も
の
を
感
ず
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
止
む
を

得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
先
学
の
論
究
に
対
し
て
、
あ
ま
り
に
も

粗
雑
な
肥
見
を
重
ね
て
、
礼
を
失
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。
序

文
に
よ
れ
ば
、
続
い
て
第
二
巻
に
慧
遠
ら
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。
で
き
う
る
な
ら
ば
そ
こ
に
、
先
に
記
し
た
よ
う
な
拒
絶
の
力

の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
、
輪
廻
思
想
の
受
容
と
神
滅
不
滅
の
論
争
な
ど
が

取
り
あ
げ
ら
れ
、
後
学
の
蒙
を
開
か
れ
ん
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

（
昭
和
四
六
年
七
月
、
筑
摩
書
房
、
Ａ
五
版
、
五
、
五
○
○
円
）
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