
大
河
に
も
似
た
佛
教
の
巨
大
な
流
れ
を
歴
史
と
い
う
河
床
を
辿
る
こ
と

で
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
動
き
が
近
代
非
常
に
強
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
極
め

て
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
間
が
人
間
自
身
を
問
題
に
す
る
と
き
、
必

然
的
に
そ
の
背
景
と
し
て
歴
史
の
解
明
が
鍵
に
な
る
、
と
い
う
近
代
の
大

き
な
思
潮
に
よ
る
の
で
あ
る
。
佛
教
と
い
え
ど
も
そ
の
思
潮
の
動
き
か
ら

例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
佛
教
は
今
ま
で
の
様
に
佛
教
徒
だ
け

が
学
ぶ
と
い
う
場
か
ら
一
挙
に
広
い
、
新
た
な
場
へ
出
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
大
変
困
難
な
問
題
が
当
然
生
ず
る
。
そ
の
こ
と
は
あ
と
で
少
し
触
れ

る
こ
と
に
し
て
、
と
も
か
く
、
広
い
場
に
出
た
と
い
う
こ
と
は
、
佛
教
の

歴
史
も
伝
統
も
な
い
国
々
で
も
佛
教
の
研
究
が
可
能
と
な
り
、
様
々
な
角

度
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

今
、
こ
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
博
士
の
「
己
〕
①
切
巨
目
冨
黒
屈
呂
四
○
口
」
も
そ

の
よ
う
な
背
景
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
言
は
「
日
常
園
①
層
５
口
い
ぽ
苛
旦
昌
四
巳
と
い
う
シ

リ
ー
ズ
の
中
の
一
冊
で
あ
り
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
博
士
が
「
佛
教
」
篇
を
扱
っ

た
の
で
あ
る
。

”
ぢ
ぽ
騨
己
国
．
”
○
国
易
〔
日

弓
一
局
因
胃
ａ
Ｑ
巨
習
罰
①
匡
唱
（
）
ロ

ー
シ
国
騎
貧
肖
●
旨
巴
胃
口
角
○
二
巨
鼻
旨
口
Ｉ平

野

修

本
書
は
次
の
五
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。

第
一
章
「
今
日
の
様
相
」

第
二
章
「
ゴ
ー
ダ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
と
教
え
」

第
三
章
「
イ
ン
ド
佛
教
の
展
開
」

第
四
章
「
イ
ン
ド
外
で
の
展
開
」

第
五
章
「
過
去
・
現
在
・
未
来
」

そ
れ
に
最
後
に
各
章
の
参
考
文
献
が
載
せ
て
あ
る
。

著
者
は
扇
関
”
８
骨
牌
目
ご
ｑ
ｏ
呂
昌
。
ロ
」
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
付

し
て
い
る
よ
う
に
本
書
は
歴
史
を
辿
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
思
想
の
形
・
流

れ
を
観
察
し
て
い
く
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
る
。

佛
教
の
歴
史
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
独
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

様
食
な
自
然
・
社
会
情
況
と
触
れ
あ
い
、
切
れ
あ
っ
て
織
り
な
す
も
の
で

あ
る
か
ら
、
十
全
な
姿
を
再
現
す
る
こ
と
は
夢
で
あ
り
、
ま
し
て
一
書
に

総
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
本
書
も
概
要
と
な
る
の
だ
が
、

重
要
な
点
が
適
切
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
立
派
な
佛
教
概
要
害
と
な
っ
て

い
る
。先

ず
著
者
は
現
代
世
界
に
お
け
る
佛
教
の
模
様
を
描
く
。
価
値
の
変

化
・
多
様
化
し
た
現
代
に
於
て
、
佛
教
は
い
か
な
る
在
り
方
を
し
て
い
る

の
か
、
又
、
社
会
情
勢
が
ど
の
よ
う
な
形
で
反
映
し
て
い
る
の
か
を
イ
ン

ド
、
セ
イ
ロ
ン
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
の
諸
国

に
於
て
見
て
い
る
。

特
に
現
在
な
お
戦
争
状
態
に
あ
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
を
描
い
た
箇
所
が
印
象

的
で
あ
る
。

著
者
は
戦
闘
機
、
軍
用
の
ト
ラ
ッ
ク
の
聯
音
、
時
折
聞
こ
え
て
く
る
弾

F一再
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音
の
中
に
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
当
然
、
政
治
と
佛
教
の
関
わ
り
が

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
思
惑
・

議
論
が
あ
る
に
し
て
も
一
九
六
三
年
、
六
月
に
焼
身
自
殺
し
た
七
十
三
才

の
老
僧
の
悲
し
さ
が
超
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

他
の
国
食
で
は
近
代
化
、
伝
統
の
形
式
化
、
見
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
思
惟

方
法
等
、
佛
教
徒
に
と
っ
て
非
常
に
難
解
な
問
題
が
現
実
に
迫
っ
て
き
て

い
る
。
そ
ん
な
中
で
、
イ
ン
ド
に
来
て
い
る
ラ
マ
僧
の
謎
め
い
た
奇
異
な

行
動
が
妙
に
浮
び
あ
が
っ
て
見
え
る
。

著
者
は
こ
の
よ
う
な
模
様
を
そ
の
ま
ま
に
描
い
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
何

の
批
判
・
主
張
を
な
さ
な
い
。
そ
れ
は
正
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。

現
代
の
中
に
あ
っ
て
現
代
の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
は
誰
に
も
出
来
な
い

こ
と
で
あ
る
か
ら
。

第
二
章
は
佛
陀
の
八
相
成
道
を
中
心
に
多
く
の
文
献
を
駆
使
し
て
、
佛

陀
と
そ
の
周
辺
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ロ
ビ
ン
ソ
ン
博
士
が
初
転
法
輪
で
説
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
「
中
道

に
」
に
つ
い
て
述
雫
へ
て
い
る
所
を
少
し
紹
介
し
て
み
よ
う
。

中
道
は
ギ
リ
シ
ャ
・
中
国
で
言
う
中
道
・
中
庸
と
も
似
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
以
上
の
意
味
を
含
ん
で
い
て
、
哲
学
的
に
は
縁
起
が
中
道
を
、
実
践

的
に
は
八
聖
道
が
そ
れ
を
意
味
す
る
。

実
践
上
の
中
道
で
あ
る
八
聖
道
は
三
学
に
要
約
で
き
る
。
つ
ま
り
、
戒

に
正
語
・
正
業
・
正
命
、
定
に
は
正
精
進
・
正
念
・
正
定
が
、
慧
に
は
正

見
・
正
思
惟
が
あ
た
る
。
こ
の
三
学
に
よ
っ
て
解
脱
を
得
る
意
味
が
中
道

に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
放
窓
や
苦
行
を
離
れ
て
健
康
な
生
活
を
す
る

と
い
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
中
道
の
教
説
は
万
人
に
と
っ
て

意
味
あ
る
親
し
み
や
す
い
も
の
で
あ
る
、
と
著
者
は
語
っ
て
い
る
。

こ
の
第
二
章
は
佛
陀
伝
で
あ
る
の
で
、
次
の
様
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い

る
。
そ
れ
は
、
佛
陀
の
伝
記
と
言
っ
て
も
経
典
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な

い
、
と
い
う
性
質
上
、
史
料
の
批
判
検
討
が
大
き
な
問
題
に
な
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
今
、
博
士
は
史
料
を
神
話
・
誇
張
と
判
断
し
て
取
捨
し

て
い
く
立
場
を
と
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
取
り
あ
げ
て
、
理
解
を
試
み
る
立
場

に
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
と
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の

よ
う
な
著
者
の
態
度
は
か
え
っ
て
読
者
を
思
索
に
誘
う
結
果
と
な
る
で
あ

る
語
『
ノ
。

第
三
章
は
前
半
で
佛
滅
後
の
教
団
の
た
ど
っ
た
経
過
、
ア
シ
ョ
ヵ
王
の

こ
と
、
そ
れ
と
僧
伽
内
で
の
生
活
・
規
則
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。

特
に
戒
律
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

後
半
は
大
乗
佛
教
の
諸
問
題
、
つ
ま
り
、
菩
薩
・
菩
薩
道
・
空
観
・
唯

識
思
想
、
そ
れ
に
文
珠
・
普
賢
・
観
音
の
大
菩
薩
や
阿
弥
陀
・
毘
盧
沙
那

佛
等
の
経
典
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
佛
・
菩
薩
が
取
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い

づ
Ｑ
Ｏ

空
観
の
と
こ
ろ
で
著
者
は
こ
の
教
説
の
危
険
な
面
（
悪
取
空
）
を
述
べ

る
と
同
時
に
、
こ
の
教
説
に
よ
っ
て
宗
教
生
活
が
根
本
的
に
考
え
直
さ
れ

た
と
述
、
へ
る
。
つ
ま
り
、
僧
と
在
俗
信
者
と
い
う
差
別
や
男
・
女
・
貧
・

富
、
の
区
別
も
本
質
的
な
意
味
を
も
た
ず
、
仮
り
な
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ

な
い
、
と
い
う
広
い
大
き
な
場
が
開
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
著

者
は
大
乗
の
意
義
を
見
て
い
る
。

ま
た
、
著
者
は
縁
起
に
関
し
て
、
こ
れ
は
本
質
的
実
在
と
い
う
よ
り

〃
記
述
的
な
法
則
″
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
〃
記
述
的
（
号
切
目
ざ
罫
『
①
）
〃
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と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
観
察
・
科
学
に
深
く
結
び
つ
い
て
く
る
。
だ
か

ら
こ
の
点
に
空
・
縁
起
に
関
す
る
誤
解
の
芽
が
あ
る
と
著
者
は
言
う
。

現
代
の
科
学
が
本
性
、
属
性
の
説
明
パ
タ
ー
ン
を
捨
て
て
久
し
い
。
お

か
げ
で
、
我
灸
は
今
日
、
形
而
上
学
に
於
て
は
立
派
な
空
論
者
で
あ
り
、

自
己
や
神
学
に
関
し
て
も
そ
う
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
混
乱
で
あ

っ
て
も
空
の
正
し
い
理
解
で
は
な
い
、
と
著
者
は
言
う
。
空
、
縁
起
が
甚

深
微
妙
の
法
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
今
後

の
課
題
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

空
の
そ
の
よ
う
な
危
険
性
・
難
解
性
の
故
に
、
ど
う
し
て
も
二
諦
説
が

関
係
し
て
く
る
こ
と
を
著
者
は
続
け
て
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
存
在

論
的
不
二
論
」
が
こ
の
世
に
も
た
ら
す
混
乱
を
二
諦
説
と
い
う
「
認
識
論

的
二
元
論
」
が
秩
序
を
保
つ
役
割
を
果
し
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
ま

た
著
者
は
こ
の
二
諦
説
は
般
若
経
の
根
底
的
原
理
と
言
う
。
そ
う
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
二
諦
説
は
別
に
般
若
経
に
固
有
な
こ
と
で
は
な
い
・

大
乗
佛
教
で
あ
る
限
り
当
然
出
て
く
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
大
乗
の
目
標
が
一
切
衆
生
の
解
脱
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
法
は
説
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
説
け
ば
相
対
化
を
免
れ
得

な
い
。
相
対
的
真
実
で
あ
れ
ば
一
切
衆
生
は
摂
し
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な

理
由
も
ま
た
二
諦
説
に
考
え
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
更
に
ロ
ビ
ン
ソ
ン
博
士
は
大
乗
の
重
要
な
問

題
と
し
て
菩
薩
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
特
に
大
菩
薩
に
注
意
を
は
ら

っ
て
い
る
・
著
者
は
文
珠
・
観
音
・
勢
至
・
弥
勒
等
の
菩
薩
を
「
。
ｇ
の
呂
巴

牙
号
蔚
四
＃
ぐ
四
」
と
呼
ん
で
い
る
。
だ
が
決
し
て
〃
架
空
上
″
の
と
は
言

っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
菩
薩
が
衆
人
の
信
仰
の
対
象
と
な
り
、

伝
統
を
も
っ
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
そ
れ
ら
の
菩
薩
に
つ
い

て
各
灸
説
明
が
付
さ
れ
て
あ
る
。

そ
れ
に
続
い
て
・
巴
①
の
は
巴
目
目
冨
が
語
ら
れ
る
。
先
の
。
堅
の
昌
巴

ｇ
号
尉
騨
茸
ぐ
ゅ
が
佛
陀
の
内
景
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ

は
生
身
の
佛
陀
に
対
し
て
法
身
が
考
え
ら
れ
て
出
て
く
る
こ
と
が
ら
で
あ

ろ
う
。
こ
の
佛
陀
観
の
確
立
が
佛
国
士
を
開
い
て
く
る
。
そ
の
こ
と
に
著

者
は
法
華
経
を
引
用
し
て
触
れ
て
い
る
。

し
か
し
博
士
が
こ
の
節
で
最
も
強
く
関
心
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
阿
弥

陀
佛
と
そ
の
佛
に
よ
る
救
済
の
問
題
で
あ
る
。

著
者
は
大
無
量
寿
経
の
法
蔵
菩
薩
の
物
語
を
述
べ
、
第
十
八
・
十
九
・

二
十
願
か
ら
そ
の
救
済
を
考
え
て
い
る
。
著
者
は
た
だ
信
仰
す
る
だ
け
で

救
済
さ
れ
る
こ
と
に
疑
問
を
出
す
。
つ
ま
り
人
間
の
努
力
の
必
要
性
を
強

調
し
、
イ
ン
ド
で
の
阿
弥
陀
佛
信
仰
は
浄
信
の
宗
教
よ
り
は
む
し
ろ
思
惟

（
観
佛
）
の
宗
教
で
あ
っ
た
と
言
う
。

当
然
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
言
わ
れ
よ
う
が
、
た
だ
、
こ
の
浄
土
教
に

は
長
い
歴
史
が
あ
り
、
実
践
が
あ
る
か
ら
単
に
原
典
上
か
ら
の
み
推
し
計

れ
な
い
。
そ
れ
に
、
イ
ン
ド
佛
教
を
佛
教
の
規
範
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
佛

教
の
歴
史
を
考
え
る
と
釈
尊
在
世
の
佛
教
以
外
は
発
展
形
態
で
あ
り
、
時

に
は
誤
解
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
変
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の

場
合
、
佛
陀
の
教
え
は
、
人
々
の
自
覚
を
と
う
し
て
伝
わ
る
、
と
い
う
事

実
が
見
過
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
博
士
の
だ
す
問
題
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

更
に
こ
の
章
で
は
唯
識
、
金
剛
乗
（
タ
ン
ト
ラ
）
を
解
説
し
、
イ
ン
ド

で
の
佛
教
の
滅
亡
を
述
尋
へ
て
章
を
閉
じ
て
い
る
。

只 Q
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第
四
章
は
佛
教
の
伝
わ
っ
た
中
国
、
日
本
、
南
ア
ジ
ア
、
チ
ベ
ッ
ト
で

の
佛
教
各
宗
の
解
説
と
伽
教
徒
の
業
績
を
述
・
へ
て
い
る
。

第
五
章
は
佛
教
の
過
去
・
現
在
・
未
来
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。出

口
が
な
い
こ
と
へ
の
不
安
と
焦
燥
が
た
だ
よ
い
、
矛
盾
や
不
合
理
な

も
の
の
解
消
を
め
ざ
し
た
近
代
化
・
合
理
化
が
更
に
深
い
矛
盾
を
生
み
だ

す
混
迷
す
る
現
代
の
中
で
当
然
佛
教
も
そ
の
在
り
方
を
問
わ
れ
る
。

博
士
は
言
う
。

過
去
に
於
て
、
佛
教
の
変
革
は
な
さ
れ
て
き
た
。
真
に
こ
の
世
の
人
々

が
願
っ
て
い
る
こ
と
を
自
ら
の
う
ち
に
見
い
出
し
た
人
に
よ
っ
て
。

だ
か
ら
と
言
っ
て
博
士
は
楽
観
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
・

本
書
を
読
む
人
に
絶
え
ま
い
努
力
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
願
い
の

実
現
の
た
め
に
博
士
が
し
て
い
た
よ
う
に
。

（
ロ
５
戸
①
邑
切
○
口
嗣
旨
匡
尉
目
目
、
○
○
日
己
蝕
口
ざ
Ｆ
ａ
団
巴
日
Ｃ
具
、
○
匙
黙
○
門
昌
伊
．

旨
④
『
Ｐ
』
い
ふ
ｂ
ｂ
・
）
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