
す
で
に
周
知
の
如
く
、
『
律
蔵
の
研
究
」
（
昭
和
三
五
年
）
、
「
原
始
佛

教
の
研
究
』
（
昭
和
三
九
年
）
と
い
う
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
を
公
刊
し
て

き
た
著
者
が
、
大
小
乗
の
三
蔵
に
わ
た
る
彪
大
な
資
料
を
網
羅
し
て
検
討

を
加
え
た
の
が
、
八
百
余
頁
（
本
文
八
二
頁
、
索
引
三
七
頁
）
か
ら
な

る
大
著
と
し
て
の
本
書
「
初
期
大
乗
佛
教
の
研
究
」
で
あ
る
。
初
期
大
乗

仙
教
と
い
え
ば
、
大
乗
仙
教
の
起
源
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
が
、
相
変
ら

ず
そ
の
研
究
は
、
適
切
な
資
料
の
不
足
と
い
う
非
常
な
困
難
の
下
に
あ
る
。

本
書
の
研
究
目
的
の
主
眼
は
一
言
で
い
え
ば
、
著
者
が
〃
は
し
が
き
″
に

お
い
て
も
表
明
し
て
い
る
如
く
、
そ
の
大
乗
佛
教
の
源
流
に
つ
い
て
、
従

来
一
般
的
で
あ
る
「
大
衆
部
起
源
説
」
に
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
、
大

乗
経
典
に
広
く
見
ら
れ
る
「
佛
塔
信
仰
」
と
、
そ
の
佛
塔
に
生
活
の
基
雌

を
お
い
た
と
推
定
さ
れ
る
「
菩
薩
ガ
ナ
」
の
存
在
と
の
上
に
、
そ
の
起
源

を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
一
点
に
あ
る
と
い
え
る
。

本
書
は
序
論
と
九
章
と
か
ら
成
り
、
合
わ
せ
て
十
章
に
分
け
ら
れ
て
い

る
。
次
下
に
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
が
、
紹
介
す
る
と
い
っ
て

も
、
本
書
の
大
半
は
論
証
の
た
め
に
引
用
さ
れ
た
資
料
で
あ
り
、
そ
れ
ら

に
対
す
る
委
細
な
検
討
を
加
え
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
通
読
し
た
限
り

平

「
初
期
大
乗
佛
教
の
研
究
」

川

彰
著

小

川

乗

序
論
（
一
’
五
八
頁
）
は
三
節
か
ら
成
る
。
第
一
節
「
初
期
大
乗
佛
教

の
教
理
的
特
徴
」
で
は
、
大
乗
と
小
乗
と
を
区
別
す
る
教
理
的
な
特
徴
を
、

内
外
の
諸
学
者
の
見
解
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
列
挙
し
て
い
る
。
大

乗
と
小
乗
と
を
区
別
す
る
教
理
的
特
徴
を
論
じ
て
い
る
も
の
は
種
盈
の
佛

教
資
料
の
中
に
散
見
で
き
る
が
、
い
ま
は
そ
れ
ら
の
佛
教
資
料
を
検
討
す

る
煩
墳
を
さ
け
、
諸
学
者
の
見
解
と
そ
こ
に
見
ら
れ
る
共
通
的
な
特
徴
を

以
っ
て
、
一
応
の
初
期
大
乗
佛
教
の
教
理
的
特
徴
と
し
て
い
る
．
第
二
節

「
大
乗
佛
教
は
大
衆
部
か
ら
発
達
し
た
か
」
と
第
三
節
「
大
衆
部
の
文
献
」

と
は
、
ま
さ
し
く
の
本
書
に
お
い
て
主
題
と
な
っ
て
い
る
問
題
の
提
起
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
乗
仙
教
の
起
源
に
関
し
て
、
教
理
の
類
似
性
を
以

っ
て
、
大
乗
が
大
衆
部
か
ら
起
っ
た
と
推
定
す
る
従
来
の
説
が
不
充
分
で

あ
る
と
い
う
問
題
提
起
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
単
に
教

理
の
類
似
性
と
い
う
こ
と
だ
け
で
い
え
ば
、
大
衆
部
に
限
ら
ず
他
の
部
派

の
教
理
も
多
分
に
大
乗
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

加
え
て
、
大
衆
部
系
の
も
の
と
見
散
さ
れ
て
い
る
経
律
論
に
対
す
る
検
討

を
加
え
、
そ
の
結
論
と
し
て
、
大
衆
部
系
の
も
の
と
見
倣
し
得
る
の
は
、

「
摩
訶
僧
祇
律
」
と
「
大
事
」
と
の
み
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。
第
二
に
、

大
乗
の
起
源
は
教
理
の
起
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
教
団
の
起
源
で
も
あ
る

か
ら
、
大
乗
の
「
教
団
と
し
て
の
起
源
」
を
問
う
必
要
の
あ
る
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。

以
下
の
九
章
は
、
是
の
如
き
の
問
題
提
起
の
下
で
な
さ
れ
た
著
者
の
調

査
検
討
の
歩
み
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

で
の
簡
単
な
紹
介
を
記
す
程
度
に
止
め
る
。
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第
一
章
「
大
乗
経
典
の
成
立
年
代
」
（
五
九
’
一
三
三
頁
）
は
第
一
節

「
大
乗
経
典
の
性
格
」
、
第
二
節
「
大
乗
経
典
の
訳
出
」
、
第
三
節
「
大
月

氏
国
と
北
イ
ン
ド
情
勢
」
、
第
四
節
「
最
古
の
大
乗
経
典
」
の
四
節
か
ら

成
る
。
本
章
の
中
心
は
、
漢
訳
佛
典
の
訳
出
年
代
の
検
討
に
あ
る
。
そ
の

検
討
に
よ
っ
て
、
最
古
の
初
期
大
乗
経
典
と
し
て
、
最
古
訳
の
漢
訳
佛
典

の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
菩
薩
蔵
経
」
「
六
波
羅
蜜
経
」
「
三
品
経
」

の
三
経
を
挙
げ
て
い
る
。
漢
訳
佛
典
の
訳
出
年
代
等
に
つ
い
て
は
、
最
近

出
版
さ
れ
た
塚
本
善
隆
著
「
中
国
仏
教
通
史
Ｉ
」
（
鈴
木
学
術
財
団
、
昭

和
四
三
年
三
月
）
と
比
較
し
て
み
る
と
、
著
者
独
自
の
資
料
検
討
が
加
え

ら
れ
て
い
て
興
味
が
あ
る
。

第
二
章
「
部
派
佛
教
に
お
け
る
菩
薩
思
想
の
発
展
」
（
一
三
五
’
一
九

四
頁
）
は
七
節
か
ら
成
る
。
第
一
節
「
菩
薩
の
観
念
の
出
現
」
と
第
二
節

「
「
中
」
「
雑
」
二
阿
含
に
「
菩
薩
」
の
語
の
現
わ
れ
な
い
理
由
」
と
で
は
、

干
潟
竜
祥
「
菩
薩
思
想
の
起
源
と
展
開
」
（
宮
本
正
尊
編
「
佛
教
の
根
本

真
理
」
）
な
ど
の
諸
研
究
を
参
川
し
つ
つ
、
菩
薩
の
観
念
が
大
乗
佛
教
に

な
っ
て
初
め
て
現
わ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し

意
外
に
そ
の
用
例
の
新
し
い
こ
と
、
及
び
、
「
阿
含
経
」
に
お
い
て
菩
薩

の
観
念
の
必
要
性
が
資
料
的
に
見
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

第
三
節
「
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
と
菩
薩
の
理
念
」
と
第
四
節
「
弥
勒
菩
薩
」

と
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
菩
薩
の
観
念
に
関
し
て
、
過
去
佛
（
ジ
ャ
ー

タ
ヵ
）
と
か
将
来
佛
（
弥
勒
）
と
か
が
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
か

の
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
資
料
を
検
討
し
て
み
る
と
、
過
去

柳
や
将
来
佛
の
観
念
か
ら
は
菩
薩
の
観
念
が
導
き
出
さ
れ
な
い
こ
と
、
す

な
わ
ち
ジ
ャ
ー
ク
カ
も
弥
勒
の
観
念
も
共
に
菩
薩
の
観
念
な
し
に
成
立
し

て
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
本
書
を
興
味
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
一

つ
の
研
究
成
果
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
問
題
と
し
て
は
、
後
世

の
人
倉
が
過
去
佛
や
将
来
伽
の
上
に
、
菩
薩
の
観
念
を
全
く
見
出
さ
な
か

っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
別
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
警
峨
物
語
（
シ
ぐ
且
習
騨
）
の
類
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
か
く
し
て
、
第
五
節
「
佛
伝
と
く
に
燃
灯
佛
授
記
と
菩
薩
の
観
念
」

に
お
い
て
、
佛
伝
文
学
の
中
の
燃
灯
佛
授
記
の
思
想
こ
そ
が
菩
薩
の
観
念

を
生
み
出
す
に
至
っ
た
点
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
六
節
「
菩
薩

の
意
味
」
と
第
七
節
「
菩
薩
の
階
位
・
四
性
行
と
十
地
、
多
佛
の
出
世
」

と
は
、
菩
薩
舎
且
冒
困
ヰ
ぐ
ゅ
）
の
語
義
解
釈
に
つ
い
て
の
諸
説
を
紹
介

し
、
次
に
部
派
佛
教
に
お
け
る
菩
薩
の
意
味
内
容
を
検
討
し
て
い
る
。
こ

れ
は
吹
章
へ
と
連
結
し
て
い
る
。

第
三
章
「
初
期
大
乗
佛
教
の
菩
薩
思
想
」
（
一
九
五
’
二
八
二
頁
）
は

五
節
か
ら
成
る
。
第
一
節
「
菩
薩
の
観
念
と
自
性
清
浄
心
」
で
は
、
佛
伝

か
ら
大
乗
へ
と
展
開
し
た
菩
薩
の
観
念
の
質
的
な
変
化
に
つ
い
て
、
佛
伝

の
菩
薩
は
「
成
佛
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
菩
薩
」
で
あ
る
の
に
対
し

大
乗
の
菩
薩
に
は
「
菩
提
心
を
お
こ
し
た
菩
薩
」
、
す
な
わ
ち
「
記
荊
を

得
て
い
な
い
凡
夫
の
菩
薩
」
の
観
念
が
発
展
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
山
田
竜
城
博
士
が
、
部
派
佛
教
か
ら
大

乗
佛
教
へ
の
菩
薩
観
の
発
達
を
、
「
本
生
の
ポ
サ
ッ
か
ら
願
生
の
ボ
サ
ッ

ヘ
」
と
い
う
表
現
で
示
し
、
「
菩
薩
は
願
っ
て
悪
趣
に
生
れ
る
」
と
い
う

大
衆
部
の
思
想
に
「
願
生
の
ポ
サ
ッ
」
の
起
源
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
批

判
し
て
、
「
願
生
の
ボ
サ
ッ
」
は
す
で
に
修
行
の
完
成
し
た
大
菩
薩
で
あ
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り
、
そ
れ
は
「
本
生
の
ポ
サ
ッ
」
が
記
前
を
得
て
成
佛
の
決
定
し
て
い
る

の
と
本
質
的
な
相
違
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
か
く
し
て
記
前
を
得
て
い

な
い
凡
夫
の
菩
薩
こ
そ
大
乗
の
菩
薩
の
一
大
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
。
統
い
て
「
菩
提
心
を
お
こ
し
た
凡
夫
の
菩
薩
」
が
そ
の
自
覚
を

記
荊
な
く
し
て
持
ち
え
る
根
拠
と
し
て
、
、
性
清
浄
心
を
問
題
と
し
て
い

る
。
そ
こ
に
お
い
て
著
者
は
、
自
性
清
浄
心
と
は
「
心
の
本
性
は
清
浄
で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
心
が
邪
悪
で
あ
り
煩
悩
に
汚
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
し
か
も
そ
の
奥
に
菩
提
心
を
発
見
す
る

こ
と
の
可
能
性
を
意
味
し
て
い
る
、
と
理
解
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
よ

う
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
自
性
清
浄
心
と
は
、
よ
り
厳
密
に

は
〃
心
は
本
性
と
し
て
消
浄
で
あ
る
″
と
い
う
い
い
方
が
一
般
的
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
を
大
乗
的
に
換
言
す
れ
ば
、
〃
本
性
と
し
て
″
と
は
〃
本
来

的
に
．
は
じ
め
か
ら
″
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
〃
清
浄
″
と
は
〃
縁
起

空
″
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
〃
人
間
の
心
な
る
も
の
は
、
実
は
縁
起
で
あ

り
空
・
無
我
で
あ
る
〃
と
い
う
意
味
で
あ
る
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

佛
伝
か
ら
大
乗
へ
と
発
展
展
開
し
た
菩
薩
の
観
念
の
中
に
、
佛
教
の
根
本

思
想
で
あ
る
縁
起
観
が
は
た
ら
い
て
い
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
性
清
浄
心
を
如
実
に
知
見
し
、
菩
薩
行
へ
と
展
開

し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
節
「
弘
誓
の
大
鎧
」
で
は
、
大
乗
佛
教

だ
け
に
見
ら
れ
る
一
特
徴
で
あ
り
、
菩
薩
行
の
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る

「
弘
誓
の
鎧
を
被
る
（
目
色
園
“
四
口
圖
冒
‐
、
色
目
〕
自
己
国
）
」
と
い
う
用
語

例
を
検
討
し
て
い
る
。
第
三
節
「
大
乗
佛
教
に
お
け
る
陀
羅
尼
の
意
味
」

で
は
、
は
じ
め
は
教
法
の
憶
持
と
そ
れ
を
正
し
く
活
用
し
て
心
を
平
和
に

保
つ
力
の
保
持
と
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
陀
羅
尼
が
、
次
第
に
密
呪
的

性
格
を
お
び
、
呪
文
的
に
転
化
し
て
い
っ
た
点
を
跡
づ
け
て
い
る
。
第
四

節
「
善
男
子
善
女
人
」
で
は
、
大
乗
経
典
に
見
ら
れ
る
「
善
男
子
善
女

人
」
と
い
う
言
葉
の
起
源
と
そ
の
意
味
と
を
究
明
し
て
い
る
。
第
五
節

「
女
性
の
菩
薩
の
在
り
方
」
で
は
、
〃
女
人
成
佛
・
変
成
男
子
″
の
思
想

を
資
料
的
に
検
討
し
て
い
る
。

第
四
章
「
菩
薩
の
修
行
の
階
位
」
（
二
八
三
’
四
一
九
頁
）
は
、
第
一

節
「
菩
薩
の
階
位
の
三
種
」
、
第
二
節
「
四
種
菩
薩
の
階
位
」
、
第
三
節

「
十
住
説
の
展
開
」
、
第
四
節
「
地
の
思
想
の
発
展
と
共
の
十
地
」
の
四

節
か
ら
成
る
。
各
節
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
菩
薩

の
修
行
の
あ
り
方
が
、
資
料
的
時
代
的
に
検
討
さ
れ
、
そ
の
相
違
点
や
類

似
点
が
究
明
さ
れ
て
い
る
。
菩
薩
の
観
念
が
大
乗
に
至
っ
て
、
「
記
前
を

得
た
菩
薩
・
一
生
補
処
の
菩
薩
」
と
「
菩
提
心
を
お
こ
し
た
菩
薩
・
現
実

の
凡
夫
の
菩
薩
」
と
の
二
本
立
て
と
な
り
、
後
者
の
菩
薩
が
、
前
者
の
菩

薩
を
「
理
想
的
な
菩
薩
像
」
と
な
し
、
そ
の
理
想
に
向
っ
て
の
経
路
が
、

種
友
な
菩
薩
の
修
行
の
階
位
と
な
っ
て
い
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
従
っ
て
、

最
初
期
の
菩
薩
の
観
念
の
中
に
は
、
「
大
悲
關
提
」
の
如
き
、
一
切
衆
生

を
救
済
す
る
た
め
に
永
久
に
成
佛
し
な
い
菩
薩
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
と

は
考
え
難
い
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
著
者
の
い
う
「
大
悲
閲
提
」
と
は
、

入
傍
伽
経
に
説
か
れ
て
い
る
二
種
の
一
関
提
の
中
の
随
一
〃
菩
薩
の
一
関

提
″
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
入
枅
伽
経
が
初
期
大
乗
経
典
と
見
倣
さ
れ

え
な
い
限
り
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
ら
ば
、
そ
の

「
大
悲
噛
提
」
と
い
う
思
想
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
菩
薩
の
観
念
の
萠
芽

は
ど
の
時
期
に
ま
で
遡
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

第
五
章
「
初
期
大
乗
教
団
の
組
織
」
（
四
二
一
’
五
四
八
頁
）
は
二
節
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か
ら
成
る
。
本
章
か
ら
終
り
の
第
九
章
ま
で
は
、
著
者
が
「
は
し
が
き
」

で
強
調
し
て
い
た
「
教
団
と
し
て
の
大
乗
」
に
対
す
る
ま
さ
し
く
の
論
究

で
あ
る
。

第
五
章
の
第
一
節
「
初
期
大
乗
佛
教
の
戒
学
」
で
は
、
初
期
大
乗
佛
教

の
戒
律
が
、
般
若
経
や
十
地
経
を
は
じ
め
と
し
て
吟
味
さ
れ
、
初
期
の
六

波
維
蜜
の
中
の
戒
波
羅
蜜
の
内
容
が
一
様
に
十
善
道
の
み
で
あ
り
、
在
家

菩
薩
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
点
を
論
証
し
、
そ
れ
が
出
家
菩
薩
の
重
視
に

よ
っ
て
次
第
に
比
丘
の
戒
律
へ
と
接
近
し
て
い
っ
た
推
移
を
討
究
し
て
い

る
。
第
二
節
「
菩
薩
の
在
家
生
活
と
出
家
生
活
」
で
は
、
在
家
菩
薩
か
ら

出
家
菩
薩
へ
の
分
化
の
あ
り
さ
ま
を
、
出
家
菩
薩
の
日
常
生
活
を
主
題
と

し
て
い
る
「
菩
薩
本
業
経
（
華
厳
経
浄
行
品
の
最
古
訳
）
」
や
「
郁
伽
長

者
経
」
に
よ
っ
て
生
活
規
制
の
内
容
を
列
挙
し
つ
つ
示
し
て
い
る
。
か
く

し
て
こ
の
二
経
に
対
す
る
検
討
に
よ
り
、
出
家
菩
薩
の
居
住
処
と
し
て
の

「
塔
寺
・
廟
」
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

第
六
章
「
大
乗
佛
教
と
塔
寺
」
（
五
四
九
’
六
○
一
頁
）
は
、
第
一
節

「
胴
・
塔
寺
の
原
語
」
、
第
二
節
「
『
法
華
経
』
よ
り
見
た
る
塔
寺
と
ス
ッ

ー
・
こ
、
第
三
節
「
「
般
若
経
」
に
お
け
る
経
典
崇
拝
と
舎
利
供
養
の
批

判
」
、
第
四
節
「
大
乗
経
典
に
お
け
る
塔
寺
・
塔
」
と
の
四
節
か
ら
成
る
。

ま
ず
こ
こ
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
塔
寺
・
廟
」
と
は
仙
塔
信
仰
に
基
づ

く
礼
拝
の
対
象
物
で
あ
り
、
出
家
菩
薩
の
住
処
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

単
な
る
「
僧
坊
・
精
舎
」
（
ぐ
旨
胃
四
）
や
「
僧
伽
藍
・
僧
園
」
（
閏
ヨ
ー

響
腎
習
〕
四
）
で
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
「
制
多
（
Ｏ
Ｂ
ｑ
四
）
」
で
も
な
い
こ
と

を
調
査
検
討
し
、
そ
の
原
語
が
ま
さ
し
く
切
目
園
で
あ
る
こ
と
を
諸
経

典
に
よ
っ
て
文
献
学
的
に
論
証
し
て
い
る
。
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、

、
日
冨
は
佛
舎
利
（
印
冨
息
房
色
Ｉ
盲
目
冒
号
目
買
冨
）
を
祀
る
墓
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
佛
へ
の
信
奉
者
（
在
家
）
達
に
よ
っ
て
監
理
さ
れ
、
信
奉
者
た

ち
の
供
養
物
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
た
者
が
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
続
い
て
初
期
大
乗
経
典
に
お
け
る
「
塔
寺
」
の
用
例
に
よ
っ
て
、

佛
塔
信
仰
の
あ
り
さ
ま
を
検
討
し
、
そ
れ
が
相
当
大
き
な
比
重
を
持
っ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
七
章
「
部
派
佛
教
と
佛
塔
の
関
係
」
（
六
○
三
’
六
五
七
頁
）
は
、

第
一
節
「
部
派
佛
教
の
教
理
と
佛
塔
」
、
第
二
節
「
部
派
佛
教
に
お
け
る

佛
塔
供
養
の
実
際
」
と
の
二
節
か
ら
成
る
。
。
〈
－
リ
上
座
部
や
説
一
切
有

部
を
中
心
に
、
部
派
佛
教
に
お
い
て
佛
塔
信
仰
（
供
養
）
が
異
質
的
な
も

の
で
あ
り
、
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
事
情
を
１
日
佛
塔
供
養
は
行
わ
れ
て

い
た
が
、
パ
ー
リ
律
に
は
仙
塔
に
関
す
る
明
確
な
記
述
が
な
い
こ
と
、
目

佛
塔
供
養
は
生
天
の
業
で
あ
っ
て
解
脱
の
修
行
に
は
役
立
た
ぬ
こ
と
、
㈲

塔
は
在
家
信
者
の
建
立
す
る
も
の
で
、
本
来
は
教
団
（
サ
ソ
ガ
）
内
に
な

か
っ
た
も
の
ｌ
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
比
丘
で

あ
れ
ば
よ
り
以
上
に
、
釈
尊
に
対
す
る
畏
敬
の
念
は
強
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
や
は
り
、
釈
尊
へ
の
畏
敬
の
念
と
佛
塔
信
仰
と
は
融
合
し
え
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
八
章
「
大
乗
教
団
と
部
派
教
団
と
の
関
係
」
（
六
五
九
’
七
七
五
頁
）

は
六
節
か
ら
成
る
。
第
一
節
「
問
題
の
所
在
」
を
除
い
た
以
下
五
節
に

お
い
て
、
第
二
節
「
カ
ロ
ー
シ
ュ
テ
ィ
ー
碑
文
と
大
乗
教
団
」
、
第
三
節

「
律
蔵
よ
り
見
た
大
乗
教
団
と
部
派
佛
教
の
関
係
」
、
第
四
節
「
求
法
僧

の
旅
行
記
」
の
三
節
で
は
社
会
形
態
的
な
立
場
か
ら
、
第
五
節
「
九
分
．

十
二
部
経
と
大
乗
経
典
と
の
関
係
」
、
第
六
節
「
諭
書
に
お
け
る
大
乗
佛
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教
の
問
題
」
の
二
節
で
は
教
理
的
な
立
場
か
ら
、
大
乗
教
団
と
部
派
佛
教

と
の
関
係
を
、
不
充
分
な
資
料
の
中
よ
り
、
カ
ロ
ー
シ
ュ
テ
ィ
ー
碑
文
、

律
蔵
、
法
顕
や
玄
奨
や
義
浄
の
旅
行
記
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
吉
な
ど
に
よ
っ

て
究
明
し
て
い
る
。
第
一
に
、
部
派
教
団
と
大
乗
教
山
と
の
関
係
を
社
会

的
な
教
団
の
存
在
に
お
い
て
検
討
し
、
ま
ず
、
佛
塔
が
部
派
教
団
の
内
部

に
あ
る
場
合
も
外
部
に
あ
る
場
合
も
、
佛
堵
に
は
比
爪
僧
伽
に
所
脱
し
な

い
佛
教
者
が
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
定
し
、
彼
ら
仙
陀
を
信
奉
し
俳
塔

に
居
住
し
た
人
之
の
集
り
を
「
仙
塔
教
団
」
と
仮
称
し
て
い
る
。
次
に
、

大
采
の
出
家
菩
薩
と
部
派
佛
教
の
比
丘
と
が
一
つ
の
精
舎
で
共
同
生
活
を

な
し
得
た
か
否
か
を
検
討
し
、
淵
磨
に
お
い
て
共
同
生
活
は
不
可
能
で
あ

る
と
結
論
し
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
法
顕
や
玄
奨
が
「
大
小
兼
学

寺
」
や
「
兼
習
余
部
」
の
寺
院
が
あ
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
問
辿
に

つ
い
て
は
、
部
派
佛
教
の
寺
院
で
は
あ
り
え
ぬ
こ
と
で
あ
り
「
こ
れ
は
お

そ
ら
く
大
乗
を
宗
と
す
る
寺
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
し
、
求
法
僧
の

旅
行
記
に
対
す
る
詐
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。
第
二
に
、
部
派
佛
教
と

大
乗
佛
教
と
の
関
係
を
教
理
的
な
面
よ
り
検
討
し
、
鋪
五
章
に
お
い
て
は
、

九
分
教
と
十
二
部
経
と
を
間
腿
と
し
、
第
六
章
で
は
、
部
派
仙
教
と
大
乗

佛
教
と
が
相
互
に
相
手
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
破
斥
し
て
い
た
か
を
紹
介

し
て
い
る
。
拠
味
あ
る
問
題
は
、
「
大
乗
非
仙
説
」
に
つ
い
て
、
部
派
仙

教
が
大
乗
佛
教
を
正
統
佛
教
と
し
て
承
認
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
部
派
佛
教
の
側
か
ら
出
さ
れ
た
非
難
で
は
な
く
、

大
乗
佛
教
が
自
ら
こ
の
問
題
を
提
起
し
、
大
乗
こ
そ
が
真
の
佛
説
で
あ
る

こ
と
を
顕
示
し
よ
う
と
し
た
産
物
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
解
釈
し
て
い
る

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

以
上
、
き
わ
め
て
簡
単
な
紹
介
を
な
し
つ
つ
、
時
に
は
気
儘
な
所
感
を

加
え
た
り
し
て
き
た
。
と
も
あ
れ
、
本
書
は
初
期
大
乗
仙
教
の
起
源
を
究

明
し
た
興
味
あ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。
特
に
著
者
は
、
大
乗
佛
教
の
起
源

の
間
迦
を
、
教
団
（
サ
ン
ガ
）
と
い
う
社
会
形
態
の
上
か
ら
「
教
団
と
し

て
の
大
釆
」
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
律
蔵
の
研
究
者
と
し
て
権
威
あ
る

節
九
章
「
菩
薩
教
団
の
性
格
」
（
七
七
七
’
八
二
頁
）
は
、
著
者
が

前
八
章
ま
で
に
お
い
て
調
査
検
討
し
て
き
た
結
論
で
あ
り
、
二
節
よ
り
成

る
。
節
一
節
「
佛
塔
信
仰
と
大
乗
佛
教
」
で
は
、
〃
お
よ
そ
部
派
佛
教
か

ら
発
展
し
た
も
の
と
は
見
難
く
、
し
か
も
佛
塔
信
仰
と
深
い
関
係
に
あ

る
〃
大
乗
佛
教
の
源
流
を
推
定
し
て
、
大
乗
佛
教
は
、
部
派
教
団
と
並
列

的
に
存
在
し
た
「
在
家
佛
教
」
の
流
れ
が
発
達
し
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
生
活
の
基
盤
は
佛
塔
信
仰
で
あ
っ
た
点
を
結
論
と
し
て
い
る
。
加
え

て
仙
琳
信
仰
は
、
小
乗
佛
教
か
ら
も
仙
伝
文
学
か
ら
も
Ⅲ
て
こ
な
い
「
永

遠
な
る
人
格
佛
・
救
護
者
と
し
て
の
佛
陀
」
の
観
念
を
内
在
し
て
い
る
も

の
で
あ
っ
て
、
塒
に
そ
れ
が
法
華
経
に
お
い
て
教
理
と
結
び
つ
き
大
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
論
及
し
て
い
る
。
節
二
節
「
菩
薩
教
団
の
組
織
」
で
は
、

大
乗
の
菩
薩
は
菩
薩
だ
け
で
教
団
を
細
紙
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と
い
う
推
定
の
下
で
、
大
乗
経
典
の
中
か
ら
菩
薩
の
教
囲
組
織
が
あ
っ
た

こ
と
を
予
想
せ
し
め
る
用
語
と
し
て
、
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
「
菩
薩
ガ

ナ
（
冒
巳
烏
四
拝
ぐ
ぃ
‐
鴇
橿
）
」
「
菩
薩
僧
伽
（
ｇ
号
尉
鼻
ラ
・
甲
ゅ
四
日
磐
騨
）
」

の
用
詔
例
を
問
題
と
し
て
い
る
。
著
者
は
、
特
に
原
始
佛
教
時
代
に
は
存

在
し
な
か
っ
た
「
菩
薩
ガ
ナ
」
と
い
う
大
乗
経
典
だ
け
に
見
川
さ
れ
る
斬

し
い
用
語
例
に
注
目
し
て
い
る
。
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著
者
ら
し
い
調
恋
検
討
を
加
え
て
い
る
。
薪
者
に
し
て
可
能
な
成
果
で
あ

マ
（
管
Ｏ

本
書
に
お
い
て
耐
究
さ
れ
て
い
る
種
々
の
間
胆
は
、
集
約
す
れ
ば
、
日

菩
薩
の
観
念
の
起
源
に
つ
い
て
、
㈲
佛
塔
（
の
日
冒
）
と
そ
の
居
住
者
に
つ

い
て
、
匂
菩
陳
ガ
ナ
（
ｇ
号
尉
胃
芽
騨
‐
咽
息
）
の
存
在
に
つ
い
て
、
の
三

点
が
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
対
す
る
著
者
の
見
解
は
、

い
ず
れ
も
確
実
な
論
証
を
背
景
と
し
て
い
る
だ
け
に
信
頼
し
え
る
研
究
成

果
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
今
後
も
学
界
に
お
い
て
種
々
の
方
面
か

ら
検
討
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
書
に
お
い
て
示
さ
れ
た
成
果
は
、
必
ず

や
大
き
な
学
的
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

思
う
に
、
是
の
如
き
の
大
苓
を
成
す
た
め
に
は
、
数
多
く
の
先
学
者
達

の
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
に
お
い
て

も
、
先
学
者
達
の
研
究
成
果
が
、
た
と
え
そ
こ
に
著
者
独
自
の
討
究
が
加

え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
多
分
に
依
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
学
術
研

究
に
と
っ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
た
め
か
ど
う
か
、
本
書
全

体
と
し
て
、
人
間
の
身
体
で
い
え
ば
、
少
し
贄
肉
が
つ
き
す
ぎ
た
感
じ
を

受
け
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
施
大
な
本
書
の
研
究
内
容
を
完
全
に
油
化
し

て
い
な
い
当
方
の
責
任
か
も
知
れ
な
い
。

（
昭
和
四
三
年
三
川
、
奔
秋
社
、
Ａ
５
版
、
五
、
○
○
○
川
）
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