
明
治
以
前
の
佛
教
で
は
、
主
と
し
て
第
二
の
理
想
価
値
の
面
か
ら
佛
教
が
考
察
さ
れ
、
歴
史
的
事
実
と
か
真
理
自
体
と
か
い
う
よ
う
な
、

第
一
の
研
究
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
徳
川
時
代
の
中
期
に
出
た
富
永
仲
基
の
「
出
走
後
語
」
な
ど
は
、
科
学
的
研
究
に
近
い
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
佛
教
内
の
も
の
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
の
研
究
に
す
ぎ
な
い
。

雲
井
教
授
を
通
じ
て
、
筆
者
に
何
か
書
け
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
も
雑
務
に
追
わ
れ
て
落
着
い
た
研
究
も
し
て
い
な
い
の
で
、

責
め
を
ふ
さ
ぐ
た
め
に
、
佛
教
の
研
究
に
つ
い
て
日
頃
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
取
り
と
め
な
い
感
想
と
し
て
綴
る
こ
と
に
し
た
。
純
粋
な

学
究
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
た
い
。

さ
て
佛
教
の
研
究
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
第
一
は
科
学
的
な
研
究
で
あ
っ
て
、
佛
教
を
ぱ
合
理
的
な

真
理
を
標
準
と
し
て
研
究
す
る
も
の
で
あ
り
、
笙
一
は
宗
教
価
値
的
な
研
究
で
あ
っ
て
～
佛
教
を
ぱ
理
想
的
な
価
仙
を
標
準
と
し
て
眺
め

て
い
ノ
、
も
の
で
あ
る
。

佛
教
研
究
に
っ
い

て

水
野
弘
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佛
教
者
に
よ
っ
て
第
一
の
科
学
的
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
西
洋
の
科
学
文
明
が
輸
入
さ
れ
た
明
治
以
後
の
こ
と
で
あ

る
。
今
日
に
お
け
る
佛
教
学
者
の
多
く
は
、
そ
れ
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
種
次
の
方
面
に
お
け
る
佛
教
の
事
実
が
ど

れ
ほ
ど
明
ら
か
に
な
っ
た
か
知
れ
な
い
。
し
か
し
事
実
を
重
ん
ず
る
あ
ま
り
、
過
去
の
佛
教
説
は
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
あ
っ
て
、
価
値
が

な
い
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
大
小
乗
の
佛
教
経
典
は
す
、
へ
て
釈
尊
一
代
の
説
法
で
あ
る
と
な
し
、
こ
れ
を
天
台
で
は
華
厳
・
阿
含
・
方
等
・
般
若
・
法
華

浬
藥
の
五
時
に
分
け
、
こ
れ
に
具
体
的
な
年
数
を
も
当
て
た
こ
と
。
ま
た
禅
宗
で
正
法
が
釈
尊
以
来
、
以
心
伝
心
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
、

イ
ン
ド
の
二
十
八
代
、
シ
ナ
の
六
代
に
よ
っ
て
六
祖
慧
能
に
伝
わ
っ
た
と
す
る
説
。
こ
れ
ら
は
歴
史
的
事
実
に
基
づ
か
な
い
も
の
で
あ
る

か
ら
、
全
く
無
価
値
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
歴
史
的
事
実
と
か
科
学
的
真
理
と
か
い
う
立
場
だ
け
か
ら
見
れ
ば
、

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
価
値
の
一
面
の
み
を
見
て
、
他
の
面
を
見
落
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
の
科
学
的
な
真
理
の
探
究
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
西
洋
人
の
佛
教
研
究
の
よ
う
に
、
佛
教
の
経

典
そ
の
他
の
文
献
の
書
誌
学
的
研
究
、
佛
教
の
事
跡
や
人
物
の
研
究
、
教
理
や
思
想
の
展
開
発
達
に
関
す
る
研
究
な
ど
で
あ
り
、
ま
た
そ

れ
ら
の
研
究
資
料
に
対
す
る
語
学
的
・
考
古
学
的
・
美
術
的
な
研
究
、
さ
ら
に
広
く
政
治
・
経
済
・
一
般
文
化
等
の
面
か
ら
も
研
究
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
今
日
で
は
佛
教
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

し
か
し
実
を
い
え
ば
、
細
か
い
点
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
資
料
不
足
の
た
め
に
、
今
日
な
お
不
明
の
ま
ま
で
あ
り
、
今
後
も
お
そ
ら
く
剛

明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
少
く
な
い
。
例
え
ば
イ
ン
ド
佛
教
に
つ
い
て
い
え
ば
、
部
派
の
分
派
に
関
す
る

具
体
的
な
事
実
、
大
乗
佛
教
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
の
地
方
で
い
か
な
る
人
物
に
よ
っ
て
お
こ
さ
れ
た
か
、
密
教
は
ど
の
よ
う
に
興
起

し
た
か
、
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
㈲

二二
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し
か
し
大
般
浬
藥
経
に
は
第
一
結
集
を
載
せ
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
掲
げ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
那
実
を

否
定
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
．
〈
－
リ
律
蔵
だ
け
で
な
く
、
漢
訳
さ
れ
て
い
る
諸
部
派
の
律
蔵
が
す
べ
て
第
一
結
集
を
伝
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
部
派
分
裂
以
前
か
ら
、
佛
教
教
団
の
中
に
、
第
一
結
集
の
事
実
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
か

ら
↑
こ
れ
を
後
世
の
創
作
と
し
て
否
定
す
る
の
は
、
釈
尊
の
遺
法
に
対
す
る
佛
教
者
の
絶
対
尊
信
の
心
情
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
漢
訳
の
小
乗
浬
樂
経
に
つ
い
て
見
る
に
、
四
種
の
中
、
長
阿
含
遊
行
経
と
単
訳
大
般
浬
梁
経
と
に
は
、
。
〈
－
リ
大
般
浬
樂
経
と

同
じ
く
、
結
集
に
は
言
及
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
白
法
祖
訳
と
さ
れ
る
佛
般
泥
恒
経
（
大
正
一
・
一
七
五
ａ
以
下
）
と
東
晋
失
訳
と
さ
れ

る
般
泥
疸
経
（
大
正
一
・
一
九
○
ｃ
以
下
）
と
に
は
、
結
集
の
記
事
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
に
あ
る
大
般
浬

梁
経
で
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
梵
文
に
も
、
結
集
記
事
は
な
い
が
、
漢
訳
で
は
そ
の
終
り
に
「
已
下
序
王
舎
城
五
百
結
集
事
」
（
大
正
二

四
・
四
○
二
ｃ
）
と
い
う
細
註
が
あ
っ
て
、
大
般
浬
桑
経
に
続
い
て
王
舎
城
結
集
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら

例
え
ば
日
本
で
は
最
初
か
ら
そ
の
事
実
を
疑
う
学
者
は
な
か
っ
た
が
、
西
洋
で
は
第
一
結
集
の
事
実
を
疑
い
、
こ
れ
を
否
定
し
た
学
者

は
少
く
な
か
っ
た
。
オ
ル
デ
ン
ゞ
ヘ
ル
ヒ
に
よ
れ
ば
、
。
〈
－
リ
文
献
の
中
で
、
律
蔵
小
品
の
第
一
結
集
伝
で
は
佛
滅
後
の
事
跡
を
の
ゞ
へ
て
第

一
結
集
に
及
ん
で
い
る
が
、
佛
滅
前
後
の
詳
し
い
事
実
を
伝
え
て
い
る
長
部
大
般
浬
渠
経
で
は
、
小
品
と
同
じ
く
摩
訶
迦
葉
の
こ
と
を
の

べ
て
い
る
が
、
結
集
に
つ
い
て
は
一
言
も
し
て
い
な
い
の
で
、
律
蔵
に
お
け
る
第
一
結
集
は
歴
史
的
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
を
、
史

実
と
し
て
の
第
二
結
集
の
事
跡
に
模
し
て
、
第
一
結
集
伝
を
創
作
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
た
。
官
房
ご
甘
騨
冒
国
冨
冨
ぐ
巳

岸
旨
茸
○
（
］
・
吊
も
．
〆
〆
ぐ
庫
．
）

今
日
残
っ
て
い
る
資
料
に
し
て
も
、
極
め
て
乏
し
い
場
合
が
多
く
、
そ
の
乏
し
い
資
料
か
ら
の
推
量
が
、
一
面
的
な
誤
っ
た
結
論
に
導

か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
新
し
い
資
料
の
発
見
に
よ
っ
て
、
前
の
結
論
が
全
面
的
に
覆
え
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
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ま
た
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
零
〈
イ
ラ
ー
ト
法
勅
に
、
王
が
出
家
在
家
の
佛
教
者
に
、
そ
の
読
荊
を
勧
め
て
い
る
七
つ
の
法
門
（
経
典
）
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
に
は
、
阿
含
経
と
い
う
よ
う
な
分
類
編
集
は
ま
だ
な
さ
れ
ず
、
経
典
は
単
経
と
し
て
個

女
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
後
に
な
っ
て
か
ら
四
阿
含
・
五
部
等
に
分
類
整
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
も
あ
る
け
れ
ど

な
ぜ
な
ら
ば
、
学
界
で
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
部
派
の
分
裂
を
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
前
後
と
す
れ
ば
、
上
座
部
系
・
大
衆

部
系
を
通
じ
て
、
す
べ
て
の
部
派
が
四
阿
含
・
五
部
等
に
分
類
さ
れ
た
経
蔵
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
、
現
存
の
阿
含
経
や
諸
律
蔵
の
結
集

伝
な
ど
か
ら
知
ら
れ
得
る
か
ら
、
も
し
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
に
阿
含
と
し
て
の
分
類
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
前
後
に
分
裂
し
始
め

た
す
識
へ
て
の
部
派
が
共
通
し
て
四
阿
含
・
五
部
等
の
分
顛
経
典
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
説
明
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ

の
部
派
で
分
類
し
た
の
を
他
の
部
派
が
ｌ
中
に
は
敵
対
的
な
派
も
あ
る
が
Ｉ
す
、
へ
て
こ
れ
を
模
倣
し
た
と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ

な
い
。
部
派
が
分
裂
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
た
阿
含
分
類
法
が
受
け
継
が
れ
て
、
す
今
へ
て
の
部
派
が
こ
れ
を
採
用
し
た
と
見
る
方
が
穏
当

見
て
も
、
第
一
結
集
の
史
実
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
る
糖
っ

経
典
が
四
阿
含
や
五
部
に
分
類
整
理
さ
れ
た
後
に
も
、
有
名
な
佃
次
の
経
典
は
単
独
で
も
伝
え
ら
れ
、
弧
諦
憶
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

漢
訳
の
中
に
集
録
阿
含
と
と
も
に
、
阿
含
経
中
の
単
独
経
が
数
多
く
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
阿

含
の
集
録
と
と
も
に
、
単
独
経
典
が
後
世
ま
で
も
ず
っ
と
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
法
勅
文
に
掲
げ

ら
れ
て
い
る
七
つ
の
法
門
は
、
こ
の
意
味
の
単
独
経
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
い
。
部
派
が
分
割

な
考
え
方
と
思
う
。

女
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
後
に
な

も
、
こ
れ
も
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
。

山；
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ま
た
比
丘
の
二
百
五
十
戒
等
の
戒
条
に
し
て
も
、
そ
れ
は
佛
滅
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
在
世
中
に
は
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
も
、
学
界
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
今
日
諸
部
派
が
伝
え
て
い
る
二
五
○
戒
（
法
蔵
部
）
、
二
五
一

戒
（
化
地
部
）
、
二
六
三
戒
（
説
一
切
有
部
）
、
二
四
九
戒
（
根
本
有
部
）
、
一
二
八
戒
（
大
衆
部
）
、
一
三
七
戒
（
上
座
部
）
と
い
う
よ
う

な
具
体
的
な
戒
条
は
部
派
分
裂
以
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
派
で
確
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
釈
尊
在
世
時
代
に

も
、
戒
条
の
基
本
的
な
も
の
は
成
立
し
て
い
て
、
毎
月
二
回
の
布
薩
日
に
は
、
教
団
員
の
間
で
読
荊
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
布
薩
の

こ
と
を
説
戒
も
騨
目
○
戸
丙
盲
目
の
闇
と
い
う
の
は
、
布
薩
の
儀
式
が
波
羅
提
木
叉
（
戒
条
）
を
読
調
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
戒
条
の
読
訓
は
、
は
じ
め
釈
尊
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
律
蔵
の
遮
説
戒
腱
度
に
よ
れ
ば
、
教
団
員
の
中
に
不
清

浄
な
破
戒
比
丘
が
い
た
た
め
に
、
阿
難
が
布
薩
日
の
早
朝
に
三
た
び
説
戒
を
世
尊
に
請
う
た
け
れ
ど
も
、
佛
は
こ
れ
を
拒
絶
さ
れ
た
。
大

目
腱
連
が
神
通
に
よ
っ
て
そ
の
理
由
を
考
察
す
る
に
、
衆
中
に
一
不
浄
比
丘
が
い
る
こ
と
を
知
り
、
彼
を
追
い
出
し
て
、
重
ね
て
佛
に
説

戒
を
願
っ
た
が
、
佛
は
「
今
後
比
丘
た
ち
に
よ
っ
て
説
戒
が
な
さ
る
、
へ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
比
丘
た
ち
が
説
戒
者
と
な
っ
た

こ
の
よ
う
に
部
派
に
よ
っ
て
そ
の
場
所
を
異
に
し
て
い
る
が
、
釈
尊
在
世
か
ら
布
薩
が
行
わ
れ
て
戒
条
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
説
戒
者
は

釈
尊
か
ら
弟
子
た
ち
に
移
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
諸
部
派
の
律
蔵
や
経
典
が
等
し
く
伝
え
て
い
る
か
ら
、
事
実
と
し
て
見
て
よ
い

戒
を
願
っ
た
が
、

と
さ
れ
て
い
る
。

と
し
、
中
阿
へ

と
し
て
い
る
。

こ
の
遮
説
戒
腱
度
と
同
一
の
文
は
、
．
〈
Ｉ
リ
で
は
増
支
部
八
ノ
ー
○
布
薩
と
自
説
経
五
ノ
五
に
、
経
と
し
て
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
。
〈

－
リ
で
は
右
の
事
件
は
舎
術
城
の
東
剛
鹿
母
講
堂
で
お
こ
っ
た
と
あ
る
が
、
五
分
律
巻
二
八
の
遮
布
薩
法
で
は
惟
波
国
恒
水
辺
の
川
来
蜥

と
し
、
中
阿
含
三
七
峠
波
経
で
も
脈
波
の
恒
河
池
辺
で
お
こ
っ
た
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
岫
一
阿
含
巻
四
八
で
は
祇
園
精
舎
で
あ
っ
た

五
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こ
れ
は
十
二
縁
起
や
四
禅
・
四
無
色
定
な
ど
の
項
目
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
項
目
は
佛
滅
後
に
整
え

ら
れ
た
と
い
う
主
張
も
今
日
の
学
界
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
十
二
支
は
す
で
に
釈
尊
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
見
な
け

れ
ば
、
後
世
で
縁
起
説
と
し
て
士
一
支
だ
け
を
採
用
す
る
こ
と
は
恐
ら
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
四
禅
や
四
無
色
定
に
し
て
も
、
こ
れ
ら

は
部
分
的
に
は
佛
教
以
前
か
ら
す
で
に
存
在
し
、
佛
は
そ
れ
を
採
用
整
備
さ
れ
た
と
見
る
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
四
禅
説
は
外
教
説
と
し

て
の
六
十
二
見
の
中
に
、
現
法
浬
樂
論
と
し
て
説
か
れ
て
お
り
、
四
無
色
定
の
最
後
の
二
つ
は
釈
尊
が
修
行
時
代
に
就
い
た
二
仙
人
に
よ

っ
て
、
理
想
境
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
禅
定
が
体
験
的
に
整
理
さ
れ
て
、
欲
界
定
・
色
界
四
禅
定
・
四
無
色
界
定
と

い
う
順
序
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
佛
教
独
自
の
九
次
第
定
や
滅
尽
定
の
説
も
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

ま
た
佛
在
世
に
律
の
戒
条
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
．
〈
－
リ
で
は
増
支
部
三
ノ
八
五
・
八
六
・
八
七
等
に
「
百
五
十
余
の
学
処

（
戒
）
」
の
語
を
出
し
、
こ
れ
に
相
当
す
る
漢
訳
雑
阿
含
巻
二
（
八
一
九
経
．
八
二
九
経
）
で
は
「
過
一
言
五
十
戒
」
と
し
て
い
る
。
ま
た

増
一
阿
含
で
は
、
前
掲
の
経
中
に
二
百
五
十
戒
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
．
〈
－
リ
の
「
百
五
十
余
の
学
処
」
と
あ
る
の
が
恐
ら
く

本
来
の
経
説
で
、
中
阿
含
等
の
も
の
は
後
に
「
二
百
五
十
」
と
改
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

少
く
と
も
釈
尊
在
世
に
は
百
五
十
余
の
戒
条
は
定
ま
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
百
五
十
余
と
い
う
の
は
四
波
羅
夷
・
十
三
僧
残
・

二
不
定
・
三
十
捨
堕
・
九
十
（
二
）
単
堕
・
四
悔
過
・
七
滅
識
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
諸
部
派
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
戒
条
か
ら
衆
学

法
を
除
け
ば
、
す
。
へ
て
の
部
派
の
戒
条
は
百
五
十
程
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
で
に
釈
尊
在
世
に
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
戒
は
佛
の
み
に
よ
る
施
設
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
無
条
件
に
信
奉
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
思
え
ば
、
佛
在
世
に
戒
条
が
で
き
て
い
な
か

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

で
あ
ろ
う
。

一
ハ
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れ
ら
も
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
と
考
え
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
大
乗
で
説
か
れ
る
教
説
で
も
、
そ
の
重
要
な
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
す
今
へ
て
萠
芽
的
思
想
と
し
て
は
、
原
始
佛
教
の
中
に
見
出
さ

れ
る
と
考
え
て
い
る
。
原
始
佛
教
の
資
料
と
し
て
の
現
存
文
献
は
、
何
れ
か
の
部
派
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
従
っ

て
部
派
的
色
彩
を
も
ち
、
釈
尊
の
真
意
と
し
て
の
第
一
義
的
な
高
い
立
場
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
大

乗
の
教
え
が
、
現
存
の
原
始
佛
教
資
料
の
中
に
多
く
跡
付
け
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
大
乗
経
典
の
作
者
は
決
し
て
彼
等
の
窓
意
に
よ
っ
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
上
は
佛
教
の
事
実
を
科
学
的
に
研
究
す
る
第
一
の
面
に
関
す
る
考
え
を
の
べ
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
は
佛
教
の
宗
教
的
価
値
を
研
究

す
る
第
二
の
面
を
考
え
て
見
た
い
。
佛
教
は
そ
の
流
伝
す
る
時
代
や
地
域
と
と
も
に
；
そ
の
思
想
。
教
義
・
儀
礼
等
に
お
い
て
変
容
し
て

い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
普
通
に
佛
教
の
発
達
展
開
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
発
達
と
い
う
こ
と
を
、
自
然
科
学
の
研
究
な
ど
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
幼
稚
で
不
完
全
な
誤
ま
っ
た
も
の
か
ら
、
完

全
で
正
し
い
も
の
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
科
学
的
な
学
説
な
ど
は
日
進
月
歩
に
発
達
し
て
ゆ
き
、
昔
は
正
し
い
真
理
と
さ

れ
て
い
た
も
の
が
、
今
で
は
誤
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
以
前
に
は
全
く
不
明
で
あ
っ
た
未
開
の
分
野
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
り
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
と
く
に
進
歩
の
目
ざ
ま
し
い
原
子
や
量
子
に
関
す
る
学
問
な
ど
の
世
界
で
は
、
五
年
前
・
三
年
前
の
も

の
は
す
で
に
古
く
な
っ
て
役
に
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
る
。

佛
教
に
お
け
る
発
達
展
開
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
科
学
的
意
味
に
用
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
古
い

も
の
は
不
完
全
で
新
し
い
も
の
ほ
ど
完
全
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
釈
尊
の
教
え
は
幼
稚
で
欠
陥
だ
ら
け
で
あ
っ
た
が
、
次

第
に
発
達
し
て
完
全
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
は
佛
教
に
お
い
て
は

七
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つ
ま
り
佛
教
の
実
質
内
容
で
は
な
く
、
そ
の
外
部
的
な
形
式
に
お
い
て
変
化
や
発
達
が
生
ず
る
こ
と
を
俗
に
発
達
と
か
展
開
と
か
い
っ

た
も
の
で
あ
る
。
佛
教
は
‐
宗
教
一
般
と
同
じ
く
Ｉ
そ
れ
が
地
域
や
民
族
や
時
代
に
適
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、
常
に
そ
れ
に
応
ず

る
た
め
に
変
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
適
当
な
変
容
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
佛
教
は
沈
滞
し
衰
微
す
る
で
あ
ろ
う
。
適
宜
に
変
化
し
て

行
く
こ
と
に
よ
っ
て
活
溌
な
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
そ
の
変
容
は
外
形
的
な
も
の
の
み
に
関
す
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
の
内
容
に
お
い
て
変
化
が
お
こ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
佛
教
の
実
質
を
変
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
佛
教
と
は
い
え
な
い
異
質
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
佛
教
で
あ
る
た
め
に

は
↑
小
乗
部
派
佛
教
で
も
、
大
乗
佛
教
諸
派
で
も
、
イ
ン
ド
・
シ
ナ
・
日
本
の
佛
教
で
も
、
南
方
地
域
の
佛
教
で
も
、
す
、
へ
て
佛
教
と
し

て
の
本
質
だ
け
は
同
じ
く
保
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
学
問
用
語
と
し
て
、
佛
教
の
発
達
と
か
展
開
と
か
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
に

解
す
尋
へ
き
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
佛
教
が
発
達
し
展
開
す
る
と
い
う
の
は
、
佛
教
の
本
質
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
う
の
で
は
な
く
、
佛
教

を
民
衆
に
説
き
伝
え
る
た
め
の
説
き
方
と
か
教
理
表
現
の
形
式
と
か
が
発
達
し
、
ま
た
は
儀
式
作
法
な
ど
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
の

考
え
方
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

決
し
て
通
用
し
な
い
。
図
書
館
に
つ
い
て
見
て
も
、
自
然
科
学
の
参
考
書
と
し
て
は
、
新
し
い
も
の
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
、
古
い
も
の
は
廃

棄
さ
れ
た
り
す
る
の
に
対
し
て
、
佛
教
の
文
献
は
釈
尊
や
祖
師
た
ち
の
説
か
れ
た
古
い
も
の
ほ
ど
権
威
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
新
し
い
著
述

は
そ
れ
ほ
ど
の
権
威
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
佛
教
に
お
い
て
は
、
釈
尊
の
教
え
が
も
っ
と
も
完
全
な
も
の
で
あ
っ
て
、
時
代
を
下
る
に
従
っ
て
、
そ
の
純
粋
性
が
次
第
に
失

わ
れ
て
、
不
純
不
完
な
も
の
に
堕
落
し
て
い
く
と
い
う
の
が
伝
統
的
な
考
え
で
あ
る
。
佛
教
が
正
法
時
代
か
ら
像
法
時
代
へ
と
衰
え
、
さ

ら
に
末
法
の
時
代
に
進
ん
で
醜
落
し
、
駁
後
に
は
滅
亡
す
る
と
い
う
よ
う
な
正
像
末
の
三
時
の
思
想
と
か
、
五
五
百
年
の
説
と
か
は
右
の

で
あ
る
。
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つ
ま
り
佛
教
の
本
質
と
し
て
の
宗
と
か
法
と
か
い
わ
れ
る
も
の
は
、
常
住
不
変
の
規
範
で
あ
り
、
地
域
や
民
族
や
時
代
に
よ
っ
て
変
化

す
る
も
の
で
は
な
い
。
地
域
・
民
族
。
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
は
、
「
教
」
と
か
「
説
」
と
か
い
わ
れ
る
外
形
的
な
も
の
で
あ
る
。

前
者
を
「
所
詮
の
道
理
」
と
い
い
、
後
者
を
「
能
詮
の
言
教
」
と
も
い
う
。

釈
尊
自
身
の
教
説
も
所
詮
の
言
教
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
表
現
形
式
に
お
い
て
は
か
な
ら
ず
し
も
絶
対
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
時
代
と

と
も
に
そ
れ
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
原
始
佛
教
か
ら
十
八
部
・
二
十
部
の
部
派
佛
教
と
な
り
、
さ

ら
に
初
期
大
乗
佛
教
か
ら
中
期
大
乗
に
お
け
る
琉
伽
行
説
・
佛
性
如
来
蔵
説
・
中
観
学
説
が
展
附
し
、
最
後
に
後
期
大
乗
と
し
て
の
密
教

と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ナ
佛
教
で
も
十
三
宗
と
い
わ
れ
る
諸
宗
諸
派
の
説
が
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
も
八
宗
・
十
宗
・
十
三
宗

等
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
教
理
学
説
を
立
て
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
学
説
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
佛
教
の
正
し
い
信
仰
や
体
験
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
術
語
や
表
現
形

式
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
て
も
、
体
験
内
容
は
異
な
る
も
の
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
は
一
向
に
差
９

古
来
佛
教
で
は
「
宗
と
教
」
ま
た
は
「
法
と
説
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
「
宗
」
と
か
「
法
」
と
か
い
わ
れ
る

も
の
は
、
佛
教
の
本
質
の
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
佛
の
出
世
不
出
世
と
は
関
係
な
く
、
い
つ
で
も
ど
こ
に
で
も
あ
る
永
遠
不
変
の
妥
当

的
な
真
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
縁
起
の
道
理
が
法
と
し
て
説
か
れ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
法
は
。
〈
－
リ
註
釈
書
の
定
義
に
よ
れ
ば
、

因
胃
目
す
な
わ
ち
正
し
い
因
果
関
係
に
か
な
っ
た
合
理
的
な
真
理
と
、
徳
唱
目
す
な
わ
ち
人
倫
の
道
に
か
な
っ
た
倫
理
的
な
善
や
正

義
と
、
教
も
目
冨
昌
す
な
わ
ち
宗
教
的
な
理
想
に
か
な
っ
た
聖
や
霊
性
と
を
含
ん
だ
も
の
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
法
と
は
合
理
的
・
倫
皿

的
・
宗
教
的
な
理
想
を
意
味
す
る
規
範
的
な
仙
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
佛
教
に
と
っ
て
の
価
値
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

人
類
全
般
に
と
っ
て
の
普
遍
的
仙
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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支
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
時
に
は
同
一
用
語
を
用
い
て
い
て
‐
も
‐
そ
の
概
念
内
容
に
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
場
合
も
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
が
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
発
展
し
た
種
左
の
佛
教
教
理
の
術
語
や
概
念
を
取
り
扱
う
場
合
に
、
も
っ
と
も
注
意
を
要
す
る
の
は
右
の

点
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
一
の
術
語
や
概
念
で
も
時
に
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
内
容
の
こ
と
も
あ
り
、
外
見
上
は
全
然
違
っ
た
術
語
で
も
そ
の

概
念
内
容
は
ま
っ
た
く
同
じ
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
理
解
し
見
分
け
る
た
め
に
は
、
た
ん
な
る
合
理
的
な
学
問
研

究
で
は
だ
め
で
あ
っ
て
、
実
際
に
そ
の
内
容
を
正
し
く
把
握
し
得
る
だ
け
の
実
践
体
験
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
科
学
的
事
実

の
研
究
と
信
仰
的
価
値
の
研
究
と
の
差
違
が
あ
る
。

ま
た
科
学
的
研
究
と
信
仰
価
仙
的
研
究
と
は
次
の
点
で
も
違
っ
て
い
る
。
例
え
ば
科
学
的
研
究
は
一
つ
の
標
準
の
下
に
、
誰
が
見
て
も

い
つ
見
て
も
変
ら
な
い
結
果
が
現
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
信
仰
価
値
的
な
研
究
に
あ
っ
て
は
、
時
代
や
民
族
や
地
域
の
差
に
よ
っ
て
違
う

だ
け
で
な
く
、
同
じ
時
代
・
民
族
・
地
域
に
お
い
て
も
、
そ
の
人
の
智
慧
・
機
根
の
高
下
優
劣
＄
体
験
の
有
無
な
ど
に
よ
っ
て
、
一
つ
の

事
物
や
状
態
に
対
す
る
受
け
取
り
方
や
そ
れ
へ
の
反
応
‐
対
策
な
ど
も
違
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

「
佛
以
一
音
演
説
法
、
衆
生
随
類
各
得
解
」
と
い
わ
れ
る
維
摩
経
の
一
音
説
法
の
説
は
こ
れ
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
同
一
の
経
典

や
論
耆
な
ど
に
同
一
の
用
語
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
す
べ
て
の
場
合
に
画
一
的
に
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
場
に
応
じ
て
適
切
に
理
解

す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
正
し
い
意
味
は
把
握
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る
漢
。
〈
の
阿
含
経
は
、
釈
尊
の
実
際
の
説
法
に
由
来
す
る
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
数
百
年

間
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
口
調
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
然
る
後
に
書
写
さ
れ
ま
た
は
翻
訳
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
も

マ
ガ
ダ
語
か
ら
他
の
地
方
の
俗
語
に
移
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
の
伝
承
移
動
の
間
に
、
元
来
の
経
説
は
意
識
的
・
無
意
識
的
に
次
第
に

変
化
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
釈
尊
の
教
え
を
聞
い
た
直
接
の
弟
子
が
す
で
に
、
己
の
理
解
力
に
従
っ
て
こ
れ
を
伝
え
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
す
ら
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
ま
ま
の
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
何
百
年
と
伝
え
ら
れ
、
異

な
る
言
語
に
移
さ
れ
、
ま
た
は
翻
訳
さ
れ
書
写
さ
れ
て
い
る
間
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
変
化
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。
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阿
含
経
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
に
同
一
の
こ
と
に
つ
い
て
‐
も
、
相
手
に
応
じ
て
多
方
面
か
ら
種
点
に
説
か
れ
て
、
そ
の
問
に
は
相
違
矛

盾
す
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
断
片
的
に
説
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ
を
整
理
し
よ
う
と
し
た
阿
毘
達
磨
の
教
学
で

は
、
全
体
的
な
統
一
あ
る
学
説
に
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
場
合
、
阿
毘
達
磨
で
は
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
初
歩
の
世
俗
的
立
場
に

標
準
を
お
い
て
教
理
を
ま
と
め
る
こ
と
を
し
た
の
で
、
第
一
義
的
な
も
の
は
阿
毘
達
磨
教
学
か
ら
は
み
出
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
断
片
的

な
経
説
を
組
織
体
系
化
す
る
た
め
に
、
経
説
に
な
い
も
の
を
補
う
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
経
典
と
は
違
っ
た
阿
毘
達
磨
の
新
し
い
学
説

こ
の
意
味
で
、
今
日
の
阿
含
経
は
釈
尊
の
教
え
そ
の
も
の
よ
り
か
な
り
変
化
し
、
形
式
化
し
通
俗
化
し
て
い
る
面
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

大
乗
佛
教
が
お
こ
っ
た
の
も
、
小
乗
部
派
佛
教
の
低
俗
化
を
是
正
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。

例
え
ば
十
二
縁
起
に
つ
い
て
、
阿
含
経
に
は
種
左
の
立
場
の
も
の
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
釈
尊
自
身
が
、
相
手
の
機
根
に
応
じ
て

説
か
れ
、
時
に
は
通
俗
的
に
卑
近
な
譽
峨
を
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
高
い
立
場
か
ら
第
一
義
説
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
た

め
で
あ
る
。
同
一
の
教
義
に
つ
い
て
、
矛
盾
し
た
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
の
ゞ
へ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
弟
子
た
ち
の
受
け
取
り
方
の
相

違
に
よ
る
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
釈
尊
の
側
か
ら
の
方
便
施
設
に
よ
る
も
の
も
多
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
い
か
な
る
場
合
に
、
い
か
な
る
相
手
に
対
し
て
、
い
か
な
る
意
図
の
も
と
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
出
家
の
弟
子
に
対
し
て
も
、
在
家
信
者
に
対
し
て
も
、
相
手
次
第
で
い
ろ
い
ろ
に
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
コ
ー
サ
ラ
の
ハ
シ
ノ
ク
王
は
単
純
で
幼
稚
な
考
え
の
人
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
に
は
極
め
て
初
歩
的
な
業
報
思
想
な
ど
を
中
心
と
し
て

法
が
説
か
れ
、
マ
ガ
ダ
の
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
は
知
的
な
イ
ン
テ
リ
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
に
は
比
較
的
高
級
な
教
え
が
説
か
れ
、
チ
ッ
タ
居

士
の
よ
う
な
哲
学
的
バ
ラ
モ
ン
に
対
し
て
は
、
す
ぐ
れ
た
出
家
の
比
丘
に
説
か
れ
る
と
同
じ
よ
う
な
第
一
義
的
な
教
え
が
説
か
れ
る
の
が

常
で
あ
っ
た
。

九
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例
え
ば
初
期
大
乗
は
信
仰
実
践
を
中
心
と
し
て
、
佛
教
の
真
精
神
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
が
、
中
期
大
乗
に
な
る
と
哲
学
理
論
の
面
が

発
達
し
、
し
か
も
当
時
の
小
乗
部
派
の
阿
毘
達
磨
や
外
教
の
六
派
哲
学
な
ど
と
の
競
争
意
識
も
あ
っ
て
、
小
乗
や
外
教
と
同
じ
く
存
在
論

的
な
傾
向
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
学
問
佛
教
と
な
っ
て
衰
微
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
燕
伽
行
派
の
唯
識
説
は
、
元

微
堕
落
し
、
「
い
か
に
坐

上
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

釈
尊
は
「
何
が
あ
る
か
」
と
い
う
存
在
と
し
て
の
事
実
や
本
体
の
探
究
は
決
し
て
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
存
在
論
的
探
究
は
当

時
の
多
く
の
哲
学
者
や
宗
教
家
が
こ
れ
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
釈
尊
は
こ
れ
を
解
決
不
能
な
形
而
上
学
と
し
て
無
記
と
さ
れ
、
し
か
も
そ

れ
は
修
道
証
果
に
関
係
の
な
い
無
益
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
排
除
さ
れ
た
。

釈
尊
は
存
在
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
判
断
の
可
能
な
限
り
で
の
常
識
的
な
も
の
で
満
足
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
現
象
と
し
て
の
存

在
Ｉ
五
瀧
・
十
二
処
．
十
八
界
等
ｌ
は
こ
れ
を
共
許
の
も
の
と
し
て
常
識
的
に
認
め
た
上
で
、
そ
れ
が
い
か
な
る
状
態
に
お
い
て
存

在
し
い
か
に
変
化
す
る
か
、
す
な
わ
ち
「
い
か
に
あ
る
か
」
を
正
し
く
如
実
に
観
察
し
、
然
る
上
に
そ
の
存
在
を
理
想
の
状
態
に
も
っ
て

い
く
、
た
め
に
は
「
い
か
に
す
寺
へ
き
か
」
「
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
正
し
い
理
想
に
自
ら
到
達
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
体
験
を
説
か
れ
た
の
が
佛
教
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
釈
尊
の
佛
教
は
「
何
が
あ
る
か
一
で
は
な
く
、
現
に
あ

る
世
界
人
生
は
「
い
か
に
あ
る
か
」
「
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
を
問
胆
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
部
派
時
代
の
阿
毘
達
磨
で
は
「
何
が
あ
る
か
」
と
い
う
存
在
論
の
研
究
に
没
頭
し
た
。
こ
れ
は
釈
尊
の
立
場
に
反
す
る
も
の

で
あ
り
、
佛
教
本
来
の
姿
を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
。
釈
尊
の
精
神
に
復
州
し
よ
う
と
し
て
、
大
乗
が
お
こ
っ
た
理
由
の
一
つ
は
こ
こ
に
も

あ
る
。
佛
教
の
歴
史
に
お
い
て
、
「
何
が
あ
る
か
」
と
い
う
事
実
研
究
に
入
っ
た
時
に
は
、
佛
教
は
か
な
ら
ず
そ
の
宗
教
性
を
失
っ
て
衰

微
堕
落
し
、
「
い
か
に
あ
る
か
」
「
い
か
に
あ
る
、
へ
き
か
」
と
い
う
宗
教
価
値
の
探
究
と
創
造
に
向
か
う
時
に
は
、
佛
教
は
か
な
ら
ず
向

も
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
坐

に
ま
で
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
て
さ
ら
に
諸
部
派
の
阿
毘
達
磨
で
は
、
釈
尊
が
意
図
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
存
在
論
的
な
事
実
の
究
明
狸



来
は
佛
教
本
来
の
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
存
在
論
と
し
て
の
唯
心
論
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
三
性
説
に
し
て
も
、
そ
れ

は
華
厳
経
で
説
か
れ
る
「
心
佛
衆
生
是
三
無
差
別
」
と
同
じ
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
を
詳
説
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
心
」

は
依
他
起
で
あ
り
、
「
佛
」
は
円
成
実
で
あ
り
、
「
衆
生
」
は
一
遍
計
所
執
で
あ
る
。
「
心
」
は
空
で
あ
り
縁
起
で
あ
っ
て
、
流
転
す
る
こ

と
も
還
滅
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
流
転
の
面
が
衆
生
で
あ
り
、
還
滅
の
面
が
佛
で
あ
る
か
ら
、
佛
も
衆
生
も
空
な
る
心
を
仲
介
と
し
て

三
者
は
無
差
別
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
者
は
縁
起
と
い
う
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
心
は
縁
起
一
般
と
し
て
の
依
他
起
で
あ
り
、
佛

は
還
滅
縁
起
に
属
す
る
円
成
実
で
あ
り
、
衆
生
は
流
転
縁
起
に
属
す
る
遍
計
所
執
で
あ
る
。

筆
者
は
↑
原
始
佛
教
の
四
法
印
の
中
で
、
諸
行
無
常
・
諸
法
無
我
の
二
は
無
常
・
無
我
と
し
て
の
縁
起
一
般
を
意
味
し
、
一
切
（
行
）

皆
苦
は
衆
生
の
迷
い
の
状
態
で
あ
る
か
ら
流
転
縁
起
に
属
し
、
浬
藥
寂
静
は
佛
の
悟
り
の
状
態
で
あ
る
か
ら
還
滅
縁
起
に
属
す
る
と
考
え

る
。
こ
の
意
味
で
、
四
法
印
は
縁
起
一
般
と
流
転
・
還
滅
の
二
縁
起
と
に
関
係
す
る
も
の
と
な
り
、
そ
れ
は
「
心
佛
衆
生
是
三
無
差
別
」

を
通
じ
て
、
琉
伽
行
派
の
三
性
説
に
連
絡
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
三
無
性
説
は
三
性
の
空
義
を
徹
底
さ
せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
三
性
三
無
性
の
説
も
原
始
佛
教
や
初
期
大
乗
の
説
と
直
接
に
関
迎
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
意
味
も

現
在
の
爺
伽
行
派
が
種
女
に
伝
え
て
い
る
も
の
よ
り
も
、
理
解
し
や
す
く
、
す
っ
き
り
し
た
も
の
と
な
る
と
思
う
。

多
少
わ
き
道
に
入
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
＄
も
と
に
戻
っ
て
、
阿
含
経
に
お
け
る
十
二
縁
起
に
つ
い
て
少
し
考
察
し
て
見
た
い
。
な
お
十

二
縁
起
に
限
ら
ず
、
佛
教
の
教
理
や
用
語
は
「
い
か
に
あ
る
、
へ
き
か
」
と
い
う
実
践
体
験
の
上
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を

頭
の
中
だ
け
の
形
式
的
な
概
念
と
し
て
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
具
体
的
な
体
験
や
事
実
の
上
か
ら
考
察
す
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
経
典
や
諭
書
の

形
式
的
な
文
言
だ
け
を
便
り
と
し
て
、
体
験
的
事
実
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
を
し
な
い
な
ら
ば
、
と
ん
で
も
な
い
誤
り
を
犯
す
こ
と

も
あ
る
。
十
二
縁
起
の
解
釈
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

○
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も
知
ら
れ
る
。

阿
毘
達
磨
を
経
過
し
た
小
乗
お
よ
び
大
乗
の
諸
佛
教
に
よ
る
十
二
縁
起
の
解
釈
は
、
胎
生
学
的
な
心
理
。
生
理
に
よ
る
三
世
に
わ
た
る

両
重
の
因
果
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
赤
沼
智
善
教
授
に
よ
っ
て
詳
説
さ
れ
た
。
こ
の
胎
生
学
的
な
縁
起
説
は
阿
含
経
に

は
全
然
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
阿
毘
達
磨
論
師
た
ち
の
創
作
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
無
明
１
行
ｌ
識
の
系
列
中
の
識
支
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

母
胎
に
宿
る
場
合
の
結
生
識
と
し
て
、
唇
嶮
的
に
。
〈
－
リ
長
部
一
五
、
大
縁
経
（
南
伝
七
・
一
三
以
下
）
、
漢
訳
長
阿
含
一
三
、
大
縁
方
便

経
（
大
正
一
・
六
一
ｂ
）
、
中
阿
含
九
七
、
大
因
経
（
大
正
一
・
五
七
九
Ｃ
）
の
中
に
等
し
く
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
経
説
が
お
そ
ら

く
阿
毘
達
磨
に
お
け
る
胎
生
学
的
十
二
縁
起
説
の
起
源
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
右
の
経
典
で
は
、
識
支
を
母
胎
に
入
る
時
の
結
生
識
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
に
さ
ら
に
母
胎
に
あ
る
時
の
在
胎
識
、

母
胎
を
出
て
幼
童
と
な
っ
た
時
の
日
常
識
も
、
識
支
の
例
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
経
説
に
よ
る
か
ぎ
り
、
識
支
は
決
し
て
結

生
識
に
限
る
ゞ
へ
き
で
は
な
く
、
在
胎
時
・
出
胎
後
の
識
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
三
世
両
重
の
十
二
縁
起
説
で
識
を
結
生
識
だ

け
と
す
る
の
は
阿
含
経
の
佛
説
と
違
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
識
を
結
生
識
と
定
め
た
以
上
、
名
色
は
胎
内
で
身
心
が
発
育
す
る
位
、
六

処
は
胎
内
で
六
根
が
完
成
す
る
時
期
、
と
い
う
よ
う
に
、
胎
生
学
的
な
説
明
が
現
わ
れ
る
の
は
自
然
の
成
り
ゆ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
説
明
が
阿
含
経
に
は
決
し
て
な
く
、
阿
毘
達
磨
師
の
創
作
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
知
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
十
二
縁
起
に
お
け
る
名
色
は
、
元
来
の
阿
含
経
説
で
は
、
識
の
対
象
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
赤
沼
教
授
が
説
か
れ
、
舟

橋
一
哉
教
授
も
こ
れ
に
従
わ
れ
た
。
こ
れ
は
今
日
の
学
界
の
通
説
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
筆
者
も
右
の
考
え
で
あ
る
。
筆
者
は
一
」

れ
を
さ
ら
に
進
め
て
、
識
１
名
色
’
六
処
ｌ
触
に
お
い
て
、
識
は
六
識
、
名
色
は
識
の
対
象
と
し
て
の
六
境
、
六
処
は
感
覚
・
知
覚
能
力

と
し
て
の
六
根
、
触
は
六
根
・
六
境
・
六
識
の
三
者
の
和
合
、
す
な
わ
ち
認
識
の
成
立
を
意
味
す
る
。
右
の
中
で
、
識
・
名
色
・
六
処
の

三
者
は
根
。
境
・
識
の
同
時
存
在
を
意
味
し
て
前
後
関
係
は
な
く
、
六
六
経
に
お
い
て
六
根
・
六
境
。
六
識
か
ら
六
触
が
生
ず
る
と
説
い

て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
を
指
し
た
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
六
六
経
か
ら
の
縁
起
説
も
阿
含
経
に
数
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
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次
に
受
ｌ
愛
ｌ
取
ｌ
有
ｌ
生
に
お
け
る
有
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
学
界
で
は
定
説
が
な
い
。
縁
起
の
註
釈
経
で
は
、
阿
毘
達
磨
的
形
式

に
従
っ
て
、
有
を
欲
・
色
・
無
色
の
三
有
な
ど
と
し
て
、
具
体
的
な
細
説
が
な
い
。
こ
れ
は
前
の
名
色
の
解
釈
や
取
（
四
取
）
の
説
明
な

ど
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
近
代
学
者
に
よ
る
異
説
が
あ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
右
の
一
連
の
縁
起
関
係
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
ま
ず
受
は
苦
楽
の
感
受
で
あ
る
が
、
苦
楽
等
は
過
去
の
経
験
の
相
違
に

よ
っ
て
異
な
る
。
同
一
物
を
眺
め
て
も
、
人
に
よ
っ
て
こ
れ
を
苦
と
も
楽
と
も
感
じ
る
。
苦
と
感
ず
れ
ば
；
そ
れ
に
対
し
て
憎
み
や
怒

り
の
心
情
を
生
じ
、
楽
と
感
ず
れ
ば
＄
愛
好
や
貧
り
の
心
を
生
ず
る
。
こ
の
憎
悪
・
順
志
や
愛
好
・
負
欲
が
受
の
後
に
生
ず
る
愛
支
で
あ

る
。
愛
は
愛
憎
の
心
情
（
意
業
）
を
意
味
す
る
。
憎
悪
・
瞑
志
の
心
は
対
象
を
除
き
捨
て
よ
う
と
す
る
殺
傷
の
行
為
を
生
じ
、
愛
好
・
負

欲
の
心
は
対
象
を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
奪
取
の
行
為
を
生
ず
る
。
こ
の
殺
傷
や
奪
取
の
行
為
が
取
支
で
あ
る
。
つ
ま
り
取
は
取
捨

の
実
際
行
動
（
身
語
業
）
を
意
味
す
る
。

取
捨
の
身
語
業
は
そ
の
た
び
ご
と
に
、
か
な
ら
ず
そ
の
習
慣
的
余
力
を
残
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
習
慣
力
が
有
支
で
あ
る
。
有
と
は
広

義
に
は
現
象
的
存
在
の
す
ゞ
へ
て
を
意
味
し
、
業
有
・
報
有
・
起
有
等
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
善
悪
の
身
語
業
の
次
に
来
る
無
表

業
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
験
の
集
積
と
し
て
の
知
能
・
性
格
等
の
素
質
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
素
質
が
基
礎
と
な
っ

て
、
次
の
認
識
等
の
経
験
が
発
生
す
る
。
こ
れ
が
有
の
次
の
生
支
で
あ
る
。

そ
し
て
無
明
支
は
愛
支
に
相
当
し
行
支
は
取
・
有
の
二
支
に
相
当
し
＄
識
支
以
下
が
生
支
と
い
う
認
識
経
験
の
発
生
に
相
当
す
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
十
二
縁
起
支
が
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
行
為
経
験
の
事
実
を
示
す
も
の
と
し
て
、
極
め
て
合
理
的
に
説
明
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
佛
教
の
教
説
は
か
な
ら
ず
わ
れ
わ
れ
の
経
験
や
修
道
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
無
理
の

な
い
解
釈
を
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
必
要
で
あ
る
。

二
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場
か
ら
す
れ
ば
、
坐

凡
夫
の
浄
・
楽
土

達
す
る
な
ら
ば
、
ラ

を
浄
・
楽
・
我
上

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

前
に
の
、
へ
た
こ
と
と
重
複
し
、
ま
た
は
そ
の
綜
合
と
も
見
ら
れ
る
が
、
大
智
度
論
で
は
佛
の
説
法
を
四
方
面
か
ら
考
察
す
べ
き
こ
と
を

説
い
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
四
悉
檀
の
説
で
あ
る
。
そ
の
中
、
第
一
の
世
界
悉
檀
は
世
間
一
般
の
常
識
的
立
場
か
ら
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り

第
二
の
各
べ
為
人
悉
檀
は
各
人
の
傾
向
や
性
格
に
従
い
、
そ
の
場
の
環
境
に
応
じ
て
、
も
つ
と
も
適
当
な
説
法
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
の
対
治
悉
柚
は
相
手
の
悪
事
や
煩
悩
を
対
治
除
去
す
る
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
質
問
に
対
し
て
有
と
説
き
無
と
答

え
る
の
も
、
相
手
の
煩
悩
執
着
を
対
治
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
外
見
的
に
は
全
く
相
反
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
て
も
、

教
導
の
た
め
に
は
両
者
と
も
に
必
要
で
あ
り
適
切
で
あ
る
。
第
四
の
第
一
義
悉
槽
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
方
便
施
設
を
加
え
な
い
で
、
第

一
義
を
そ
の
ま
ま
に
説
く
も
の
で
あ
る
。

ま
た
世
俗
と
第
一
義
と
の
間
に
は
種
女
の
段
階
の
も
の
が
あ
る
か
ら
、
説
法
に
も
そ
れ
に
応
ず
る
種
だ
の
立
場
の
も
の
が
あ
り
得
る
。

経
典
や
諭
書
の
中
に
、
同
一
の
用
語
が
あ
っ
て
も
、
右
の
四
悉
檀
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
種
女
の
立
場
か
ら
説
か
れ
た
場
合
が
あ
る
か
ら
、

そ
の
理
解
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

例
え
ば
浄
・
楽
・
我
・
常
の
四
つ
の
用
語
に
つ
い
て
見
る
に
、
ま
ず
凡
夫
の
現
実
世
界
を
肯
定
し
て
＄
欲
楽
を
求
め
る
こ
と
を
理
想
と

す
る
立
場
か
ら
は
、
こ
の
世
界
は
浄
・
楽
・
我
・
常
の
現
法
浬
藥
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
高
い
理
想
に
目
ざ
め
た
佛
教
的
立

場
か
ら
す
れ
ば
、
生
死
流
転
の
有
漏
の
世
界
は
浄
・
楽
・
我
・
常
で
は
な
く
、
す
べ
て
不
浄
・
苫
・
無
我
・
無
常
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、

凡
夫
の
浄
・
楽
・
我
・
常
は
誤
り
に
み
ち
た
顛
倒
の
見
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
佛
教
者
が
さ
ら
に
高
い
境
地
に
進
ん
で
、
浬
梁
の
境
地
に
到

達
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
想
的
な
無
漏
の
世
界
は
、
す
雷
へ
て
浄
・
楽
・
我
・
常
の
四
波
羅
蜜
を
具
備
し
た
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
世
の
中

を
浄
・
楽
・
我
・
常
と
す
る
考
え
方
に
は
種
女
の
段
階
の
も
の
が
あ
っ
て
、
同
じ
用
語
で
も
全
く
異
な
っ
た
概
念
内
容
を
含
む
こ
と
が
知

こ
の
よ
う
に
「
い
か
に
あ
る
か
」
「
い
か
に
あ
る
ゞ
へ
き
か
」
を
説
く
佛
教
の
教
説
に
お
い
て
は
、
人
間
の
堕
落
か
ら
自
覚
に
至
る
ま
で

の
心
の
進
展
に
よ
る
種
女
の
段
階
が
考
察
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
段
階
に
お
い
て
も
性
格
に
よ
る
負
・
腹
・
痴
等
の
区
別
が
な
さ
れ
て
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以
上
に
よ
っ
て
佛
教
の
科
学
的
研
究
と
宗
教
的
価
値
に
よ
る
研
究
と
の
相
違
は
明
ら
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
佛
教
に
関
す
る

客
観
的
外
面
的
な
研
究
で
あ
り
、
後
者
は
佛
教
を
主
体
的
内
面
的
に
学
ぶ
研
究
で
あ
る
。
佛
教
者
に
と
っ
て
は
佛
教
の
客
観
的
事
実
の
研

究
も
必
要
で
あ
る
が
佛
教
を
内
面
的
主
体
的
に
学
ぶ
こ
と
が
よ
り
一
層
重
要
で
あ
る
。
今
日
の
日
本
に
お
い
て
、
佛
教
の
研
究
は
極
め

て
隆
盛
で
あ
る
が
、
佛
教
の
信
仰
実
践
は
却
っ
て
衰
え
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
佛
教
の
外
面
的
研
究
は
栄
え
て
い
る
が
、
内
面
的

研
究
が
乏
し
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
る
。
そ
れ
は
段
階
的
重
層
的
な
主
体
の
立
場
を
説
く
も
の
で
あ
っ
て
、
科
学
の
研
究
に
お
け
る
よ
う
に
一
つ
の
面
だ
け
か
ら
考
察
す
る

も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
一
面
的
平
面
的
な
科
学
的
思
惟
に
は
形
式
論
理
が
応
用
で
き
る
け
れ
ど
も
、
重
層
的
主
体
的
な
右
の
よ
う
な

佛
教
説
は
決
し
て
形
式
論
理
の
適
用
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
佛
教
の
理
解
の
難
か
し
さ
が
あ
り
、
西
洋
人
か
ら
見
れ
ば
非
論

理
的
な
混
乱
し
た
も
の
＄
ま
た
は
神
秘
的
な
難
解
な
も
の
と
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。

し
か
し
心
の
進
展
と
い
う
体
験
の
立
場
を
如
実
に
伝
え
て
い
る
佛
教
説
は
、
そ
の
体
験
の
立
場
か
ら
眺
め
さ
え
す
れ
ば
、
決
し
て
矛
盾

や
混
乱
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
亘
実
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
佛
教
の
宗
教
的
価

値
に
よ
る
研
究
は
右
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
研
究
の
た
め
に
は
、
研
究
者
自
身
が
そ
の
境
地
に
到
達
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
少
く
と
も
こ
の
点
を
念
頭
に
お
い
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
研
究
に
よ
っ
て
研
究
者
の
境
地
に
進
展
が
あ

る
こ
と
も
あ
る
で
あ
る
』
フ
。
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