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こ
こ
に
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
」
と
は
「
部
派
佛
教
」
も
し
く
は

「
小
乗
佛
教
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
意
味

に
な
る
の
か
。

「
ア
ビ
ダ
ル
ご
は
梵
語
四
ｇ
匙
冒
Ｈ
目
四
の
音
写
で
、
漢
字

で
は
「
阿
毘
達
磨
」
と
写
し
、
ア
ビ
ダ
ッ
マ
と
発
音
す
る
。
「
ア

ビ
ダ
ル
ご
と
は
「
ダ
ル
マ
ー
す
な
わ
ち
法
、
教
法
、
お
し
え
、

釈
尊
の
説
か
れ
た
真
理
の
教
え
Ｉ
に
対
す
る
註
釈
、
研
究
、
考

察
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
今
日
の
言
葉
に
直
し
て
言
え
ば

「
佛
教
学
研
究
」
と
い
う
語
に
ピ
ッ
タ
リ
で
あ
る
。
こ
れ
を
漢
訳

者
は
「
対
法
」
と
直
訳
し
て
い
る
。
そ
れ
で
わ
た
く
し
は
、
こ
の

「
対
法
」
と
い
う
語
が
と
っ
て
も
好
き
で
あ
る
。
「
対
法
」
は
い

、
、
、

わ
ば
わ
た
く
し
の
い
の
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
た
く
し
が
死
ん
だ

イ
ン
ド
佛
教
へ
の
道
し
る
、
へ
二

一

ｌ
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
Ｉ

ら
「
対
法
院
」
と
い
う
院
号
を
つ
け
て
ほ
し
い
と
、
檀
那
寺
の
住

職
で
も
あ
り
学
友
で
も
あ
る
久
我
順
氏
に
、
早
く
か
ら
お
願
い
が

し
て
あ
る
次
第
で
あ
る
。

従
っ
て
「
ア
ビ
ダ
ル
ご
は
大
乗
と
小
乗
と
を
問
わ
ず
、
す
べ

て
の
佛
教
研
究
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
経
・

律
・
論
の
三
蔵
」
と
い
う
と
き
の
「
論
」
は
、
こ
の
ア
ビ
ダ
ル
マ

の
意
訳
で
あ
る
か
ら
、
大
乗
の
論
も
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
ち
が
い
な
い
。

現
に
大
乗
の
論
の
中
に
は
、
「
阿
毘
達
磨
」
と
い
う
語
の
附
加
せ

ら
れ
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
「
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
」
と
か
、

「
大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論
」
と
か
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
、
そ
れ
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
で
は
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
」
と
い

え
ば
、
原
則
と
し
て
大
乗
の
論
や
、
中
観
・
唯
識
の
佛
教
を
含
ま

な
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

あ
び
ど
ん

「
阿
毘
達
磨
」
を
旧
訳
で
「
阿
毘
曇
」
と
い
い
、
略
し
て
「
毘

舟
橋
一
哉
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曇
」
と
い
う
。
シ
ナ
に
曾
っ
て
毘
曇
宗
と
い
う
宗
派
が
あ
っ
た
。

こ
の
毘
曇
宗
に
と
っ
て
代
っ
た
の
が
後
の
倶
舎
宗
で
あ
る
。
い
わ

ば
倶
舎
宗
の
前
身
が
毘
曇
宗
で
あ
る
。
毘
曇
宗
は
小
乗
有
部
宗
の

教
学
を
旧
訳
を
用
い
て
研
究
す
る
学
問
宗
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら

「
毘
曇
」
と
い
う
語
は
、
小
乗
の
論
蔵
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
な
っ

た
。
現
に
大
正
蔵
経
で
は
小
乗
論
部
を
「
毘
曇
部
」
と
称
し
て
い

る
。
「
毘
曇
」
は
「
阿
毘
曇
」
の
略
で
あ
り
、
「
阿
毘
曇
」
は
「
阿

毘
達
磨
」
の
旧
訳
で
あ
り
、
「
阿
毘
達
磨
」
に
は
大
乗
の
論
蔵
も

含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
毘
曇
」
の
中
に
も
大
乗
の
論

を
含
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
「
毘
曇
」
と
言
え
ば
専
ら
小

乗
の
論
を
指
し
て
言
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の

よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
毘
曇
」

が
小
乗
の
論
蔵
を
意
味
す
る
か
ら
、
「
毘
曇
」
の
新
訳
で
あ
る
「
阿

毘
達
磨
」
も
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
も
小
乗
の
論
蔵
を
指
す
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
」
と

い
う
の
は
、
「
小
乗
佛
教
」
「
部
派
佛
教
」
の
こ
と
で
あ
る
。

ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
の
研
究
に
お
い
て
、
最
も
大
き
な
比
重
を
占

く
し
や
ろ
ん

め
る
の
は
、
倶
舎
論
の
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
グ
シ
ャ
ロ
ン
」

と
発
音
す
る
人
が
あ
る
が
、
必
ず
こ
れ
は
「
ク
シ
ャ
ロ
ン
」
と
発

一
一

音
し
て
欲
し
い
。
「
グ
シ
ャ
」
は
「
愚
者
」
に
通
ず
る
よ
う
な
気

が
し
て
、
「
グ
シ
ャ
ロ
ン
」
は
頂
け
な
い
。
古
来
「
聡
明
論
」
と

言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
の
勝
れ
た
論
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
愚
者
」

に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
何
と
も
申
し
訳
け
が
な
い
。
「
倶
」

４
、
跨
元

は
、
佛
教
読
み
で
は
必
ず
「
ク
」
と
発
音
す
る
。
「
倶
会
一
処
」

を
「
グ
ご
と
発
音
し
た
ば
っ
か
り
に
、
誤
解
が
誤
解
を
生
ん
で
、

と
う
と
う
石
碑
に
「
偶
会
一
処
」
と
書
か
れ
て
し
ま
っ
た
例
も
あ

↓
（
》
Ｏ

古
来
倶
舎
学
は
佛
教
の
基
礎
学
と
せ
ら
れ
て
来
た
。
こ
の
場
合

「
佛
教
の
基
礎
学
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
ど
う
い
う
意
味
が
含
ま

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
倶
舎
学
は
小
乗
佛
教
学
で
あ
る
。
そ
ん

な
小
乗
佛
教
学
な
ん
か
習
う
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
。
大
乗
佛

教
と
い
う
勝
れ
た
佛
教
が
あ
る
の
に
、
今
更
捨
て
ら
れ
た
佛
教

Ｉ
「
小
乗
」
の
「
小
」
と
い
う
字
は
「
大
」
「
小
」
の
「
小
」

で
は
な
く
て
、
「
捨
ら
れ
た
」
「
劣
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
の

冒
愚
と
い
う
字
で
あ
る
ｌ
な
ど
、
ど
う
し
て
勉
強
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
わ
た
く
し
は
次
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
る
。
小
乗

も
、
、
、

佛
教
は
型
に
は
ま
っ
た
佛
教
で
あ
り
、
大
乗
佛
教
は
型
や
ぶ
り
の

、
、
℃
乃

佛
教
で
あ
る
。
宗
教
と
い
う
も
の
は
↑
型
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
と

洞
渇
し
て
、
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
生
命
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。
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佛
教
三
千
年
の
歴
史
は
、
要
す
る
に
は
ま
り
込
も
う
と
す
る
そ
の

佛
教
の
型
を
、
絶
え
ず
破
り
つ
づ
け
て
来
た
歴
史
で
あ
る
、
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ァ
習
字
に
臂
え
て
言
う
な
ら
ば
、
小
乗

そ
う
し
よ

佛
教
は
偕
書
の
よ
う
な
も
の
で
、
大
乗
佛
教
は
草
書
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
も
の
に
は
順
序
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ど
ん
な
に
優

秀
な
技
術
を
も
っ
た
大
工
で
も
二
階
か
ら
建
て
る
こ
と
は
で
き
な

い
し
、
ど
ん
な
に
サ
ー
ビ
ス
の
上
手
な
女
中
で
も
二
杯
目
の
御
飯

か
ら
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
・
習
字
の
場
合
で
も
、
草
書
か
ら

習
う
の
は
邪
道
で
あ
る
。
正
し
い
順
序
は
、
ま
ず
偕
害
を
習
っ
て
、

そ
れ
か
ら
草
書
に
進
む
よ
う
に
、
ま
ず
小
乗
佛
教
を
勉
強
し
て
一

応
佛
教
学
の
型
を
覚
え
て
か
ら
、
「
大
乗
佛
教
に
な
る
と
い
う
と
、

そ
の
型
が
ど
の
よ
う
に
破
ら
れ
て
い
っ
た
か
」
を
見
て
い
く
と
、

大
乗
佛
教
の
特
異
性
が
、
自
然
に
浮
き
彫
り
さ
れ
て
く
る
。
囲
碁

じ
よ
う
せ
き

な
ど
で
も
定
石
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
定
石
に
い
つ
ま
で
も
こ
だ

わ
っ
て
い
て
は
、
勝
れ
た
碁
打
ち
に
は
な
れ
な
い
が
、
そ
う
か
と

言
っ
て
、
初
め
か
ら
定
石
を
無
視
し
た
の
で
は
話
に
な
ら
な
い
・

定
石
を
知
っ
て
定
石
を
超
え
る
、
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

佛
教
学
研
究
に
お
け
る
倶
舎
学
の
役
割
は
、
そ
の
定
石
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

倶
舎
学
の
研
究
は
、
近
年
め
ざ
ま
し
い
進
歩
を
と
げ
、
戦
前
と

戦
後
を
比
較
し
て
隔
世
の
観
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
専
ら
文
献

学
的
な
研
究
の
分
野
に
止
ま
っ
て
い
て
、
倶
舎
の
教
義
を
体
系
的

組
織
的
に
叙
述
し
た
手
頃
な
書
物
は
あ
い
変
ら
ず
少
な
い
。
高
木

俊
一
氏
の
「
倶
舎
教
義
」
は
、
五
十
年
以
前
に
出
版
さ
れ
た
も
の

で
は
あ
る
が
、
今
で
も
そ
の
ト
ッ
プ
に
推
さ
る
ゞ
へ
き
も
の
で
あ
る
㈲

こ
の
書
物
は
、
妙
な
私
見
を
交
え
な
い
で
、
あ
る
も
の
を
あ
る
が

ま
ま
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
。
変
な
色
気
な
ど

を
出
し
て
、
現
代
的
な
解
釈
な
ど
は
し
て
も
ら
わ
な
い
方
が
よ
ろ

し
い
・
初
心
者
が
ま
ず
佛
教
学
の
定
石
を
知
ろ
う
と
思
う
な
ら
ば
、

わ
た
く
し
は
こ
の
「
倶
舎
教
義
」
を
推
す
。
も
っ
と
手
っ
取
り
早

く
、
倶
舎
の
臭
い
だ
け
で
も
嗅
ぎ
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
「
倶
舎

宗
大
意
」
（
同
名
の
書
物
が
他
に
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
正
年
間
に
真
宗

京
都
中
学
が
教
科
書
用
に
編
集
し
た
も
の
で
、
執
筆
者
は
隅
部
慈
明
氏
で

あ
る
。
さ
す
が
秀
才
の
誉
れ
高
か
っ
た
隅
部
氏
の
も
の
だ
け
の
こ
と
は
あ

る
）
が
よ
い
。

倶
舎
論
の
文
献
学
的
な
研
究
に
つ
い
て
は
、
資
料
は
豊
富
に
与

え
ら
れ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
成
果
は
未
だ
充
分
な
形
で
示
さ
れ
て

は
い
な
い
現
状
で
あ
る
。
余
り
に
資
料
が
多
す
ぎ
て
＄
研
究
者
を

三
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戸
惑
い
さ
せ
て
い
る
の
が
そ
の
実
情
で
あ
る
が
、
何
と
言
っ
て
も
、

倶
舎
論
の
原
典
を
出
版
す
る
こ
と
が
、
目
下
の
急
務
で
あ
る
。
こ

の
原
典
は
三
十
年
ほ
ど
以
前
に
、
ラ
ー
フ
ラ
・
サ
ー
ン
ク
リ
ト
ャ
ー

ヤ
ナ
氏
が
チ
↓
ヘ
ッ
ト
で
発
見
し
た
も
の
で
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
出

版
の
準
備
中
で
あ
る
が
、
未
だ
刊
行
さ
れ
て
は
い
な
い
。
桜
部
建

氏
が
滞
印
中
に
こ
れ
を
一
部
分
書
写
し
て
持
ち
帰
っ
た
の
を
見
せ

て
貰
っ
、
た
が
、
非
常
に
よ
い
写
本
で
殆
ど
完
本
に
近
い
。
ま
た
チ

簿
ヘ
ッ
ト
大
蔵
経
の
中
に
は
、
こ
の
倶
舎
論
も
あ
り
、
称
友
・
安
慧
．

満
増
の
註
釈
Ｉ
こ
れ
ら
の
註
釈
は
い
ず
れ
も
漢
訳
さ
れ
た
な
ら

ば
五
・
六
十
巻
ほ
ど
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
位
の
分
量
を
も

っ
て
い
る
Ｉ
と
寂
静
天
・
陳
那
・
調
伏
賢
の
註
な
ど
が
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
寂
静
天
（
留
日
胃
冒
‐
号
ぐ
Ｐ
）
の
註

は
、
倶
舎
論
が
引
用
し
て
い
る
阿
含
経
の
二
に
つ
い
て
、
そ
の

経
典
の
所
在
を
当
時
の
蔵
経
の
上
か
ら
指
摘
し
、
更
に
そ
の
経
典

の
初
め
か
ら
終
り
ま
で
を
省
略
し
な
い
で
記
載
す
る
。
と
い
う
一

風
変
っ
た
形
態
の
註
釈
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
桜
部
建
氏
の
紹
介

が
あ
る
（
山
口
博
士
還
暦
記
念
論
叢
、
印
度
学
佛
教
学
研
究
四
・
二
）
。

称
友
（
因
尉
○
日
拝
国
）
の
註
は
、
梵
本
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の

唯
一
の
倶
舎
論
註
で
、
大
谷
派
の
笠
原
研
寿
氏
が
明
治
年
間
に
イ

ギ
リ
ス
か
ら
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
に
な
っ
て
や
っ

と
浄
土
宗
の
荻
原
雲
来
氏
に
よ
っ
て
校
訂
出
版
せ
ら
れ
、
更
に
そ

倶
舎
論
を
文
献
学
的
に
研
究
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、

倶
舎
論
に
ど
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
か
、
ざ
っ
と
ひ
と
通
り

、
℃

倶
舎
論
そ
の
も
の
を
じ
か
に
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
者
は
、
ど
の

よ
う
な
方
法
を
と
っ
た
ら
よ
い
か
。
ま
ず
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
で

あ
る
が
、
大
正
蔵
経
や
縮
刷
蔵
経
を
用
う
る
の
は
適
当
で
な
い
・

冠
導
本
か
校
註
本
を
用
う
↓
へ
き
で
あ
る
。
と
も
に
和
本
で
、
訓
点

お
く
り
仮
名
が
つ
い
て
お
り
＄
冠
註
と
割
註
が
あ
る
。
冠
導
本
よ

り
校
註
本
の
方
が
後
か
ら
で
き
て
い
る
の
に
、
や
は
り
冠
導
本
の

方
が
勝
れ
て
い
て
、
今
で
も
冠
導
本
を
使
う
人
が
多
い
。
こ
れ
は

泉
涌
寺
の
佐
伯
旭
雅
氏
の
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
旭
雅
氏
は
倶

の
和
訳
も
界
・
根
二
品
だ
け
三
冊
に
し
て
出
版
せ
ら
れ
た
。
し
か

し
荻
原
氏
の
死
後
中
絶
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の
を
＄
山
口
益
氏

と
舟
橋
と
が
跡
を
つ
い
で
、
共
著
の
形
で
次
の
世
間
品
を
世
に
問

う
た
（
「
倶
舎
論
の
原
典
解
明
、
世
間
品
」
法
蔵
館
）
。
こ
の
と
き
は
↑

称
友
の
註
釈
の
和
訳
だ
け
で
な
く
、
本
論
の
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳
か
ら
の

和
訳
も
添
え
て
、
本
論
の
文
章
と
註
釈
の
文
章
と
が
一
目
で
解
か

る
ょ
う
に
し
た
。
倶
舎
論
の
最
後
の
破
我
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の

両
方
が
別
女
に
活
字
に
な
っ
て
い
る
（
本
論
は
桜
部
氏
の
訳
で
大
谷

大
学
研
究
年
報
第
十
二
集
、
註
釈
は
舟
橋
の
訳
で
同
じ
く
第
十
五
集
所
載
）
。

'四，
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舎
・
唯
識
（
合
せ
て
性
相
学
と
い
う
）
の
大
家
で
、
倶
舎
や
唯
識

ぽ
く
ね
ん
じ
ん

の
よ
う
な
面
倒
な
学
問
を
し
た
人
で
あ
る
か
ら
、
き
っ
と
朴
念
仁

、

の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
が
、
実
は
さ
に

非
ず
、
旭
雅
氏
の
書
い
た
「
倶
舎
論
名
所
雑
記
」
に
は
、
あ
の
複

雑
な
倶
舎
の
教
義
が
軽
快
な
七
・
五
調
で
綴
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

中
に

「
。
：
・
・
ロ
・
・
・
・
：
。
：
、
・
・
・
・
“
。
：
。
：
。
：
：
。

名
高
き
名
所
は
十
六
な
れ
ど

一
部
始
終
が
む
ず
か
し
い
。

ど
ど

三
度
・
四
度
ま
で
聞
い
て
も
見
や
れ
、

げ

そ
れ
で
解
せ
ず
ば
、
止
め
や
ん
せ
」う

す
が
す
ふ

な
ん
て
書
い
て
あ
る
。
「
得
・
非
得
の
薄
霞
」
と
か
、
「
六
因
四

か
な
か
ぶ
と

縁
の
乱
れ
糸
」
と
か
、
「
減
縁
減
行
の
金
甲
」
と
い
う
よ
う
な
有

め
い
も
ん
・
く

名
な
言
葉
は
、
み
な
こ
の
中
に
出
て
来
る
名
文
句
で
あ
る
。
旭
雅

氏
は
人
情
の
機
微
の
わ
か
る
苦
労
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な

気
が
す
る
。

漢
文
で
読
む
の
は
御
免
こ
う
む
り
た
い
、
と
い
う
な
ら
ば
、
国

訳
一
切
経
ま
た
は
国
訳
大
蔵
経
を
使
い
な
さ
い
。
国
訳
大
蔵
経
は

二
種
類
あ
る
が
、
国
民
文
庫
刊
行
会
版
の
方
が
よ
ろ
し
い
。
訳
者

は
、
前
者
は
西
義
雄
氏
、
後
者
は
荻
原
雲
来
氏
と
木
村
泰
賢
氏
と

の
共
訳
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
種
類
の
国
訳
は
殆
ど
同
じ
内

容
の
も
の
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
を
使
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
国
訳
の
価
値
は
訳
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ

の
豊
富
な
註
に
あ
る
。
実
に
懇
切
丁
寧
な
註
が
つ
い
て
い
る
。
そ

の
註
の
中
に
は
称
友
の
註
か
ら
借
用
し
た
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
。

木
村
氏
は
、
思
想
的
に
そ
の
大
綱
を
掴
ん
で
佛
教
研
究
の
方
向
を

見
失
わ
な
い
人
、
荻
原
氏
は
原
典
的
な
解
明
を
こ
こ
ろ
ざ
し
て
、

重
箱
の
隅
を
楊
子
で
ほ
じ
く
る
よ
う
な
人
、
こ
の
二
人
が
共
同
で

仕
事
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
当
に
頭
が
下
が
る
思

が

い
が
す
る
。
学
問
す
る
人
間
ぐ
ら
い
我
の
強
い
者
は
な
い
か
ら
で

圭
括
型
↓
（
匂
Ｃ

冠
導
本
を
テ
キ
ス
ト
に
使
っ
て
倶
舎
論
を
読
む
場
合
に
も
、
こ

の
国
訳
は
や
は
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
た
く
し
な
ど
、
三

十
年
こ
の
か
た
倶
舎
論
に
親
し
ん
で
い
る
が
、
今
だ
に
「
国
訳
」

を
卒
業
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
て
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る

が
、
ち
ょ
っ
と
倶
舎
論
を
見
よ
う
と
い
う
時
で
も
、
す
ぐ
「
国
訳
」

の
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
「
国
訳
」
と
い
っ
て
も
、
主
と
し
て

「
国
訳
」
の
脚
註
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
プ
ッ
サ
ン
氏
の
訳
し
た
佛
訳
が
あ
る
。
こ
れ
は
主
と

し
て
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳
か
ら
訳
し
た
も
の
で
、
漢
訳
も
参
照
さ
れ
て
お

り
、
冠
導
本
の
丁
数
も
記
る
さ
れ
て
い
る
・
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳
や
称
友
の

註
釈
に
よ
っ
て
、
大
切
な
言
葉
に
は
二
梵
語
が
記
入
さ
れ
て
お
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り
、
そ
れ
ら
梵
語
の
索
引
が
別
刷
に
な
っ
て
附
加
せ
ら
れ
て
い
る
。

梵
語
を
知
っ
て
い
る
者
に
は
、
こ
の
索
引
が
と
て
も
便
利
で
あ
る
。

じ
ゆ
じ
よ

昔
は
倶
舎
論
に
入
る
準
備
と
し
て
、
倶
舎
論
頌
疏
や
、
七
十
五

法
名
目
な
ど
を
読
ん
だ
ら
し
い
。
け
れ
ど
も
わ
た
く
し
は
、
こ
の

よ
う
な
も
の
を
読
む
く
ら
い
な
ら
、
一
層
の
こ
と
倶
舎
論
そ
の
も

の
を
読
ん
だ
方
が
よ
い
、
と
思
っ
て
い
る
。
頌
疏
な
ど
は
、
有
部

と
経
部
と
が
論
争
す
る
よ
う
な
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
は
、
ど
ん
ど

ん
飛
ば
し
て
い
る
が
、
実
は
そ
の
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
に
、
倶
舎

論
の
倶
舎
論
た
る
真
面
目
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
辛
棒
し
て
そ

こ
を
読
ま
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
頭
の
訓
練
に
大
い
に
効
果

が
あ
る
、
と
わ
た
く
し
は
ひ
そ
か
に
思
っ
て
い
る
。
幾
何
や
代
数

な
ど
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
直
ち
に
現
実
の
生
活
に
役
立
つ
と
い

う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
昔
学
ん
だ
幾
何
も

代
数
も
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
皆
ん
な
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
し
か

し
そ
の
為
め
に
不
自
由
し
て
い
る
こ
と
も
な
い
。
と
言
っ
て
、
昔

そ
う
い
う
数
学
を
学
ん
だ
こ
と
が
、
す
零
へ
て
無
駄
で
あ
っ
た
と
も

思
っ
て
い
な
い
。
も
の
を
論
理
的
に
級
密
に
考
え
る
上
に
お
い
て
、

目
に
は
見
え
な
い
が
、
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
倶

、
、
、

舎
論
の
中
で
有
部
と
経
部
と
が
し
の
ぎ
を
け
ず
っ
て
論
争
す
る
箇

、
、

所
を
読
ん
で
い
る
と
、
ふ
と
そ
ん
な
こ
と
を
思
わ
せ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。

倶
舎
論
を
書
い
た
世
親
と
殆
ど
同
じ
頃
、
少
し
お
く
れ
て
南
伝

佛
教
で
は
佛
音
（
国
口
目
目
Ｉ
唱
○
切
騨
）
が
出
て
、
南
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ

の
教
義
を
集
大
成
し
て
清
浄
道
諭
（
ご
曾
目
巨
‐
目
勵
開
Ｐ
）
を
書
い

た
。
か
っ
て
は
「
佛
音
」
を
「
覚
音
」
（
佐
藤
密
雄
氏
・
佐
藤
良
智

氏
訳
）
と
訳
し
て
み
た
り
、
「
佛
鳴
」
（
赤
沼
智
善
氏
訳
）
と
訳
し
て

み
た
り
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
今
で
は
「
佛
音
」
に
統
一

せ
ら
れ
た
観
が
あ
る
。
こ
う
い
う
大
事
な
固
有
名
詞
は
、
和
訳
を

統
一
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
赤
沼
氏
は
大
品
（
冒
四
園
ｌ
ぐ
騨
器
四

南
伝
佛
教
の
律
蔵
の
一
部
で
、
極
度
分
と
い
わ
れ
る
も
の
）
を

だ
い
え
ぶ

「
大
会
部
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
大
会
部
」
と
い
う
訳
も
、

他
に
は
余
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。

南
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
た
近
年
に

至
っ
て
面
目
を
一
新
し
た
。
南
伝
佛
教
で
は
、
論
蔵
と
い
え
ば
、

法
集
諭
ｅ
ｇ
目
白
閉
四
目
彊
昌
）
や
分
別
論
（
く
ぎ
目
目
鳴
）
な

ど
の
七
論
だ
け
を
論
蔵
の
中
に
含
め
て
、
清
浄
道
論
や
摂
阿
毘
達

磨
義
論
（
シ
ｇ
巨
富
目
日
四
詐
冒
‐
の
四
目
瑠
冨
）
は
三
蔵
か
ら
は
ず
し
、

こ
れ
ら
を
蔵
外
と
し
て
い
る
・
南
伝
佛
教
で
は
、
「
論
蔵
も
佛
説
で

あ
る
」
と
い
う
立
場
を
守
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
南

伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
教
義
も
、
七
論
に
重
点
を
お
い
て
見
て
行
く

テ
ユ
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北
伝
に
お
い
て
は
ゞ
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
教
義
（
こ
こ
で
は
有
部
の

教
義
）
が
初
め
て
集
大
成
せ
ら
れ
た
の
が
、
大
毘
婆
沙
論
で
あ
り
、

そ
れ
を
更
に
手
ぎ
わ
よ
く
纒
め
た
の
が
倶
舎
論
で
あ
る
。
南
伝
佛

教
の
方
は
、
規
模
は
ず
っ
と
小
さ
く
な
っ
て
、
佛
音
の
清
浄
道
論

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
か
っ
て
は
考
え
ら
れ
て
い
た
．
と

こ
ろ
が
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
七
論
の
中
で
、
論

事
諭
（
嵐
胃
目
‐
ご
鼻
昏
ロ
普
通
は
「
諭
事
」
と
言
っ
て
「
諭
事
論
」

と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
「
法
集
諭
」
「
分
別
論
」
と
い
う
な
ら

ば
‐
「
論
事
論
」
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
）
は
部
派
の
教
義
を
扱
っ

た
も
の
で
、
北
伝
佛
教
で
い
え
ば
異
部
宗
輪
論
に
当
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
論
事
論
を
除
い
た
他
の
六
諭
は
、
北
伝
佛
教
で
い
え
ば

大
体
に
お
い
て
六
足
論
に
相
当
す
る
。
両
方
と
も
「
六
」
と
い
う

数
に
な
る
が
、
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
で
、
南
伝
の
ど
れ
が
北
伝
の

ど
れ
に
当
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
そ
こ
に
取
り
扱
わ

れ
て
い
る
教
義
内
容
が
；
佛
教
教
義
の
発
達
展
開
の
段
階
の
上
か

ら
言
っ
て
、
相
い
応
ず
る
位
置
に
あ
る
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で

あ
る
。
だ
か
ら
北
伝
に
お
け
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
中
心
を
大
毘
婆
沙

論
と
倶
舎
論
と
に
お
く
な
ら
ば
、
南
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
中
心
は

清
浄
道
論
を
中
心
と
し
た
佛
音
の
教
学
に
お
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

こ
う
い
う
簡
単
な
こ
と
す
ら
が
、
昭
和
の
初
め
頃
ま
で
は
明
ら
か

で
な
か
っ
た
の
で
證
の
る
。

木
村
泰
賢
氏
の
「
小
乗
佛
教
思
想
論
」
は
、
氏
の
残
後
、
門
弟

た
ち
の
手
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
遺
稿
で
、
生
前
東
大
に
お
い
て

講
義
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
巧
み
に
纒
め
ら
れ
て
い
て
、

そ
の
点
で
は
敬
服
に
価
す
る
が
、
南
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
関
す
る
限

に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
教
義
が
集
大
成
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
更
に
手

ぎ
わ
よ
く
纒
め
た
の
が
、
ア
ヌ
ル
ッ
ダ
（
ど
旨
白
目
冒
阿
那
律
）

の
摂
阿
毘
達
磨
義
諭
で
あ
る
。
佛
音
は
清
浄
道
論
の
他
に
、
三
蔵

に
詳
し
い
註
釈
を
書
い
て
い
る
が
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
教
義
に
関
連

し
て
い
え
ば
～
法
集
論
の
註
釈
ア
ッ
タ
・
サ
ー
リ
’
一
ｌ
と
、
分
別

論
の
註
釈
サ
ン
モ
ー
ハ
・
ビ
ノ
ー
ダ
ニ
ー
と
が
と
り
上
げ
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
註
釈
は
、
註
釈
と
い
っ
て
も
‐
単

な
る
言
葉
の
解
釈
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
で
、
清
浄
道
論
の
叙
述
と

随
分
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
ま
た
独
自
な
教
義
論
を
展
開
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
分
量
も
清
浄
道
諭
と
同
じ
く
ら
い
あ

る
。
そ
れ
で
佛
音
ま
で
降
っ
て
、
南
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
教
義
を
体

系
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
初
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
の
た
め
に
は
、
清
浄
道
諭
を
中
心
と
し
て
、
更
に
こ
れ
ら
二

つ
の
註
釈
書
を
参
考
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
法
集
論
の

註
釈
に
は
佐
倉
木
現
順
氏
の
和
訳
が
あ
る
（
「
佛
教
心
理
学
の
研
究
」
）
。

一
ハ
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り
、
充
分
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
佛
音
の
教
学
に
よ
っ
て
南
伝

の
ア
ビ
ダ
ル
マ
を
見
て
行
か
な
い
で
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
降
る
と

こ
ろ
の
摂
阿
毘
達
磨
義
論
を
専
ら
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ

の
書
物
が
出
版
さ
れ
た
当
時
は
そ
れ
で
も
よ
か
っ
た
が
、
今
で
は

通
用
し
な
い
。
そ
れ
に
南
伝
の
教
義
に
つ
い
て
は
、
誤
解
も
あ
る

よ
う
で
あ
る
。

最
近
出
版
せ
ら
れ
た
水
野
弘
元
氏
の
「
。
〈
Ｉ
リ
佛
教
を
中
心
と

し
た
佛
教
の
心
識
論
」
は
、
南
北
間
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
亙
っ
て

い
る
が
、
と
く
に
南
伝
の
方
に
重
点
が
お
か
れ
て
お
り
↑
そ
の
南

伝
は
佛
音
の
教
学
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、

南
北
両
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
教
義
を
体
系
的
、
組
織
的
に
比
較
研

究
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
水
野
氏
の
書
い
た
も
の
で
は
、
こ
の

他
に
「
南
方
上
座
部
諭
書
解
説
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は

「
佛
教
大
学
講
座
」
の
一
部
と
し
て
出
版
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

た
め
に
、
余
り
多
く
読
ま
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
そ
う
い

う
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
す
ら
知
ら
な
い
人
が
多
い
。
け
れ

ど
も
＄
こ
れ
は
非
常
に
便
利
な
書
物
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
南
伝

七
論
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
後
の
論
書
に
重
点
を
お
い
て
↑
こ

の
書
物
に
つ
い
て
相
当
詳
し
い
解
説
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
清

浄
道
論
に
最
も
多
く
の
紙
数
を
費
や
し
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ

ク
（
句
０

清
浄
道
論
を
読
も
う
と
思
え
ば
、
「
南
伝
大
蔵
経
」
の
和
訳
を

参
考
に
す
る
の
が
よ
い
。
こ
れ
は
水
野
弘
元
氏
の
訳
で
あ
る
か
ら
、

安
心
し
て
読
め
る
。
し
か
し
ひ
と
通
り
読
ん
で
み
て
も
、
北
伝
佛

教
の
教
義
に
慣
れ
て
来
た
わ
れ
わ
れ
の
頭
に
は
、
容
易
に
し
み
込

ん
で
行
か
な
い
。
北
伝
の
教
義
と
比
較
研
究
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
っ
て
、
か
え
っ
て
南
伝
の
考
え
方
の
方
が
原
始
佛
教
の
思
想
に

近
い
、
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
南
伝
北
伝
を

通
し
て
の
「
佛
教
思
想
の
展
開
」
と
い
う
、
大
き
な
立
場
か
ら
眺

め
て
み
る
と
き
、
南
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
教
義
の
研
究
は
、
北
伝
の

そ
れ
ほ
ど
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
れ
ば
、

南
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
は
大
乗
佛
教
と
の
交
渉
が
全
く
な
い
か
ら
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
研
究
に
力
を
入
れ
る
の
は
、

一
つ
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
乗
佛
教
を
研
究
す
る
土
台
と
せ
ん

が
た
め
で
あ
っ
た
。
「
汝
の
敵
を
知
れ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ

う
に
、
大
乗
佛
教
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
大
乗
佛
教

に
よ
っ
て
批
判
せ
ら
れ
た
小
乗
佛
教
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
直
接
、
大
乗
佛
教
が
批
判
の
対
象
と
し
た
の
は
、
南
伝

の
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
な
く
て
↑
北
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
、
と
く
に
有

部
の
教
学
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
南
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
を
研
究
し
て

も
、
そ
の
研
究
が
大
乗
佛
教
の
解
明
に
直
接
貢
献
す
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
南
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ
研
究
の
限
界
が
あ
る
。

馬2
ピ ン



ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
の
研
究
に
は
、
梵

語
•

パI

り

語•

チ
ベ
ッ 

ト
語
は
ど
の
よ
う
に
必
要
で
あ
ろ
う
か' 

と
い
え
ば' 

南
伝
ア
ビ 

ダ
ル
マ
の
研
究
に
は
チ
ベ
ッ
ト
語
の
必
要
は
な
い
。

パI

リ
語
が 

主
体
で
あ
る
が' 

し
か
し
パ
ー
リ
語
は
必
ず
梵
語
と
の
関
連
に
お 

い
て
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら(

そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て 

は
前
号
で
詳
し
く
述
べ
た)

、

そ
う
い
う
意
味
で
梵
語
も
必
要
で

あ
る
。
と
く
に
清
浄
道
論
に
つ
い
て
は
、
漢
訳
の
解
脱
道
論
と
の 

関
係
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

北
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
研
究
に
は
、
パ
ー
リ
語
の
必
要
は
な
い 

が
、
梵
語
と
チ
ベ
ッ
ト
語
は
必
要
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に' 

チ 

ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
中
に
豊
富
な
資
料
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

54


