
佛
教
が
興
起
し
た
時
代
を
考
察
し
、
佛
陀
そ
の
人
が
出
現
し
た
思
想
史

的
背
景
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
近
代
に
お
け
る
学
問
的
関

心
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
登
場
す
る
を
え
た
、
研
究
課
題
の
一
つ
と
言
い

う
る
。
そ
の
研
究
の
根
抵
に
は
、
佛
陀
も
ま
た
時
代
の
子
で
あ
り
、
歴
史

的
社
会
的
制
約
の
下
に
生
ま
れ
、
ま
た
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
問

題
意
識
が
働
い
て
い
る
。
佛
陀
を
教
主
釈
尊
と
し
て
絶
対
視
し
、
歴
史
や

時
代
を
超
越
し
た
崇
拝
の
対
象
と
し
て
し
か
考
え
な
か
っ
た
過
去
の
時
代

に
お
い
て
は
、
か
か
る
研
究
は
起
り
え
な
か
っ
た
。
佛
陀
を
歴
史
的
に
見

る
と
こ
ろ
、
必
然
的
に
ま
た
そ
の
時
代
背
景
を
考
察
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
種
研
究
は
、
他
の
学
問
の
分
野
に
お
け
る
と
同
様
、
西
洋
の
近
代
の

学
者
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
例
え
ば
、
佛
教
以
前
の
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
の

社
会
生
活
や
文
化
に
関
し
て
は
、
つ
と
に
西
①
旨
国
８
国
日
日
①
Ｈ
が
缶
岸
‐

目
昌
の
目
①
い
ぼ
胃
目
（
国
①
昌
口
扁
忍
）
を
著
わ
し
、
佛
教
興
起
の
時
代
に

関
し
て
は
、
冒
○
冨
己
国
鳥
の
目
①
ざ
凰
巴
①
⑦
胃
烏
筒
口
損
』
目

ｚ
ｏ
ａ
５
陣
旨
営
①
己
冒
呂
①
冒
凶
自
切
自
白
二
面
閉
圃
①
芹
（
崗
耐
』
届
弓
》
両
口
中

茸
．
ｇ
ｕ
Ｆ
冨
詳
目
、
８
居
目
目
后
ｇ
）
や
目
ゞ
雪
．
”
ご
切
口
画
く
ａ
の
“

書
評
・
紹
介

雲
井
昭
善
著

「
佛
教
興
起
時
代
の
思
想
研
究
」

ユ
別

田
恵
学

切
口
目
巨
騨
冒
昌
騨
（
Ｆ
ｏ
且
。
亘
ら
畠
）
が
出
て
、
今
日
で
は
古
典
的
な
位

置
を
占
め
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
佛
教
興
起
時
代
の
思
想
的
背
景
を
形

成
す
る
政
治
・
社
会
・
経
済
・
民
族
・
文
化
・
宗
教
と
い
っ
た
諸
方
面
の

研
究
は
、
多
く
の
学
者
の
注
目
を
ひ
き
、
研
究
成
果
も
少
な
し
と
し
な
い
・

最
近
わ
が
国
の
学
者
も
強
い
関
心
を
示
し
、
い
く
つ
か
の
す
ぐ
れ
た
成
果

も
あ
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。

佛
陀
時
代
の
諸
思
想
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
学
界
に
大
き
な
興
味
を
惹

き
起
し
た
の
は
、
宇
井
伯
寿
博
士
の
「
六
師
外
道
の
研
究
」
（
「
印
度
哲
学

研
究
」
第
二
所
収
）
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
羽
溪
了
諦
博
士
の

研
究
（
「
宗
教
研
究
」
新
第
五
巻
第
二
号
、
同
第
六
巻
第
一
号
、
お
よ
び

「
現
代
佛
教
の
研
究
」
臨
時
特
岬
号
）
や
増
谷
文
雄
博
士
の
「
佛
陀
時
代
』

も
、
言
わ
ば
先
駆
的
な
役
目
を
果
し
た
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
イ
ン

ド
古
代
の
宗
教
や
歴
史
を
扱
っ
た
多
く
の
諸
研
究
が
、
直
接
間
接
に
こ
の

問
題
に
言
及
し
て
い
る
。

雲
井
昭
善
博
士
は
、
多
年
に
わ
た
っ
て
佛
教
の
興
起
と
そ
の
時
代
の
思

想
の
研
究
を
手
が
け
、
す
で
に
そ
の
成
果
の
一
端
を
、
多
く
の
論
文
に
よ

っ
て
発
表
さ
れ
た
。
近
著
「
佛
教
興
起
時
代
の
思
想
研
究
」
は
、
博
士
積

年
の
研
究
を
五
百
頁
に
近
い
大
冊
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
労
作
で
あ
る
。
本

書
の
内
容
は
、
本
論
六
章
か
ら
成
り
、
そ
れ
に
〈
は
し
が
き
・
序
言
・
問
題

の
提
起
〉
が
先
行
し
、
最
後
に
総
論
と
英
文
目
次
な
ら
び
に
梗
概
を
附
し
、

さ
ら
に
各
種
の
索
引
を
添
え
て
、
学
的
用
意
の
完
全
を
期
し
て
い
る
。

本
論
第
一
章
は
「
佛
教
興
起
時
代
」
と
題
し
、
先
ず
佛
教
興
起
の
時
代

設
定
を
取
り
あ
げ
て
、
佛
教
が
一
つ
の
宗
団
と
し
て
形
を
と
と
の
え
た
、

戸 戸

つり



西
暦
前
六
世
紀
か
ら
前
二
世
紀
こ
ろ
ま
で
に
こ
れ
を
限
定
し
た
（
第
一
節
）
・

次
に
こ
の
時
代
の
歴
史
的
意
義
を
論
じ
、
こ
れ
を
、
日
都
市
国
家
の
成

立
と
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ャ
階
級
や
資
産
家
商
人
の
拾
頭
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

社
会
の
変
動
と
、
㈲
精
神
史
的
な
側
面
に
お
い
て
は
、
バ
ラ
モ
ン
に
対

抗
す
る
自
由
思
想
家
や
佛
教
の
興
起
に
見
ら
れ
る
人
間
の
自
覚
に
注
目
し

た
（
第
二
節
）
・

第
二
章
「
佛
教
興
起
以
前
の
イ
ン
ド
」
に
お
い
て
は
、
佛
教
以
前
バ
ラ
モ

ン
の
世
界
に
は
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
に
示
さ
れ
る
祭
祀
中
心
の
宗
教
が
あ
り
、

次
の
ゥ
。
〈
’
一
シ
ャ
ッ
ド
は
、
祭
式
の
絶
対
的
な
力
を
否
定
し
て
、
真
実
な

る
も
の
を
探
求
し
、
人
間
を
解
放
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
が
や
が
て
自

由
思
想
の
発
現
を
う
な
が
す
思
想
的
背
景
と
な
っ
た
と
い
う
（
第
一
節
）
。

次
に
俳
教
興
起
時
代
に
、
六
師
外
道
や
六
十
二
見
の
如
き
自
由
思
想
が
起

っ
た
理
由
は
、
一
つ
に
は
バ
ラ
モ
ン
の
祭
式
万
能
主
義
な
い
し
は
現
実
の

肉
体
（
物
質
）
を
軽
ん
じ
て
、
目
に
見
え
ぬ
来
世
や
精
神
を
偏
重
す
る
思

想
に
対
す
る
反
動
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
に
は
経
済
的
社
会
機
構
の
発
展
と

物
質
的
繁
栄
に
と
も
な
う
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
と
す
る
（
第
二
節
）
・

「
仰
教
典
起
時
代
の
諸
思
想
」
と
胆
す
る
第
三
章
は
、
六
師
外
道
、
特
に

順
世
派
と
邪
命
派
と
、
そ
れ
に
異
端
説
と
し
て
の
現
在
浬
樂
論
を
扱
っ
た

も
の
で
あ
る
。
全
六
章
中
、
最
も
精
彩
に
富
ん
だ
一
章
を
な
す
。
お
よ
そ

初
期
佛
教
資
料
の
研
究
に
は
、
つ
ね
に
精
細
刻
明
な
討
究
が
要
求
さ
れ
る
。

ひ
と
通
り
の
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
よ
っ
て
、
創
見
を
出
す
こ
と
は
不
可
能

に
近
い
。
し
か
し
精
密
な
研
究
が
な
さ
れ
れ
ば
、
問
題
は
無
限
に
出
て
く

る
。
こ
れ
は
評
者
の
抱
く
印
象
で
あ
る
が
、
本
章
の
研
究
も
ま
た
こ
の
考

え
を
立
証
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
先
ず
六
師
外
道
に
っ

い
て
、
日
多
く
は
感
覚
論
的
唯
物
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
同
業
因
業

果
を
信
ぜ
ず
、
伝
統
的
寺
ハ
ラ
モ
ン
の
祭
祀
・
供
犠
を
否
定
し
た
点
に
お
よ

そ
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
と
し
て
、
六
師
の
代
表
的
な
説
を
図
式
的
に
概

観
し
て
い
る
。
六
師
の
説
が
非
常
に
理
解
し
易
く
な
っ
て
便
利
で
あ
る

（
第
一
節
）
・
さ
ら
に
進
ん
で
、
順
世
派
（
Ｆ
ｏ
圃
圃
国
）
に
つ
い
て
の
諸

資
料
を
、
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
、
そ
の
性
格
を
識
別
し
、
ア
ジ
タ
に
見

ら
れ
る
如
き
唯
物
論
的
系
統
と
サ
ン
ジ
ャ
ャ
に
見
ら
れ
る
如
き
誰
弁
論
的

系
統
の
二
つ
の
伝
承
を
区
別
し
て
い
る
。
後
世
の
留
吋
く
且
胃
３
口
“
の
Ｐ
‐

目
唱
騨
冨
に
９
ブ
働
冨
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
順
世
派
の
当
体
は
、

前
者
の
系
統
の
思
想
を
そ
の
内
容
と
す
る
。
し
か
し
初
期
以
来
、
大
乗
に

い
た
る
ま
で
の
仙
教
資
料
の
順
世
派
と
は
、
主
と
し
て
後
者
を
そ
の
内
容

と
す
る
。
佛
教
の
資
料
に
お
い
て
、
前
者
を
順
世
派
の
内
容
と
す
る
解
釈

を
示
す
の
は
、
後
代
大
乗
の
論
釈
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
、
は
じ
め
て

明
ら
か
に
し
て
い
る
（
第
二
節
）
。

次
に
邪
命
派
に
つ
い
て
、
第
一
に
シ
ヲ
烏
四
を
邪
命
派
と
訳
す
る
の

は
、
従
来
の
学
者
の
説
（
宇
井
説
、
中
村
説
）
の
如
く
、
必
ず
し
も
佛
教

者
か
ら
す
る
雁
称
で
は
な
い
と
批
判
す
る
。
し
か
し
ど
曽
冨
が
、
自

ら
邪
命
と
称
す
る
わ
け
は
な
い
の
で
、
こ
の
点
の
論
証
は
、
や
や
歯
切
れ

が
悪
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
、
邪
命
派
は
裸
形
で
苦
行
し
、
不
作

法
を
敢
え
て
し
た
し
、
マ
ッ
カ
リ
・
ゴ
ー
サ
ー
ラ
の
思
想
を
見
て
も
、
そ

の
教
義
自
身
に
直
接
の
原
因
が
あ
る
と
論
ず
る
。
第
二
に
、
ゴ
ー
タ
マ
・

ブ
ッ
ダ
は
他
の
学
説
・
思
想
に
対
し
て
寛
容
で
あ
っ
た
の
に
比
し
、
邪
命

派
に
対
し
て
は
厳
し
い
批
判
を
も
っ
て
答
え
た
。
そ
の
理
由
は
、
・
コ
ー
サ

ー
ラ
の
努
力
無
用
論
や
業
思
想
の
否
定
に
あ
っ
た
。
第
三
に
、
邪
命
派
は

56，



宗
団
と
し
て
舎
衛
城
や
王
舎
城
で
活
動
し
、
佛
教
の
サ
ン
ガ
と
は
し
ば
し

ば
相
対
立
す
る
関
係
に
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
（
第
三
節
）
。
博
士
が
、

佛
教
の
教
団
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
宗
団
の
姿
を
え
が
き
出
さ
れ
た
労
は

多
と
す
る
に
足
る
。

さ
ら
に
六
十
二
見
の
現
在
浬
梁
論
と
ブ
ッ
ダ
の
現
法
浬
渠
と
を
比
較
し

て
、
そ
の
相
違
が
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
で
あ
る
。
前
者
は

五
欲
を
満
足
せ
し
め
る
快
楽
主
義
か
、
し
か
ら
ざ
れ
ぱ
、
四
禅
に
よ
っ
て

一
時
的
に
晄
惚
忘
我
の
境
に
到
達
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
後
者
は
、
般

若
の
智
慧
に
よ
っ
て
、
無
明
や
煩
悩
を
滅
尽
し
、
苦
を
止
滅
す
る
こ
と
を

そ
の
内
容
と
す
る
の
で
あ
る
（
第
四
節
）
・

第
四
章
に
お
い
て
は
、
「
仙
教
典
起
の
社
会
的
基
盤
」
を
論
ず
る
。
先

ず
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ャ
階
級
が
進
出
し
、
バ
ラ
モ
ン
階
級
が
後
退
し
た
。
商

工
業
者
が
進
出
し
、
経
済
力
の
あ
る
者
が
社
会
の
実
権
を
に
ぎ
る
。
都
市

国
家
が
成
立
し
、
ピ
ソ
ビ
サ
ー
ラ
の
如
き
国
王
や
、
ア
ナ
ー
タ
ピ
ン
デ
ィ

カ
の
如
き
資
産
家
（
長
者
や
居
士
）
が
佛
教
に
帰
依
し
て
、
外
護
者
と
な

り
、
佛
教
は
そ
の
経
済
的
基
礎
を
確
立
し
た
。
佛
教
の
二
大
根
拠
地
た
る

舎
術
城
と
王
舎
城
に
関
し
て
、
バ
ラ
モ
ン
や
邪
命
派
な
ど
外
教
と
の
抗
争
・

軋
礫
が
、
舎
衛
城
中
心
に
生
じ
た
と
い
う
指
摘
は
、
注
目
す
る
に
足
る
。

こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
入
滅
後
、
舎
衛
城
の
佛
教
教
団
が
急
速
に
衰
微
し
た
有
力

な
原
因
の
説
明
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
・

第
五
章
は
「
宗
教
と
そ
の
本
質
ｌ
バ
ラ
モ
ン
宗
教
と
佛
教
の
論
点

ｌ
」
と
題
し
、
祭
祀
を
中
心
と
す
る
￥
ハ
ラ
モ
ン
の
宗
教
の
在
り
方
と
、

こ
れ
に
対
す
る
佛
教
の
批
判
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
先
ず
第
一

節
は
、
バ
ラ
モ
ン
の
宗
教
に
お
い
て
、
祭
祀
が
い
か
に
重
要
な
意
味
を
も

つ
か
を
論
じ
、
祭
祀
に
お
い
て
牛
や
山
羊
・
羊
・
鶏
・
豚
と
い
っ
た
動
物

が
殺
さ
れ
、
奴
隷
や
召
使
い
が
酢
使
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
佛
教
か
ら

激
し
い
非
難
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。
ブ
ッ
ダ
は
、
祭
祀
を
行
な
う
よ
り
も
、

慈
悲
の
精
神
を
強
調
し
、
修
養
の
で
き
た
人
間
を
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
で
は
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
、
ヴ
ェ
ー
ダ
か
ら
ブ
ラ
ー
フ
マ

ナ
を
経
て
ウ
・
〈
’
一
シ
ャ
ッ
ド
に
い
た
る
来
世
意
識
の
推
移
を
述
べ
る
。
死

の
恐
怖
が
古
代
人
の
心
を
ゆ
す
ぶ
っ
た
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
に
お
い
て
は
、
来

世
の
意
識
が
明
確
に
な
り
、
祭
式
の
神
秘
力
に
よ
っ
て
、
来
世
の
在
り
方

を
左
右
で
き
る
と
し
た
。
ウ
。
〈
ニ
シ
ャ
ヅ
ド
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
ー
フ
マ

ナ
の
祭
式
中
心
主
義
か
ら
知
識
重
視
の
傾
向
に
転
じ
、
梵
我
一
如
に
よ
っ

て
、
畏
怖
な
き
不
死
の
世
界
に
達
せ
ん
と
し
た
。
仙
教
興
起
時
代
の
自
由

思
想
家
は
、
来
世
の
問
題
よ
り
も
現
実
の
物
質
世
界
に
古
代
人
の
意
識
を

ひ
き
も
ど
し
、
バ
ラ
モ
ン
の
祭
式
が
無
意
義
で
あ
る
と
し
た
。
ブ
ッ
ダ
も

ま
た
形
川
上
学
的
な
来
世
の
存
在
の
有
無
に
は
無
記
の
立
場
を
と
っ
た
。

し
か
し
倫
理
的
実
践
的
な
意
味
で
、
施
論
・
戒
諭
・
生
天
の
論
や
因
果
応

報
の
理
に
お
い
て
は
、
や
は
り
来
世
の
存
在
を
前
提
と
す
る
側
に
立
っ
た

（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
六
章
の
参
照
が
望
ま
れ
る
）
・

第
三
節
に
お
い
て
は
、
初
期
佛
教
資
料
に
見
ら
れ
る
三
種
の
外
道
の
見

解
（
宿
命
論
・
無
因
諭
・
有
神
論
）
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
が
具
体
的
に

い
ず
れ
の
唱
え
た
説
で
あ
る
か
を
比
定
す
る
。
し
か
る
の
ち
、
縁
起
の
立

場
か
ら
す
る
佛
教
の
批
判
を
掲
げ
て
い
る
。
第
四
節
は
、
バ
ラ
モ
ン
優
位

の
四
姓
観
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
に
対
す
る
佛
教
の
四
姓
平
等
観
の
背
後
に

は
智
慧
と
慈
悲
の
宗
教
と
し
て
の
根
本
的
立
場
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。

57



第
六
章
は
「
原
始
佛
教
の
倫
理
性
」
を
取
り
扱
か
う
。
六
師
外
道
や
佛

教
以
前
の
思
想
と
対
比
し
て
は
い
る
が
、
本
章
は
ま
さ
し
く
佛
教
そ
の
も

の
の
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
佛
教
の
人
間
観
（
第
一
節
）
、
世
間
観
（
第

二
節
）
、
お
よ
び
輪
廻
や
不
死
浬
渠
の
問
題
（
第
四
節
）
を
取
り
あ
げ
て
、

前
五
章
に
お
い
て
論
じ
た
外
道
の
思
想
に
言
及
し
つ
つ
、
佛
教
の
根
本
的

立
場
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
本
章
は
、
佛
教
の
本
質

そ
の
も
の
を
内
面
か
ら
把
握
す
る
、
本
書
に
つ
づ
く
第
二
作
へ
の
序
曲
を

な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
予
告
し
て
い
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
本
書
は
、
佛
教
興
起
と
い
う
時
代
を
と
ら
え
、
時
代

の
も
つ
歴
史
的
社
会
的
な
特
質
を
考
慮
し
つ
つ
、
そ
の
時
代
の
背
後
に
あ

る
思
想
に
つ
い
て
、
広
く
深
い
考
察
を
加
え
て
い
る
。
各
章
の
体
裁
は
、

繁
簡
必
ず
し
も
一
様
に
見
え
な
い
が
、
そ
れ
は
資
料
の
制
約
の
し
か
ら
し

む
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
各
章
の
配
列
は
、
必
ず
し
も
体
系
的
な
整
合
を

印
象
づ
け
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
一
貫
し
た
関
心
を
も
っ

て
終
始
し
、
内
面
的
に
は
す
ぺ
て
連
関
し
て
、
一
つ
の
問
題
追
求
の
思
索

の
跡
を
示
し
て
い
る
。
本
書
は
、
佛
教
の
大
局
的
な
立
場
か
ら
言
え
ば
、

一
面
に
お
い
て
佛
教
異
義
史
の
研
究
と
か
、
異
端
思
想
の
研
究
と
も
言
う

雫
へ
き
性
格
を
も
つ
。
異
端
思
想
の
研
究
は
、
正
統
思
想
を
明
ら
か
に
す
る

と
こ
ろ
に
窮
ま
る
。
著
者
が
本
書
に
よ
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
が
、
当
時

の
一
般
社
会
に
い
か
に
受
け
と
ら
れ
た
か
、
「
当
時
の
諸
思
想
と
連
関
し

て
、
側
面
か
ら
浮
彫
に
し
よ
う
と
し
た
」
意
図
は
、
美
事
に
達
せ
ら
れ
て

い
る
。
本
書
は
ま
た
、
佛
教
興
起
時
代
の
自
由
思
想
に
最
も
力
を
注
ぎ
、

六
師
外
道
を
中
心
と
す
る
研
究
で
あ
る
と
も
言
い
う
る
。
か
か
る
観
点
か

ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
大
が
か
り
に
徹
底
し
て
こ
の
問
題
を
究
明
し
た
研

究
は
他
に
類
が
な
く
、
学
界
に
大
き
な
寄
与
を
な
し
た
も
の
と
言
い
う
る
。

そ
の
論
旨
は
明
快
で
、
叙
述
は
平
明
で
あ
り
、
時
に
は
精
密
に
資
料
を
分

析
し
、
時
に
は
巧
み
に
資
料
を
利
用
し
て
、
も
っ
て
読
者
に
理
解
し
易
か

ら
し
め
て
い
る
。
そ
の
所
説
は
、
時
に
創
見
を
示
し
て
鋭
い
洞
察
を
行
な

っ
て
い
る
が
、
し
か
も
全
体
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
穏
健
妥
当
な
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
も
著
者
の
用
意
周
到
に
し
て
綿
密
な
研
究
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

た
だ
敢
え
て
評
者
が
気
付
い
た
点
に
言
及
す
る
な
ら
ば
、

内
容
的
な
問
題
と
し
て
、
一
二
○
頁
に
見
ら
れ
る
南
路
（
ご
鳥
匡
〕
唇
営
‐

営
冨
）
と
北
路
（
ロ
ヰ
四
働
冒
昏
凹
）
の
解
釈
は
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
に
は
舎
衛
城
を
起
点
と
し
て
、
一
方
で
南
方
ア
ラ
カ
の
首
都
両
胃
昇
‐

薗
口
四
へ
の
通
商
路
が
南
路
で
あ
り
、
他
方
王
舎
城
に
い
た
る
通
商
路
が

北
路
で
あ
る
と
す
る
。
南
路
・
北
路
は
、
道
路
の
名
称
よ
り
は
む
し
ろ
地

方
名
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
か
か
る
解
釈
に
は
論
証
を
要
す

る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
原
始
佛
教
の
縁
起
説
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
あ
る
が

故
に
か
れ
あ
り
、
こ
れ
な
き
と
き
か
れ
な
し
。
こ
れ
生
ず
る
よ
り
か
れ
生

じ
、
こ
れ
減
す
る
よ
り
か
れ
減
す
」
の
定
型
句
を
あ
げ
、
こ
れ
を
相
依
相

待
の
理
を
示
す
と
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
（
二
九
九
頁
）
。
本
書
の
縁

起
の
理
解
は
こ
れ
に
よ
っ
て
通
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
解
釈

は
今
日
考
え
直
す
必
要
が
生
ま
れ
て
い
る
。
右
の
定
型
句
は
〈
原
因
（
例

え
ば
無
明
）
あ
る
が
故
に
結
果
（
例
え
ば
苦
）
が
あ
り
、
原
因
が
な
く
な

れ
ば
結
果
も
ま
た
な
く
な
る
〉
と
い
う
、
因
果
の
一
方
的
な
依
存
関
係
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
決
し
て
「
こ
れ
」
と
「
あ
れ
」
と
の
相
依
相
待
の

関
係
を
表
わ
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
定
型
句
を
相
依
相
存
の
関
係
と
し
て
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解
釈
し
た
の
は
、
宇
井
博
士
で
あ
ろ
う
。
後
世
大
乗
の
、
中
論
あ
た
り
の

縁
起
の
解
釈
を
、
原
始
佛
教
の
縁
起
に
あ
て
は
め
て
理
解
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
解
釈
は
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
今
日
か
ら
見
れ

ば
、
解
釈
の
し
す
ぎ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在
に
お
い
て
も
、
師
説

を
重
ん
ず
る
一
部
の
学
者
の
中
に
は
、
依
然
と
し
て
相
依
相
存
の
縁
起
の

解
釈
に
よ
る
向
も
あ
る
が
、
文
献
の
忠
実
な
解
釈
と
は
言
い
え
な
い
と
思

わ
れ
る
。

本
書
は
全
体
と
し
て
引
用
正
確
で
あ
り
、
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
も
少
な
い
が
、

ア
ジ
タ
の
仮
名
書
き
は
ア
ジ
タ
。
ケ
ー
サ
カ
ン
バ
リ
ー
と
あ
り
、
原
語
は

ど
詳
伊
属
①
閏
丙
砂
目
ず
巴
旨
と
さ
れ
て
い
る
。
ケ
ー
サ
カ
ン
バ
リ
Ｉ
と
い
』
フ

仮
名
書
き
は
、
宇
井
博
士
の
「
六
師
外
道
研
究
」
に
、
原
語
を
侭
の
印
四
‐

冨
日
冨
国
と
考
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
。
今
日
で
は
ケ
ー

サ
カ
ン
バ
リ
ン
で
よ
い
。
二
八
○
頁
の
「
増
支
部
』
第
三
集
六
十
二
経
は
六

十
一
経
で
あ
る
（
こ
の
経
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
旨
四
国
○
国
目
眉
目
眉
』

目
．
や
喝
や
、
参
照
）
。
他
に
単
純
な
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
と
し
て
、
二
六
頁

の
遇
日
巨
①
は
も
ち
ろ
ん
の
冒
せ
の
、
一
○
○
頁
の
Ｈ
ｐ
＃
く
い
閉
自
侭
国
冒

は
目
煙
＃
ぐ
四
囲
日
唱
騨
冒
が
よ
く
、
一
三
五
頁
の
。
ｇ
日
日
四
圃
目
稗
冒
‐

丙
胃
彦
脚
は
ロ
ロ
四
ｇ
Ｂ
ｐ
ｂ
騨
旦
黒
曾
四
声
Ｐ
昏
倒
で
あ
ｈ
／
、
〆
Ｐ
３
巳
は
屍
か
Ｑ
画
巳
、

響
く
鳥
○
は
且
弓
己
８
で
あ
る
。
一
五
五
頁
の
．
ハ
ー
バ
（
弓
：
）
は
パ
ー

ヴ
ァ
ー
（
も
冒
巴
、
一
五
七
頁
の
。
冒
圃
冒
苗
は
旨
は
。
富
国
冒
箭
武
冒

で
あ
り
、
二
一
六
頁
の
首
途
は
首
都
で
あ
る
、
と
い
っ
た
多
少
の
ミ
ス
プ

リ
ン
ト
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
か
え
っ
て
本
書
に
ミ
ス
が
い
か
に
少
な

い
か
を
示
す
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
本
書
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
減
ず
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
佛
教
興
起
時
代
の
思
想
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
考
慮
す
べ
き
問

題
と
し
て
、
直
接
に
佛
教
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
を
支
持
し
た
一
般
民
衆
の

思
想
が
あ
る
。
バ
ラ
モ
ン
や
六
師
外
道
の
思
想
の
如
き
は
、
当
時
の
プ
ロ

ブ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
な
イ
ン
テ
リ
の
思
想
で
あ
る
。
一
般
民
衆
の
思
想
は
ま
た

別
に
あ
っ
て
、
佛
教
の
思
想
的
背
景
を
な
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
業
や

輪
廻
と
い
っ
た
生
活
と
密
着
し
た
思
想
は
、
そ
う
し
た
民
衆
の
中
に
生
き

た
姿
に
お
い
て
把
え
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
か
か
る
思
想
は
、
必
ず
し
も

体
系
的
な
ド
グ
マ
と
い
う
形
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
に
民
衆
を

動
か
す
力
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
原
始
佛
教
資
料
に
説
く
施
論
・
戒
論
．

生
天
の
論
も
、
民
衆
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
は
、
そ
の
内
容
的
裏
づ
け

を
か
れ
ら
自
身
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
、
一
般
民
衆
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
ブ
ッ
ダ
は
そ
の
よ
う
な
民
衆
の
思
想
を
土
台
と
し
て
、
か
れ
の
教
え

を
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
な
ど
を
資
料
と
す
れ

ば
、
多
少
は
手
が
か
り
が
つ
か
め
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
独
立

の
大
が
か
り
な
仕
事
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
取
り
扱
か
う
当
面
の
課
題
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
『
佛
教
の
伝
説
」
の
一
書
も
あ
る
著
者

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
な
い
も
の
ね
だ
り
の
望
蜀
の
言
と
し
て
お
許
し
願

い
た
い
。

（
一
九
六
七
年
三
月
二
十
五
日
平
楽
寺
書
店
三
五
○
○
円
）
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