
脩
唐
時
代
の
佛
教
は
全
佛
教
史
の
中
で
も
特
筆
す
罰
へ
き
重
要
な

意
義
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
中
国
佛
教
は
佛
教
が
伝
来
し

て
よ
り
五
百
年
を
経
過
し
、
単
な
る
学
派
佛
教
で
は
な
く
宗
教
性

豊
か
な
し
か
も
中
国
的
な
佛
教
と
し
て
諸
宗
派
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と

誕
生
し
た
と
こ
ろ
に
著
し
い
特
色
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し

て
こ
こ
に
成
立
し
た
各
宗
派
の
教
義
は
日
本
に
お
い
て
も
古
く
か

ら
深
く
研
究
せ
ら
れ
て
来
た
。
が
こ
れ
ら
諸
宗
派
の
成
立
は
決
し

て
突
如
と
し
て
香
り
高
く
咲
き
誇
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
長
い
間

の
模
索
に
よ
っ
て
漸
く
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
一
口
に
模
索
と
い
っ
て
も
、
実
は
そ
こ
に
は
筆
舌
に
尽

く
せ
ぬ
程
の
努
力
精
進
が
傾
注
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
真
に

中
国
化
し
た
佛
教
確
立
の
た
め
に
は
勿
論
出
家
と
し
て
俗
塵
を
離

れ
、
真
剣
に
禅
定
や
学
問
に
励
ん
だ
高
僧
の
偉
業
に
よ
る
こ
と
は

当
然
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
時
の
王
朝
に
対
し
て
激
し
く
佛
教
の
方

梁

代

Ｉ
僧
肇
の
二
諦
説
と
の
関
連
に
つ
い
て
Ｉ

三
諦
思
想
の
特
質外

的
性
格
を
強
調
し
た
り
、
ま
た
時
に
は
政
治
権
力
と
結
託
し
て

世
俗
的
な
思
惟
方
法
を
多
分
に
取
り
入
れ
た
り
し
た
こ
と
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
中
国
の
佛
教
が
単
に
出
家
だ
け
の
宗
教
で
は
な

く
中
国
の
大
地
に
根
を
下
し
た
宗
教
と
な
る
た
め
に
は
、
不
純
な

要
素
を
も
受
容
し
な
が
ら
世
俗
社
会
と
何
ら
か
の
関
係
交
渉
を
も

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
端
的
に
具
現
し
て

い
る
場
合
の
一
つ
と
し
て
梁
代
の
佛
教
学
を
数
え
る
こ
と
が
出
来

る
と
思
う
。
先
年
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
を
中
心
と
し
て
、

関
西
の
中
国
関
係
諸
学
者
に
よ
る
共
同
研
究
の
成
果
が
「
肇
諭
研

究
」
「
慧
遠
研
究
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も

そ
の
よ
う
な
中
国
佛
教
の
性
格
を
充
分
に
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
私
は
梁
代
の
佛
教
学
が
中
国
固
有
の
哲
学
思
想
と
の

関
連
に
よ
っ
て
前
代
よ
り
大
き
く
変
貌
し
て
い
っ
た
一
断
面
を
、

主
と
し
て
二
諦
思
想
の
上
に
眺
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
た

福
島
光
哉
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め
に
先
ず
鳩
摩
羅
什
の
門
下
で
僧
肇
が
学
ん
だ
イ
ン
ド
的
色
彩
の

濃
厚
な
二
諦
説
と
対
比
し
な
が
ら
、
梁
代
の
三
大
法
師
等
に
見
ら

れ
る
二
諦
思
想
の
特
質
を
考
察
し
て
み
た
い
。
故
に
初
め
に
僧
肇

の
学
説
を
略
述
し
、
つ
い
で
梁
朝
の
学
説
を
述
令
へ
な
が
ら
僧
肇
と

の
差
異
を
論
じ
、
最
後
に
二
諦
思
想
を
通
し
て
梁
代
に
お
け
る
佛

教
研
究
の
様
相
に
つ
い
て
論
述
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

①

陳
の
慧
達
が
肇
論
序
に
い
う
ご
と
く
、
僧
肇
は
空
法
の
道
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
真
俗
二
諦
を
釈
し
て
佛
教
の
門
を
顕
示
し
た
。

僧
肇
は
多
く
の
羅
什
門
下
の
中
で
も
解
空
第
一
と
称
讃
さ
れ
た
と

②

い
わ
れ
、
羅
什
に
師
事
し
て
龍
樹
系
の
中
観
哲
学
を
徹
底
的
に
研

鎮
し
、
あ
わ
せ
て
東
晋
思
想
界
の
主
流
を
な
し
て
い
た
王
弼
や
郭③

象
等
の
老
荘
学
に
お
け
る
「
無
」
と
佛
教
の
「
空
」
を
峻
別
し
て
、

大
乗
の
空
法
が
中
国
思
想
界
に
確
固
た
る
地
盤
を
築
く
べ
く
努
力

を
傾
注
し
た
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
般
若
空
を
閾
明

に
す
曇
へ
く
こ
諦
義
が
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
僧
肇
に
と
っ

て
二
諦
の
問
題
は
彼
の
佛
教
思
想
上
最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
ま
た
そ
の
反
面
、
二
諦

義
は
あ
く
ま
で
空
性
を
解
明
す
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
ず
、
し
か

も
そ
う
い
う
二
諦
説
の
方
便
的
性
格
は
後
の
三
論
宗
に
お
い
て
も

大
い
に
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
二
諦
義
そ
の
も

の
が
諸
法
の
実
相
と
一
致
す
る
と
は
言
明
し
難
い
。

羅
什
や
僧
肇
以
前
の
中
国
に
お
い
て
も
般
若
学
は
盛
ん
に
行
わ

④

れ
、
い
わ
ゆ
る
六
家
七
宗
が
そ
れ
ぞ
れ
の
般
若
空
観
説
を
確
立
し

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
肇
諭
に
は
こ
の
う
ち
「
心
無
」
「
即
色
」

⑤

「
本
無
」
の
三
説
を
取
り
上
げ
て
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

⑥

と
心
無
説
は
竺
法
温
や
道
恒
な
ど
の
説
で
あ
っ
て
、
物
は
空
ぜ
ず

心
の
み
を
空
ず
る
と
い
う
。
事
物
そ
の
も
の
は
空
で
な
い
が
対
象

を
認
識
す
る
主
体
が
無
自
性
空
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
僧
肇
は
こ
の
万
物
を
空
じ
な
い
点
を
非
難
し
て
い
る
。
即
色
説

は
支
道
林
の
即
色
辨
玄
論
に
説
か
れ
て
い
て
、
色
性
は
自
ら
色
で

あ
る
（
、
色
）
わ
け
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
色
と
い
っ
て
も
色
そ

の
も
の
で
は
な
い
。
色
を
色
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
他

の
色
を
待
っ
て
始
め
て
色
と
な
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

僧
肇
は
こ
の
説
に
対
し
て
、
色
が
自
色
で
な
い
と
い
う
の
は
正
し

い
が
色
が
即
非
色
で
あ
る
点
を
領
解
し
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば

般
若
は
即
色
で
あ
る
と
同
時
に
即
非
色
で
も
あ
る
こ
と
を
見
逃
し

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
無
説
は
釈
道
安
や
慧
遠
あ
る
い
は

竺
法
汰
の
説
と
い
わ
れ
、
非
有
非
無
と
は
非
有
は
有
が
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
り
‐
非
無
と
は
無
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い

う
。
た
だ
吉
蔵
の
中
論
疏
に
よ
れ
ば
道
安
の
本
無
説
は
万
物
生
成
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の
前
に
無
が
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
が
、
こ
れ
は
諸
法
の
本
性
が
空

寂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
羅
什
・
僧
肇
の
説
と
同
じ
だ

⑦

と
い
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
本
無
説
の
非
有
非
無
に
対
し

て
僧
肇
は
非
有
と
は
真
の
有
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
非
無

と
は
真
の
無
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
。

こ
の
本
無
説
に
対
す
る
僧
肇
の
反
論
は
重
要
で
あ
る
。
非
有
と

、

、

は
有
が
な
い
こ
と
で
は
な
く
て
有
で
な
い
こ
と
で
あ
り
、
非
無
も

、

同
じ
く
無
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
有
と
説
く
の
は
有

と
い
う
言
葉
を
か
り
て
非
無
を
表
わ
し
、
無
と
説
く
の
は
無
を
か

り
て
非
有
を
表
わ
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
事
物
が

存
在
す
る
と
い
っ
て
も
他
物
と
の
関
係
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
自
体
の
存
在
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な

い
。
だ
か
ら
存
在
を
存
在
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
根
拠
は
存
在
自

体
で
は
な
い
か
ら
、
存
在
す
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
非
存
在
の
存

在
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

夫
物
物
二
於
物
《
則
所
し
物
而
可
し
物
、
以
二
物
し
物
非
Ｐ
物
、
故

⑧

雌
し
物
而
非
似
物

と
は
そ
う
い
う
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
有
は

常
に
無
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
無
は
有
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
註
維

摩
経
に欲

し
言
二
其
有
一
有
不
二
自
生
｛
欲
し
言
雲
其
無
《
縁
会
即
形
、
会
⑫

形
非
し
謂
レ
無
、
非
し
自
非
レ
謂
レ
有
、
且
有
し
有
故
有
し
無
、
無
〃

⑨

有
何
所
し
無
、
有
し
無
故
有
し
有
、
無
し
無
何
所
し
有

と
い
う
の
は
そ
の
点
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
空
観
に
立
っ
て
僧
肇
は
二
諦
の
性
格
を
ど
の
よ

う
に
考
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
俗
諦
は
有
、
真
諦
は
無
で
あ
る

と
い
う
一
応
の
定
義
に
基
づ
い
て
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

有
得
と
い
う
偽
号
は
俗
諦
で
あ
り
；
無
得
と
い
う
真
名
は
真
諦
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
有
得
と
無
得
と
は
言
葉
は
異
な
る

が
別
友
の
理
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
大
品
般
若
経
に

世
尊
、
世
諦
第
一
義
諦
有
レ
異
耶
、
須
菩
提
、
世
諦
第
一
義
諦

⑩

無
し
異
也

と
説
か
れ
て
い
る
の
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、

真
俗
二
諦
の
概
念
は
相
待
的
並
列
的
に
把
握
さ
れ
て
お
り
、
し
か

も
真
諦
は
非
有
、
俗
諦
は
非
無
を
明
す
も
の
だ
か
ら
、
二
諦
は
唯

一
の
理
を
指
示
す
る
も
の
だ
と
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
僧
肇
は

真
俗
二
諦
を
以
上
の
ご
と
く
概
念
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
真
諦

は
単
に
有
に
対
す
る
無
で
は
な
く
「
名
教
の
外
に
静
か
に
あ
る
」

（
不
真
空
論
）
も
の
と
も
い
い
、
「
非
有
非
無
こ
そ
真
諦
で
あ
る
」

（
同
上
）
と
も
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
有
と
か
無
と
い
う
名
は
い

ず
れ
も
物
の
実
祁
と
は
一
致
し
な
い
け
れ
ど
も
、
か
り
に
有
と
か

無
と
名
づ
け
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
名
号
の
や



及
ぶ
限
り
そ
れ
は
仮
名
で
あ
り
偽
号
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の

よ
う
な
仮
名
・
言
教
は
悉
く
俗
諦
に
摂
尽
さ
れ
、
言
亡
慮
絶
の
真

諦
と
区
別
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
二
諦
が

説
か
れ
た
の
は
断
常
の
二
見
を
破
し
て
中
道
を
闘
明
せ
ん
が
た
め

で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
方
便
と
し
て
の
俗
諦
の
価
値
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。
後
に
吉
蔵
が
成
実
宗
の
二
諦
説
に
対
し
て
三
論

⑪

宗
の
二
諦
は
教
諦
で
あ
る
こ
と
を
頻
り
に
強
調
し
た
が
、
そ
の
教

諦
の
淵
源
を
僧
肇
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

故
に
名
教
の
外
に
越
え
た
真
諦
を
敢
え
て
名
を
仮
り
て
説
く
の

が
俗
諦
で
あ
る
か
ら
、
俗
諦
は
真
諦
を
表
現
す
る
た
め
の
手
段
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
諦
の
有
と
か
無
と
い
う
の
も
そ
れ
自
体

の
有
や
無
を
い
う
の
で
な
く
、
有
無
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
そ

の
ま
ま
非
有
非
無
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

真
俗
が
有
・
無
・
非
有
非
無
等
と
表
現
さ
れ
る
時
、
実
質
的
に
は

そ
れ
ぞ
れ
の
否
定
が
す
で
に
そ
の
概
念
の
内
に
包
含
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
否
定
的
性
格
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
に
空
性
の
世
界
が

現
前
し
て
来
る
。
だ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
俗
諦
的
現
象
も
そ
の
一
つ
一

つ
に
真
諦
の
理
が
如
実
に
あ
り
、
真
諦
の
理
は
そ
の
ま
ま
で
俗
諦

に
帰
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
仮
名
を
壊
せ
ず
し
て
実
相

を
説
く
」
と
い
い
「
真
際
を
動
ぜ
ず
し
て
諸
法
を
建
立
す
る
」
と

い
う
般
若
経
の
所
説
も
こ
の
よ
う
な
般
若
の
理
解
を
通
し
て
始
め

て
納
得
出
来
る
の
で
あ
る
。
僧
肇
が

⑫

然
則
道
遠
乎
哉
、
触
膨
事
而
真

と
力
強
く
述
需
へ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
，
真
諦
と
俗
諦
の
相
即
関
係

は
充
分
に
汲
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

僧
肇
の
佛
教
学
は
羅
什
に
直
接
師
事
し
て
、
イ
ン
ド
伝
来
の
般

若
思
想
を
身
に
つ
け
た
の
で
、
従
来
の
大
小
乗
並
用
の
中
国
佛
教

に
大
乗
主
義
的
般
若
空
観
を
確
立
し
、
合
せ
て
中
国
固
有
の
老
荘

的
無
と
佛
教
の
般
若
と
を
明
確
に
区
別
し
た
と
こ
ろ
に
不
滅
の
功

績
を
残
し
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
教
学
は
イ
ン
ド
佛
教
を
純
粋
な

形
で
受
容
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
終
始
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
二

諦
思
想
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
彼
の
二
諦
観
は
中
諭
の
方
便
施
設
と
し
て
の
二
諦
観
、

般
若
経
や
維
摩
経
に
見
ら
れ
る
色
即
是
空
の
教
説
に
基
づ
い
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
真
俗
二
諦
の
相
即
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
小
乗

的
な
析
空
観
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
僧
肇
は
か
え
っ
て
中
国
人
固
有
の
思
想
や

従
来
の
中
国
佛
教
学
と
対
決
は
し
た
が
、
こ
れ
ら
と
融
合
し
得
る

余
地
を
充
分
に
持
た
な
か
っ
た
。
五
世
紀
の
初
頭
に
お
け
る
般
若

理
解
の
深
さ
で
は
他
の
中
国
人
学
僧
の
追
随
を
許
さ
な
い
が
、
僧

肇
の
佛
教
学
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
継
承
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ

た
。
そ
の
理
由
は
歴
史
的
地
理
的
条
件
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
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ろ
う
。
た
と
え
ば
羅
什
・
僧
肇
の
活
躍
し
た
後
秦
は
眺
與
な
ど
の

崇
佛
国
王
に
庇
護
さ
れ
て
、
長
安
佛
教
は
ま
こ
と
に
華
や
か
で
教

学
も
大
い
に
栄
え
た
が
、
や
が
て
什
肇
の
滅
後
間
も
な
く
後
秦
は

東
晋
の
劉
裕
に
亡
ぼ
さ
れ
、
さ
ら
に
北
魏
太
武
帝
の
破
佛
が
あ
っ

て
こ
こ
に
長
安
佛
教
は
一
時
そ
の
発
展
を
阻
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
し
て
輝
か
し
き
羅
什
佛
教
は
や
が
て
江
南
佛
教
界
に
受
容
さ
れ

て
新
し
い
展
開
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
以
上
の
ご
と
き
社
会
的
背
景
に
止
ま
ら
ず
、
僧
肇
の
思

想
自
体
に
中
国
の
宗
教
社
会
に
受
け
入
れ
難
い
要
素
が
あ
っ
た
に

相
違
な
い
。
学
者
と
し
て
の
僧
肇
の
名
声
は
南
北
朝
に
お
い
て
甚

だ
高
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
彼
の
宗
教
性
や
求
道
者
的
態
度
に
つ
い

⑬

て
は
い
さ
さ
か
充
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
点
に
関
し
て
は

彼
と
共
に
羅
什
の
門
下
生
で
あ
っ
た
竺
道
生
な
ど
に
一
歩
を
讓
ら

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
中
国
知
識
人
が
要
求
し
て
い
た
宗

教
思
想
は
什
肇
の
イ
ン
ド
的
色
彩
の
濃
い
否
定
主
義
的
般
若
思
想

で
は
な
く
、
慧
観
や
竺
道
生
の
ご
と
き
浬
藥
経
に
媒
介
さ
れ
た
新

し
い
般
若
思
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
更
に
梁
代

に
は
成
実
論
な
ど
の
研
究
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
有
的
肯
定
的
な
般

若
観
が
生
れ
、
そ
れ
が
二
諦
思
想
の
上
に
も
顕
著
な
影
響
を
与
え

て
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

義
学
の
盛
ん
な
南
朝
に
あ
っ
て
、
二
諦
に
関
す
る
論
議
が
沸
騰

し
た
の
は
梁
代
の
崇
佛
皇
帝
た
る
武
帝
の
頃
で
あ
っ
た
。
こ
の
時

に
は
専
門
的
な
学
僧
だ
け
で
な
く
皇
帝
側
近
の
貴
族
や
知
識
層
も

大
い
に
論
陣
を
張
っ
た
こ
と
が
広
弘
明
集
所
載
の
「
令
旨
解
二
諦

⑭

義
並
問
答
」
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
問
答
は
梁
の
昭
明
太

子
が
天
監
乃
至
普
通
年
間
に
僧
俗
二
十
二
人
の
質
問
に
対
し
て
自

身
の
二
諦
義
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
専
ら
浬
渠
経
所

説
の
二
諦
観
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
わ
ち
浬
藥
経
聖
行
品

に
は
出
世
人
の
所
知
を
第
一
義
諦
と
し
世
人
の
所
知
を
世
諦
と
い

う
。
そ
し
て
第
一
義
諦
即
世
諦
で
あ
っ
て
二
諦
は
同
じ
一
つ
の
理

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
衆
生
に
随
順
し
て
二
諦
あ
り
と
説

⑮

く
方
便
説
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
昭
明
太

子
の
場
合
も
几
聖
所
見
の
境
が
相
違
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
諦
の

区
別
が
あ
り
二
諦
は
相
即
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
諦
と
は
審

実
と
い
う
意
味
で
あ
り
な
が
ら
俗
諦
は
浮
偽
起
作
で
あ
る
と
定
義

し
て
い
る
。
凡
夫
に
お
い
て
審
実
な
る
も
の
が
俗
諦
で
あ
る
が
＄

そ
の
凡
夫
の
所
見
は
悉
く
横
見
で
あ
る
か
ら
凡
夫
世
人
の
所
知
た

る
偽
妄
を
諦
と
名
づ
け
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
残
る
。
太
子
に
対
す

る
反
問
は
多
く
こ
の
点
に
注
が
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
対
す
る
太
子

二
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の
解
答
も
一
貫
せ
ず
甚
は
だ
暖
昧
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
二

諦
論
は
人
の
上
に
二
諦
を
見
て
い
る
が
法
の
上
に
は
二
諦
を
明
ら

か
に
成
し
得
ず
、
凡
夫
に
お
い
て
空
有
の
生
法
を
見
る
俗
諦
と
聖

人
に
お
い
て
非
有
非
空
の
無
生
法
を
見
る
真
諦
と
の
二
諦
を
観
じ

た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
梁
代
の
二
諦
説
が
俗
諦
の
問
題
に
集
中

さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
、
こ
れ
は
後
述
す
る
ご
と
く
三
大
法
師
や

僧
紳
の
場
合
に
も
顕
著
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
原
因
は
吉
蔵
の
い

う
ご
と
く
正
し
い
因
縁
生
即
空
の
理
解
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
僧
肇
の
真
諦
中
心
の
二
諦
説
と
頗
る

対
照
的
で
あ
る
こ
と
を
免
が
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
単
に
梁
代

と
い
う
特
殊
社
会
に
基
づ
く
だ
け
で
な
く
、
中
国
思
想
と
佛
教
の

問
題
に
ま
で
発
展
す
る
可
能
性
を
蔵
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

さ
て
梁
代
の
二
諦
説
は
昭
明
太
子
の
場
合
よ
り
も
、
成
実
学
派

と
い
わ
れ
る
当
代
の
代
表
的
な
学
僧
達
に
よ
っ
て
一
層
精
細
に
探

究
せ
ら
れ
た
。
彼
等
の
佛
教
学
は
本
質
的
に
は
羅
什
系
の
中
観
佛

教
を
継
承
し
て
い
る
が
、
僧
肇
の
よ
う
な
三
論
中
心
主
義
で
は
な

か
っ
た
。
彼
等
の
場
合
は
般
若
経
・
維
摩
経
や
三
論
の
ほ
か
に
、

い
さ
さ
か
傾
向
を
異
に
す
る
浬
藥
経
や
成
実
論
が
そ
の
思
想
的
背

景
と
な
っ
て
い
た
。
殊
に
二
諦
論
を
展
開
す
る
上
に
お
い
て
成
実

論
の
果
た
す
役
割
り
は
極
め
て
大
き
い
。
そ
こ
で
先
ず
成
実
論
所

説
の
二
諦
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
‐⑯

成
実
論
の
二
諦
説
は
減
諦
聚
に
説
か
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
よ
る

と
二
種
の
二
諦
を
観
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
仮
名
心
・
法
心
・
空
心

の
三
種
心
を
減
し
、
以
て
滅
諦
に
至
る
と
い
う
。
そ
し
て
初
重
二

諦
に
よ
っ
て
人
空
法
有
を
明
か
し
第
二
重
二
諦
に
よ
っ
て
人
法
二

空
を
明
か
す
と
い
わ
れ
る
。
前
者
の
人
空
法
有
と
は
人
瓶
等
は
自

体
の
な
い
仮
有
で
あ
っ
て
実
有
で
な
い
の
に
凡
夫
は
こ
れ
を
実
有

な
り
と
執
ず
る
の
を
俗
諦
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
五
陰
や
浬
藥

等
の
法
は
実
有
で
あ
っ
て
こ
れ
を
真
諦
と
な
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
真
諦
と
俗
諦
と
は
全
く
別
な
も
の
で
あ
る
か
ら

智
顎
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
二
諦
の
間
に
相
即
は
見
ら
れ
な
い
。

⑰

第
一
義
諦
中
に
世
諦
な
し
と
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

れ
は
毘
曇
の
所
説
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
成
実
論
は
こ
の
毘
曇
の
説

を
破
析
し
て
自
ら
の
二
諦
説
で
あ
る
人
法
二
空
を
第
二
重
二
諦
に

お
い
て
説
い
て
い
る
。
元
来
、
成
実
論
の
著
者
と
い
わ
れ
る
中
天

竺
の
訶
梨
賊
摩
は
初
め
薩
婆
多
部
に
学
ん
だ
が
満
足
出
来
ず
、
転

⑱

じ
て
大
乗
を
も
兼
学
し
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
事

情
も
納
得
出
来
る
。
そ
の
第
二
重
二
諦
と
は

五
陰
実
無
、
以
二
世
諦
一
故
有
、
所
以
者
何
、
佛
説
下
諸
行
尽

皆
如
レ
幻
如
レ
化
、
以
二
世
諦
一
故
有
、
非
二
実
有
一
也
上
…
：
：
・
・
第

一
義
者
、
所
謂
色
空
無
所
有
、
乃
至
識
空
無
所
有
、
是
故
若
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⑲

人
観
一
色
等
法
空
《
是
名
し
見
二
第
一
義
空
一

と
説
か
れ
て
い
て
、
初
重
二
諦
の
真
諦
で
あ
る
法
有
が
こ
こ
で
は

世
諦
の
有
に
過
ぎ
ず
、
真
諦
に
お
い
て
は
五
陰
等
の
法
も
ま
た
空

で
あ
る
。
五
陰
の
滅
無
を
実
と
な
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
き
成
実
論
所
説
の
二
諦
に
基
づ
い
て
成
論
師
達
は

種
友
な
る
二
諦
義
を
唱
え
た
。
そ
の
学
説
に
つ
い
て
は
吉
蔵
な
ど

の
諭
書
に
詳
し
い
。
ま
ず
智
蔵
の
二
諦
義
は
大
意
。
釈
名
・
二
諦

⑳

体
。
相
即
等
の
十
門
分
別
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ

し
て
釈
名
に
お
い
て
諸
法
の
仮
名
な
る
を
俗
諦
と
い
い
諸
法
の
空

を
真
諦
と
し
て
、
三
論
家
で
は
こ
れ
を
「
三
仮
俗
諦
・
四
忘
真
諦
」

と
い
っ
て
批
判
し
て
い
る
。
三
仮
と
は
因
成
仮
・
相
続
仮
・
相
待

仮
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
成
論
師
は
一
切
諸
法
の
存
在
の
仕
方
を
仮

有
と
見
な
し
こ
れ
を
分
析
し
て
成
実
論
に
随
っ
て
三
仮
に
ま
と
め
、

三
仮
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
盛
ん
に
議
論
を
た
た
か
わ
せ
た
の
で
あ

る
。
因
成
仮
と
は
因
縁
所
生
の
法
を
指
し
相
待
仮
は
相
依
相
待
の

有
り
方
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
僧
肇
と
比
較
す
る
時
相
続
仮

の
有
り
方
が
問
題
と
な
る
よ
う
に
思
う
。
成
論
師
の
相
続
仮
と

は
前
念
が
減
し
て
後
念
を
生
ず
る
時
そ
の
両
念
の
接
す
る
を
い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
色
点
な
説
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
法

雲
は
前
念
と
後
念
と
の
間
に
滴
女
の
断
続
あ
り
前
念
の
滅
処
に
後

念
が
補
続
す
る
と
い
う
。
智
蔵
や
僧
紳
は
後
念
起
っ
て
前
念
に
接

し
前
念
転
じ
て
後
念
と
な
る
、
す
な
わ
ち
前
念
は
減
し
て
も
同
時

に
前
念
が
転
じ
て
後
念
に
相
続
す
る
と
い
う
。
あ
る
い
は
前
念
の

減
す
る
の
と
後
念
の
起
る
始
め
に
お
け
る
中
間
に
相
続
仮
が
成
立

す
る
と
の
説
も
あ
る
。
さ
ら
に
彼
等
は
三
仮
各
点
に
俗
諦
中
道
あ

り
と
い
っ
て
↑
相
続
仮
の
中
道
に
つ
い
て
は
相
続
く
故
に
不
断
、

念
左
減
す
る
故
に
不
常
、
し
た
が
っ
て
不
断
不
常
の
中
道
を
見
る

と
い
っ
て
い
る
。
一
方
僧
肇
は
物
不
遷
論
に
お
い
て
存
在
と
時
間

の
問
題
を
取
り
上
げ
、
存
在
が
持
続
す
る
こ
と
を
徹
底
的
に
否
定

し
て
い
る
。
一
切
の
事
物
は
生
成
変
化
す
る
か
ら
動
で
あ
る
と
人

は
い
う
が
、
実
は
同
じ
理
由
で
一
切
の
事
物
は
静
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
現
在
の
事
物
は
過
去
の
物
が
現
在
に
至
っ
て

存
在
し
て
い
る
の
て
は
な
く
、
現
在
の
物
が
や
が
て
過
去
の
も
の

に
な
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
成

論
師
は
相
続
仮
中
道
を
説
く
に
あ
た
っ
て
非
相
続
の
面
を
考
え
て

は
い
る
が
、
そ
も
そ
も
相
続
仮
は
事
物
が
時
間
的
に
変
化
し
な
が

ら
な
お
そ
の
実
質
を
失
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
お
り
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
仮
有
を
実
有
的
実
体
的
に
考
え
て
い
た
と
い

い
得
る
の
で
あ
る
が
、
僧
肇
の
場
合
は
こ
の
仮
有
を
そ
の
ま
ま
非

有
的
に
考
え
て
物
の
実
質
が
相
続
す
る
と
い
う
考
え
を
完
全
に
払

拭
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
僧
肇
は
よ
り
空
観
的
で
あ
っ
て
成
論

師
の
到
底
及
び
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
成
論
師
は
仮
有
の
有
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的
な
側
面
と
無
的
な
側
面
と
を
合
せ
保
持
す
る
よ
う
な
中
道
観
に

と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
「
諦
」
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
成
諭
師
の
間
に
解
釈
の
相

違
が
生
じ
た
。
た
と
え
ば
法
雲
は
諦
と
は
理
に
反
せ
ざ
る
言
説
で

あ
る
と
い
い
、
僧
畏
は
能
照
の
智
こ
そ
諦
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、

能
照
の
智
も
能
詮
の
言
説
も
所
照
の
境
、
所
詮
の
理
を
予
想
し
て

始
め
て
成
り
立
つ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
昭
明
太
子
の

立
場
と
同
じ
く
智
蔵
な
ど
の
境
理
を
諦
と
す
る
説
に
落
ち
つ
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
吉
蔵
も
成
論
師
の
二
諦
が
前
述
の
ご
と
く
三
仮
俗

諦
・
四
忘
真
諦
と
ま
と
め
た
時
に
、
成
論
師
二
諦
説
の
根
本
的
な

欠
点
は
境
理
を
諦
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。

般
若
諸
経
や
浬
藥
経
あ
る
い
は
三
論
で
は
必
ず
し
も
そ
う
い
う
態

度
を
取
っ
て
は
い
な
い
が
、
成
実
論
に
よ
る
と
境
理
を
諦
と
す
る

立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
し
て
諦
と
い
う
名

目
に
関
す
る
定
義
に
つ
い
て
各
種
の
議
論
が
起
っ
た
の
は
俗
諦
に

関
し
て
で
あ
っ
た
。
成
実
論
で
は
俗
諦
は
虚
偽
不
実
の
代
名
詞
の

ご
と
き
印
象
を
与
え
て
い
て
、
俗
諦
を
説
く
意
義
は
虚
偽
な
る
俗

諦
を
捨
て
て
真
諦
に
悟
入
す
￥
へ
き
こ
と
を
教
え
る
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
。
し
か
し
成
実
学
徒
に
と
っ
て
俗
諦
を
そ
の
よ
う
に
低
劣
な
、

真
諦
へ
の
方
便
的
位
置
に
置
き
去
ら
れ
る
こ
と
は
納
得
出
来
な
か

っ
た
。
俗
諦
と
い
え
ど
も
諦
で
あ
る
以
上
、
真
諦
を
待
つ
ま
で
も

な
く
俗
諦
自
体
に
真
実
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
諦
の
真
実

性
は
そ
の
ま
ま
浬
藥
界
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
が
、

俗
諦
の
真
実
性
が
単
に
凡
見
に
お
い
て
真
実
と
謂
う
だ
け
の
意
味

し
か
持
た
な
い
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
承
服
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
こ
で
彼
等
は
俗
諦
の
仮
有
と
真
諦
の
空
を
並
列
的
な
対
立

概
念
と
し
て
解
釈
し
；
真
諦
の
空
に
対
し
て
独
立
せ
る
有
と
し
て

俗
諦
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
現
象
界
と
し
て
の
有
の
世
界
と
本

体
界
と
も
い
う
べ
き
空
の
世
界
を
二
元
論
的
に
考
察
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
立
場
に
た
っ
て
成
論
師
は
二
諦

の
体
が
一
で
あ
る
か
異
で
あ
る
か
を
論
じ
、
二
諦
の
相
即
に
つ
い

て
不
相
離
即
と
か
即
是
即
と
命
名
さ
れ
る
よ
う
な
説
を
互
い
に
主

張
し
た
の
で
あ
る
。
吉
蔵
は
こ
の
よ
う
な
成
諭
師
の
二
諦
は
二
実

体
を
意
味
す
る
か
ら
相
即
を
論
じ
た
り
二
諦
と
中
道
の
関
係
を
述

令
へ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
根
拠
の
な
い
空
論
に
過
ぎ
ず
、

成
実
論
の
小
乗
的
析
空
観
か
ら
脱
却
し
な
い
限
り
正
し
い
二
諦
義

を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

元
来
仮
有
と
は
仮
名
有
無
の
こ
と
で
あ
っ
て
有
に
非
ず
無
に
も

非
ざ
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
名
相
の
及
ば
な
い
も
の
を
強
い
て
有

無
を
仮
り
て
名
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
実
有
で
な
い
こ
と
を
仮
有

と
呼
ん
だ
筈
で
あ
っ
た
が
↑
成
論
師
は
こ
れ
を
実
有
で
は
な
い
が

仮
有
と
い
う
有
り
方
を
示
す
も
の
と
考
え
た
た
め
、
か
え
っ
て
実
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し
か
ら
ぱ
梁
代
の
二
諦
学
説
が
以
上
の
ご
と
く
す
こ
ぶ
る
実
体

的
に
把
握
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
僧
肇
の
い
う
方
便
仮
説
と
し
て

の
二
諦
観
を
顧
慮
せ
ず
、
吉
蔵
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
教
諦
と
し
て

の
二
諦
を
於
諦
と
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
什
肇
当
時
の
長
安
佛
教
学
は
や
が
て
江
南
佛
教
に
受
け
継

が
れ
た
が
、
こ
の
時
に
は
す
で
に
新
し
い
佛
教
思
想
の
萠
芽
が
見

え
て
い
た
。
そ
の
背
景
の
一
つ
に
華
厳
経
や
浬
藥
経
の
訳
出
と
そ

の
研
究
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
浬
藥
経
は
慧
観
な
ど
に
重

視
せ
ら
れ
て
か
ら
南
北
朝
時
代
佛
教
学
の
主
流
を
な
す
に
至
り
、

梁
代
に
入
っ
て
も
大
き
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

⑳

慧
観
な
ど
の
教
判
に
は
浬
藥
経
に
般
若
・
維
摩
・
法
華
と
い
う
代

表
的
大
乗
経
典
を
越
え
て
最
高
の
地
位
を
与
え
て
い
る
が
、
梁
代

有
的
把
握
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
僧
肇
は
こ
の
点
に
関

し
て
正
し
く
明
確
に
理
解
し
て
い
た
。
成
論
師
の
活
躍
し
た
梁
代

は
東
晋
時
代
か
ら
す
で
に
百
年
程
経
過
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

大
乗
空
の
理
解
に
お
い
て
大
き
く
後
退
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

を
感
ぜ
し
め
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
時
代
を
反
映
し
て
法
朗
や
吉

蔵
な
ど
が
三
論
復
帰
を
叫
び
、
什
肇
時
代
の
般
若
学
を
取
り
戻
そ

う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

三

⑳

の
法
華
学
者
法
雲
な
ど
も
そ
の
教
判
を
そ
の
ま
ま
依
用
し
て
い
る

点
、
あ
る
い
は
智
蔵
自
ら
「
佛
性
義
」
を
害
い
て
当
代
有
数
の
浬

⑳
⑳

薬
学
者
と
し
て
そ
の
名
を
馳
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
察
し
得
る

そ
し
て
当
時
般
若
や
維
摩
な
ど
の
般
若
空
観
と
浬
藥
経
所
説
の
浬

藥
常
住
・
悉
有
佛
性
の
教
説
と
が
い
か
に
融
和
結
合
し
得
る
か
が

佛
教
思
想
上
の
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
僧
叡
の
嚥
疑
に
よ
れ
ば

こ
う
い
う
問
題
は
東
晋
末
期
に
も
す
で
に
起
っ
て
い
た
こ
と
を
予

⑳

想
せ
し
め
る
が
、
梁
代
に
お
い
て
も
い
ま
だ
充
分
に
解
決
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
梁
代
は
先
述
し
た
ご
と
く
、

般
若
空
観
よ
り
も
浬
梁
経
の
常
住
説
や
佛
性
説
の
ご
と
き
有
的
側

面
を
強
調
し
た
経
典
こ
そ
が
佛
説
中
最
商
の
教
理
で
あ
る
と
一
般

に
考
え
て
い
た
か
ら
、
般
若
空
観
の
み
を
金
科
玉
条
と
し
て
受
容

す
る
準
備
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
般
若
空
観
は
哲
学
的
傾

向
が
強
い
か
わ
り
に
宗
教
的
実
践
行
は
経
視
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
上
現
実
世
界
の
様
相
を
具
体
的
に
説
明
す
る
阿
毘
達
磨
的
色
彩

も
極
め
て
稀
薄
で
あ
っ
た
。
南
北
朝
佛
教
学
は
こ
の
中
観
佛
教
の

不
備
を
充
す
べ
く
、
北
朝
に
あ
っ
て
は
宗
教
的
実
践
行
を
重
ん
じ

て
こ
れ
を
智
度
論
や
各
種
禅
経
に
学
び
、
南
朝
で
は
現
象
界
の
理

論
を
成
実
論
や
僧
伽
提
婆
な
ど
の
阿
毘
曇
学
者
に
求
め
る
傾
向
が

あ
っ
た
。
中
で
も
成
実
論
は
羅
什
訳
出
と
い
う
権
威
と
大
乗
論
害

と
い
う
確
信
の
も
と
に
多
く
依
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る

53



う
。
こ
う
し
て
浬
藥
経
の
妙
有
的
世
界
観
を
成
実
論
に
よ
っ
て
具

体
的
に
把
握
し
、
梁
代
独
特
の
自
由
な
佛
教
論
議
が
栄
え
た
の
で

あ
る
。
以
上
の
ご
と
く
南
朝
の
学
僧
が
般
若
性
空
の
思
想
よ
り
も

一
層
実
在
論
的
に
現
象
界
の
構
造
を
求
め
た
理
由
と
し
て
当
時
の

知
識
人
社
会
の
佛
教
理
解
に
多
く
刺
戟
さ
れ
た
一
面
も
見
逃
し
得

な
い
。
当
時
の
儒
道
と
佛
教
に
関
す
る
論
争
は
甚
は
だ
盛
大
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
論
争
点
は
主
と
し
て
神
滅
不
滅
の
問
題
で
あ
っ
て
、

佛
教
者
側
は
常
に
神
不
滅
の
立
場
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ

の
不
滅
な
る
神
霊
が
浬
梁
経
の
常
住
説
と
結
び
つ
い
た
り
佛
性
と

同
一
視
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
は
弘
明
集
所
載
の
諸
論
争
な
ど
に
も

充
分
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
梁
武
帝
は
神
明
成
佛
義
記
に
お
い

⑳

て
佛
性
は
神
明
す
な
わ
ち
不
滅
の
心
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
。

無
常
の
世
界
に
あ
っ
て
常
住
な
る
何
物
か
を
求
め
る
、
そ
こ
に
浬

藥
経
の
価
値
が
見
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
思
想
的

背
景
の
も
と
に
成
諭
師
の
二
諦
説
が
生
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
僧

肇
が
般
若
を
求
め
る
た
め
に
教
説
と
し
て
の
二
諦
を
探
究
し
た
の

に
反
し
、
成
論
師
は
現
実
世
界
の
具
体
的
な
有
り
方
を
求
め
て
教

理
と
し
て
の
二
諦
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
う
い
う

成
論
師
の
傾
向
を
佛
教
が
中
国
的
に
受
容
せ
ら
れ
て
い
く
顕
著
な

一
例
と
し
て
考
察
し
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
梁
代
に

は
般
若
三
論
を
忠
実
に
継
承
し
て
い
っ
た
宝
亮
な
ど
僧
肇
と
酷
似

⑳

せ
る
二
諦
説
を
主
張
し
た
者
も
あ
っ
て
、
彼
等
は
般
若
の
体
得
に

は
優
れ
て
い
た
が
、
佛
教
の
中
国
的
展
開
と
い
う
点
で
は
二
諦
説

に
関
す
る
限
り
成
論
師
に
一
歩
を
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
成
論
師
の
二
諦
説
は
後
の
諸
宗
派
に
き
び
し

く
批
判
さ
れ
る
と
同
時
に
多
大
の
影
響
を
も
与
え
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
梁
代
の
二
諦
学
説
は
羅
什
佛
教

か
ら
晴
唐
佛
教
へ
の
橋
渡
し
の
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
中
国
佛
教
史
上
看
過
し
得
な
い
要
素
を
持
っ
て
い
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

註
①
慧
達
「
肇
論
序
」
大
正
・
妬
・
卸
ｂ

②
吉
蔵
「
百
論
疏
」
序
、
大
正
・
岨
・
狸
ｂ
、
「
肇
諭
研
究
」
肇
諭

註
記

③
村
上
嘉
実
「
肇
諭
に
お
け
る
真
」
、
福
永
光
司
「
僧
肇
と
老
荘
思
想
」

等
参
照
。

④
曇
済
の
「
六
家
七
宗
論
」
は
吉
蔵
の
「
中
論
疎
」
な
ど
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

⑤
「
不
真
空
論
」
、
大
正
・
妬
・
唾
ａ

⑥
「
梁
高
僧
伝
」
、
竺
法
汰
伝
、
大
正
・
卵
・
狸
Ｃ
等

⑦
以
上
の
三
家
説
に
つ
い
て
は
「
中
論
疏
」
巻
二
之
末
（
大
正
・
狸

．
”
ａ
）
や
安
澄
「
中
論
疏
記
」
巻
三
末
（
大
正
妬
・
“
ｂ
）
に
詳

し
い
。
ま
た
湯
用
形
「
漢
魏
両
晋
南
北
朝
佛
教
史
」
第
九
章
を
参
照
。

③
「
不
真
空
論
」
大
正
妬
・
唾
ａ

⑨
「
註
維
摩
詰
経
」
巻
一
、
大
正
粥
・
知
ｃ
以
下

⑩
「
大
品
般
若
経
」
道
樹
品
、
大
正
８
．
死
ｃ
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⑪
「
大
乗
玄
諭
」
「
二
諦
義
」
「
中
論
疏
」
に
成
実
宗
の
於
諦
に
対
し

て
三
論
宗
は
教
諦
を
説
く
こ
と
を
屡
ミ
述
令
へ
て
い
る
。

⑫
「
不
真
空
論
」
大
正
妬
・
蝿
ａ

⑬
塚
本
善
隆
「
俳
教
史
上
に
お
け
る
肇
論
の
意
義
」

⑭
「
広
弘
明
集
」
巻
二
十
一
、
大
正
砲
・
班
ｃ
以
下

⑮
大
般
浬
渠
経
巻
十
二
、
大
正
勉
・
地
ｃ
以
下

⑯
「
成
実
論
」
巻
十
一
、
立
仮
名
品
（
大
正
記
・
卸
ａ
以
下
）
、
及
び

巻
十
二
、
滅
法
心
品
（
大
正
魂
・
班
ａ
以
下
）
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

⑰
「
法
華
玄
垂
謹
巻
二
下
、
七
種
二
諦
中
の
初
重
二
諦
、
大
正
詔
・
池

Ｃ

⑬
「
Ⅲ
三
蔵
記
集
」
巻
十
一
、
訶
梨
阪
摩
伝
、
大
正
弱
・
沼
ｂ
以
下

⑲
「
成
実
論
」
巻
十
二
、
滅
法
心
品
、
大
正
詑
・
知
ａ

⑳
吉
蔵
「
二
諦
義
」
巻
上
、
大
正
妬
・
沼
ｂ
、
及
び
均
正
「
四
論
玄

義
」
巻
五
、
卍
続
蔵
、
第
泓
套
、
第
１
冊
肥
左
下

⑳
「
法
華
玄
義
」
巻
十
上
（
大
正
調
・
弧
ｂ
）
に
南
地
五
時
教
判
を
紹

介
し
開
善
、
光
宅
も
こ
れ
を
用
い
た
と
い
う
。

⑫
法
雲
「
法
華
義
記
」
巻
一
、
大
正
詔
・
魂
ｃ

⑳
「
四
論
玄
義
」
巻
七
、
卍
続
蔵
、
第
刈
套
、
第
１
冊
団
左
下

⑭
湯
用
形
「
漢
魏
両
晋
南
北
朝
佛
教
史
‐
一
第
十
七
章
に
南
朝
佛
性
説

に
つ
い
て
詳
説
し
て
い
る
。

⑤
「
出
三
蔵
記
集
」
巻
五
、
大
正
弱
・
虹
ｂ
以
下

⑳
「
弘
明
集
」
巻
九
、
大
正
記
・
弘
ａ
以
下

⑳
「
浬
渠
経
集
解
」
巻
三
十
二
、
大
正
師
・
蛾
ｌ
卿

〆 戸

。。




