
大
乗
佛
教
と
い
え
ば
、
小
乗
佛
教
と
は
別
に
＄
大
乗
佛
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

大
乗
と
小
乗

あ
る
。
そ
し
て
日
本
の
佛
教
者
の
間
で
は
、
や
や
も
す
る
と
、
中
国
や
日
本
な
ど
の
北
方
佛
教
は
大
乗
佛
教
で
あ

る
が
、
セ
イ
ロ
ン
、
ビ
ル
マ
、
シ
ャ
ム
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
南
方
佛
教
は
、
小
乗
佛
教
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
か
り
そ
め
に
も

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
体
、
小
乗
佛
教
と
い
う
小
乗
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
の
言
巨
四
‐
冒
亘
窪
と
い
う
語
で
、
そ
れ
は
、

「
劣
っ
た
低
俗
な
道
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
三
十
五
年
余
り
以
前
、
私
が
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
に
そ

の
学
恩
を
蒙
っ
た
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
界
で
の
、
イ
ン
ド
学
佛
教
学
の
碩
学
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
イ
先
生
の
話
を
憶
い
出
す
。
そ

れ
は
、
先
生
が
或
時
、
南
方
佛
教
間
内
の
或
人
に
、
「
日
本
で
は
南
方
佛
教
の
こ
と
を
小
乗
佛
教
と
呼
ん
で
い
る
」
と
い
わ
れ
た
ら
、
南

方
佛
教
圏
内
の
そ
の
人
は
、
大
変
腹
を
立
て
て
真
赤
に
な
っ
て
憤
慨
し
た
。
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
考
え
方
、
言
い
方
は
、
慎
し
む
ゞ
へ

き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
労
次
現
在
の
国
際
学
界
で
は
、
南
方
佛
教
の
こ
と
を
、
弓
馬
国
‐
ぐ
ぃ
目
出
屋
邑
巨
、
目
》
尊
敬
す
‘
へ

き
先
輩
た
ち
を
経
て
伝
承
せ
ら
れ
て
い
る
佛
教
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
尤
も
な
呼
び
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

尤
も
歴
史
上
に
お
い
て
、
或
る
佛
教
の
流
派
が
小
乗
佛
教
と
呼
ば
れ
、
或
る
教
え
の
流
派
が
大
乗
と
称
せ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
。
そ

乗
佛

Ｉ
そ
の
精
神
史
観
へ
の
一
試
孜
Ｉ

に

つ

い

て

山

口

益

２



の
こ
と
は
史
伝
の
上
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
大
乗
小
乗
と
い
う
こ
と
の
源
の
意
味
は
、
佛
教
の
宣
蓮
が
究
極
的
に
実
践
せ
ら

れ
て
い
っ
た
道
が
大
乗
で
あ
り
、
そ
こ
ま
で
究
め
ら
れ
ず
に
中
絶
し
、
或
る
点
で
固
定
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
の
が
、
小
乗
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
て
あ
る
。
私
は
そ
う
い
う
点
を
、
釈
迦
牟
尼
佛
陀
の
伝
記
の
上
で
跡
ず
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

釈
迦
牟
尼
佛
簡
伝
記
１
以
下
佛
伝
慮
称
す
亀
Ｉ
そ
の
僻
伝
卑
零
処
に
よ
る
と
、
釈
迦
牟
尼
佛
陀
は

さ
と
り

釈
迦
牟
尼
の
正
覚
六
年
に
亙
る
修
行
の
苦
闘
を
経
て
、
一
一
千
五
歳
の
土
一
月
八
日
の
未
明
に
、
正
覚
に
到
達
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
。

正
覚
と
は
、
人
間
の
迷
妄
と
対
脈
的
に
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
何
時
も
、
「
こ
れ
は
私
だ
、
そ
れ
は
汝
だ
。
こ
れ
は
私

が

の
物
だ
、
そ
れ
は
汝
の
物
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
ｎ
分
の
我
中
心
に
心
が
動
い
て
、
人
よ
り
も
先
ず
自
分
を
大
事
に
思
い
、
人
の
物
よ
り

い
か
り
に
く
患
う
ら
ゑ

も
自
分
の
物
を
大
切
に
し
て
そ
こ
に
愛
着
を
起
し
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
い
時
に
は
、
愼
憎
怨
が
起
る
。
わ
た
し
た
ち
に
は
、
そ
う

い
う
心
が
幾
服
に
も
幾
眼
に
も
、
も
つ
れ
合
し
て
、
今
日
は
仲
よ
し
に
な
っ
て
剛
れ
む
つ
ん
で
い
る
か
、
と
思
う
と
、
明
日
は
仲
違
い
を

し
、
い
さ
か
い
を
起
し
た
り
、
な
ど
し
て
、
ま
こ
と
に
狭
雑
な
姿
を
露
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
と
し
て
も
汚
職
で
あ
り
、
汚
職
の
故
に

盲
い
た
姿
の
く
ら
が
り
・
暗
黒
で
あ
り
、
暗
黒
の
中
に
う
ご
め
き
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
迷
妄
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
「
こ
れ
は
私
だ
、
そ
れ
は
汝
だ
、
私
の
物
だ
、
汝
の
物
だ
」
と
い
う
よ
う
な
我
の
心
が
動
か
ぬ
よ
う
に
し
、
私
だ
汝
だ
、
私

の
物
だ
、
汝
の
物
だ
と
す
る
よ
う
な
、
我
に
基
ず
い
た
二
一
一
九
的
に
固
定
し
て
い
る
相
対
の
姿
を
離
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
離
れ
た
処

に
無
我
の
境
地
に
お
い
て
絶
対
者
と
し
て
の
迷
妄
で
な
い
本
当
の
宣
美
が
顕
わ
れ
る
。
迷
妄
で
な
い
本
当
の
真
実
が
そ
の
人
格
に
顕
わ
れ

た
人
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
い
う
と
こ
ろ
の
国
且
旦
冒
で
あ
る
。
日
本
語
で
言
え
ば
、
覚
っ
た
人
で
あ
る
。

ゞ
「
｜
－
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
太
子
が
、
三
十
五
歳
の
十
二
月
八
日
、
す
な
わ
ち
臘
月
八
日
、
禅
家
で
臘
八
接
心
と
い
う
臘
八
の
明
け
方
に

そ
う
い
う
佛
陀
と
な
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
文
明
の
歴
史
か
ら
言
っ
て
、
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
世
界
史
的

な
観
点
か
ら
、
度
点
注
意
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
十
四
世
紀
の
初
め
に
、
二
十
年
間
、
支
那
中
国
に
滞
留
し
た
伊
太
利
人
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人

句
、
リ



し
か
し
そ
れ
だ
け
で
‐
釈
迦
牟
尼
佛
陀
の
佛
教
が
完
成
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
正
覚
を
附
い
た
と
い
う

四
七
日
に
亙
る
三
昧

こ
と
だ
け
で
「
佛
陀
」
と
い
う
こ
と
が
成
就
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
佛
陀
の
伝
記
の
次
に
続
く
事

跡
が
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
簡
単
に
述
令
へ
る
と
こ
う
で
あ
る
。

釈
迦
牟
尼
佛
陀
は
人
も
知
る
如
く
ブ
ド
ガ
ャ
の
菩
提
樹
の
下
で
正
覚
に
到
達
し
て
、
そ
の
ま
ま
そ
の
座
で
七
日
間
、
そ
こ
に
端
坐
し
て

深
い
三
味
を
続
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
正
覚
に
到
達
さ
れ
た
、
そ
の
正
覚
の
味
を
そ
こ
で
し
っ
か
り
と
か
み
し
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
か
ら
そ
こ
を
去
っ
て
、
遠
か
ら
ぬ
処
に
あ
る
大
き
な
無
花
果
の
樹
下
で
、
ま
た
七
日
間
坐
禅
三
味
に
入
ら
れ
た
。
そ
こ
で
第
二

の
週
間
を
過
さ
れ
る
と
、
ま
た
、
そ
こ
を
去
っ
て
別
の
樹
の
下
へ
行
っ
て
坐
禅
三
昧
し
て
第
三
の
七
日
間
を
過
さ
れ
た
。
そ
の
第
三
週
間

を
過
ぎ
る
と
、
佛
陀
は
そ
こ
を
発
っ
て
、
ま
た
別
の
樹
の
下
へ
行
っ
て
坐
禅
三
昧
し
て
第
四
の
七
日
間
を
過
さ
れ
た
。
佛
陀
は
そ
の
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
樹
下
で
坐
禅
三
昧
さ
れ
た
が
、
最
後
に
、
先
に
第
二
の
七
日
間
に
坐
禅
三
昧
せ
ら
れ
た
無
花
樹
の
下
へ
復
た
戻
っ
て
静

来
蛎
で
あ
っ
た
。

と
し
て
初
め
て
東
洋
世
界
を
知
っ
た
人
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
東
洋
世
界
の
佛
教
事
情
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
、
「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
に

も
、
人
顛
救
済
の
た
め
に
一
身
を
捧
げ
た
一
大
聖
者
の
宗
教
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
結
論
に
達
し
た
、
と
い
う
。

キ
リ
ス
ト
教
世
界
以
外
の
東
洋
世
界
に
於
い
て
、
佛
教
が
人
類
救
済
の
役
目
を
果
た
す
世
界
宗
教
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と

は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
人
に
と
っ
て
は
↑
驚
く
ゞ
へ
き
事
柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
先
に
一
言
し
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
近
代
の
イ
ン
ド
学
者
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ィ
先
生
は
、
そ
の
平
生
の
言
葉
と
し
て
‐
「
キ
リ

ス
ト
教
な
し
に
は
西
洋
の
文
化
は
な
く
－
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
な
し
に
近
東
の
文
化
が
な
い
と
同
様
に
、
佛
教
を
差
碓
い
て
極
東
の
文
化
は
理

解
せ
ら
れ
な
い
」
と
、
言
い
切
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
極
東
の
文
化
の
髄
を
な
す
佛
教
は
、
実
に
ゞ
コ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ

太
子
が
三
十
五
歳
の
十
二
月
八
日
の
未
明
に
正
覚
に
到
進
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
第
一
歩
を
蹄
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
に
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
太
子
が
正
覚
に
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
は
‐
世
界
文
明
の
歴
史
か
ら
言
っ
て
＄
ま
こ
と
に
大
き
な
出

４



か
に
黙
想
に
入
ら
れ
た
。
が
、
そ
の
と
き
佛
陀
は
、
或
る
絶
望
の
ど
ん
底
に
落
し
入
れ
ら
れ
た
想
い
で
あ
っ
た
。
経
典
に
佛
陀
の
そ
の
時

の
想
い
を
誌
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

〃
私
は
、
よ
う
や
く
に
正
覚
に
到
達
し
て
、
愛
着
と
憎
怨
と
の
か
ら
ま
り
の
染
微
・
暗
黒
・
迷
妄
を
脱
れ
出
た
の
で
、
何
と
か
し
て
、

こ
の
正
覚
の
意
味
を
一
般
の
人
女
に
も
聞
い
て
も
ら
い
、
凡
て
の
人
友
が
、
こ
の
正
覚
の
世
界
に
入
る
な
ら
ば
、
と
考
え
た
。
し
か
し
、

愛
着
と
憎
怨
と
の
か
ら
ま
り
の
巣
窟
に
鎖
ぢ
こ
め
ら
れ
て
い
る
人
点
に
、
こ
の
正
覚
の
意
味
を
説
き
ほ
ぐ
し
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
、
考

え
て
も
考
え
て
も
難
し
い
。
そ
れ
を
説
き
ほ
ぐ
そ
う
と
す
れ
ば
、
却
っ
て
、
染
汚
と
暗
黒
と
迷
妄
と
の
中
に
、
逆
に
流
れ
こ
ん
で
し
ま
う

場
合
す
ら
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
正
覚
の
意
味
を
説
き
ほ
ぐ
し
て
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
徒
ら
に
ｎ
分
が
疲
労
・
困

潅
・
喪
失
す
る
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
一
層
の
こ
と
、
説
く
こ
と
を
断
念
し
、
説
法
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
、
自
分
で
自
分
の
正
覚
の

境
地
を
静
か
に
味
い
楽
し
ん
で
い
よ
う
。
そ
れ
よ
り
仕
方
は
な
い
で
あ
ろ
う
〃
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

あ
が

と
こ
ろ
が
そ
の
時
、
印
度
民
族
の
崇
め
る
神
次
の
代
表
者
、
言
い
換
え
れ
ば
、
当
時
の
娑
裟
世
界
の
主
と
い
う
資

梵
天
の
勧
請
格
の
梵
天
と
い
う
神
様
が
＄
佛
陀
の
胸
の
中
に
、
そ
う
い
う
絶
望
感
が
、
き
ざ
し
て
来
た
こ
と
を
勘
ず
い
て
＄

「
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
は
、
こ
の
世
界
の
大
変
な
腐
敗
と
破
滅
と
の
他
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
憂
え
て
、
神
様
の
居
処
か
ら
姿
を
隠
し

て
佛
陀
の
前
に
顕
わ
れ
て
、
「
世
間
の
中
に
は
、
あ
な
た
の
法
話
の
わ
か
る
聰
明
な
者
も
お
り
ま
す
。
ど
う
か
説
法
不
可
能
な
ど
と
あ
き

ら
め
て
し
ま
わ
ず
に
、
説
法
を
御
始
め
下
さ
る
よ
う
に
」
と
勧
請
し
た
。
佛
陀
は
そ
の
無
駄
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
て
跨
蹄
さ
れ
た
が
、

梵
天
の
再
三
再
四
に
亙
る
説
法
の
勧
諦
に
ほ
だ
さ
れ
て
、
説
法
の
開
始
に
踏
み
切
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
昧
、
梵
天
の
勧
請
、
蓬
に
、
佛
陀
の
そ
の
正
筧
か
ら
説
法
に
至
る
ま
で
の
内
心
の
苦
闘
の
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

説
法
開
始
ま
で
の
意
味
説
法
に
よ
っ
て
、
正
覚
の
意
味
が
人
類
の
も
の
に
な
る
か
、
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
佛
陀
の
正
覚

が
実
効
を
奏
す
る
か
奏
し
な
い
か
と
い
う
、
佛
陀
の
正
覚
の
価
値
が
試
練
を
う
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
試
練
の
中
で
佛
陀

は
、
四
週
間
の
坐
禅
三
昧
を
か
け
て
、
坐
を
変
え
て
み
て
も
坐
を
変
え
て
み
て
も
解
決
の
道
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
苦
闘

5



の
中
を
坊
復
し
た
。
そ
う
し
て
到
達
し
た
処
は
、
そ
の
正
覚
が
実
効
を
奏
し
な
い
、
と
い
う
説
法
不
可
能
の
絶
望
で
あ
っ
た
。
絶
望
し
た

け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
絶
望
す
る
に
絶
望
し
切
れ
な
い
も
の
は
、
娑
婆
世
界
の
代
表
者
で
あ
る
梵
天
に
よ
る
説
法
の
勧
請
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
人
類
世
界
の
代
表
者
に
よ
っ
て
の
↑
「
説
法
に
よ
っ
て
全
人
類
が
救
済
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
の
か
。
」
と
い
う
全
人
類
救

済
の
要
請
で
あ
る
。
そ
の
要
請
を
無
視
し
て
敢
え
て
佛
陀
が
三
味
に
耽
っ
て
、
独
り
自
ら
の
正
覚
の
味
を
楽
し
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
れ
ば
、
佛
陀
は
佛
陀
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
佛
陀
は
、
「
自
分
の
た
め
に
の
み
迷
妄
を
脱
れ
て
、
隠
遁
生
活
を
い
と
な
む

或
る
一
人
の
佛
陀
」
、
す
な
わ
ち
、
韓
国
ロ
目
冒
と
い
う
こ
と
で
、
昏
の
国
二
目
園
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
小
乗
の
正
覚

が
発
生
す
る
。
小
乗
佛
教
な
ど
い
う
も
の
が
大
乗
佛
教
と
並
ん
で
‐
始
め
か
ら
別
に
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
正
覚
が

実
効
を
奏
し
な
い
処
に
、
小
乗
佛
教
は
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
四
週
間
の
坐
禅
三
昧
と
、
梵
天
に
よ
る
説
法
の
懇
願
、
説
法
の
勧
請
に
よ
っ
て
、
佛
陀
が
説
法
す
、
へ
く

本
願
・
菩
薩
の
行

踏
み
切
る
に
至
っ
た
と
い
う
、
佛
陀
伝
記
の
事
跡
は
、
佛
教
が
人
類
の
宗
教
と
し
て
の
、
大
乗
と
し
て
成
立
す
る

か
、
し
な
い
か
、
と
い
う
大
き
な
間
鼬
が
そ
こ
に
胚
胎
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
佛
陀
の
伝
記
の
事
蹟
が
朏
胎
し
て
い
る

思
想
こ
そ
、
大
乗
佛
教
の
上
で
、
佛
の
本
願
と
も
い
い
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
菩
薩
の
行
と
も
い
わ
れ
る
も
の
の
、
源
の
形
態
で
あ
る
。

実
に
菩
薩
と
は
、
佛
陀
が
ま
さ
し
く
「
人
知
の
救
済
」
と
い
う
、
「
佛
陀
の
正
覚
の
実
効
」
が
試
練
せ
ら
れ
て
い
る
態
で
あ
っ
て
、
佛
辿

と
い
う
こ
と
の
中
で
の
最
も
厳
し
い
姿
を
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
佛
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
一
」
そ
、
菩
薩
の
行
に
よ
っ
て
こ
そ
、
佛
陀
の
正
覚
が
人
頬
の
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
別
の
言
い

方
を
す
れ
ば
、
佛
陀
の
正
覚
と
は
、
人
間
の
暗
黒
迷
妄
を
克
服
し
た
の
で
あ
る
か
ら
光
明
で
あ
り
智
慧
で
あ
る
が
↑
佛
陀
の
説
法
と
は
、

佛
陀
の
正
覚
の
智
慧
が
、
人
間
の
上
に
、
ど
う
し
て
も
流
れ
出
ね
ば
な
ら
ず
し
て
人
間
の
上
に
流
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
説
法

は
佛
陀
の
智
慧
の
必
然
的
な
成
果
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
出
る
経
路
に
お
い
て
、
佛
陀
に
あ
っ
て
は
、
言
う
に
言
え
な
い
苦
悶
を
経
過
し
た

も
の
、
浄
土
教
流
の
言
葉
で
い
う
、
佛
様
の
御
苦
労
を
経
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
上
で
言
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
が
正
覚
の

0



世
界
へ
導
き
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
‐
人
間
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
佛
陀
の
慈
悲
で
あ
ゑ
そ
の
よ
う
に
、
正

覚
の
智
慧
か
ら
人
間
が
救
済
せ
ら
れ
る
説
法
と
し
て
の
慈
悲
へ
と
い
う
動
向
・
智
慧
か
ら
慈
悲
へ
の
内
面
的
な
展
開
、
そ
れ
を
佛
の
本
願

と
い
い
、
菩
薩
の
行
と
も
い
う
。
正
覚
の
智
慧
か
ら
＄
本
願
の
慈
悲
に
よ
る
説
法
が
、
佛
の
御
苦
労
の
成
果
と
し
て
成
立
す
る
処
に
、
佛

も
℃
℃

陀
は
本
真
の
佛
陀
と
し
て
完
成
し
成
就
す
る
。
そ
う
い
う
佛
陀
の
あ
り
方
を
如
来
と
い
う
。
如
来
と
は
、
正
覚
と
い
う
ま
こ
と
、
そ
れ
を

ｂ

℃

、

真
如
と
い
う
が
、
そ
の
正
覚
な
る
真
如
か
ら
、
佛
陀
の
慈
悲
が
、
説
法
と
い
う
教
と
し
て
人
間
の
世
界
へ
到
来
し
、
す
な
わ
ち
↑
如
か
ら

来
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
類
の
救
済
せ
ら
れ
る
事
情
が
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
来
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

も来
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に

な
っ
た
の
が
大
乗
佛
教
で
あ

正
覚
の
智
慧
か
ら
人
類
救
済
の
慈
悲
へ
、
と
い
う
佛
陀
本
願
の
動
向
、
す
な
わ
ち
大
乗
佛
教
は
、
多
く
の
大
乗
経

大
乗
経
典

典
と
い
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト
の
中
に
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
ま
さ
し
く
の
内
容
で
あ
る
。
そ
う
い
う
大
乗
経
典
は
、
釈

お
Ｊ
も
い

迦
牟
尼
佛
陀
以
後
、
釈
迦
牟
尼
佛
陀
を
敬
仰
す
る
人
だ
が
、
佛
陀
の
心
の
中
に
ゆ
り
動
い
た
本
願
の
精
神
の
姿
に
、
繰
返
し
繰
返
し
念
を
致

し
、
そ
の
本
願
の
精
神
に
強
く
深
く
印
象
さ
れ
て
い
っ
た
印
象
記
録
で
あ
る
。
大
乗
経
典
と
は
、
本
願
が
人
間
に
印
象
さ
れ
た
印
象
記
録

で
あ
る
。
老
大
な
数
に
上
る
大
乗
経
典
が
、
そ
の
よ
う
に
、
人
間
世
界
の
言
葉
で
あ
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
記
録
せ
ら
れ
て
い
っ
た
、
と
い

う
こ
と
は
、
釈
迦
牟
尼
佛
陀
の
精
神
が
、
人
友
の
上
に
、
云
何
に
、
た
ゆ
み
な
く
浸
透
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
か
、
を
物
語
っ
て
い
る
。

異
民
族
の
文
化
の
浸
透
そ
れ
ら
の
経
典
が
記
録
せ
ら
れ
て
い
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
時
期
の
そ
の
間
、
イ
ン
ド
の
世
界
に
は
、
先
に
は

と
佛
教
ｌ
↓
世
界
宗
教
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
イ
ン
ド
侵
入
に
始
ま
る
ギ
リ
シ
ャ
植
民
地
の
建
設
が
あ
り
、
紀
元
後
に
は
ま
た
、

西
北
イ
ン
ド
が
、
イ
ラ
ン
系
民
族
の
ク
シ
ャ
ナ
王
朝
の
制
覇
に
よ
っ
て
、
イ
ラ
ン
の
文
化
に
強
く
影
響
せ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

た
。
佛
教
イ
ン
ド
は
、
度
女
そ
れ
ら
異
民
族
の
文
化
の
侵
入
に
さ
ら
さ
れ
た
。
異
民
族
の
文
化
の
侵
入
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
佛

教
イ
ン
ド
は
、
異
民
族
の
文
化
を
異
端
邪
説
と
し
て
、
そ
れ
を
毛
嫌
い
し
敵
視
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
の
文
化
的
要
素
を
お
う
ら
か
に

採
り
容
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
異
民
族
の
文
化
は
却
っ
て
佛
教
に
影
響
せ
ら
れ
感
化
せ
ら
れ
、
当
の
佛
教
自
身
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
７

Ｄ
Ｃ



宗
教
と
し
て
成
立
す
る
に
至
っ
た
。
世
界
宗
教
と
し
て
の
貫
録
を
も
つ
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
「
世
界
史
的
な
展
開
に
お
い
て
、
そ

の
宗
教
が
宗
教
と
し
て
の
使
命
を
果
し
て
い
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
先
の
釈
迦
牟
尼
佛
陀
の
伝
記
の
上
に
見

ら
れ
る
「
娑
婆
世
界
の
主
で
あ
る
梵
天
が
説
法
を
勧
請
し
た
と
い
う
事
跡
」
、
す
な
わ
ち
、
全
人
類
の
要
請
、
佛
教
の
語
で
い
う
、
「
一

切
衆
生
の
願
楽
」
に
佛
教
が
応
え
て
い
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
は
固
よ
り
で
あ
る
。

光
明
無
量
歴
史
上
で
そ
う
い
う
展
開
を
遂
げ
た
こ
と
の
、
ま
さ
し
く
の
内
容
と
し
て
の
佛
の
本
願
が
、
光
明
無
量
・
寿
命
無

寿
命
無
三
一
旱
量
と
い
う
あ
り
方
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
さ
て
佛
典
の
言
葉
に
従
え
ば
、
「
佛
の

本
願
と
は
、
智
慧
の
光
明
が
無
量
で
あ
り
、
慈
悲
の
寿
命
が
無
量
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
智
慧
と
慈
悲
と
が
無
量
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
た
だ
、
佛
の
性
格
が
、
宇
宙
論
的
に
全
知
（
○
日
日
め
且
①
ロ
。
の
）
で
あ
り
、
時
間
の
上
で
超
越
的
な
永
劫
（
の
蔚
昌
こ
）
で
あ
る

と
い
う
形
而
上
的
な
存
在
性
を
表
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
願
の
智
慧
は
、
世
界
全
域
の
凡
て
の
人
友
の
迷
妄
を
打
ち
破
ら
ね
ば
な
ら

な
い
も
の
、
そ
し
て
慈
悲
は
、
そ
う
い
う
智
慧
の
は
た
ら
き
が
、
世
界
人
類
の
あ
ら
ん
限
り
の
、
無
限
の
歴
史
を
き
わ
め
て
、
き
わ
め
ら

れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
本
願
の
動
向
が
大
乗
佛
教
の
本
質
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
大
乗
佛
教
と
は
、

歴
史
上
の
或
る
段
階
に
お
い
て
大
乗
佛
教
と
し
て
出
来
上
っ
た
形
態
、
従
っ
て
ド
グ
マ
化
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

大
乗
佛
教
の
本
質
は
、
光
明
無
量
・
寿
命
無
量
な
る
本
願
の
動
向
で
あ
る
。

大
乗
佛
教
と
と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
大
乗
佛
教
は
現
代
と
い
う
世
界
史
的
な
段
階
に
お
い
て
、
宗
教
の
使
命
を
果
し
う
る
の
て
あ

現
代
の
問
題
ろ
う
か
。
少
く
と
も
、
そ
う
い
う
使
命
を
果
し
う
る
原
理
が
大
乗
佛
教
に
用
意
せ
ら
れ
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
問
題
と
し
て
提
起
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
文
化
の
黄
金
時
代
と
い
わ
れ
る

紀
元
四
’
五
世
紀
の
‐
グ
プ
タ
王
朝
と
い
う
時
代
に
在
世
し
た
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
司
鵲
号
四
一
己
目
、
中
国
訳
し
て
「
世
親
」
の
所

論
に
関
説
し
た
い
。
そ
の
世
親
と
い
う
人
は
、
当
時
、
広
い
幅
と
種
友
多
様
な
思
想
的
諸
要
素
に
於
い
て
与
え
ら
れ
て
い
た
大
乗
佛
教
を

思
想
的
に
体
系
ず
け
た
偉
大
な
思
想
家
で
あ
る
が
、
彼
は
、
今
、
提
起
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
い
う
。

8



大
乗
佛
教
者
す
な
わ
ち
菩
薩
た
る
程
の
人
は
、
正
覚
の
道
と
し
て
の
佛
教
を
愈
友
学
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
同
時
に
、
彼
は
㈲
そ
の

時
代
の
諸
科
学
を
も
学
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
。
そ
の
言
葉
を
少
し
く
敷
術
し
て
い
う
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
如
く
、
佛
教
は
過
去
の
歴
史
に
お
い
て
、
人
間
の
文
化
科
学
に
対
立

し
て
立
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
時
代
の
科
学
を
離
れ
て
人
間
存
在
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
代
に
あ

っ
て
は
特
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
代
の
科
学
文
明
が
、
人
間
の
上
に
、
愛
着
と
憎
怨
と
の
幾
重
に
も
か
ら
ま
り
合
う
た
迷
妄
を

増
大
し
て
や
ま
な
い
な
ら
ば
、
佛
教
は
、
人
間
が
そ
う
い
う
迷
妄
か
ら
解
脱
す
る
道
、
正
覚
え
の
道
を
明
確
に
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
し
な
い
な
ら
ば
～
先
の
釈
迦
牟
尼
佛
陀
の
伝
記
の
中
で
、
梵
天
と
い
う
神
様
が
釈
迦
牟
尼
佛
陀
に
訴
え
た
如
く
、

そ
こ
に
は
、
人
類
の
大
変
な
腐
敗
と
破
壊
と
が
も
た
ら
さ
れ
る
他
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
佛
陀
時
代
に
あ

っ
て
の
、
佛
教
の
問
題
が
、
そ
の
ま
ま
紀
元
五
世
紀
の
世
親
当
時
の
佛
教
の
問
題
で
も
あ
り
、
ま
た
、
今
の
世
代
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と

っ
て
の
、
佛
教
の
罪

に
な
る
の
で
あ
る
。

、

お
も
う
に
正
覚
の
道
と
は
、
人
間
性
を
否
定
す
る
無
の
道
で
あ
り
、
諸
科
学
は
人
間
性
肯
定
の
上
に
立
っ
た
有
の
道
で
あ
る
が
、
そ
の

有
無
の
二
つ
の
道
が
矛
炳
な
く
自
己
同
一
的
に
成
就
せ
ら
れ
統
一
せ
ら
れ
て
い
く
道
こ
そ
が
、
佛
教
の
中
道
で
あ
る
。
中
道
と
は
、
み
な

も
と
、
佛
陀
が
梵
天
の
勧
請
に
ほ
だ
さ
れ
て
、
始
め
て
ベ
ナ
レ
ス
郊
外
に
於
い
て
説
法
を
開
始
さ
れ
た
と
き
に
提
唱
せ
ら
れ
た
道
で
あ
っ

た
が
、
世
親
の
体
系
ず
け
た
大
乗
菩
薩
道
は
、
そ
の
中
道
を
最
も
整
う
た
仕
方
に
よ
っ
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
紀
一
元
五
世
紀
の
世
親
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
佛
教
学
修
の
道
は
、
そ
の
ま
ま
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
道
を
指
示
し

ら
れ
、
診

て
い
る
。

正
覚
の
道
と
諸
科
学
と
は
さ
て
、
世
親
は
、
直
前
に
述
べ
た
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
た
そ
の
同
じ
場
所
で
、
菩
薩
の
実
践
道
に
お
い
て

矛
盾
し
な
い
ｌ
↓
中
道
佛
教
の
正
覚
の
道
と
、
諸
科
学
を
学
修
す
る
道
と
が
、
同
じ
主
体
の
中
で
矛
盾
な
く
実
践
せ
ら
れ
統
一
せ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
乗
佛
教
の
完
成
が
期
せ
ら
れ
る
道
、
す
な
わ
ち
、
大
菩
提
を
成
就
し
て
ゆ
く
実
践
道
・
佛
道
の
体
系
を
論
述
し

９



終
り
に
一
言
、
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
世
上
屡
戊
、
日
本
の
学
者
に
よ
っ
て
も
外
国
の

浄
土
教
の
位
置
つ
け

学
者
に
よ
っ
て
も
、
浄
土
教
が
佛
教
の
本
流
を
展
開
す
る
も
の
で
な
い
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
世
親
に
よ
れ
ば
、
無
量
寿
経
の
浄
土
思
想
は
、
本
願
と
し
て
の
大
乗
菩
薩
行
が
窮
め
ら
れ
た
態
で
あ
る
、
と
理
解
せ
ら
れ
て
い
る
。

、

浄
土
真
宗
の
親
鶯
と
い
う
人
の
親
獄
と
い
う
名
は
、
今
い
う
世
親
の
親
と
い
う
一
宇
を
頭
に
お
き
、
世
親
の
中
国
に
お
け
る
一
註
釈
者
曇

℃鴬
と
い
う
人
の
鴬
の
字
を
下
に
つ
け
た
も
の
で
、
親
鶯
が
、
そ
の
世
親
の
大
乗
菩
薩
道
の
体
系
を
継
承
し
相
承
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
う

を
待
た
な
い
。

わ
た
し
は
↑
大
乗
菩
薩
道
の
体
系
の
そ
れ
ら
の
点
を
、
数
年
前
、
三
人
の
学
友
と
の
共
著
「
佛
教
学
序
説
」
（
平
楽
寺
書
店
）
の
第
四
章

に
於
い
て
、
委
細
に
叙
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
は
固
よ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
輪
郭
を
与
え
る
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
本
稿
は
去
る
一
月
二
十
川
Ⅱ
朝
五
時
半
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
張
散
放
送
の
時
間
に
、
全
剛
放
送
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
拙
淡
の
推
録
で
あ
る
）

て
い
る
と
お
も
う
。
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