
付　
　
　
　

録
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仏　

教　

通　

史

　
　

 
︱ 
イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
の
流
れ 

︱

一
、
イ
ン
ド

　

そ
れ
は
人
類
の
精
神
史
の
上
に
お
け
る
最
大
の
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
イ
キ
ン
グ
な
世
紀
の
一
つ
で
あ
っ
た
。〝
ア
ジ
ア
〟
の
光
は
そ
の

と
き
あ
か
あ
か
と
中
イ
ン
ド
に
点
ぜ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
そ
こ
に
滾こ
ん
こ
ん々

と

し
て
湧わ

き
い
で
た
智ち

え慧
と
慈じ

ひ悲
の
泉
は
、
や
が
て
多
く
の
世
紀
に
わ
た
っ
て
ア
ジ
ア
の
人
び
と
の
心
を
潤
す
も
の
と
な
っ
て
今
日
に

及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
、
後
の
仏
教
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
」（
釈
迦
牟
尼
）
す
な
わ
ち
「
シ
ャ
ー
キ
ャ
（
釈
迦
）

族
よ
り
い
で
し
聖
者
」
と
た
た
え
ら
れ
る
そ
の
人
が
、
家
郷
を
立
ち
い
で
て
出し
ゅ
っ
け家

し
、
南
の
方
マ
ガ
ダ
に
至
っ
て
、
つ
い
に
か
の
菩ぼ

提だ
い

樹じ
ゅ

の
も
と
に
お
い
て
正し
ょ
う
が
く覚を

成じ
ょ
う
じ
ゅ就し

た
の
は
、
お
よ
そ
西
暦
前
第
五
世
紀
の
な
か
ば
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
よ
り
、「
大
い

な
る
死
」（
大だ
い
は
つ般
涅ね

槃は
ん

）
に
至
る
ま
で
の
四
十
五
年
、
彼
は
智
慧
と
慈
悲
の
教
え
を
ひ
っ
さ
げ
て
、
た
ゆ
み
な
い
伝
道
説
法
の
生し
ょ
う
が
い涯

を
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
同
じ
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
ま
で
に
は
、
大
い
な
る
法
城
が
、
中
イ
ン
ド
の
国
々
及
び
諸
部
族
の
間
に
不
動

に
築
か
れ
て
い
っ
た
。

　

マ
ウ
リ
ヤ
王
朝
の
第
三
世
ア
シ
ョ
ー
カ
（
阿
育
、
在
位
西
暦
前
二
六
八
︱
二
三
二
）
王
の
時
代
に
至
っ
て
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ

の
教
え
は
、
イ
ン
ド
の
全
域
に
ゆ
き
わ
た
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
領
域
を
越
え
て
、
遠
く
国
外
に
ま
で
伝で
ん

播ぱ

さ
れ
る
機
会
を
持
つ
こ
と

を
得
た
。
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マ
ウ
リ
ヤ
王
朝
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
最
初
の
統
一
王
朝
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
世
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
王
（
在
位
西
暦
前
三
一

七
︱
二
九
三
ご
ろ
）
の
こ
ろ
、
そ
の
領
域
は
す
で
に
、
北
は
ヒ
マ
ー
ラ
ヤ
山
系
、
東
は
ベ
ン
ガ
ル
湾
、
西
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
山

脈
、
そ
し
て
南
は
ヴ
ィ
ン
デ
ィ
ヤ
山
脈
の
南
に
及
ん
で
い
た
が
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
さ
ら
に
、
そ
の
南
方
カ
リ
ン
ガ
等
を
討
っ
て
、

そ
の
領
域
を
デ
カ
ン
高
原
に
ま
で
拡
大
し
た
。

　

こ
の
王
は
も
と
も
と
性
格
が
狂
暴
で
、
人
び
と
は
彼
を
呼
ん
で
チ
ャ
ン
ダ
ー
シ
ョ
ー
カ
（
恐
る
べ
き
阿
育
）
と
称
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
が
、
カ
リ
ン
ガ
の
征
服
に
あ
た
っ
て
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
た
惨
状
を
見
て
か
ら
性
格
が
一
変
し
、
そ
れ
が
動
機
と
な
っ
て
、

智ち

え慧
と
慈じ

ひ悲
の
教
え
の
熱
心
な
信
奉
者
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
こ
の
王
が
仏
教
者
と
し
て
な
し
た
多
く
の
事
業
の
中
で
、
次
の
二

つ
の
こ
と
が
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　

そ
の
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
シ
ョ
ー
カ
の
刻
文
」、
す
な
わ
ち
、
仏
教
に
よ
る
施
政
方
針
を
石
柱
も
し
く
は
磨ま

崖が
い

に
刻
ん
だ
も

の
を
領
内
の
各
地
に
建こ
ん
り
ゅ
う立さ

せ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
全
イ
ン
ド
に
ブ
ッ
ダ
の
教
法
を
弘ぐ

ふ布
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
王
は
そ

の
領
域
を
越
え
て
、
使
節
を
四
方
の
国
々
に
遣つ
か

わ
し
、
智
慧
と
慈
悲
の
教
え
の
旨
を
伝
え
さ
せ
た
。
な
か
で
も
、
特
に
注
目
さ
れ
る

こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
使
節
の
あ
る
も
の
は
、
遠
く
シ
リ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
キ
レ
ネ
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
エ
ピ
ル
ス
に
ま
で
派
遣
さ
れ
た

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
仏
教
は
広
く
西
方
の
世
界
に
伝
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
と
き
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
遣
わ
さ
れ
た
使
節
マ

ヘ
ー
ン
ド
ラ
は
「
う
る
わ
し
き
ラ
ン
カ
ー
ド
ヴ
ィ
ー
パ
（
ス
リ
ラ
ン
カ
島
）
に
う
る
わ
し
き
教
え
を
樹
立
す
る
。」
こ
と
に
成
功
し
て
、

い
わ
ゆ
る
南
方
仏
教
の
基
点
を
か
の
島
に
う
ち
立
て
た
。

二
、
大
乗
の
興
起

　

後
代
の
仏
教
者
は
し
ば
し
ば
「
仏
教
東と
う
ぜ
ん漸

」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
紀
元
前
の
諸
世
紀
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
顔

は
明
ら
か
に
西
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
顔
が
、や
が
て
東
に
向
け
ら
れ
始
め
た
の
は
、お
よ
そ
紀
元
前
後
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
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た
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
語
り
及
ぶ
ま
え
に
、
我
々
は
ま
ず
、
仏
教
の
中
に
お
け
る
大
き
な
変
化
に
つ
い
て
語
っ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、「
大だ
い
じ
ょ
う乗」
と
称
す
る
「
新
し
き
波
」
が
、
い
ま
や
仏
教
の
中
に
顕
著
な
存
在
と
し
て
姿
を
現

わ
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

そ
の
「
新
し
き
波
」
が
、
い
つ
ご
ろ
、
い
か
に
し
て
、
何
び
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
い
で
た
か
、
そ
の
始
動
の
い
き
さ
つ
は
、
だ
れ

も
明
確
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
我
々
が
指
摘
し
得
る
こ
と
は
、
わ
ず
か
に
、
第
一
に
は
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
進

歩
主
義
の
比び

く丘
た
ち
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
部
の
思
想
的
系
譜
の
中
に
生
ま
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第

二
に
は
、
紀
元
前
の
一
・
二
世
紀
か
ら
紀
元
後
の
第
一
世
紀
ご
ろ
に
か
け
て
、
い
わ
ゆ
る
大
乗
経
典
な
る
も
の
の
う
ち
の
重
要
な
も

の
の
い
く
つ
か
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、そ
れ
ら
の
大
乗
経
典
を
背
景
と
し
て
、ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
（
龍り
ゅ
う
じ
ゅ樹）

の
す
ぐ
れ
た
思
想
的
活
動
が
展
開
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
大
乗
仏
教
な
る
も
の
の
姿
は
、
い
ま
や
あ
ざ
や
か
に
仏
教
史
の

舞
台
の
前
景
に
現
わ
れ
い
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

長
い
仏
教
の
歴
史
の
中
に
お
い
て
、
大
乗
仏
教
が
果
た
し
た
役
割
は
ま
こ
と
に
大
き
い
。
や
が
て
説
き
至
ろ
う
と
す
る
中
国
の
仏

教
な
ら
び
に
日
本
の
そ
れ
の
ご
と
き
も
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
歴
史
の
す
べ
て
を
通
し
て
、
ま
っ
た
く
大
乗
仏
教
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ

た
。
そ
れ
も
決
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
大
衆
の
救
済
と
い
う
新
し
い
理
想
が
う
ち
出
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
理
想
を
実
践
す
る
も
の
と
し
て
、
菩ぼ

薩さ
つ

と
い
う
新
し
い
人
間
像
が
描
き
出
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
支

え
る
も
の
と
し
て
、
大
乗
の
思
想
家
た
ち
が
造
り
営
ん
だ
形
而
上
学
あ
る
い
は
心
理
学
の
領
域
に
お
け
る
知
的
成
果
も
ま
た
す
ば
ら

し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
教
法
の
系
譜
に
つ
ら
な
り
な
が
ら
も
、
他
方
、
い

く
た
の
新
し
き
も
の
を
智ち

え慧
と
慈じ

ひ悲
の
教
え
の
流
れ
に
注
ぎ
加
え
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
教
は
、
い
よ
い
よ
、
熱
情
に
あ
ふ
れ
た

も
の
と
な
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
富
め
る
も
の
と
な
り
、
滔と
う
と
う々

た
る
大
河
の
さ
ま
を
な
し
て
、
東
方
の
国
々
を
潤
す
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。
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三
、
西　

域

　

中
国
の
人
び
と
が
は
じ
め
て
仏
教
を
知
っ
た
の
は
、
西さ
い
い
き域
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
の
仏
教
の

道
を
語
る
も
の
は
、
ま
ず
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
こ
と
か
ら
語
り
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
道
が
、
ア
ジ
ア
の
中
央
部
の
荒
涼
た

る
地
域
を
つ
ら
ぬ
い
て
、西
洋
と
東
洋
と
を
つ
ら
ね
る
貿
易
路
と
し
て
開
か
れ
た
の
は
、紀
元
前
第
二
世
紀
の
末
ご
ろ
、漢
の
武
帝
（
西

暦
前
一
四
〇
︱
八
七
）
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
漢
の
領
土
は
、
は
る
か
西
の
方
に
ま
で
広
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
接
す
る
西
方
の

国
々
、
大だ
い
え
ん宛

（Ferghana
）
康こ
う
き
ょ居

（Sogdiana

）
大だ
い
げ
っ月

氏し

（T
ukhara

）、
さ
ら
に
安あ
ん
そ
く息

（Parthia

）
の
諸
国
に
は
、
か
つ
て
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
に
よ
っ
て
吹
き
こ
ま
れ
た
商
業
精
神
が
ま
だ
活
発
に
生
き
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
国
々
を
つ
ら
ね
る
古

代
貿
易
路
に
お
い
て
は
、
中
国
の
絹
が
も
っ
と
も
大
き
な
役
割
を
担
う
商
品
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
名
の
い
ず
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
紀
元
前
後
の
こ
ろ
か
ら
、
仏
教
を
中
心
と
し
て
始
め
ら
れ
た
イ
ン
ド
と
中
国
の
間
の
文
化
接
触
も
ま
た
、

ま
ず
こ
の
貿
易
路
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
か
く
し
て
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
ま
た
仏
教
の
道
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。

四
、
中　

国

　

中
国
人
の
仏
教
受
容
の
歴
史
は
、
ま
ず
経
典
の
招
来
と
そ
の
翻
訳
の
事
業
を
主
題
と
し
て
つ
づ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
最
初

の
も
の
は
、
古
来
か
ら
、
後
漢
の
明
帝
の
永
平
年
間
（
Ａ
．
Ｄ
．
五
八
︱
七
六
）
迦か
し
ょ
う
ま
と
う

葉
摩
騰
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
訳
出
さ
れ
た

『
四
十
二
章
経
』
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
で
は
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い
伝
説
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
確
証
さ
れ

る
も
の
は
、
紀
元
一
四
八
年
ご
ろ
か
ら
一
七
一
年
ご
ろ
に
わ
た
り
、
洛
陽
に
お
い
て
訳
業
に
従
事
し
た
安あ
ん
せ
い
こ
う

世
高
の
仕
事
で
あ
る
。
そ

れ
以
来
、
北
宋
（
九
六
〇
︱
一
一
二
九
）
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
中
国
の
仏
教
経
典
翻
訳
の
事
業
は
、
お
よ
そ
千
年
に
わ
た
っ
て
営

み
続
け
ら
れ
た
。
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そ
の
初
期
に
お
い
て
は
、
経
典
を
も
た
ら
し
、
か
つ
、
そ
の
翻
訳
の
中
心
的
役
割
を
演
じ
た
人
び
と
は
、
た
い
て
い
西
域
か
ら
き

た
僧
た
ち
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
い
ま
の
安あ
ん
せ
い
こ
う

世
高
は
安あ
ん
そ
く息
国
す
な
わ
ち
パ
ル
テ
ィ
ア
か
ら
き
た
人
で
あ
り
、
第
三
世
紀
の
こ
ろ
洛
陽

に
来
っ
て
『
無
量
寿
経
』
を
訳
し
た
康こ
う
そ
う
が
い

僧
鎧
は
康こ
う
き
ょ居
す
な
わ
ち
サ
マ
ル
カ
ン
ド
地
方
の
人
で
あ
っ
た
し
、
あ
る
い
は
、『
正
法
華
経
』

の
訳
者
と
し
て
知
ら
れ
る
竺じ
く
ほ
う法

護ご

は
月げ
っ

氏し

の
出
で
あ
っ
て
、
第
三
世
紀
の
後
半
か
ら
第
四
世
紀
の
は
じ
め
ま
で
、
洛
陽
ま
た
は
長
安

に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
第
五
世
紀
の
は
じ
め
亀き

じ茲
よ
り
き
た
っ
た
鳩く

ま摩
羅ら
じ
ゅ
う什
に
至
っ
て
、
中
国
の
訳
経
は
一
つ
の
頂
点
に
達
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
か
ら
、
中
国
よ
り
イ
ン
ド
に
至
っ
て
梵ぼ
ん

語ご

を
ま
な
び
、
法
を
求
め
る
人
び
と
、
す
な
わ
ち
、
入
竺
求
法
僧
の
活
動
が
始

ま
っ
た
。
そ
の
先
駆
者
は
法ほ
っ
け
ん顕
（
三
三
九
︱
四
二
〇
頃
）
で
あ
っ
て
、
彼
は
隆
安
三
年
（
三
九
九
）
長
安
を
出
発
し
、
十
五
年
を
経

て
帰
国
し
た
。
そ
の
も
っ
と
も
有
名
な
も
の
は
玄げ
ん
じ
ょ
う奘（
六
〇
二
︱
六
六
四
）
で
あ
っ
て
、
彼
は
貞
観
元
年
（
六
二
七
）
に
出
発
し
、

貞
観
十
九
年
（
六
四
五
）
に
帰
国
し
た
。
そ
の
間
じ
つ
に
十
九
年
に
及
ん
だ
。
さ
ら
に
義
浄
（
六
三
五
︱
七
一
三
）
は
、
咸
亨
二
年

（
六
七
一
）
海
路
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
に
向
か
い
、
二
十
五
年
の
後
、
同
じ
く
海
路
に
よ
っ
て
帰
国
し
た
。

　

彼
ら
は
、
自
ら
イ
ン
ド
に
至
っ
て
梵
語
を
ま
な
び
、
自
ら
経
典
を
選
ん
で
持
ち
帰
り
、
か
つ
、
帰
国
の
後
に
は
、
た
い
て
い
訳
経

の
中
心
的
役
割
を
演
じ
た
。
こ
と
に
、
玄
奘
が
し
め
し
た
語
学
力
は
、
群
を
抜
く
も
の
が
あ
っ
て
、
彼
の
精
力
的
な
訳
業
に
よ
っ
て

中
国
の
経
典
翻
訳
の
歴
史
は
も
う
一
つ
の
頂
点
を
迎
え
た
。
学
者
た
ち
が
、
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
旧
来
の
翻
訳
を
「
旧く

訳や
く

」
と
称
し
、
玄
奘
以
後
の
新
し
い
そ
れ
を
「
新
訳
」
と
よ
ぶ
の
は
、
そ
の
故
を
も
っ
て
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
訳
出
さ
れ
た
ぼ
う
大
な
量
に
の
ぼ
る
仏
教
経
典
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
彼
ら
の
営
ん
だ
思
想
的
・
宗
教
的
営

み
も
ま
た
、
し
だ
い
に
中
国
化
の
傾
向
を
強
め
る
。
そ
こ
に
は
、
か
の
民
族
の
資
質
や
要
求
や
自
信
が
明
ら
か
に
現
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
初
期
の
こ
ろ
、
彼
ら
が
特
に
般
若
部
の
経
典
が
語
る
「
空く
う

」
の
形
而
上
学
に
心
を
傾
け
た
の
も
そ
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
や
が

て
彼
ら
が
、
い
わ
ゆ
る
「
小
乗
」
を
捨
て
て
、
も
っ
ぱ
ら
「
大だ
い
じ
ょ
う乗」

に
心
を
傾
け
る
も
の
と
な
っ
た
の
も
そ
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
傾
向
は
、
天
台
宗
に
お
い
て
よ
う
や
く
顕
著
と
な
り
、
禅
宗
の
出
現
に
至
っ
て
き
わ
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
得
る
で

あ
ろ
う
。
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中
国
に
お
い
て
天
台
宗
が
大
成
し
た
の
は
、
第
六
世
紀
の
後
半
、
そ
の
第
三
祖
、
天
台
大
師
こ
と
智ち

ぎ顗
（
五
三
八
︱
五
九
七
）
に

よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
中
国
の
生
ん
だ
仏
教
思
想
家
の
中
の
代
表
的
な
頭
脳
で
あ
っ
て
、
彼
の
頭
脳
が
生
ん
だ
「
五ご

時じ
は
っ
き
ょ
う

八
教
」

の
教
判
は
、
そ
の
後
長
き
に
わ
た
っ
て
、
中
国
な
ら
び
に
日
本
の
仏
教
に
広
い
影
響
力
を
も
っ
た
。

　

思
う
に
、
中
国
に
お
い
て
は
、
諸
経
は
そ
の
成
立
の
順
序
に
か
か
わ
り
な
く
招
来
さ
れ
、
招
来
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
翻
訳
さ
れ

た
。
い
ま
や
そ
の
ぼ
う
大
な
量
に
の
ぼ
る
諸
経
を
前
に
し
て
、
そ
の
成
立
と
価
値
づ
け
を
い
か
に
理
解
す
る
か
、
そ
の
見
解
を
示
す

こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
全
体
の
理
解
の
仕
方
を
語
り
、
か
つ
、
自
己
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が

い
わ
ゆ
る
教
判
も
し
く
は
教
き
ょ
う
そ
う
は
ん
じ
ゃ
く

相
判
釈
の
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
教
判
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
中
国
的
な
思
想
の
営

み
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
智
顗
の
教
判
は
も
っ
と
も
整
然
た
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
見
事
な
説
得
力
を
も
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
近
代
の
仏
教
研
究
の
出
現
と
と
も
に
、
そ
の
支
配
的
影
響
は
つ
い
に
終
わ
り
を
つ
げ
た
。

　

中
国
仏
教
の
歴
史
の
中
に
お
い
て
、
そ
の
「
最
後
に
至
れ
る
も
の
」
は
褝
宗
で
あ
っ
た
。
そ
の
初
祖
と
さ
れ
る
も
の
は
、
外
国
の

沙
門
、
菩ぼ

提だ
い

達だ
る

磨ま

（
︱
五
二
八
）
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
っ
て
ま
か
れ
た
種
が
、
中
国
仏
教
の
精
華
と
し
て
大
い
な
る
花
を
開
い
た
の

は
、
第
六
祖
、
慧え

能の
う

（
六
三
八
︱
七
一
三
）
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
第
八
世
紀
以
後
、
相
つ
い
で
人
材
を
輩
出
し
、
数
世
紀
に
わ

た
る
褝
の
隆
盛
を
招
来
し
た
。

　

彼
ら
の
所
懐
を
問
え
ば
、「
仏
祖
正
伝
」
と
い
い
、
ま
た
「
教き
ょ
う外げ

別べ
つ
で
ん伝

」
と
語
る
。
し
か
る
に
、
中
国
に
あ
っ
て
は
、「
教
」
と
は
、

さ
し
あ
た
り
、
経
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
故
に
こ
そ
、
中
国
人
は
、
経
の
招
来
と
翻
訳
に
努
力
を
傾
け
て
、
す
で
に
幾
世
紀
に
も

及
ぶ
。
し
か
る
に
、
い
ま
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
功
を
ほ
か
に
し
て
、
別
伝
あ
り
と
な
し
、
ひ
た
す
ら
に
対
座
し
て
、
仏
祖
の
正
伝
す
る

と
こ
ろ
と
な
す
。
そ
の
不
思
議
な
言
説
の
機
微
を
尋
ね
至
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
中
国
人
の
資
質
に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
仏
教

の
新
し
い
考
え
方
が
あ
っ
て
、そ
れ
を
支
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。そ
れ
は
も
は
や
中
国
人
の
仏
教
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ

た
。
し
か
も
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
、
そ
の
新
し
き
流
れ
を
と
り
加
え
、
ま
す
ま
す
滔と
う
と
う々

た
る
大
河
と
な
っ
て
、
東
方
の

国
々
を
潤
し
来
っ
た
の
で
あ
る
。



― 272 ―

五
、
日　

本

　

日
本
仏
教
の
歴
史
は
第
六
世
紀
に
始
ま
る
。
紀
元
五
三
八
年
、
欽
明
天
皇
の
朝
廷
に
、
百く
だ
ら済
の
王
が
使
臣
を
も
っ
て
仏
像
・
経
巻

を
献
じ
た
の
が
、
こ
の
国
に
仏
教
の
伝
来
し
た
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
こ
の
国
の
仏
教
の
歴
史
は
、
す
で
に
千
四
百
年
を
越

え
る
。

　

そ
の
長
い
歴
史
の
中
に
、
わ
た
し
ど
も
は
、
三
つ
の
焦
点
を
結
ん
で
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
第
一
の
焦
点
は
、
第
七・八
世
紀
の
仏
教
の
上
に
結
ば
れ
る
。
そ
れ
を
物
件
を
も
っ
て
い
え
ば
、
法
隆
寺
の
建こ
ん
り
ゅ
う立（
六
〇
七
）

よ
り
東
大
寺
の
建
立
（
七
五
二
）
に
至
る
時
代
で
あ
る
。
そ
の
時
代
を
回
顧
す
る
に
あ
た
っ
て
、
思
い
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、

か
の
時
代
の
ア
ジ
ア
全
体
に
わ
た
っ
て
、
異
常
な
高
ま
り
を
し
め
し
て
い
た
文
化
の
潮う
し
おの

こ
と
で
あ
る
。
西
の
方
の
文
明
が
深
い
暗

黒
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
そ
れ
ら
の
世
紀
に
あ
っ
て
、
東
の
方
の
文
明
は
、
目
を
見
張
る
よ
う
な
活
発
に
し
て
雄
大
な
動
き

を
繰
り
広
げ
て
い
た
。
中
国
で
も
、
西
域
で
も
、
イ
ン
ド
で
も
、
南
海
の
国
々
で
も
、
知
的
、
宗
教
的
、
そ
し
て
芸
術
的
な
活
動
が

力
強
く
営
ま
れ
て
い
た
。
仏
教
が
そ
れ
ら
の
動
き
を
互
に
結
び
つ
け
て
、
広
大
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
潮
が
東
方
の
世
界
を
洗
っ
て

い
た
。
そ
し
て
、
あ
の
絢け
ん
ら
ん爛

た
る
法
隆
寺
や
雄
大
な
る
東
大
寺
の
建
立
と
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
多
彩
な
宗
教
的
な
ら
び
に
芸
術
的
活

動
な
ど
、
そ
れ
ら
の
世
紀
の
新
し
い
日
本
文
化
の
動
き
は
、
す
べ
て
、
か
の
荒こ
う
ば
く漠

た
る
ア
ジ
ア
全
域
に
わ
た
る
文
化
の
潮
の
、
最
東

端
に
お
け
る
い
ぶ
き
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。

　

長
い
間
、
な
お
未
開
の
状
態
に
あ
っ
た
こ
の
国
の
民
族
が
、
い
ま
大
い
な
る
文
化
の
潮
を
あ
び
て
、
ぱ
っ
と
一
時
に
文
化
の
花
を

開
く
、
そ
れ
が
そ
れ
ら
の
世
紀
に
お
け
る
こ
の
国
の
人
び
と
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
国
際
的
な
文
化
の
主
た

る
担
い
手
が
仏
教
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
代
の
寺
院
は
国
際
的
な
明
る
い
文
化
の
中
心
で
あ
っ

た
。
僧
侶
は
新
し
い
知
識
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
経
典
は
優
れ
た
思
想
の
乗
物
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
一
つ
の
宗
教
と
い
う
よ

り
も
、
ず
っ
と
広こ
う
は
ん汎
な
、
大
い
な
る
文
化
そ
の
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
か
の
世
紀
に
お
け
る
初
伝
の
仏
教
の
真
相
で
あ
っ
た
。
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や
が
て
第
九
世
紀
に
入
る
と
、
最
澄
（
七
六
七
︱
八
二
二
）・
空
海
（
七
七
四
︱
八
三
五
）
と
い
う
二
人
の
偉
大
な
る
仏
教
者
が

現
わ
れ
、
い
わ
ゆ
る
平
安
仏
教
と
よ
ば
れ
る
、
初
め
て
の
日
本
仏
教
と
で
も
い
う
べ
き
宗
派
を
創
設
す
る
の
で
あ
る
。
や
や
も
す
る

と
貴
族
た
ち
の
ひ
ま
つ
ぶ
し
に
流
れ
が
ち
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
仏
教
を
、
本
来
の
修
行
と
い
う
立
場
で
と
ら
え
、
そ
れ
ま
で
の
都
会

中
心
の
仏
教
を
、
山
の
中
に
持
ち
こ
ん
で
、
そ
こ
に
修
行
の
根
本
道
場
を
確
立
し
た
。
そ
の
後
三
百
年
余
、
こ
の
二
人
の
流
れ
で
あ

る
天
台
と
真
言
と
が
、
主
に
朝
廷
や
貴
族
を
中
心
と
し
て
栄
え
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
第
二
の
焦
点
は
、
第
十
二
・
三
世
紀
の
仏
教
の
上
に
結
ば
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
法
然
（
一
一
三
三
︱
一
二
一
二
）
親
鸞
（
一

一
七
三
︱
一
二
六
二
）
道
元
（
一
二
〇
〇
︱
一
二
五
三
）
日
蓮
（
一
二
二
二
︱
一
二
八
二
）
な
ど
、
こ
の
国
の
生
ん
だ
す
ぐ
れ
た
仏

教
者
た
ち
が
あ
っ
た
。
今
日
に
お
い
て
も
、
わ
た
し
ど
も
は
、
こ
の
国
の
仏
教
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
の

名
を
ほ
か
に
し
て
は
語
る
こ
と
を
得
な
い
。
で
は
、
何
の
ゆ
え
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
世
紀
の
み
が
、
か
く
も
す
ぐ
れ
た
仏
教
者
た

ち
を
輩
出
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
つ
の
大
い
な
る
共
通
の
課
題
が
彼
ら
の
前
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
共
通
の
課

題
と
は
何
か
。
そ
れ
は
仏
教
の
日
本
的
受
容
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　

か
く
い
え
ば
、
あ
る
い
は
問
う
者
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
仏
教
は
す
で
に
そ
の
と
き
よ
り
は
る
か
以
前
に
伝
来
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
。
歴
史
的
事
実
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
、そ
れ
を
こ
の
国
の
人
び
と
が
、じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
消
化
し
、変
容
し
て
、ま
っ

た
く
自
己
の
も
の
と
す
る
︱
そ
の
よ
う
な
文
化
受
容
の
仕
事
は
、
た
い
て
い
数
百
年
の
努
力
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

第
七
・
第
八
世
紀
に
始
め
ら
れ
た
仏
教
受
容
の
努
力
が
、
よ
う
や
く
春
来
っ
て
、
万
花
一
時
に
咲
き
き
そ
う
︱
そ
れ
が
第
十
二
・
三

世
紀
に
お
け
る
一
群
の
仏
教
者
た
ち
の
仕
事
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
以
後
の
日
本
仏
教
は
、そ
れ
ら
の
仏
教
者
た
ち
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
基
盤
の
上
に
、そ
の
余
栄
を
保
っ
て
今
日
に
至
っ
た
。

つ
ま
り
、
か
の
世
紀
に
一
群
の
す
ぐ
れ
た
仏
教
者
た
ち
を
輩
出
し
て
以
後
は
、
日
本
仏
教
の
歴
史
に
は
、
も
は
や
輝
か
し
い
陽ひ

は
輝

か
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
以
後
の
日
本
仏
教
の
歴
史
に
も
、
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
近
代
の
仏
教
学
に
お
け
る
原
始
仏
教
の
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
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こ
の
国
の
仏
教
は
、
そ
の
初
伝
こ
の
か
た
、
中
国
仏
教
の
影
響
の
も
と
に
、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
大だ
い
じ
ょ
う乗の
仏
教
で
あ
っ
た
。
こ
と

に
第
十
二
・
三
世
紀
の
す
ぐ
れ
た
仏
教
者
た
ち
の
輩
出
以
後
は
、
宗
祖
た
ち
を
中
心
と
す
る
大
乗
の
教
え
が
そ
の
主
流
を
な
し
今
日

に
至
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
の
国
の
仏
教
の
歴
史
の
中
に
、
原
始
仏
教
の
研
究
が
起
こ
っ
て
き
た
の
は
、
お
よ
そ
明
治
の
な
か
ば
以
後

の
こ
と
に
属
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
祖
の
ほ
か
に
教
祖
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
人
び
と
の
前
に
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の

姿
が
あ
ざ
や
か
に
再
現
さ
れ
、
大
乗
の
教
え
の
ほ
か
は
顧か
え
りみ
な
か
っ
た
人
び
と
の
前
に
、
整
然
た
る
ブ
ッ
ダ
の
教
法
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
そ
れ
は
な
お
学
問
の
領
域
に
と
ど
ま
り
、
新
し
い
宗
教
的
熱
情
を
よ
び
起
こ
す
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な

く
と
も
、
こ
の
国
の
人
び
と
の
持
つ
仏
教
の
知
識
は
、
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
わ
た
し
ど
も
は
、
そ
っ
と
、
そ
こ
に
ス
ポ
ッ
ト

を
当
て
て
、
第
三
の
焦
点
と
す
る
。



― 275 ―

仏 

教 

聖 

典 

流 

伝 

史

　

仏
教
と
は
釈
尊
一
代
四
十
五
年
間
の
説
法
を
も
と
と
す
る
宗
教
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
釈
尊
の
こ
と
ば
は
仏
教
に
お
い
て
は
絶
対
の

権
威
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
仏
教
に
八は
ち
ま
ん万

四し

千せ
ん

の
法
門
が
あ
り
、
多
く
の
宗し
ゅ
う旨し

、
宗
派
を
数
え
る
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も

釈
尊
の
説
法
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
説
法
を
書
き
記
し
た
も
の
が
、
一
切
経
と
か
大
蔵
経
な
ど
と
い
わ
れ
る
経
典

な
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
は
人
間
の
平
等
を
強
く
主
張
さ
れ
た
。
ど
ん
な
人
に
で
も
完
全
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
日
常
語
で
平
易
に
教
え
を
説
か
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
八
十
歳
で
亡
く
な
ら
れ
る
ま
で
一
日
も
休
ま
ず
、
多
く
の
人
び
と
の
た
め
に
教
え
を
説
き
続
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

　

釈
尊
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
は
、
弟
子
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
耳
で
聞
い
た
釈
尊
の
教
え
を
、
人
び
と
に
伝
え
た
。
し
か
し
、
語

り
伝
え
ら
れ
る
間
に
は
聞
き
違
い
も
あ
ろ
う
し
、
覚お
ぼ

え
違
い
も
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
釈
尊
の
こ
と
ば
は
常
に
正
確
に
伝
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

す
べ
て
の
人
が
平
等
に
そ
の
教
え
に
接
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
に
釈
尊
の
教
え
を
、
間
違
い

の
な
い
形
で
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
、
長
老
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
教
え
の
整
理
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
結け
つ
じ
ゅ
う集と

い
う
。
結

集
に
は
大
勢
の
長
老
比び

く丘
た
ち
が
集
ま
り
、
各
自
の
聞
き
伝
え
て
き
た
こ
と
ば
や
教
え
を
誦と
な

え
あ
っ
て
、
間
違
っ
て
い
な
い
か
ど
う
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か
、
何
か
月
に
も
わ
た
っ
て
討
議
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
い
か
に
敬け
い
け
ん虔
、
か
つ
慎
重
に
、
釈
尊
の
こ
と
ば
を
伝
え
よ
う
と

し
た
か
が
わ
か
る
。
こ
う
し
て
整
理
さ
れ
た
教
え
は
、
や
が
て
文
字
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
文
字
に
書
き
下
さ
れ
た

釈
尊
の
教
え
は
、
後
に
後
世
の
高
僧
た
ち
に
よ
っ
て
、
注
釈
や
解
釈
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
を
「
論
」
と
い
う
。
仏
陀
の
教
え
そ
の

も
の
と
、
後
に
加
え
ら
れ
た
論
と
、
戒
律
の
三
つ
を
「
三さ
ん
ぞ
う蔵

」
と
い
う
。
三
蔵
と
は
経き
ょ
う
ぞ
う蔵、

律り
つ
ぞ
う蔵

、
論ろ
ん
ぞ
う蔵

、
の
三
つ
で
あ
り
、
蔵
と

は
「
い
れ
も
の
」
の
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
教
の
教
え
を
収
め
て
あ
る
も
の
と
い
う
意
味
で
、経
と
は
仏
陀
の
教
え
そ
の
も
の
、

律
と
は
教
団
の
戒
律
を
説
い
た
も
の
、
論
と
は
高
僧
た
ち
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
注
釈
で
あ
る
。
こ
の
三
蔵
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
部

派
が
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
に
従
っ
た
も
の
を
保
持
し
て
い
た
が
、
現
在
、
完
全
な
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
南
方
上
座
部
の
パ
ー

リ
語
に
よ
る
も
の
の
み
で
あ
る
。
こ
の
「
パ
ー
リ
語
三
蔵
」
は
、
南
方
に
伝
わ
っ
た
仏
教
諸
国
の
共
通
の
聖
典
と
し
て
、
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

中
国
に
初
め
て
仏
教
が
伝
わ
っ
た
の
は
、
伝
説
に
よ
る
と
後
漢
の
明
帝
の
永
平
十
年
（
六
七
）
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
確
実
に

聖
典
を
伝
え
て
翻
訳
し
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
八
十
四
年
の
後
、
後
漢
桓
帝
の
元
嘉
元
年
（
一
五
一
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
す
で

に
イ
ン
ド
で
は
大だ
い
じ
ょ
う乗仏

教
が
成
立
し
て
い
た
の
で
、
中
国
に
は
初
期
の
仏
典
と
大
乗
の
仏
典
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ
、

そ
れ
よ
り
約
千
七
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
中
国
語
に
仏
典
を
翻
訳
す
る
努
力
が
続
け
ら
れ
た
。
訳
出
さ
れ
た
経
典
の
数
は
千
四
百
四

十
部
五
千
五
百
八
十
六
巻
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
翻
訳
経
典
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
保
存
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
早
く
巍ぎ

の

時
代
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
北
宋
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
中
国
の
高
僧

の
著
述
も
聖
典
の
中
に
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
も
は
や
三
蔵
と
呼
ぶ
に
は
適
当
で
な
く
な
っ
て
、
隋
代
に
な
る
と
「
一
切
経
」

と
い
う
名
称
が
付
さ
れ
、
唐
代
に
は
「
大
蔵
経
」
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
方
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
も
西
暦
七
世
紀
ご
ろ
に
仏
教
が
伝
わ
り
、
西
暦
九
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
、
約
百
五
十
年
の

間
、
経
典
を
翻
訳
す
る
努
力
が
続
け
ら
れ
、
仏
典
の
ほ
と
ん
ど
が
翻
訳
さ
れ
た
。
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こ
の
ほ
か
、
朝
鮮
、
日
本
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
そ
の
他
、
東
洋
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
ば
を
は
じ
め
と
し
て
、

ラ
テ
ン
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
等
の
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
今
や
釈
尊

の
恩
恵
は
、
世
界
の
す
み
ず
み
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
こ
れ
を
内
容
か
ら
見

る
と
、
時
代
に
し
て
二
千
年
を
越
え
る
発
達
と
変
遷
が
あ
り
、
量
は
万
巻
を
越
え
る
た
め
、
た
と
え
大
蔵
経
が
完
全
に
備
わ
っ
て
い

て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
釈
尊
の
真
意
を
つ
か
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
大
蔵
経
か
ら
重
要
な
と
こ
ろ
を
つ
か
み
出
し
て
自
己

の
信
心
の
規き

範は
ん

と
し
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

仏
教
で
は
釈
尊
の
こ
と
ば
が
最
大
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
釈
尊
の
教
え
は
、
我
々
の
現
実
生
活
に
対
し
て
最
も
深
い
つ

な
が
り
を
も
っ
た
、
親
し
み
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
万
巻
の
聖
典
も
、
つ
い
に
我
々
の
心

を
ゆ
さ
ぶ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
聖
典
は
、
少
な
く
と
も
い
つ
も
身
に
つ
け

て
い
る
聖
典
は
、
量
に
し
て
簡か
ん
け
つ潔

で
あ
る
こ
と
、
質
に
お
い
て
一
部
に
偏
ら
ず
、
よ
く
全
体
を
代
表
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

し
か
も
正
確
で
あ
る
こ
と
、
用
語
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
日
常
語
に
親
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
聖
典
は
、
こ
う
い
う
敬け
い
け
ん虔

に
し
て
か
つ
慎
重
な
配
慮
の
も
と
に
作
ら
れ
た
。
こ
の
聖
典
は
、
過
去
二
千
数
百
年
の
大
蔵
の
流

れ
を
承う

け
継
ぎ
、
釈
尊
の
教
え
の
海
の
中
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
を
も
っ
て
完か
ん
ぺ
き璧

と
信
ず
る
も
の
で
は
な

い
。
釈
尊
の
こ
と
ば
は
無
限
に
深
く
、
そ
の
徳
は
無
尽
に
し
て
容
易
に
う
か
が
い
難
い
。
共
に
同
じ
道
を
行
ず
る
同
信
の
叱し
っ
せ
い正
を
請

い
つ
つ
、
版
を
重
ね
て
、
常
に
よ
り
よ
き
も
の
、
よ
り
真
実
な
も
の
、
よ
り
尊
き
も
の
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ

る
。 

合　

掌
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仏
教
聖
典
の
由
来
と
あ
ゆ
み

　

こ
の
仏
教
聖
典
は
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
年
）
七
月
に
、
木
津
無
庵
氏
を
代
表
と
す
る
新
訳
仏
教
聖
典
普
及
会
か
ら
出
版
さ

れ
た
『
新
訳
仏
教
聖
典
』
を
も
と
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
初
版
本
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、
山
辺
習
学
、
赤
沼
智
善
の
両
教
授
を
中
心
に
、
広
く
仏
教
学
界
の
諸
師
が
監
修
、
編
集
の
労

を
寄
せ
、
約
五
年
の
月
日
を
経
て
出
版
さ
れ
た
。

　

こ
こ
に
仏
教
伝
道
協
会
は
、
木
津
無
庵
氏
を
は
じ
め
と
す
る
、
原
『
新
訳
仏
教
聖
典
』
を
編
纂
さ
れ
た
諸
師
に
対
し
て
、
甚
深
な

る
感
謝
と
報
恩
の
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

昭
和
に
入
っ
て
『
国
民
版
仏
教
聖
典
』
が
同
普
及
会
で
出
版
さ
れ
広
く
全
国
に
行
き
渡
っ
た
。
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
年
）
七
月

に
汎
太
平
洋
仏
教
青
年
大
会
が
日
本
で
開
催
さ
れ
た
と
き
、そ
の
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
、前
掲
の
『
国
民
版
仏
教
聖
典
』
よ
り
、

英
語
版
仏
教
聖
典 “T

he Teaching of B
uddha” 

が
、
Ｄ
・
ゴ
ダ
ー
ド
氏
の
協
力
を
得
て
全
日
本
仏
教
青
年
連
盟
の
手
に
よ
っ
て
刊

行
さ
れ
た
。

　

昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
年
）、
仏
教
東
漸
七
十
周
年
を
記
念
し
て
、
株
式
会
社
ミ
ツ
ト
ヨ
創
業
者
沼
田
惠
範
氏
が
、
同
『
英

訳
仏
教
聖
典
』
を
刊
行
し
た
。
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
年
）
同
氏
が
浄
財
を
投
じ
て
財
団
法
人
仏
教
伝
道
協
会
を
設
立
す
る
や
、

同
協
会
の
事
業
と
し
て
、
こ
の
聖
典
を
全
世
界
に
普
及
す
る
こ
と
が
企
画
さ
れ
た
。

　

こ
の
企
画
に
従
っ
て
、
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
年
）
に
、
新
た
に
仏
教
聖
典
編
集
の
た
め
の
結
集
が
行
わ
れ
た
。
メ
ン
バ
ー

は
紀
野
一
義
、
金
岡
秀
友
、
石
上
善
應
、
佐
伯
真
光
、
松
濤
弘
道
、
坂
東
性
純
、
高
瀬
武
三
の
七
氏
で
あ
り
、
増
谷
文
雄
氏
、
Ｎ
・Ａ
・

ワ
デ
ル
氏
、
清
水
俊
輔
氏
な
ど
の
協
力
も
得
て
、
こ
こ
に
『
日
英
対
訳
仏
教
聖
典
』
が
誕
生
し
た
。
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昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
年
）、
こ
の
聖
典
を
も
と
に
金
岡
秀
友
、
石
上
善
應
、
花
山
勝
友
、
田
村
完
誓
、
高
瀬
武
三
の
ス
タ
ッ

フ
を
も
っ
て
編
集
作
業
が
進
め
ら
れ
、『
英
文
仏
教
聖
典
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

　

次
い
で
塩
入
亮
達
、
高
瀬
武
三
、
立
川
博
、
田
村
完
誓
、
坂
東
性
純
、
花
山
勝
友
（
編
集
責
任
者
）
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
結
集
が

行
わ
れ
、
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
年
）『
和
文
仏
教
聖
典
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

　

更
に
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
年
）、『
英
文
仏
教
聖
典
』
再
編
集
の
た
め
の
結
集
が
、
Ｒ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
氏
の
協
力
の
も
と
に
、

松
濤
弘
道
、
坂
東
性
純
、
佐
伯
真
光
、
徳
永
道
雄
、
田
村
完
誓
、
花
山
勝
友
（
編
集
責
任
者
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
先
に
刊
行
し
た

『
和
文
仏
教
聖
典
』
と
合
せ
て
『
和
英
対
照
仏
教
聖
典
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

　

昭
和
五
十
三
年
に
は
、
鎌
田
茂
雄
、
奈
良
康
明
の
両
氏
を
編
集
ス
タ
ッ
フ
に
迎
え
、
さ
ら
に
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
年
）
に
は
、

ケ
ネ
ス
田
中
、
米
澤
嘉
康
、
渡
辺
章
悟
、
前
田
專
學
（
編
集
委
員
長
代
行
）
が
新
た
に
ス
タ
ッ
フ
に
加
わ
っ
た
。

　

平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
年
）
に
、仏
教
伝
道
協
会
が
財
団
法
人
よ
り
公
益
財
団
法
人
に
移
行
す
る
に
あ
た
り
、前
田
專
學
（
編

集
委
員
長
）、
石
上
善
應
、
木
村
清
孝
、
ケ
ネ
ス
田
中
、
竹
村
牧
男
、
奈
良
康
明
、
吉
水
千
鶴
子
、
米
澤
嘉
康
、
渡
辺
章
悟
を
メ
ン
バ
ー

と
し
て
新
た
に
仏
教
聖
典
編
集
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
年
）
よ
り
竹
村
牧
男
編
集
委
員
長
の
も
と
、

現
代
に
即
す
る
聖
典
に
す
る
た
め
の
結
集
が
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

二
〇
一
七
年
六
月
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頁 

行

生　

活　

索　

引

頁　
五

一
〇
〇

二
四
四

四
七

四
三

六
〇

一
三
二

九
四

九
三

九
七

九
八

五
一

五
二

五
三

一
三
八

一
八
九

一
九
〇

一
九
一

一
九
〇

七
八

八
〇

七
六

一
九
二

三
六

三
五

一
五

一
六

行三
一
一九三五六三三七五七

一
〇六

一七四七
一
〇

一
一二

一
一八四八三一三

　

人　
　

生

人
生
の
意
義 

現
実
の
世
界 

理
想
の
生
き
方 

誤
っ
た
人
生
観 

正
し
い
人
生
論 

か
た
よ
っ
た
生
活 

迷
っ
て
い
る
人
へ
（
た
と
え
話
） 

人
の
生
活
（
た
と
え
話
） 

愛
欲
の
生
活
を
送
れ
ば
（
た
と
え
話
） 

老
人
と
病
人
と
死
人
が
教
え
て
く
れ
る
も
の

　
（
物
語
） 

死
は
必
ず
訪
れ
る
も
の
（
物
語
） 

こ
の
世
に
あ
っ
て
だ
れ
も
で
き
な
い

　

五
つ
の
こ
と 

世
の
中
の
四
つ
の
真
理 

迷
い
も
さ
と
り
も
心
か
ら
現
わ
れ
る 

凡
人
に
と
っ
て
は
成
し
難
い
が

　

成
せ
ば
尊
い
二
十
の
こ
と 

　

信　
　

仰

信
仰
は
火
で
あ
る 

信
仰
は
三
つ
の
心
を
と
も
な
う 

信
仰
は
不
思
議
な
も
の 

信
仰
は
真
実
の
現
わ
れ 

真
実
な
も
の
が
見
分
け
難
い
の
は

　
（
た
と
え
話
） 

仏ぶ
っ
し
ょ
う

性
は
正
し
い
師
に
よ
っ
て
そ
の

　

あ
り
か
を
知
ら
さ
れ
る
（
た
と
え
話
） 

仏
性
は
煩ぼ
ん
の
う悩
に
包
ま
れ
て
い
る

　
（
た
と
え
話
） 

信
仰
を
妨
げ
る
も
の
は
疑
い 

仏
は
父
、
人
は
そ
の
子
で
あ
る 

仏
の
智ち

え慧
は
海
の
よ
う
に
広
く
深
い 

仏
の
心
は
大だ
い

慈じ

ひ悲
で
あ
る 

仏
の
慈
悲
は
永
遠
の
も
の
で
あ
る 
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頁 

行

頁 

行

仏
は
肉
身
で
は
な
い 

仏
は
身
を
も
っ
て
教
え
を
説
か
れ
た 

仏
は
人
び
と
を
救
う
た
め
に
死
を
示
さ

　

れ
た 

仏
は
方ほ
う
べ
ん便
を
も
っ
て
人
び
と
の
悩
み︷ 

　

を
救
わ
れ
た
（
た
と
え
話
）　
　
　

 

さ
と
り
の
世
界 

仏
・
法
・
僧
に
帰
依
す
る 

戒か
い

・
定じ
ょ
う・

慧え

の
三
つ
を
学
べ 

八
つ
の
正
し
い
道 

さ
と
り
を
得
る
六
つ
の
道 

四
つ
の
正
し
い
勤
め 

四
つ
の
正
し
い
見
方 

さ
と
り
を
得
る
五
つ
の
力 

四
つ
の
大
き
な
心 

人
生
に
覚
め
た
人 

人
間
の
死
と
無む
じ
ょ
う常 

念
仏
者
は
浄
土
に
生
ま
れ
る 

自
ら
を
灯と
も
し
び火

と
し
、
頼
り
と
せ
よ 

　

修　
　

養

何
が
自
分
の
第
一
の
問
題
か

　
（
た
と
え
話
） 

最
初
の
一
歩
を
慎つ
つ
しめ 

初
心
を
忘
れ
る
な
（
た
と
え
話
） 

そ
の
道
で
成
功
し
よ
う
と
思
う
者
は

　

幾
多
の
苦
難
に
耐
え
よ
（
物
語
） 

幾
度
た
お
れ
て
も
奮
起
せ
よ
（
物
語
） 

境
遇
に
よ
っ
て
心
を
動
か
さ
れ
る
な

　
（
物
語
） 

真
理
を
求
め
て
い
る
人
は
灯
火
を
持
っ
て

　

暗
室
に
入
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る 

人
生
い
た
る
と
こ
ろ
に
教
え
あ
り

　
（
物
語
） 

人
は
心
の
動
く
ま
ま
に
あ
や
つ
ら
れ
て

　

動
き
が
ち
で
あ
る 

教
え
の
要か
な
めは

心
を
修
め
る
に
あ
る 

ま
ず
心
の
内
を
修
め
る 

心
を
養
え
ば 

一
三

二
四

二
四

一
九

二
〇

二
四
六

一
八
七

一
七
三

一
七
五

一
七
八

一
七
七

一
七
六

一
七
七

一
八
一

四
一

一
二

一
一
七

一
〇

一
五
八

一
三
八

一
六
〇

一
六
七

一
八
二

一
二
八

四
二

一
七
一

一
二
六

一
一

二
二
一

一
二
六

一
一五五四四五

一
二四

一
二六五

一
二

一
一一

一
一

一
〇二八

六四六七
一
二八七四一五一三
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頁 

行

頁 

行

心
の
有
様
（
た
と
え
話
） 

心
は
「
我が

」
で
は
な
い 

心
に
執と

ら
わ
れ
る
な 

自
己
の
心
に
う
ち
克か

て 

心
の
主あ
る
じと
な
れ 

す
べ
て
の
悪
は
身し
ん

・
口く

・
意い

か
ら 

言
葉
と
心 

こ
の
身
は
借
り
物
に
す
ぎ
な
い
（
物
語
） 

こ
の
身
は
汚
れ
に
満
ち
て
い
る 

貪む
さ
ぼる

な 

身
・
口
・
意
の
三
つ
を
清
く
保
て 

か
た
よ
ら
ず
に
励
め
（
物
語
） 

　

悩　
　

み

悩
み
は
執
ら
わ
れ
の
心
か
ら
起
こ
る 

悩
み
を
ふ
せ
ぐ
方
法 

迷
い
は
さ
と
り
の
入
口
で
あ
る 

迷
い
か
ら
の
が
れ
る
道 

煩ぼ
ん
の
う悩

の
炎
を
消
せ
ば
清
涼
の
さ
と
り
が

　

得
ら
れ
る 

愛
欲
こ
そ
迷
い
の
も
と 

愛
欲
は
花
に
隠
れ
た
毒ど
く

蛇じ
ゃ

と
思
え 

火
の
つ
い
た
家
に
執
し
ゅ
う
じ
ゃ
く

着
を
の
こ
す
な

　
（
た
と
え
話
） 

欲
望
は
過
ち
の
も
と 

こ
の
世
は
火
中
に
あ
り 

人
は
名み
ょ
う
り利
に
自
ら
を
焼
く 

財
色
の
貪む
さ
ぼり

に
よ
っ
て
人
は
身
を
滅
ぼ
す 

賢
い
者
と
愚
か
な
者
の
特
質 

愚
者
は
自
分
の
悪
に
気
が
つ
か
な
い

　
（
た
と
え
話
） 

愚
者
は
結
果
だ
け
を
見
て
、
他
人
を

　

う
ら
や
む
（
た
と
え
話
） 

愚
者
に
あ
り
が
ち
な
こ
と
（
た
と
え
話
） 

　

日　

常　

生　

活 
施
し
て
施
し
の
思
い
を
忘
れ
よ 

無む

財ざ
い

の
七し
ち

施せ 

富
を
得
る
方
法
（
物
語
） 

幸
福
を
生
む
方
法 

一
二
二

五
〇

一
〇

一
六
二

一
一

九
〇

一
三
〇

一
五
〇

一
三
六

一
〇

一
二
八

一
八
二

四
五

一
三

六
二

一
二
〇

一
四
九

八
八

八
九

二
〇

一
二
一

八
五

一
二
三

一
二
三

一
四
〇

一
四
八

一
四
八

一
五
五

一
七
九

一
七
九

一
五
三

一
三
七

五二
一
一四八一六

一
二四

一
一一一一三七一二

九一一
一
二

一
二七

一
〇一四六二四八九

一
二
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頁 

行

頁 

行

恩
を
忘
れ
る
な
（
物
語
） 

人
の
性
格 

仕
返
し
を
願
う
も
の
に
は
災
い
が

　

つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
る 

怨う
ら

み
を
静
め
る
方
法
（
物
語
） 

人
の
そ
し
り
に
動
か
さ
れ
る
な
（
物
語
） 

衣
・
食
・
住
の
た
め
に
生
き
て
い
る

　

の
で
は
な
い 

衣
・
食
は
楽
し
み
の
た
め
に
あ
る
の

　

で
は
な
い 

食
事
の
心
得 

着
物
を
着
る
と
き
の
心
得 

寝
る
時
の
心
得 

寒
さ
、
暑
さ
に
対
す
る
心
得 

日
常
生
活
の
心
得 

　

経　
　

済

物
の
使
い
方
（
物
語
） 

財
物
は
永
遠
に
自
分
の
も
の
で
は
な
い 

自
分
の
た
め
に
の
み
財
物
を
た
め
る
な 

富
を
得
る
方
法
（
物
語
） 

　

家　
　

庭

家
庭
は
心
の
触
れ
あ
う
と
こ
ろ 

家
庭
を
破
る
行
い 

父
母
の
大
恩
に
報む
く

い
る
道 

親
子
の
道 

夫
婦
の
道 

夫
婦
は
信
仰
を
同
じ
く
せ
よ
（
物
語
） 

　

婦　
　

人

婦
人
に
対
す
る
男
性
の
心
得 

夫
婦
の
道 

理
想
の
婦
人
の
誓
い
と
願
い 

　

出　

家　

の　

道

法
衣
を
着
て
、
経
を
誦よ

ん
で
い
る
だ
け

　

で
は
僧そ
う

侶り
ょ

で
は
な
い 

僧
侶
は
寺
と
そ
の
財
の
相
続
者

　

で
は
な
い 

欲
深
き
は
真
の
僧
侶
で
は
な
い 

僧
侶
の
保
つ
べ
き
真
実
の
生
活
と
は 

一
四
五

九
二

一
三
七

二
四
一

一
二
六

二
一
四

一
二
一

二
一
七

二
一
六

二
一
七

二
一
七

二
一
五

二
三
〇

二
二
九

二
三
二

一
五
三

二
二
七

二
二
一

二
二
六

二
二
二

二
二
三

二
三
一

一
三
五

二
三
一

二
三
二

二
〇
七

二
〇
四

二
〇
四

二
〇
六

九三五六
一
二九二四九

一
〇六

一
一三九

一
一

九一
一
〇

一
〇七六七

一
一四八四一三三
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頁 

行

頁 

行

　

社　
　

会

社
会
の
意
義 

社
会
の
現
実
相 

社
会
集
団
の
型 

真
の
共
同
社
会 

暗く
ら
や
み闇
の
野
に
さ
す
光 

和
合
の
人
間
関
係 

社
会
集
団
に
お
け
る
和
合
の
法 

教
団
の
理
想 

仏
教
徒
の
社
会
的
理
想 

秩
序
を
乱
す
も
の
は
共
に
滅
ぶ

　
（
た
と
え
話
） 

ね
た
み
、
争
う
者
は
共
に
滅
ぶ

　
（
た
と
え
話
） 

老
人
を
尊
敬
せ
よ
（
物
語
） 

師
弟
の
道 

友
人
の
道 

友
を
選
ぶ
法 

雇こ

傭よ
う

者し
ゃ

と
労
働
者
の
心
得 

罪
人
に
対
し
て 

教
師
の
心
得 

二
三
六

一
〇
〇

二
三
七

二
三
七

二
三
五

二
三
七

二
三
九

二
三
八

二
四
五

一
四
六

一
四
六

一
四
〇

二
二
二

二
二
三

二
二
五

二
二
四

二
三
三

二
〇
八

九
一
一一六四

一
二三四

一
一

一
二

一
二九

一
二

一
〇六四

三九





用　

語　

解　

説
（
五
十
音
順
）

こ
の
解
説
に
含
ま
れ
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
で
は
、

各
節
の
最
初
に
出
て
く
る
も
の
に
＊
印
が
付
し
て
あ
る
。
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因い
ん
ね
ん縁  (hetu-pratyaya)

　

因
と
縁
と
の
こ
と
で
あ
る
。
因
と
は
結
果
を
生
じ
さ

せ
る
直
接
的
原
因
、
縁
と
は
そ
れ
を
助
け
る
外
的
条
件

で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
滅
す
る

の
で
、
こ
の
こ
と
を
因
縁
所
生
な
ど
と
い
う
。
こ
の
道

理
を
す
な
お
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
、
仏
教
に
入
る
大

切
な
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。
世
間
で
は
転
用
し
て
、
悪

い
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
来
の
意
味

を
逸い
つ
だ
つ脱

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
注
意
を
要
す
る
。
な

お
縁
起
と
い
う
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。

廻え

向こ
う  (parinam

a)

　

自
分
の
な
し
た
よ
い
行
為
を
ふ
り
向
け
る
こ
と
で
、

こ
れ
に
、
自
分
自
身
の
未
来
の
さ
と
り
に
ふ
り
向
け
る

場
合
と
、他
の
人
び
と
に
ふ
り
向
け
る
場
合
と
が
あ
る
。

現
在
一
般
に
世
間
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、「
死
ん

だ
人
が
、
こ
の
世
で
な
し
た
悪
行
の
罪
を
消
し
て
、
来

世
で
の
良
い
結
果
を
得
る
よ
う
に
」
と
い
う
願
い
を

も
っ
て
、
葬
式
や
法
事
の
際
の
読
経
の
功
徳
に
よ
っ
て

死
者
の
冥め
い

福ふ
く

を
祈
念
す
る
、と
い
う
形
の
廻
向
で
あ
る
。

縁え
ん

起ぎ  (pratityasam
utpada)

　

因
縁○

生
起○

の
略
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
互
い
に

関
係
し
あ
っ
て
生
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。

仏
教
の
教
え
の
基
本
と
な
る
思
想
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る

存
在
の
も
ち
つ
も
た
れ
つ
の
関
係
を
認
め
る
か
ら
、「
お

蔭か
げ

さ
ま
で
」
と
い
う
感
謝
と
な
り
、
報
恩
と
い
う
奉
仕

も
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
縁
起
思
想
は
、
さ
ら
に
哲
学

的
な
展
開
を
遂
げ
、
煩は
ん

瑣さ

な
組
織
を
も
つ
に
至
る
。
転

じ
て
寺
院
や
仏
像
の
由
来
や
伝
説
を
指
し
た
り
、
吉
凶

を
か
つ
ぐ
の
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る

が
、
本
来
の
意
味
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

教き
ょ
う
だ
ん
団  (sam

gha)

　

同
じ
教
え
を
奉
じ
て
集
ま
っ
た
人
び
と
の
集
団
を
い

う
。
一
般
に
、
教
義
を
説
き
教
え
る
聖
職
者
層
と
、
教

え
を
受
け
入
れ
る
信
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
仏
教
で
は

古
来
、
こ
れ
を
サ
ン
ガ
と
称
し
た
。
し
か
し
厳
密
に
は

初
期
に
お
い
て
は
出
家
者
教
団
を
指
し
た
と
思
わ
れ

る
。
後
に
大
乗
が
興
起
す
る
と
、
菩ぼ

薩さ
つ

と
い
う
人
間
像

を
目
指
し
て
実
践
す
る
人
び
と
の
集
ま
り
は
、
在
家
、

出
家
の
区
別
を
超
え
て
連
帯
し
た
教
団
と
な
っ
た
と
い
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わ
れ
る
。
組
織
と
し
て
の
教
団
は
、
現
在
で
は
一
宗
一

派
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
。

空く
う  (sunyata)

　

存
在
す
る
も
の
に
は
、
実
体
・
我が

が
な
い
と
考
え
る

思
想
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
相
縁よ

り
、
相
起
こ
っ

て
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
実
体
と
し
て
不
変
な

自
我
が
そ
の
中
に
存
在
す
る
筈
が
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
実
体
あ
り
と
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い

し
、
存
在
し
な
い
と
と
ら
わ
れ
て
も
な
ら
な
い
わ
け
で

あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
、
人
も
そ
の
他
の
存
在
も
相

対
的
な
関
係
に
あ
り
、
一
つ
の
存
在
や
主
義
に
と
ら
わ

れ
た
り
、
絶
対
視
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
般
若
経

系
統
の
思
想
の
根
本
と
さ
れ
る
。

解げ

脱だ
つ  (vim

ukti

・vim
oks

4a)

　

文
字
ど
お
り
に
、
こ
の
輪り
ん
ね
て
ん
し
ょ
う

廻
転
生
す
る
迷
い
の
世
界

と
い
う
縛ば
く

か
ら
解○

き
離
れ
て
、
涅ね

槃は
ん

と
よ
ば
れ
る
さ
と

り
の
境
地
へ
と
脱○

出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
迷
い
の
世
界
か
ら
脱
出
し
て
、
永
遠
に
さ
と
り
の
状

態
に
と
ど
ま
る
も
の
が
、〝
仏ぶ
っ

陀だ

〟
で
あ
り
、
そ
こ
で

は
一
切
の
縛
、す
な
わ
ち
煩ぼ
ん
の
う悩

か
ら
離
れ
て
い
る
の
で
、

自
由
自
在
な
の
で
あ
る
。

業ご
う  (karm

an)

　

本
来
の
意
味
は
行
為
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
因
果

関
係
と
結
合
し
て
、
行
為
の
も
た
ら
す
結
果
と
し
て
の

潜
在
的
な
力
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の

行
為
は
必
ず
善
悪
・
苦
楽
の
果
報
を
も
た
ら
す
か
ら
、そ

の
影
響
力
が
業
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
善
い

行
為
を
繰
り
返
し
、
積
み
重
ね
れ
ば
、
そ
の
影
響
力
が

未
来
に
及
ん
で
作
用
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お

業
に
は
、
身し
ん・
口く

・
意い

の
三
種
の
行
為
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

慈じ

ひ悲  (m
aitri-karuna)

　

仏
教
に
お
け
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
倫
理
項
目
で
、

〝
慈
〟
と
は
相
手
に
楽
し
み
を
与
え
る
こ
と
、〝
悲
〟
と

は
相
手
か
ら
苦
し
み
を
抜
き
去
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

を
体
得
し
て
、
対
象
を
差
別
せ
ず
に
慈
悲
を
か
け
る
も

の
が
〝
覚か
く
し
ゃ者

〟
す
な
わ
ち
仏ほ
と
けで

あ
り
、
そ
れ
を
象
徴
的

に
表
現
し
た
も
の
が
、
観
音
・
地
蔵
の
両
菩
薩
で
あ
る
。

や
さ
し
く
い
う
と
、
慈
悲
と
は
〝
相
手
と
共
に
喜
び
、

共
に
悲
し
ん
で
あ
げ
る
〟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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出し
ゅ
っ
け家  (pravrajana)

　

家
庭
生
活
を
捨
離
し
て
、
専も
っ
ぱら
道
の
修
行
を
行
う
こ

と
。
ま
た
そ
の
実
践
者
を
い
う
。
イ
ン
ド
で
は
修
道
の

た
め
に
家
庭
を
出
て
、
宗
教
的
実
践
の
生
活
に
入
る
こ

と
が
、
ご
く
普
通
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
て
、
釈
尊
も
そ

れ
に
従
っ
て
出
家
し
、
沙
門
（
バ
ラ
モ
ン
以
外
の
修
行

者
）
と
な
り
、
遂
に
悟
り
を
開
い
て
仏
陀
と
な
り
、
仏

教
の
開
祖
と
な
っ
た
。
在
家
信
者
に
対
し
て
、
出
家
修

行
者
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
仏
教
教
団
の
伝
統
は
、
日

本
で
は
厳
格
と
は
い
い
難
い
。

智ち

え慧  (

般は
ん
に
ゃ若

・prajña)

　

普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
〝
知
恵
〟
と
は
区
別
し
て
、

わ
ざ
わ
ざ
仏
教
で
は
〝
般
若
〟
の
漢
訳
と
し
て
こ
の
言

葉
を
用
い
て
い
る
が
、
正
邪
を
区
別
す
る
正
し
い
判
断

力
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
完
全
に
備
え
た
も
の
が
〝
仏ぶ
っ

陀だ

〟
で
あ
る
。
単
な
る
知
識
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
現

象
の
背
後
に
存
在
す
る
真
実
の
姿
を
見
ぬ
く
こ
と
の
で

き
る
も
の
で
、
こ
れ
を
得
て
さ
と
り
の
境
地
に
達
す
る

た
め
の
実
践
を
〝
般は
ん
に
ゃ若
波は

ら羅
蜜み
つ

〟
と
い
う
。

中ち
ゅ
う
ど
う
道  (m

adhyam
a pratipad)

　

偏
見
を
離
れ
た
中
正
の
道
を
い
う
。
仏
教
の
立
場
を

指
し
て
い
う
。
し
た
が
っ
て
仏
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
流
れ

で
は
、
中
道
の
思
想
は
尊
重
さ
れ
、
高
揚
さ
れ
て
き
た
。

中
間
の
道
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、と
ら
わ
れ
を
離
れ
、

公
平
に
現
実
を
徹
見
す
る
立
場
を
形
容
し
て
い
う
わ
け

だ
が
、
そ
の
内
容
は
両
極
端
を
否
定
し
、
止
揚
す
る
思

想
と
し
て
表
わ
れ
て
く
る
。
例
え
ば
有
・
無
の
両
極
端
、

断
・
常
の
二
見
を
否
定
す
る
立
場
と
な
る
。
一
種
の
弁

証
法
哲
学
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

涅ね

槃は
ん  (nirvana)

　

梵ぼ
ん

語ご

の
〝
吹
き
消
す
〟
と
い
う
意
味
の
、ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
と
い
う
単
語
の
漢
音
写
で
、〝
滅め
つ

〟・〝
滅め
つ

度ど

〟・

〝
寂じ
ゃ
く
め
つ滅

〟
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。
丁
度
ロ
ー
ソ
ク
の
火
を

吹
き
消
す
よ
う
に
、
欲
望
の
火
を
吹
き
消
し
た
も
の
が

到
達
す
る
境
地
で
、
こ
れ
に
到
達
す
る
こ
と
を
〝
入に
ゅ
う涅ね

槃は
ん

〟
と
い
い
、
達
し
た
も
の
を
〝
仏
陀
〟
と
よ
ぶ
。
釈

迦
牟
尼
仏
が
亡
く
な
っ
た
瞬
間
を
〝
入
涅
槃
〟
と
い
う

こ
と
も
あ
る
が
、
肉
体
が
滅
び
た
と
き
に
完
全
に
煩ぼ
ん
の
う悩
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の
火
が
消
え
る
、
と
い
う
考
え
方
か
ら
で
、
普
通
は
、

三
十
五
歳
で
仏ほ
と
けに
な
っ
た
と
き
に
〝
涅
槃
〟
の
状
態
に

達
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

波は

ら羅
蜜み
つ  (param

ita)

　

パ
ー
ラ
ミ
タ
ー
と
い
う
梵
語
の
漢
音
写
で
、〝
度ど

〟

と
か
〝
到と
う

彼ひ

岸が
ん

〟
と
訳
さ
れ
る
。
此こ

の
迷
い
の
岸
で
あ

る
現
実
の
世
界
か
ら
彼か

の
さ
と
り
の
岸
で
あ
る
仏
の
世

界
へ
と
渡
し
て
く
れ
る
実
践
行
の
こ
と
で
、
普
通
六ろ
っ

波ぱ

羅ら
み
つ蜜
と
い
っ
て
、
六
種
類
が
あ
げ
ら
れ
る
。
六
と
は
、

布ほ
ど
こ
し施
・
持ど
う
と
く戒
・
忍が

辱ま
ん

・
精ど

進り
ょ
く・
禅
せ
い
し
ん
と
う
い
つ
  

定
・
智
た
だ
し
い
は
ん
だ
ん

   

慧
の
こ

と
で
、
日
本
で
は
、
春
秋
の
〝
彼
岸
〟
と
よ
ば
れ
る
行

事
は
、
こ
れ
ら
を
実
践
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
名
づ
け

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

仏ぶ
つ  (

仏ぶ
っ

陀だ

・B
uddha)

　

梵
語
の〝
さ
と
れ
る
も
の
〟と
い
う
意
味
の
単
語
を
漢

字
に
音
写
し
た
も
の
が〝
仏
陀
〟で
、そ
の
省
略
が〝
仏
〟

で
あ
り
、〝
ほ
と
け
〟
と
も
読
ま
せ
る
。
普
通
〝
覚か
く
し
ゃ者

〟・

〝
正し
ょ
う
か
く
し
ゃ

覚
者
〟
と
漢
訳
さ
れ
、
も
と
も
と
は
、
仏
教
の
創

始
者
で
あ
る
〝
釈
迦
牟
尼
仏
（
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー

ル
タ
）〟を
指
し
た
。仏
教
の
目
的
は
、各
人
が
こ
の〝
仏
〟

の
状
態
に
到
達
す
る
こ
と
で
、
そ
の
手
段
や
期
間
等
の

違
い
に
よ
っ
て
宗
派
が
分
か
れ
て
い
る
。

　

大
乗
仏
教
の
場
合
、
歴
史
上
の
仏
で
あ
る
釈
迦
牟
尼

仏
の
背
後
に
、
種
々
な
永
遠
の
仏
の
存
在
が
説
か
れ
る

よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
・
大
日
如
来
・

毘び

る盧
舎し
ゃ

那な

仏
・
薬
師
如
来
・
久く
お
ん
じ
つ
じ
ょ
う

遠
実
成
の
釈
迦
牟
尼
仏

と
い
っ
た
仏
が
、
各
宗
派
の
崇
拝
の
対
象
と
か
教
主
と

し
て
説
か
れ
て
い
る
。

　

な
お
日
本
で
は
、
死
者
の
こ
と
を
〝
ほ
と
け
〟
と
よ

ぶ
が
、
こ
れ
は
浄
土
教
の
〝
往
お
う
じ
ょ
う
じ
ょ
う
ぶ
つ

生
成
仏
〟
思
想
の
影
響

で
、
死
者
が
浄
土
に
生
ま
れ
、
そ
こ
で
〝
仏
〟
に
な
る

と
い
う
信
仰
に
由
来
す
る
。

仏ぶ
っ
し
ょ
う
性  (buddhata

・buddhatva)

　
〝
仏
に
な
る
種た

ね子
〟と
い
っ
た
も
の
で
、あ
ら
ゆ
る
存

在
に
こ
れ
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
仏
教
の
特
徴
が
あ
る
。

〝
覚さ
と

り
に
達
す
る
潜
在
力
・
可
能
性
〟と
い
っ
て
も
よ
い
。

又
、〝
仏
心
〟
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、〝
一い
っ
さ
い
し
ゅ
じ
ょ
う
し
つ

切
衆
生
悉
有う

仏ぶ
っ
し
ょ
う

性
〟
と
い
う
句
に
も
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
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て
の
存
在
に
、
差
別
し
な
い
で
こ
の
仏
性
を
認
め
た
と

こ
ろ
に
、仏
教
の
平
等
説
の
立
場
が
見
ら
れ
る
。こ
の
内

在
す
る
仏
性
を
外
に
現
わ
し
た
も
の
を
〝
仏ほ
と
け〟

と
よ
ぶ
。

法ほ
う  (

達だ
つ

磨ま

・dharm
a)

　

さ
と
れ
る
も
の
で
あ
る
〝
仏ぶ
っ

陀だ

〟
に
よ
っ
て
説
か
れ

た
〝
真
実
の
教
え
〟
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
具
体
的
な

内
容
は
、
三
蔵
と
よ
ば
れ
る
、
経
（
仏
の
説
か
れ
た
教

え
）・
律
（
仏
の
定
め
た
日
常
規
則
）・
論
（
経
と
律
と

に
対
す
る
解
釈
や
注
釈
）
の
三
種
の
聖
典
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
覚か
く
し
ゃ者

で
あ
る
〝
仏
陀
〟・
仏
教
徒
の
集
ま
り
で

あ
る
〝
僧そ
う
ぎ
ゃ伽

〟
と
共
に
、
仏
教
の
基
本
的
な
よ
り
ど
こ

ろ
で
あ
る
三さ
ん
ぼ
う宝
を
な
し
て
い
る
。

菩ぼ

薩さ
つ  (bodhisattva)

　

元
来
、
釈
尊
の
成じ
ょ
う
ど
う道以
前
の
修
行
時
代
を
指
す
。
悟

り
を
求
め
る
人
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
が
興

起
し
て
か
ら
は
、
拡
大
解
釈
さ
れ
て
、
大
乗
仏
教
徒
を

指
す
こ
と
に
な
る
。
向
上
的
に
は
仏
の
悟
り
を
目
指
し

つ
つ
、
向
下
的
に
は
す
べ
て
の
人
び
と
を
同
様
に
仏
の

悟
り
へ
と
導
こ
う
と
努
力
す
る
人
間
像
を
菩
薩
と
よ
ぶ

よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
仏
の
慈じ

ひ悲
や
智ち

え慧
の
働
き
の
一

部
分
を
に
な
い
、
仏
の
補
佐
役
と
し
て
人
び
と
の
悩
み

に
応
じ
て
現
わ
れ
る
、
観
音
と
か
地
蔵
の
よ
う
な
威
神

力
の
あ
る
救
い
手
も
そ
う
よ
ば
れ
る
。

煩ぼ
ん
の
う悩  (klesa)

　

悟
り
の
実
現
を
妨
げ
る
人
間
の
精
神
作
用
の
す
べ
て

を
指
し
て
い
う
。
人
間
の
生
存
に
直
結
す
る
多
く
の
欲

望
は
身
体
や
心
を
悩
ま
し
、
か
き
乱
し
、
煩わ
ず
らわ

せ
る
。

そ
の
根
元
は
我
欲
・
我
執
で
あ
り
、
生
命
力
そ
の
も
の

に
根
ざ
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
貪む
さ
ぼり

、
瞋い
か

り
、
愚
か

さ
が
そ
の
根
本
で
あ
り
、
派
生
し
て
多
く
の
煩
悩
が
数

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
悟
り
の
実
現
に
障
害
と
な
る
か

ら
、
修
道
の
過
程
で
滅
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
。
し
か
し
生
命
力
に
直
結
し
て
い
る
も
の
を
否
定
で

き
な
い
と
し
て
、
悟
り
へ
の
跳
躍
台
と
し
て
肯
定
す
る

思
想
も
あ
る
。

無む

が我  (anatm
an)

　

仏
教
の
最
も
基
本
的
な
教
義
の
一
つ
で
「
こ
の
世
界

の
す
べ
て
の
存
在
や
現
象
に
は
、
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
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実
体
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
イ

ン
ド
の
宗
教
が
、個
々
の
存
在
の
実
体
と
し
て
の
〝
我
〟

を
説
い
て
き
た
の
に
対
し
、
諸し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
を
主
張
し
た
仏

教
が
、〝
永
遠
の
存
在
で
は
あ
り
得
な
い
こ
の
世
の
存

在
や
現
象
に
実
体
が
あ
る
わ
け
は
な
い
〟
と
説
い
た
の

は
当
然
で
あ
る
。
な
お
〝
我
〟
は
他
宗
教
で
い
う
霊
魂

に
あ
た
る
と
い
え
る
。

無む
じ
ょ
う常  (anitya)

　

あ
ら
ゆ
る
存
在
が
生
滅
変
化
し
て
う
つ
り
変
わ
り
、

同
じ
状
態
に
は
止と
ど

ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
。
仏
教

の
他
宗
教
と
異
な
る
思
想
的
立
場
を
明
示
す
る
一
つ
で

あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
生
ま
れ
、
持
続
し
、
変
化

し
、や
が
て
滅
び
る
と
い
う
四
つ
の
段
階
を
示
す
か
ら
、

そ
れ
を
観
察
し
て
「
苦
」
で
あ
る
と
宗
教
的
反
省
の
契

機
と
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な

学
派
の
立
場
か
ら
、
形
而
上
学
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て

き
た
が
、
単
な
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
暗
い

面
の
み
を
強
調
し
て
は
な
ら
な
い
。
生
成
発
展
も
無
常

の
一
面
だ
か
ら
で
あ
る
。

無む
み
ょ
う明  (avidya)

　

正
し
い
智ち

え慧
の
な
い
状
態
を
い
う
。
迷
い
の
根
本
で

あ
る
無
知
を
指
す
。
そ
の
心
理
作
用
が
愚ぐ

ち痴
で
あ
る
と

い
う
。
学
派
に
よ
っ
て
分
析
、
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
根
源
的
な
、
煩
悩
を
煩
悩
た
ら
し
め

る
原
動
力
の
よ
う
な
も
の
と
把と
ら

え
ら
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
例
え
ば
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
因
果
を
十
二
段
階

に
説
明
す
る
十
二
因
縁
説
で
は
、
最
初
に
無
明
が
あ
る

と
設
定
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
生
存
の
欲
望
の
盲

目
的
な
意
志
と
把
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

唯ゆ
い
し
き識  (vijbaptim

atrata)

　

こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
現
象
と
は
、人
間
の〝
こ

こ
ろ
〟か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
実
際
に
あ
る
の
は
、
こ

の〝
こ
こ
ろ
〟だ
け
な
の
だ
、
と
い
う
説
で
、
大
乗
仏
教

の
中
に
現
わ
れ
た
も
の
。
即
ち
、
眼げ
ん

耳に

鼻び

舌ぜ
つ

身し
ん

意い

と
い

う
六
つ
の
感
覚
器
官
が
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
を
認
識
す
る

六
つ
の
識し
き

の
ほ
か
に
、
第
七
、
第
八（
阿あ

ら

や
頼
耶
識し
き

）の
二

識
を
た
て
、
こ
れ
ら
八
つ
の
識
の
働
き
が
、
こ
の
世
に

存
在
や
現
象
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
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輪り
ん

廻ね  (sam
sara)

　

過
去
世
か
ら
現
在
世
へ
、
更
に
未
来
世
へ
と
、
生
ま

れ
変
わ
り
死
に
変
わ
る
こ
と
を
、
輪
が
ま
わ
る
の
に
た

と
え
た
も
の
で
、
輪り
ん

廻ね

転て
ん
し
ょ
う生と

い
う
言
葉
も
あ
る
。
人

間
が
、
こ
の
迷
い
の
世
界
か
ら
さ
と
り
の
世
界
へ
と
脱

出
し
な
い
限
り
、
地じ

獄ご
く

・
餓が

き鬼
・
畜ち
く
し
ょ
う生

の
三
悪
道
や
、

そ
れ
に
阿あ

修し
ゅ

羅ら

・
人
間
・
天
上
を
加
え
た
六
道
の
世
界

へ
の
転
生
を
永
遠
に
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
こ
の
輪
廻

の
輪
か
ら
抜
け
出
た
も
の
が
、〝
仏ぶ
っ

陀だ

〟
と
よ
ば
れ
る
。
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仏
教
伝
道
協
会
に
つ
い
て

　

仏
教
伝
道
協
会
の
こ
と
を
語
る
に
は
、
先
ず
一
人
の
実
業
家
沼
田
惠え

範は
ん

氏
（
株
式
会
社
ミ
ツ
ト
ヨ
創
業
者
）
の

こ
と
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

彼
は
、
去
る
昭
和
九
年
に
現
在
の
事
業
を
始
め
た
と
き
以
来
、
事
業
の
繁
栄
は
天
・
地
・
人
に
よ
り
、
ま
た
人

間
の
完
成
は
智ち

え慧
と
慈じ

ひ悲
と
勇
気
の
三
つ
が
整
っ
て
の
み
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
技
術
の
開
発
と
心
の
開

発
を
め
ざ
し
て
会
社
を
設
立
し
た
。
世
界
の
平
和
は
人
間
の
完
成
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
。
人
間
の
完
成
を
め

ざ
す
宗
教
に
仏
教
が
あ
る
。

　

彼
は
半
世
紀
を
こ
え
る
会
社
経
営
の
か
た
わ
ら
、
仏
教
伝
道
の
た
め
に
仏
教
音
楽
の
普
及
と
近
代
化
を
志
こ
こ
ろ
ざし
、

仏
教
聖
画
や
仏
教
聖
典
の
普
及
に
努
め
て
き
た
が
、
昭
和
四
十
年
十
二
月
に
こ
れ
ら
一
切
の
仏
教
伝
道
事
業
を
組

織
化
し
、
こ
れ
を
世
界
平
和
の
一
助
と
す
る
た
め
に
私
財
を
寄
進
し
た
。

　

か
く
て
仏
教
伝
道
協
会
は
、
仏
教
伝
道
の
公
の
機
関
と
し
て
発
足
し
た
。
仏ぶ
っ

陀だ

の
教
え
を
遍あ
ま
ねく
一
切
に
及
ぼ
し
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て
、
す
べ
て
の
同
胞
と
共
に
こ
の
大だ
い

智ち

と
大だ
い

悲ひ

の
光
に
浴
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

　

仏
教
伝
道
協
会
は
創
設
者
の
意
志
を
引
き
継
ぎ
、こ
の
問
題
を
永
遠
に
問
い
続
け
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

約
言
す
れ
ば
、
仏
教
普
及
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
が
仏
教
伝
道
協
会
の
事
業
の
す
べ
て
で
あ
る
。

　

こ
の
聖
典
は
日
本
の
長
い
歴
史
を
ふ
り
返
っ
た
と
き
、
我
々
が
仏
教
文
化
を
そ
の
誇
り
と
し
な
が
ら
、
真
に
日

本
人
の
経
典
と
い
え
る
も
の
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
反
省
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
の
聖
典
は
、
だ
れ
で
も
読
め
る
、
読
ん
で
心
の
糧か
て

と
な
る
、
ど
ん
な
人
で
も
、
そ
の
机
上
に
置

い
て
、
ま
た
外
出
時
に
携
え
、
生
き
た
釈し
ゃ
く
そ
ん尊の
大
人
格
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。

　

仏
教
伝
道
協
会
は
、
こ
の
聖
典
が
一
つ
で
も
多
く
の
家
庭
に
入
り
、
一
人
で
も
多
く
の
同
胞
の
手
に
渡
り
、
す

べ
て
の
人
が
ひ
と
し
く
教
え
の
光
に
浴
す
る
こ
と
の
で
き
る
日
の
く
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

合　

掌
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