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平
成
二
十
四
年
度
　
第
二
十
三
回
法
華
経
・
日
蓮
聖
人
・
日
蓮
教
団
論
研
究
セ
ミ
ナ
ー

イ
ン
ド
大
乗
佛
教
の
成
立
と
教
団

下
　
田
　
正
　
弘

　
下
田
正
弘
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
「
大
乗
仏
教
の
成
立
と
教
団
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
ち
ょ
う
だ
い
い
た
し
ま
し
て
、
最
新
の
研
究
事

情
を
紹
介
し
な
が
ら
、
古
代
の
イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
が
興
起
し
て
き
た
時
期
は
ど
う
い
う
様
相
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
う
し
た
環
境
、
状
況

を
押
さ
え
て
、
大
乗
仏
教
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
が
理
解
す
る
範
囲
で
お
伝
え
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
私
は
、
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
大
乗
経
典
の
研
究
を
専
門
に
し
て
お
り
ま
し
て
、
学
生
時
代
か
ら
数
え
ま
す
と
、
三

十
年
ほ
ど
、
曲
が
り
な
り
に
も
勉
強
を
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
よ
う
や
く
最
近
に
な
っ
て
、
大
乗
仏
教
と
い
う
の
が
ど
う

い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
少
し
分
か
り
か
け
て
き
た
と
い
う
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
か
な
か
容
易
に
実
像
が
つ
か
み
え
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
日
本
の
研
究
事
情
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
し
て
日
本
の
研
究
事
情
は
、
ま
た
世
界

の
研
究
事
情
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
し
た
事
情
に
就
い
て
今
日
は
そ
の
背
景
に
ま
で
遡
っ
て
お
話
を
お
伝

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
大
乗
仏
教
の
形
成
に
関
連
す
る
最
新
の
研
究
の
背
景
を
お
話
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
近
年
の
学
会
の
状
況
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

次
に
、
よ
く
私
た
ち
が
耳
に
す
る
「
原
始
仏
教
」
で
あ
る
と
か
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
と
い
っ
た
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
内
実
と
い
う
も

の
が
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
ど
う
や
っ
て
出
て
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
い
直
す
必
要
性
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
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い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
今
度
は
視
点
を
転
じ
ま
し
て
、
近
代
の
こ
と
、
イ
ン
ド
の
考
古
学
の
進
展
状
況
を
お
伝
え
い
た
し
ま
す
。
こ
の
二
十
年
ほ
ど

考
古
学
は
格
段
に
進
化
し
て
お
り
ま
し
て
、
イ
ン
ド
仏
教
の
こ
れ
ま
で
の
理
解
と
い
う
も
の
を
大
き
く
変
え
て
き
て
い
ま
す
。
実
は
私
自

身
、
考
古
学
の
成
果
に
触
れ
て
は
じ
め
て
、
大
乗
仏
教
興
起
の
頃
の
事
情
が
よ
う
や
く
つ
か
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
考
古
学
研
究
の
中
心
に
な
り
ま
す
仏
塔
と
、
仏
の
伝
記
つ
ま
り
仏
伝
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
見
て
み
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ

れ
ら
仏
塔
・
仏
伝
と
対
比
す
る
形
で
表
れ
て
く
る
大
乗
経
典
と
大
乗
仏
教
の
特
色
を
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
経
典
と
い

う
も
の
が
持
つ
重
要
な
形
態
要
素
で
あ
る
「
書
写
教
典
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
順
序
で
、
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
ま
ず
私
た
ち
日
本
に
生
ま
れ
育
っ
た
者
、
そ
し
て
仏
教
に
親
し
み
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
縁
が
あ
っ
た
り
す
る
者
と
し
て
は
、

大
乗
仏
教
と
い
う
の
は
仏
教
そ
の
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
疑
う
、
そ
の
出
自
を
問
う
と
か
、
一
体
ど
う
い
う
経
緯
で
生
ま
れ
て
き
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
問
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
二
千
五
百
年
と
い
う
歴
史
を
振
り
返
っ
た
と
き
に
、

大
乗
仏
教
の
歴
史
に
つ
い
て
の
問
い
と
い
う
の
が
、
特
に
近
世
以
降
に
な
り
ま
し
て
現
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
大
乗
仏
教
は
ブ
ッ
ダ
が
説
い

た
教
え
で
は
な
い
と
い
う
、「
大
乗
非
仏
説
論
」
が
現
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　
こ
の
こ
と
が
、
日
本
に
お
い
て
は
明
治
以
降
、
非
常
に
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
仏
教
研
究
者
は
寺
院
の
子
弟
で
あ
る

場
合
が
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
大
乗
仏
教
の
出
自
は
何
か
」
と
い
う
問
い
の
前
に
、
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、

近
代
日
本
の
仏
教
研
究
は
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　
仏
教
は
、
ご
存
じ
の
と
お
り
イ
ン
ド
か
ら
始
ま
っ
て
、
ア
ジ
ア
に
、
北
に
広
が
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
十
八
世
紀
あ
た
り
か
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ア
ジ
ア
に
進
出
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
ア
ジ
ア
の
国
々
を
や
が
て
は
植
民
地
に
し
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
う
し
た
活
動
の
中
で
、
そ
の
地
域
の
文
化
、
宗
教
と
い
う
も
の
を
、
研
究
を
始
め
ま
す
。
こ
う
や
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
始
ま
っ
て
い
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っ
た
仏
教
研
究
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
仏
教
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
と
い
う
視
点
か
ら
仏
教
を
解
明
し
て
い

く
と
い
う
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大
変
な
影
響
を
世
界
に
与
え
始
め
ま
す
。

　
後
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
す
が
、
十
九
世
紀
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
王
朝
の
時
代
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
研
究
と
い
う
も
の
が
確
立
し
た
。
ま
ず

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
い
う
言
語
を
解
明
し
、
そ
れ
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
伝
わ
っ
て
い
る
パ
ー
リ
語
と
い
う
、
二
千
五
百
年
前
の
仏
典
の
言

語
を
解
明
す
る
。
そ
し
て
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
の
言
語
、
ラ
テ
ン
語
と
比
較
し
て
い
っ
て
、
非
常
に
古
い
時
代
に
考
察
の
光
を
与
え
て
い

き
、
そ
こ
か
ら
仏
教
を
照
ら
し
返
し
て
い
く
│
そ
う
い
う
動
き
が
西
洋
で
起
こ
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
の
影
響
を
、
実
は
仏
教
国
が

や
が
て
受
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。
現
在
の
仏
教
研
究
も
そ
の
強
い
影
響
の
も
と
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
西
洋
の
研
究
に
お
い
て
は
、
東
ア
ジ
ア
に
伝
わ
っ
た
「
大
乗
仏
教
」
と
い
う
の
は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
伝
わ
っ
た
仏
教
と
は
大

き
く
違
っ
て
い
て
、
そ
の
実
態
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
来
の
仏
教
は
東
南
ア
ジ
ア
に
伝
わ
っ
た
、
パ
ー
リ
語
で
書
か
れ
た
経

典
の
中
に
表
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
漢
訳
経
典
に
表
れ
て
い
る
仏
教
と
い
う
の
は
、
時
代
を
下
っ
て
現
れ
て
き
た
仏
教
な
ら
ざ
る
も

の
で
あ
る
、
と
す
る
説
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の
大
乗
非
仏
説
論
の
始
ま
り
で
す
。

　
実
は
、
日
本
に
お
い
て
江
戸
時
代
に
、
富
永
仲
基
と
い
う
大
変
な
文
献
学
者
が
、
す
で
に
西
洋
の
大
乗
非
仏
説
論
を
先
取
り
す
る
説
を

出
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
実
証
的
に
経
典
を
研
究
を
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
大
変
優
れ
た
も
の
だ
と
、

私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
反
省
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
に
、
私
た
ち
が
伝
統
の
中
で
信
じ
て
い
る
も
の
、
信
じ
て
い
る
経
典
と
い

う
も
の
の
価
値
、
意
味
が
、
急
に
変
え
ら
れ
た
と
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
た
じ
ろ
い
で
し
ま
う
の
で
す
が
、、
批
判
を
き
ち
ん
と
受
け

止
め
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
客
観
化
す
る
か
は
っ
き
り
と
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
特
に
明
治
以
降
の
日
本
の
仏
教
研
究
は
、
あ
る
意
味
で
、
西
洋
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
た
、
こ
う
し
た
大
乗
非
仏
説
論
に
対
す
る
弁
明
の

歴
史
だ
、
と
い
っ
て
も
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
今
度
は
少
し
話
題
を
変
え
ま
す
。
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大
乗
仏
教
の
「
教
団
」
を
研
究
者
が
た
ど
っ
て
い
こ
う
と
し
た
際
に
、
い
ろ
い
ろ
説
明
の
つ
か
な
い
こ
と
が
出
て
き
て
し
ま
う
、
と
い

う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
律
蔵
と
い
う
も
の
が
大
乗
仏
教
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
出
家
制
度
や
僧
団
運
営
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
律
に
よ

っ
て
保
障
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
仏
教
の
歴
史
、
仏
教
の
基
本
で
す
。
そ
う
す
る
と
大
乗
仏
教
が
教
団
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
す
る
と
、

な
ぜ
律
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
今
度
は
古
代
の
考
古
学
が
、
大
乗
仏
教
の
教
団
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
っ
て
、
探
し
て
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
し
い
遺

跡
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
。
出
て
く
る
も
の
、
名
前
の
判
明
す
る
よ
う
な
も
の
は
全
て
、
伝
統
的
な
部
派
仏
教
の
教
団
名
ば
か
り
で
あ

っ
て
、
大
乗
と
い
う
名
前
は
五
、
六
世
紀
に
至
る
ま
で
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
西
洋
が
研
究
を
始
め
た
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
は
こ
れ
ま
た
、
全
く
大
乗
と
い
う
名
前
が
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
か
ら
大
乗

の
経
典
も
出
て
こ
な
い
。

　
一
方
、
五
世
紀
の
玄
奘
三
蔵
、
七
世
紀
の
法
顕
と
い
う
中
国
の
訳
経
三
蔵
た
ち
が
イ
ン
ド
に
入
っ
て
行
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
大

乗
仏
教
の
よ
う
す
を
記
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
大
乗
教
団
の
特
徴
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
大
乗
の
経
典
を
読

ん
で
い
る
こ
と
く
ら
い
で
、
あ
と
は
変
わ
り
が
な
い
。
つ
ま
り
小
乗
教
団
と
大
乗
教
団
と
は
別
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
実
は
お
坊
さ
ん
た

ち
は
一
緒
に
修
行
を
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
、
と
。

　
そ
し
て
今
度
、
私
た
ち
の
伝
統
の
、
東
ア
ジ
ア
、
中
国
、
韓
国
、
そ
れ
か
ら
日
本
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
に
行
き
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
大
乗

仏
教
が
仏
教
で
あ
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
す
。
そ
し
て
大
乗
仏
教
の
経
典
と
い
う
の
は
、
法
華
経
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
が
実
に

膨
大
な
量
で
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
大
乗
仏
教
の
教
団
が
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
を
、
日
本
の
研
究

者
は
苦
労
を
し
な
が
ら
、
研
究
に
着
手
し
ま
し
た
。

　
ま
ず
二
十
世
紀
の
初
め
に
、
前
田
慧
雲
と
い
う
学
者
が
『
大
乗
仏
教
成
立
史
論
』
と
い
う
大
部
の
書
物
に
お
い
て
、
大
衆
部
と
い
う
部
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派
の
教
え
が
大
乗
仏
教
の
教
義
に
ぴ
っ
た
り
合
う
と
い
う
こ
と
を
突
き
止
め
、
こ
こ
か
ら
大
乗
仏
教
は
成
立
を
し
て
き
た
と
い
う
説
を
出

し
ま
し
た
。
こ
の
大
衆
部
起
源
説
は
、
逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
影
響
を
与
え
て
ず
っ
と
長
い
こ
と
支
持
を
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
戦
後
、
一
九
六
〇
年
代
に
な
り
ま
し
て
、
東
大
の
平
川
彰
先
生
が
全
然
違
っ
た
角
度
か
ら
研
究
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
平

川
先
生
は
律
蔵
の
専
門
家
で
す
が
、
律
の
研
究
の
立
場
か
ら
た
ど
っ
て
い
く
と
、
大
乗
経
典
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
い
う
の
は
、
伝
統

的
な
部
派
の
律
に
は
合
わ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
戒
律
に
違
反
す
る
よ
う
な
内
容
、
例
え
ば
声
聞
批
判
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
。

声
聞
と
い
う
の
は
仏
弟
子
で
す
の
で
、
仏
弟
子
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
は
師
匠
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、

一
つ
の
教
団
の
中
に
居
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
う
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
は
じ
め
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
例
え
ば
、
仏
塔
に
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽
供
養
で
あ
る
と
か
、
歌
舞
音
楽
の
供
養
を
す
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
伝
統
的

な
お
坊
さ
ん
た
ち
は
、
歌
舞
音
曲
の
歓
楽
を
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
記
述
は
、
戒
律
批
判
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
、
要
す
る
に
教
義
思
想
が
大
衆
部
と
似
て
い
て
も
、
教
団
と
し
て
は
部
派
と
し
て
成
り
立
た
な
い
か
ら
、
別
に
考
え
な
き
ゃ
い

け
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
平
川
先
生
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
平
川
先
生
は
次
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
り
ま
し
た
│
お
釈
迦

様
の
時
代
か
ら
、
出
家
者
と
は
別
に
在
家
者
に
伝
わ
っ
て
き
た
仏
教
の
系
譜
が
あ
り
、
そ
の
中
で
仏
塔
が
作
ら
れ
、
供
養
が
為
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
が
や
が
て
出
家
教
団
化
し
た
。
│
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
流
れ
を
想
定
な
さ
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
説
は
、
見
た
と
こ
ろ
、
大
乗
経
典
の
特
色
に
も
ぴ
っ
た
り
と
合
う
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
先
に
述
べ
ま
し
た
「
大
乗
に
は
律
が
な

い
」
と
い
う
問
題
も
、
出
家
教
団
と
し
て
の
大
乗
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
律
を
必
要
と
し
な
い
在
家
が
担
っ
て
い
た
と
仮
定
す
れ
ば

そ
れ
な
り
に
つ
じ
つ
ま
が
合
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
平
川
説
が
非
常
に
強
く
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
大
衆
部
起
源
説
」
と
入
れ
替

わ
り
ま
し
て
、
日
本
の
定
説
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
七
〇
年
代
以
降
、
ほ
ぼ
九
〇
年
代
の
後
半
ま
で
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
平
川
説
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
の
教
授
で
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
先

生
が
、
徹
底
し
て
考
古
学
的
証
拠
を
洗
い
直
し
、
そ
れ
か
ら
碑
文
の
研
究
を
や
っ
て
み
た
結
果
「
い
や
、
イ
ン
ド
に
在
家
の
大
乗
教
団
が
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あ
っ
た
な
ん
て
い
う
説
を
立
て
る
の
は
無
理
だ
。
そ
う
い
う
証
拠
は
出
て
こ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
明
し
ま
し
た
。
同
時
に
「
仏
塔
信
仰

つ
ま
り
仏
塔
を
お
釈
迦
様
、
仏
そ
の
も
の
と
し
て
見
な
し
供
養
す
る
と
い
う
信
仰
形
態
は
、
実
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
出
家
の
仏
教
全
て
に

共
通
す
る
特
色
で
あ
っ
て
、
大
乗
経
典
だ
け
に
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
仏
塔
か
ら
経
典
へ
と
崇
拝
・
供
養
の
中
心
が
変

わ
っ
て
い
く
│
仏
塔
よ
り
も
経
典
の
ほ
う
が
よ
り
重
要
で
あ
る
、
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
大
乗
経
典
ひ
い
て
は
大
乗
仏
教
の

特
色
が
あ
る
ん
だ
」
と
主
張
さ
れ
ま
し
た
。
平
川
説
と
は
意
見
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
も
そ
も
イ
ン
ド
と
い
う
風
土
に
お
い
て
、
そ
の
気
候
環
境
の
問
題
や
、
仏
滅
後
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
化
・
イ
ス
ラ
ム
流
入
と
い
っ
た
影
響

も
あ
っ
て
、
仏
教
経
典
が
そ
の
ま
ま
残
る
こ
と
が
き
わ
め
て
難
し
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
発
見
さ
れ
た

一
番
古
い
大
乗
経
典
は
、
紀
元
後
の
一
世
紀
ぐ
ら
い
の
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
碑
文
は
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
時
代
を
下
っ
て
し
ま
い
ま

す
。「
大
乗
」
と
い
う
言
葉
が
イ
ン
ド
の
言
葉
で
碑
文
に
出
て
き
ま
す
の
は
、
五
世
紀
か
六
世
紀
頃
で
す
。

　
碑
文
に
名
前
が
出
て
き
て
、
そ
こ
に
寄
進
を
し
た
と
い
う
証
拠
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
教
団
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
と
、
研
究
者
は
一

応
そ
う
判
断
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
考
察
で
は
、
時
代
が
か
な
り
下
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
タ
イ
ム
・
ラ
グ
が
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で

す
。

　
こ
の
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
の
説
は
、
私
が
博
士
論
文
を
書
き
は
じ
め
ま
し
た
九
十
年
代
初
め
、
ほ
と
ん
ど
日
本
で
知
ら
れ
て
お
り

ま
せ
ん
で
、
平
川
説
と
真
っ
向
か
ら
対
立
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
を
き
ち
ん
と
考
え
直
し
て
い
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と

い
う
問
題
提
起
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
『
涅
槃
経
の
研
究
』
と
い
う
拙
著
の
一
部
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
律
の
研
究
を
さ
れ

て
い
る
佐
々
木
閑
さ
ん
が
、
教
団
の
分
裂
に
つ
い
て
研
究
す
る
中
で
同
じ
よ
う
に
シ
ョ
ペ
ン
の
説
を
支
持
し
ま
し
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ

ョ
ペ
ン
の
議
論
は
こ
う
し
て
日
本
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
視
点
を
変
え
ま
し
て
、「
大
乗
仏
教
っ
て
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
違
う
ん
だ
」
と
い
う
私
た
ち
の
印
象
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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仏
教
の
勉
強
を
す
る
、
研
究
を
す
る
、
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
何
か
「
お
釈
迦
様
の
仏
教
と
、
大
乗
仏
教
と
い

う
の
は
違
う
」
と
い
う
印
象
を
、
持
た
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
こ
う
し
た
印
象
は
、
日
本
で
は
少
な
く
と
も
明
治
以
前
に
は
共

有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
近
代
に
な
っ
て
、
急
に
全
く
違
う
景
色
が
入
っ
て
き
て
し
ま
っ
て
、
研
究
が
明
か
す
仏
教
と

現
実
の
仏
教
と
、
違
う
仏
教
二
つ
を
相
手
に
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
原
始
仏
教
」
と
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
」
に
つ
い
て
の
「
イ
メ
ー
ジ
の
危
険
」
と
い
う
問
題
を
考
え
ま
す
。
イ
メ

ー
ジ
と
い
う
も
の
は
、
言
葉
、
言
説
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
い
っ
た
ん
強
固
な
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
そ
れ

を
き
ち
ん
と
点
検
す
る
と
い
う
作
業
が
な
か
な
か
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
で
き
あ
い
の
イ
メ
ー
ジ
に
乗
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
、
資
料
、

経
典
を
読
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
最
も
慎
重
で
確
実
な
研
究
に
従
え
ば
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
以
前
の
仏
教
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
非

常
に
難
し
い
と
分
か
り
ま
す
。
物
的
証
拠
が
残
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
限
ら
れ
た
経
典
だ
け
が
あ
る
。
そ
の
経
典
の
起
源
は
ア
シ
ョ
ー

カ
王
以
前
に
遡
る
と
考
え
て
い
い
ん
で
す
け
ど
も
、
し
か
し
具
体
的
に
ど
こ
が
ど
う
か
と
な
る
と
、
実
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
は
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
だ
と
か
、
お
釈
迦
様
の
「
実
像
」
だ
と
か
、
そ
れ
か
ら
原
始
仏
教
と
い
う
言
葉
に
、
既
に
い
わ

ば
「
浸
り
き
っ
て
い
る
」
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
図
書
館
に
行
か
れ
て
も
、
そ
れ
か
ら
書
店
に
行
か
れ
て
も
、「
こ
れ
は
お
釈
迦
様
の
本

当
の
教
え
だ
！
」
と
い
う
よ
う
な
本
が
並
ん
で
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
を
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
当
然
で
す
が
、
私
た
ち
に
は
「
こ
れ
が
ブ

ッ
ダ
な
ん
だ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
植
え
つ
け
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
も
う
少
し
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
つ
い
て
見
て
み
ま
す
。
な
ぜ
こ
だ
わ
る
か
と
い
う
と
、
こ
こ
が
古
代
の
イ
ン
ド
の
歴
史
と
、
そ

れ
か
ら
仏
教
の
歴
史
を
解
明
す
る
鍵
に
な
る
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
即
位
年
代
だ
け
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
記
録
と
一
致
し
研

究
に
よ
っ
て
数
年
の
ず
れ
は
あ
り
ま
す
が
、
二
六
四
年
と
な
り
ま
す
。
一
方
、
お
釈
迦
様
の
遺
跡
に
残
さ
れ
た
碑
文
に
は
、「
こ
の
遺
跡

は
仏
滅
百
年
後
に
建
て
ら
れ
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
巡
礼
し
た
」
と
書
か
れ
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
大
体
、
お
釈
迦
様
の
年
代
は
紀
元
前

の
四
世
紀
、
三
八
〇
年
代
ぐ
ら
い
と
い
う
推
定
が
で
き
ま
す
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
に
定
め
ら
れ
る
証
拠
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
以
前
に
は
無
い
の
で
す
。
何
故
な
ら
ば
、
文
字
資
料

が
無
い
か
ら
で
す
。

　
そ
う
す
る
と
、
私
た
ち
が
今
抱
い
て
い
る
お
釈
迦
様
の
イ
メ
ー
ジ
│
従
来
の
習
俗
的
な
教
え
や
超
能
力
の
類
の
迷
信
的
な
も
の
を
排

除
し
て
、
こ
の
上
な
く
理
性
的
で
道
徳
的
な
人
格
、
万
人
が
平
等
で
あ
る
と
い
う
宗
教
を
説
い
た
哲
学
者
、
思
想
家
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー

ジ
で
す
ね
。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
ど
こ
で
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
日
本
で
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
了
解
で
す
。

　
ど
こ
で
で
き
て
き
た
か
と
い
う
と
、
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
こ
と
に
イ
ギ
リ
ス
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
で
す
。
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
ブ

ッ
ダ
に
対
す
る
論
文
を
た
ど
っ
て
い
き
ま
す
と
、
今
、
申
し
上
げ
た
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
が
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
ブ
ッ
ダ
の
イ
メ

ー
ジ
は
実
は
十
九
世
紀
の
英
国
知
識
人
た
ち
の
理
想
と
す
る
人
間
像
な
ん
で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
力
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
が
出
て
き
て
、
さ
ら
に
そ
こ
に
科
学
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
時
代
に
当
た
り
ま
す
。
人
間
を
中
心
と
し
た
理
想
と
い
う
も
の
が
宗
教

に
対
峙
し
て
、
解
明
に
立
て
ら
れ
て
く
る
時
代
で
す
。
そ
ん
な
時
代
の
理
想
的
人
間
像
が
、
お
釈
迦
様
に
投
影
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
経
典
に
記
さ
れ
た
内
容
は
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
力
が
あ
る
も
の
だ
と
い
う
点
も
重
要
な
事
実
で
は
あ
り
ま
す
が
。

　
こ
れ
に
加
え
、
パ
ー
リ
語
で
書
か
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
が
な
ぜ
尊
重
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
か
と
い

う
と
、
英
国
が
植
民
地
と
し
て
入
っ
て
い
っ
た
イ
ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
そ
れ
か
ら
ビ
ル
マ
、
そ
こ
に
伝
わ
っ
て
い
る
仏
教
が
パ
ー
リ
語

で
書
か
れ
て
い
る
経
典
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
パ
ー
リ
語
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
言
葉
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は

ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
と
ル
ー
ツ
を
同
じ
く
す
る
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
と
い
わ
れ
る
言
葉
の
種
族
で
、
そ
の
大
も
と
に
な
る
も
の

で
す
。
つ
ま
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
自
分
た
ち
の
ふ
る
さ
と
の
言
葉
な
ん
で
す
ね
。

　
こ
の
姻
戚
の
言
葉
で
書
か
れ
て
い
る
聖
典
に
は
、
仏
教
と
い
う
全
く
見
た
こ
と
の
な
い
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
は
違
う
教
え
が
籠
め
ら

れ
、
東
南
ア
ジ
ア
に
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
教
え
に
こ
れ
だ
け
の
人
々
が
手
を
合
わ
せ
て
、
信
じ
て
い
る
と
。
こ
の
仏
教
を
解
明
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
重
要
な
部
分
が
が
分
か
る
。
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分
か
る
、
つ
ま
り
相
手
を
知
的
に
分
析
を
す
る
と
い
う
の
は
、
実
は
支
配
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
「
知

る
」
と
い
う
こ
と
の
非
常
に
怖
い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
問
題
も
重
な
っ
て
き
ま
す
。
一
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
イ
ギ
リ

ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
を
中
心
と
し
た
、
物
事
を
知
る
知
的
な
情
熱
と
、
そ
れ
か
ら
方
法
と
い
う
の
は
、
見
事
な
も
の
が
あ
り
ま

し
て
、
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
徹
底
し
て
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
に
ま
ず
事
実
を
事
実
と
し
て
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ

の
た
め
に
、
事
態
を
保
存
を
し
て
い
く
と
い
う
道
筋
を
と
り
ま
す
。
パ
ー
リ
語
の
経
典
を
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
集
め
、
そ
れ
か
ら
ビ
ル
マ
、

タ
イ
か
ら
集
め
て
、
そ
し
て
比
較
を
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
違
う
伝
統
に
伝
わ
っ
た
経
典
が
俯
瞰
で
き
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、

伝
統
の
中
に
あ
っ
た
国
々
は
あ
ま
り
や
っ
た
こ
と
が
な
い
。
生
活
の
中
で
の
仏
教
の
在
り
方
を
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の

を
、
大
事
に
し
て
い
け
ば
い
い
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
れ
を
俯
瞰
し
て
比
較
を
し
て
差
違
を
明
し
て
、
と
い
っ
た
こ
と
は
必
要
も
な
か
っ
た

し
、
ほ
と
ん
ど
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　
や
が
て
イ
ギ
リ
ス
に
パ
ー
リ
語
で
書
か
れ
た
経
典
の
根
拠
地
が
で
き
て
い
き
ま
す
。
パ
ー
リ
文
献
協
会
と
い
う
の
が
一
八
八
一
年
に
で

き
ま
す
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
で
研
究
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
く
と
、
や
が
て
今
度
は
東
南
ア
ジ
ア
の
ス
リ
ラ
ン
カ
だ
と
か
、
タ
イ
だ
と
か

の
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
、
ロ
ン
ド
ン
に
行
っ
て
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
仏
教
の
世
界
、
イ
ン
ド
の
文
化
、
宗
教
、

言
語
の
世
界
、
そ
れ
か
ら
周
囲
に
あ
る
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
の
世
界
、
さ
ら
に
チ
ベ
ッ
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
、
中
国
、
こ
う
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
言
語
や
文
化
や
宗
教
を
研
究
し
て
い
っ
た
地
が
、
さ
ら
に
パ
リ
に
、
ベ
ル
リ
ン
に
、
拠
点
を
置
き
は
じ
め
る
。

　
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
日
本
は
明
治
維
新
を
迎
え
ま
す
。
日
本
で
も
仏
教
の
研
究
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
く
。
そ
こ
で
仏
教
の
研
究
方
法

を
学
ぶ
、
よ
う
や
く
日
本
で
仏
教
が
研
究
で
き
る
と
い
う
環
境
で
進
み
始
め
た
わ
け
で
す
。

　
こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
西
欧
の
研
究
者
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
こ
と
で
す
。
イ
ギ
リ
ス

の
例
え
ば
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
い
う
学
者
が
代
表
で
す
け
れ
ど
も
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
者
で
す
。
そ
の
信
仰
者
が
聖
書
研
究

の
方
法
を
仏
教
研
究
に
取
り
入
れ
て
、
そ
し
て
経
典
を
分
析
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
し
、
か
つ
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、「
ブ
ッ
ダ
は
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こ
う
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
理
想
像
を
、
結
果
と
し
て
、
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
こ
う
し
て
、
時
代
を
下
っ
て
変
わ
っ

て
い
っ
た
、
堕
落
し
て
い
っ
た
教
え
で
は
な
く
て
、
純
粋
な
ブ
ッ
ダ
の
教
え
、
ブ
ッ
ダ
の
姿
、
そ
こ
に
戻
っ
て
い
く
た
め
に
研
究
が
あ
る

ん
だ
と
い
う
理
解
が
た
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
方
向
は
、
日
本
も
含
む
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
に
も
入
っ
て
き
ま
す
。

　
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
原
始
仏
教
と
か
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
と
い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
実
は
歴
史
学
の
成
果
か
ら
再
構
成
さ
れ

う
る
も
の
で
は
な
の
で
す
。
基
本
的
に
、
仏
教
の
事
蹟
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
以
前
に
は
た
ど
れ
な
い
し
、
ま
し
て
、
教
祖
の
人
格
な
ど
学
問

的
に
再
構
成
で
き
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
を
前
提
と
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
な
ぜ
そ
の
前
提
が
必
要
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ

れ
か
ら
お
話
し
し
ま
す
が
、
考
古
学
の
解
明
に
よ
っ
て
出
た
成
果
が
、
ま
る
で
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
の
で
す
。

　
先
ほ
ど
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
と
い
う
研
究
者
業
績
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
し
た
け
ど
も
、
そ
の
役
割
は
非
常
に
大
き
な
も
の
で
す
。

グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
と
い
う
研
究
者
自
体
は
、
律
蔵
の
研
究
を
専
門
と
し
て
い
る
人
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
人
の
説
が
考
古
学

の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
二
十
年
ぐ
ら
い
の
考
古
学
研
究
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
と
は

お
よ
そ
違
う
景
色
を
提
示
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
三
つ
研
究
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
十
八
世
紀
終
わ
り
、
一
七
八
八
年
に
、
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
ホ
ー
ク
ス
と
い
う
人
に
よ
っ
て
、
最
初
に
仏
塔
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
の
解
明
が
一
七
七
八
年
で
す
か
ら
、
仏
塔
研
究
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
仏
典
研
究
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
の
で

す
。

　
仏
塔
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
中
で
最
も
「
仏
教
的
」
な
も
の
な
ん
で
す
ね
。
仏
塔
が
ブ
ッ
ダ
そ
の
も
の
だ
と
い
う
理
解
が
、
イ
ン
ド
の

仏
教
世
界
で
は
ず
っ
と
成
り
立
っ
て
、
継
承
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
他
の
遺
物
、
遺
跡
は
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
例
え
ば
寺
院
に
付
い

て
は
、、
元
々
仏
教
寺
院
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
、
徐
々
に
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
情

が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
大
乗
仏
教
の
特
色
を
持
っ
た
寺
院
と
い
う
も
の
も
同
じ
で
し
て
、
大
乗
の
寺
院
と
い
う
の
は
完
成
形
が
単

独
に
存
在
す
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
徐
々
に
徐
々
に
大
乗
的
な
も
の
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
状
況
が
あ
る
。
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そ
う
し
ま
す
と
、
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ズ
ー
と
い
う
世
界
と
、
仏
教
と
い
う
世
界
の
と
の
境
目
、
区
切
り
が
ど
こ
で
つ
け
ら
れ
る
か
、
な
か

な
か
難
し
い
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
実
は
こ
れ
は
日
本
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
で
、
日
本
文
化
と
仏
教
世
界
の
線
引
き
は
、
や
は
り
難

し
い
ん
で
す
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
仏
教
独
自
の
も
の
が
な
い
か
と
い
う
と
、
や
は
り
、
あ
る
わ
け
で
す
。
ま
さ
に
、
今
日
こ
こ
の
場
が

よ
い
例
で
す
。
仏
教
そ
の
も
の
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
が
あ
る
わ
け
で
す
。
日
本
文
化
が
こ
こ
に
浸
透
し
て
き
て
、
こ
の
場
を
作
り
上
げ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
か
ら
お
釈
迦
様
の
教
え
が
入
っ
て
き
た
か
ら
、
こ
こ
が
あ
る
っ
て
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
、
全
て

は
そ
う
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
、
こ
う
い
う
あ
り
よ
う
を
し
て
い
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
研
究
者
は
、
そ
こ
を
原
理
的
に
分
け
た
が
る
。
何
か
日
本
的
な
要
素
が
入
っ
て
き
た
仏
教
は
、
も
う
本
来
の
仏
教
で
は
な
い
、

と
言
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
こ
う
し
た
原
理
主
義
的
態
度
は
、
近
代
の
科
学
に
特
徴
的
で
あ
り
、「
信
仰
と
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
純
粋

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
考
え
方
で
も
あ
る
の
で
す
。

　
け
れ
ど
も
、
仏
教
は
本
来
、
神
仏
習
合
の
よ
う
な
現
れ
方
を
世
界
各
地
で
し
て
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
で
あ
れ
、
中

国
に
入
っ
た
、
あ
る
い
は
日
本
に
入
っ
た
仏
教
で
あ
れ
、
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
に
、
土
地
に
ず
っ
と
長
い
こ
と
、

仏
教
が
入
る
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
神
々
と
一
つ
に
な
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
新
た
な
姿
を
現
わ
し
て
い
く
、
と
い
う
の
が
仏
教
の
伝

わ
り
方
で
す
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
仏
塔
は
、「
こ
れ
は
お
釈
迦
様
だ
」「
こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
だ
」
と
い
う
こ
と
が
か
な
り
は
っ
き
り
す
る
も

の
な
ん
で
す
。
仏
塔
に
は
、
徐
々
に
何
か
が
変
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
が
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
う
し
ま
す
と
仏
塔
研
究
は
、
仏
教
が
何

で
あ
る
か
を
解
明
す
る
た
め
に
、
一
番
大
切
な
手
段
に
な
る
ん
で
す
ね
。

　
そ
の
仏
塔
の
研
究
が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
十
年
で
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
二
百
年
近
く
は
、
仏

塔
だ
け
を
発
掘
し
て
、
調
査
し
て
い
ま
し
た
。
仏
塔
は
縦
に
建
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
そ
の
も
の
だ
け
垂
直
方
向
に
発
掘
し
て
た
ん

で
す
。
と
こ
ろ
が
現
在
の
研
究
は
そ
こ
か
ら
変
わ
り
ま
し
て
、
水
平
方
向
に
発
掘
が
拡
大
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
仏
塔
が
ど

ん
な
大
地
に
建
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
周
り
に
ど
ん
な
世
界
が
開
け
て
い
た
の
か
と
い
う
関
係
を
調
べ
な
け
れ
ば
だ
め
だ
、
と
い
う
こ
と
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に
な
っ
た
。

　
そ
う
し
ま
す
と
、
仏
塔
が
あ
っ
た
大
地
の
景
色
、
仏
教
と
仏
教
以
外
の
世
界
と
の
関
わ
り
が
見
え
て
き
た
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
バ
ー

ル
フ
ト
仏
塔
と
い
う
、
イ
ン
ド
中
部
あ
た
り
に
あ
る
仏
塔
に
つ
い
て
、
面
白
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
元
々
そ
の
土
地
の
民
族
宗

教
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
土
地
で
何
か
大
切
に
さ
れ
て
い
た
神
様
の
い
る
場
所
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
お
釈
迦
様
が
来

ら
れ
て
、
そ
こ
が
仏
塔
に
変
わ
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。

　
そ
し
て
、
三
世
紀
、
三
百
年
ぐ
ら
い
に
わ
た
る
変
化
を
ず
っ
と
調
べ
て
い
き
ま
す
と
、
徐
々
に
そ
こ
に
町
が
で
き
て
き
て
い
く
の
が
分

か
る
ん
で
す
ね
。
さ
ら
に
周
囲
百
五
十
キ
ロ
ぐ
ら
い
離
れ
た
と
こ
ろ
ま
で
の
範
囲
を
調
べ
て
い
き
ま
す
と
、
バ
ー
ル
フ
ト
と
い
う
場
所
が

幾
つ
か
の
大
き
な
町
と
結
び
つ
い
て
交
易
の
ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
こ
の
仏
塔
は
、

い
ろ
ん
な
人
々
が
交
流
を
す
る
接
点
に
建
っ
て
、
そ
こ
に
町
が
で
き
発
展
し
て
い
く
、
ま
さ
に
お
釈
迦
様
の
周
り
に
人
々
が
集
っ
て
く
る

よ
う
な
、
そ
ん
な
役
割
を
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
て
る
わ
け
で
す
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
仏
塔
そ
の
も
の
が
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
徐
々
に
で
き
て
く
る
も
の
な
の
で
す
。
一
挙
に
大
き
な
も
の
が
全
て
完
成
さ

れ
る
ん
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
仏
塔
に
寄
進
を
し
続
け
る
人
た
ち
が
、
世
代
を
隔
て
て
ず
っ
と
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
ん
で
す
ね
。
仏
塔
に
寄
進
を
す
る
こ
と
は
、
お
釈
迦
様
入
滅
後
も
、
お
釈
迦
様
に
布
施
を
す
る
、
関
わ
り
続
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。

　
さ
ら
に
は
、
仏
塔
の
周
囲
学
は
、
農
耕
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
町
が
発
展
し
て
い
く
と
、
食
料
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、
村
お
こ
し
、
町
お
こ
し
が
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
状
況
が
、
水
平
方
向
に
発
掘
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
分

か
っ
て
く
る
の
で
す
。

　
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
サ
ー
ン
チ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
の
仏
塔
が
、
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
角
度
か
ら
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

は
山
の
頂
上
に
仏
塔
が
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
お
寺
が
建
つ
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
耕
作
が
で
き
な
い
、
や
せ
た
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土
地
で
す
。
豊
か
な
土
地
は
農
業
に
使
わ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
で
、
使
え
な
い
と
こ
ろ
に
お
寺
が
建
つ
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
で
す
か

ら
山
の
上
に
、
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
仏
塔
と
僧
院
と
は
常
に
一
対
で
す
。
僧
院
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
何
ら
か
の
形
で
仏
塔
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と

い
う
と
、
僧
院
、
お
寺
に
と
っ
て
も
、
仏
塔
は
仏
だ
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
仏
塔
と
僧
院
と
の
位
置
関
係
を
標
高
の
関
係
か
ら
調
査
し
た
研

究
に
よ
り
ま
す
と
、
僧
院
か
ら
仏
塔
は
見
上
げ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
仏
塔
の
ほ
う
が
僧
院
よ
り
上
に
あ
る
ん
で
す
。

　
そ
う
し
て
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
塔
は
時
代
を
経
る
ご
と
に
ど
ん
ど
ん
と
で
き
て
く
る
。
一
千
年
ぐ
ら
い
、
ず
っ
と
「
造
営
さ

れ
続
け
て
」
い
る
ん
で
す
ね
、
僧
院
か
ら
見
た
と
き
に
、
中
心
に
あ
る
仏
塔
か
ら
向
こ
う
側
に
は
る
か
に
遠
い
町
の
仏
塔
が
全
て
見
渡
せ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
ま
る
で
さ
ま
ざ
ま
な
仏
た
ち
の
浄
土
が
見
え
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
景
色
に
な
っ
て
い
る
。
仏
塔
は
仏
舎
利
が
あ
り

ま
す
し
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
宝
が
そ
こ
に
収
納
さ
れ
て
ま
す
。
そ
れ
を
守
る
位
置
、
監
視
で
き
る
位
置
に
僧
院
が
建

っ
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
最
後
の
事
例
で
す
け
れ
ど
も
、
マ
ア
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
と
い
う
仏
塔
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
僧
院
と
仏
塔
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い

う
こ
と
を
町
と
の
関
係
で
考
え
、
調
査
し
た
も
の
で
す
。
古
代
の
イ
ン
ド
の
大
都
市
と
い
う
の
は
囲
い
が
あ
る
都
城
な
の
で
で
す
ね
。
実

は
、
仏
塔
の
僧
院
と
い
う
の
は
都
城
の
外
に
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
例
外
が
な
い
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
そ
こ
に
埋
葬
の

地
が
あ
る
ん
で
す
。
た
く
さ
ん
の
遺
体
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
と
い
う
地
層
が
出
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
、
そ
こ
に
大
き
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
つ

ま
り
交
易
の
場
が
あ
る
。

　
埋
葬
と
交
易
。
こ
の
二
つ
は
大
事
な
と
こ
ろ
で
結
び
つ
く
ん
で
す
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
イ
ン
ド
の
宗
教
、
バ
ラ
モ
ン
教
で
い
う

浄
と
不
浄
と
い
う
観
念
に
お
い
て
で
す
。

不
浄
の
最
た
る
も
の
は
死
で
す
。
そ
の
死
に
関
わ
っ
て
い
た
、
つ
ま
り
葬
儀
・
埋
葬
を
行
な
っ
て
い
た
の
は
仏
教
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
、
先
に
述
べ
た
調
査
結
果
│
僧
院
が
都
城
の
外
に
あ
り
、
そ
こ
に
埋
葬
の
地
が
あ
っ
た
│
か
ら
明
ら
か
で
す
。
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次
に
、
交
易
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
は
物
を
交
換
し
、
売
り
買
い
す
る
場
で
す
。
と
こ
ろ
が
ヒ
ン
ズ
ー
の
信
仰
で
見
ま
す
と
、
物
に
は
人
の

魂
や
汚
れ
が
付
着
し
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
見
知
ら
ぬ
人
と
交
換
を
し
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
の
汚
れ
が
蔓
延
し
て
い
く
、
交
易
と

は
不
浄
の
行
為
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
都
城
の
外
と
い
う
の
は
、
不
可
触
民
も
い
れ
ば
、
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
も
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
異

邦
人
が
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
と
か
文
化
と
か
、
文
物
を
持
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
仏
塔
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

そ
う
し
ま
す
と
、
仏
塔
が
有
る
場
所
と
は
、
浄
と
不
浄
を
超
え
て
い
る
場
所
な
ん
で
す
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
、
そ
れ
こ
そ
差
別
を
越
え
て
、

交
流
が
起
こ
っ
て
く
る
場
所
。
で
す
か
ら
、
産
業
の
発
展
に
も
の
す
ご
い
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
仏
塔
が
生
き
た
仏
と

し
て
役
割
を
果
た
し
、
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
実
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
話
で
す
。

　
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
の
出
家
者
と
い
う
の
は
カ
ー
ス
ト
を
離
れ
ま
す
。
ど
ん
な
に
「
高
貴
な
」
生
ま
れ
で
あ
ろ
う
が
、
ど
ん
な

に
「
卑
賎
な
」
生
ま
れ
で
あ
ろ
う
が
、
捨
て
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
お
釈
迦
様
の
子
供
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す

る
と
先
ほ
ど
申
し
た
、
浄
と
不
浄
、
死
と
生
、
そ
れ
か
ら
内
と
外
、
そ
う
い
う
境
界
を
超
え
ら
れ
る
宗
教
者
と
い
う
の
は
、
お
坊
さ
ん
に

な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
し
て
き
ま
す
。

　
さ
て
、
次
に
仏
伝
と
仏
塔
と
の
関
係
を
お
話
し
し
ま
す
。
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
と
い
う
研
究
者
は
、
東
南
ア
ジ
ア
仏
教
と
仏

塔
の
研
究
に
お
い
て
、
画
期
的
な
発
見
を
し
て
お
り
ま
す
。

　
仏
塔
が
出
て
く
る
時
代
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
あ
と
で
す
。
紀
元
前
の
三
世
紀
か
ら
紀
元
前
後
ぐ
ら
い
ま
で
の
三

百
年
ぐ
ら
い
の
間
の
お
話
に
な
り
ま
す
。
大
乗
仏
教
の
経
典
と
い
う
も
の
が
表
に
現
れ
て
く
る
前
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
前
が
ど
ん
な
景
色

だ
っ
た
か
を
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
は
考
察
し
て
い
ま
す
。
彼
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
私
た
ち
が
通
常
、
大
乗
の
特
徴
だ
と

い
っ
て
教
え
ら
れ
る
「
菩
薩
思
想
」「
慈
悲
」「
利
他
」、
そ
れ
か
ら
過
去
仏
や
未
来
仏
と
い
っ
た
「
多
仏
思
想
」、
そ
う
し
た
も
の
が
、
大

乗
経
典
出
現
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。

　
仏
塔
と
い
う
場
所
は
、
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
、
世
代
を
超
え
て
ず
っ
と
関
わ
り
続
け
て
き
て
い
る
、
布
施
を
し
続
け
て
き
て
い
る
場
所
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で
す
。
そ
し
て
仏
塔
は
、
仏
そ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
仏
塔
の
存
在
自
身
が
、
実
際
に
町
お
こ
し
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
仏
塔
の
周

り
で
起
き
る
運
動
は
、
身
分
も
超
え
、
そ
れ
か
ら
職
業
も
超
え
、
出
自
も
超
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
こ
こ
で
、
仏
伝
、
仏
の
伝
記
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
仏
伝
と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
様
が
い
つ
生
ま
れ
て
、

い
つ
亡
く
な
っ
た
か
と
い
う
「
一
代
記
」
で
す
ね
。
し
か
し
、
生
ま
れ
て
死
ぬ
ま
で
の
そ
ん
な
一
代
記
を
記
し
た
仏
伝
と
い
う
の
は
、
一

つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
必
ず
お
釈
迦
様
の
お
話
は
お
釈
迦
様
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
始
ま
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
悟
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
ま
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
悟
り
こ
そ
が
仏
の
本
来
だ
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
一
方
、
亡
く
な
っ
た
と
こ
ろ

を
記
す
。
特
別
な
意
味
を
も
っ
た
『
涅
槃
経
』
と
い
う
経
典
も
あ
り
ま
す
。

　
伝
承
さ
れ
て
き
た
記
録
に
基
づ
い
た
仏
伝
で
は
、
ま
ず
、
お
釈
迦
様
の
過
去
物
語
を
必
要
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
れ
が
未
来

に
向
か
っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
、
壮
大
な
宇
宙
の
物
語
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
上
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　
お
釈
迦
様
の
在
世
中
に
生
ま
れ
て
、
実
際
に
出
会
え
た
人
は
い
い
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
わ
ず
か
四
十
年
ほ
ど
の
間
の
お
弟
子
さ
ん

し
か
い
な
い
わ
け
で
す
。
あ
と
の
人
た
ち
は
、
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
仏
教
を
担
っ
て
い
く
。
そ
の
中
心
に
、
仏
は
存
在
し
て

い
る
│
仏
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
仏
教
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と
仏
が
ど
ん
な
形
で
存
在
し
て
い
て
、

そ
し
て
自
分
た
ち
仏
滅
後
の
人
間
は
、
ど
ん
な
形
で
仏
の
世
界
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か
そ
れ
が
問
題
に
な
る
。
そ
れ
を
考
え
る
所
か
ら
、

過
去
仏
、
そ
れ
か
ら
未
来
仏
の
思
想
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
は
、
仏
伝
と
い
う
の
は
「
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
を
正
確
に
（
あ
る
い
は
不
正
確
に
）
写
し
た
記
録
」
で
は
な
く
て
、

仏
教
の
歴
史
内
部
の
い
ろ
ん
な
伝
統
の
中
枢
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
し
ま
し
た
。
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
言
う

と
、
仏
の
物
語
と
い
う
の
は
、
実
は
私
た
ち
の
物
語
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
こ
に
、
仏
塔
を
中
心
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
関
わ
っ
て
い
く
と
い
う
活
動
が
起
き
て
き
て
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
「
ブ
ッ
ダ

と
弟
子
た
ち
の
共
な
る
過
去
の
壮
大
な
物
語
」
で
あ
り
ま
す
と
。
人
々
も
ま
た
、
ブ
ッ
ダ
と
と
も
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。

05-01 下田.indd   245 15/03/12   9:33



現代宗教研究　第47号（2013.3）　　246

ブ
ッ
ダ
が
菩
薩
で
あ
る
と
き
に
、
周
り
に
い
た
人
た
ち
が
い
る
。
そ
の
と
き
に
は
ブ
ッ
ダ
は
ま
だ
ブ
ッ
ダ
で
は
な
く
修
行
中
の
身
な
の
で

す
が
、
し
か
し
彼
を
取
り
巻
く
人
々
は
「
こ
の
人
は
や
が
て
仏
に
な
る
」「
こ
の
人
と
共
に
あ
り
た
い
」
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。

そ
し
て
、
信
じ
続
け
た
人
々
が
、
最
後
に
仏
と
し
て
の
成
道
に
出
会
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
共
同
体
の
物
語
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、
最
終
的
到
達
点
が
必
ず
誰
か
非
常
に
関
係
の
深
い
人
た
ち
と
と
も
に
あ
る
在
り
方
、
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ

と
で
す
。
個
と
し
て
の
完
成
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
を
個
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
近
代
主
義
的
な
、
個
人
主
義
的
な
仏
教
の
捉
え
方

の
問
題
で
す
。

　
仏
伝
は
韻
文
と
い
う
詩
の
形
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
詩
を
分
析
し
て
い
く
と
、
仏
塔
を
中
心
と
し
た
祝
祭
空
間
を
と
も
に
喜

び
合
っ
て
い
く
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
外
に
表
れ
た
建
物
が
仏
塔
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
が
言

葉
に
表
れ
た
の
が
仏
伝
な
の
で
す

　
そ
う
し
た
仏
伝
の
あ
り
よ
う
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
菩
薩
、
す
な
わ
ち
お
釈
迦
様
の
過
去
と
関
わ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
二
つ
理
由
が

あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
自
分
が
自
分
の
一
代
で
仏
の
悟
り
に
達
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
難
し
い
と
い
う
判
断
。
だ
け
れ
ど
も
、
お
釈
迦
様
も

過
去
か
ら
ず
っ
と
修
行
を
積
み
重
ね
て
悟
り
に
達
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
自
分
も
同
じ
道
を
歩
ん
で
い
く
ん
だ
、
と
い
う
決
意
を
す
る
こ
と

で
す
ね
。

　
も
う
一
つ
は
、
お
釈
迦
様
は
す
で
に
肉
体
と
し
て
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
姿
と
し
て
は
、
も
う
涅
槃
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
仏
塔
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
仏
塔
に
向
き
合
う
と
き
に
は
、
お
釈
迦
様
の
過
去
に

向
か
い
合
う
こ
と
に
な
り
、
生
身
の
お
釈
迦
様
の
姿
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
お
釈
迦
様
は
こ
の
世
界
に
自
分
と
共
に
あ
る
ん
だ
、
と
い

う
こ
と
を
確
信
す
る
。
そ
し
て
仏
教
徒
と
し
て
道
を
歩
く
ん
だ
、
と
決
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　
そ
う
す
る
と
、
菩
薩
と
い
う
思
想
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
す
で
に
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、
他
者
に
対
す
る
配
慮
、
い
わ

ゆ
る
慈
悲
も
実
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
身
分
も
出
自
も
職
業
も
超
え
て
、
共
に
生
ま
れ
変
わ
り
な
が
ら
、
一
つ
の
仏
に
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向
か
い
合
っ
て
い
く
と
い
う
活
動
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
過
去
仏
で
あ
れ
、
未
来
仏
で
あ
れ
そ
う
で
す
。

　
さ
て
、
こ
れ
か
ら
大
乗
経
典
の
特
色
を
話
し
て
ま
い
り
ま
す
が
、
今
申
し
上
げ
た
イ
ン
ド
の
仏
教
の
景
色
を
前
提
に
し
て
、
大
乗
経
典

を
開
き
、
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
見
え
る
も
の
が
本
当
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
今
述
べ
た
景
色
、
そ
れ
が
全
て
大
乗
経
典
に
あ
り
ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
仏
塔
と
い
う
空
間
さ
え
も
本
当
は
必
要
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、、
真
理
は
全
て
こ
の
経
典
の
中
に

あ
る
の
で
す
か
ら
│
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
、
大
乗
経
典
な
ん
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
例
え
ば
法
華
経
に
お
い
て
、
仏
塔
と
い
う
の
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
仏
塔
を
供
養
す
る
こ
と
を

賛
嘆
し
て
も
、
そ
れ
よ
り
も
こ
の
真
理
が
説
か
れ
て
い
る
法
華
経
、
こ
こ
に
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
、
こ
の
経
典
に
あ
る
仏
の
声
を
今
、

聞
き
止
め
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
外
の
祝
祭
的
空
間
に
向
き
合
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
て
、

「
今
こ
こ
」
と
い
う
こ
の
経
典
の
場
に
お
い
て
実
現
し
て
い
る
、
仏
教
の
真
理
の
在
り
方
が
表
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
う
し
た
大
乗
経
典
に
は
仏
塔
信
仰
の
否
定
的
な
要
素
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
退

け
て
い
る
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
も
っ
と
大
事
な
在
り
方
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
出
し
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
大
事
な
在

り
方
と
は
何
か
と
い
う
と
、
経
典
と
い
う
存
在
形
態
で
す
。
経
典
と
い
う
の
は
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
読
む
こ
と

も
で
き
ま
す
し
、
伝
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
人
が
、
自
立
し
た
も
そ
こ
に
「
あ
る
」
も
の
な
ん
で
す
ね
。
仏
塔
が
あ
る
の

と
同
じ
あ
り
方
で
す
。
こ
れ
は
と
て
も
大
切
な
点
で
す
。

　
そ
し
て
、
最
後
に
「
書
写
経
典
の
自
立
」
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
に
な
り
ま
す
が
、
私
た
ち
は
、
例
え
ば
法
華
経
と
い
う
経
典
を
手
に
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は
、
も
の
す
ご
い
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
誰
が
手
に
取
っ
て
も
い
い
し
、
一
人
の
人
が
手
に
取
っ
た
ら
、

他
の
人
が
手
に
取
れ
な
い
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
。
人
か
ら
自
立
し
て
、
誰
で
も
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
教
え
が
口
伝
と
い
う
形
で
伝
わ
っ
て
い
く
と
き
に
は
、
人
が
い
な
け
れ
ば
教
え
も
な
い
ん
で
す
。
そ
の
教
え
を
記
憶
し
た
人
が
語
っ
て

く
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
仏
の
言
葉
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
れ
で
宗
教
、
仏
教
に
と
っ
て
大
変
大
切
な
側
面
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な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
で
も
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
人
が
い
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
教
え
が
同
時
に
消
え
て
し
ま
う
。
ま
た
仏
塔
の
場
合
は
、

そ
こ
に
足
を
運
べ
る
人
は
い
い
の
で
す
が
、
仏
塔
を
そ
の
ま
ま
他
所
に
伝
え
よ
う
と
す
る
と
、
全
部
大
地
ご
と
持
っ
て
行
か
な
き
ゃ
い
け

な
い
。
そ
れ
は
不
可
能
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
お
経
、
書
写
経
典
は
、
人
や
空
間
の
制
約
な
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
書
写
経
典
に
向
き
合
っ
た
人
は

そ
こ
に
仏
の
教
え
を
「
聞
き
」
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
教
え
を
、
聞
き
遂
げ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
に
新
た
に
仏
教
の
教
団
を
創
成
し

ま
し
た
。
例
え
ば
、
法
華
経
と
い
う
経
典
が
中
国
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
台
智
顗
と
い
う
方
が
、
法
華
三
昧
と
い
う
四
種
三

昧
を
行
と
し
て
立
て
て
い
く
。
書
か
れ
た
経
典
が
実
践
行
を
生
み
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
日
本
の
比
叡
山
に
も
伝
わ
り
、
根
づ

き
、
そ
し
て
ま
さ
に
今
に
伝
わ
る
教
団
の
姿
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
こ
う
し
た
出
来
事
を
法
華
経
で
た
ど
っ
て
い
く
と
、
ギ
ル
ギ
ッ
ト
か
ら
出
土
し
た
も
の
に
も
実
は
法
華
経
が
実
際
に
儀
式
と
し
て
読
ま

れ
て
る
と
い
う
記
録
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
ギ
ル
ギ
ッ
ト
は
も
ち
ろ
ん
イ
ン
ド
か
ら
離
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
誰
が
ど
う
作
っ
た
か
、
こ
れ

を
記
し
た
か
と
い
う
こ
と
も
関
心
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
あ
と
で
申
し
上
げ
ま
す
が
、「
誰
が
」
を
特
定
す
る
の
は

き
わ
め
て
困
難
で
、
問
題
に
さ
ほ
ど
重
要
な
問
い
に
思
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
仏
塔
は
誰
が
作
っ
た
か
と
い
う
問
い
と
同
じ
で
す
。
徐
々

に
運
動
が
起
き
て
き
て
、
そ
こ
に
出
て
く
る
も
の
で
す
。

　
さ
て
、
仏
教
研
究
者
に
ア
ラ
ン
・
コ
ー
ル
と
い
う
人
が
い
ま
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
乗
経
典
を
「
父
親
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
実
に
み

ご
と
に
解
明
し
ま
し
た
。
大
乗
経
典
に
は
、「
自
分
が
ブ
ッ
ダ
の
子
供
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ん

で
す
。
そ
れ
は
子
供
の
側
か
ら
言
え
ば
、
本
当
の
父
親
に
出
会
う
こ
と
で
す
。
大
乗
経
典
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
父
親
探
し
の
旅
な
の

で
す
。
こ
う
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
法
華
経
は
そ
の
代
表
で
す
け
れ
ど
も
、
般
若
経
で
あ
っ
て
も
維
摩
経
で
あ
っ
て
も
、
共
通
し
て
お
り

ま
す
。
真
の
求
め
と
出
会
い
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
が
、
大
乗
経
典
な
ん
で
す
。
一
方
で
、
仏
伝
は
そ
こ
を
問
題
に
し
て

な
い
の
で
す
。
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大
乗
経
典
に
な
り
ま
す
と
、
本
当
の
仏
っ
て
何
だ
ろ
う
か
、
本
当
の
仏
の
言
葉
っ
て
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
第
一
の
問
題
に
し
て

い
ま
す
。
本
当
の
仏
の
言
葉
に
出
会
っ
て
い
く
こ
と
が
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
仏
塔
信
仰
と
か
仏
伝
そ
の
も
の
か
ら
は
、
明
ら
か
に
一

歩
進
ん
で
い
る
の
で
す
。
で
は
、
慈
悲
や
智
慧
は
ど
こ
に
向
か
う
か
と
い
う
と
、
本
当
の
仏
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

本
当
の
仏
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ら
、
智
慧
も
慈
悲
も
意
味
を
な
さ
な
い
。
ち
ょ
う
ど
仏
塔
が
、
浄
も
不
浄
も
一
切
関
わ
り
の
な

い
聖
な
る
空
間
を
作
っ
て
い
た
よ
う
に
、
経
典
も
ま
た
、
そ
の
内
部
に
外
の
一
切
の
権
威
を
寄
せ
つ
け
な
い
聖
な
る
空
間
を
作
っ
て
い
く
。

　
こ
こ
ま
で
来
ま
す
と
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
が
言
い
ま
し
た
、
仏
塔
崇
拝
か
ら
経
巻
崇
拝
に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
内
実
が
よ

く
分
か
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
経
典
を
呪
術
の
よ
う
に
あ
が
め
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
中
に
は
絶
対
の
聖
な
る
領
域
が
あ
り
、
真

の
仏
、
真
の
父
親
と
い
う
も
の
を
探
し
求
め
続
け
、
出
会
い
続
け
て
い
く
場
が
あ
る
と
い
う
確
信
が
あ
り
ま
す
。

　
で
は
経
典
は
、
一
体
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
か
。
ま
ず
誰
が
編
纂
し
た
の
か
と
い
う
課
題
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
ま
ず
伝
統
仏
教
の
経
典
、
い
わ
ゆ
る
阿
含
と
か
ニ
カ
ー
ヤ
と
言
わ
れ
る
も
の
も
、
全
く
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
知
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
と
こ
ろ
が
お
か
し
な
こ
と
に
、
現
代
の
研
究
状
況
で
は
、
大
乗
経
典
だ
け
は
誰
が
作
っ
た
か
は
っ
き
り
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
ん
で

す
ね
。

　
今
、
歴
史
的
に
残
さ
れ
た
文
献
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
経
典
と
律
と
い
う
の
は
、
継
承
の
場
が
違
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
律
と
い
う
規
程
に
出
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
在
家
者
の
優
婆
塞
が
僧
舎
を
建
立
し
た
と
き
に
、
経
蔵
を
作

り
ま
す
。
そ
の
経
蔵
の
中
に
経
典
が
納
め
ら
れ
て
る
ん
で
す
。
そ
し
て
施
主
の
優
婆
塞
が
、「
さ
あ
、
こ
の
経
蔵
が
滅
び
な
い
う
ち
に
、

学
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
お
坊
さ
ん
た
ち
を
招
い
て
言
っ
て
い
る
、
と
い
う
記
述
が
出
て
き
ま
す
。

　
そ
う
す
る
と
、
経
典
は
在
家
者
に
属
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
出
家
者
に
属
し
て
い
た
の
か
、
分
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
お
寺
を
建

立
す
る
人
と
い
う
の
は
、
在
家
の
人
で
す
。
そ
こ
で
建
物
を
造
っ
て
、
経
典
を
納
め
る
の
も
在
家
の
人
た
ち
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
学

ぶ
人
は
、
お
坊
さ
ん
な
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
経
の
伝
承
活
動
全
体
に
つ
い
て
、
在
家
・
出
家
の
区
別
を
立
て
て
し
ま
う
と
、
分
か
ら
な
く
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な
っ
て
し
ま
う
。
明
ら
か
な
の
は
、
在
家
と
出
家
の
両
方
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
で
す
。

そ
し
て
、
大
乗
経
典
は
ど
う
な
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
実
は
全
く
同
じ
な
ん
で
す
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
大
乗
涅
槃
経
と
い
う
経
典
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
涅
槃
経
は
法
顕
と
い
う
訳
経
三
蔵
が
イ
ン
ド
に
行
っ
た
と
き
に
、
イ
ン
ド
の
優
婆
塞
の
家
か
ら
写
本
を
持
っ
て
き
た
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
乗
仏
教
の
継
承
の
さ
れ
方
も
、
伝
統
仏
教
と
全
く
同
じ
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
今
、
わ
か
る
か
ぎ
り
の
歴
史
的
な

実
情
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
お
話
し
足
り
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
。
何
か
ま

た
、
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
後
ほ
ど
で
も
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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