
宗
教

の
崇
拝
　
象
（
二
）

1
瀞
と
佛
と
の
三
十
に
つ
い
て
一

岡

稿手

俊

一
　
佛
教
の
出
爽
黙
と
「
佛
」
の
根
本
性
格

　
質
疑
に
於
て
私
は
、
宗
教
に
於
け
る
思
プ
計
封
象
の
問
題
と
し
て
の
「
沸
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
た
Q
即
ち
、
宗
教
に
あ
っ
て

最
も
重
要
な
る
意
義
を
も
つ
と
こ
ろ
の
「
紳
一
般
」
の
概
念
、
原
始
未
開
種
族
の
間
に
於
け
る
下
命
、
更
に
、
褒
達
宗
教
の
神
観
を

代
表
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
つ
い
て
概
説
し
た
Q

　
私
は
こ
＼
で
現
存
す
る
高
等
蛮
達
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と
共
に
、
世
界
的
宗
教
と
し
て
の
佛
教
の
紳
観
と
し
て
、
即
ち
、

佛
教
に
於
け
る
崇
拝
封
象
と
し
て
の
「
佛
」
に
つ
い
て
予
察
し
て
み
た
い
。
既
に
論
究
せ
る
が
如
く
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
繋
留
と
し

て
の
創
造
考
、
唯
一
者
、
超
越
者
、
支
配
者
と
し
て
の
人
畜
群
を
崇
拝
す
る
一
神
教
の
典
型
で
あ
る
。
然
し
、
こ
れ
に
馴
し
て
佛
教

は
本
堂
こ
の
よ
う
な
人
格
神
を
必
要
と
し
な
い
、
謂
は
ゴ
無
神
論
的
宗
教
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
野
立
す
る
汎
下
畑
的
宗
教
の
典
型

と
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
佛
教
は
歴
史
的
人
格
と
し
て
の
繹
加
族
の
一
王
子
ゴ
ー
タ
マ
（
O
o
冨
ヨ
潜
）
ン
ツ
ダ
ル
タ

（
o
り
置
岱
語
漏
餌
）
が
「
老
者
」
佛
陀
（
し
口
＆
q
7
鋤
）
と
な
っ
た
、
即
ち
、
人
繹
迦
が
佛
繹
遡
と
な
っ
た
根
本
事
で
匹
起
源
す
る
も
の
で

　
　
　
冶
不
教
の
思
不
出
封
象
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
出
ボ
教
の
岩
邦
舞
封
象
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

あ
る
Q
從
っ
て
、
佛
教
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
る
問
題
は
神
で
は
な
く
て
、
入
間
た
り
し
繹
迦
族
の
一
王
子
を
し
て
畳
者
た
る
佛
陀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ル
マ

と
な
ら
し
め
た
虞
の
「
も
の
」
、
　
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
帥
ち
「
法
」
が
中
心
問
題
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
っ
て
は
、
紳
の
存
在
と
神
の
創
造
が
出
癖
黙
で
あ
っ
て
、
若
し
紳
の
存
在
と
神
の
創
造
を
否
定
す
る
な
ら
ぽ
恐

ら
く
キ
リ
ス
ト
教
は
威
立
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。
佛
教
の
羅
綾
黙
は
現
實
の
人
生
に
於
け
る
人
間
の
苦
悩
で
あ
り
、
こ
の
現
實
の
苦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
コ
　

悩
を
如
何
に
し
て
解
決
し
、
こ
の
苦
悩
か
ら
自
由
と
な
り
、
解
放
さ
れ
る
か
と
云
ふ
こ
と
が
佛
教
の
理
想
な
の
で
あ
る
Q
佛
陀
と
は

實
に
正
し
く
こ
の
現
實
の
苦
儲
か
ら
完
全
に
自
由
に
さ
れ
、
解
放
さ
れ
る
原
理
と
な
る
道
と
法
と
を
自
営
し
腱
得
し
た
人
に
外
な
ら

な
い
。
か
く
て
佛
陀
、
畳
者
と
は
こ
の
よ
う
な
現
實
の
苦
檎
か
ら
人
間
を
自
由
に
し
解
放
す
る
と
こ
ろ
の
道
と
法
と
を
正
し
く
労
れ

る
入
で
あ
り
、
こ
の
解
放
さ
れ
自
由
と
な
っ
た
歌
態
を
「
解
脆
」
と
云
ひ
、
又
は
、
「
浬
繋
」
と
も
云
ひ
、
「
成
佛
」
と
も
云
ふ
の
で

あ
る
Q
解
明
と
は
解
放
と
離
脆
で
あ
り
、
嚴
密
に
は
現
實
の
苦
悩
か
ら
の
解
放
と
離
脆
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
浬
般
と
は
一
切

の
束
縛
と
苦
悔
か
ら
解
脆
し
た
静
か
な
る
世
界
で
あ
る
Q
何
れ
に
も
せ
よ
、
佛
教
の
出
焚
勲
と
な
っ
た
も
の
は
、
入
間
の
實
存
に
根

張
く
ま
つ
は
る
と
こ
ろ
の
苦
悩
で
あ
り
、
二
三
は
こ
の
苦
悩
の
根
源
を
つ
き
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
畳
者
、
佛
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
而
も
萬
人
は
彼
自
身
と
同
じ
道
を
同
じ
方
法
で
修
行
し
工
夫
す
る
な
ら
ぽ
、
彼
佛
陀
と
等
し
く
畳
者
と
な
り
佛
と
な
る
こ

と
を
佛
陀
は
教
説
し
た
の
で
あ
っ
た
Q
そ
れ
故
に
、
佛
教
に
あ
っ
て
は
既
に
一
言
せ
し
如
く
に
、
最
も
重
要
な
る
も
の
は
超
越
的
、

一
神
的
、
支
配
的
な
る
人
格
神
の
實
在
で
は
な
く
て
、
入
間
を
し
て
現
賢
の
苦
悩
か
ら
自
由
に
し
解
放
せ
し
む
る
と
こ
ろ
の
、
道
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
　

法
と
の
自
陣
と
至
仁
な
の
で
あ
る
。
こ
の
道
と
法
と
は
佛
教
に
あ
っ
て
は
「
ダ
ル
マ
U
ず
畿
旨
帥
一
1
∪
9
0
日
9
」
と
呼
ば
れ
て
居
る
。

正
し
く
こ
の
ダ
ル
マ
こ
そ
佛
教
に
あ
っ
て
は
最
も
神
聖
に
し
て
崇
拝
の
封
象
と
な
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
端
的
に
云



へ
ば
佛
教
に
於
け
る
崇
拝
の
封
象
は
「
非
人
格
的
法
」
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
が
如
き
「
人
格
的
神
」
で
は
な
い
。
も

と
よ
り
か
エ
る
崇
拝
封
象
と
し
て
の
紳
槻
の
相
異
は
、
そ
の
ま
x
キ
リ
ス
ト
教
と
佛
教
と
の
根
本
的
相
異
を
構
成
す
る
最
重
要
な
る

エ
イ
ジ
エ
ン
シ
イ
な
の
で
あ
る
Q

　
併
し
、
こ
N
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
キ
リ
ズ
ト
教
も
佛
教
も
共
に
元
畜
ア
ヂ
ァ
の
地
に
誕
生
し
、
そ
し
て
ア
ヂ
ア
の
人
々
に
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

説
さ
れ
た
と
云
ふ
事
寳
で
あ
る
。
長
い
歴
史
的
訴
訟
の
過
程
に
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
西
漱
に
主
と
し
て
大
き
な
感
化
と
影
響
を

興
へ
て
後
に
東
洋
に
傳
播
さ
れ
た
Q
佛
教
は
主
と
し
て
東
洋
に
於
け
る
思
想
的
地
盤
と
し
て
の
大
き
な
役
割
り
を
果
し
、
そ
の
後
西

隊
に
傳
播
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
宗
教
は
、
ア
ヂ
ア
に
同
じ
く
共
生
し
た
他
の
諸
宗
教
ー
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
や
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
を
含
め
て
の
一
と
最
少
限
度
的
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
Q
即
ち
、
そ
れ
は
長
い
歴
史
と
民
族
や

風
土
の
相
異
に
よ
っ
て
複
雑
な
攣
化
を
な
し
た
と
は
云
へ
、
　
「
精
榊
の
王
國
」
の
優
位
を
張
く
主
張
す
る
黙
に
診
て
ア
ヂ
ア
思
想
は

常
に
基
抵
的
に
は
共
通
性
を
有
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
佛
教
と
は
そ
の
蒲
生
の
地
を
同
じ
く
し
、
共
に
精
紳
の
二
二
の
優
位
を
彊
く
主
張
す
る
黙
に

於
て
は
、
基
抵
的
に
は
共
通
性
を
有
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
共
通
性
の
王
に
呉
騰
的
に
構
造
さ
れ
た
、
爾
教
の
性
格
は
著
し
く
相
異

す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
Q

　
紳
の
實
在
や
、
紳
に
封
ず
る
所
后
を
本
來
認
め
な
か
っ
た
佛
教
を
西
欧
の
芸
者
は
指
摘
し
て
、
佛
教
は
宗
教
で
な
い
と
主
張
し
た

入
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
。

　
無
紳
論
や
無
愚
筆
を
本
來
の
立
前
と
し
た
佛
教
を
宗
教
で
な
い
と
主
張
し
た
人
吸
が
、
西
欧
的
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
中
で
育
つ
た

　
　
　
宗
W
教
の
岩
ホ
舞
μ
封
｛
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
宗
教
の
呂
ホ
拝
日
電
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

人
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
超
越
的
神
の
實
在
と
神
へ
の
所
り
こ
そ
宗
教
の
本
質
で
あ
る
と
考
へ
た
人
々
に
と
つ
イ
、
、
超
越

　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

的
神
を
説
か
ず
、
奇
蹟
を
否
定
し
、
下
り
を
教
へ
な
か
っ
た
佛
教
、
を
宗
教
と
し
て
承
認
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
當
然
で
あ
ら
う
。

そ
れ
ほ
ど
に
、
現
實
の
キ
リ
ス
ト
教
と
佛
教
と
は
根
本
的
に
相
異
す
る
宗
教
と
な
っ
た
の
で
あ
る
Q

　
「
吾
汝
は
歴
史
的
目
的
か
ら
は
佛
教
を
宗
教
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
は
出
來
．
る
が
、
佛
教
は
實
際
に
は
宗
教
的
観
念
を
欠
除
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

居
り
、
｛
示
教
の
名
を
受
く
る
に
値
い
し
な
い
」

　
こ
れ
は
宗
教
皮
家
と
し
て
右
名
な
メ
ン
チ
！
ス
の
佛
教
に
封
ず
る
批
判
で
あ
っ
た
。
穴
馬
教
研
究
家
と
し
て
有
名
な
モ
ニ
ア
、
ウ

ィ
リ
ア
ム
も
佛
教
の
宗
教
性
を
否
定
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
少
く
と
も
、
最
も
初
期
に
於
け
る
、
そ
し
て
最
も
眞
正
な
る
形
で
の
佛
教
は
、
全
く
宗
教
で
は
な
く
て
、
人
生
に
封
ず
る
墜
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
義
的
理
論
の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
た
軍
な
る
道
徳
及
び
哲
學
の
膿
系
で
あ
る
」

　
フ
ラ
ン
ス
の
印
度
學
者
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
そ
の
著
「
印
度
佛
教
皮
序
説
」
に
於
て
早
く
も
佛
教
を
「
紳
を
持
た
ぬ
道
徳
的
組
織
お
よ

び
自
然
な
き
無
紳
論
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ド
イ
ツ
の
佛
教
學
者
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
も
彼
の
著
「
佛
陀
、
そ
の
生
涯
、
教
理
教
團
」
に
於

て
「
解
脱
を
渇
望
す
る
世
界
を
支
配
す
る
も
の
と
し
て
は
一
興
の
紳
も
み
ず
、
因
縁
の
蓮
鎖
と
い
ふ
自
然
の
法
則
が
た
父
一
つ
淺
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
を
る
の
み
で
あ
る
」
と
て
、
佛
教
に
於
け
る
無
神
論
を
彊
調
し
た
の
で
あ
っ
た
Q

　
こ
の
よ
う
に
し
て
佛
教
の
無
神
論
性
を
主
張
し
、
宗
教
性
を
否
定
す
る
人
々
は
、
そ
の
批
判
の
根
底
に
は
既
成
の
概
念
と
し
て

の
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
思
想
、
乃
至
信
仰
が
彊
く
働
い
て
い
る
。
世
の
多
く
の
乱
酒
は
、
宗
教
と
云
へ
ば
必
ず
何
ら
か
の
「
神
の
崇

舞
」
「
所
長
の
里
芋
」
を
豫
慨
し
、
か
N
る
神
は
人
間
の
運
命
を
支
配
す
る
願
力
を
持
っ
て
居
り
、
從
っ
て
、
人
間
は
こ
れ
を
信
じ
、



崇
拝
し
、
こ
れ
に
服
異
し
、
新
草
供
養
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
淋
の
超
人
間
的
恩
恵
を
期
待
し
要
望
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
佛
教

は
こ
の
よ
う
な
思
想
、
信
仰
を
全
く
持
．
つ
て
い
な
瞭
伽
こ
の
意
味
で
は
佛
教
は
全
く
宗
教
の
名
を
暫
く
る
に
値
い
し
な
い
と
云
へ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
う

う
。
で
は
佛
教
は
軍
な
る
倫
理
、
哲
學
の
膿
系
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
佛
教
に
於
て
は
「
戒
律
」
と
呼
ば
る
工
一
群
の
倫
理
的
規
範
が

あ
っ
て
、
佛
教
生
活
を
掴
む
者
に
と
っ
て
の
準
則
は
示
さ
れ
て
あ
る
。
併
し
、
こ
れ
は
謂
は
ゴ
「
佛
教
に
於
け
る
豫
備
的
段
階
で
あ

り
、
目
的
へ
の
手
段
で
あ
っ
て
、
決
し
て
目
的
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
戒
律
は
極
は
め
て
重
要
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
リ

み
で
は
理
想
の
解
錨
地
に
は
到
達
し
得
な
い
。
そ
れ
は
第
一
段
階
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
」
こ
の
よ
う
な
戒
律
よ
り
も
更
に
重
要
な

　
　
　
　
　
ウ
イ
ズ
ダ
ム

る
も
の
は
「
智
慧
」
で
あ
る
。
「
佛
教
の
土
台
は
倫
理
道
徳
で
あ
る
が
、
智
慧
は
そ
の
頂
黙
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
鳥
の
黒
髪
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

く
倫
理
と
智
慧
は
二
つ
の
最
も
大
切
な
徳
で
あ
る
。
智
慧
は
人
間
の
目
に
等
し
く
、
倫
理
は
人
間
の
足
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
」
佛

教
で
は
「
聖
目
行
軍
」
と
云
っ
て
、
智
の
目
が
開
か
れ
、
深
め
ら
れ
る
こ
と
の
必
要
と
共
に
、
行
、
實
践
の
足
が
力
強
く
智
の
目
の

指
示
す
る
が
如
き
正
し
き
生
活
を
實
行
ず
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
苦
幡
の
根
源
を
断
ち
切
り
、
静
か
な
る
浬
繋
、
副
業
の
不
和
と
眞

實
な
る
幸
輻
と
し
て
の
解
語
地
に
到
る
必
須
條
件
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
Q
佛
教
が
智
の
目
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
x
佛
教

の
合
理
主
義
、
乃
至
哲
學
と
し
て
の
深
さ
を
持
つ
地
盤
と
も
な
っ
て
い
る
Q
世
智
、
佛
教
は
世
界
の
諸
宗
教
に
比
し
て
最
も
合
理
的

哲
學
的
宗
教
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
。
特
に
、
後
世
の
襲
達
佛
教
に
総
て
は
深
遠
に
し
て
幽
玄
な
る
佛
教
哲
學
髄
系
を
作
り
出
し
た
の

で
あ
る
が
、
原
初
根
本
佛
教
に
あ
っ
て
も
智
の
目
は
強
調
さ
れ
、
「
不
合
理
」
と
「
盲
信
」
は
あ
く
ま
で
も
排
除
さ
れ
慨
し
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
け
　

て
い
た
の
で
あ
る
。
併
し
、
佛
教
は
輩
な
る
哲
婦
の
髄
系
を
説
く
も
の
で
は
な
い
Q
否
、
む
し
ろ
佛
陀
は
箪
な
る
哲
學
の
た
め
の
哲

學
を
拒
み
、
論
議
の
た
め
の
論
議
を
釜
な
き
「
た
は
む
れ
の
論
議
」
脚
ち
「
戯
論
」
と
し
て
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
た
。
火
災
で
燃
へ
さ

　
　
　
出
不
敏
の
崇
拝
…
封
土
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



　
　
　
宗
教
の
崇
拝
封
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

か
る
家
の
申
で
苦
し
ん
で
い
る
人
を
見
た
な
ら
ぽ
、
先
づ
そ
の
人
を
何
ん
と
し
て
も
助
け
出
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
Q
家
の
構
造
や
火
災

の
原
因
を
論
議
す
る
い
と
ま
は
な
い
で
あ
ら
う
。
毒
矢
に
あ
て
ら
れ
て
苦
し
む
者
に
接
し
て
は
、
先
づ
そ
の
毒
矢
を
抜
き
と
る
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
毒
矢
を
射
た
者
は
何
人
で
あ
る
か
、
そ
の
矢
は
い
っ
こ
よ
り
來
た
れ
り
や
、
そ
の
矢
は
何
に
よ
り
て
作
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　

て
い
る
か
、
等
の
論
議
は
正
し
く
戯
論
と
し
て
経
典
に
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
Q
又
世
界
は
有
限
な
り
や
無
限
な
り
や
、
世
界
を
何
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
》

が
作
っ
た
の
か
、
鍍
魂
と
肉
冠
と
は
同
一
な
り
や
、
死
後
は
存
す
る
や
等
も
亦
戯
論
で
あ
る
と
云
は
れ
て
い
る
Q
最
大
の
急
務
は
今

現
に
憂
悲
と
苦
拶
の
さ
申
に
あ
っ
て
苦
し
み
悩
み
生
き
て
い
る
、
な
ま
な
ま
し
い
現
實
苦
、
人
間
苦
の
解
決
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味
に
於
て
、
佛
教
の
申
の
深
い
思
索
や
、
勝
れ
た
哲
學
牡
馬
系
も
、
そ
れ
は
全
く
思
索
の
た
め
の
思
索
で
は
な
く
て
、
實
に
現
時
の

人
生
苦
の
解
決
の
た
め
の
思
索
で
あ
り
、
哲
學
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
想
の
た
め
の
實
践
に
役
立
た
ざ
る
が
如
き
一
切
の
思
索
、
論
議

哲
學
は
凡
て
佛
教
に
あ
っ
て
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。

　
か
く
て
、
佛
教
は
世
の
常
の
宗
教
と
は
著
し
く
異
り
、
而
も
そ
れ
は
箪
な
る
倫
理
や
哲
學
の
寄
留
と
も
異
る
謂
は
ゴ
濁
点
の
宗
教

で
あ
る
。

　
で
は
佛
教
と
云
ふ
猫
特
の
宗
教
に
あ
っ
て
、
そ
の
崇
拝
写
象
と
な
っ
て
い
る
佛
の
根
本
性
格
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
キ
リ

ス
ト
教
に
於
け
る
神
と
全
く
相
異
す
る
特
性
と
は
如
何
な
る
鮎
で
あ
ら
う
か
。

　
既
に
述
べ
た
如
く
に
、
佛
、
佛
陀
と
は
畳
者
で
あ
る
が
、
一
聯
畳
者
と
は
何
を
煮
れ
る
人
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
一
言
に
し
て
云

へ
ば
「
ダ
ル
マ
」
「
法
」
で
あ
り
、
人
生
と
世
界
と
を
貫
く
無
上
の
眞
理
で
あ
る
Q
こ
の
眞
理
、
法
、
ダ
ル
マ
を
畳
っ
て
苦
悩
の
根

源
を
解
決
し
、
そ
の
苦
憐
か
ら
解
放
さ
れ
て
全
く
自
由
に
し
て
平
和
な
る
境
地
に
到
り
得
た
人
、
そ
れ
が
畳
者
、
佛
陀
で
あ
る
Q
か



」
る
山
山
、
畳
者
は
歴
史
的
人
絡
と
し
て
の
繹
奪
で
あ
り
、
繹
奪
の
さ
と
ら
れ
た
法
、
ダ
ル
マ
は
「
四
聖
諦
・
八
聖
道
」
「
十
二
因

縁
」
コ
ニ
法
印
L
等
で
あ
る
Q
佛
教
は
輝
尊
の
滅
後
二
千
五
百
年
聞
の
長
き
歴
史
の
中
で
、
盤
陀
に
つ
い
て
の
二
方
は
色
々
の
思
索

を
重
ね
て
、
今
日
で
は
複
雑
な
る
詰
碁
を
な
し
て
居
り
、
歴
史
的
人
格
と
し
て
の
佛
陀
長
島
の
外
に
、
多
く
の
佛
陀
の
存
在
を
許
し

　
　
　
　
（
1
6
）

信
じ
て
居
る
Q
叉
、
法
と
し
て
の
四
諦
、
十
二
因
縁
、
三
法
印
の
外
に
、
こ
れ
又
複
雑
多
岐
に
亙
る
幾
多
の
教
法
を
組
織
し
、
経
典

も
宗
派
に
よ
っ
て
異
り
、
そ
の
主
張
す
る
虞
も
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
が
い
や
し
く
も
佛
教
の
名
に
於

て
説
か
れ
主
張
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
佛
陀
と
法
と
の
「
原
型
」
は
何
ん
と
し
て
も
雨
皮
的
人
格
と
し
て
の
佛
陀
繹
奪
で
あ
り
、
そ

の
佛
陀
繹
尊
に
よ
っ
て
在
世
中
に
説
か
れ
た
る
根
本
説
法
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
存
す
る
一
切
の
「
佛
陀
観
」

乃
至
「
佛
性
論
」
そ
し
て
、
一
切
の
教
法
は
繹
尊
の
人
格
と
そ
の
説
法
を
通
ほ
し
、
そ
れ
を
源
泉
と
し
て
焚
忘
し
て
來
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　
で
は
佛
教
経
典
は
こ
の
よ
う
な
佛
陀
繹
奪
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
で
あ
ら
う
か
。
又
、
人
間
繹
迦
を
替
優
輝
奪
た
ら
し
め

た
正
法
、
ダ
ル
マ
と
は
・
ゼ
も
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
Q
ダ
ル
マ
を
抜
き
に
し
て
は
歪
面
は
考
へ
ら
れ
な
い
Q
そ
れ
ほ
ど
雑
書
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

法
と
は
内
面
的
に
緊
密
な
の
で
あ
る
Q

　
佛
に
封
ず
る
十
種
の
奪
號
と
し
て
古
き
維
典
に
は
次
の
如
く
示
さ
れ
て
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
「
如
來
、
慮
供
、
等
正
看
、
愚
行
足
、
善
逝
、
世
間
解
、
無
上
士
、
調
御
丈
夫
、
天
人
師
、
佛
世
説
」

叉
、
他
の
輕
典
に
は
次
の
如
く
示
さ
れ
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
「
一
切
知
者
、
一
切
見
者
、
知
道
者
、
開
道
者
、
説
道
者
」

　
　
　
宗
教
の
崇
拝
封
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



　
　
　
宗
教
の
崇
拝
封
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
「
如
來
、
佛
、
法
師
、
一
切
智
、
所
依
所
、
導
師
、
大
導
師
、
光
明
、
十
力
自
在
、
一
切
見
者
」

其
他
、
眞
如
、
法
性
、
實
相
を
佛
と
同
一
議
し
、
眞
豊
明
、
畢
寛
依
、
大
安
慰
、
無
等
々
、
不
可
思
議
光
、
等
の
表
現
も
使
用
さ
れ

て
い
る
。

　
「
繹
種
子
あ
り
、
繹
の
家
族
を
捨
て
、
孤
憤
を
剃
除
し
、
袈
垂
衣
を
著
し
、
至
信
に
し
て
家
を
捨
て
、
家
な
く
し
て
道
を
堕
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

無
上
等
正
畳
を
得
た
り
、
是
を
名
づ
け
て
佛
と
な
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
「
諸
法
の
實
義
を
知
る
が
故
に
名
づ
け
て
佛
と
爲
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
コ
賃
の
如
く
一
切
法
を
知
る
が
故
に
名
づ
け
て
佛
と
爲
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
「
正
し
く
一
切
法
、
一
切
種
を
知
る
が
故
に
名
づ
け
て
佛
と
爲
す
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
「
無
等
無
比
に
し
て
、
人
中
の
最
勝
者
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
「
能
く
貧
慾
、
瞑
悪
、
愚
痴
一
切
の
煩
…
悩
悪
法
に
勝
る
を
佛
と
名
づ
く
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
「
既
に
能
く
自
ら
畳
し
、
後
能
く
他
を
歯
し
て
畳
行
窮
満
す
故
に
名
づ
け
て
佛
と
註
す
」

こ
の
よ
う
に
し
て
佛
教
の
経
論
に
は
、
佛
の
異
名
が
種
々
に
表
現
さ
れ
て
居
り
、
佛
滅
後
以
來
今
日
ま
で
佛
、
男
性
、
正
畳
の
本
流

本
質
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
論
議
が
試
み
ら
れ
て
來
た
。
特
に
謂
所
「
小
乗
部
派
」
と
「
大
乗
派
」
の
人
々
の
間
に
は
根
本
的
に
封

立
す
る
佛
身
論
、
佛
官
営
を
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
佛
の
原
型
は
「
人
間
繹
迦
」
が
正
法
の
正
畳
に
よ
っ
て
苦
悩
な
き
絶
封
の
不
和

と
眞
實
の
幸
輻
の
膿
験
者
と
し
て
の
「
佛
繹
迦
」
に
な
っ
た
事
實
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
而
も
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
何
れ

の
経
論
に
あ
っ
て
も
、
佛
の
表
現
中
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
が
如
き
、
世
界
の
創
造
者
、
支
配
者
、
超
越
者
、
唯
一
考
と
云
つ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ね

た
意
味
が
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
重
富
と
は
、
西
欧
的
表
現
を
す
れ
ば
、
　
「
王
子
が
佛
陀
と
な
っ
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵠
）

「
シ
ッ
ダ
ル
タ
王
子
佛
陀
と
な
る
」
の
佛
陀
で
あ
り
、
「
年
記
に
よ
れ
ぽ
二
十
九
歳
の
時
生
死
輪
廻
の
問
．
題
に
嫌
悪
し
て
出
家
し
、

解
脆
を
求
め
て
種
々
の
哲
學
者
の
下
に
智
慧
を
學
ん
だ
が
、
無
毒
に
絡
つ
た
。
途
ひ
に
菩
提
樹
下
に
坐
し
、
諦
観
に
よ
っ
て
愚
者
と

　
ゑ
ゆ
　

な
っ
た
」
塵
の
佛
陀
で
あ
る
Q
而
も
何
人
も
か
Σ
る
佛
に
な
り
得
る
と
の
内
在
的
汎
神
論
こ
そ
佛
教
の
立
場
で
あ
る
。

二
　
無
聯
論
の
立
場
に
於
け
る
佛

　
佛
教
が
そ
の
崇
拝
封
戸
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
に
於
け
る
神
観
念
を
有
せ
ざ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
論
及
し
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
佛
教
の
無
紳
論
的
性
格
を
更
に
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
佛
教
の
佛
と
キ
リ
ス
ト
教
の
紳
と
を
比
較
し
て
み
た
い
Q

　
正
法
の
畳
知
と
そ
の
實
践
と
に
よ
っ
て
、
佛
性
を
開
焚
す
る
知
と
行
と
を
自
ら
工
夫
し
、
修
道
し
て
人
舌
下
は
佛
繹
迦
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
か
走
る
基
本
的
考
へ
方
の
中
に
は
、
佛
教
の
根
本
性
格
と
し
て
の
「
萬
人
は
等
し
く
佛
に
な
り
得
る
」
こ
と
、
そ
の
佛

に
な
る
道
は
「
人
間
自
ら
の
工
夫
と
修
道
で
あ
り
」
、
更
に
、
佛
教
は
崇
拝
の
封
象
と
し
て
「
人
間
と
は
全
く
本
質
的
に
異
る
超
越

　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

的
實
在
を
認
め
な
い
」
と
云
ふ
、
極
は
め
て
重
要
な
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
。
而
も
、
且
口
軽
的
、
歴
史
的
佛
陀
と
し
て
は
元
汝
は
ゴ

ー
ク
マ
、
シ
ッ
ダ
ル
タ
の
懸
樋
以
外
に
は
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
佛
滅
後
次
第
に
佛
身
論
の
問
題
が
獲
生
し
、
佛
に
つ
い
て
の
考

へ
も
複
雑
に
な
っ
た
Q
肉
身
を
持
っ
て
生
れ
た
佛
陀
は
八
十
歳
に
し
て
こ
の
世
を
去
り
入
滅
し
た
が
、
佛
は
依
然
と
し
て
何
ら
か
の

形
で
存
嘱
し
生
き
て
い
る
と
の
思
想
が
磯
生
し
た
。
佛
自
身
も
死
の
直
前
に
於
け
る
こ
の
世
の
最
後
の
説
法
に
於
て
、
「
今
は
私
の

最
後
の
時
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
死
は
肉
身
の
死
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
肉
身
は
こ
Σ
に
亡
び
て
も
、
悟
り
の
智
慧

　
　
　
宗
瑠
教
の
岩
変
日
射
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



　
　
　
宗
教
の
膨
爪
拝
封
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二

は
永
遠
に
教
え
と
道
と
に
生
き
て
い
る
、
私
の
肉
身
を
見
る
も
の
が
、
私
を
見
る
の
で
は
な
く
、
私
の
教
え
を
知
る
も
の
が
私
を
見

　
　
　
　
（
第
）

る
の
で
あ
る
」
と
訓
え
ら
れ
た
。
更
に
ま
た
経
典
は
清
拭
め
死
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　
「
人
々
は
み
な
、
世
奪
は
人
の
子
と
し
て
こ
の
世
に
生
れ
、
伽
耶
の
林
に
、
は
じ
め
て
悟
り
を
得
ら
れ
た
と
思
ふ
け
れ
ど
も
、
實

は
佛
と
な
っ
て
こ
の
か
た
、
限
り
な
い
時
を
経
て
み
た
ま
ふ
。
限
り
な
い
時
の
間
佛
は
い
つ
も
こ
の
世
に
あ
っ
て
、
人
々
の
性
質
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

見
透
し
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
宜
し
き
に
從
っ
て
、
教
へ
導
き
た
ま
う
た
」

　
「
世
尊
は
た
ゴ
に
語
を
以
て
教
へ
を
説
き
た
ま
ふ
の
み
で
な
く
、
身
を
以
て
教
へ
を
垂
れ
た
ま
ふ
。
そ
の
壽
命
に
は
限
り
が
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

が
、
欲
を
貧
っ
て
飽
く
こ
と
の
な
い
人
汝
に
、
驚
き
立
て
さ
せ
る
た
め
に
、
方
便
と
し
て
死
を
示
し
た
ま
ふ
の
で
あ
る
」

　
か
く
し
て
こ
x
に
今
は
亡
き
教
組
へ
の
切
な
る
思
慕
と
、
そ
の
教
説
自
身
の
中
か
ら
、
前
生
の
佛
、
久
遠
の
佛
、
や
が
て
は
未
來

の
佛
の
思
想
、
信
仰
を
も
磯
生
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
、
如
何
な
る
佛
も
み
な
「
羊
雲
が
眞
理
の
法
を
膿
験
し
て
覧
者
、

佛
に
な
っ
た
」
と
の
馬
佛
教
本
來
の
基
本
概
念
を
失
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
尚
佛
教
思
想
の
申
に
は
「
本
來
の
佛
」
、
「
人
間
で
は
な

く
て
も
と
も
と
か
ら
の
佛
」
と
云
ふ
考
へ
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
眞
理
た
る
法
を
そ
の
ま
二
人
格
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

形
而
上
學
幽
思
緋
の
結
果
か
、
自
宗
派
の
本
奪
た
る
崇
拝
佛
の
優
位
を
主
張
せ
ん
と
の
信
仰
の
教
學
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
佛
教
本

來
の
思
想
の
申
に
は
、
人
間
に
非
ざ
る
も
の
が
、
本
玉
的
、
も
と
も
と
よ
り
佛
で
あ
っ
た
と
云
ふ
が
如
き
考
へ
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
と
も
あ
れ
、
凡
て
の
人
間
は
工
夫
と
修
道
と
に
よ
り
、
羅
尊
自
身
と
同
様
に
佛
と
な
り
得
る
こ
と
が
佛
教
で
は
保
誰
さ
れ
て

い
る
。
加
藤
玄
智
博
士
は
、
　
「
紳
と
人
間
と
を
全
く
異
質
と
す
る
宗
教
一
紳
人
懸
隔
教
」
の
典
型
と
し
て
、
セ
ム
思
想
、
キ
リ
ズ
ト

教
を
奉
げ
、
こ
れ
に
反
し
、
　
「
榊
と
人
間
と
を
全
く
同
質
と
す
る
宗
教
一
神
人
同
格
教
」
の
典
型
と
し
て
、
ア
ー
リ
ア
思
想
、
佛
教



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

を
畢
げ
て
い
る
こ
と
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
ラ
ル
ロ
ロ
ウ

　
「
佛
陀
は
人
格
的
紳
、
禮
舞
、
新
蒔
に
つ
い
て
は
何
等
教
へ
な
か
っ
た
Q
而
も
佛
陀
は
宇
宙
に
於
け
る
道
徳
法
を
教
へ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
道
徳
法
こ
そ
は
バ
ラ
モ
ン
教
に
於
て
教
へ
ら
れ
て
い
た
形
而
上
學
的
最
高
存
在
者
よ
り
も
倫
理
的
に
は
す
ぐ
れ
て
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

も
の
で
あ
り
、
佛
陀
は
か
エ
る
バ
ラ
モ
ン
教
に
封
ず
る
反
動
と
し
て
起
つ
た
の
で
あ
る
。
」

　
佛
陀
の
弟
子
達
も
亦
卜
者
と
な
る
こ
と
が
最
高
の
理
想
で
あ
り
、
最
大
の
關
心
事
で
あ
っ
た
。
　
「
し
か
し
て
こ
の
最
高
の
業
に
参

加
し
う
る
も
の
と
し
て
は
、
自
己
を
措
い
て
外
に
は
な
か
っ
た
。
自
己
の
中
に
埋
れ
て
み
る
實
は
、
た
ゴ
自
己
の
み
が
掘
り
出
す
こ

と
が
出
止
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
聯
汝
を
崇
拝
の
斜
鼻
と
し
て
禮
嘉
し
た
り
、
所
，
蒔
を
さ
x
げ
た
り
、
祭
祀
を
行
っ
た
り
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

こ
と
は
、
繹
奪
の
出
家
の
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
は
、
全
く
意
義
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
」

　
法
句
経
の
」
句
に
は
「
お
の
れ
こ
そ
お
の
れ
の
主
で
あ
る
。
他
に
い
か
な
る
主
が
あ
ら
う
か
。
自
己
の
よ
く
調
御
せ
ら
れ
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

時
、
人
は
ま
こ
と
に
得
が
た
い
主
を
得
る
の
で
あ
る
」
と
、
人
間
の
自
主
性
、
主
面
性
を
教
へ
ら
れ
て
い
る
。
叉
、
佛
陀
は
最
後
の

説
法
に
於
て
も
、
　
「
さ
れ
ぽ
ア
ー
ナ
ン
グ
よ
、
な
ん
じ
ら
は
た
鱒
自
ら
を
燈
明
と
し
、
自
ら
を
比
年
と
し
、
他
人
を
依
虚
と
せ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

法
を
燈
明
と
し
、
法
を
依
虞
と
し
て
、
他
を
依
虞
と
す
る
こ
と
な
く
住
す
る
が
よ
い
」
と
、
　
「
自
燈
明
、
法
燈
明
」
と
「
自
蔵
依
、

法
瞬
依
」
と
を
教
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
既
に
需
品
の
論
稿
に
於
て
も
述
べ
た
が
如
く
に
、
キ
リ
ズ
ト
教
に
あ
っ
て
は
、
超
越
的
一
壷
と
し
て
の
ヤ
ー
ウ
ェ
と
神
の
子
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
紳
性
を
否
定
し
て
は
、
他
の
一
切
の
教
義
信
仰
は
威
霊
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。
佛
教
に
あ
っ
て
は
、
繹
奪
自
身
に

何
等
超
越
箒
神
の
信
仰
な
く
、
從
っ
て
弟
子
達
に
も
こ
れ
を
説
か
な
か
っ
た
。
弟
子
達
に
と
っ
て
は
輝
尊
佛
陀
は
「
大
導
師
」
で
あ

　
　
　
出
不
教
の
崇
葬
封
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



　
　
　
宗
教
の
崇
拝
謝
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

り
、
　
「
偉
大
な
る
教
師
」
で
あ
っ
た
。
佛
滅
後
の
弟
子
達
や
思
想
の
中
に
は
、
佛
陀
の
「
神
性
」
を
信
じ
て
こ
れ
を
主
張
し
た
も
の

も
あ
っ
た
が
、
宇
陀
自
身
は
決
し
て
自
己
を
入
問
と
は
全
く
異
質
な
る
、
超
人
間
的
神
で
あ
り
、
神
の
子
で
あ
る
と
は
考
へ
な
か
っ

た
。
あ
く
ま
で
「
人
問
の
子
」
が
「
畳
者
、
佛
陀
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

　
「
天
地
の
創
造
者
と
し
て
の
全
能
な
る
父
と
し
て
の
紳
」
「
萬
物
に
超
越
し
、
自
己
存
在
的
、
無
限
に
完
全
な
る
簸
と
し
て
の
最

　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

高
存
在
者
た
る
神
」
「
自
己
の
存
在
を
他
の
如
何
な
る
存
在
に
も
負
ふ
こ
と
な
き
神
」
「
他
の
凡
て
の
存
在
は
そ
れ
自
身
の
中
に
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

す
る
必
然
性
を
有
せ
ず
、
帥
ち
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
存
在
を
神
に
負
ふ
」
が
如
き
神
の
存
在
を
前
提
せ
ず
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

は
成
立
し
得
な
い
で
あ
ら
う
Q
而
も
、
か
呵
る
紳
は
「
た
ゴ
一
人
な
る
神
」
「
父
、
子
、
聖
．
簸
を
三
位
一
志
と
し
て
持
つ
神
」
「
天
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
リ
　

の
創
造
者
萬
物
を
全
能
の
力
も
て
無
よ
り
作
り
し
神
」
が
キ
リ
ス
ト
教
の
崇
拝
封
象
と
し
て
の
紳
で
あ
る
が
、
佛
陀
の
性
格
に
は
か

去
る
瀞
性
は
い
っ
こ
に
も
獲
早
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。
佛
陀
の
性
格
を
理
解
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
封
比
す
る
資
料
と
し
て
、
こ

x
に
ホ
ラ
ン
ド
氏
の
佛
傳
の
一
節
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
樹
こ
の
一
節
は
、
人
間
繹
迦
が
六
年
の
苦
行
の
最
後
に
於
て
、
菩
提
樹

下
で
悪
魔
の
誘
惑
を
降
服
し
て
後
、
大
い
な
る
悟
り
の
境
地
を
膿
得
し
て
佛
陀
と
な
っ
た
時
の
記
述
で
あ
る
。

　
「
ゴ
ー
タ
マ
は
菩
提
樹
下
に
坐
し
て
動
か
ず
、
や
が
て
夜
明
け
前
と
も
な
り
て
彼
に
干
和
が
訪
れ
た
。
そ
れ
は
深
き
悟
得
の
た
ま

も
の
で
あ
り
、
佛
教
徒
は
こ
れ
を
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
呼
ん
で
み
る
。
闇
に
と
ざ
さ
れ
し
牢
獄
か
ら
照
り
か
が
や
く
光
の
中
に
出
で
來

た
り
し
人
の
如
く
、
す
べ
て
は
明
ら
か
に
し
て
、
ま
た
確
貴
に
現
は
れ
て
來
た
。
そ
れ
と
恰
も
同
檬
に
、
完
全
に
心
の
迷
い
を
解
け

る
佛
陀
の
心
境
に
は
凡
て
の
眞
理
が
明
ら
か
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
生
死
の
秘
密
ま
で
も
無
上
の
智
慧
の
光
の
申
は
あ
ら
は
に
さ
れ
て

來
た
。
ゴ
ー
タ
マ
、
否
、
今
や
佛
陀
と
な
っ
た
彼
に
と
っ
て
は
、
も
早
や
人
生
は
暗
き
秘
密
と
矛
盾
と
に
み
た
さ
れ
た
も
の
で
は
な



く
な
っ
た
。
盤
陀
は
宇
宙
は
、
普
遍
の
眞
理
と
正
義
の
法
則
と
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
居
り
、
凡
て
の
も
の
を
秩
序
正
し
く
規
定
し

　
　
　
　
　
　
　
バ
ワ
レ

て
い
る
公
正
な
る
力
の
あ
る
こ
と
を
悟
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
則
を
佛
教
徒
は
ダ
ル
マ
（
又
は
ダ
ン
マ
）
と
呼
ん
で
い
る
が
、

こ
の
法
は
因
果
の
法
則
と
し
て
要
約
せ
ら
れ
て
い
る
。
い
か
に
も
輩
純
な
理
論
と
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
佛
陀
の
教
説
の
全
州
系

の
基
礎
で
あ
る
。
偶
然
に
襲
生
す
る
も
の
と
て
は
一
つ
も
な
く
、
凡
て
の
出
二
物
は
そ
れ
に
斎
き
出
っ
て
起
つ
た
他
の
出
・
來
事
に
原

因
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
凡
て
の
出
馬
事
は
後
に
起
る
他
の
出
額
事
の
原
因
と
な
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
Q
こ
の
こ
と
は
自
然
界

に
惟
る
眞
理
で
あ
る
。
凡
て
の
現
象
は
一
定
不
攣
の
法
則
に
依
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
同
一
の
法
則
を
、
佛
陀
は
精
神
界

と
道
徳
的
行
爲
の
世
界
に
摘
黒
し
た
の
で
あ
っ
た
。
凡
て
の
思
想
も
行
爲
も
必
ず
避
け
る
こ
と
の
出
來
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
の
で

あ
る
。
善
か
ら
は
善
が
、
悪
か
ら
は
悪
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
現
世
の
行
爲
の
果
實
は
並
等
生
活
の
性
格
の
種
と
な
る
で

　
　
　
　
ゆ
　

あ
ら
う
。
L

　
こ
の
よ
う
に
し
て
佛
陀
と
は
、
ま
こ
と
に
宇
宙
法
則
と
し
て
の
因
果
の
法
則
を
明
ら
か
に
悟
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
死
に
ま

っ
は
る
一
切
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
人
格
の
完
成
者
に
外
な
ら
な
い
Q
か
N
る
生
死
苦
悩
か
ら
の
自
由
と
解
放
と
の
道
を
教
え

ら
れ
た
の
が
佛
陀
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
於
て
こ
そ
佛
陀
は
「
三
界
の
大
導
師
」
で
あ
り
、
「
偉
大
な
る
教
師
」
で
あ
る
。
從
っ
て
、

佛
陀
自
身
は
い
か
な
る
超
越
的
存
在
を
も
認
め
ず
、
所
疇
や
禮
拝
に
よ
っ
て
超
入
間
的
存
在
と
關
締
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
か
の

恩
恵
に
あ
つ
か
ら
ん
と
す
る
が
如
き
凡
て
の
手
段
を
拒
否
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
こ
と
に
、
佛
教
の
申
心
思
想
は
「
法
」
「
ダ
ル
マ
」
で
あ
り
、
こ
の
ダ
ル
マ
に
よ
っ
て
現
實
の
苦
悩
や
憂
悲
の
束
縛
か
ら
解
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ル
ヴ
ア
ナ

さ
れ
て
、
眞
實
の
幸
輻
と
無
封
の
雫
和
と
の
禮
得
せ
ら
れ
た
る
静
か
な
る
転
籍
こ
そ
佛
教
の
最
高
理
想
で
あ
る
。
佛
陀
こ
そ
正
し
く

　
　
　
宗
宙
教
の
岩
爪
拝
封
ム
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
宗
瑠
教
の
崇
拝
封
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

か
瓦
る
最
高
の
理
想
に
到
達
し
得
た
歴
史
上
の
具
艦
的
モ
デ
ル
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
か
エ
る
重
要
な
る
意
味
を
持
つ
佛
教
の
読
く
法
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
Q
法
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
元

よ
り
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
所
謂
繹
尊
の
禮
解
さ
れ
た
悟
り
の
中
で
究
明
さ
れ
た
法
は
、
古
墨
佛
教
の
原
初
型
態
と
し
て
、
又
、

繹
尊
の
最
初
の
説
法
と
し
て
今
日
傳
へ
ら
れ
て
い
る
「
四
聖
諦
八
正
道
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
玉
で
は
そ
の
要
綱
を
述
べ

て
、
法
の
根
本
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
本
來
皆
野
に
嘗
て
使
用
せ
ら
れ
る
ダ
ル
マ
は
、
「
普
遍
的
な
眞
理
」
で
あ
り
、
從
っ
て
、
「
そ
の
眞
理
が
特
定
の
啓
示
や
信
仰
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
お
よ
そ
理
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
誰
で
も
聞
い
て
納
得
で
き
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
」
而
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

「
佛
陀
は
そ
の
眞
理
を
創
作
し
た
の
で
は
な
く
て
、
蛮
長
し
た
の
で
あ
る
。
」
さ
れ
ぽ
こ
の
こ
と
を
経
典
に
は
、
「
如
來
こ
の
世
に
出

ず
る
も
、
も
し
く
は
如
來
の
こ
の
世
に
出
で
ざ
る
も
、
こ
の
こ
と
は
定
ま
り
、
法
と
し
て
定
ま
り
、
法
と
し
て
確
立
し
て
い
る
。
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
は
ち
相
依
性
で
あ
る
。
如
來
は
こ
た
を
与
り
、
こ
れ
を
知
る
。
」
法
と
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
然
と
人
生
と
を
一
貫
し
て
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

す
る
普
遍
の
法
則
で
あ
り
、
佛
の
世
に
出
で
ま
す
や
否
や
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
き
普
遍
の
形
式
で
も
あ
る
。

　
さ
て
、
四
諦
の
説
法
、
帥
ち
、
「
四
つ
の
眞
理
に
つ
い
て
の
読
法
」
は
、
佛
陀
輝
尊
が
鹿
野
苑
に
別
て
か
つ
て
は
苦
行
を
共
に
せ

し
五
人
の
比
丘
に
な
せ
る
説
法
で
あ
り
、
且
つ
、
佛
陀
の
悟
り
以
後
に
於
け
る
「
最
初
の
説
法
」
で
も
あ
っ
た
Q

　
「
比
丘
た
ち
よ
、
出
家
た
る
者
は
、
二
つ
の
極
端
に
近
づ
き
親
し
ん
で
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
二
つ
と
は
何
か
。
一
つ
に
は
、
も
ろ
も

ろ
の
欲
に
愛
著
す
る
こ
と
。
そ
は
下
劣
、
卑
賎
、
凡
夫
の
な
す
と
こ
ろ
に
し
て
、
聖
に
は
あ
ら
ず
、
義
に
も
相
慮
せ
ず
。
二
つ
に

は
、
自
ら
苦
し
め
る
こ
と
Q
そ
は
苦
に
し
て
、
聖
に
は
あ
ら
ず
、
義
に
も
相
慮
せ
ず
。
比
丘
た
ち
よ
、
わ
れ
は
こ
の
二
つ
の
極
端
を



捨
て
て
、
申
道
を
さ
と
っ
た
Q
こ
れ
は
眼
を
生
じ
、
寂
静
、
誰
智
、
艶
薬
、
浬
契
に
資
す
る
。

　
比
丘
た
ち
よ
、
三
道
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
は
聖
な
る
八
つ
の
道
で
あ
る
。
い
わ
く
、
正
見
、
正
賞
、
正
語
、

正
業
、
正
命
、
正
精
進
、
正
念
、
正
定
で
あ
る
。
比
丘
た
ち
よ
、
こ
れ
が
中
道
で
あ
り
、
こ
れ
が
眼
を
生
じ
、
智
を
生
じ
、
寂
静
、

誰
智
、
等
畳
、
浬
葉
に
資
す
る
。

　
比
丘
た
ち
よ
、
苦
の
聖
諦
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
い
わ
く
、
生
は
苦
で
あ
る
Q
老
は
苦
で
あ
る
。
病
は
苦
で
あ
る
。
死
は
苦
で
あ

る
。
愛
す
る
者
と
別
れ
る
も
苦
で
あ
る
。
怨
み
憎
む
も
の
と
會
う
も
苦
で
あ
る
。
求
め
て
得
ざ
る
も
苦
で
あ
る
。
略
し
て
言
え
ば
、

わ
れ
ら
の
生
を
な
す
総
て
の
も
の
は
苦
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
じ
ゅ

比
丘
た
ち
よ
、
苦
の
集
の
聖
諦
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
喜
び
と
貧
り
と
相
と
も
な
い
、
到
る
と
こ
ろ
に
満
足
を
求
め
る
渇
愛
こ
そ
、
輪

廻
を
も
た
ら
し
、
苦
の
お
こ
る
と
こ
ろ
Q
こ
れ
に
慾
の
愛
と
有
の
愛
と
無
有
の
愛
と
が
あ
る
。

　
此
身
た
ち
よ
、
苦
の
滅
の
聖
諦
と
は
こ
れ
で
あ
る
Q
い
わ
く
、
こ
の
渇
愛
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
離
れ
去
り
、
捨
て
さ
り
、
滅
し

去
り
、
解
脆
し
て
執
著
す
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
ま
た
苦
の
お
こ
る
こ
と
は
な
い
。
此
丘
た
ち
よ
、
苦
の
滅
に
い
た
る
道
の
聖
霊
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ン
カ
イ
　
　
ヶ
ツ
イ
　
　
　
コ
ト
バ
　
　
　
コ
ウ
イ
　
　
セ
イ
ヵ
ツ
　
　
ド
リ
ヨ
ク
　
　
　
シ
ネ
ン
　
　
メ
イ
ソ
ゥ

こ
れ
で
あ
る
。
い
わ
く
、
聖
な
る
八
つ
の
道
で
あ
る
。
い
わ
く
、
正
見
、
正
面
、
正
語
、
正
業
、
正
命
、
正
精
進
、
正
念
、
正
定
で

　
（
騒
）

あ
る
。
L

　
こ
Σ
に
は
ダ
ル
マ
の
典
型
と
し
て
の
佛
陀
の
最
初
の
説
法
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
か
、
そ
の
他
、
佛
教
の
基
本
的
な
理
論
の
膿
系

と
し
て
の
「
縁
起
説
」
「
三
法
印
」
、
更
に
、
こ
れ
ら
の
原
初
懸
隔
教
思
想
を
母
胎
と
し
て
後
代
に
螢
達
せ
る
大
乗
佛
教
の
深
々
な
る

思
想
騰
系
と
し
て
の
、
華
嚴
佛
教
の
「
四
法
界
論
」
、
天
台
佛
教
の
「
諸
法
實
相
論
」
、
二
言
佛
教
の
「
即
身
重
工
論
」
、
輝
佛
教
の

　
　
　
宗
教
の
崇
拝
封
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



　
　
　
宗
教
の
崇
拝
丑
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

「
見
性
成
愚
論
」
、
浮
土
偶
教
の
「
往
生
寒
点
論
」
等
は
、
悉
く
佛
教
に
於
け
る
法
と
し
て
の
ダ
ル
マ
思
想
の
展
開
に
外
な
ら
な
い
Q

今
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
ふ
れ
る
時
で
は
な
い
が
、
佛
教
に
於
け
る
佛
は
如
何
な
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
法
を
抜
き
に
し
て
、
ダ
ル
マ

を
は
な
れ
て
は
考
へ
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
法
を
人
格
と
し
て
自
ら
其
腱
化
し
た
も
の
が
佛
教
の
佛
で
あ
る
。

三
　
阿
彌
陀
佛
と
ヤ
ー
ウ
ェ
紳

　
佛
教
の
佛
は
既
に
述
べ
た
如
く
、
常
に
「
法
」
に
よ
っ
て
佛
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
、
具
禮
的
佛
の
實
例
は
人
繹
迦
が

佛
繹
迦
と
な
っ
た
入
格
的
野
陀
で
あ
る
Q
現
在
に
あ
っ
て
も
、
南
方
長
老
派
の
佛
教
に
あ
っ
て
は
、
佛
陀
と
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的

繹
尊
た
父
一
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
繹
迦
牟
尼
佛
以
外
に
佛
と
な
り
し
者
も
、
又
、
佛
と
な
る
で
あ
ら
う
者
も
一

般
に
は
考
へ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
併
し
、
獲
達
大
乗
佛
教
に
あ
っ
て
は
、
佛
は
無
数
で
あ
り
、
過
去
に
も
未
來
に
も
佛
の

存
在
が
認
め
ら
れ
、
而
も
、
如
何
な
る
人
間
も
皆
佛
に
な
り
得
る
可
能
性
（
佛
性
）
を
持
っ
て
い
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
浬
五
経
の

「
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
」
や
法
華
維
の
「
草
木
寒
土
悉
皆
成
佛
」
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
來
の
佛
教
は

「
一
佛
思
想
」
に
立
脚
し
て
い
る
が
、
襲
達
佛
教
は
「
多
佛
思
想
」
を
そ
の
立
場
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
恒
河
砂
の
諸
佛
」

と
て
、
ガ
ン
ヂ
ス
河
の
砂
の
数
に
も
等
し
き
多
く
の
語
い
ま
す
と
の
思
想
、
信
仰
こ
そ
獲
達
佛
教
の
特
性
で
あ
る
。
而
も
、
今
日
で

は
佛
な
る
も
の
が
、
や
Σ
も
す
れ
ぽ
何
か
人
間
を
超
越
し
た
、
そ
し
て
歴
史
的
時
間
と
室
問
と
を
超
越
せ
る
、
謂
は
ゴ
キ
リ
ス
ト
教

的
神
に
近
似
せ
る
佛
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
「
久
遠
の
佛
」
と
か
「
本
來
の
佛
」
と
云
ふ
が
如
き
思
想
は
そ
れ
を

示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
極
は
め
て
現
實
的
、
歴
史
的
、
且
ハ
艦
的
な
る
甘
沼
が
如
何
に
し
て
非
現
知
的
、
超
歴
皮
的
、
抽
象
的
佛
陀
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

思
想
に
ま
で
塩
化
褒
達
し
て
行
っ
た
か
、
の
宗
教
皮
的
町
長
も
極
め
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
Q
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
論
述
す

る
こ
と
は
他
の
機
會
に
譲
る
と
し
て
、
た
冥
こ
＼
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
ヤ
ー
ウ
ェ
神
と
最
も
近
似
せ
る
如
く
考
へ
ら
れ
て
い
る
、

浮
土
佛
教
の
崇
拝
封
象
で
あ
る
阿
彌
陀
佛
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

　
幾
度
か
く
り
か
へ
し
彊
思
し
た
如
く
、
人
間
と
は
全
く
本
質
を
異
に
す
る
、
唯
一
人
に
し
て
、
人
闇
を
超
越
せ
る
、
天
地
萬
物
の

創
造
者
、
世
界
と
人
間
の
支
配
者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
ヤ
ー
ウ
ェ
神
と
、
人
間
が
修
道
工
夫
し
て
佛
と
な
り
、
人
間
の
完
成

者
、
苦
言
か
ら
の
解
書
誌
と
し
て
の
佛
陀
（
書
誌
）
と
は
全
く
異
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
澤
家
君
教
に
あ
っ
て
説
か
る
N
阿
彌
陀

佛
は
一
見
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
神
と
極
は
め
て
類
似
し
て
い
る
が
如
く
で
あ
る
Q
部
ち
、
浮
土
佛
教
に
あ
っ
て
は
、
信
仰
の
封
象
と

し
て
「
彌
陀
一
斗
の
悲
願
」
を
信
じ
、
而
も
、
こ
の
阿
彌
陀
佛
は
い
か
な
る
「
極
重
の
悪
人
」
も
、
「
救
養
す
る
」
と
こ
ろ
の
救
濟

者
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
Q
更
に
又
、
こ
の
阿
彌
陀
佛
は
、
浮
土
佛
教
の
依
り
虞
と
な
っ
て
い
る
根
本
聖
典
な
る
「
無
量
壽
経
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

に
は
、
も
と
人
間
修
行
者
と
し
て
の
「
法
藏
」
が
そ
の
努
力
に
報
ひ
ら
れ
て
佛
と
な
っ
た
も
の
と
記
さ
れ
て
居
り
な
が
ら
、
信
仰
の

教
學
は
つ
い
に
、
こ
の
阿
彌
陀
佛
を
神
秘
的
、
超
越
的
な
る
「
久
遠
實
威
の
阿
彌
陀
佛
」
に
ま
で
紳
化
し
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り

浮
土
佛
教
は
螢
達
佛
教
の
一
系
列
に
際
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
佛
教
全
膿
が
本
來
的
に
は
歴
皮
的
人
格
的
な
る
佛
陀
、
繹
尊
以
外
の

神
格
的
存
在
を
認
な
か
っ
た
、
少
く
と
も
そ
れ
を
重
要
硯
し
な
か
っ
た
に
も
拘
は
ら
ず
、
激
多
く
の
神
格
的
佛
陀
の
存
在
を
許
容
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

る
有
榊
論
、
多
面
論
さ
ら
に
汎
神
論
に
ま
で
到
っ
た
事
實
は
、
宗
教
史
的
に
は
ま
こ
と
に
興
味
あ
る
問
題
で
あ
ら
う
。
「
元
畜
佛
教

に
お
い
て
は
、
神
の
問
題
は
、
そ
の
宗
教
の
中
心
的
問
題
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
紳
の
存
在
を
問
題
と
せ
ず
し
て
濫
立
し
う
る

宗
教
で
あ
っ
た
と
い
ふ
そ
の
こ
と
の
申
に
、
佛
教
の
本
質
に
と
っ
て
最
も
直
接
的
な
重
要
な
問
題
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ

　
　
　
宗
教
の
崇
拝
封
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



　
　
　
宗
教
の
崇
葬
封
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

ら
に
か
Σ
る
宗
教
と
し
て
出
獲
せ
る
佛
教
が
、
結
局
、
紳
の
存
在
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
と
い
ふ
鐵
に
お
い
て
、
人
間
の
宗
教
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謁
）

傾
向
の
本
質
に
つ
な
が
る
問
題
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
」

　
と
も
あ
れ
、
正
法
、
ダ
ル
マ
を
中
心
と
し
て
、
佛
教
、
解
脆
、
浬
漿
の
一
構
観
に
立
つ
佛
敦
に
あ
っ
て
、
身
心
の
工
夫
と
修
道
と

に
よ
っ
て
完
全
な
る
人
間
性
を
啓
培
し
、
苦
悩
な
き
眞
實
の
幸
輻
と
絶
島
の
卒
和
と
を
實
現
す
る
こ
と
を
説
い
た
佛
教
諸
派
の
申
に

あ
っ
て
、
彌
陀
一
佛
の
悲
願
に
す
が
り
て
、
罪
悪
生
死
流
縛
の
凡
夫
が
救
は
れ
て
、
死
後
浮
動
に
往
生
し
て
佛
に
盗
る
、
と
の
壌
土

佛
教
は
ま
こ
と
に
佛
教
稜
達
の
歴
史
に
於
け
る
異
彩
で
あ
る
。
謂
所
「
自
力
門
、
聖
道
門
、
難
行
道
」
に
楽
し
て
、
「
他
力
門
、
浮

土
門
、
易
行
道
」
を
説
く
楽
土
佛
教
の
崇
舞
写
象
と
し
て
の
阿
彌
陀
佛
は
、
と
も
す
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
的
ヤ
ー
ウ
ェ
神
と
同
一
観
さ

れ
易
き
思
想
信
仰
で
あ
る
Q
併
し
、
こ
x
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
浮
土
魂
教
は
佛
教
で
あ
る
と
云
ふ
事
實
で
あ
る
。
從
っ
て
、
若

し
佛
教
と
し
て
の
澤
土
教
で
あ
る
な
ら
ば
、
浮
土
豪
教
に
は
佛
教
と
し
て
の
共
通
原
理
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
Q
若
し
か
玉
る
共
通

原
理
を
浮
田
佛
教
が
有
せ
ず
し
て
、
不
用
意
に
張
調
さ
れ
て
い
る
が
如
く
に
、
「
別
途
不
共
」
即
ち
、
浮
草
佛
教
は
一
般
佛
教
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

全
く
異
る
特
別
の
途
を
説
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
佛
教
と
浮
土
佛
教
の
間
に
は
何
ら
の
共
通
性
を
有
し
な
い
と
す
れ
ぽ

浮
心
佛
教
は
一
般
佛
教
か
ら
は
異
る
教
え
（
異
教
）
で
あ
る
と
の
結
論
に
な
る
で
あ
ら
う
。
果
し
て
砂
土
佛
教
は
異
教
で
あ
っ
て
、

一
般
佛
教
と
の
共
通
原
理
を
有
し
な
い
で
あ
ら
う
か
Q
否
、
と
答
へ
ざ
る
を
得
な
い
Q
浮
再
起
教
は
一
般
佛
教
と
し
て
の
共
通
性
を

持
っ
て
い
る
。
こ
玉
で
は
崇
拝
巨
象
と
し
て
の
佛
が
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
浮
土
教
信
仰
、
崇
拝
の
封
象
と
し
て
の
阿
彌

陀
佛
に
つ
い
て
の
論
蓮
に
限
定
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
阿
彌
陀
佛
は
ヤ
ー
ウ
ェ
神
と
異
り
、
無
か
ら
天
地
夏
物
を
創
造
し
た
如
き
創
造
神
で
は
な
い
。
黒
土
佛
教
も
一
般
佛
教
と
同
じ
く



蓋
物
は
凡
て
因
縁
に
よ
っ
て
生
成
し
、
持
署
し
、
破
壊
さ
れ
、
消
滅
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
阿
彌
陀
佛
と
い
へ

ど
も
因
果
の
法
則
を
拒
否
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
6

　
法
は
佛
教
の
根
本
生
命
で
あ
る
。

　
阿
彌
陀
佛
は
ヤ
ー
ウ
ェ
神
と
異
り
、
超
越
的
一
神
で
は
な
い
。
池
塘
佛
教
の
信
仰
封
象
は
彌
陀
一
三
で
は
あ
る
が
、
彌
陀
の
外
に

全
く
他
の
佛
の
存
在
を
認
め
な
い
の
で
は
な
く
、
諸
等
諸
菩
薩
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
。
謂
は
父
阿
彌
陀
佛
も
こ
の
意
味
で
は
諸

佛
申
の
一
下
で
あ
る
。
而
も
阿
彌
陀
佛
は
人
間
棚
雲
が
修
行
に
報
い
ら
れ
て
佛
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
、
こ
の
阿
彌
陀
佛
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ト
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

救
濃
に
よ
っ
て
浮
土
に
往
生
せ
る
人
間
は
、
み
な
悉
く
正
畳
を
得
て
「
彌
陀
同
等
の
悟
り
を
開
く
」
こ
と
が
帰
馬
さ
れ
て
い
る
。
萬

人
が
等
し
く
佛
に
成
り
得
る
と
の
大
乗
佛
教
の
共
通
原
理
は
浮
織
教
に
あ
っ
て
も
嚴
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
Q
換
言
す
れ
ぽ
、
ヤ
ー

ウ
ェ
神
と
人
間
と
は
全
く
そ
の
本
質
を
異
に
す
る
、
相
互
に
全
く
他
な
る
存
在
で
あ
る
が
、
阿
彌
陀
佛
と
人
間
と
は
そ
の
本
質
を
同

じ
う
す
る
、
同
質
、
同
学
で
あ
り
、
決
し
て
異
質
、
別
禮
で
は
な
い
。
「
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
」
の
基
本
原
則
は
浮
土
教
に
あ
っ
て

も
正
し
く
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　
阿
彌
陀
佛
は
ヤ
ー
ウ
ェ
神
と
異
り
、
存
在
の
法
則
を
準
準
し
て
存
在
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
存
在
の
法
則
、
眞
理
、

ダ
ル
マ
、
法
を
膿
解
し
、
法
と
一
腱
と
な
り
、
法
を
自
ら
人
格
化
し
た
も
の
で
あ
る
Q

　
佛
の
こ
と
を
如
來
と
も
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
画
工
と
は
正
し
く
「
眞
如
よ
り
來
生
せ
る
も
の
」
の
意
に
外
な
ら
な
い
Q
眞
如
、
法

を
抜
き
に
し
て
阿
彌
陀
佛
は
存
在
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
眞
如
が
人
格
と
な
っ
た
の
が
佛
で
あ
る
。
唖
蝉
そ
の
も
の
を
佛
と
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
へ
に
立
っ
て
、
阿
彌
陀
佛
を
「
事
賢
に
於
い
て
凡
夫
た
り
し
こ
と
な
き
本
身
の
畳
者
」
と
す
る
信

　
　
　
宗
教
の
岩
変
一
封
象
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
［



　
　
　
宗
敏
の
岩
不
拝
…
封
ゐ
家
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

仰
の
教
學
は
阿
彌
陀
佛
を
超
越
的
応
化
に
導
く
恐
れ
が
多
分
に
存
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
か
Σ
る
阿
彌
陀
佛
を
主
張
す
る
こ
と
に
な

れ
ぽ
、
凡
夫
、
入
間
が
修
道
工
夫
し
て
、
佛
盛
者
に
な
っ
た
と
の
佛
教
本
來
の
根
本
思
想
は
拒
否
さ
れ
、
人
間
と
佛
と
は
相
互
に
絶

封
他
者
と
し
て
封
面
す
る
二
元
的
、
超
越
軸
重
係
と
な
り
、
ヤ
ー
ウ
ェ
紳
と
被
造
物
と
の
關
係
と
何
等
異
る
こ
と
な
き
結
果
に
到
る

で
あ
ら
う
。

　
阿
彌
佛
は
ヤ
ー
ウ
ェ
神
と
異
り
、
人
間
を
支
配
し
、
人
間
の
運
命
を
左
右
し
、
人
間
に
徴
罰
を
與
へ
る
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。

人
聞
を
支
配
し
、
人
間
の
運
命
を
左
右
す
る
も
の
は
、
神
の
意
思
で
は
な
く
て
、
人
間
自
身
の
行
爲
（
業
）
で
あ
る
Q
悪
人
に
善
き

果
報
の
與
へ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
悪
人
が
救
濟
さ
れ
て
浮
土
に
往
生
し
て
佛
に
な
る
と
の
信
仰
は
奇
蹟
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
は

萬
人
は
佛
に
な
る
可
能
性
を
持
つ
と
の
佛
教
的
眞
理
の
必
然
的
展
開
で
あ
る
Q
眞
理
と
し
て
の
法
は
、
法
に
そ
む
き
、
法
を
法
と
し

て
受
け
と
る
こ
と
の
出
歯
ざ
る
人
間
が
、
こ
の
世
に
一
入
に
て
も
存
在
す
る
間
は
、
法
は
法
と
し
て
完
成
し
な
い
の
で
あ
る
。
萬
人

が
成
覚
す
る
ま
で
は
法
は
完
威
せ
ず
、
阿
彌
陀
佛
は
佛
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
Q
こ
x
に
は
「
萬
物
一
禮
」
観
的
立
揚
と
し
て

の
佛
教
固
有
の
基
本
原
理
が
認
め
ら
れ
て
居
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
神
人
別
膿
観
は
拒
否
さ
れ
て
居
る
。

　
阿
彌
陀
佛
の
性
格
や
、
こ
の
佛
に
謝
す
る
信
仰
は
少
く
と
も
そ
の
表
現
の
形
式
に
於
て
は
、
佛
教
本
來
の
姿
と
は
甚
だ
し
く
異
っ

て
い
る
。
從
っ
て
、
か
x
る
思
想
、
信
仰
の
内
面
的
意
義
を
佛
教
一
般
の
共
通
原
理
に
立
っ
て
解
明
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
浮
土
佛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

教
の
「
佛
教
性
」
に
は
色
敵
な
黙
に
於
て
問
題
が
残
さ
れ
て
居
る
。
か
N
る
阿
彌
陀
佛
信
仰
は
佛
教
が
、
「
他
の
文
化
、
西
印
度
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
翻
）

お
け
る
イ
ラ
ン
文
化
の
影
響
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
推
測
す
る
人
も
あ
る
。
」
又
、
阿
彌
陀
佛
を
客
槻
的
、
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

的
、
所
在
の
人
格
と
は
見
ず
し
て
、
内
在
的
、
主
観
的
、
超
歴
慰
撫
存
在
と
解
繹
す
る
人
々
も
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
内
在



的
、
主
観
的
な
見
方
は
信
仰
の
教
學
の
立
揚
か
ら
は
「
唯
心
の
彌
陀
」
と
し
て
拒
否
さ
れ
、
正
當
な
解
毒
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
更
に
、
阿
彌
陀
佛
の
信
解
の
仕
方
に
は
、
大
乗
佛
教
に
於
て
重
要
な
役
割
り
を
果
し
た
菩
薩
思
想
を
考
慮
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
囎
こ
の
問
題
も
こ
碁
は
製
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
・

　
結
論
と
し
て
、
以
上
に
於
け
る
所
説
の
要
鮎
を
指
摘
す
る
な
ら
ぽ
、
次
の
よ
う
で
あ
ら
う
Q

　
キ
リ
ス
ト
教
も
佛
教
も
そ
の
焚
生
地
が
ア
ジ
ア
で
あ
り
、
そ
の
思
想
的
土
壌
に
発
て
最
小
限
度
の
共
通
的
地
盤
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
精
紳
の
王
國
」
の
強
調
で
あ
る
。

　
併
し
、
半
者
は
長
き
歴
史
の
経
過
に
於
て
、
著
し
く
異
る
構
造
を
持
つ
に
到
っ
た
も
の
で
あ
る
Q
帥
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
超
越

的
、
一
神
的
、
人
格
神
と
し
て
の
ヤ
ー
ウ
ェ
禰
の
創
造
、
支
配
を
強
調
し
、
謂
所
「
一
紳
士
」
の
典
型
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、

佛
教
は
宇
宙
法
則
、
普
遍
法
則
と
し
て
の
ダ
ル
マ
を
中
心
と
し
て
、
修
道
、
工
夫
す
る
こ
と
に
依
て
何
人
も
苦
悩
な
き
眞
實
の
幸
鵬

絶
封
の
不
和
と
の
謄
得
者
、
強
者
、
髪
上
と
な
り
得
る
と
の
謂
所
「
汎
神
教
」
の
典
型
と
な
っ
た
。
無
紳
、
無
霞
、
無
所
思
こ
そ
佛

教
本
來
の
立
場
で
あ
り
、
「
自
己
啓
培
」
と
云
ふ
猫
特
の
方
法
に
よ
っ
て
、
精
神
の
王
國
を
樹
立
せ
ん
と
努
力
し
た
の
が
佛
教
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
本
望
の
佛
教
を
源
泉
と
し
、
母
胎
と
し
て
、
い
く
た
の
複
雑
に
し
て
難
解
な
る
思
想
、
信
仰
を
褒
展
さ
せ
、
申

に
は
こ
れ
が
同
一
の
佛
教
で
あ
る
か
と
疑
は
る
玉
が
如
き
信
仰
や
教
學
を
す
ら
産
み
出
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
悉
く
「
法
」

に
内
在
す
る
本
質
自
盤
の
必
然
的
展
開
で
あ
っ
た
。
そ
は
決
し
て
、
超
越
者
に
よ
る
啓
示
や
奇
蹟
と
し
て
與
へ
ら
れ
た
も
の
で
な
か

っ
た
こ
と
は
、
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ら
う
。

　
宗
教
に
於
け
る
崇
拝
封
象
の
問
題
と
し
て
、
私
は
「
絆
」
と
「
佛
」
を
中
心
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
と
佛
教
と
の
封
比
を
試
み
た
Q

　
　
　
出
爪
激
の
崇
口
封
募
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
　
　
　
宗
教
の
崇
拝
封
象
（
二
）

私
は
更
に
進
ん
で
、
宗
教
に
於
け
る
理
想
の
實
現
と
し
て
、

比
を
次
の
稿
で
試
み
よ
う
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

「
解
脱
」
と
「
上
坐
」
と
を
中
心
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
佛
教
と
の
封

（
昭
三
’
二
・
二
・
［
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