
佛

典

の
文

化

史

的

意

義

善

波

周

ま

え

が

き
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さ
い
き
ん
、
佛
教
の
研
究
に
つ
い
て
、
と
く
に
二
つ
の
注
目
す

べ
き
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
の

一
つ
は
佛
教

の
肚
會
實
踐
面
に
お
け
る

そ
れ
で
あ
り
、
他

の

一
つ
は
、
佛
教
が
肚
會
科
學

の

一
部
門
と
し
て
世
界
的
に
廣
く
取
り
あ
げ
ら
れ

つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
の
二
つ
と
て
も
從
來
か
ら
し
ば
し
ば
口
に
さ
れ
て
來
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
よ
い
よ
顯
著

に
、
し
か
も
具
體
的
に
指

摘
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
現
代
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
佛
教
が
個
の
救
濟
に
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な

い
と
し
て
も
、
そ
の
個
が

單
な
る
個
に
止
ま
り
え
な
く
な
り

つ
つ
あ
る
の
も
ま
た
現
代

の

一
つ
の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
あ
く
ま
で
純
粹
な
學
問
的
立
場
か
ら
の
佛
教
研
究
と
い
う
も
の
も
ま
た
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
そ

れ
は
決
し
て
生
の
殘
骸
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
は
、
む
し
ろ
よ
り
本
質
的
な
佛
教

の
根
本
義
に
連
な
る
も
の
で
さ
え
あ
り
う
る
の
で
あ

る
。本

稿
は
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
の

一
環
と
し
て
、

一
見
、
佛
教
と
は
す
こ
ぶ
る
縁
遠
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
自
然
科
學
な
ど
の
分
野

に
お
い
て
さ
え
も
、
佛
典
、
ど
く
に
漢
譯
佛
典
が
、
文
化
史
的
に
如
何
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
、
以
下
少
し
く
論
述
し

て
見
た
い
と
思
う
。



14

ま
ず
わ
れ
わ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
佛
典
と
稱
せ
ら
れ
る
も
の
に
接
し
て
、
そ
こ
に
佛
教

の
本
質
と
は
あ
ま
り
關
係

の
な
さ
そ
う
な
、
た
と

え
ば
天
文
暦
數
、
あ
る
い
は
占
星
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
か
な
り
見
出
す

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
佛
教
の
立
場

か
ら
如
何
に
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
ゆ
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
は
果
し
て
如
何
な
る
意
義
を
も

つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

わ
が
國
に
お
け
る
星
祭
り
と
か
、
星
廻
り
な
ど
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
中
國

の
五
行
思
想
な
ど
に
も
大
い
に
影
響
さ
れ
て
は

い
る
が
、

も
と
も
と
そ
の
大
部
分
は
、

佛
典
を
通
し
て
わ
が
國
に
傳
來
さ
れ
た
イ
ン
ド
起
源

の
も
の
が
主
流
を
な
し
て
い
る
。

す
な
わ

ち
、
イ
ン
ド
で
は
す
で
に
紀
元
前
十
三
世
紀
頃
に
は
、
昂
宿
を
始
め
と
す
る
二
十
八
宿
が
正
し
く
観
測
さ
れ
て

い
た
形
跡
が
あ
り
、
現
行

の
二
十
八
宿
と
同
じ
も
の
が
ア
タ
ル
ヴ
ァ

・
ヴ

ェ
ー
ダ
に
も
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
十
八
宿
の
制
度

と
い
う
も
の
は
必
ず
し

も

イ
ン
ド

・
オ
リ
ジ
ン
で
は
な
く
、
よ
り
古

い
時
代
に
、
お
そ
ら
く
バ
ビ

ロ
ン
あ
た
り
で
發
見
さ
れ
た
も
の
が
、

ア
ー
リ
ヤ
人
の
東
進
と

と
も
に
イ
ラ
ン
を
通

っ
て
イ
ン
ド
に
傳
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
イ
ン
ド
の
地
に
お
い
て
、
や
が
て
獨
自
の
發
逹
を
途

げ

た
こ
と
も
ま
た
事
實
で
あ
る
。
人
々
は
黄
道
に
沿

っ
た
顯
著
な
恒
星
群
、
す
な
わ
ち
二
十
八
の
星
宿
を
指
標
と
し
て
太
陽
や
太
陰

の
運

行
を
観
測
し
、
そ
こ
に
暦
法
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の

}
°
F
illio
z
at
教
授
は
イ
ン
ド
の
天
文
暦
法
に
深

い
造
詣
を
も
ち
、
イ
ン
ド
の
暦
法
は
、
古

い
ヴ

ェ
ー
ダ
暦
と
、
ギ
リ
シ

ャ
の
新
ら
し
い
天
文
學
が
イ
ン
ド
に
入

っ
て
か
ら
の
紀
元
六
世
紀
以
後
の
二
種
類
あ
る
こ
ヒ
を
指
摘
し
て
い
る

(L
'In
d
e
C
las
siq
u
e

°

v
o
l
1I
)
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
佛
典
中
に
出

て
く
る
天
文
な
ら
び
に
暦
日
に
關
す
る
す

べ
て
の
記
事
は
完
全
に
は
読
明
し
え
な
い
。
と
こ

ろ
が
漢
譯
佛
典
中

に
、
摩
登
伽
經
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
異
譯
や
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
の
原
文
、
ま
た
チ
ベ

ッ
ト
譯
も
あ
る
の
で
、

そ
れ
ら
を
詳
細
に
檢
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
前
記

二
暦

の
中
間

(ほ
ぼ
紀
元
前
三
〇
〇
年
か
ら
紀
元
後
五
〇
〇
年
)
に
、
ヴ

ェ
ー
ダ
暦

を
第

一
期
と
す
る
と
、
そ
れ
に
續
く
第

二
期
の
暦
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
始
め
て
、
今
ま
で
詭
明
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つ
か
な
か

っ
た
佛
典
中

の
天
文
暦
法
の
記
事
も
矛
盾
な
く
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
ど
う
し
て
、
そ
う
し
た
暦
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
か
。

周
知

の
よ
う
に
、
春
分
點
は
七
十
二
年
に
ほ
ぼ

一
度
移
動
す
る
の
で
、
從

っ
て
た
と
え
ば
、
ど
の
星
に
春
分
點

が
合
し
た
と
い
う
よ
う

な
記
事
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
現
代
の
精
密
天
文
學
に
よ
っ
て
逆
算
し
、
そ
の
観
測
さ
れ
た
年
代
を
ほ
ぼ
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が

そ

の
春
分
點
は
、

數
百
年
も
た

っ
と
移
動
し
て
次

の
星
座
に
移
り
、

從

っ
て
月
名
も
ま
た
そ
れ
に
應
じ
て
調
整

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

か
く
て
そ
こ
に
新
た
な
暦
が
登
場
し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
も
漢
譯
佛
典
は
、

そ
う
し
た
イ
ン
ド
の
暦
法
記
事
を
飜
譯
す
る

際
、
そ
の
時
代
々
々
の
中
國
自
體

の
暦
に
あ
て
は
め
て
譯
し
て
い
る
場
合
が
多

い
の
で
、
そ
こ
に
少
な
か
ら
ぬ
混
亂
が
生
じ
て
く
る
。
そ

の
好
例

ど
し
て
わ
れ
わ
れ
は
佛
誕
日
の
そ
れ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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わ
が
國
で
は
現
在
、
降
誕
會
を
太
陰
暦
に
關
係
な
く
新
暦
の
四
月
八
日
に
あ
て
て
い
る
が
、
南
方
佛
教
徒
は
、
降
誕
、
成
道
、
涅
槃

の

そ
れ
を

一
律
に
ウ

ェ
ー
サ
ヵ
月

の
滿
月

の
日
と
の
傳
承
に
從

っ
て
い
る
。

一
方
、
過
去
現
在
因
果
經
な
ど
に
は
、

二
月
八
日
の
日
出
時
に

出
生
さ
れ
た
と
の
記
事
が
あ
る
。
と
す
る
と
、
そ
の
い
ず
れ
が
正
し
く
、
ま
た
そ
う
し
た
混
亂
は
何
故
に
生
じ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
ウ

ェ
ー
サ
ヵ
月
の
滿
月
説

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
五
世
紀
頃
の
作
と
い
わ
れ
る
ジ
ャ
ー
タ
カ

・
ニ
ダ
ー
ナ
に
も
出
て
く
る
が
、
大

唐
西
域
記
は
佛
誕
日
を
、

「
以
吠
舍
怯
月
後
孚
八
日
、

當
此
三
月
八
日
、

上
座
部
則
日
、

以
吠
舍
怯
月
後
牛
十

五
日
、

當
此
三
月
十
五

日
」
ど
わ
ざ
く

當
時
の
中
國
暦
に
も
換
算
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
前
記
イ
ン
ド
の
第
二
期

の
暦
に
よ

っ
て
見
る
に
、
ウ

ェ
ー
サ
ヵ
月
は

ま

さ
し
く
畫
夜
等
分
の
春
分

の
月

に
當
り
、
し
か
も
そ
の
孚
パ
ク
シ
ャ

(
一
パ
ク

シ
ャ
は
十
五
日
)
の
差
は
、
後
者
が
年
代
的
に
や
や
古

い
觀
測
に
基
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
に
二
月
八
日
読
は
、

マ
ハ
ー
ヴ

ァ
ス
ツ
な
ど
に
も
出
て
く
る

「月
が
鬼
宿
に
合
し
た
滿

月

の
夜
」
と
同
系
結
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
漢
譯
で
あ
る
佛
本
行
集
經
に
は
、

「
於
彼
春

二
月
八
日
、
鬼
宿
合
時
…
…
」
と
あ
り
、

こ
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の
二
月
八
日
と
は
彼
春
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
暦
の
春
、
し
か
も
こ
れ
が
譯
さ
れ
た
の
は
六
世
紀
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
暦
は
角
月
を
年
初
と

す
る
第
三
期

の
暦
に
よ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
春
第
二
月
は
ま
さ
し
く
ウ

ェ
ー
サ
ヵ
月
に
當

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
四
月
八
日
説
は
、
佛
典
中
に
も

一
番
多
く
出
て
お
り
、
た
と
え
ば
佛
所
行
讃
な
ど
に
も
、
「
時
四
月

八
日
、
菩
薩
從
右
脇
生
」

と
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
月
名
を
こ
う
し
た

一
連
番
號
で
呼
稱
す
る
の
は
イ
ン
ド
で
は
繦
對
に
な
又
、
た
と
え
ば
吠
舍
怯
月

(サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
N
は

V
a
is�
k
h
a
,
パ
ー
リ
語
で
は

く
①路
犀
げ
僧
)
と
い
う
よ
う
な
個
有
名
詞
を
用

い
る
か
、

あ
る
い
は

一
年
を
春

期
、
雨
期
、
冬
期
の
三
期
に
わ
け
て
、
春
の
第
二
月
と
い
う
よ
う
な
數
え
方
を
す
る
。
だ
か
ら
單
に
三
月
と
か
四
月
と
い
う
よ
う
な
月
名

は
明
ら
か
に
中
國
暦
に
あ
て
は
め
て
譯
し
て
い
る
證
左
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
す
べ
て
太
陰
暦
に
よ

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
い
ま
宿
曜
經
な
ど
に
出

て
く
る
中
國
の
傍
逋
暦
を
見
る
と
、
中
國
の
四
月
十
五
日
は
ま
さ
し
く
氏
月

(
ウ

ェ
ー
サ
カ
)
の
滿
月
の
日
と

な

っ
て
い
る
。
中
國
で
は
古
く
か
ら
冬
至

の
絡

っ
た
時
を
年
初
と
し
て
い
る
の
で
、
從

っ
て
四
月
八
日
は
ち
ょ
う
ど
春
分
の
こ
ろ
に
當

っ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
佛
誕
日
の
三
説
は
、

一
見
、
如
何
に
も
異
諡

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
實
は
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ

の
暦
に
よ

っ
て
正
し
く
記

述
さ
れ
、
あ
る
い
は
換
算
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
日
時
的
に
は
決
し
て
異
日
で
は
な
く
、
す
べ
て
が
春
分

の
日
に
歸

一
さ
れ
る
。

し
か
も

一
方
、
月
が
鬼
宿
(p
u
sy
a)
に
合
し
た
と
い
う
の
も
'
r,1
の
p
u
sy
a
は
阿
育
王
碑
に
も
出
て
く
る

T
iss
a
星
座
の
日
と
言
語
學
的

に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
古
く
か
ら
吉
禪
日
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
イ
ン
ド
の
古

い
傳
承
に
は
、
春
分
を
最

も
吉
群
の
日
と
し
て
い
た

記
事
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
も
、
古
代
イ
ン
ド
人
に
と

っ
て
は
、
も
と
も
と
佛
陀
が
何
月
何

日
に
生
ま
れ
た
と
い
う
よ

う
な
時
間
的
日
時
は
問
題
で
な
く
、
と
く
に
當
時
は
實
際
に
星
に
よ

っ
て
日
時
を
算
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス

ト
の
誕
生
に
當

っ
て
も
、
東
方

の
學
者
た
ち
が
星
を
見
て
、
そ
の
運
勢
を
豫
言
し
た
よ
う
に
、
尊

い
人
は
尊
い
星
の
も
と
に
生
ま
れ
る
と

い
う
古
代
人
の
人
生
觀
が
、
佛
誕
日
を
最
吉
詳
日
た
る
春
分
の
日
に
結
び

つ
け
、
そ
れ
が
年
代
を
經
る
と
と
も

に
、
暦
法
的

に
異
説
を
生

じ
た
わ
け
で
あ
る
。
從

っ
て
わ
が
國
に
お
け
る
新
暦

の
四
月
八
日
な
ど
も
、
佛
誕
日
と
し
て
は
科
學
的
に
は
何
ら
眞
實
性
を
も

つ
も
の
で



は
な
く
、
あ
く
ま
で
便
宜
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
事
實
を
も

っ
て
直
ち
に
非
科
學
的
で
あ
る

と
か
、
非
歴
史
的
で
あ
る
と
非
難
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
古
代
人
の
生
き
た
眞
實
を
無
覗
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
文
化
史
的
に
も
決

し
て
正
し
い
見
解
で
は
な
い
。
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次
に
、
東
西
文
化
の
交
流
史
上
か
ら
、
最
も
具
體
的
な
天
文
暦
法
、
あ
る
い
は
占
星
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
文
化
史
的
に
如
何
な
る

役
割
を
演
じ
て
い
る
か
を
少
し
く
指
摘
し
て
見
た
い
。

さ
き
に
も
觸
れ
た
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
バ
ビ

ロ
ン
附
近

で
發
見
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
天
文
智
識
は
、

一
方
で
は
イ
ン
ド
に
入

っ
て
獨
自
な

二
十
八
宿
な
ど
の
制
度
を
確
立
し
、
そ
れ
が
密
教
な
ど
と
も
結
び

つ
い
て
民
衆

の
生
活
に
根
を
お
ろ
し
、

一
方

で
は
ギ
リ
シ
ャ
に
入

っ
た

そ
れ
は
極
め
て
科
學
的
に
發
達
し
、
現
行
の
七
曜
や
西
洋
占
星
術

の
基
礎
と
な

っ
て
い
る
十
二
宮
な
ど
を
も
生

み
出
し
た
。
だ
が
そ
れ
ら

は
五
世
紀
以
前
の
イ
ン
ド
の
文
献
に
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
以
後
に
な

っ
て
急
速
に
イ
ン
ド
に
入

っ
て
來
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
中
央
ア

ジ
ア
を
經
て
佛
典
の
中
に
數
多
く
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
い
例
を
わ
れ
わ
れ
は
八
世
紀
に
書
か
れ
た
宿
曜
經
二
卷
に
見
る

の
で
あ
る
。

こ
の
宿
曜
經
は
唐
の
不
空
三
藏
の
譯
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
そ
れ
は

一
つ
の
ま
と
ま

っ
た
原
本
か
ら
の
譯
と
は

思
え
ず
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ま
で
に
流
邁
し
て
い
た
天
文
占
星
的
智
識
を
不
空
が
蒐
集
編
纂
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

は
イ
ン
ド
在
來
の
二
十
八
宿
に
關
す
る
あ
ら
ゆ
る
智
識
と
、
ギ
リ

シ
ャ
的
七
曜
な
ら
び
に
十
二
宮
と
の
完
全
な
融
合

で
あ
る
。
し
か
も
そ

の
七
曜
名
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、

ペ
ル
シ
ャ
、
ソ
グ
ド
111II
の
音
譯
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
事
實
は
、
そ
れ
ら
が
如
何

な
る
經
路
を
と
っ
て
傳

え
ら
れ
て
來
た
か
を
雄
辨
に
物
語

っ
て
い
る
。
そ
し
て
ほ
ぼ
同
時
代
の

一
行
禪
師
も
イ
ン
ド
並
び
に
中
國
の
天
文
暦
法
を
善
く
し
、
多
く

の
密
教
的
著
作
を
殘
し
、
ま
た

一
方
で
は
純
粹
に
科
學
的
な
大
衍
暦
五
十
二
卷
を
著
わ
し
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
わ
が
國
で
編
纂
さ
れ
た

「
續
群
書
類
從
」
を
ひ
屯
ど
く
七
、
そ
の
卷
第
九
百
八
に

「
宿
曜
蓮
命
勘
録
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
そ
の
時
代
に
生
ま
れ
た
人
の
運
勢
を
説
明
し
た
も
の
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
円
形

の
圖
表
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
と
云
わ
れ
る
も
の
で
働
る
が
隔
そ
れ
を
見
る
と
円
形
の
中
に
、
二
十
八
宿
、
十
二
宮
、

七
曜
、
十
二
支
を
組
み
合

わ
せ
、
そ
の

一
番
外
側

に
、
壽
命
位
、
渦
害
位
、
輻
徳
位
、
官
禄
位
、
邉
移
位
、
疾
病
位
、
夫
妻
位
、
奴
僕
位
、
男
女
位
、
田
宅
位
、
兄

弟
位
、
財
庫
位
の
十
二
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
文
献
で
は
全
く
見
ら
れ
な
い
毛
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
九
世
紀
に
パ
フ
ラ
ビ
ー
語
で
書
か
れ
た
ブ

ン
ダ

ヒ
シ

ュ
ン
(B
u
n
d
a
h
isn
)
と
い
う
書
物
に
、
計
ら
ず
も
こ
の
十
二
位
が
あ

る
こ
と
が
最
近
わ
か
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は

一
昨
年
、
∪
°
Z
°M
a
ck
en
je
も
、
「ブ

ン
ダ
ヒ
シ
ュ
ン
に
お
け
る
ゾ

ロ
ア
ス
タ
の
占
星
」

と
題
す
る

一
文
で
、
こ
の
部
分
を
英
譯
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
原
本
の
パ
フ
ラ
ビ
ー
語

の
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
を
見
る
と
、
そ
れ
は
完
全
な

四
角
形

で
あ
り
、
そ
こ
に
七
曜
と
こ
の
十
二
位
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ギ
リ
シ
ャ
の
ホ
ロ
ス
コ
ー
。フ
は
す

べ
て
四
角
形
で

あ
る
が
、
イ
ン
ド
で
は
殆
ん
ど
円
形
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
十
二
位
は
そ
の
形
の
上
か
ら
見
て
も
ギ
リ
シ
ャ
系
の
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
し
か
も
九
世
紀
に
そ
れ
が
イ
ラ
ン
地
方
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
た
の
を
、
誰
か
の
手

に
よ

っ
て
イ

ン
ド
傳
來
の
二
十
八
宿
、

七
曜
、
十
二
宮
、
お
よ
び
中
國
の
十
二
支
を
も
入
れ
て
完
全
に
イ
ン
ド
式
の
円
形
に
組
み
合
わ
さ
れ
、
そ
れ
が
わ
が
國
に
も
傳

っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
文
化
史
的
に
見
て
頗
る
興
味
あ
る
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
ブ
ン
ダ

ヒ
シ
ュ
ン
に
は
宇
宙
説
も
諡
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
六
州
に
園
ま
れ
た

↓
①
螽
σq
山
と

い
う
の
が
あ
り
、

太
陽
は

三
百
六
十
の
窓
か
ら
出
入
す
る
と
あ
り
、
イ
ン
ド
の
須
彌
山
説
と
す
こ
ぶ
る
似
て
い
る
。
こ
れ
は
果
し
て
ブ

ン
ダ
ヒ
シ

ュ
ン
が
イ
ン
ド
の

影
響
を
う
け
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
よ
り
古

い
西
方

の
宇
宙
説
が
イ
ン
ド
に
入

っ
た
の
か
、
そ
う
し
た
こ
と
も
ア
ミ
ダ
佛
の
西
方
起

源
詭
な
ど
と
も
考
え
合
わ
せ
、
興
味
あ
る
今
後
の
問
題
で
も
あ
ろ
う
。
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四

こ
の
よ
う
に
、
佛
典
そ
の
も
の
の
中
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
關
連
し
た
も
の
の
中
に
、
文
化
史
的
立
場
か
ら
興

味
あ
る
數
多
く

の
問
題

を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
醫
學
に
關
し
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
云
え
る
。

イ
ン
ド
に
は
、
チ
ャ
ラ
カ
本
集
と
ス
シ

ュ
ル
タ
本
集
と
い
う
二
大
醫
書
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
紀
元

一
、
二
世
紀

あ
る
い
は
も
う
少
し
後

の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
チ
ャ
ラ
カ
は
こ
れ
を
ア
ー
ト
レ
ー
ヤ
師
か
ら
傳
授
さ
れ
た
と
述

べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
釋
尊

の
時

代

に
、
王
舍
城
に
耆
婆
(J
iv
a
k
a)
と
い
う
名
臀
が
あ
り
、
若

い
こ
ろ
彼
は
タ
キ
シ
ー
ラ
に
遊
學
し
て
ア
ー
ト
レ
ー

ヤ
か
ら
醫
學
を
習

っ
た

と

い
う
こ
と
が
、
パ
ー
リ
語
の
マ
ハ
ー

・
ヴ

ァ
ッ
ガ
に
出

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
人
が
同

一
人
で
あ
る
か
は
不

明
で
あ
る
と
し
て
も
、

少

く
と
も
チ
ャ
ラ
カ
本
集
が
遠
く
釋
尊
時
代
の
ア
ー
ト
レ
ー
ヤ
家
の
流
れ
を
く
ん
で

い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
い
ま

漢

譯
の
「
四
分
律
」
を
パ
ー
リ
語
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
物
語
り
の
上
と
か
醫
療
上
な
ど
に
も
か
な
り

の
異
同
が
見
出
さ
れ
、

當
時

の
瓧
會
事
倩
な
ど
を
知
る
の
に
大
い
に
興
味
あ
る
も
の
が
あ
る
。

た
と
え
ば
四
分
律
に
よ
る
と
、
彼
は
阿
提
梨

(A
tre
y
a
)
の
も
と
で
醫
道
を
成
じ
て
歸
國
す
る
や
、
瓶
沙
王

(
しU
一§
三
ω母
9
)
の
侍
醫
と

な

っ
た
が
、
王
は
佛
陀
に
深
く
歸
依
し
て
い
た
の
で
、
自
分
と
佛
陀
、
そ
れ
に
比
丘
僭
と
特
別
な
國
王
長
者
以
外

の
者
に
は
、
彼
の
診
療

を
許
さ
な
か

っ
た
の
で
、
民
衆
の
中
に
は
そ
の
た
め
に
わ
ざ
ー

佛
道
に
入

っ
た
者
も
あ

っ
た
と
い
う
。
ま
た
彼

は
外
科
手
術
な
ど
も
度

々
行

っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
病
人
の
心
理
を
捉
え
た
醫
師
と
し
て
の
頭
の
よ
さ
や
、
時
に
は
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
治
療
法
な
ど
も
出
て

く

る
。

そ
の

一
、

二
を
あ
げ
る
と
、
瓶
沙
王
が
ひ
ど
い
痔
疾
に
か
か
っ
た
と
き
、
パ
ー
リ
文
で
は
、
彼
は
手
術
を
せ
ず

に
藥
を
塗

っ
た
だ
け
で

そ
れ
を
全
治
さ
せ
た
と
あ
る
が
、
漢
譯
の
方
は
な
か
ー

詳
し
く
、
ま
ず
王
を
ぬ
る
ま
湯
に
入
れ
て
次
第
に
眠
ら

せ
、
知
ら
ぬ
間
に
利
刀

を
も

っ
て
患
部
を
切
開
し
て
治
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
手
術
に
つ
い
て
、
四
分
律

の
藥
健
度
を
見
る
と
、

こ
の
耆
婆
が
比
丘
の
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大
小
便
處
お
よ
び
兩
腋
下

の
病
を
手
術
し
て
治
し
た
の
を
世
尊
が
知

っ
て
、

こ
れ
を
醫
學
的

に
非
難
し
て
お
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
が
パ
ー
リ

語

の
方
は
、
痔
を
手
術
し
た
の
は
耆
婆

で
は
な
く
、

ア
ー
カ
ー
サ
ゴ

ッ
タ
と

い
う
醫
師
に
な

っ
て
い
る
。
佛
陀

は
こ
れ
を
叱
り
、
密
處
は

皮

膚
が
柔
軟
で
傷
が
治
り
に
く

い
う
え
に
刀
も
用
い
に
く
い
の
で
、
密
處
の
園
り
二
指

の
と
こ
ろ
に
刀
法
を
行
う

こ
と
を
禁
じ
、
こ
れ
を

犯
す
も
の
は
偸
蘭
遮
罪
に
墮
す
と
誡
し
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
佛
陀
自
身
が
病
氣
に
な
ら
れ
た
と
き
、
耆
婆
は
こ
れ
を
診
察
し
て
下
劑

の

必
要
を
感
じ
た
が
、
佛
陀
に
は
普
通
の
下
劑
は
差
し
あ
げ
ら
れ
な
い
の
で
、
と
く
に
三
種
の
華
に
藥
を
ま
ぜ
て
次

々
に
こ
れ
を
嗅
が
せ
、

最
後
に
風
呂
に
入
れ
た
と
こ
ろ
、
佛
陀
は
前
後
三
十
回
も
下
痢
を
し
て
全
治
さ
れ
た
ど
い
う
。

ま
た
チ
ベ
ッ
ト
所
傳

の
も
の
に
は
、
次

の
よ
う
な

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
物
語
り
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
の
惡
名
高

い
ア
ジ
ャ
セ
王
が
惡
質

の
腫
物
に
な
や
ん
だ
と
き
、
王
は
ど
う
し
て
も
手
術
を
肯
ん
じ
な

い
の
で
、

一
大

シ
ョ
ッ
ク
を
與
え
て
膿
を
出

す
よ
り
ほ
か
な
い
と
考
え

た
耆
婆
は

一
計
を
案
じ
、
王
に
對
し
て
自
分
の
王
子
の
肉
を
食
え
ぼ
治
る
と
云

っ
た
と
こ
ろ
、
王
は
そ
れ
を
承
知

し
た
の
で
、
ひ
そ
か
に

別
の
肉
を
持
ち
來

っ
て
王
に
差
し
出
し
、
ま
さ
に
そ
れ
を
食
わ
ん
と
し
た
王
に
對
し
、

「
先
に
は
父
を
殺
し
、

今
ま
た
わ
が
子
の
肉
を
食

わ
ん
と
す
る
か
」
と
激
し
く
罵

っ
た
と
こ
ろ
、
王
は
激
怒
し
て
腫
物
が
破
れ
卒
倒
し
た
。
耆
婆
は
そ
の
間
に
こ
れ
を
治
療
し
、
あ
と
で
は

王
に
ほ
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た

一
見
た
わ
い
も
な
い
よ
う
な
物
語
り
の
中
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
當
時
の
醫
學
智
識
、
瓧
會
事
情
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
う
か

が
い
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
原
本
あ
る
い
は
異
説
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
こ
れ
を
文
献
學
的
に
、
あ
る
い
は
文
化
史
的
に

取
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
興
味
あ
る
多
く
の
問
題
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
ぼ
う
大

な
る
漢
譯
佛
典
中
に
は
多

種
多
樣

の
要
素
が
充
滿
し
て
お
り
、
そ
れ
は
學
問
的
に
ま
さ
に
無
盡
藏
の

一
大
寳
庫

で
あ
る
と
も
云
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
各
分
野
か

ら
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
漢
文
を
讃
め
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
そ
れ
は

一
つ
の
特
權
で
も
あ
り
、
ま
た
義
務
で
も
あ
る

と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。


