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仏
教
経
典

─
卓
越
し
た
精
神
遺
産

ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
ト
ロ
テ
ィ
ニ
ョ
ン

　

現
在
、
東
洋
哲
学
研
究
所
と
フ
ラ
ン
ス
創
価
文
化
協
会
が
、

た
ぐ
い
ま
れ
な
る
展
示
会
を
、
こ
の
展
示
の
規
模
に
ふ
さ
わ
し

い
ユ
ネ
ス
コ
と
い
う
名
高
い
会
場
で
、
私
た
ち
に
提
供
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
一
堂
に
会
し
て
展
示
さ

れ
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
し
か
も
初
め
て
フ
ラ
ン
ス
で
展

示
さ
れ
る
と
い
う
展
示
品
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
は
、
私
た
ち
に
単

な
る
好
奇
心
を
起
こ
さ
せ
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
様
性

と
、
そ
し
て
何
よ
り
驚
く
べ
き
多
産
性
を
も
っ
た
作
品
を
展
示

し
よ
う
と
の
熱
意
に
、
私
た
ち
は
敬
意
を
表
さ
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
。
仏
教
経
典
は
、
人
類
の
諸
文
化
の
発
展
に
お
い
て
宗

教
的
な
教
え
だ
け
が
果
た
せ
る
格
別
の
役
割
に
つ
い
て
の
注
目

す
べ
き
事
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
に
お
け
る
経
典
は
、
な

に
よ
り
も
ま
ず
イ
ン
ド
の
精
神
性
を
代
表
す
る
﹁
文
学
の
ジ
ャ

ン
ル
﹂
で
す
が
、
そ
の
特
別
の
効
用
に
よ
っ
て
、
広
大
な
ア
ジ

ア
大
陸
の
ほ
ぼ
全
域
に
広
ま
り
、
様
々
な
文
化
の
糧
と
な
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
経
典
は
ま
っ
た
く
独
自
の
地
位

を
得
た
の
で
す
。

　

本
展
で
は
、
素
晴
ら
し
い
写
本
や
印
刷
さ
れ
た
経
典
と
い
っ

た
物
質
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
仏
教
経
典
に
よ
っ
て
触
発
さ

れ
た
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
工
芸
的
、
芸
術
的
、
知
的
、
精
神

「
仏
教
経
典
：
世
界
の
精
神
遺
産

─
写
本
と
図
像
で
知
る
法
華
経
」
展
カ
タ
ロ
グ
よ
り
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的
な
創
作
能
力
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
世
界
史
に
お

け
る
仏
教
経
典
の
重
要
性
は
、
単
に
経
典
に
あ
る
精
神
的
な
教

え
が
広
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
の
で
す
。

本
展
で
私
た
ち
が
、
仏
教
が
根
付
い
た
全
地
域
か
ら
も
た
ら
さ

れ
た
写
本
の
豊
富
さ
と
多
様
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

仏
教
経
典
は
、
膨
大
な
翻
訳
典
籍
、
文
字
体
系
の
発
明
、
用
語

集
の
発
展
、
言
語
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
な
ど
の
起
源
で
も

あ
り
、
さ
ら
に
、
印
刷
法
の
発
展
に
も
寄
与
し
、
経
典
を
授
か

っ
た
全
て
の
人
々
の
芸
術
的
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
育
み
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
八
七
年
か
ら
世
界
遺
産
リ
ス
ト
に

登
録
さ
れ
て
い
る
遺
跡
﹁
莫
高
窟
﹂
の
フ
レ
ス
コ
壁
画
の
︹
本
展

で
の
︺
壮
大
な
再
現
に
よ
っ
て
分
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
い 

ま
す
。

経
典
が
「
物
語
」
で
あ
っ
た
意
味

　

本
展
が
私
た
ち
に
勧
め
る
の
は
、
経
典
を
﹁
見
る
﹂
と
い
う

こ
と
で
す
。
容
器
と
し
て
、
経
典
や
写
本
を
見
る
と
と
も
に
、

内
容
と
し
て
、
仏
教
図
像
の
起
源
に
な
っ
た
物
語
や
教
え
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
経
典
を
見
る
こ
と

は
必
ず
し
も
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
く
、
知
識
の
な
い
見
学
者

に
と
っ
て
は
見
え
な
い
ま
ま
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
側
面
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

詩
偈
の
形
式
あ
る
い
は
散
文
的
な
物
語
形
式
な
ど
、
内
容
を

記
憶
す
る
た
め
に
い
か
な
る
表
現
形
式
が
と
ら
れ
て
い
た
と 

し
て
も
、
仏
教
の
教
え
の
始
ま
り
は
﹁
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
﹂ 

︵buddhavacana

︶
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
師
ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
﹁
巧

み
に
語
ら
れ
た
こ
と
﹂︵sutta/sūkta

︶
で
あ
り
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え

の
本
質
そ
の
も
の
を
伝
え
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
そ
の

本
質
と
は
、
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
の
厳
密
な
意
味
で
の
情
報
内
容
だ

け
に
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
、
逆
の
場
合
も
あ
る

で
し
ょ
う
⋮
⋮
。
な
ぜ
な
ら
、
経
典
と
い
う
こ
の
独
自
の
﹁
文

学
的
ジ
ャ
ン
ル
﹂
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
聴
衆
に
向
か
っ

て
話
し
か
け
て
い
る
の
か
な
ど
、
ブ
ッ
ダ
が
話
し
て
い
る
状
況

が
不
可
欠
の
情
報
と
な
る
か
ら
で
す
。

　

実
際
、
多
く
の
場
合
、
経
典
が
物
語
で
あ
っ
た
の
は
、
意
味

が
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
聴
衆
と
の
出
会

い
、
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
対
話
の
﹁
シ
ナ
リ
オ
化
﹂
は

─
こ

の
典
型
的
な
様
式
化
が
、
し
ば
し
ば
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
、
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と
き
に
極
度
に
単
純
化
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も

─
︹
本
筋
と
は

関
係
の
な
い
話
を
並
べ
た
︺
逸
話
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、シ
ナ
リ
オ
化
は
、ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
基
本
の
一
つ
で
あ
る
﹁
あ

ら
ゆ
る
現
象
は
何
ら
か
の
条
件
︵
縁
︶
に
よ
っ
て
生
じ
る
﹂︵
縁
起
︶

を
教
え
る
の
に
適
し
て
い
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
、

あ
ら
ゆ
る
場
所
で
有
効
で
あ
る
よ
う
な
理
論
を
話
し
た
の
で
は

な
く
、
常
に
、
あ
る
特
定
の
状
況
で
、
一
人
ま
た
は
数
人
の
聴

衆
に
話
し
か
け
ま
し
た
。
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
は
、
そ
こ
に
い
る
相

手
に
対
し
、
そ
の
状
況
の
中
で
、
話
し
た
瞬
間
に
効
果
が
あ
り

ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
今
の
ベ
ナ
レ
ス
近
郊
で
ブ
ッ
ダ
が
初
め
て
説
法
し

た
時
か
ら
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ブ
ッ
ダ
が
、
苦
行
を
止
め

る
よ
う
五
人
の
苦
行
仲
間
に
勧
め
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、

そ
の
折
の
話
の
主
要
な
テ
ー
マ
が
特
に
苦
行
に
関
し
て
の
﹁
苦

︵duḥkha

︶﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
特
別
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
と
き
の
説
法
は
、
ふ
つ
う
﹁
初
転
法
輪
﹂
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
ブ
ッ
ダ
の
初
の
公
開
説
法

で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、む
し
ろ
、そ
の
と
き
の
聴
衆
が
、

ブ
ッ
ダ
の
お
か
げ
で
一
人
ま
た
一
人
と
﹁
法
眼
を
開
い
た
﹂、
す

No Image

古ウイグル語訳『法華経』「観世音菩薩普門品」写本（９世紀の書写）。ウイグル文字。
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な
わ
ち
真
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
知
っ 

た
か
ら
で
す
。
こ
れ
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
﹁
ブ
ッ
ダ
の
言 

葉
﹂
の
効
力
で
あ
り
、
直
ち
に
結
果
が
出
る
と
い
う
特
長 

で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
経
典
の
物
語
的
な
側
面
と
は
、
仏
教
の
教
え

を
よ
り
快
適
に
楽
々
と
発
見
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
文
学
的

手
法
な
の
で
は
な
く
、
教
え
そ
れ
自
体
の
本
質
的
な
構
成
要
素

な
の
で
す
。
聴
衆
は
、
な
る
べ
く
登
場
人
物
と
同
じ
体
験
が
で

き
る
よ
う
、
登
場
人
物
に
な
り
き
り
、
そ
の
人
物
の
立
場
に
実

際
に
身
を
置
く
よ
う
に
導
か
れ
ま
す
。

　
﹁
説
法
者
﹂︵bhāṇaka

︶
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
ょ
う
。
こ
の
よ

う
な
各
状
況
で
の
教
え
を
記
憶
す
る
こ
と
に
専
念
し
た
﹁
説
法

者
﹂
は
、
た
だ
教
え
を
保
持
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、

自
分
が
伝
え
る
番
に
な
っ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
聴
衆
に
、
ど

の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
教
え
を
伝
え
る
か
を
指
示
し
ま
す
。

ま
た
、
弟
子
の
進
歩
に
応
じ
て
、
ふ
さ
わ
し
い
﹁
巧
み
に
語
ら

れ
た
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
﹂
を
選
ぶ
こ
と
も
、
師
で
あ
り
教
育
者
で

も
あ
る
説
法
者
の
役
目
で
す
。
弟
子
は
、
宗
教
的
修
行
を
し
な

が
ら
暗
唱
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
言
葉
を
暗
記
し
ま
す
。
こ
う

し
て
、
弟
子
も
ま
た
、
物
語
が
語
る
内
面
的
な
変
革
を
体
験
で

き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
経
典
の
﹁
効
能
的
﹂
側
面
に
つ
い
て
は
、
ふ
つ

う
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
側
面
こ
そ
が
、
数
世
紀
の
間
、
こ
れ
ら
の
教
え
の
幾

つ
か
が
基
本
的
に
は
﹁
文
学
と
し
て
﹂

─
定
説
と
は
反
対
で

す
が

─
発
展
し
た
経
緯
を
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

西
暦
の
初
め
頃
、
仏
道
を
歩
ん
で
い
く
た
め
に
﹁
大
乗
﹂
を
採

用
す
る
こ
と
を
強
く
勧
め
た
マ
ハ
ー
ヤ
ー
ナ
︵M

ahāyāna

︶
と
い

う
思
潮
は
、
殊
に
、﹁
経
典
﹂
の
独
特
な
使
用
法
に
よ
っ
て
特
徴

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
大
乗
が
そ
の
独
自
の
教
え

を
広
め
る
た
め
に
、
仏
教
徒
が
頻
繁
に
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い

た
文
字
を
大
い
に
活
用
し
た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
往
々
に
し
て
巨
大
な
ス
ケ
ー
ル
を
も
つ

大
乗
の
テ
キ
ス
ト
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
﹁
経
︵sūtra

︶﹂
で

あ
り
、
す
な
わ
ち
﹁
物
語
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら

れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
物
語
の
並
外
れ
た
展
開

に
も
、そ
の
﹁
巨
大
な
﹂
あ
る
い
は
﹁
無
限
の
﹂
ス
ケ
ー
ル
に
も
、

し
か
る
べ
き
役
割
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
す
。
仏
教
の
創
始
者
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で
あ
る
ブ
ッ
ダ
と
同
じ
く
、
仏
教
徒
は
常
に
何
に
も
ま
し
て
実

効
性
を
求
め
た
の
で
す
か
ら
！　

　

本
展
で
中
心
的
立
場
を
正
当
に
も
占
め
て
い
る
法
華
経
は
、

そ
の
良
き
例
で
す
。
法
華
経
二
十
八
品
を
通
し
て
、﹁
こ
れ
ま
で

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
教
え
が
、
聴
衆
に
対
し
明
ら
か
に
さ
れ

る
﹂
と
い
う
こ
と
が
、
絶
え
ず
言
わ
れ
つ
づ
け
ま
す
。
諸
菩
薩

の
け
た
外
れ
の
大
結
集
に
つ
い
て
の
記
述
、
驚
く
べ
き
物
語
と

数
々
の
譬
喩
⋮
⋮
。
し
か
し
、
本
当
に
新
し
い
教
え
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、﹁
物

語
を
聞
く
こ
と
﹂
と
物
語
の
﹁
並
外
れ
た
﹂
性
質
そ
れ
自
体
が
、

聴
衆
が
誘

い
ざ
な
わ
れ
て
い
る
新
た
な
体
験
な
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ

う
か
？　

こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
聞
い
た
こ
と
も
な
い
物
語
が
語

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
実
相
の
も
う
一
つ
別
の

次
元
へ
と
近
づ
い
て
い
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

経
典
は
「
ブ
ッ
ダ
」
そ
の
人
を
体
現

　

ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
保
持
し
、
ま
た
広
め
る
た
め
に
、﹁
書
く
﹂

と
い
う
形
式
が
最
終
的
に
採
用
さ
れ
た
に
し
て
も
、﹁
経
﹂
は
、

ま
ず
な
に
よ
り
話
し
聞
か
せ
る
た
め
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
言

葉
に
よ
っ
て
、
聴
衆
は
回
心
し
、
悟
り
に
至
る
こ
と
さ
え
で
き

る
の
で
す
。
口
伝
の
優
位
性
は
、
仏
教
の
教
え
自
体
の
伝
播
に

お
い
て
常
に
重
要
で
す
。
そ
れ
を
納
得
す
る
に
は
、
ビ
ル
マ
の

ラ
ン
グ
ー
ン
で
一
九
五
六
年
に
パ
ー
リ
語
聖
典
が
最
新
版
に
改

訂
さ
れ
た
際
、
文
字
で
書
か
れ
た
文
章
が
口
伝
の
内
容
に
よ
っ

て
改
訂
さ
れ
、
そ
の
逆
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
思
い
出

す
だ
け
で
十
分
で
す
。

　
﹁
経
﹂
を
語
り
、
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
一
つ
の

宗
教
実
践
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
徒
た
ち
が
彼
ら
の
物
語

や
教
え
に
、
経
典
と
い
う
物
質
化
の
形
を
最
終
的
に
与
え
た
こ

と
は
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私

た
ち
は
﹁
言
葉
は
消
え
て
し
ま
う
が
、
書
い
た
も
の
は
残
る
﹂

と
し
て
、
い
と
も
安
易
に
、
書
か
れ
た
も
の
の
ほ
う
を
重
視
し

て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
教
え
を

書
き
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
え
の
保
持
と
宣
布
が
容
易
に
な

る
の
は
当
然
で
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
ま
さ
に

こ
の
﹁
教
え
を
伝
持
し
た
い
﹂
と
の
思
い
か
ら
、
西
暦
の
初
め
頃
、

ス
リ
ラ
ン
カ
の
シ
ン
ハ
ラ
人
た
ち
は
、
書
き
残
す
こ
と
を
始
め

た
わ
け
で
すあ
。
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と
は
い
え
、
そ
の
千
年
後
で
さ
え
、
全
て
の
仏
教
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
﹁
口
承
﹂
か
ら
﹁
書
き
残
す
﹂
こ
と
に
転
向
し
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
中
国
人
の
巡
礼
者
た
ち
は
、
中
国
文

化
に
と
っ
て
は
大
変
貴
重
な
﹁
書
物
﹂
を
持
ち
帰
る
た
め
に
イ

ン
ド
ま
で
危
険
な
旅
を
し
た
わ
け
で
す
が
、︹
口
伝
の
優
位
が
見
ら

れ
る
と
い
う
︺
こ
の
事
実
に
つ
い
て
彼
ら
が
不
平
を
書
き
残
し
て

い
る
の
が
そ
の
証
拠
で
す
。

　

教
え
を
形
あ
る
も
の
と
し
て
具
象
化
す
る
こ
と
は
、
他
の
目

的
に
も
応
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
仏
教
に
お
い

て
は
、
し
ば
し
ば
﹁
聞
か
せ
る
こ
と
﹂
と
﹁
見
せ
る
こ
と
﹂
が

接
近
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
追
求
で
き
る
目
的
で
す
。
す
な
わ
ち
、

ブ
ッ
ダ
そ
の
人
を
見
る
だ
け
で
聴
衆
が
深
く
感
動
し
た
の
と
同

様
の
こ
と
を
、
今
度
は
ブ
ッ
ダ
が
聴
衆
に
語
っ
た
言
葉
が
、
同

じ
特
別
な
や
り
方
で
果
た
す
の
で
す
。
こ
の
方
法
に
お
い
て
、

﹁
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
﹂
に
備
わ
っ
て
い
る
特
別
な
力
は
、
ほ
と
ん
ど

必
然
的
に
、
そ
の
物
質
的
な
形
︹
経
典
︺
に
も
備
わ
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
ブ
ッ
ダ
自
身
が
﹁
私
を
見
る
者
は
、
法
︵D

harm
a

︶
を

見
るい
﹂
と
言
わ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
?!　

し
か
も
、
イ
ン
ド

の
古
い
伝
統
に
お
い
て
は
、
教
え
が
書
か
れ
た
も
の
の
集
成
は
、

ブ
ッ
ダ
の
﹁
法
身
﹂︵dharm

akāya

︶
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ

自
体
、
初
め
は
耳
に
聞
こ
え
る
言
葉
と
し
て
現
れ
、
そ
の
後
、

触
れ
た
り
見
た
り
で
き
る
形
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、﹁
書
物
﹂
と
し
て
の
﹁
経
﹂
は
、﹁
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
﹂
が

も
つ
＂
変
容
さ
せ
る
力
＂
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
だ
け
で

な
く
、
実
際
の
効
果
を
あ
げ
る
も
の
に
す
る
の
で
す
。
ブ
ッ
ダ

が
荼
毘
に
ふ
さ
れ
た
後
、
そ
の
体
か
ら
﹁
仏
舎
利
﹂
が
遺
さ
れ

ま
し
た
。
同
様
に
、
写
本
や
印
刷
さ
れ
た
経
典
は
、
ス
ト
ゥ
ー

パ
︵
仏
塔
︶
や
仏
像
と
い
っ
た
聖
な
る
容
器
の
中
の
仏
舎
利
の
位

置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
全
て
の
仏
教
徒
に

と
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
収
め
た
経
典
は
、
あ
り
ふ
れ
た
ゴ

ミ
と
し
て
捨
て
ら
れ
な
く
な
り
、
荼
毘
に
ふ
す
ご
と
く
焼
納
す

る
ほ
か
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
仏
教
経
典
を
崇
拝
対
象
に
す
る
こ
と
は
、︹
ユ

ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
︺﹁
啓
典
宗
教
﹂
に
お

け
る
聖
な
る
書
物
へ
の
崇
拝
と
は
ま
っ
た
く
似
て
い
ま
せ
ん
。

仏
教
の
聖
典
と
は
、
単
に
仏
教
の
教
え
を
保
存
す
る
も
の
と
い

う
だ
け
で
な
く
、そ
れ
自
体
が
﹁
ブ
ッ
ダ
﹂
と
﹁
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
﹂

を
体
現
し
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。
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同
様
に
、
図
像
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
の
イ
メ
ー
ジ
も
無
限
に
増

大
し
ま
し
た
。
テ
キ
ス
ト
を
含
む
全
て
の
崇
拝
対
象
の
こ
う
し

た
増
大
は
、
教
え
の
内
容
を
確
実
に
宣
布
す
る
こ
と
だ
け
を
目

的
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
仏
弟
子
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
も

の
を
増
や
す
こ
と
は
、
個
人
的
に
も
、ま
た
全
人
類
に
と
っ
て
も
、

そ
れ
自
体
が
、﹁
功
徳
︵puṇya

︶﹂
を
も
た
ら
す
﹁
称
賛
に
値
す
る
﹂

行
為
な
の
で
す
。
そ
の
う
え
、
多
く
の
大
乗
経
典
で
は
、
経
典

を
多
く
書
写
し
た
者
を
称
賛
し
、
そ
の
抜
粋
あ
る
い
は
経
題
だ

け
を
書
写
し
た
者
で
さ
え
讃
え
ら
れ
て
い
ま
す
⋮
⋮
。
そ
れ
は
、

﹁
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
る
他
の
全
て
の
テ
キ
ス
ト

に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
例
え
ば
、
石
に
描
か
れ
た
り
刻
ま
れ

た
マ
ン
ト
ラ
︵
真
言
︶、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
峠
や
記
念
建
造
物
で
旅
人

が
目
に
す
る
数
多
く
の
﹁
風
馬
旗う
﹂

─
祈
祷
旗
と
も
呼
ば
れ

ま
す

─
な
ど
も
、﹁
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
﹂
の
無
数
に
あ
る
物
質
化

の
形
な
の
で
す
。

　

一
神
教
を
﹁
啓
典
の
宗
教
﹂
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
仏
教
は
﹁
書

庫
の
宗
教
﹂
と
呼
べ
る
で
し
ょ
う
！　

ど
れ
ほ
ど
多
く
の
仏
教

僧
院
が
、
手
書
き
写
本
や
経
典
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
巨
大
な
本

棚
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ま
っ
た
く
読
ま

れ
る
こ
と
が
な
い
に
し
て
も
⋮
⋮
。
つ
い
に
は
、
こ
の
よ
う
な

﹁
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
﹂
を
物
質
的
に
増
や
し
て
功
徳
を
得
る
こ
と
自

体
が
目
的
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
写
本
を
書
写
し
、

経
典
を
印
刷
す
る
、
あ
る
い
は
、
よ
り
簡
単
に
そ
の
実
現
の
た

め
の
費
用
を
提
供
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
は
、
物
質
的
な
存
在
と

し
て
の
経
を
広
め
る
た
め
に
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に

No Image
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な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、な
ぜ
仏
教
徒
が
、
当
初
か
ら
、

木
版
や
印
刷
な
ど
テ
キ
ス
ト
の
複
製
法
の
発
展
に
も
熱
心
に
従

事
し
て
き
た
の
か
が
明
快
に
説
明
さ
れ
ま
す
。

日
常
を
超
え
た
「
も
う
一
つ
の
」
次
元
を
体
験

　

さ
ら
に
、
経
典
そ
の
他
の
多
く
の
仏
教
の
教
え

─
ブ
ッ
ダ

の
様
々
な
前
世
を
語
る
﹁
本
生
譚
﹂︵
ジ
ャ
ー
タ
カ
︶
も
、
も
ち
ろ

ん
そ
の
一
つ
で
す

─
が
も
つ
物
語
体
と
い
う
卓
越
し
た
性
質

が
、
登
場
人
物
や
出
来
事
を
言
葉
だ
け
で
な
く
図
像
に
よ
っ
て

も
表
す
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
﹁
物
質
化
の
形
﹂
に
至
っ
た
の

も
自
然
な
こ
と
で
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
﹁
図

像
で
表
現
し
た
い
﹂
と
い
う
興
趣
を
正
当
化
で
き
る
の
は
、
テ

キ
ス
ト
に
含
ま
れ
る
精
神
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
︹
を
伝
え
よ
う
と
い
う

意
思
︺
だ
け
な
の
で
す
が
、
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
単
な
る
挿
話

や
﹁
絵
に
な
る
﹂
場
面
も
、
図
像
に
し
た
い
気
を
起
こ
さ
せ
る

力
を
失
っ
て
は
い
な
い
よ
う
で
す
。
仏
教
の
図
像
の
豊
か
さ
は
、

聖
な
る
石
窟
に
お
い
て
は
特
に
目
を
引
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

を
訪
れ
た
人
を
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
日
常
的
な
現
実
を
突
き

抜
け
た
次
元
に
ま
で
入
り
込
ま
せ
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
精
神
的
体
験
に
図
像
化
さ
れ
た
信
仰
の
枠
組
み

を
与
え
る
こ
と
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、﹁
も
う
一
つ
﹂
の

現
実
の
中
に
信
仰
者
を
入
り
込
ま
せ
る
こ
と
が
、
そ
れ
以
上
に

重
要
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
図
像
化
さ
れ
た
教
え
を
そ
の
場
で

聞
い
た
か
の
よ
う
な
精
神
的
体
験
を
生
み
出
す
た
め
の
入
門
儀

礼
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

実
際
、
仏
教
の
聖
地
は
ど
こ
で
も
、
独
特
の
め
ま
い
を
起
こ

さ
せ
ま
す
！　

こ
こ
に
も
ま
た
、﹁
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
言
葉
を
可
視

化
す
る
﹂
実
例
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
表
現
形
式
は
無
限
で
す
。﹁
千

仏
化
現え
﹂
の
よ
う
な
描
写
は
、
特
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い

る
一
例
で
す
。
つ
ま
り
、こ
れ
は
歴
史
上
の
ブ
ッ
ダ
が
舎
衛
城
︵
ス

ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ Śrāvastī

︶
の
街
で
、
彼
が
討
論
し
た
ば
か
り
の
中

傷
者
た
ち
の
大
半
を
黙
ら
せ
た
と
い
う
﹁
奇
跡
﹂
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ブ
ッ
ダ
が
そ
の
身
を
様
々
な
形
で
示

す
こ
と
で
、
大
乗
仏
教
が
大
変
に
重
視
す
る
教
え
の
核
心
を
目

に
見
え
る
も
の
に
す
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ッ
ダ
は
他
の

現
象
と
同
じ
く

─
い
な
、
そ
れ
以
上
に

─
実
体
を
も
た
な

い
﹁
空
﹂
な
る
存
在
で
あ
る
ゆ
え
に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
数
え

き
れ
な
い
多
様
な
姿
で
自
ら
を
示
せ
る
の
だ
と
い
う
わ
け 
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で
す
！

　

し
た
が
っ
て
、
西
洋
人
見
学
者
た
ち
に
対
し
て
は
、
い
く
ら

注
意
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。﹁
い
つ
ま
で
も

繰
り
返
さ
れ
る
ブ
ッ
ダ
の
変
容
の
大
群
に
直
面
し
、
そ
れ
ら
が

ま
っ
た
く
同
じ
か
、
ほ
と
ん
ど
何
も
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え

て
、
理
解
し
が
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
﹂
と
。
西

洋
人
は
ま
た
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
内
容
に
知
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

を
す
る
こ
と
だ
け
を
重
視
し
執
着
す
る
あ
ま
り
、
単
な
る
本
で

あ
ろ
う
と
、
仏
教
的
な
﹁
も
の
﹂
に
備
わ
っ
て
い
る
物
質
的
側

面
や
実
体
験
と
真
に
か
か
わ
る
側
面
を
忘
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
こ
こ
で
の
豊
か
さ
や
多
様
性
を
生
ん
だ
も
の
は
、︵﹁
徳
行
を

積
む
﹂
こ
と
に
つ
い
て
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
︶
食
料
品
屋
が
ス

ト
ッ
ク
を
貯
蓄
す
る
よ
う
に
、
後
で
利
益
に
あ
ず
か
る
こ
と
を

期
待
し
て
作
品
の
数
を
誇
る
よ
う
な
月
並
み
の
儀
礼
主
義
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
う
そ
い
つ
わ
り
の
な
い
心
か
ら
の
精
神
性
が
働

い
た
結
果
な
の
で
す
。

　

仏
弟
子
た
ち
は
、ブ
ッ
ダ
と
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
を
、
見
え
る
も
の
、

聞
こ
え
る
も
の
、
触
れ
ら
れ
る
も
の
、
容
易
に
﹁
向
き
合
え
る
﹂

も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
の
環
境
そ
れ
自
体
が
急
激

に
変
化
し
、
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
も
見
た
こ
と
も
な
く
、
未
知

で
あ
っ
た
﹁
も
う
一
つ
の
﹂
現
実
を
直
接
体
験
で
き
る
状
況
に

な
る
よ
う
に
行
動
し
ま
す
。
こ
こ
に
展
示
さ
れ
て
い
る
仏
教
経

典
が
、
歴
史
的
、
文
化
的
、
芸
術
的
関
心
を
呼
び
、
工
芸
的
興

味
さ
え
引
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、﹁
ひ
と
つ
の
経
典
と
い
う
も
の
が
、
あ
る

人
々
に
と
っ
て
は
単
な
る
物
体
以
上
の
も
の
と
な
り
得
る
の
で

あ
り
、
経
典
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
知
的
理
解
の
対
象
で
あ
る

経
典
内
容
と
同
等
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
﹂
こ
と
を
、
訪
れ
る

人
々
に
分
か
ら
せ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

︹　

︺
内
は
邦
訳
に
際
し
て
の
補
注
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訳
注

︵
１
︶ 
紀
元
前
一
世
紀
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
大
飢
饉
が
続
き
、
僧
も
次
々

と
餓
死
し
、
教
団
も
滅
亡
の
瀬
戸
際
に
立
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で

は
口
伝
の
伝
承
者
と
と
も
に
仏
教
そ
の
も
の
も
亡
び
て
し
ま
う

と
い
う
危
機
感
か
ら
、
教
え
の
書
写
が
始
ま
っ
た
と
い
う
伝
承

が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
シ
ン
ハ
ラ
文
字
に
よ
る
パ
ー
リ
語
仏
典

が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
。

︵
２
︶ ﹁
法
を
見
る
者
は
我
を
見
る
。
我
を
見
る
者
は
法
を
見
る
﹂︵
サ

ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ=
相
応
部
経
典
22
：
87
。﹃
南
伝
大
蔵
経
﹄

第
十
四
巻
、
一
九
〇
頁
︶
な
ど
。

︵
３
︶ ﹁
風
馬
旗
﹂︵
ル
ン
タ
、
タ
ル
チ
ョ
︶
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
民
間
信

仰
か
ら
生
ま
れ
た
、
伝
統
的
な
五
色
︵
五
大
を
表
す
︶
の
祈
祷

旗
の
中
央
に
、
馬
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
。
風
の
よ
う
に
、

駆
け
る
馬
の
よ
う
に
、
早
く
願
い
が
か
な
い
、
ま
た
仏
教
が
広

ま
る
よ
う
に
と
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

︵
４
︶ 

舎
衛
城
︵
大
国
コ
ー
サ
ラ
国
の
首
都
︶
で
、
異
教
の
指
導
者
た

ち
か
ら
神
通
力
を
示
す
よ
う
求
め
ら
れ
た
ブ
ッ
ダ
は
、
衆
人
環

視
の
な
か
、
様
々
な
神
変
を
現
し
た
。
そ
の
一
つ
が
﹁
千
仏
化

現
﹂。
次
か
ら
次
に
無
数
の
蓮
華
が
現
れ
、
ど
の
蓮
華
に
も
ブ

ッ
ダ
が
座
し
て
い
た
と
い
う
奇
跡
で
あ
り
、
多
く
の
仏
画
や
仏

教
彫
刻
の
主
題
と
な
っ
た
。

D
om

inique Trotignon

／
パ
リ
の
仏
教
学
研
究
所
︵Institut 

d'Études B
ouddhiques

︶
所
長
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
協
会

﹁
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ラ
ー
マ
﹂︵A

ssociation B
ouddhique 

Theravāda «V
ivekārām

a»

︶
名
誉
会
長
。
イ
ン
ド
の
古
代
仏
教

と
東
南
ア
ジ
ア
の
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
統
合
と
考
察
、
ま
た

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
仏
教
の
確
立
に
努
め
る
。
共
著
に
﹃
死
と

は
終
わ
り
の
こ
と
な
の
か
？︵La m

ort est-elle une fin ?

︶﹄︵
２

０
０
９
年
︶
が
あ
り
、﹃
宗
教
は
発
言
す
る
︵C

e qu'en disent 
les religions

︶﹄
誌
に
は
、﹁
女
性
と
宗
教
﹂︵
２
０
０
２
年
︶、﹁
世

界
の
創
造
﹂︵
２
０
０
４
年
︶
の
テ
ー
マ
の
際
に
寄
稿
し
て 

い
る
。


