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一
、
序
論

　

中
国
仏
教
の
研
究
者
于
君
方
（Chun-fang Y

u

）
は
明
朝
に
お
け
る

禅
浄
の
融
合
と
い
う
現
象
に
ふ
れ
る
研
究
に
お
い
て
、
唐
朝
以
降
中
国
仏

教
が
衰
退
し
た
と
い
う
学
界
に
お
け
る
支
配
的
な
見
解
に
対
し
て
次
の
よ

う
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。 

　
「
こ
の
観
点
を
証
明
す
る
た
め
に
一
般
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
理
由
は
、

唐
朝
以
降
重
要
な
経
典
の
翻
訳
事
業
が
行
わ
れ
ず
、
新
し
い
宗
派
は
成
立

境
野
黄
洋
の
仏
教
史
研
究
と
そ
の
思
想
的
背
景

エ
リ
ッ
ク
・
シ
ッ
ケ
タ
ン
ツ

せ
ず
、
強
い
独
自
性
を
持
ち
教
理
的
に
明
晰
で
あ
る
大
師
は
登
場
し
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
中
国
に
お
け
る
仏
教
の
興
亡
を
は

か
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
基
準
は
仏
教
の
組
織
的
な
強
さ
と
そ
の
哲
学
的

な
創
造
性
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
は
た
し
て
中
国
仏
教
の
歴
史
を
解

釈
す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か（
１
）。」

　

于
君
方
自
身
の
研
究
は
明
朝
の
仏
教
を
新
し
い
目
で
見
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
が
、
本
論
文
は
そ
も
そ
も
明
朝
仏
教
を
衰
退
し
て
し
ま
っ
た

仏
教
と
し
て
み
な
す
通
説
が
い
か
に
成
立
し
た
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す

る
。
于
が
取
り
上
げ
る
二
つ
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
─
「
哲
学
的
創
造
性
」
─
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を
中
心
と
し
て
論
じ
た
い
。

　

結
論
を
あ
ら
か
じ
め
述
べ
る
と
、
筆
者
は
中
国
仏
教
が
主
に
そ
の
哲
学

的
な
側
面
に
基
づ
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
治
期
の
日
本
人
研
究

者
の
史
学
研
究
に
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
る
。
こ
の
う
え
で
、
特
に
仏
教
史

学
者
の
境
野
黄
洋
（
一
八
七
一
〜
一
九
三
三
年
）
が
重
要
で
あ
る
。
境
野

の
研
究
に
お
い
て
、
中
国
仏
教
の
本
質
は
哲
学
や
理
論
に
見
い
だ
さ
れ
、

こ
の
概
念
は
彼
の
中
国
仏
教
研
究
の
基
調
を
な
し
て
い
た
。
本
論
文
は
、

哲
学
が
い
か
に
中
国
仏
教
の
中
心
的
な
特
徴
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
か

を
示
す
た
め
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
頃
に
か
け
て
の
境
野
黄

洋
の
執
筆
活
動
に
注
目
し
、
そ
れ
を
当
時
の
広
範
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中

で
考
察
す
る
。境
野
の
中
国
仏
教
史
研
究
に
つ
い
て
は
す
で
に
拙
著
の『
堕

落
と
復
興
の
中
国
仏
教
─
日
本
仏
教
と
の
邂
逅
と
そ
の
歴
史
像
の
構
築
』

に
お
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
本
論
文
は
そ
の
時
に
切
り
出
し
た
議
論
を
さ

ら
に
展
開
さ
せ
た
い
。『
堕
落
と
復
興
の
中
国
仏
教
』
の
主
な
論
点
の
一

つ
は
、
日
本
人
研
究
者
の
研
究
業
績
を
通
じ
て
中
国
人
仏
教
者
が
い
か
に

中
国
仏
教
の
歴
史
を
日
本
人
の
目
で
見
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。当
時
の
日
本
人
研
究
者
が
構
築
し
た
中
国
仏
教
史
像
に
お
い
て
、

「
宗
派
」
の
存
在
が
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
各
宗
の
存
亡
は
中
国
仏
教
を

評
価
す
る
基
準
と
な
っ
て
い
た
。
于
君
方
の
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
隋
唐

両
朝
に
お
け
る
各
宗
派
の
成
立
こ
そ
を
中
国
仏
教
の
頂
点
と
す
る
中
国
仏

教
史
像
は
近
年
に
な
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
再
考
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
入
門
的
な
書
籍
に
お
い
て
現
在
ま
で
再
生
産
さ
れ
て
い
る
。

　

境
野
黄
洋
と
い
う
、
は
っ
き
り
し
た
宗
派
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を

持
た
な
い
仏
教
学
者
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
歴
史
像
の
複
雑
な
生
産
過

程
を
考
察
す
る
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
。
拙
著
で
す
で
に
究
明
し
た
と
お

り
、
境
野
と
そ
の
歴
史
研
究
は
宗
派
を
そ
の
中
心
的
な
構
成
要
素
と
す
る

日
本
的
な
仏
教
史
観
を
中
国
仏
教
界
へ
導
入
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
。
清
朝
末
期
や
中
華
民
国
期
の
中
国
人
仏
教
者
は
隋
唐
両
朝
の
諸

宗
こ
そ
が
中
国
仏
教
の
本
質
を
な
し
て
い
る
と
い
う
発
想
を
主
に
境
野
の

著
作
を
経
て
得
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
拙
著
で
は
日
本
、
中
国
、
欧
米

に
お
け
る
中
国
仏
教
理
解
に
対
す
る
境
野
の
影
響
を
指
摘
し
た
も
の
の
、

彼
の
中
国
仏
教
史
研
究
と
そ
の
思
想
的
背
景
を
詳
細
に
論
じ
る
余
裕
が
な

か
っ
た
。
境
野
の
中
国
仏
教
史
に
関
す
る
研
究
活
動
は
一
八
九
〇
年
代
か

ら
一
九
三
〇
年
代
ま
で
及
ぶ
が
、
本
論
文
で
は
一
八
九
四
年
か
ら

一
九
〇
七
年
を
中
心
と
し
て
論
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
の
中
国
仏
教
に

対
す
る
基
本
的
な
理
解
と
視
点
は
こ
の
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
完
成
し
た
た
め

で
あ
る
。
後
代
の
中
国
仏
教
研
究
者
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
代
表
作

は
、
一
九
〇
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
支
那
仏
教
史
綱
』
で
あ
る（
２
）。
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二
、
境
野
黄
洋
と
中
国
仏
教
史
研
究

　

従
来
、
境
野
は
多
く
の
学
者
の
注
目
を
浴
び
て
こ
な
か
っ
た
人
物
で
あ

る
が
、
近
年
に
お
い
て
彼
を
仏
教
史
研
究
や
新
仏
教
運
動
の
関
連
で
取
り

上
げ
る
こ
と
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
境
野
は
一
八
七
一
年
に
現
在
の
宮
城
県

（
当
時
仙
台
県
）
の
士
族
の
家
庭
に
生
ま
れ
る
。
幼
名
は
哲
（
さ
と
し
）

で
あ
る
。
井
上
円
了
の
『
仏
教
活
論
』
な
ど
の
書
籍
に
感
化
さ
れ
、
若
き

境
野
は
一
八
八
九
年
に
上
京
し
、
井
上
の
哲
学
館
に
入
学
す
る
。
哲
学
館

で
は
、
講
師
と
し
て
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
浄
土
真
宗
の
村
上
専
精

（
一
八
五
一
〜
一
九
二
九
年
）
と
知
り
合
う
。
一
八
九
〇
年
、
境
野
は
浄

土
真
宗
の
大
谷
派
の
僧
籍
に
入
る
と
と
も
に
、
名
前
を
哲
か
ら
哲
海
へ
改

め
る
が
、
僧
侶
と
し
て
実
際
に
活
動
し
た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る（
３
）。

境

野
は
当
時
の
仏
教
改
革
運
動
に
関
わ
る
こ
と
と
な
り
、
た
と
え
ば
仏
教
改

革
派
の
論
説
を
多
く
掲
載
し
て
い
た
『
仏
教
』
に
お
い
て
一
八
九
六
年
か

ら
一
九
〇
〇
年
ま
で
主
筆
の
一
人
を
務
め
て
い
た（
４
）。

一
八
九
九
年
か
ら
は

哲
学
館
で
講
師
と
な
る
。
一
八
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
二
十
代
半
ば

ご
ろ
の
境
野
は
す
で
に
村
上
専
精
に
依
頼
さ
れ
、
雑
誌
『
仏
教
史
林
』
に

お
い
て
執
筆
活
動
を
開
始
し
て
い
た
。『
仏
教
史
林
』
は
一
八
九
四
年
か

ら
九
七
年
ま
で
刊
行
さ
れ
、
仏
教
の
歴
史
を
近
代
的
な
方
法
論
に
基
づ
い

て
研
究
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
す
る
最
初
の
雑
誌
で
あ
っ
た（
５
）。

村
上
と
彼
の

協
力
者
た
ち
が
行
っ
た
史
学
研
究
の
背
景
に
あ
っ
た
概
念
は「
自
由
討
究
」

で
あ
り
、
仏
教
に
関
す
る
史
実
を
究
明
す
る
こ
と
が
彼
ら
の
主
要
目
的
で

あ
っ
た
。
境
野
は
二
十
世
紀
初
頭
の
新
仏
教
運
動
の
中
心
的
な
メ
ン
バ
ー

に
も
な
り
、
機
関
紙
『
新
仏
教
』
に
し
ば
し
ば
投
稿
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
境
野
の
仏
教
史
研
究
を
こ
の
広
範
な
思
想
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で

位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

境
野
は
近
代
に
お
け
る
中
国
仏
教
史
研
究
の
創
始
者
と
し
て
見
な
さ
れ

る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
だ
最
初
の
通
史
は
吉
水
智
海

の
『
支
那
仏
教
史
』（
一
九
〇
六
年
）
で
あ
る（
６
）。
し
か
し
、
同
著
は
中
国

仏
教
の
歴
史
を
主
に
そ
の
各
宗
の
成
立
と
発
展
を
通
じ
て
紹
介
す
る
も
の

で
あ
り
、
中
国
仏
教
全
体
を
特
徴
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い（
７
）。
通

史
的
な
著
作
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
、
す
で
に
一
八
九
〇
年
代
半
ば
ご
ろ
か

ら
中
国
仏
教
史
を
テ
ー
マ
と
し
た
記
事
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た（
８
）。
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
著

作
群
の
中
で
村
上
専
精
は
日
本
の
仏
教
の
固
有
性
を
示
す
た
め
、「
印
度
」・

「
支
那
」・「
日
本
」
か
ら
な
る
三
国
モ
デ
ル
を
使
用
し
て
、
仏
教
を
そ
れ

ぞ
れ
の
独
自
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
持
つ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
を

通
じ
て
整
理
し
よ
う
と
し
た（
９
）。

村
上
の
主
眼
は
日
本
仏
教
に
置
か
れ
て
い

た
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
部
と
し
て
、
中
国
仏
教
の
特
色
に
も
言
及
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し
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
〇
六
年
の
記
事
で
は
、
村
上
は
日
本
仏
教
の
特

徴
を
「
宗
教
的
信
仰
」
に
見
い
だ
し
な
が
ら
、
中
国
仏
教
の
独
自
性
が
「
哲

学
的
思
索
」
と
座
禅
の
領
域
に
あ
る
と
主
張
し
た）

（1
（

。
中
国
と
日
本
の
仏
教

の
よ
り
明
確
な
特
徴
づ
け
は
一
九
一
三
年
の
記
事
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
記
事
で
は
、
村
上
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
「
支
那
仏
教
史
は
学
問
的
に
成
立
し
、
日
本
仏
教
史
は
宗
教
的
に
成
立

し
て
い
る
。
支
那
仏
教
史
一
千
八
百
年
の
前
半
は
、
主
と
し
て
教
義
の
研

究
で
あ
り
、
後
半
は
主
と
し
て
禅
の
参
究
で
あ
る）

（（
（

。」

　

以
上
の
記
事
で
は
、
隋
唐
両
朝
こ
そ
は
学
問
隆
盛
の
時
代
と
し
て
描
か

れ
、
禅
で
あ
れ
、
華
厳
で
あ
れ
、
天
台
で
あ
れ
、
各
宗
は
学
問
的
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
村
上
が
一
九
〇
六
年
の
記
事

以
前
に
中
国
仏
教
の
全
体
を
ま
と
め
て
評
を
加
え
よ
う
と
し
た
記
述
は
確

認
で
き
な
い
。
中
国
仏
教
史
に
関
す
る
初
期
の
著
作
で
は
、
村
上
は
中
国

仏
教
の
内
部
的
区
分
に
は
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
中
国
仏
教
全
体
を
ま

と
め
て
評
価
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
八
九
〇
年
代
半
ば

ご
ろ
『
仏
教
史
林
』
に
お
い
て
連
載
さ
れ
て
い
た
記
事
で
は
、
村
上
は
そ

れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
成
立
と
発
展
を
紹
介
し
、
仏
教
が
中
国
に
伝
来
し
て
か

ら
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
た
か
を
調
査
す
る
こ
と
は
史
学
者
に
と
っ
て
重

要
な
仕
事
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
村
上
は
「
今
ハ
支
那
仏
教
全

体
ノ
沿
革
ヲ
攷
究
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
」
と
し
、
む
し
ろ
「
教
理
史
」

の
観
点
か
ら
各
宗
の
発
展
を
究
明
し
た
い
と
述
べ
る
。
続
い
て
、
彼
は
中

国
仏
教
の
歴
史
を
「
仏
教
開
拓
」、「
宗
派
勃
興
」、「
宗
派
保
守
」、
そ
し

て
清
朝
以
来
の
「
宗
派
退
却
」
と
い
う
四
つ
の
時
代
に
区
分
す
る）

（1
（

。
結
局
、

村
上
は
中
国
仏
教
全
体
を
対
象
と
す
る
「
教
会
史
」
を
他
日
の
課
題
と
し

た）
（1
（

。

　

教
理
史
と
い
う
狭
い
視
点
が
い
か
に
そ
の
後
中
国
仏
教
を
学
問
的
ま
た

は
哲
学
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
観
点
へ
発
展
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
筆
者
の
理
解
で
は
、
中
国
仏
教
を
学
問
や
哲
学
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
特
別
に
関
連
づ
け
て
理
解
す
る
姿
勢
は
村
上
で
は
な
く
、
む
し
ろ

一
九
〇
三
年
以
降
の
境
野
黄
洋
の
中
国
仏
教
史
研
究
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、

境
野
の
見
解
は
の
ち
ほ
ど
村
上
に
中
国
仏
教
を
考
え
る
枠
を
提
供
し
た
の

で
あ
る
。
実
は
、
村
上
は
中
国
仏
教
史
の
全
体
的
な
討
究
を
境
野
に
期
待

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
〇
七
年
の
『
支
那
仏
教
史
綱
』
の
序
論
で

は
、
村
上
は
仏
教
を
研
究
す
る
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
と
述
べ
、
両
者

を
「
教
理
的
研
究
」
と
「
歴
史
的
研
究
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
教
理
的

研
究
は
す
で
に
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
歴
史
的
研
究
を
行
う
の
が

次
の
急
務
だ
と
主
張
し
た
。そ
し
て
、こ
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
こ
そ
は
、
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浄
土
真
宗
の
僧
侶
鷲
尾
順
敬
（
一
八
六
八
〜
一
九
四
一
年
）
と
境
野
と
と

も
に
雑
誌
『
仏
教
史
林
』
を
成
立
し
た
背
景
で
あ
っ
た）

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、

村
上
は
境
野
の
研
究
を
歴
史
的
研
究
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
位
置
づ
け
、

境
野
自
身
も
自
分
の
仕
事
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
八
九
六
年
に
記
さ
れ
た
記
事
で
は
、
境
野
は
革
新
仏
教
徒
の
任
務
は
新

し
い
研
究
方
法
を
使
用
し
な
が
ら
「
其
の
原
始
の
仏
教
と
、
後
代
付
加
の

部
分
と
を
劃
」
す
る
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
し
、
仏
教
は
社
会
と
い
か
に
関

わ
っ
て
お
り
、
ま
た
は
「
実
際
上
」
に
対
し
て
ど
の
影
響
を
与
え
て
い
る

か
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た）

（1
（

。
村
上
の
期
待
と
こ
の
主

張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
支
那
仏
教
史
綱
』
は
基
本
的
に
諸
宗
派
の
成
立

と
そ
の
教
義
的
発
展
を
中
心
と
し
た
歴
史
の
語
り
を
提
供
し
た）

（1
（

。
村
上
の

教
理
史
と
ほ
と
ん
ど
異
な
ら
な
い
。
境
野
自
身
は
後
年
に
お
い
て
、『
支

那
仏
教
史
綱
』
に
お
け
る
教
理
史
に
対
す
る
注
目
は
村
上
の
影
響
に
よ
る

と
述
べ
、
そ
の
具
体
的
な
事
例
と
し
て
村
上
が
『
仏
教
史
林
』
に
お
い
て

連
載
し
て
い
た
記
事
を
取
り
上
げ
た）

（1
（

。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
村
上
と
境
野
の

関
係
を
一
度
整
理
し
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
境
野
は
哲
学
館
で
村
上
と
出

会
い
、
村
上
が
当
時
開
拓
し
た
近
代
的
な
仏
教
史
研
究
に
深
く
影
響
さ
れ

る
。
伊
吹
敦
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
村
上
が
行
な
っ
て
い
た
仏
教
史

研
究
は
仏
教
の
既
存
教
団
の
正
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
宗

派
を
中
心
と
し
た
教
理
史
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ
た）

（1
（

。
な
お
、
境
野
が
行

な
っ
た
仏
教
史
研
究
は
上
記
で
紹
介
し
た
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局

村
上
の
教
理
史
的
な
観
点
を
再
生
産
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。こ
の
意
味
で
、

境
野
は
村
上
か
ら
非
常
に
重
要
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
一
方
で
、
村
上

も
ま
た
境
野
か
ら
影
響
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
哲
学
的
」
ま
た
は
「
学
問
的
」

な
側
面
に
中
国
仏
教
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
特
色
を
見
出
す
点
に
お
い
て
、
村

上
は
境
野
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
相
互
影
響
に
よ
っ
て
成
立
し
た

中
国
仏
教
史
像
を
明
確
に
す
る
た
め
、
以
下
で
は
中
国
仏
教
は
境
野
の
全

体
的
な
仏
教
史
観
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
ど
う
位
置
づ
け

ら
れ
た
か
を
よ
り
詳
細
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
、�

境
野
に
お
け
る
三
国
モ
デ
ル
に
お
け
る
中
国
仏
教
の
位

置
づ
け

　

境
野
の
著
作
物
の
中
で
、
中
国
仏
教
を
明
確
に
特
徴
づ
け
る
最
も
早
い

も
の
は
一
九
〇
三
年
の
記
事
「
余
の
信
ず
る
仏
教
」
で
あ
る）

（1
（

。
こ
の
記
事

で
は
、
境
野
は
当
時
の
仏
教
学
界
に
お
い
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
「
印

度
」・「
支
那
」・「
日
本
」
か
ら
な
る
三
国
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
、
各
国
の

仏
教
を
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
を
持
つ
と
捉
え
た
。
イ
ン
ド
の
仏
教
は
「
座

禅
的
仏
教
」
ま
た
は
「
厭
世
的
仏
教
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
中
国
の

仏
教
は
「
理
論
的
仏
教
」
ま
た
は
「
学
問
的
仏
教
」
と
呼
ば
れ
、
日
本
の
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仏
教
は
阿
弥
陀
の
極
楽
浄
土
と
関
連
す
る
実
践
と
の
密
接
な
関
係
の
た
め

「
未
来
的
仏
教
」
と
呼
ば
れ
た）

11
（

。
境
野
は
こ
の
モ
デ
ル
を
多
少
修
正
し
て
、

そ
の
改
良
版
を
一
九
〇
七
年
の
記
事
で
発
表
し
た
。
こ
の
新
し
い
モ
デ
ル

で
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
は
歴
史
的
な
人
物
釈
迦
牟
尼
の
説
法
に
基
づ
い
て

い
る
た
め
に
「
人
格
的
仏
教
」
と
認
知
さ
れ
、
中
国
の
仏
教
は
「
教
義
的

仏
教
」
と
呼
ば
れ
、
日
本
の
仏
教
は
密
教
、
禅
、
念
仏
を
そ
の
本
質
と
し

て
い
る
た
め
「
教
義
的
実
際
仏
教
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た）

1（
（

。
実
際
に

は
、念
仏
と
禅
の
形
で
、「
教
義
的
実
際
仏
教
」も
中
国
に
お
い
て
存
在
し
、

境
野
は
教
義
的
実
際
仏
教
は
宋
朝
以
降
中
国
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
認
め
る
が
、
中
国
仏
教
の
特
色
を
中
国
の
教
義
的

実
際
仏
教
に
見
い
だ
さ
な
い
で
、
そ
れ
を
中
国
仏
教
の
教
理
に
求
め
て
い

た
。
教
義
と
実
際
を
本
格
的
に
結
合
さ
せ
た
仏
教
を
代
表
で
き
る
も
の
は

中
国
の
仏
教
で
は
な
く
、
祈
祷
と
念
仏
を
重
ん
じ
る
日
本
仏
教
の
方
で

あ
っ
た）

11
（

。

　

イ
ン
ド
仏
教
と
日
本
仏
教
は
境
野
の
著
作
物
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
名

称
で
表
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
国
仏
教
を
理
論
的
仏
教
ま
た
は
教

義
的
仏
教
と
し
て
み
な
す
姿
勢
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、

『
支
那
仏
教
史
綱
』
に
お
け
る
隋
唐
両
朝
の
諸
宗
派
の
発
展
に
対
す
る
注

目
は
、
村
上
か
ら
受
け
た
教
理
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
影
響
を
反
映
す
る

と
同
時
に
、
中
国
仏
教
を
教
義
発
展
の
中
心
と
し
て
見
な
す
と
い
う
境
野

自
身
の
仏
教
史
観
に
も
さ
か
の
ぼ
る
。
両
者
の
融
合
の
結
果
は
宗
派
の
発

展
と
教
義
の
発
展
が
交
錯
す
る
史
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
っ
た
。
境
野

に
と
っ
て
、
華
厳
宗
や
天
台
宗
を
は
じ
め
と
し
た
隋
唐
に
お
け
る
宗
派
の

成
立
と
発
展
に
こ
そ
中
国
仏
教
の
本
質
が
置
か
れ
て
い
た）

11
（

。

　

境
野
黄
洋
の
中
国
仏
教
理
解
の
原
型
は
遅
く
と
も
一
九
〇
三
年
に
形
成

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
教
理
史
的
視
座
と
仏
教
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
分
け
る
視
座
が
混
合
し
て
い
た
。
し
か
し
、
境
野
は
そ
も
そ
も

な
ぜ
中
国
仏
教
に
「
理
論
的
仏
教
」「
学
問
的
仏
教
」「
教
義
的
仏
教
」
と

い
う
名
称
を
つ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
学
者
伊
吹
敦
は
境
野
の

新
仏
教
運
動
に
お
け
る
活
動
と
彼
の
史
学
的
研
究
活
動
が
相
互
補
助
的
な

関
係
に
あ
っ
た
と
指
摘
す
る）

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
境
野
に
お
け
る
中
国
仏
教
の

位
置
づ
け
を
よ
り
詳
し
く
理
解
す
る
た
め
に
、
続
い
て
理
論
的
仏
教
と
い

う
特
徴
づ
け
を
境
野
の
思
想
全
体
の
中
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

四
、
仏
教
史
研
究
と
新
仏
教
思
想

　

筆
者
の
見
解
で
は
、
境
野
の
仏
教
史
研
究
の
中
で
は
い
く
つ
か
の
思
想

的
潮
流
が
交
錯
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
を
一
つ
の
文
化
空
間

と
し
て
捉
え
る
文
明
論
的
視
座
と
仏
教
を
時
空
に
合
わ
せ
て
変
遷
し
て
い

く
も
の
と
し
て
捉
え
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
視
座
で
あ
る
。
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
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な
視
座
は
歴
史
的
な
流
動
性
を
認
め
る
観
点
を
含
む
た
め
、
最
終
的
に
は

改
革
派
仏
教
徒
が
目
指
し
た
新
仏
教
の
誕
生
の
前
提
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
『
仏
教
史
林
』
に
関
わ
っ
て
い
た
時
期
に
お
い
て
、
仏
教
は
境
野
に
と
っ

て
ア
ジ
ア
の
現
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
仏
教
研
究
と
い
う
狭
い
枠
組

み
を
超
え
て
、
よ
り
広
く
文
明
論
に
関
わ
る
課
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
境

野
に
よ
る
と
、
仏
教
は
国
と
国
を
文
化
的
に
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
東
ア

ジ
ア
文
明
の
歴
史
の
基
礎
的
な
構
成
要
素
を
な
し
て
い
た
。し
た
が
っ
て
、

仏
教
史
研
究
は
ア
ジ
ア
文
明
史
研
究
に
ほ
か
な
ら
な
い）

11
（

。
伊
吹
も
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
意
味
で
は
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
、
そ
し
て
中
国

か
ら
日
本
へ
の
仏
教
教
義
の
伝
来
に
つ
い
て
の
語
り
（
村
上
が
い
う
教
理

史
）
は
時
空
を
超
え
て
仏
教
を
統
一
さ
れ
た
存
在
と
し
て
描
い
て
お
り
、

そ
れ
は
仏
教
を
超
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る）
11
（

。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
村
上
や
鷲
尾
ら
協
力
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
境
野

も
歴
史
的
な
変
遷
と
い
う
問
題
に
対
し
て
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。

一
八
九
四
年
の
記
事
「
歴
史
的
仏
教
」
に
お
い
て
、
境
野
は
現
時
の
仏
教

を
長
い
歴
史
過
程
の
産
物
と
し
て
捉
え
、
仏
教
史
研
究
に
こ
の
過
程
を
明

か
に
す
る
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
こ
の
観
点
に
よ
っ
て
、
境
野
は
さ

ら
に
現
時
の
仏
教
自
体
も
将
来
の
仏
教
の
基
盤
を
な
し
て
い
く
と
い
う
歴

史
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
対
す
る
理
解
を
示
し
て
い
る）

11
（

。
同
じ
く
「
歴
史

的
仏
教
」
と
い
う
題
名
を
持
っ
て
い
る
一
九
〇
二
年
の
記
事
に
お
い
て
、

彼
は「
歴
史
的
仏
教
」と
い
う
視
座
が
仏
教
の
教
義
を
、単
に
不
変
の
ブ
ッ

ダ
の
教
え
と
い
う
「
伝
説
的
仏
教
」
で
は
な
く
、
具
体
的
な
歴
史
的
発
展

過
程
の
産
物
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
評
価
し
た）

11
（

。
そ
し
て
、
教
義
が
歴
史
的

な
発
展
過
程
の
産
物
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
盲
目
的
に
固
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
本
質
で
は
な
く
な
る
の
で
、
こ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
仏
教

の
さ
ら
な
る
展
開
の
可
能
性
を
も
提
示
し
た）

11
（

。こ
う
し
て
、「
歴
史
的
仏
教
」

と
い
う
概
念
は
仏
教
史
の
中
へ
新
た
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
導
入
し
、
仏
教

は
時
代
と
場
所
に
合
わ
せ
て
体
現
す
る
歴
史
的
存
在
だ
と
い
う
理
解
を
生

み
出
し
た）

11
（

。
こ
の
視
座
こ
そ
は
仏
教
を
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
持
つ
、
イ
ン
ド
や
中
国
や
日
本
の
仏
教
に
分
け
て
論
じ
る

村
上
や
境
野
の
思
想
的
土
壌
を
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
は
時
間

と
空
間
を
た
ど
り
な
が
ら
、
巡
り
あ
う
多
様
な
環
境
に
合
わ
せ
て
そ
の
姿

を
変
え
て
お
り
、結
果
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
仏
教
形
態「
印
度
仏
教
」「
支

那
仏
教
」「
日
本
仏
教
」
が
生
ま
れ
て
き
た
。
仏
教
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ

ン
ズ
を
通
じ
て
語
る
一
方
、「
歴
史
的
仏
教
」
は
境
野
が
目
指
し
た
新
仏

教
を
正
当
化
し
構
築
す
る
余
地
を
も
切
り
開
い
て
く
れ
た
。
つ
ま
り
、
境

野
に
と
っ
て
、
仏
教
は
す
で
に
当
時
の
歴
史
的
環
境
に
対
応
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
い
、
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
仏
教
の
形
態
を
構
築
す
る
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必
要
が
あ
っ
た）

1（
（

。
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ロ
ー
（Bryan Low

e

）
が
指
摘
し
た

よ
う
に
、
も
し
仏
教
に
歴
史
が
な
け
れ
ば
、
仏
教
を
改
革
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
新
仏
教
運
動
関
係
者
に
と
っ
て
、
歴
史
的

仏
教
は
中
心
概
念
で
あ
っ
た）

11
（

。
最
終
的
に
、
歴
史
的
仏
教
と
い
う
視
座
は

ま
た
仏
教
史
研
究
に
も
進
歩
的
な
歴
史
観
を
導
入
し
た
。進
歩
と
は
い
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
段
階
の
間
の
関
係
は
か
な
ら
ず
し
も
単
純
で
は
な
い
。

少
し
長
い
引
用
文
と
な
る
が
、
境
野
ら
の
こ
の
点
に
関
す
る
考
え
を
反
映

し
て
い
る
箇
所
を
以
下
に
引
用
す
る
。

　
「
我
輩
は
歴
史
的
仏
教
を
認
む
る
も
の
な
り
、
他
語
に
て
い
へ
ば
、
仏

教
は
釈
尊
の
円
音
を
転
じ
給
ひ
て
よ
り
、
三
千
年
の
長
日
月
間
、
非
常
の

発
達
進
歩
を
な
し
得
た
る
こ
と
を
信
す
る
も
の
な
り
、
な
ほ
更
に
刻
実
す

れ
ば
、
我
か
国
現
今
の
仏
教
な
る
も
の
は
、
釈
尊
の
仏
教
と
い
は
ん
よ
り

は
、
寧
ろ
史
的
仏
教
と
い
ふ
の
、
或
は
当
れ
る
を
信
す
る
も
の
な
り
、
さ

れ
ど
、
我
輩
は
、
此
の
史
的
発
達
の
間
に
於
て
幾
多
迷
妄
の
観
念
、
無
用

の
長
物
、
弊
害
の
結
果
等
か
、
ま
た
漸
次
的
に
結
合
し
た
る
こ
と
を
も
信

す
る
も
の
な
り
、
此
の
故
に
、
今
日
の
仏
教
は
、
思
ふ
に
之
を
源
始
の
仏

教
に
比
す
る
と
き
は
、其
の
深
遠
妙
邃
は
、遥
か
に
其
の
上
に
あ
る
べ
く
、

迷
妄
弊
害
、
多
数
の
附
加
物
も
、
亦
固
よ
り
遥
か
に
其
の
上
に
あ
ら
ん
、

さ
れ
ば
我
輩
は
或
る
一
部
の
学
者
の
唱
導
す
る
か
如
く
、
必
ず
し
も
仏
教

を
以
て
、
釈
尊
の
当
時
に
復
せ
し
め
ん
と
願
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
、
必
ず
し

も
鹿
野
苑
、
竹
園
精
舎
の
説
法
の
み
を
尋
求
し
来
り
て
、
今
日
に
用
ひ
ん

と
す
る
も
の
に
あ
ら
ず）

11
（

。」

　

境
野
に
見
ら
れ
る
中
国
仏
教
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
、
も
う
一
つ
の
要

素
が
あ
る
。
池
田
英
俊
は
か
つ
て
、
理
論
と
実
際
の
間
の
二
分
法
を
い
か

に
超
克
で
き
る
か
は
新
仏
教
者
で
あ
っ
た
境
野
に
と
っ
て
中
心
的
な
課
題

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
し
、
こ
の
問
題
意
識
は
新
仏
教
運
動
全
体
の
重

要
な
共
通
点
と
し
て
見
な
し
て
い
た）

11
（

。
理
論
と
実
際
を
ど
う
理
解
す
べ
き

か
と
い
う
点
に
関
し
て
、『
仏
教
』
の
記
事
に
お
け
る
定
義
が
示
唆
的
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
歴
史
を
二
つ
の
観
点
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
「
一
は
理
論
的
方
面
で
、
こ
れ
は
仏
教
の
学
問
側
で
あ
る
。
こ
の
側

か
ら
観
察
す
れ
ば
一
の
学
問
の
沿
革
で
あ
る
。
二
は
実
際
的
方
面
で
、
こ

れ
は
仏
教
の
宗
教
側
で
あ
る）

11
（

。」「
実
際
的
方
面
」
を
よ
り
具
体
的
に
表
現

し
て
い
る
の
は
一
九
〇
七
年
の
『
仏
教
講
和
』
に
お
け
る
「
歴
史
的
仏
教
」

と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
お
い
て
、
境
野
は
「
教
義
的
仏
教
諸

派
の
外
に
、
別
に
念
仏
仏
教
あ
り
、
禅
宗
あ
り
、
此
等
は
単
に
教
義
的
仏

教
を
以
て
目
す
べ
か
ら
ず
、
寧
ろ
教
義
的
仏
教
の
実
際
的
応
用
と
称
す
べ

き
も
の
た
る
を
見
る
」
と
述
べ
る）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、「
実
際
」
を
教
義
の

具
体
的
な
応
用
で
あ
り
、
仏
教
徒
が
行
う
実
践
と
し
て
も
理
解
で
き
る
。
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境
野
が
日
本
仏
教
を
「
教
義
的
実
際
仏
教
」
と
し
て
定
義
し
た
際
、
密
教
・

禅
・
念
仏
を
重
視
し
た
理
由
は
こ
れ
に
あ
る
。

　

理
論
と
実
際
の
間
の
緊
張
関
係
は
境
野
の
仏
教
史
研
究
の
重
要
な
底
流

を
な
し
て
い
た
。
境
野
の
研
究
成
果
は
哲
学
的
・
理
論
的
な
仏
教
形
態
の

貢
献
と
そ
の
重
要
性
を
完
全
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
あ
ま
り
に

も
哲
学
や
教
理
に
偏
っ
て
い
る
仏
教
に
対
す
る
批
判
が
彼
の
著
作
物
中
に

散
見
す
る）

11
（

。
彼
は
哲
学
や
理
論
と
実
際
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
お
り
、「
旧

仏
教
徒
」
を
実
際
に
偏
っ
て
い
る
た
め
、
哲
学
派
を
理
論
に
偏
っ
て
い
る

た
め
に
批
判
す
る）

11
（

。
境
野
は
日
本
に
現
存
す
る
の
は
「
教
義
中
心
主
義
の

仏
教
」
で
あ
り
、
そ
の
せ
い
で
仏
教
は
宗
教
と
し
て
の
活
気
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
と
批
判
し
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
中
国
仏
教
を
哲
学
的
・
教
義
的
な
も

の
と
し
て
位
置
づ
け
た
境
野
は「
然
し
実
際
此
の
教
義
の
仏
教
の
大
成
は
、

支
那
人
の
力
に
俟
ち
て
出
来
た
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
こ
の
教

義
中
心
主
義
的
な
仏
教
の
起
源
を
最
終
的
に
中
国
に
求
め
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い）

11
（

。

　

理
論
と
実
際
の
ど
ち
ら
に
も
偏
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、

理
論
は
よ
り
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
境
野
に
と
っ
て
、
仏
教
が
哲
学
的
に

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、「
歴
史
の
確
実
な
事
実
を
離
れ
て
空
想
に
陥
」
っ
た

こ
と
が
理
論
的
な
仏
教
の
大
き
な
問
題
点
で
あ
っ
た）

1（
（

。
ま
た
、
両
者
の
関

係
を
よ
り
具
体
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
鷲
尾
順
敬
の
「
実
行
あ
り
て
、

始
め
て
仏
教
の
仏
教
た
る
所
あ
り
。
故
に
理
論
は
竟
に
実
行
の
手
段
に
外

な
ら
す
」
と
い
う
主
張
が
示
唆
的
で
あ
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
理
論
は
最
終
的
に

実
際
（
実
行
・
実
践
）
を
支
え
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

両
者
の
間
に
あ
る
種
の
上
下
関
係
を
う
か
が
え
る
。

　

以
上
の
見
解
を
踏
ま
え
る
と
、
新
仏
教
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
仏
教
に

お
け
る
哲
学
的
な
次
元
と
実
際
的
な
次
元
の
間
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
関

係
が
必
要
で
あ
っ
た
。
従
来
、
境
野
を
含
め
て
新
仏
教
運
動
の
思
想
は
内

面
的
な
側
面
を
軽
視
し
、
社
会
的
な
側
面
を
重
視
す
る
合
理
主
義
や
主
知

主
義
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
最
近
の
呉
佩
瑤
の
研

究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
感
情
」
は
境
野
の
仏
教
思
想
に
お
い
て
中

心
的
な
役
割
を
果
た
し
、「
高
尚
の
感
情
」
こ
そ
が
仏
教
の
知
的
な
側
面

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
力
を
持
つ
と
し
た）

11
（

。
呉
は
境
野
が
目
指
し
て
い
る

仏
教
形
態
を
示
す
文
献
と
し
て
一
九
〇
五
年
『
新
仏
教
』
雑
誌
に
お
い
て

発
表
さ
れ
た
「
健
全
な
る
信
仰
の
要
件
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
記
事
に

お
い
て
、
境
野
は
「
健
全
な
る
信
仰
」
を
建
設
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
要

件
の
第
二
は
感
情
を
重
ん
ず
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
の
立
場

は
、
学
問
と
全
然
同
一
で
は
な
い
。
学
問
を
敵
視
し
て
は
い
か
ぬ
け
れ
ど

も
、
然
し
宗
教
的
信
仰
は
、
学
問
ば
か
り
で
成
り
立
つ
も
の
で
な
い
。
…

宗
教
は
学
問
の
結
論
だ
け
で
は
ま
だ
ま
だ
不
足
で
あ
る
」
と
主
張
し
た）

11
（

。
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最
終
的
に
、
抽
象
的
な
学
問
や
理
論
よ
り
、
宗
教
的
感
情
・
信
仰
・
実
践

が
重
ん
じ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
境
野
に
と
っ
て
、「
学
問
的
仏
教
」（
あ
る

い
は
「
理
論
的
仏
教
」）
は
単
に
価
値
中
立
的
な
名
称
で
は
な
く
、
彼
の

日
本
仏
教
の
現
状
に
対
す
る
批
判
に
お
け
る
中
心
的
な
構
成
要
素
で
あ
っ

た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
境
野
の
仏
教
史
研
究
に
お
け
る
進
化
論
と
も
言
え
る

論
理
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
中
国
の
「
教
義
的
仏
教
」

の
さ
ら
な
る
発
展
段
階
と
し
て
日
本
の「
教
義
的
実
際
仏
教
」が
現
れ
る
。

だ
が
、
最
終
的
に
「
未
来
仏
教
」（
念
仏
）
や
「
祈
祷
仏
教
」（
密
教
）
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
教
義
的
実
際
仏
教
も
次
の
歴
史
段
階
と
な
る
べ

く
「
新
仏
教
」
に
よ
っ
て
超
克
さ
れ
る
べ
く
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る）

11
（

。
次
節
で
は
、
今
ま
で
の
議
論
に
基
づ
い
て
境
野
の
思
想
に
お
け

る
中
国
仏
教
の
位
置
づ
け
を
再
検
討
す
る
。

五
、
境
野
に
お
け
る
中
国
仏
教
の
位
置
づ
け
と
そ
の
意
義

　

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
境
野
黄
洋
の
中
国
仏
教
史
研
究
が
い
か
に
い

く
つ
か
の
思
想
的
言
説
と
深
く
絡
み
合
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
明
ら

か
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
研
究
成
果
は
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
に

お
け
る
仏
教
教
理
の
発
展
と
伝
来
を
中
心
と
し
た
普
遍
的
な
歴
史
語
り
を

提
供
し
て
い
る
一
方
、
同
時
に
仏
教
を
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
持
つ
い
く
つ

か
の
地
理
的
な
単
位
に
区
分
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
歴
史
語
り
も
表
現
し
て

い
る
。
最
終
的
に
、
彼
の
仏
教
史
研
究
は
単
に
過
去
の
事
実
を
明
か
す
こ

と
の
み
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、当
時
の
改
革
思
想
の
一
部
と
し
て
、

仏
教
の
歴
史
的
な
体
現
形
態
（「
旧
仏
教
」）
を
批
判
し
な
が
ら
、
仏
教
の

新
し
い
有
様
（「
新
仏
教
」）
の
土
壌
を
開
拓
す
る
上
で
、
中
心
的
な
役
割

を
果
た
し
た
。

　

こ
の
意
味
で
は
、
境
野
の
仏
教
史
研
究
は
高
度
な
思
想
で
あ
り
、
近
代

仏
教
形
成
に
対
し
て
大
き
く
貢
献
し
た
。
し
か
し
、
複
数
の
言
説
が
複
雑

に
交
錯
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
に
と
っ
て

い
く
つ
か
の
問
題
が
生
ま
れ
て
く
る
。
イ
ン
ド
仏
教
は
境
野
の
初
期
版
三

国
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
「
厭
世
的
仏
教
」
と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
扱
い
を

受
け
て
い
た
が
、
最
終
的
に
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
本
人
の
感
応
を
直
接
受

け
て
い
る
も
の
と
い
う
ふ
う
に
昇
格
し
た
。
境
野
に
と
っ
て
、
仏
教
は
中

国
に
伝
来
し
た
の
ち
、
主
に
哲
学
的
・
理
論
的
な
も
の
に
変
化
し
た
。
境

野
は
中
国
の
仏
教
徒
が
達
成
し
た
学
問
的
な
成
果
に
対
し
て
尊
敬
を
表
し

て
い
る
が
、
こ
の
評
価
の
す
ぐ
あ
と
で
次
の
よ
う
な
警
告
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　
「
思
想
発
展
の
順
序
よ
り
言
へ
ば
、
こ
れ
仏
教
の
進
歩
な
り
と
言
ふ
べ
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き
も
、
歴
史
的
事
実
に
遠
か
る
、
仏
陀
人
格
の
感
化
を
離
れ
し
事
よ
り
言

へ
ば
、
こ
れ
仏
教
に
欠
陥
を
生
じ
た
る
也）

11
（

」

　

こ
の
よ
う
に
、
中
国
仏
教
は
最
終
的
に
板
挟
み
の
状
態
に
入
っ
て
し

ま
っ
た
。
境
野
が
反
対
し
て
い
る
教
義
中
心
主
義
的
な
仏
教
の
誕
生
の
場

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
方
、
こ
れ
は
中
国
仏
教
の
本
質
と
し
て
定
義

さ
れ
た
。
境
野
の
中
国
仏
教
理
解
で
は
、
そ
の
後
禅
や
念
仏
が
前
面
に
出

て
も
や
は
り
中
国
仏
教
が
学
問
的
仏
教
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
「
此
の
理
論
的
仏
教
が
大
い
に
栄
え
た
年
間
は
、
決
し
て
甚
だ
長
か
っ

た
と
言
へ
ぬ
が
、
然
し
こ
れ
か
ら
後
、
仏
教
を
解
釈
す
る
も
の
、
今
日
に

至
る
も
、
な
ほ
天
台
の
智
者
、
華
厳
の
賢
首
の
範
囲
を
脱
す
る
こ
と
が
出

来
ぬ
の
を
見
れ
ば
、
支
那
の
理
論
的
仏
教
の
生
命
は
、
実
に
於
い
て
頗
る

長
い
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
余
は
今
こ
々
に
支
那
仏
教
の

特
色
と
し
て
、特
に
理
論
的
仏
教
、学
問
的
仏
教
を
挙
げ
た
次
第
で
あ
る）

11
（

。」

　

歴
史
的
な
変
遷
を
重
視
す
る
言
説
の
中
で
、
皮
肉
な
こ
と
に
中
国
仏
教

は
す
で
に
固
定
化
し
た
枠
組
み
の
囚
人
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し

て
、
中
国
仏
教
が
そ
の
哲
学
的
・
学
問
的
な
性
格
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
結

果
、
仏
教
は
中
国
か
ら
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
と
す
る
見
解
が
登
場

す
る
。
こ
れ
は
境
野
の
『
支
那
仏
教
史
綱
』
に
お
い
て
明
確
に
現
れ
て
い

る
。
唐
朝
以
降
、
多
く
の
宗
派
が
中
国
か
ら
消
え
た
と
さ
れ
、
中
国
に
お

け
る
仏
教
が
念
仏
と
禅
の
融
合
に
な
る
と
、
中
国
は
「
無
仏
教
の
国
」
と

な
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る）

11
（

。
境
野
の
仏
教
史
研
究
は
日
本
に
お

い
て
新
し
い
仏
教
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
が
、
中
国
仏
教
に

は
「
学
問
的
仏
教
」
と
い
う
枠
組
み
を
離
れ
て
新
し
い
方
向
へ
展
開
し
て

い
く
権
利
は
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
中
国
仏
教
は
境
野
の
著
作
物

の
中
で
変
化
可
能
な
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
を
離
れ
て

存
在
す
る
と
も
言
え
る）

11
（

。
学
問
的
・
理
論
的
仏
教
と
し
て
の
中
国
仏
教
は

ほ
ぼ
完
全
に
過
去
の
も
の
と
し
て
白
骨
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
中
国
仏

教
は
二
つ
の
歴
史
語
り
の
囚
人
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
一
つ
は
時
空

に
お
け
る
仏
教
そ
の
も
の
の
発
展
の
物
語
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
本
質
を
持
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
体
現
と
し
て
の
仏

教
の
物
語
で
あ
る
。
境
野
の
著
作
物
の
中
に
は
仏
教
を
ア
ジ
ア
と
い
う
地

域
的
な
枠
組
み
の
中
で
捉
え
る
傾
向
を
確
認
で
き
る
が
、
歴
史
的
な
変
遷

は
主
に
日
本
に
お
い
て
起
き
る
よ
う
で
あ
る
。
哲
学
的
仏
教
と
し
て
の
中

国
仏
教
は
日
本
の
実
際
的
仏
教
お
よ
び
こ
れ
か
ら
成
立
す
べ
き
新
仏
教
の

超
克
す
べ
き
準
備
段
階
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
国
仏
教
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
の
議
論
と
そ
の
位
置
づ
け
は
最
終
的
に

日
本
仏
教
と
新
仏
教
を
そ
の
主
な
対
象
と
し
た
言
説
の
中
か
ら
出
て
き
た
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二
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

も
う
一
度
本
稿
冒
頭
に
お
い
て
紹
介
し
た
于
君
方
の
引
用
文
に
戻
る

と
、
明
朝
仏
教
を
衰
退
し
た
仏
教
と
み
な
す
姿
勢
の
背
景
に
は
境
野
の
仏

教
史
研
究
の
影
を
う
か
が
え
る
。
学
問
は
歴
史
の
中
で
行
わ
れ
る
作
業
の

た
め
、
学
術
的
な
言
説
が
そ
の
歴
史
的
な
環
境
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
を
完

全
に
避
け
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。あ
る
い
は
、

あ
る
言
説
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
問
題
意
識
や
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
い
る
か

ら
こ
そ
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
、
定
着
し
た
学
術
的
言
説
が
そ
の
後
同
じ
問

題
意
識
を
共
有
し
な
い
者
に
使
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
本
稿
の
結
び
と
し
て
、
境
野
の
中
国
仏
教
の
歴
史
語
り
の
後
代
に
お

け
る
展
開
の
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

六
、
終
わ
り
に

　

日
露
戦
争
期
の
境
野
は
そ
の
非
戦
論
で
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
日
本
の

膨
張
主
義
を
正
当
化
す
る
目
的
で
中
国
仏
教
研
究
史
を
研
究
し
た
わ
け
で

も
な
い
。
し
か
し
、
境
野
に
よ
っ
て
成
立
し
た
歴
史
の
語
り
は
そ
の
後
他

者
に
よ
っ
て
別
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
目
標
の
た
め
に
転
用
さ
れ
た
。
帝
国

主
義
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
を
そ
の
内
部
へ
統
合
し
て
い
く
傾
向
を
持
つ
た

め
、
境
野
の
仏
教
史
モ
デ
ル
が
日
中
戦
争
期
に
悪
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ

と
も
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
勃
発
に
刺
激
さ
れ
、
政
治
家
で
あ
り
、
仏
教

雑
誌
『
真
宗
の
世
界
』
の
創
刊
者
で
あ
っ
た
野
依
秀
市
（
一
八
八
五
〜

一
九
六
八
年
）
は
一
九
三
九
年
に
中
国
仏
教
史
を
紹
介
す
る
『
支
那
仏
教

講
話
』
を
発
行
し
た
。
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
野
依
は
新
仏
教
徒
た
ち
の

著
作
に
お
い
て
す
で
に
確
認
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
借
り
て
、
仏
教
の
歴
史

を
伝
え
ら
れ
た
先
の
国
の
情
勢
に
合
わ
せ
て
変
化
し
て
い
く
物
語
と
し
て

紹
介
す
る
。野
依
に
と
っ
て
、中
国
仏
教
に
お
い
て
体
現
さ
れ
て
い
る「
国

民
性
」
は
「
学
問
仏
教
」
で
あ
り
、
中
国
の
仏
教
を
一
種
の
哲
学
と
み
な

し
た）

11
（

。
彼
は
中
国
に
お
け
る
浄
土
系
の
信
仰
の
隆
盛
を
認
め
る
が
、
そ
れ

を
中
国
仏
教
を
代
表
し
う
る
現
象
と
し
て
み
な
い
。

　
「
斯
く
、
仏
教
が
非
常
に
発
達
し
た
の
は
結
構
で
あ
る
が
、
余
り
に
学

問
化
し
、
真
実
の
信
仰
に
進
ま
ず
し
て
、
気
休
め
的
と
な
っ
た
結
果
、
信

仰
的
に
は
次
第
に
衰
へ
る
や
う
に
な
っ
た）

1（
（

。」

　

し
た
が
っ
て
、
隋
唐
両
朝
に
お
い
て
、
中
国
仏
教
は
そ
の
独
自
性
を
形

成
し
隆
盛
時
代
を
迎
え
た
の
ち
、
徹
底
的
な
衰
退
過
程
に
入
っ
た
。
野
依

の
最
後
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
当
時
に
お
い
て
中
国
文
明
全
体
と
と
も
に
、
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中
国
仏
教
は
す
で
に
そ
の
勢
い
を
な
く
し
て
い
る）

11
（

。
彼
は
こ
う
し
て
過
去

に
お
け
る
中
国
仏
教
の
偉
大
な
る
学
問
的
成
果
を
「
東
洋
哲
学
」
の
本
質

と
し
て
評
価
す
る
と
同
時
に
、
日
本
を
唯
一
仏
教
が
活
気
を
保
っ
て
い
る

国
と
し
て
描
く
こ
と
を
可
能
と
し
た）

11
（

。

　

一
度
成
立
し
た
言
説
が
、
そ
の
後
異
な
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
へ
統
合

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
は

し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
現
象
だ
と
思
わ
れ
る
。
境
野
や
村
上
に
よ
っ
て

成
立
し
た
仏
教
史
研
究
の
成
果
は
、
日
本
に
お
け
る
新
仏
教
の
成
立
を
求

め
る
声
か
ら
解
放
さ
れ
、
容
易
に
そ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
変
え
、
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
日
本
仏
教
の
優
位
性
を
主
張
す
る
た
め
に
転

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。一
方
、仏
教
研
究
者
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ケ
テ
ラ
ー

（Jam
es K

etelaar

）
は
、
十
九
世
紀
末
日
本
に
お
け
る
仏
教
史
研
究
を
、

東
ア
ジ
ア
仏
教
を
仏
教
の
発
展
の
頂
点
に
置
き
な
が
ら
も
、
厳
格
な
目
的

論
を
使
用
せ
ず
、
仏
教
の
歴
史
に
は
最
終
到
達
点
が
な
い
と
い
う
立
場
を

取
っ
た
、
と
評
価
し
た）

11
（

。
こ
の
態
度
を
代
表
で
き
る
の
は
村
上
の
次
の
引

用
文
で
あ
る
。

　
「
然
れ
ば
支
那
国
唐
朝
の
末
年
已
後
は
、
世
界
仏
教
の
中
心
点
を
移
転

せ
し
め
、
我
日
本
国
を
以
て
世
界
仏
教
の
中
心
地
を
為
さ
し
め
た
る
景
況

あ
り
。
此
の
ご
と
く
移
転
し
来
る
仏
教
の
中
心
点
、
更
に
移
転
せ
し
め
、

第
五
回
の
中
心
地
な
る
も
の
を
吾
人
は
何
れ
の
地
に
於
て
見
る
べ
き
乎
。

将
た
之
見
る
と
な
く
し
て
、
終
る
乎
。
是
将
来
に
於
け
る
一
大
疑
問
な
り

と
す）

11
（

。」

　

新
仏
教
徒
ら
の
目
的
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
成
立
さ
せ
た
歴
史
の

語
り
は
昭
和
初
期
の
膨
張
主
義
政
策
の
影
響
下
、
日
本
仏
教
と
い
う
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
形
態
こ
そ
を
仏
教
の
歴
史
的
発
展
の
最
終
的
到
達
点
と
し
て

位
置
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
野
依
の
言
説
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
日
本

仏
教
を
中
国
仏
教
の
救
済
者
と
し
て
位
置
づ
け
、
日
中
戦
争
を
中
国
仏
教

に
対
す
る
復
興
救
済
の
き
っ
か
け
と
し
て
描
く
と
い
う
狙
い
で
あ
っ
た
。

注（１
） Chun-fang Y

u, T
he R

enew
al of Buddhism

 in China – Chu-hung and 
the Late M

ing Synthesis, 1981, p. 65.

（
２
） 

本
著
は
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
中
国
の
最
初
の
通
史
的
な
仏
教
史
で
あ
る
蒋
維
喬

の
『
中
国
仏
教
史
』（
一
九
二
九
年
）
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
。

（
３
） 

境
野
の
生
涯
に
関
し
て
は
、「
境
野
黄
洋
」
常
光
浩
然
『
明
治
の
仏
教
者
』
上
（
春

秋
社
、
一
九
六
八
年
）、
ま
た
は
伊
吹
敦
「
境
野
黄
洋
と
仏
教
史
学
の
形
成
（
上
）」

『
境
野
黄
洋
選
集
』
第
一
巻
（
う
し
お
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。

（
４
） 「
十
八
年
間
の
『
仏
教
』」『
仏
教
』
第
十
八
第
十
二
号
、
年
一
九
〇
二
年
、 

五
頁
。

（
５
） 

境
野
自
身
は
仏
教
の
歴
史
へ
の
関
心
を
村
上
の
影
響
に
求
め
て
い
た
。境
野
の『
支
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那
仏
教
史
講
話
』（
一
九
二
七
年
）
に
お
け
る
序
文
を
参
照
。

（
６
） 
鎌
田
茂
雄
「
中
国
仏
教
史
の
名
著
」『
名
著
通
信
』
第
十
七
号
、
二
頁
。
興
味
深
く
、

鎌
田
は
中
国
仏
教
史
研
究
の
紹
介
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
境
野
の
研
究
成
果
を
無
視

し
て
い
る
。

（
７
） 

吉
水
智
海
の
『
支
那
仏
教
史
』（
金
尾
文
淵
堂
、
一
九
〇
六
年
）、
二
〜
四
頁
。

（
８
） 

た
と
え
ば
、
村
上
専
精
「
支
那
仏
教
の
三
時
期
」『
仏
教
史
林
』
第
一
編
第
九
号
、

一
八
九
四
年
を
参
照
。

（
９
） 

オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ『
近
代
日
本
思
想
と
し
て
の
仏
教
史
学
』、二
〇
一
一
年
、

九
六
〜
頁
。

（
10
） 

村
上
専
精
「
日
本
仏
教
の
特
色
」『
無
尽
灯
』
第
十
一
巻
第
六
号
、
一
九
〇
六
年
、

五
頁
。

（
11
） 

村
上
専
精
「
支
那
仏
教
史
と
日
本
仏
教
史
と
の
比
較
」『
仏
教
史
学
』
第
二
編
第

十
号
、
一
九
一
三
年
、
三
三
〜
三
四
頁
。

（
12
） 

村
上
専
精
「
仏
教
各
宗
発
達
史
」（
第
十
一
回
）『
仏
教
史
林
』
第
二
編
第
十
三
号
、

一
八
九
五
年
、
二
〇
頁
。

（
13
） 

同
書
、
二
六
頁
。

（
14
） 

境
野
黄
洋
『
支
那
仏
教
史
綱
』（
森
江
書
店
、
一
九
〇
七
年
）
に
お
け
る
村
上
専

精
の
序
文
の
一
頁
を
参
照
。

（
15
） 

境
野
黄
洋
「
革
新
仏
教
徒
」『
仏
教
』
一
一
五
号
、
一
八
九
六
年
、
二
七
一
頁
。

（
16
） 

伊
吹
敦
は
境
野
の
中
国
仏
教
史
研
究
全
体
を
、
仏
教
哲
学
を
中
心
と
し
た
も
の
と

し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
。
伊
吹
敦
「
境
野
黄
洋
と
仏
教
史
学
の
形
成
（
下
）」『
境

野
黄
洋
選
集
』
第
二
巻
（
う
し
お
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
九
頁
以
降
を
参
照
。

（
17
） 

境
野
黄
洋
『
支
那
仏
教
史
講
話
』（
共
立
社
、
一
九
二
七
年
）
序
文
の
８
頁
。

（
18
） 

前
掲
注
３
、二
五
頁
を
参
照

（
19
） 

実
は
、
中
国
仏
教
を
学
問
と
理
論
と
結
び
つ
け
る
事
例
は
す
で
に
『
仏
教
』
の

一
九
〇
〇
年
六
月
号
の
記
事
「
日
本
仏
教
の
歴
史
的
観
察
（
一
）」
に
お
い
て
見

ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
記
事
の
著
者
は
不
明
で
あ
る
。
当
時
、『
仏
教
』
の
編
集

長
は
鷲
尾
で
あ
っ
た
の
で
、鷲
尾
に
よ
る
文
章
だ
と
い
う
可
能
性
も
十
分
あ
る
が
、

鷲
尾
の
他
の
文
章
を
見
れ
ば
、
彼
は
支
那
仏
教
の
特
徴
に
あ
ま
り
言
及
し
な
い
こ

と
と
境
野
の
議
論
に
非
常
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
境
野
に
よ
る
文

章
だ
と
い
う
印
象
が
強
い
。
現
段
階
、
著
者
を
確
認
で
き
る
方
法
は
な
い
。

（
20
） 

境
野
黄
洋
「
余
の
信
ず
る
仏
教
」『
新
仏
教
』
第
四
巻
第
十
二
号
、
一
九
〇
三
年
、

九
六
一
頁
。

（
21
） 

境
野
黄
洋
「
歴
史
的
仏
教
」『
仏
教
講
話
』（
井
洌
堂
、
一
九
〇
七
年
）、
四
〇
〜

四
三
頁
。

（
22
） 

同
書
、
四
〇
頁
。

（
23
） 

同
様
の
三
国
中
心
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
境
野
の『
印
度
支
那
仏
教
史
要
』（
鴻
盟
社
、

一
九
〇
六
年
）
に
見
ら
れ
る
。

（
24
） 

前
掲
注
３
、六
頁
。

（
25
） 

境
野
黄
洋「
世
界
史
と
仏
教
史
」『
仏
教
史
林
』第
一
編
第
十
二
号
、一
八
九
五
年
、

七
〜
八
頁
。

（
26
） 

前
掲
注
３
、三
五
頁
お
よ
び
前
掲
注
16
、
三
〇
頁
を
参
照
。

（
27
） 

境
野
黄
洋
「
歴
史
的
仏
教
」『
仏
教
史
林
』
第
一
編
第
二
号
、
一
八
九
四
年
、

一
二
頁
。

（
28
） 

同
書
、
四
四
一
頁
。

（
29
） 

同
書
、
四
四
四
頁
。

（
30
） 

境
野
黄
洋
「
歴
史
的
仏
教
」『
新
仏
教
』
第
三
巻
第
九
号
、
一
九
〇
二
年
、

四
四
三
〜
四
四
四
頁
。教
理
に
関
し
て
、同
じ
見
解
は
近
角
常
観
に
も
み
ら
れ
る
。

「
而
し
て
此
教
理
た
る
も
の
、
仏
滅
已
後
今
日
に
至
る
ま
で
、
各
時
代
の
精
神
に

従
ふ
て
消
長
変
遷
せ
し
も
の
な
り
」。
近
角
常
観
「
如
何
か
仏
教
教
理
の
基
礎
を

成
立
せ
む
（
承
前
）」『
仏
教
史
林
』
第
二
編
二
十
四
号
、
一
八
九
六
年
、
六
頁
。

（
31
） 

境
野
黄
洋
「
余
の
信
ず
る
仏
教
」『
新
仏
教
』
第
四
巻
第
十
二
号
、
一
九
〇
三
年
、

九
六
一
〜
九
六
二
頁
。

（
32
） Bryan Low

e, “States of “State Buddhism
”

：H
istory, Religion, and 
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ol. 39 （1&
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）, 2014, p. 76.

（
33
） 「
理
論
的
討
究
」『
仏
教
』
第
一
二
三
号
、
一
八
九
七
年
、
五
〇
頁
。
こ
の
記
事
の

著
者
名
は
表
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
仏
教
を
「
理
論
」
と
「
実
際
」
へ
分
類
す
る

こ
と
に
も
と
づ
い
て
判
断
す
る
と
、
境
野
の
文
章
だ
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
記
事

の
刊
行
も
境
野
が
『
仏
教
』
の
主
筆
を
担
っ
て
い
た
こ
ろ
に
当
た
る
。 

少
な
く

と
も
境
野
を
含
め
た
革
新
仏
教
徒
ら
の
見
解
を
反
映
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

あ
ろ
う
。

（
34
） 

池
田
英
俊
『
明
治
期
の
新
仏
教
運
動
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）、
二
七
四

〜
二
七
五
頁
。

（
35
） 「
日
本
仏
教
の
歴
史
的
観
察
（
一
）」『
仏
教
』
一
六
二
号
、
一
九
〇
〇
年
、

一
七
五
頁
。

（
36
） 

前
掲
注
21
、
三
九
〜
四
〇
頁
。

（
37
） 

時
に
は
、
境
野
は
実
際
的
な
側
面
が
強
く
な
り
す
ぎ
て
、
日
本
に
お
い
て
仏
教
が

停
滞
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
理
論
側
面
に
対
す
る
さ
ら
な
る
研
究
を
呼
び
か
け
て

い
た
。
た
と
え
ば
、「
理
論
的
討
究
」『
仏
教
』
一
二
三
号
、
一
八
九
七
年
、
四
九

頁
。

（
38
） 

境
野
黄
洋
「
詩
的
仏
教
」『
仏
教
』
一
一
一
号
、
一
八
九
六
年
、
七
二
頁
。

（
39
） 

た
と
え
ば
、
境
野
黄
洋
「
人
格
中
心
の
仏
教
と
教
義
中
心
の
仏
教
」『
新
仏
教
』

第
七
巻
第
九
号
、
一
九
〇
六
年
、
六
四
五
頁
を
参
照
。

（
40
） 

同
書
、
六
四
九
頁
を
参
照
。

（
41
） 

前
掲
注
30
、
四
四
四
頁
。

（
42
） 

鷲
尾
順
敬
「
鑑
真
和
尚
伝
（
上
）」『
仏
教
史
林
』
第
一
編
第
四
号
、
一
八
九
四
年
、

六
二
頁
。

（
43
） 

吳
佩
瑤
「
新
仏
教
の
夜
明
け
─
境
野
黄
洋
の
信
仰
言
説
と
雑
誌
『
新
仏
教
』」『
近

代
仏
教
』
二
七
号
、
二
〇
二
〇
年
を
参
照
。

（
44
） 

た
と
え
ば
、
境
野
黄
洋
「
健
全
な
る
信
仰
の
要
件
」『
新
仏
教
』
第
六
感
第
十
号
、

一
九
〇
五
年
、
七
四
五
頁
。
こ
こ
に
お
い
て
、
学
問
や
学
術
と
い
う
概
念
は
当
時

主
流
と
な
っ
て
い
た
科
学
的
・
学
術
的
思
想
と
同
義
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
宗
教

と
信
仰
に
対
す
る
純
粋
に
学
問
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
批
判
も
う
か
が
え
る
。

（
45
） 

同
書
、
七
四
六
頁
。
境
野
は
仏
教
に
お
け
る
「
超
自
然
主
義
」
と
地
獄
や
極
楽
を

中
心
と
し
た
「
未
来
主
義
」
に
対
し
て
、
今
現
在
の
こ
の
世
に
注
目
す
る
「
現
世

主
義
」
を
説
い
た
。
管
見
で
は
、
こ
れ
に
「
日
本
仏
教
」
を
代
表
す
る
祈
祷
仏
教

と
未
来
仏
教
の
批
判
が
見
ら
れ
る
。

（
46
） 

前
掲
注
21
、
一
九
頁
。

（
47
） 

境
野
黄
洋
「
教
理
発
達
上
よ
り
見
た
る
旧
仏
教
の
欠
点
」『
時
代
宗
教
』（
鴻
盟
社
、

一
九
〇
五
年
）、
一
七
四
頁
。

（
48
） 

前
掲
注
14
、
三
四
四
頁
。

（
49
） 

と
は
い
え
、
境
野
は
す
べ
て
の
仏
教
形
態
は
最
初
「
新
仏
教
」
と
し
て
成
立
し
た

こ
と
を
認
め
、
宗
教
は
常
に
変
遷
し
て
い
く
過
程
の
中
に
あ
る
と
述
べ
る
が
、
こ

の
観
点
は
少
な
く
と
も
中
国
仏
教
に
関
す
る
初
期
研
究
に
ま
だ
確
認
で
き
な
い
。

境
野
黄
洋
「
加
藤
博
士
に
答
ふ
」『
新
仏
教
』
第
二
巻
第
九
号
、
一
九
〇
一
年
、

三
八
五
〜
三
八
七
頁
。

（
50
） 

野
依
秀
市
『
支
那
仏
教
講
話
』（
仏
教
思
想
普
及
協
会
、
一
九
三
九
年
）、
一
八
五

頁
。

（
51
） 

同
書
、
七
頁
。

（
52
） 

同
書
、
一
八
四
頁
。

（
53
） 

同
書
、
一
八
六
頁
。

（
54
） Jam

es K
etelaar, O

f H
eretics and M

artyrs in M
eiji Japan, 1990, p. 207

（
55
） 
村
上
専
精
「
仏
教
東
漸
史
」『
仏
教
講
論
集
』
第
一
号
、
一
九
〇
二
年
、
五
〇
二

〜
五
〇
三
頁
。


