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仏
教
文
学

な
る
名
称
は
、
今
日

一
般
に
用

い
ら
れ

、
誰
し
も

口
に
す
る

,

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
学
的
部
門
が
果
し
て
存
在
し
得
る
か
ど

う

か
?
存
在
し
得
る
な
ら
ば

、
そ
の
所
以
を
明
か
に
し

、
論
拠
を
確
か
な
ら

し
め
る
必
要
が
あ

り
、
存
在
し
得
な

い
な
ら
ば
、
そ
う

い
う
名
称
を
用

い

る

こ
と
自
体
が
穏
当
を
缺

い
て

い
る

の
だ
か
ら

、
学
的
用
語

と
し

て
は
避

け
る
の
が
至
当

の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
私
は
、
か

な
り

以
前
か
ら

こ
の
こ

と

に
関
心
を
有
し

、
世
の
識
者
と

い
わ
れ
る

人
た
ち
さ
え

、
無
浩
筰

に
こ

の
名
称
を
使

つ
て

い
る
の
を
ど
う
か
と
思

つ
た

こ
と
が
み
る
。

で
、
自
身

も

そ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
必
要

か
ら
、

み
ず
か
ら

の
著
書

の
中

に
も
、

そ
れ
に
関
し
て
多
少
触
れ
た
こ
と
が
あ
り

、
さ
ら

に
突

つ
込
ん

で
そ

の
検

討

を
試
み
た

い
と
思

つ
て

い
た
。
し
か
し

、
そ
の
後
、

人
事
多
忙

、
殊

に
、

自
身
の
研
究
を
そ
れ
と
は
全
然
別
個

の
方

に
専
注

せ
ね
ば
な
ら
ゐ

必
要

に

迫

ら
れ

て
か
ら
と

い
う
も

の
、

こ
の
事
柄

に
か
が

つ
ろ
う

こ
と
が
出

来
ず

し

て
過
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
最
近
本
学

に
お

い
て
、
た
ま

た

ま
こ
の
課
題
で
講
義
す

る
よ
う
依
嘱
さ

れ
た
の
で
、
そ
れ
を
好
機

に
重

ね
て

こ
の
間
題
を
検
討
し
、
特

に
学
的

立
場

よ
り
そ

の
本
質
を

明
か
に
し

よ
う
と
努
め
た

。
こ
の

一
篇
は
、
そ

の
講
義

の

一
端
を
骨

子
と

し
て
、
さ

ら

に

一
段

の
潤

飾
附
加
を

な
せ
る
も

の
で
、
よ

つ
て
以
て
、
大
方
諸
賢

の

示
教
を

仰
ぎ

た
い
と
思
う

の
で
あ
る
。

一

そ
も
そ
も
、
仏
教
文
学
な
る
名
称
が
、
た
だ
漠
然
仏
教
文
献
を
指

す
代
名
と
し
て
呼
ば
れ
て
来
た
の
は
、
随
分
以
前
か
ら
の
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
厳
密
に
学
的
領
域
の
部
門
と
し
て
云
々
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
よ
う
に
い
わ
れ
だ
し
た
の
は
、
ま
だ
極

め
て
最
近
の
こ
と
に
属
す

る
。
随
つ
て
、
目
下

の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
実
際
に
お
い
て
学
と
し
て

の
独
立
を
な
し
て
い
す
、
た
だ
わ
す
か

に
、
そ
う
し
た
方
面
に
関
心

を
有
つ
極
め
て
少
数
の
学
者
に
よ
つ
て

の
み
提
唱
さ
れ
考
究
さ
れ
で

い
る
と
い
う
状
態

に
止
ま
つ
て
い
て
、

い
ま
だ
こ
の
名
称
に
対
す
る

確
固
た
る
定
義
す
ら
樹
立
さ
れ
て
お
ら

ぬ
と
い
う
有
様
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
あ
る
も
の
は

こ
れ
を
以
て
、



一
、
仏
教
関
係
の
諸
般

の
事
項
、
す
な
わ
ち
、
仏
教
の
歴
史

・
風

俗

6
習
慣

・
儀
礼
等
を
丈
学
的
に
取
り
扱
つ
た
作
品
、

と
し
て
解
し
、
ま
た
、
あ
る
も
の
は
こ
れ
を
以
て
、

二
、
仏
教
教
理

の
美
的
文
献
、
す
な
わ
ち
、
仏
教
思
想
そ
の
も
の

を
丈
学
的
に
表
現
せ
る
記
録
、

と
し
て
解
し
、
さ
ら
に
、
あ
る
も
の
は
こ
れ
を
以
て
、

三
、
仏
教
教
徒
の
記
述

せ
る
詩
歌

・
丈
章
そ
の
他
の
作
晶
、

と
し
て
解
す
る
と
い
つ
た
よ
う
な
工
合
で
、
そ
の
他
、
な
お
数
え
れ

ば
、
幾

ら
か
の
事
項
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
解
釈
す
る
と
こ
ろ
、
実
に

.区
々
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

私
の
寡
聞
な
る
記
憶
を
以
て
し
て
、
仏
教
文
学
な
る
名
称
に
よ
つ

て
這
般

の
関
係
事
項
を
と
に
も
か
く
に
も
云
々
さ
れ
た
最
初

の
人
は
、

故
前
田
慧
雲
博
士
な
ど
で
は
な
い
か
と
思
う
。
博
士
の
著
書
で
明
治

四
十

一
年
の
刊
行
に
か
か
る

「仏
教
要
義
と
文
学
」
と
題
す
る
も
の

が
あ
つ
て
、
小
册
子
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
仏
教
経
典
の
表
現
が

一

個
の
文
学
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
所
以
を
叙
述
し
、
そ
し
て
、
そ
れ

に
仏
教
文
学
な
る
名
称
を
附
し
て
呼
ん
で
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
当
時
と
し
て
は
、
甚
だ
嶄
新
な
い
い
方
の
よ
う
で
お
つ
た
ら
し

仏
教
夊
学
の
本
質

い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
畢
竟
上

に
挙
げ

た
三
つ
の
場
合

の
第
二
に

該
当
す
る
に
止
ま
る
も
の
で
、
無
論

こ
れ
を

一
個
の
学
と
し
て
論
述

し
て
い
ら
れ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
が
組
織
的
機
構
を
具

　

え
た
も

の
に
も
な
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
大
正
十
四
年

に
至
つ
て
、
故
小
野
玄
妙
博
士
に
よ
つ
て

「
仏
教
文
学
概
論
」
な
る

尨
大
な
る
著
書
が
公
に
さ
れ
、
さ
ら
に
昭

和
七
年

に
は
、
故
山
辺
習
」

学
氏
に
よ
つ
て

「
仏
教
文
学
」
な
る
こ
れ
も
相
当
の
容
積

の
冊
子
を

公
に
さ
れ
、
仏
教
文
学
な
る
名
称
が
、

こ
こ
に
著
書

の
題
名
に
ま
で

現
わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
併
し
な
が
ら
、
小
野
博
士
の
は
、
こ
れ

も
先
の
三
つ
の
場
合

の
第
二
に
類
似
し
、
殊
に
そ
の
範
囲
を
広
げ
て
、

仏
教
文
献
の
集
成
た
る

一
切
経
全
体
を
文

学
と
見
よ
う
と
さ
え
し
て

い
ら
れ
る
の
で
、
無
論
仏
教
文
学
の
学
的
取
扱

い
を
逸
睨
せ
る
も
の

と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
山
辺
氏
の
は
、
同
氏
は
さ
す
が
に
文

学
的
識
才
に
富
ん
で
い
ら
れ
た
こ
と
と
て
、
経
典
中
の
文
学
的
素
質

の
豊
か
な
も
の
を
採
り
上
げ
て
、
幾
分
組
織
体
系
を
つ
け
る
べ
く
努

め
て
い
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
点
、
大
い
に
こ
れ
を
多
と
し
て
推
称
す

る
に
値
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
多
く
は
、
経
典

の
丈
学

的
鑑
賞
霞
豊

か
な
箇

処
を
羅
列
す
る
に
止
ま
る
の
で
、
学
的
機
構
の

こ

一



線

に
十
分
溜
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
カ
と
い
え
ぱ
、
遺
憾
な
が
ら

甚
だ
物

足
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
尤
も
、
同
書
は

「
仏
教
思
想

大
系
」

て
う
叢
書
中
の

一
部
に
牧
め
ら
れ
て

い
て
、
純
然
た
る
独
立

の
単
行

図
書
で
な
か
つ
た
か
ら
、
頁
数
の
制
約
や
時
聞
の
限
定
等

に

束
縛
さ
れ
て
、
十
分
論
及
す
る
こ
と
が
出
来
な
か

つ
た
か
も
知
れ
ぬ

が
、
ど

に
か
く
、

い
う
と
こ
ろ
の
仏
教
文
学
の
何
も
の
な
る
か
の
本

質

に
は
、
少
し
も
触
れ
て
い
な
い
恨
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
小
野
氏
の
よ
り
少
し
後
の
、
昭
和
の
初
頃
だ
つ
た
か
之
思
う

へ

し

が
、
江
部
鴨
村
氏
が

「
仏
教
講
座
」
な
る
講
義
録

の

一
部
に

「
仏
教

丈
学
講
座
」
と
い
う
の
を
担
当
し
て
、
少
し
く
掲
載
さ
れ
た
ご
と
が

あ
る
。

こ
れ
は
、
そ
の
叙
述

の
方
針
が
、
仏
教
文
学
の
実
際
遐
動
に

関
係
す

る
事
柄
で
あ
つ
て
、
そ
の
学
的
研
究

に
関
す
る
も
の
で
な
い

と
、
同
氏
は
最
初

に
断
つ
て
い
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
仏
教

文
学
の
何
も
の
な
る
か
の
意
義
を
明
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
ら
れ

る
様
子
が
窺
わ
れ
、
大

い
に
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
惜

し
い
こ
と
に
は
、
該

「
講
座
」
が
中
途
で
廃
刊

に
な
つ
た
も
の
か
、

私
の
知

つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
同
氏
の
は
僅
か
二
回
の
十
数
頁
で

止
ん

だ
の
で
、
そ
の
論
旨
を
十
分
聞
け
す
じ
ま
い
に
な
つ
て
い
る
。

二
二

そ
の
後
、
同
氏
が
何
ら
か
の
形
で
公

に
さ
れ
た
か
ど
う
か
?
・

寡
聞

に
し
て
そ
の
淌
息
を
知
る
こ
と
が
出
来
な

い
の
で
あ
る
。

江
部
氏
の
が
出
た
少
し
後
で
あ
つ
た

と
思
う
が
、
京
都
で

「
仏
教

丈
学
」
な
る
名
称
の
雜
誌
が
刊
行
さ
れ

た
こ
と
が
あ
つ
て
、
そ
の
際

同
誌
の
当
事
者
は
、
そ
の
誌
上
で
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
文
学
な
る
名
称

の
意
義

に
つ
い
て
、
広
く
識
者

の
意
見

を
質
し
た
の
で
あ
る
。

こ
は
、

畢
竟
、
雑
誌
は
刊
行
さ
れ
て
も
、・
そ
の
名
称
の
意
義
が
確
定
し
て
お

ら
ぬ
た
め
に
、
こ
う
し
た
能
心度

に
出
で
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ

つ
て
、
こ
れ
を
以
て
も
解
る
よ
う
に
、
そ
れ
ほ
ど
斯
学
の
領
域
は
ま

だ
未
耕
の
分
野
に
属
し
て
、
以
て
今
日

に
来
つ
て

い
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

二

そ
も
そ
も
、
仏
教
文
学
な
る
名
称
の
意
義
を
明
か
に
す
る
に
当
つ

て
、
吾
々
の
採
る
べ
き
方
法
は
、

い
す
れ
の
点
に
あ
る
か
と
い
う
に
、

い
わ
ゆ
る
仏
教
文
学
が
、

一
般
文
学
と
如
何
な
る
点
に
お
い
て
区
別

ケ

　

さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
か
と
の
、
区
別
の
標

準
を
明
か
に
す
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。

こ
れ
が
明
か
に
さ
れ
た
な
ら
ば
、
仏
教
文
学

の
性
格
は
瞭

然
と
し
て
会
得
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
こ
れ
が
区
別



は
、

}
見
甚
だ
容
易
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
事
に
当
れ
ば
、

必
す

し
も
そ
う
手
軽
に
果
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
何
と
な
れ
ば
、

普
通

に

一
般
文
学
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
お
る
も
の
に
し
て
、
そ
の

実
仏
教
丈
学

の
中
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
内
容
を
有
つ
作
品
が

あ
る
か
と
思
え
ば
、
反
対

に
、
当
然
仏
教
文
学
の
よ
う
に
見
な
さ
れ

て
お
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
実

一
般
文
学

の
中
に
入
れ
る
方
が
愛
当

と
思

わ
れ
る
内
容
の
作
品
も
あ
る
と
い
う
わ
け
で
、
甚
だ
そ
の
始
末

に
困

る
の
で
あ
る
。

具
体
的

に
い
う
な
ら
、
例
え
ば
、
わ
が
国
文
学
書
申

「
方
丈
記
」

や

「
徒
然
草
」

の
如
き
は
、

一
般
に
普
通

の
文
学
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
て

い
る
が
、

お
も
む
ろ
に
そ
の
内
容

に
尋
ね
入
れ
ば
、
立
派
な
仏

教
文
学
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
之
な
れ
ば

「
方
丈
記
」
は
、
著
者
鴨
長
明
の
眼
に
映
じ
た
ま
ま
の
人
生
の
現
実

や
、
従
つ
て
そ
れ
よ
り
感
起
さ
れ
た
宗
教
情
操
を
、
文
学
的
手
法
で

以
て
表
現
せ
る
作
品

で
あ
り
、
「
徒
然
草
」

は
、
人
生
は
無
常
な
れ
ば
、

そ
う
し
た
中
に
あ
る
吾
々
の
生
を
意
義
あ
ら
し
む
べ
く
、
出
離
解
脱

の
喜
び
を
味
識
し
つ
つ
、
清
く
美
わ
し
き
生
を
営
む
べ
き
こ
と
を
、

著
者

秉
好
の
実
感
よ
り
叙
述
せ
る
文
学
的
作
品
で
あ
る
か
ら
、
い
す

仏
教
文
学
の
本
質

れ
も
、
そ
の
思
想
内
容
は
、
明
か
に
仏
教
文
学
と
し
て
の
性
質
を
具

え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
か
と
思

え
ば
、

一
方
で
、
仏
教
経
典

中
の

「
百
喩
経
」
の
如
き
は
、
優
秀
な
る
寓
話
を
湛
え
た
仏
教
文
学

な
る
か
の
如
く
古
来
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
、
こ

は
寓
話

に
附

せ
る
註
解
的
丈
字
に
よ
つ
て
、
始
め
て
仏
教
的
意
義
を

認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
す
な
わ
ち
、
こ
は
、
大
乗
諸
経
中
よ
り
善
悪

罪
福

・
応
報
に
つ
い
て
の
譬
喩
百
句
を
抄
出
し
て
成
れ
る
ま
ま
、
そ

　

れ
が
か
の
註
解
的
丈
字
に
よ
つ
て
よ
く
掬
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
も

し
そ
れ
を
除
け
ば
、
む
し
ち

一
般
丈
学
書
と
見
做
し
た
方
が
当
を
得

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
み
る
、

か
か
る
次
第
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
文
学
と

一
般
文
学
と
を
区
別
す

る
に
は
、
如
何
な
る
事
柄
を
標
準
と
す

べ
き
で
み
る
か
、
必
定
そ
の

区
別
の
標
準
を
確
立
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
と
な
る
の
で
あ

る
。

三

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
江
部
氏
も
既
に
か
の

「
講
座
」

の
中
に
言
及

し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
至
極
肯
綮
に
値
い
す
る
意
見
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
で
、
私
も
そ
れ
に
従
つ
て
叙
述
を
進
め
る
な
ら
ば
、

二
三



ま
す
第

一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
作
品
の
作
者
を
以
て
標
準
と
す
る

態
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
者
が
仏
教
信
者
な
る
か
否
か
に
よ
つ

て
、
そ

の
作
品
が
仏
教
文
学
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
区
別
す
る
標
準

と
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
は
、
晶
見
そ
の
区
別
の
標
準
が
、

さ
も
明
確

に
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
か
か
る
態
度
が
決

し
て
当

を
得
て
い
な

い
Z
と
は
、
多
く
い
う
ま
で
も
な
い
と
ζ
ろ
で

あ
る
。
も
し
か
か
る
態
度

が
認
容
睿
れ
る
な
ら
ば
、
仏
教
信
者
の
作

品
の
悉
く
は
、
必
す
仏
教
文
学
と
い
わ
れ
、
仏
教
信
者

に
あ
ら
ざ
る

も

の
の
作
品
の
悉
く
は
、
仏
教
文
学
と
い
わ
れ
す
し
て
、

一
般
交
学

た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
作
者
の
心
理
的

傾
向
よ
り
見
て
、
仏
教
信
者
に
あ
つ
て
は
、
主
と
し
て
仏
教
文
学
的

作
品
の
創
作

に
就
く
が
自
然
で
あ
り
、
仏
教
信
者

に
あ
ら
ざ
る
も
の

は
、
仏
教
文
学
な
ら
ざ
る

一
般
作
品
の
創
作

に
当
る
が
自
然
と
い
い

得

ら
れ

る
で
あ

ろ
う
が
、
さ
れ
ば
と
て
、
し
か
く
き
つ
ぽ
り
と
区
別

す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
出
来
よ
う
そ
。

そ
こ
で
、
そ
の
方
法
が
不
可
と
す
れ
ば
、
第

二
に
考
え
ら
れ
る
の

は
、
作

品
そ
の
も
の
の
取
材
を
以
て
標
準
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
作
品
に
取
り
扱
わ
れ
て
お
る
材
料
が
、
仏
教
関
係
の
も
の

二
四

で
あ
る
か
否
か
に
よ
つ
て
、
そ
の
作
品
が
仏
教
丈
学
と
い
え
る
か
ど

う
か
を
区
別
す
る
標
準
と
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
、

先
の
作
者
の
如
何
に
よ
つ
て
区
別
の
標
準

を
定

め
よ
う
と
す
る
も
の

よ
り
.も
、
さ
ら
に
容
易
な
方
法
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

作
晶
の
取
材
が
仏
教
関
係
の
も
の
な
り
や
否
や
は
、
そ
の
作
品
に
示

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
作
者

の
仏
教
信
者
か
否
か
を
認

知
す
る
よ
り
も
、

一
暦
明
瞭
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ヤ

か
か
る
熊
度
も
決
し
て
当
を
得
て
い
な
い
こ
と
は
、
作
品
を

一
見
し

て
た
だ
ち
に
会
得
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
も

し
こ
の
方
法
が
容
れ
ら
れ

る
な
ら
ば
、
仏
と
か
菩
薩
と
か
僧
と
か
寺
塔
と
か
を
材
料
と
せ
る
作

晶
は
、
作
品
そ
の
も
の
の
内
的
意
向
の
如
何
に
か
か
わ
ら
す
、
悉
皆

仏
教
文
学
と
見
な
さ
れ
る
と
の
如
き
不
自
然
さ
を
招
致
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
豈
然
ら
ん
や
で
あ
る
。

四

す
で
に
、
作
者

に
よ
る
区
別
も
、
取
材

に
よ
る
区
別
も
、
仏
教
文

r学
と

一
般
文
学
と
を
分
つ
標
準
と
な
し
難

い
と
す
れ
ば
、
吾
々
は
、

如
何
な
る
標
準
を
以
て
こ
の
両
者
を
取
扱

つ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
?

惟
う
に
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
上
の
如
き
形
式
的
区



別
を
以

て
標
準
と
せ
す
、
内
容
的
性
質
に
よ
つ
て
区
別
せ
ね
ば
な
ら

ね
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
作
品
の
モ
チ
ー
フ
、
す
な
わ
ち
、

作
品
に
盛
ら
れ
て
い
る
思
想
的
基
盤
を
よ
く
吟
味
し
て
、
そ
れ
が
果

し
て
仏
教
文
学
と
見
做
す
に
ふ
さ
わ
し
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
に
よ
つ
て
、

こ
れ
を

一
般
丈
学
と
区
別
す
る
の
ほ
か
は
な
か
ろ

う
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
作
品
の
内
的
意
向
を
吟
味
す
る
に
つ
い
て

は
、
ま
す
以
て
い
う
と
こ
ろ
の
仏
教
文
学
な
る
名
称

に
含
ま
れ
て
い

る
概
念

の
如
何
な
る
も
の
な
る
か
を
調
査
し
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。

お
よ
そ
、
仏
教
文
学
な
る
名
称
は
、
仏
教
と
文
学
と
の
二
種
の
概

念
よ
り
成
り
立
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
従
つ

て
、
そ

れ
の
有

つ
で
い
る
文
化
価
値
た
る
や
、
当
然
、
仏
教
と
し
て

の
宗
教
的
価
値
と
、
文
学
と
し
て
の
芸
術
的
価
位
と
を
併

せ
湛
え
て

い
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
仏
教
と
し
て
の
宗
教
的
価
値

と
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
余
他
の
文
学
と
も
全
然
異
つ
た
特
異
性
を

有
す
る
も
の
た
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
、
仏
教
の
教
理

・
思

想

・
主
義

・
信
条
と
い
つ
た
よ
う
な
、
要
す
る
に
仏
教
た
る
聖
的
精

神
が
十
分
に
吹
き
込
ま
れ
て
お
ち
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
従

つ
て
、

こ
れ

に
接
す

る
も
の
を
し
て
、
宗
教
と
し
て
の
至
純
な
る
信
仰
皈
依
の
念

仏
教
丈
学
の
本
質

を
惹
き
起
さ
せ
る
も
の
た
る
を
、要
す
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
文

学
と
し
て
の
芸
術
的
価
値
と
は
、

一
般

に
い
う
と
こ
ろ
の
文
学
的
性

質
の
も
の
た
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の

で
、
文
学
の
本
質

・゚
形
態

・

色
調

・
特
色
と
い
つ
た
よ
う
な
、
要
す

る
に
丈
学
た
る
美
的
素
質
が

十
分

に
具
備
さ
れ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
従
つ
て
、
こ
れ
に
接
す

る
も
の
を
し
て
、
芸
術
と
し
て
の
豊
、潤
な

る
情
操
情
味
の
熱
を
湧
き

立
た
せ
る
も
の
た
る
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
そ
.れ
ゆ
え
、
如
何

に
仏

教
の
精
神
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
も
し
そ
れ
に
文
学
の

情
味
が
缺
け
て
い
る
も
の
な
ら
、
こ
れ
を
指
し
て
仏
教
文
学
と
呼
ぶ

こ
と
が
出
来
な
い
わ
け
で
あ
り
、
同
様

に
、
如
何
に
文
学
の
情
味

の

優
秀
な
る
作
品
で
あ
ろ
う
と
も
、
も
し
そ
れ
に
仏
教
の
精
神
が
湛
え

ら
れ
て
お
ら
ぬ
も
の
な
ら
、
同
じ
く
仏
教

文
学
と
称
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
あ
る
。
畢
竟
、
仏
教
と
文
学

と
の
両
面
の
価
値
を
併
せ

有
つ
て
い
る
も
の
に
し
て
、
始
め
て
仏
教
交
学
の
名
称
を
与
え
て
然

る
べ
き
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

五

こ
う
し
た
両
面

の
価
値
を
併

せ
有
せ
る
作
品
は
、
印
度
以
来
そ
の

数
少
な
か
ら
す
、
殊
に
、
仏
教
経
典

の
申
に
は
、
そ
う
し
た
性
質
の

二
五



も
の
を
多
数
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
わ
が
国
文
学
の
中

に

も
,
か
な
り
そ
れ
に
恰
当
す
る
も
の
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
そ
う
い
う
作
品
の

一
々
を
抽
出
し
て
、
そ
れ
が
果
し
て
、
如

上
仏
教
文
学
と
認
め
て
然
る
べ
き
性
質
を
湛
え
て
お
る
か
ど
う
か
を

検
討
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
よ
く
文
学
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
得
る
や
否

や
の
所
以
を
明
か
に
し
、
以
て
、
そ
う
し
た
態
度

の
組
織
づ
け
が
、

そ
れ
ら

の
作
品
の
総

て
に
亘
つ
て

一
貫
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
時
、

そ
こ
に
、
始
め
て
仏
教
文
学
と
し
て
の
学
的
部
門
が
認
め
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
丈
学
が
成
立
す
る
蒙
第
で
あ
る
。

た
だ
し
、
か
か
る
態
度
に
お
い
て
吾
人
の
注
意
を
要
す
る
と
こ
ろ

は
、
い
わ
ゆ
る
批
判
と
鑑
賞
と
の
両
者
に
つ
い
て
で
あ
る
。
お
よ
そ
、

文
学

。
芸
術
の
特
徴
た
る
、
他
の
科
学

一
般
と
異

つ
て
、
単
に
そ
の

事
柄

の
理
解
の
み
に
止
ま
ら
す
、
鑑
賞
て
う
特
殊
の
態
度
に
出
る
を

必
要
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
鑑
賞
と
は
鑑
識
賞
美

の
謂
で
、
美
的

対
象
に
向

つ
て
情
的
側
面
よ
り
眺
め
る
の
態
度
を
指
し
、
畢
竟
そ
の

対
象
-
i

そ
れ
は
芸
術
的
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
ー

を
し

み
じ
み
と
愛
で
味
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
鑑
賞
の
態
度
を
取
る

と
と
に
よ
つ
て
、
文
学

・
芸
術
は
∩
始
め
て
そ
の
本
来
の
意
義

に
叶

ご
六

う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
す
で
に
学
と
し
て
の

成
立
を
期
せ
ら
れ
る
以
上
、
そ
は
ま
た
、
当
然
理
解
さ
れ
批
判
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
も
あ
る
。
況
ん
や
、
仏
教
丈
学
な
ど
と
い
え
ぱ
、

●

そ
れ
を
宗
教
と
ー、
て
信
受
し
、
文
学
と
し
て
鑑
賞
す
る
上

に
、
さ
ら

に
学
と
し
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
複
雑

多
岐
に
亘
る
困
難
な
る
態
度
が
要
請
さ
れ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

果
し
て
、
し
か
く
困
難
な
る
態
度
が
果
遂
さ
れ
得
る
や
、
如
何
?

お
そ
ら
く
、
何
人
も
疑
惧
の
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
α

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
事
柄
と
て
、
も
し
幸
に
し
て
そ
の
方
法

だ
に
宜
し
き
を
得
れ
ば
、
た
と
い
表
面

至
難
の
わ
ざ
と
思
わ
れ
る
と

も
、
必
す
し
も
不
能
の
沙
汰
で
は
な
い
と
信
す
る
。
例

え
ば
、
イ
ギ

リ

ス
の
美
術
批
評
家

ジ

ョ
ン
。
ラ

ス
キ

ン

C3
oh
n
R
u
sk
in
)
が

一

〇

代
の
名
著

「
近
代
画
家
論
」

(M
od
er
n
P
a
in
te
rs
)
に
　
n
み
た
詩

情
趣
味
豊

か
に
し
て
、
し
か
も
整
然
た

る
論
理
を
以
て
始
終
せ
る
研

究
態
度

の
如
き
、
ま
た
、
わ
が
藤
岡
東

圃
博
士
が
、
国
文
学
史
研
究

の
上
に
、
精
緻
な
る
考
証
を
以
て
客
観
批
評
を
加
え
つ
つ
、
し
か
も

一
面
豊
潤
な
る
美
的
情
趣
を
心
ゆ
く
ま

で
恣
に
せ
る
態
度

の
如
き
に

見
る
も
、
そ
の
成
果

の
決
し
て
期
待
さ
れ
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
旨
を
会



得

さ
れ

よ
う
。
況
ん
や
、
そ
θ
取
り
扱
う
材
料
が
宗
教
的
作
品
た
る

に
お
い
て
は
、
そ
れ
に

一
段

の
感
激
的
信
受

の
念
を
繋
け
縁
る
こ
と

は
、
実

に
疑
い
な
き
と
こ
ろ
と
い
わ
ね
ば
な
ぬ
。
要
は
、
事
に
当
る

も
の
の
心
構
え
の
如
何
に
あ
り
、
方
途
の
適
否
に
懸
つ
て
い
る
と
信

す
る
。
吾
人
は
真
摯
な
る
学
究
の
徒

の
、
必
す
や
這
面

に
専
心
精
進

し
て
、
未
耕
の
分
野
を
開
拓
す
る
こ
と
の
、

一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と

を
切

に
期
待
し
て
止
ま
な
い
の
で
あ
る
。

六

な

お
、
こ
こ
に
、
ち
よ
つ
と
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。

か
く
仏
教
文
学
の
学
的
樹
立
が
可
能
な
り
と
し
て
、
そ
れ
が
取
扱
う

範
囲

。
資
料
は
如
上
か
な
り
広
汎
な
る
分
野
に
亘
つ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
'真
に
仏
教
文
学
と
し
て
云
為
さ
れ
る
べ
き
対
象
は
、

中
に
就

い
て
特
に
仏
教
経
曲
ハ
に
あ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
尠
く
と
も
、

仏
教

経
典

に
重
点
を
置
く
べ
き
だ
と
思
う
。
こ
れ
は
山
仏
教
文
学
の

性
質

と
し
て
、
も
と
よ
り
当
然
の
弐
第
で
あ
つ
て
、
国
丈
学
そ
の
他

の
も

の
は
、
従
位

に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
尤
も
、
仏
教

経
曲
ハ
と
い
つ
て
も
、
経
典
全
部
に
亘
る
の
で
は
も
と
よ
り
な
い
の
で
、

そ
の
・申
の
あ
る
部
分
、
す
な
わ
ち
経
部
に
就
く
べ
き
で
あ
る
。
何
ゆ

え
経
部
が
、
し
か
く
豊
富
に
文
学
的
価
値
を
湛
え
て
い
る
か
と
い
う

に
、
そ
は
ゼ

ひ
と
え
に
、
仏
陀

の
指
導
方
法
の
巧
妙
で
あ
つ
た
の
と
、

仏
教
文
学
の
本
質

な
ら
び
に
、
そ
れ
が
編
纂
者
の
表
現
手

腕
の
優
れ
て
い
た
こ
と
に
起

因
す
る
と
い
え
よ
う
。
編
纂
者
の
表
現
手
腕

の
優
れ
て
い
た
こ
と
は
、

飜
訳
者

の
訳
出
手
腕
の
巧
み
さ
と
相
俟

つ
て
、
そ
れ
の
文
学
的
価
値

を
産
み
出
す
有
力
な
原
因
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
つ
ま
で
も
な

い
が
、
何
と
い
う
て
も
、
ま
す
以
て
仏
陀
の
指
導
方
法

の
巧
妙
さ
が

そ
の
根
本
.原
因
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
否
ま
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ

の
仏
陀
の
指
導
方
法
の
巧
妙
だ
つ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
の
経
典
を
通

じ
て
、
隨
時
隨
所
、
最
も
適
当
な
読
法
を
さ
れ
て
い
る
点
よ
り
推
し

て
も
、
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
プ
ラ
ー
グ
大
学

の
ウ
ィ
ン
テ
ル
ユ
ッ
ツ

(竃
゜
ぐV
in
ter
n
itz)
教
授
も
道
破
せ
る
如

く
、
仏
陀
は
偉
大
な
る
宗
教
家
で
あ
つ
た
と
共
に
、

一
面
卓
越
せ
る
・

教
育
家
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
経
典
中

特

に
経
部
が
最
も
豊
富
に
文
学
的
価
値

を
湛
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

従

つ
て

ま
す
以
て
乙
れ
に
対
し
て
、
そ
の
仏
教
文
学
と
し
て
の
考

察
を
試
み
る
が
至
当
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
本
稿
、
上
に
、

仏
教
文
学
に
関
す
る
先
覚

の
著
書
を
云

々
す
る
に
、
い
す
れ
も
仏
教

経
典
に
つ
い
て
叙

読
せ
る

も
の
の
み
を
指

摘
し
、
そ

の
他

の
も
の

ー

そ
れ
も
多
少
は
出
さ
れ
て
い
る
が
ー

を
措
い
て
問
わ
な
か
つ

た

の

は

、

ひ

と

え

に
か

か

る

立

場

よ
り

せ

る

1J
ほ

か

な

ら

ぬ

の

で

あ

る
。

(
終

)

二
七


