
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
第
六
十
一
巻
第
二
号　

平
成
二
十
五
年
三
月

一
六
一

─ 679 ─

一
　
は
じ
め
に

日
本
の
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
︑
仏
教
の
世
界
像
で
あ

る
須
弥
山
世
界
に
つ
い
て
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
︒
ア
ジ
ア
に
お
け

る
須
弥
山
論
争
は
︑
仏
教
と
西
洋
科
学
の
対
論
で
あ
り
︑
仏
教
思
想
近

代
化
の
一
過
程
で
あ
る
︒
そ
の
日
本
的
特
徴
と
は
何
だ
っ
た
か
︒

ま
ず
︑
仏
教
の
宇
宙
論
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
定
方
晟
は
︑
仏
教
宇

宙
論
を
三
種
に
分
け
て
い
る
︵
１
︶︒
小
乗
仏
教
の
説
く
須
弥
山
世
界
は
現
実

世
界
で
あ
る
俗
世
で
あ
り
︑
衆
生
の
業
と
共
に
消
長
す
る
円
還
的
な
時

間
と
空
間
か
ら
な
っ
て
い
る
︒

で
は
︑
日
本
人
に
と
っ
て
︑
須
弥
山
世
界
と
は
何
だ
っ
た
か
︒
荒
川

紘
は
︑
日
本
人
の
宇
宙
観
が
古
代
・
近
世
・
近
代
と
大
き
く
三
回
変
容

し
た
こ
と
を
論
じ
る
︵
２
︶︒
古
代
に
お
け
る
仏
教
と
儒
教
の
輸
入
に
伴
っ
て
︑

仏
教
・
儒
教
・
神
道
の
三
種
世
界
像
が
形
成
さ
れ
て
併
存
す
る
︒
中
世

の
知
識
人
に
と
っ
て
は
︑
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
知
識
が
常
識
と
な
っ
て

い
た
︒
十
六
世
紀
半
ば
に
︑
イ
エ
ズ
ス
会
が
地
球
説
な
ど
の
西
洋
天
文

学
を
持
ち
込
ん
で
︑
伝
統
的
な
三
種
世
界
像
と
の
競
合
が
始
ま
っ
た
︒

近
世
半
ば
の
知
識
人
の
あ
い
だ
で
は
︑
西
洋
宇
宙
像
は
す
で
に
広
く
知

ら
れ
て
い
る
︒
近
代
に
入
っ
て
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
相
対
性
理
論
が
普
及
し
︑
三
種
世
界
像
は
完
全
に
神
話
と
な
っ

た
︒仏

教
の
須
弥
山
世
界
は
︑
儒
教
や
神
道
の
世
界
像
に
比
べ
る
と
︑
日

本
人
の
持
ち
得
た
形
而
上
的
か
つ
体
系
的
な
宇
宙
論
で
あ
っ
た
︒
そ
れ

が
︑
近
世
に
輸
入
さ
れ
た
西
洋
天
文
学
に
対
し
て
︑
仏
教
だ
け
が
論
争

に
立
ち
上
が
っ
た
思
想
的
理
由
と
思
わ
れ
る
︒

二
　
近
世
の
須
弥
山
論
争

十
六
世
紀
半
ば
に
や
っ
て
き
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
は
︑
日

本
人
が
日
蝕
な
ど
の
天
体
論
に
強
い
興
味
を
示
し
た
こ
と
を
述
べ
る
︒

一
五
九
三
年
に
は
︑
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
科
書
で
あ
る
﹃
天
球
論
﹄
が
著

さ
れ
た
︒
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
あ
っ
た
ハ
ビ
ア
ン
は
︑﹃
妙
貞
問
答
﹄
に

お
い
て
日
蝕
や
月
蝕
を
説
明
し
な
が
ら
︑
仏
教
批
判
の
一
環
と
し
て
須

日
本
に
お
け
る
須
弥
山
論
争
の
展
開

西

村
　

玲



日
本
に
お
け
る
須
弥
山
論
争
の
展
開
（
西　

村
）

一
六
二

─ 680 ─

弥
山
を
批
判
し
た
︒
切
支
丹
禁
止
と
鎖
国
に
伴
う
一
六
三
〇
年
の
洋
書

輸
入
の
禁
令
に
よ
っ
て
︑
西
洋
天
文
学
の
流
入
は
中
断
し
た
︒

一
六
〇
〇
年
代
後
半
に
は
︑
全
国
に
ほ
ぼ
行
き
わ
た
っ
た
本
末
制
度

と
寺
檀
制
度
を
土
台
と
し
て
︑
仏
教
各
宗
の
学
林
が
整
備
さ
れ
︑
職
業

的
な
学
僧
が
生
ま
れ
た
︒
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）︑
泰
平

の
御
代
の
な
か
で
学
芸
と
文
化
の
隆
盛
を
迎
え
て
︑
仏
教
内
部
で
は
須

弥
山
世
界
と
西
洋
地
理
や
地
球
説
と
の
融
合
が
試
み
ら
れ
て
い
っ
た
︒

一
七
〇
二
年
︑
須
弥
山
世
界
と
融
合
さ
せ
た
日
本
最
古
の
地
球
儀
が
︑

真
言
律
僧
の
宗
覚
（
一
六
三
九
～
一
七
二
〇
）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
︒

一
七
一
〇
年
︑若
年
時
に
イ
ン
ド
へ
の
渡
航
を
企
て
た
鳳
潭
（
一
六
五
九

～
一
七
三
八
）
が
︑
イ
ン
ド
を
中
心
と
す
る
世
界
地
図
を
作
っ
た
︒
近

世
仏
教
に
お
け
る
イ
ン
ド
主
義
は
︑
近
代
へ
受
け
継
が
れ
て
い
く
思
想

で
あ
る
が
︑
十
八
世
紀
初
頭
に
そ
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
︒

一
七
二
〇
年
の
禁
書
令
緩
和
を
受
け
て
︑
一
七
三
〇
年
に
は
西
洋
天

文
学
を
紹
介
す
る
清
代
の
天
文
書
﹃
天
経
或
問
﹄
に
つ
い
て
の
訓
読
本

が
出
版
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
知
識
人
に
地
球
説
が
広
く
普
及
し
︑

須
弥
山
世
界
は
正
面
か
ら
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

最
初
の
批
判
者
は
︑
大
坂
の
懐
徳
堂
で
学
ん
だ
富
永
仲
基
（
一
七
一
五

～
一
七
四
六
）
で
あ
る
︒
仲
基
は
一
七
四
五
年
に
出
版
し
た
﹃
出
定
後
語
﹄

に
お
い
て
︑﹁
釈
迦
の
真
意
は
民
を
救
う
こ
と
で
あ
り
︑
須
弥
山
世
界

で
は
な
い
﹂
と
し
て
︑﹁
須
弥
山
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
世
界
像
は
︑

イ
ン
ド
の
行
者
の
瞑
想
中
の
心
理
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
す
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
浄
土
宗
学
僧
で
あ
っ
た
無
相
文
雄
（
一
七
〇
〇
～

一
七
六
三
）
は
︑
一
七
五
四
年
に
反
論
と
し
て
﹃
九
山
八
海
解
潮
論
﹄

な
ど
で
﹁
須
弥
山
世
界
は
釈
尊
が
見
た
真
理
で
あ
っ
て
︑
凡
人
に
は
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
す
る
一
方
で
︑
須
弥
山
を
経
験
的
に
実
証
し

よ
う
と
し
た
︒

次
の
普
寂
（
一
七
〇
七
～
一
七
八
七
）
は
︑
浄
土
律
僧
と
し
て
釈
尊
復

古
を
掲
げ
て
イ
ン
ド
主
義
の
潮
流
を
つ
く
っ
た
一
人
で
あ
る
︒
普
寂
は
︑

一
七
七
六
年
に
著
し
た
﹃
天
文
弁
惑
﹄
の
中
で
︑
仏
教
の
目
的
は
悟
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
須
弥
山
の
実
在
や
数
値
の
正
誤
を
争
う
論
争
は
仏

教
者
に
と
っ
て
全
く
無
意
味
で
あ
る
と
し
た
︒
須
弥
山
世
界
に
つ
い
て

は
︑
自
身
の
禅
定
に
も
と
づ
い
て
﹁
須
弥
山
な
ど
の
仏
教
の
世
界
像
は
︑

行
者
が
瞑
想
中
に
見
た
影
像
で
あ
る
﹂
と
断
じ
た
︒

仲
基
と
普
寂
は
﹁
須
弥
山
世
界
は
行
者
が
瞑
想
中
に
見
た
影
像
で
あ

る
﹂
と
し
て
仏
教
か
ら
切
り
離
し
て
お
り
︑
宗
教
と
科
学
を
区
別
し
た

点
で
︑
近
代
の
先
駆
け
と
言
え
よ
う
︒
彼
ら
の
後
に
は
︑
本
居
宣
長

（
一
七
三
〇
～
一
八
〇
一
）
を
は
じ
め
と
し
て
︑
国
学
者
か
ら
の
須
弥
山

批
判
に
よ
る
排
仏
論
が
続
い
た
︒
司
馬
江
漢
（
一
七
四
七
～
一
八
一
八
）

の
﹃
和
蘭
天
説
﹄（
一
七
九
六
年
）
に
よ
っ
て
︑
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動

説
が
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
て
︑
須
弥
山
世
界
は
知
識
人
の
信
じ
る
も
の

で
は
な
く
な
っ
た
︒

一
七
〇
〇
年
代
末
か
ら
は
︑
安
楽
律
僧
で
あ
っ
た
普
門
円
通
（
一
七
五
四

～
一
八
三
四
）
に
よ
る
梵
暦
運
動
が
始
ま
っ
て
い
る
︵
３
︶︒
梵
暦
と
は
︑
円



日
本
に
お
け
る
須
弥
山
論
争
の
展
開
（
西　

村
）

一
六
三

─ 681 ─

通
が
﹃
立
世
阿
毘
曇
論
﹄
な
ど
を
根
拠
に
︑
イ
ン
ド
の
暦
と
し
て
提
唱

し
た
も
の
で
あ
る
︒
円
通
は
︑
日
蓮
宗
か
ら
天
台
宗
に
転
宗
し
て
︑
安

楽
律
の
豪
潮
律
師
か
ら
具
足
戒
を
受
戒
し
た
︒
寛
政
年
間
（
一
七
八
八
～

一
八
〇
〇
）
に
︑
梵
暦
を
広
め
る
結
社
（
梵
暦
社
）
を
作
っ
て
諸
国
を
遊

説
し
︑
一
八
二
三
年
に
は
七
十
歳
で
浄
土
宗
の
増
上
寺
の
恵
照
律
院
に

入
っ
た
︒
八
十
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
時
に
は
︑
門
人
が
千
人
を
越
え
て

い
た
と
い
う
︒
円
通
が
宗
派
の
枠
を
越
え
て
自
由
に
活
動
で
き
た
理
由

の
一
つ
は
︑
彼
が
律
僧
だ
っ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
︒

一
八
一
〇
年
の
主
著
﹃
仏
国
暦
象
編
﹄
全
五
巻
は
︑
梵
暦
の
起
源
か

ら
そ
の
実
態
︑
そ
の
根
拠
と
な
る
天
眼
を
説
い
た
梵
暦
概
論
で
あ
る
︒

円
通
に
よ
れ
ば
︑﹁
梵
暦
は
釈
迦
以
前
か
ら
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
も
の
で

あ
り
︑
西
洋
暦
・
イ
ス
ラ
ム
暦
・
中
国
暦
な
ど
す
べ
て
の
暦
の
起
源
で

あ
る
﹂（
巻
一
）
と
い
う
︒
須
弥
山
世
界
は
数
で
測
り
う
る
も
の
で
も

な
く
︑
理
に
よ
っ
て
推
測
で
き
る
も
の
で
も
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑﹁
須

弥
山
世
界
は
︑
仏
教
以
前
の
太
古
か
ら
イ
ン
ド
に
連
綿
と
伝
わ
っ
た
禅

定
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
︑
聖
者
が
身
に
つ
け
た
神
通
力
の
天
眼
に

よ
っ
て
見
た
世
界
で
あ
る
か
ら
﹂（
巻
一
）︒
円
通
は
︑
宗
教
と
し
て
の

仏
教
を
越
え
て
イ
ン
ド
を
原
理
と
す
る
た
め
に
︑﹁
外
道
﹂
と
い
う
言

葉
を
使
わ
な
い
︒

円
通
に
よ
れ
ば
︑
須
弥
山
世
界
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
保
障
す
る
天

眼
と
は
︑﹁
壁
や
山
に
も
妨
げ
ら
れ
ず
︑
遠
い
対
象
を
徹
視
す
る
力
で

あ
り
︑
低
レ
ベ
ル
の
天
眼
で
も
千
里
万
里
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
高

レ
ベ
ル
の
天
眼
だ
と
︑
無
限
の
遠
く
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
﹂（
巻

二
）︒
今
の
よ
う
な
末
世
で
あ
っ
て
も
﹁（
禅
定
を
）
修
習
す
る
こ
と
至

誠
な
ら
ば
︙
︙
人
︑
皆
︑
天
眼
等
の
六
神
通
の
性
を
固
よ
り
有
す
る
﹂（
巻

五
）
と
し
て
︑
禅
定
を
修
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
天
眼
を
身
に
つ
け
ら

れ
る
と
断
言
す
る
︒

円
通
が
︑
ど
の
程
度
に
禅
定
を
修
行
し
て
い
た
の
か
は
不
分
明
だ
が
︑

そ
の
入
門
書
で
は
禅
定
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
︒
宗
密
の﹃
原
人
論
﹄

は
儒
教
的
要
素
を
持
つ
た
め
に
︑
近
世
で
は
仏
教
入
門
書
と
し
て
好
ま

れ
た
︒
円
通
は
︑﹃
羽
翼
原
人
論
﹄（
一
八
二
四
年
）
と
い
う
注
釈
書
を

書
い
て
い
る
︒
大
正
時
代
ま
で
﹃
原
人
論
﹄
の
標
準
的
な
注
釈
書
と
し

て
広
く
読
ま
れ
た
︒
円
通
の
数
あ
る
著
書
の
中
で
︑
も
っ
と
も
広
く
普

及
し
た
も
の
で
あ
る
︒
円
通
は
﹃
羽
翼
原
人
論
﹄
の
末
尾
に
︑
中
世
南

都
の
法
相
学
僧
で
あ
り
︑
遁
世
し
て
律
僧
と
な
っ
た
良
遍
（
一
一
九
四
～

一
二
五
二
）
作
と
さ
れ
て
い
た
禅
定
の
入
門
書
﹃
自
行
思
惟
﹄（
実
際
に

は
貞
慶
作
）
を
校
訂
し
て
付
し
て
い
る
︒
円
通
は
﹁（﹃
自
行
思
惟
﹄
を
付

け
た
の
は
）
予
が
微
志
な
り
﹂
と
言
っ
て
お
り
︑
イ
ン
ド
由
来
の
正
統

的
な
禅
定
の
方
法
を
模
索
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

と
も
あ
れ
円
通
の
結
論
は
︑﹁
天
眼
は
︑
肉
眼
と
同
じ
く
誰
に
で
も

備
わ
っ
て
お
り
︑
禅
定
の
修
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
が
︑
世
間
の
人
々

は
天
眼
の
存
在
を
知
ら
な
い
た
め
に
︑
凡
人
に
須
弥
山
世
界
の
全
体
像

は
見
え
な
い
﹂（
巻
五
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
凡
夫
の
肉
眼
で
見

え
る
現
実
世
界
は
︑
聖
者
の
天
眼
だ
け
に
見
え
る
須
弥
山
世
界
の
一
部



日
本
に
お
け
る
須
弥
山
論
争
の
展
開
（
西　

村
）

一
六
四

─ 682 ─

に
す
ぎ
な
い
︑
と
い
う
︒

こ
の
世
界
像
を
示
し
た
も
の
が
︑
須
弥
山
世
界
の
模
型
︑
須
弥
山
儀

で
あ
る
︒
円
通
が
一
八
一
三
年
に
書
い
た﹃
須
弥
山
儀
銘
並
序
和
解
﹄は
︑

そ
の
須
弥
山
儀
の
説
明
で
あ
る
︒
時
計
仕
掛
け
で
作
ら
れ
た
須
弥
山
儀

は
︑
天
眼
で
見
え
る
須
弥
山
世
界
の
全
体
像
（
展
象
）
と
︑
そ
の
一
部

で
あ
る
肉
眼
に
よ
る
現
実
世
界
（
縮
象
︑
イ
ン
ド
中
心
の
平
面
大
地
）
の

二
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
︒

龍
谷
大
学
に
残
っ
て
い
る
須
弥
山
儀
は︵４
︶︑
こ
の
展
象
儀
と
縮
象
儀
の

二
つ
か
ら
な
る
︒
円
通
の
弟
子
で
あ
る
晃
厳
（
？
～
一
八
七
一
）
ら
の

依
頼
に
よ
り
︑﹁
か
ら
く
り
儀
右
衛
門
﹂
と
言
わ
れ
た
田
中
儀
右
衛
門

（
一
七
九
九
～
一
八
八
一
︑
東
芝
の
創
業
者
）
が
三
年
間
を
か
け
て
︑
一
八
五
〇

年
に
完
成
さ
せ
た
︒
そ
の
展
象
儀
は
︑
螺
鈿
の
猫
足
を
持
つ
黒
火
鉢
状

の
円
い
台
上
に
︑
四
色
に
塗
り
分
け
ら
れ
た
須
弥
山
が
あ
る
︒
須
弥
山

の
中
腹
に
は
︑
針
金
が
円
く
二
列
に
め
ぐ
っ
て
お
り
︑
風
で
廻
る
日
月

の
運
行
を
示
し
て
い
る
︒
縮
象
儀
は
︑
同
じ
く
螺
鈿
の
猫
足
で
支
え
ら

れ
た
台
上
に
︑
金
属
の
円
盤
が
置
か
れ
︑
そ
の
上
を
半
円
の
金
属
環
が

何
本
も
回
っ
て
い
る
︒
須
弥
山
儀
は
︑
相
当
の
費
用
と
手
間
が
か
か
っ

た
精
巧
な
工
芸
品
で
あ
り
︑
梵
暦
運
動
が
社
会
的
に
あ
る
程
度
の
支
持

を
得
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

円
通
の
﹃
仏
国
暦
象
編
﹄
は
︑
出
版
直
後
か
ら
多
く
の
批
判
を
浴
び

た︵５
︶︒
伊
能
忠
敬
（
一
七
四
五
～
一
八
一
八
）
は
︑
一
八
一
八
年
頃
に
﹃
仏

国
暦
象
編
斥
妄
﹄
を
出
版
し
︑
懐
徳
堂
で
学
ん
だ
商
人
で
あ
る
山
片
蟠

桃
（
一
七
四
八
～
一
八
二
一
）
は
︑
同
じ
頃
に
書
き
あ
げ
た
﹃
夢
の
代
﹄
で
︑

仏
教
の
愚
か
し
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
須
弥
山
世
界
を
攻
撃
し
た
︒
彼

ら
の
批
判
に
は
︑
庶
民
の
あ
い
だ
に
須
弥
山
世
界
が
広
が
っ
て
い
く
こ

と
へ
の
苛
立
ち
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

円
通
以
後
の
梵
暦
運
動
は
︑
梵
暦
社
中
の
門
人
ら
に
よ
っ
て
広
範
囲

に
拡
が
っ
た
︒
門
人
に
は
俗
人
の
み
な
ら
ず
浄
土
真
宗
各
派
の
僧
侶
も

多
く
︑
天
保
年
間
（
一
八
三
〇
～
一
八
四
三
）
に
は
︑
東
西
本
願
寺
の
学

林
で
梵
暦
の
講
座
が
お
か
れ
た
︒
真
宗
西
本
願
寺
派
の
僧
侶
で
あ
っ
た

佐
田
介
石
（
一
八
一
八
～
一
八
八
二
）
は
︑
幕
末
か
ら
熱
心
に
須
弥
山
世

界
を
鼓
吹
し
︑
明
治
時
代
に
入
っ
て
一
八
七
二
年
に
太
陽
暦
が
施
行
さ

れ
た
後
も
︑
活
動
を
続
け
て
い
る
︒
介
石
は
﹁
等
象
斎
﹂
と
号
し
て
︑

自
ら
考
案
し
た
現
実
等
象
儀
を
田
中
儀
右
衛
門
に
作
ら
せ
て
︑
一
八
七
八

年
の
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品
し
た
︒

三
　
お
わ
り
に

須
弥
山
論
争
は
︑
日
本
古
代
に
輸
入
さ
れ
た
仏
教
世
界
像
で
あ
る
須

弥
山
世
界
を
め
ぐ
っ
て
︑
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
ま
で
続
い
た
宇
宙

に
つ
い
て
の
論
争
で
あ
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
と
共
に
持
ち
込
ま
れ

た
地
球
説
か
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
︒
近
世
前
半
に
お
い
て
は
︑

鎖
国
に
よ
る
洋
書
の
輸
入
禁
止
に
よ
っ
て
西
洋
科
学
の
知
識
が
入
ら
な

く
な
っ
た
た
め
に
︑
仏
教
内
部
で
は
須
弥
山
世
界
と
西
洋
説
の
融
合
が

試
み
ら
れ
た
︒
須
弥
山
世
界
を
説
く
仏
者
は
イ
ン
ド
を
原
理
と
し
て
お



日
本
に
お
け
る
須
弥
山
論
争
の
展
開
（
西　

村
）

一
六
五

─ 683 ─

り
︑
十
八
世
紀
初
頭
に
は
イ
ン
ド
主
義
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
︒

一
七
二
〇
年
に
禁
書
令
が
緩
和
さ
れ
る
と
西
洋
科
学
の
知
識
が
流
入

し
︑
須
弥
山
世
界
は
正
面
か
ら
批
判
さ
れ
た
︒
論
争
の
最
初
期
に
富
永

仲
基
と
普
寂
は
︑
須
弥
山
世
界
は
イ
ン
ド
の
行
者
が
瞑
想
中
に
見
た
影

像
と
し
て
︑
悟
り
と
救
い
を
目
的
と
す
る
仏
教
と
切
り
離
し
て
理
解
す

る
︒
彼
ら
は
宗
教
と
科
学
を
区
別
し
た
点
で
︑
近
代
の
先
駆
け
と
言
え

よ
う
︒

学
僧
ら
一
部
の
知
識
人
の
も
の
で
あ
っ
た
須
弥
山
世
界
は
︑
一
七
〇
〇

年
代
末
期
か
ら
の
円
通
の
梵
暦
運
動
に
よ
っ
て
社
会
に
広
ま
っ
た
︒
円

通
は
︑﹁
こ
の
現
実
世
界
は
須
弥
山
世
界
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
﹂

と
し
て
︑
須
弥
山
世
界
を
大
衆
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒
両
本
願
寺

で
梵
暦
の
講
座
が
設
け
ら
れ
る
に
至
り
︑
梵
暦
運
動
は
浄
土
真
宗
の
信

者
を
中
心
に
広
が
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
社
会
に
広
く
受
け
入
れ

ら
れ
た
梵
暦
運
動
は
︑
仏
教
に
お
け
る
イ
ン
ド
主
義
が
大
衆
化
し
た
一

形
態
で
あ
る
︒

近
代
に
お
け
る
須
弥
山
論
争
は
︑
十
九
世
紀
以
後
の
ス
リ
ラ
ン
カ
や

チ
ベ
ッ
ト
で
も
見
ら
れ
る
が
︑
時
代
が
下
る
こ
と
も
あ
っ
て
︑
日
本
ほ

ど
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
日
本
の
須
弥
山
論
争
の
特
徴
は
︑

十
七
世
紀
と
い
う
早
い
時
期
に
始
ま
っ
た
こ
と
と
︑
十
九
世
紀
に
は
庶

民
に
ま
で
拡
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
形
而
上
的
な
宇
宙
論
で
あ
る
須
弥

山
世
界
が
︑
三
百
年
に
わ
た
っ
て
知
識
人
か
ら
庶
民
の
あ
い
だ
に
ま
で

議
論
さ
れ
た
事
実
は
︑
日
本
近
世
の
豊
か
さ
を
示
す
と
共
に
︑
近
代
以

前
に
お
い
て
仏
教
が
担
っ
て
い
た
形
而
上
学
的
な
役
割
を
示
す
証
左
の

一
つ
で
あ
ろ
う
︒

１　

定
方
晟
﹃
イ
ン
ド
宇
宙
論
大
全
﹄︑
春
秋
社
︑
二
〇
一
一
年
︑
二
〇
三

～
三
四
三
頁
︒

２　

荒
川
紘
﹃
日
本
人
の
宇
宙
論
﹄︑
紀
伊
國
屋
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一

～
三
︑
一
五
一
～
二
四
〇
頁
︒

３　

岡
田
正
彦
﹃
忘
れ
ら
れ
た
仏
教
天
文
学
﹄︑
ブ
イ
ツ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
︑

二
〇
一
〇
年
︑
八
九
～
二
一
〇
頁
︒

４　

龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
・
二
〇
〇
九
年
度
特
別
展
観
﹃
仏
教
の
宇
宙
観
﹄︑

龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
五
～
一
六
頁
︒

５　

吉
田
忠
﹁
近
世
に
お
け
る
仏
教
と
西
洋
自
然
観
と
の
出
会
い
﹂︑﹃
大
系

仏
教
と
日
本
人　

十
一　

近
代
化
と
伝
統
﹄︑
春
秋
社
︑
一
九
八
六
年
︑

一
二
三
～
一
二
六
頁
︒

︿
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀ 

日
本
︑
近
世
︑
須
弥
山
論
争
︑
普
門
円
通
︑﹃
仏
国
暦
象
編
﹄︑

須
弥
山
儀
︑
天
眼

（
公
益
財
団
法
人
中
村
元
東
方
研
究
所
研
究
員
・
博
士
（
文
学
））


