
仏
教
文
化
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

大
乗
菩
薩
道

の
こ
こ
ろ

仏
伝

・
ジ

ャ
ー
タ
カ
と
仏
像
出
現

に
学

ぶ

大乗菩薩道のこころ 一 仏伝 ・ジャータカと仏像出現 に学ぶ

佐
々
木

　
恵

精

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
昨
年

(平
成
二
〇
年
)
三
月
ま
で
京
都
女
子
大
学
で
仏
教
学
を
担
当
し
て
い
た
佐
々
木
で
す
、
現
在
は
非

常
勤
講
師
と
し
て
お
邪
魔
し
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
、
大
乗
仏
教
の
源
流
を
求
め
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
仏
教
は
、
ブ
ッ
ダ
釈
尊
時
代

か
ら
次
第
に
世
界

に
広
が
り
、
日
本
で
も
既
に
千
数
百
年
の
歴
史
を
持

っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
以
来
、
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
て
き
た
か
、
仏
教
伝

播
の
す
が
た
も
非
常
に
興
味
深
く
、
仏
教
の
源
流
を
た
ど

っ
て
い
る
と
、
い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
で
す
。

　

イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
釈
尊
滅
後
、
五
百
年
ほ
ど
し
て

「
大
乗
仏
教
」
と
呼
ば
れ
る
運
動
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
釈
尊
当
時
か

ら
出
家
者
が
歩
ん
で
い
た

「自
己
解
脱
」
の
道
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
他
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
悟
り
を
目
指
す
、

す
な
わ
ち
他
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
救
う

「利
他
行
」
に
徹
す
る
こ
と
が
ブ
ッ
ダ
釈
尊
の
本
当
の
心
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
道
を

求

め
る
と
い
う
運
動
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
日
本
の
仏
教
は
、
ほ
と
ん
ど
が
大
乗
仏
教
に
属
し
ま
す
。
そ
の
大
乗
仏
教
が
ど
の
よ
う
に

し
て
生
ま
れ
て
き
た
か
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
大
乗
仏
教
の
実
践
者
を
菩
薩
と
呼
び
、
菩
薩
の
修
行
、
菩
薩
の
あ
り
方
、
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菩
薩
の
思
想
が
特
に
大
き
な
意
味
を
持

っ
て
い
ま
す
。
今
日
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
か
、
見

て
行
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
浄
土
真
宗
や
親
驚
聖
人
の
教
え
も
、
そ
の
大
き
な
流
れ
の
中
に
あ
り
ま
す
が
、
親
驚
聖
人
は
、
最
終
的
に
、
「本
願
の
救

い
の

教
え
が
大
乗
仏
教
の
至
極
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
親
驚
聖
人
が
ど
う
い
う
意
味
で

「大
乗

の
至
極
」
と
言
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う

と

こ
ろ
ま
で
、
お
話
し
出
来
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

・
仏
教
伝
播
の
歴
史
　
　
ブ
ッ
ダ
釈
尊
と
仏
塔
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
と
り

　
最
初
に
、
ブ
ッ
ダ

・
釈
尊
が
イ
ン
ド
で
誕
生
さ
れ
正
覚
を
開
か
れ
て
、
仏
教
の
土
台
が
築
か
れ
た
あ
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
仏
教
が

展
開
し
て
き
た
か
、仏
教
伝
播
の
歴
史
を
概
観
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
〔表
1
〕
に
そ
の
概
要
を
図
示
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
、ゆ
信
α
α
冨

(釈

尊
)
と
記
し
ま
し
た
が
、
私
た
ち
は
、
「釈
迦
族
に
生
ま
れ
ら
れ
た
最
高
の
聖
者

(牟
尼
)
」
と
い
う
意
味
で
釈
迦
牟
尼
、
釈
尊
、
ま
た

「覚

ら
れ
た
方
」
と
い
う
意
味
で
ブ

ッ
ダ

(仏
、
仏
陀
)
な
ど
と
お
呼
び
し
ま
す
。
「釈
迦
」
と
い
う
呼
び
方
も
あ
り
、
釈
尊
の
生
涯
を
描
く

図
を

「釈
迦
八
相
図
」
と
も
い
い
ま
す
が
、
「釈
迦
」
は
種
族
名
で
す
の
で
、
仏
教
の
開
祖
と
し
て
尊
敬
す
る
こ
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
、
「釈

迦
」
は
よ
く
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
「釈
尊
」
あ
る
い
は
仏
像
に
関
連
し
て

「ブ
ッ
ダ
」
と
呼
ば
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
釈
尊
の
年
代
は
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
、
〔表
1
〕
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
専
門
の
先
生
方
で
も
二
、
三
の
説
が
あ
り
、
ま
た
タ
イ
な

ど

で
は
年
次
を
示
す
の
に
釈
尊
の
滅
を
紀
元
前
五
四
四
年
と
し
て
そ
の
翌
年
か
ら
数
え
る
仏
暦
を
使
用
し
ま
す
。

一
応
、
紀
元
前
四

・

五
世
紀
の
お
方
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
釈
尊
滅
後
約
百
五
十
年
し
て
、
イ
ン
ド
大
陸
の
ほ
と
ん
ど
を
統

一
し
た
の
が
、

マ
ウ
リ
ア
朝

の
ア

シ

ョ
ー
カ
王

(阿
育
王
)
で
、
そ
の
在
位
年
代
は
、
こ
の
表
の
通
り
で
す
。
専
門
家
は
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
釈
尊

の
年
代
を
想
定
し

て

い
ま
す
。
さ
て
、
釈
尊
は
、
ご
存
知

の
よ
う
に
、
釈
迦
族
の
ゴ
ー
タ
マ
家
に
誕
生
し
て
、
出
家
、
修
行
し
三
十
五
歳
の
と
き
、
最
高

の
真
実
に
目
覚
め
て
ブ
ッ
ダ
と
な
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
世
を
去
ら
れ
る
ま
で
の
四
十
数
年
、
説
法
の
旅
を
続
け
ら
れ
た
。
そ
の
こ

生
涯
に
つ
い
て
、
偉
大
な
姿
を
讃
え
つ
つ
語
り
継
が
れ
て
釈
尊
の
物
語

「
仏
伝
」
と
な
り
、
仏
典
の
中
に
、
い
ろ
い
ろ
と
文
学
的
な
作
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ま
し

た
。
仏
舎
利
を
埋
葬
し
て
、
土

に
塔

が
造
ら
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
。

「
塔
」
と
は
、
イ
ン
ド
の
言
葉

で
は
、

「
ス
ト
ゥ
ー
パ
」
(ω呂
b
鋤
)
と
言

い
、

漢
訳

で
は
そ
の
ま
ま
音
写
し
て

「卒

都
婆
」
「卒
塔
婆
」、
略
称
し
て

「塔
」

と
か

「仏
塔
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り

そ
れ
ぞ
れ
の
王
に
与
え
、
そ
れ
ぞ
れ

と
呼
ば
れ
ま
す
)
を
手
に
入
れ
よ
う

と
し
た
の
で
、
火
葬
の
世
話
を
し
て

い
た
仏
弟
子
が
ご
遺
骨
を
八
分
割
し
、

期
を
迎
え
ら
れ
た
釈
尊

の
す
が
た
を

伝
え
る

『浬
葉
経
』
(パ
ー
リ
語
)
に

は
、
釈
尊
が
亡
く
な

っ
た
と
き
、
仏

弟
子
た
ち
が
釈
尊
の
ご
遺
体
を
茶
毘

に
付

し
た
と
き
周
囲
の
国
々
の
八
人

の
王
が
争

っ
て
そ
の
遺
骨

(仏
舎
利

〔表1〕　 仏教伝播 史の概観(大 乗経典を中心に:　 右端に、近隣の動きを注記する)

品

と
な

っ
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
最

BC6/5C

BC5/4C

BC3C

BC/AD一

AD2C

AD　 3/4C

AD　 7/8C

12/13C

　 　Buddha(釈 尊):出 家 ・降魔 ・成道 ・説法 ・浬盤な ど(BC463-383/565-485)

仏滅後:　 仏塔(遺骨 を八分 して)の建立/第 一結集/仏 教教団　 マ ウリア朝

　 　　　 　 1供 養・崇拝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〔アショーカ王(BC268-232)〕
　 　　　 　 1　　　　 部派仏教:上 座部系　　　　 大衆部系　　　　　〔南　伝〕

　 〈仏伝 ・ジャータカ〉　　　　　 説 一切 有部、　　　 説出田澗 部、　　　　　 1

　 　　 2　　　　　　　　　　　　　 2　 雪山部など　　　↓　 多聞部など　　(スリランカ、

　 　　 1讃 仏文学　　　　　　　　　　1(紀元後にも存続)　↓　　　　　　　　　　 タイなどへ)

　 　　 1　 一ジャータカ:利 他の物語=多 く語られる　　　↓(大乗へび)影響?)
　 　　 1　 ↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓

　 　 〔大乗仏教の兆 し〕仏塔信仰 から仏像彫像/経 典読諦 ・経典崇拝へ

　 　第 一期 大 乗 経 典 　 般若経類、法華経類 、華厳経類な ど

　 　　　 　　　 　　　 　　　 (上座部派)説 切 有部　経量部　　　　 クシャーナ朝　 　
中観派論師:龍 樹(Nagarjuna)・ 聖提婆(Aryadeva)ら 　 〔カニシカf(129-152頃)〕

　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 (中国へ仏教伝播)

　 　 第 二期 大 乗 経 典 　入携伽経 、解深密経 、金剛般若経 、般若心経な ど

　 　　喩伽行唯識派論師:無 着(Asahga)・ 世親(Vasubandhu天 親)ら　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　 　　2

　 　　　 　　　 　　　 　　 陣那(Dignaga)　 　　　 (イン ド論理学の発展)
　 　　　 　　　 　　　 　　　 480-540　　　　　　　　　　 1　　　　　 (日本へ仏教伝播)

第 三 期 大乗 経 典 　大 日経、金剛頂経な ど

　 月称(Candrakirti)ら 　　 (仏教認識論、論理学の発達)

　　 〔イン ド全体が密教化〕　　　　 　 法称(Dharmakirti)　 　 (日本:・ド安仏教)

　　 　　　1　　　　　 　　　 中観喩伽派　寂護(Santaraksita)

　　 　　　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓮華戒(Kamalasila)ら

　　 　　　1

　　 　　　ど

　 (仏教:イ ン ドか らほ とんど姿を消す)

　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　 　　　 (口本:鎌 倉仏教)
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ま
ん
じ
ゅ
う

の
よ
う
に
大
き
く
土
盛
り
し
た
も

の
で
す
。
後
に
は
さ
ら
に
分
骨
し
た
り
し
て
他
に
も
塔
が
建
立
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
み

塔
を
中
心
に
仏
教
徒
た
ち
が
集
ま
り
、
釈
尊
に
見
え
る
、
仏
塔
が
あ
た
か
も
釈
尊
で
あ
る
か
の
よ
う
に
仏
塔
を
崇
拝
し
仏
塔
供
養
す
る
、

そ
し

て
釈
尊

の
教
え
に
出
遇
う
場
と
な

っ
て
行
き
ま
す
。
こ
の
仏
塔
崇
拝
、
仏
塔
供
養
が
大
乗
仏
教
の
生
ま
れ
る
要
因
の

一
つ
だ
ろ
う

と
も

い
わ
れ
ま
す
。
特
に
、
仏
塔
が
釈
尊

の
生
涯
を
語
る
な
ど
の
場
と
な

っ
た
と
見
ら
れ
ま
す
。
偉
大
な
人
が
現
れ
る
と
、
そ
の
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ょうど
う

こ
と
を
語
り
伝
え
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
す
。
こ
れ
が

「仏
伝
」
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
仏
伝
が

「
八
相
成
道
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

げ
て
ん

と
言
わ
れ
る
の
は
、
「釈
尊
の

一
生
涯
は
八
つ
の
大
事
な
節
目
と
な
る
出
来
事
-
主
と
し
て
下
天
、
托
胎
、
降
誕
、
出
家
、
降
魔
、
成
道
、

浬
繋

の
八
相
1
が
あ
っ
て
成
道
さ
れ
た
、
成
道
を
示
さ
れ
る

一
生
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
、
「釈
迦
八
相
図
」
な
ど
と
も

い
わ
れ
る

わ
け
で
す
。
な
お
、
日
本
の
三
重
塔
や
五
重
塔
は
、
実
は
、
こ
の
仏
塔
か
ら
変
形
し
て
き
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
も
仏
塔
な
の
で
す
。

・
仏
塔
に
つ
い
て

　
ま
ず
は
、
こ
の
仏
塔
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
写
真
①
は
、
「サ
ー
ン
チ
ー
」
と
い
う
仏
教
遺
跡
に
あ
る
仏
塔
で
す
。

最
初

の
こ
ろ
、
仏
塔
は
円
形
で
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
り
、
そ
の
周
り
に
い
ろ
い
ろ
な
荘
厳
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

数
十
年
前
ま
で
は
、
「仏
塔
の
世
話
は
、
在
家
者
が
や
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
出
家
僧

(比
丘
・比
丘
尼
)
た
ち
は
関
係
し
て
い
な
か
っ

た
は
ず
だ
」
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
出
家
僧
の
規
範
を
ま
と
め
た

「律
蔵
」
の
中
に
、
実
は
、
仏
塔

の
こ
と
、
そ
の
供

養

の
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
従

っ
て
、
出
家
者
た
ち
も
仏
塔
に
深
く
か
か
わ

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
と
い
う
の
が
、
最
近
の
研
究

者
た
ち
の
見
解
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
釈
尊
の
時
代
か
ら
仏
塔
は
大
事
な
も
の
と
さ
れ
、
人
々
が
そ
こ
に
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
実
は
、
釈
尊

が
生
存
さ
れ
て
い
た
と
き
か
ら
、
釈
尊
の
付
随
物
を
大
事
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。　
　

例
え
ば
、
王
舎
城
の

　
　
　
　
　
　
　
　

き
っ
こ
どく
らにうじ
や

近
く

に
生
活
し
て
い
た
給
孤
独
長
者
と
い
う
篤
信
の
商
人
は
、
釈
尊

の
説
法

の
旅
に
お
供
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
釈
尊
が
戻

っ
て
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来
ら
れ
た
と
き
に
は
出
あ
え
る
が
、
旅
に
出
て
お
ら
れ
る
と
あ
え
な
い
、
そ
こ
で
、
「申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
が
、
髪

の
毛
か
お
衣
の
切

れ
端
か
、
少
し
い
た
だ
け
な

い
で
し
ょ
う
か
。
釈
尊
が
お
ら
れ
な
い
と
き
は
、
そ
れ
を
釈
尊
と
し
て
礼
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
お
傍
に

い
る
と
い
う
思
い
で
い
た
い
」
と
釈
尊
に
お
願
い
し
、
分
け
て
も
ら

っ
た
と
い
う

の
で
す
。　
　

釈
尊
が
亡
く
な
る
と
、
仏
塔
が
造
ら
れ
、

仏
塔
は
、
釈
尊
そ
の
も
の
と
し
て
拝
さ
れ
、
釈
尊
と
と
も
に
い
る
と
の
思
い
を
持

っ
た
、
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
実
際
に
釈
尊
の
遺
骨

が
安
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
仏
教
徒
た
ち
は
、
こ
こ
に
お
参
り
し
、
そ
こ
で
仏
塔
の
世
話
を
し
て
い
る
比
丘
た
ち
か
ら
釈
尊
の
話
を
聞
き
、

　

　
　
まみ

釈
尊
に
見
え
る
と
い
う
体
験
を
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
思
想
的
に
も
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
拝
む
こ
と
で
病
気
が
治
る
こ
と
を
願
う
と

か
と
い
う
現
世
利
益
と
は
全
然
違
い
ま
す
。
仏
塔
は
ブ
ッ
ダ
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ブ

ッ
ダ
に
出
あ
い
、
ブ
ッ
ダ
が
そ
こ
に
お
ら
れ
る
と

受

け
止
め
、
世
話
人
か
ら
、
「釈
尊
は
、
こ
の
よ
う
に
出
家
さ
れ
た
、
こ
の
よ
う
に
し
て
説
法
さ
れ
た
。
」
な
ど
と
聞
く
こ
と
で
、
釈
尊

に
直
接
お
会
い
し
て
い
る
心
に
な
る
。
仏
塔
は
釈
尊
そ
の
も
の
で
あ
り
、
釈
尊
に
出
あ
え

る
場
所
な
の
で
、
仏
教
徒
た
ち
が
参
拝
す
る
場
と
な
り
、
多
く
の
装
飾
を
つ
け
、
供
物

を
さ
さ
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
サ
ー
ン
チ
ー
に
は
、
崩
れ
て
し
ま
っ
た
の
も
あ
り
ま
す
が
、
今
も
三
つ
の
ス
ト
ゥ
ー
パ

が
残

っ
て
い
ま
す

(写
真
①
)。
そ
れ
は
大
変
大
き
な
も
の
で
す
。
周
り
に
は
、
石
で
囲

ん
だ
玉
垣

(欄
楯
と
も
)
が
造
ら
れ
、
大
き
な
門
も
あ
り
ま
す
、
写
真
の
前
面
の
背
の

高

い
門
、
イ
ン
ド
の
言
葉
で

「ト
ー
ラ
ナ
」
と
言
い
ま
す
。
高
さ
は
十
ニ
メ
ー
ト
ル
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
んが
い

塔

の
頂
上
に
は
傘
の
よ
う
な
も
の
が
付
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

「
天
蓋
」
(「
天
の
傘
」
)

を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
す
。
イ
ン
ド
で
は
、
暑
い
と
き
に
外
に
出
る
の
は
大
変
で
、
王
た

ち
は
、
象
に
乗

っ
て
出
掛
け
る
と
き
に
、
日
本
で
言
う

「
日
傘
」
を
家
臣
た
ち
が
か
ざ

① サーンチー第1塔(西 より):前3～ 後1世紀初
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し
て
日
よ
け
し
ま
し
た
。
天
蓋
は
、
も
と
は
こ
の
日
傘
か
ら
来
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、
尊
敬
を
表
す
意
味
で
装
飾
と
し
て

用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
周
り
の
玉
垣
が
二
段
に
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
そ
の
柱
に
図
柄
を
浮
彫
に
す

る
な
ど
し
て
荘
厳
さ

れ

て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
釈
尊
の
偉
大
さ
を
象
徴
す
る
立
派
な
仏
塔
が
で
き
て
い
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

し
ょう
こ
ん

　

玉
垣
の
装
飾

(荘
厳
)
は
、
写
真
①

の
よ
う
に
、
仏
塔
の
周
り
に
石
で
垣
根
が
造
ら
れ
、
そ
の
石
柱
の
間
を

つ
な
ぐ
と
驚
盈
・
石
柱

の
上
に
渡
さ
れ
た
笠
石
で
で
き
て
い
て
、
石
柱
、
貫
石
な
ど
に
図
柄
が
浮
き
彫
り
さ
れ
て
い
ま
す
。
蓮
の
花
や
龍
、
ブ

ッ
ダ
釈
尊

の
生

涯

の
節
目
と
な
る
姿
な
ど
が
描
か
れ
ま
す
。
し
か
し
、
古
く
は
、
そ
の
図
柄
に
ブ
ッ
ダ
の
姿
は
描
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
写
真
②
は
そ

の
一
例
で
す
。
円
形
の
中
に
は
、
上
部
の
こ
ん
も
り
し
た
菩
提
樹
と
そ
の
下
に
御
座
、
足
跡
、
そ
の
右
に
合
掌
す

る
女
性
、
中
央
左
に

腰
を
曲
げ
て
供
養
の
品
を
差
し
出
す
女
性
、
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
中
央
に
端
坐
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
ブ

ッ
ダ
は
描
か
れ
ま
せ

ん
。
こ
の
図
は
、
村
娘

ス
ジ
ャ
ー
タ
ー
が
苦
行
中
の
ゴ
ー
タ
マ
王
子

(の
ち
に
悟
り
を
得
て
ブ
ッ
ダ
と
な
ら
れ
る
)
に
供
養
の
ミ
ル
ク
粥

を
差
し
出
し
、
合
掌
す
る
場
面
と
見
ら
れ
ま
す
。
当
時
は
、
苦
行
者
に
供
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
願
い
が
か
な
え

ら
れ
る
と
い
う
信
仰

が
あ
り
ま
し
た
。
釈
尊
は
、
さ
と
り
を
得
ら
れ
る
前
に
六
年
に
わ
た
る
苦
行
で
肉
が
な
く
な
る
ほ
ど
や
せ
細

っ
て
河
辺
で
体
を
休
め
て

お
ら
れ
た
、
願
か
け
を
し
て
い
る
ス
ジ
ャ
ー
タ
ー
は
そ
こ
へ
近
づ
き
、
ミ
ル
ク
粥
を
差
し
出
し
ま
す
。
そ
の
と
き
、
釈
尊
は
そ
れ
を
も
ら

つ

て
修
行
を
断
念
さ
れ
、
最
後
の
瞑
想

(三
昧
)
に
向
か
わ
れ
た
と
い
う
仏
伝
の
一
節
で
す
。

　
　
こ
の
よ
う
に
、
釈
尊

(こ
こ
で
は
苦
行
中
の
ゴ
ー
タ
マ
)
は
描
か
れ
ず
、
そ
れ
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
し

て
、
こ
の
図
を
絵
解
き
す
る
物
語
を
聞
く
も
の
は
、
釈
尊
が
そ
こ
に
在
ま
す
と
受
け
止
め

て
、
合
掌
し
な
が
ら
聴
聞
し
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
絵
の
よ
う
に
、
浮
彫
は
円
形
の
、

一

つ
の
絵
に
物
語
す
べ
て
を
描
く
異
時
同
図
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
仏
塔
に
参
詣
す
る
人
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
み

は
そ
の
よ
う
に
し
て
釈
尊
に
見
え
る
体
験
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

②玉垣(欄 楯)の 浮彫:

　 スジャーターの供養

(アマラーヴァティー遺跡から)
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大乗菩薩道のこころ 一 仏伝 ・ジャータカと仏像出現 に学ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま　
や　
ぶ
に
ん

　
釈
尊
の
ご
誕
生

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
も
の
に
も
同
じ
よ
う
な
浮
彫
が
あ
り
ま
す
。
母
親

の
摩
耶
夫
人

(
マ
ハ
ー
マ
ー
ヤ
ー
)

は
臨
月
を
迎
え
里
帰
り
さ
れ
る
途
中
で
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
に
寄
ら
れ
ま
し
た
。
ア
シ
ョ
ー
カ
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
中
で
、
そ
の
花
に
そ

っ
と

右
手
を
触
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
王
子

(釈
尊
)
が
右
脇
か
ら
顔
を
出
し
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
生
ま
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
七
歩
歩

い

て
、
「天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
、
「こ
う
し
て
迷
い
の
世
界
に
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
、
こ
れ
を
最
後
の
生
涯
に
す
る
の
だ

(必
ず
や

覚
り
を
得
る
の
だ
の
意
味
で
す
)」
と
い
う
決
意
を
大
宣
言
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
名
高

い
場
面
の
浮
彫
が
あ
ち
こ
ち
に
残
さ
れ
て
い
ま

す

が
、
古
い
も
の
で
は
、
や
は
り
、
釈
尊
の
姿
が
描
か
れ
な
い
。
夫
人
の
右
脇
か
ら
顔
を
出
す
と
こ
ろ
も
空
間
の
み
、
七
歩
歩
く
場
面
は
、

お
世
話
の
侍
女
た
ち
が
持
つ
バ
ス
タ
オ
ル
の
上
の
足
跡

(七
つ
の
く
ぼ
み
)
で
示
さ
れ
る
な
ど
で
す
。

　

写
真
③
は
、
「降
魔
成
道
」
の
場
面
と
見
ら
れ
ま
す
。
中
央
の
菩
提
樹
、
御
座
と
足
跡
で
、
深

い
三
昧
の
中
の
釈
尊

を
暗
示
し
、
左
右

に
武
器
を
持

つ
悪
魔

(帝
釈
天
た
ち
の
変
身
だ
と
い
わ
れ
ま
す
)
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
悪
魔
は
悟
り
の
道
を
邪
魔
す
る

「煩
悩
」

で
あ
る
、
そ
の
悪
魔

(煩
悩
)
を

一
つ
一
つ
退
け
て
正
覚
を
得
ら
れ
た
と
説
か
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
初
の
仏
伝
な
ど
の
浮
彫
は
、
非
常
に
立
体
的
に
描

か

れ
ま
す
が
、
釈
尊
の
姿
は
描
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
仏
塔

そ

の
も
の
が
釈
尊
で
あ
る
と

い
う
思

い
が
あ

っ
た
。
仏
塔

の
前

で
釈
尊

の
お
話

(説
法
や
仏
伝
な
ど
)
を
聴
聞
す
る
、
そ
し
て
そ
こ
に
ブ
ッ
ダ

釈
尊
に
お
会
い
し
て
い
る
と
の
思
い
を
持

っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

仏
教
伝
播
の
流
れ

　

こ
こ
で
、
〔表
1
〕
に
よ
り
つ
つ
釈
尊
以
後
の
仏
教
の
流
れ
を
概
観
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

③降魔成道:ブ ッダを、菩提樹 ・空席の

　　　　　　 御座 ・仏足跡で暗示

(アマラーヴァティー遺跡から、玉垣の一部)
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釈
尊
の
説
法
に
出
会

っ
て
、
出
家
し
た
仏
弟
子
た
ち
は
、
釈
尊
の
教
え
に
従

っ
て
深

い
瞑
想

(三
昧
)
で
真
実
を
見

つ
め
る
修
行
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
つじ
き

す
る
道
を
歩

み
ま
す
。
出
家
し
て
乞
食
す
る

(托
鉢
し
て
供
養
の
食
事
で
身
を
養
い
修
行
す
る
)、
そ
の
修
行
者
が
比
丘

(女
性
は
比
丘

尼
)
と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
の
修
行
者
た
ち
は
次
第
に
グ
ル
ー
プ
を
な
し
、
釈
尊
滅
後
に
は
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
修
行
体
系
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
仏
教
を

「部
派
仏
教
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
ら
部
派
の
中
で
、
多
く
は
釈
尊
以
来
の
伝
統
を
守

っ
て
次
第
に
学
問
的
な
探
求

に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を

「上
座
部
系
」
(↓
げ
①轟
く
豊
斡
)
と
呼
び
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
あ
た

り

に
な
る
と
、
「生
活
様
式
が
変
わ

っ
て
、
新
し
い
時
代
に
は
時
代
に
合

っ
た
新
し
い
道
も
あ
ろ
う
」
と
問
題
提
起
す
る
グ
ル
ー
プ
が
現

れ
ま
す
。
「伝
統
的
な
修
行
道
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
歩
め
る
道
が
開
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
も
込
め
て
、

新
た
な
方
向
性
の
グ
ル
ー
プ
が
現
れ
る
、
こ
れ
ら
を

「
大
衆
部
系
」
(ζ
嘗
留
母
oq
臣
冨
)
と
言
い
ま
す
。
厳
密
に
は
、
き
ち
ん
と
二
つ

に
分
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「上
座
部
系
」
「大
衆
部
系
」
の
グ
ル
ー
プ

(部
派
)
が
二
十
部
派
余
り
あ

っ
た
と
見
ら
れ

ま
す
。
こ
の

「大
衆
部
系
」
の
動
き
が
大
乗
仏
教
運
動
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
大
乗
仏

教
時
代
以
降
ま
で
存
続
し
た
部
派
も
あ
る
、
上
座
部
系
で
は
説

一
切
有
部
が
、
大
衆
部
系
で
は
説
出
世
間
部
が
長
く
存
続
し
て
い
た
よ

う
で
す
。
と
に
か
く
、
部
派
仏
教
時
代
は
、
自
ら
の
解
脱
を
求
め
て
自
ら
修
行
す
る
と
い
う

「自
己
解
脱
の
道
」、
い
わ
ゆ
る
出
家
仏
教

で
す
が
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
時
代
に
王
の
特
使
派
遣
も
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
周
辺
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
の
ス
リ
ラ
ン
カ
や
ミ
ャ

ン
マ
ー
、
タ
イ
な
ど
の
仏
教
は
こ
の
上
座
部
系
仏
教
で
、
南
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
南
伝
仏
教
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
伝
統
が
今

に
生
き
て
い
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

・
仏
伝
や
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぜ
ん
し
ょう

　
さ

て
、
紀
元
前
後
に
興
っ
て
く
る
大
乗
仏
教
の
動
き
の
要
因
と
し
て
、
〔表
1
〕
に
挙
げ
た
よ
う
に
仏
伝

(と
り
わ
け
釈
尊
の
前
生
物

語

「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」)
、
経
典
読
諦

(経
典
崇
拝
)、
仏
像
彫
刻
な
ど
が
注
目
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
辺
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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大乗菩薩道のこころ 一 仏伝 ・ジャータカと仏像 出現に学ぶ

　
先

ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、
仏
塔
な
ど
の
場
で
釈
尊
の
生
涯
を
語
る
、
そ
し
て
そ
れ
を
聞
き
な
が
ら
釈
尊
に
出
あ
い
釈
尊

の
教
え
に
出

あ
う
と
い
う
体
験
が
あ

っ
た
と
見
ら
れ
ま
す
が
、そ
の
中
に
「ジ
ャ
ー
タ
カ
」
(富
富
ζ
)
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
「ジ
ャ
ー
タ
カ
」

と

は
、
釈
尊

の
過
去
世
物
語
で
、
仏
伝
の
中
に
、
紀
元
前
二
世
紀
こ
ろ
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
挿
話
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

ほ
んじ
ょう
　
　
　
　
ぜん
し
ょう

漢

訳
で
は
、
「本
生
」
や

「前
生
」
と
訳
さ
れ
ま
す
。
釈
尊
は
、
釈
迦
族
に
生
ま
れ
る
前
に
、
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変

わ
り
し
な
が
ら
、

悟

り
に
向
か
う
た
め
の
善
根
を
積
ま
れ
た
の
だ
、
と
い
う
、
釈
尊
の
あ
ま
り
に
も
偉
大
な
る
こ
と
を
思
う
か
ら
で
し

ょ
う
、
過
去
世
で

長
年

に
わ
た
っ
て
積
ま
れ
た
善
根
に
よ
っ
て
釈
迦
族
の
王
子
に
生
ま
れ
正
覚
に
ま
で
至
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
過
去
世
物
語
が

語

ら
れ
た
と
見
ら
れ
ま
す
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
、
釈
尊
が
過
去
世
で
何
を
し
て
い
た
か
を
物
語

っ
て
い
ま
す
が
、
文
学
的
、
昔
話
的
な
物

語

に
な

っ
て
い
ま
す
。
八
百
編
以
上
の
物
語
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
理
解
し
て
い
た
だ
く
の
に
、
具
体
的
な

一
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

物
語

で
は
、
過
去
世
の
釈
尊
が

「菩
薩
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

*

　
　
　
　
　
　
　

う　ば
そ
く

　

あ
る
仏
教
徒

(優
婆
塞
)
が
釈
尊
た
ち
僧
団
を
接
待
し
食
事
を
供
養
し
た
、
そ
こ
で
釈
尊
が

「こ
の
よ
う
な
施
し
は
実
に
す
ば
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
い
の
ち

い
こ
と
だ
。
昔
、
身
命
ま
で
も
差
し
出
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
…
…
」
と
供
養
を
讃
え
な
が
ら
、
過
去

の
物
語
を
話
さ
れ
た
ー

こ
の
よ

う
に
言
わ
れ
て
、
釈
尊
自
身
が
過
去
世
の
物
語
を
語
り
始
め
ら
れ
ま
す
ー

。
大
昔
、
菩
薩
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
中
の
兎
に
生
ま
れ
て
い

た
と
き
の
こ
と
だ
。
友
達
と
し
て
カ
ワ
ウ
ソ
と
山
犬
と
猿
が
い
て
、
仲
よ
く
暮
ら
し
て
い
た
。
智
慧
者
の
菩
薩
、
兎
は
、
「修
行
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
に
、
修
行
が
で
き
な
い
兎
に
生
ま
れ
た
の
は
、
過
去
の
世
で
善
を
積
む
こ
と
が
ま
だ
足
り
な
か

っ
た
、
今
度
こ
そ
、
善

を
積
ん
で
修
行
の
で
き
る
身
に
生
ま
れ
る
の
だ
」
と
決
意
し
ま
す
。
あ
る
満
月
の
前
日
に
、
「明
日
は
満
月
だ
か
ら
、
森
の
中
に
住
む
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ
さ
つ
え
　
　さ
ん
げ

行
者
た
ち
が

一
堂
に
集
ま
り
布
薩
会

(俄
悔

の
会
で
す
)
を
す
る
。
ぜ
ひ
供
養
を
さ
せ
て
も
ら
お
う
」
と
、
友
達
の
カ
ワ
ウ
ソ
と
山
犬

と
猿
に
も
、
コ

緒
に
や
ろ
う
」
と
誘
う
。
み
ん
な
、
「そ
れ
は
い
い
こ
と
だ
」
と
言

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
約
束
を
し
て
家

に
戻

っ
た
。
そ
こ

83



で
、
夜
中
に
苦
行
者
が
訪
ね
て
く
る
。
ま
ず
、
カ
ワ
ウ
ソ
の
と
こ
ろ
へ
来
て
、
「実
は
、
こ
の
森
に
は
食
べ

物
が
な
い
、も
し
食
べ
物
を
い
た
だ
け
た
ら
布
薩
会
に
参
加
し
て
修
行
を
続
け
ら
れ
る
」と
。
カ
ワ
ウ
ソ
は
、

兎
と
の
約
束
を
思
い
出
し
、
「私
が
集
め
た
食
べ
物
を
食
べ
て
森
に
と
ど
ま

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
、
川
で
集

め
て
お
い
た
魚
を
七
尾
ほ
ど
差
し
出
し
た
。
苦
行
者
は

「明
日
の
朝
ま
で
そ
の
ま
ま
で
…
」
と
言

っ
て
山

犬

の
と
こ
ろ
へ
行
く
…
…
。
i
こ
の
よ
う
に
し
て
修
行
者
は
山
犬
、
猿
、
そ
し
て
兎
を
訪
ね
ま
す
、
そ
の

順
に
、
同
様
の
話
が
三
回
繰
り
返
さ
れ
、
最
後
に
、
兎
で
す
ー

ー
。
菩
薩
は
、
「
ど
う
ぞ
、
火
を
お
こ
し

て
待

っ
て
い
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
、
修
行
者
は
火
を
お
こ
し
て
待
つ
。
菩
薩
は
、
「私
は
、
こ
ん
な
に
弱

④兎王前生

 

い
動
物
な
の
で
、
修
行
者
に
も
の
を
差
し
上
げ
る
力
が
な
い
。
私
の
体
は
ど
う
せ
朽
ち
果
て
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
食
べ
て
も
ら
お
う
」

と
決
意
し
て
、
火
を
お
こ
し
た
と
こ
ろ
に
戻

っ
て
く
る
。
ほ
か
の
動
物
も
い
つ
の
間
に
か
集
ま
り
、
「兎
よ
、
火
を
お
こ
し
て
も
ら
っ
て
、

自
分
で
体
を
温
め
る
つ
も
り
か
」
と
冷
た
い
目
で
見
ら
れ
る
中
、
「修
行
者
様
、
私
は
力
の
な
い
動
物
で
す
、
私
の
肉
体
を
食
べ
て
、
ど

う
ぞ

一
日
で
も
長
く
修
行
を
続
け
て
く
だ
さ
い
」
と
言

っ
て
、
火
の
中
に
飛
び
込
み
ま
す
。
す
る
と
、
突
然
、
修
行
者
は
帝
釈
天
に
姿

を
変
え
、
「菩
薩
の
兎
さ
ん
の
気
高
い
決
意
の
ほ
ど
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
の
で
す
…
…
」
と
言

っ
て
、
兎
が
火
に
入
る
前
に
受
け
止
め

る
。
そ
し
て
、
菩
薩
の
す
ば
ら
し
い
心
を
讃
え
て
、
月
に
兎
の
姿
を
残
し
た
。　
　

最
後
に
釈
尊
が

「こ
の
時
の
カ
ワ
ウ
ソ
が
今
の
ア
ー

ナ
ン
ダ

(阿
難
)
で
、
…
…
賢
い
兎
は
こ
の
私
で
あ

っ
た
」
と
言

っ
て
物
語
を
閉
じ
ま
す
。

　
　
　
*

　

ま
さ
に
修
行
者
の
た
め
に
自
分
の
命
を
投
げ
出
す
と
い
う
話
で
す
。
写
真
④
は
、
こ
れ
を

一
つ
の
浮
彫
に
描

い
た
も
の
で
す
。
釈
尊

の
過
去
世
物
語

「ジ
ャ
ー
タ
カ
」
で
は
、
こ
う

い
う
話
が
ど
ん
ど
ん
語
ら
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
「自
分
を
犠
牲
に
し
て
で
も
、
ほ
か
の

人
を
助
け
な
く
て
は
」
と
い
う
利
他
行
の
心
を
描

い
て
い
ま
す
。
こ
の
利
他
行
の
心
こ
そ
が
ブ
ッ
ダ
鉱
巽
との
心
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
・
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仏
塔
な
ど
の
場
で
語
ら
れ
味
わ
わ
れ
た
の
で
す
。

　

釈
尊
の
説
法
の
旅
も
そ
う
で
す
。
ブ
ッ
ダ
は
、覚
り
を
得
ら
れ
た
あ
と
、説
法
に
立
ち
上
が
っ
た
と
き
か
ら
、裸
足
で
ぼ
ろ
切
れ
を
着
て
、

説

法
の
旅
を
続
け
ら
れ
た
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
自
分
の
こ
と
を
二
の
次
に
し
て
1
自
分
の
こ
と
を
二
の
次
に
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
て

な
い
で
す
が
1
人
々
に
法
を
説
か
れ
る
、
こ
れ
が
本
当
の
利
他
行
で
す
。
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
示
さ
れ
る
利
他
の
精
神
が
大
乗

仏
教
の
源
の
一
つ
に
な

っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
す
。

・
経
典
の
編
纂

　

少
し
話
を
戻
し
ま
す
が
、
経
典
の
成
立
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
釈
尊
滅
後
に
、
釈
尊
の
説
法
を
ま
と
め
る
会
議

「第

一

　

け
つじ
ゅう

回
結
集
」
(仏
典
編
纂
会
議
と
い
え
ま
す
)
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
直
接
の
仏
弟
子
た
ち
が
集
ま
り
、
釈
尊
が
何
を
説
か
れ
た
か
を

確
認
し
合

っ
た
も
の
で
す
。
「世
尊

(釈
尊
)
は
、
こ
の
よ
う
に
説
法
さ
れ
た
」
と
確
認
し
合
い
、
そ
れ
が
伝
承
さ
れ
ま
し
た
。
会
議
で

は
、
偉

い
仏
弟
子
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
話
し
合

っ
た
結
果
を
受
け
て
、
阿
難
が
こ
れ
を
暗
諦
し
ま
し
た
。
「私
は
、
こ
の
よ
う
に
聞
き
ま
し

た
…
…
」
で
始
ま
り
ま
す
。
こ
う
し
て
経
典
が
で
き
ま
す
。
釈
尊
の
遺
教

の
散
逸
を
ふ
せ
ぎ
仏
説
の
確
か
さ
を
確
立
す
る
と
い
う
意
味

が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
百
年
ほ
ど
し
て
戒
律
に
つ
い
て
の
異
議
が
出
る
な
ど
し
て
第
二
回
結
集
が
行
わ
れ
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王

時
代
に
三
回
目
も
行
わ
れ
た
。
な
ぜ
、
二
回
、
三
回
と
行
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
や
は
り
伝
え
ら
れ
る
間
に
異
議
異
説
が
で
て
変
わ
っ

て
い
く
こ
と
が
あ
る
、
釈
尊
の
教
説
が
多
様
な
も
の
に
な
り
間
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
、
確
認
し
合
う
必
要
が
あ
っ
た

わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
釈
尊
か
ら
五
百
年
ほ
ど
後
、
紀
元
前
後
に
な
り
、
「あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
悟
り
に
至
る
道
」
を
求
め
る
と
い

う
大
乗
仏
教
運
動

(あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
運
動
)
の
時
代
に
な
る
と
、
「釈
尊
が
説
か
れ
た
」
と
い
う
同
じ
か
た
ち
で
す
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
く
じ
ゅ　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　まみ

新

し
く
大
乗
経
典
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
仏
塔

の
前
で
そ
の
経
典
を
読
訥
し
て
ブ
ッ
ダ
釈
尊
に
見
え
る

〔そ
れ
は
大
乗
の
担
い
手
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で
あ
る
菩
薩
た
ち
が
詠

っ
て
い
る
が
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
心
で
読
諦
す
る
〕、
ブ
ッ
ダ
釈
尊
を
讃
え

つ
つ
供
養
す
る
、
と
い

う
仏
塔
供
養
が
こ
の
大
乗
仏
教
運
動
に
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
最
近
は
、
大
乗
経
典
は
、
最
初
に
こ
の
よ
う
に
し
て

現
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
紀
元
後
ま
も
な
く
、大
乗
仏
教
関
係
の
経
典
が
編
ま
れ
始
め
ま
す
。
「第

一
期
大
乗
経
典
群
」
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
紀
元
前
後
か
ら
二
世
紀
頃
に
、
般
若
経
類
や
華
厳
経
類
、
法
華
経
類
が
編
ま
れ
ま
す
。
「釈
尊

は
最
初
に
華
厳
経
を
説
か
れ
た
」
と
言
い
ま
す
が
、
歴
史
的
に
は
、
紀
元
後
間
も
な
い
頃
に
文
字
に
な

っ
た
の
で
す
。
第

一
期
の
中
で

重
要
な
経
典
が
大
乗
仏
教
の
根
本
思
想

「空
」
を
説
く
般
若
経
群
で
、
『八
千
頒
般
若
経
』
や

『二
万
五
千
頒
般
若
経
』
が
比
較
的
早
く

成

立
し
た
と
見
ら
れ
ま
す
。
詩
頒
に
し
て
八
千
頒
、
あ
る
い
は
二
万
五
千
頒
に
相
当
す
る
長
さ
の
経
典
と
い
う
こ
と

で
こ
の
よ
う
に
呼

ば
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
テ
キ
ス
ト
が
次
第
に
大
き
く
な
り
、
『十
万
頒
般
若
経
』
が
編
ま
れ
ま
す
、
漢
訳
の

『大
般
若
経
』
は
六
百
巻
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え

い
う
膨
大
な
経
典
で
す

(十
六
会
を
ま
と
め
た
経
典
群
で
す
が
)
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
ょうだ
いば

　

そ
の
頃

(直
後
に
)、
龍
樹
菩
薩

(ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
)
や
、
そ
の
弟
子
の
聖
提
婆
菩
薩

(ア
ー
リ
ア
デ
ー
ヴ
ァ
)
ら
が
現
れ
、
大

乗

仏
教

の
思
想

「空
」
の
哲
理
を
論
理
的
に
論
述
し
て
、
中
観
学
派
と
呼
ば
れ
る
学
派
が
生
ま
れ
ま
す
。
浄
土
教
や
浄
土
真
宗
に
お
い

て
祖
師

(真
宗
で
は
七
祖
)
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
な
か
の
第

一
が
、
龍
樹
菩
薩
で
す
。
紀
元
後

一
五
〇
年
か
ら
二
五
〇
年
頃
の
人
だ
と

言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
弟
子
の
聖
提
婆
も
ほ
ぼ
同
じ
世
代
で
、
「空
」
の
哲
学
を
厳
し
く
論
じ
た
人
で
す
。
龍
樹
は
、
浄

土
教
に
と

っ
て
非

常

に
大
事
な

『十
住
毘
婆
沙
論
』
と
い
う
書
物
を
残
し
ま
し
た

(撰
述
の
真
偽
は
不
確
か
で
す
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
詩
頒
部
分
は

龍
樹
撰
述
で
し
ょ
う
)。
1

こ
れ
が
第

一
期
大
乗
経
典
の
時
期
で
す
。

　

こ
の
こ
ろ
、
イ
ン
ド
は
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
の
時
代
に
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
に
は
、
北
イ
ン
ド
が
統

一
さ
れ
、
仏
教
が
栄
え
ま
し
た
。
そ

し
て
三
、
四
世
紀
頃
に
な
る
と
、
第

一
期
の
大
乗
経
典
と
は
い
く
ら
か
趣
き
の
違
う
経
典
が
生
ま
れ
ま
す
、
『般
若
心
経
』、
『入
楊
伽
経
』
、

げ
じ
ん
み
っ
き
ょ
う

『解
深
密
経
』
な
ど
が
編
ま
れ
、
第
二
期
大
乗
経
典
群
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
禅
宗
で
よ
く
読
ま
れ
る

『入
娚
伽
経
』
に
、
「
い
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ず
れ
イ
ン
ド
の
南

の
ほ
う
に
、
龍
樹
と
い
う
論
師
が
現
れ
る
」
と
釈
尊
が
予
言
さ
れ
た
と
い
う
詩
頒
や
、
「龍
樹
は
、
竜
宮

へ
行
き
、
華

厳
経
を
授
け
ら
れ
た
」と
い
う
詩
頒
が
出
て
き
ま
す
。
龍
樹
よ
り
後
に
成
立
し
た
は
ず
の
こ
の
経
典
に
予
言
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

龍
樹
菩
薩
が
当
時
す
で
に
名
高
く
、
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
し
で
あ
り
、
南
方

の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
『解
深

密
経
』
は
、
龍
樹
よ
り
二
百
年
ほ
ど
の
ち
に
現
れ
る
喩
伽
行
唯
識
派
の
根
本
の
経
典
で
す
。
般
若
経
系
で
は
、
膨
大
な
経
典
と
な
っ
た

も
の
が
こ
の
時
期
に
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
ま
と
め
る
よ
う
に
し
て
短
く
な
り

『般
若
心
経
』
、
『金
剛
般
若
経
』
な
ど
が
編
ま
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
ま
も
な
く
先
ほ
ど
触
れ
た

「喩
伽
行
唯
識
派
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
現
れ
ま
す
。
そ
の
中
心
の
論
師
が
、
世
親

(浄
土
教
関

　
　
　
てん
じん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　む
じ
ゃく

係
で
は
天
親
菩
薩
)
と
、
そ
の
兄
の
無
着
で
、
彼
ら
は
、
「あ
ら
ゆ
る
も
の
は
心
の
現
れ
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
な
い
。
私
た
ち
は
、
見

て
い
る
も
の
が
実
在
し
て
い
る
と
思

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
私
の
心
が
心
に
映
っ
た
姿
を
見
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」
と

い
う

「唯
識
」
を

説

き
ま
す
、
つ
ま
り

「世
界
は
心
だ
け
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、
大
乗
仏
教
の

「空
」
の
世
界
を
語
り
、
そ
の
立
場
で
、
心
の
世
界
を
非

常

に
精
細
に
分
析
す
る
グ
ル
ー
プ
が
大
乗
仏
教
の
中
に
出
て
き
ま
す
。

　

中
観
派
の
龍
樹
た
ち
、
喩
伽
行
唯
識
派
の
世
親

・
無
着
ら
の
あ
と
、
イ
ン
ド
で
は
仏
教
思
想
が
非
常
に
盛
ん
に
展
開
さ
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
イ
ン
ド
の
社
会
は
神
秘
的
な
も
の
を
求
め
て
密
教
化
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
の
土
着

の
古
く
か
ら
の
文
化
と
、
イ
ン
ド

へ
入
っ
て
き
た
バ
ラ
モ
ン
教

(現
在
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
)
の
ア
ー
リ
ア
人
た
ち
の
文
化
が
触
れ
合

い
、
新
し
く
な
っ
て

い
っ
た
面
が
あ
る

と
言
わ
れ
ま
す
。
紀
元
後
七
、
八
世
紀
ご
ろ
に
は
、
特
に
そ
れ
が
強
く
な
り
、
仏
教
に
も
影
響
し
て
き
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
仏

教

が
中
心
に
な
り
、
密
教
的
な
も
の
を
仏
教
の
中
で
き
ち
ん
と
ま
と
め
て
い
く
感
じ
が
あ
り
ま
す
。
第
三
期
大
乗
経
典
群
が
そ
れ
で
、
『大

日
経
』
や
、
真
言
密
教
の
中
心
の
経
典
と
も
な
る

『金
剛
頂
経
』
な
ど
が
出
て
き
ま
す
。　
　

大
き
く
見
て
、
大
乗
仏
教
の
経
典
と
し

て
は
、
こ
の
三
段
階
の
展
開
が
あ

っ
た
と
見
ら
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
十
二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
ご
ろ
に
な
る
と
、
仏
教
は
イ
ン
ド
か
ら
姿
を
消
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
イ
ス
ラ
ム
が
入

っ
て
き
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た
の
が
大
き
な
原
因
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
土
着
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
は
、
そ
の
後
も
ず

っ
と
残
り
ま
す
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
革

新
的
で
徹
底
し
た
平
等
を
説
く
仏
教
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
厳
し
い
攻
撃
で
姿
を
消
し
ま
す
。
た
だ
し
、
コ
ル
カ
タ
の
辺
り
に
は
、
古
く
か

ら
仏
教
が
残

っ
て
い
ま
す
。

・
仏
像
の
出
現

　
さ
て
、
先
ほ
ど
触
れ
た
仏
像
の
出
現
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
仏
塔
な
ど
の
装
飾
に
浮
彫
さ
れ
た
図
柄
に
は
、
古
く

は
ブ
ッ
ダ
の
像
が
な

い
と
申
し
ま
し
た
が
、
大
乗
仏
教
の
運
動
が
起
こ
る
紀
元
後

一
世
紀
頃
に
な
る
と
、
ブ
ッ
ダ
の
像
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
イ

ン
ド
で
最
初
に
仏
像
が
現
れ
た
の
は
ど
こ
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
の

一
つ
が
北
西
イ
ン
ド

(パ
キ
ス
タ
ン
領
)
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ

地
域
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
今

一
つ
、
デ
リ
ー
か
ら
南
東

ヘ
バ
ス
で

一
、
二
時
間
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
マ
ト
ゥ
ラ
ー
が
あ
り
、
こ
こ
も
仏
像

発
祥
の
地
と
見
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
は
、古
く
か
ら
芸
術
作
品
の
多
い
都
で
し
た
。
バ
ラ
モ
ン
教
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
関
係

の
も
の
だ
け
で
な
く
、

仏
教
関
係
の
も
の
も
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
写
真
⑤
は
そ
の
一
つ
で
赤
茶
色
の
砂
岩
の
彫
像
で
す
、ふ
く
よ
か
な
ゆ

っ
た
り
し
た
像
で
す
。

ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
は
ギ
リ
シ
ャ
、

ヘ
レ
ニ
ズ
ム

文
化
と
接
す
る
地
域
で
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
の
特

徴
が
あ
り
ま
す
が
、
マ
ト
ゥ
ラ
ー
で
は
そ
れ

と
は
全
く
趣
の
違
う
仏
像
が
生
ま
れ
ま
し

た
。
古
く
は
ブ
ッ
ダ
の
像
を
描
か
な
か
っ
た

の
に
、
ど
う
し
て
仏
像
が
生
ま
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
か
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
り

ま
せ
ん
が
、

一
つ
の
意
見
を
紹
介
し
ま
し
ょ

⑤仏立像(マ トゥラー)
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・
つ

。

　
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
を
ほ
め
た
た
え
る
仏
伝
や
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
語
ら
れ
る
う
ち
に
、
仏
塔
そ
の
も
の
を
ブ
ッ
ダ
と

見

る
の
で
は
、
次
第
に
心
が
合
わ
な
く
な
っ
て
き
た
、
ブ
ッ
ダ
あ
る
い
は
菩
薩
の
状
態
の
ブ
ッ
ダ
に
直
接
お
会
い
し
て
、
利
他
の
心
を
と

も

に
す
る
、
ブ
ッ
ダ
に
護
ら
れ
後
押
し
し
て
も
ら
う
世
界
が
欲
し
く
な

っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。　
　

と
い
う
の
で
す
。

　

ま
た
、
紀
元
前
二
世
紀
頃
に
イ
ン
ド
を
統

一
し
た
マ
ウ
リ
ヤ
王
朝

の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
三
十
年
余
の
治
世
の
あ
と
は
、
再
び
諸
国
が
対

立
す
る
時
代
が
続
き
、
紀
元
後
間
も
な
く
、
北
か
ら
入

っ
て
き
た
月
氏
族
が
、
イ
ン
ド
北
部
を
中
心
に
先
ほ
ど
申
し
た
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝

を
築
き
ま
し
た
。
こ
の
三
代
目
が
カ
ニ
シ
カ
王
で
す
。
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
は
、
初
め
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
仏
教
関
係
の
寺

院
な
ど
を
破
壊
し

ま
し
た
。
こ
の
時
期
、
仏
教
徒
は
、
非
常
な
危
機
を
感
じ
、
「本
当
に
ブ
ッ
ダ
に
会
い
た
い
。
も
う

一
度
、
ブ
ッ
ダ
に
出
て
き
て
ほ
し
い
」

と
い
う
願

い
が
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
研
究
者
の
意
見
が
あ
り
ま
す
。
カ
ニ
シ
カ
王
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
と
同
様
、
最
初
は

仏
教
徒
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
イ
ン
ド
北
部
を
制
覇
し
た
あ
と
は
、
ほ
か
の
宗
教
を
保
護
す
る
と
同
時
に
、
自
ら
仏
教
徒
と
し

て
仏
教
を
手
厚
く
保
護
し
た
た
め
、
カ
ニ
シ
カ
王
の
時
代
以
降
、
仏
教
は
、
ま
た
栄
え
ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
の
最
初
期
の
も
の
と
し
て

「円
輪
光
」
と
呼
ば
れ
る

彫
像
が
出
現
し
ま
し
た
、
写
真
⑥
で
す
。
中
央
に
円
盤
、
周
り
が
ぎ
ざ
ぎ
ざ
、
光
輪
で
す

ね
。
こ
れ
は
太
陽
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
、
釈
尊
や
阿
弥
陀
仏
に
は
光
背
が
あ
り
ま
す
。

ブ
ッ
ダ
は
、
智
慧

の
輝
き
を
持
た
れ
て
い
る
、
そ
の
智
慧
の
世
界
を
光
で
表
わ
す
、
こ
の

円
輪
は
そ
の
光
明
で
す
ね
、
恐
ら
く
ブ
ッ
ダ
の
再
来
を
願

っ
た
、
そ
の
願
い
の
表
出
だ
と

い
う
の
で
す
。
上
に
菩
提
樹
、
葉
が
垂
れ
下
が

っ
て
い
ま
す
。
古
く
か
ら
、
イ
ン
ド
の
神
々

が
仏
教
を
守
護
し
て
く
れ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
が
、
左
右
に
い
る
二
人
は
そ
の
神
、
帝
釈

⑥円輪光の礼拝
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天
と
梵
天
と
見
ら
れ
ま
す
。
中
央

の
光
明
輪
に
合
掌
し
て
い
ま
す
。
合
掌
さ
れ
て
太
陽
の
光
で
表
さ
れ
て
い
る
円

は
、
悟
り
の
世
界
、

そ
の
は
た
ら
き
を
表
し
て
い
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
は
、
ま
だ
人
間
的
な
姿
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
ブ
ッ
ダ
に
何
と
か
現
れ
て
も
ら
い
た
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
す
が
た

い
う
思

い
が
、
こ
の
形
相
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の

「円
光
輪
」
が
現
れ
て
ま
も
な
く
、
ガ
ン

ダ
ー
ラ
地
域
で
も
仏
像
が
彫
像
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

一
例
が
写
真
⑦
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
で
す
。
ギ
リ
シ
ャ
の
影
響
で
す

ね
、
髪
の
毛
は
、
長
髪
の
ま
ま
で
ウ
エ
ー
ブ
が
あ
り
、
写
実
的
な
描
写
で
お
顔
も
起
伏
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
と
違
う
の
は
、
頭
の
頂

　
　
に
っけ
い

に

「肉
讐
」
1
智
慧
の
コ
ブ
で
す
ー
が
あ
る
、
悟
り
の
智
慧
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
は
、
覚
者
な
の
で
、
人
間
的
な
姿
の
仏
像

で
描
く
場
合
で
も
、
迷
い
の
姿
と
は
違
う
こ
と
を
そ
の
姿
に
表
し
ま
す
。　
　

仏
伝
に
は
、
釈
尊
が
生
ま
れ
た
と
き
、
「占

い
師
が
、
『す

ば
ら
し
い
』
と
言

っ
て
涙
を
流
し
た
」
と
い
い
ま
す
、
父
王
が
問
い
た
だ
す
と
、
「実
は
、
生
ま
れ
た
太
子
に
は
、
す
ば
ら
し
い
印
が
あ

る
。
将
来
、
偉
大
な
る
聖
者
に
な
る
か
、
世
界
を
統

一
す
る
よ
う
な
王
に
な
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
言

っ
た
と
あ

る
の
と
同
じ
で
す
I

I
。
そ
の
偉
大
さ
の
印
は
大
丈
夫
相
と
言
わ
れ
ま
す
、
(も
と
は
偉
大
な
男
の
相
と
い
う
意
味
で
す
が
)
「偉
大
な
る
人
物

の
姿
」
と
い

う
こ
と
で
、
ブ
ッ
ダ
の
悟
り
の
威
徳
を
示
す
の
に
特
別
な
印

(三
十
二
相
と
い
い
ま
す
)
で
示
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
肉
讐
や
長
い
耳

(あ
ら
ゆ
る
意
見
や
問
い
を
聞
き
届
け
る
力
量
を
示
す
)
や
、
手
足
の
水
か
き

(す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

び
ゃく
ワリロう

べ
て
を
救
う
働
き
を
示
す
)
な
ど
、
ま
た
眉
間
の
白
毫
相
は
白
い
毛
が
右
巻
き
に

巻
い
て
い
て
伸
ば
す
と

一
丈
六
尺
あ
る
、
こ
こ
か
ら
智
慧

の
光
を
出
す
。
い
ず
れ

も
ブ
ッ
ダ
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
救
う
と
い
う
利
他
の
働
き
を
示
す
印
で
す
ね
。

こ
の
⑦
の
図
柄
は
ブ
ッ
ダ
が
説
法
さ
れ
る
姿
で

「説
法
印
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期
に
、

マ
ト
ゥ
ラ
ー
と
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で

仏
像
が
描
か
れ
始
め
る
、

一
端
描
か
れ
始
め
る
と
次
々
と
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り

⑦仏坐像(ガ ンダーラ):説 法印
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ま
す
。
こ
れ
は
、
ブ
ッ
ダ
に
出
会
い
、
ブ
ッ
ダ
に
護
ら
れ
な
が
ら
ブ
ッ
ダ
と
同
じ

「利
他
行
」
の
道
を
歩
む
、
仏
の
加
護
の
も
と
に
菩

薩
道
を
歩
む
と
い
う
思
い
の
現
れ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

大乗菩薩道のこころ 一 仏伝 ・ジャー タカと仏像出現 に学ぶ

　
最
後
に
マ
ン
ダ
ラ
的
な
興
味
深
い
仏
像
群
の
写
真
⑧
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
北
部
で
出
土
し
た
も
の
で
、
以
前
は

「舎

　
　
　
じ
んぺ
ん

衛
城
の
神
変
」
を
描

い
た
も
の
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
近
は
異
論
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
さ
が

一
メ
ー
ト
ル
余
り

の
石
版
で
、
す
ば

ら
し
い
彫
刻
で
す
。

　
「舎
衛
城
の
神
変
」
の
彫
像
だ
と
い
う
説
に
つ
い
て
。
コ
ー
サ
ラ
国
の
都
だ

っ
た
舎
衛
城
で
、
釈
尊
が
神
通
力
を
発
揮
さ
れ
た
物
語
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は　
し
のく

大
乗
仏
教
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
関
連
し
た
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
的
な
話
で
す
。　
　

コ
ー
サ
ラ
国
の
波
斯
匿
王

(プ
ラ
セ
ー
ナ
ジ

ッ
ト

王
)
は
、
釈
尊
よ
り
も
ず

っ
と
若
い
王
で
し
た
。
こ
の
王
が
釈
尊
に
出
会
い
、
「
お
釈
迦
様
は
、
智
慧
第

一
で
神
通
が
お
あ
り
で
す
。
ど

れ

ほ
ど
の
も
の
か
、
ぜ
ひ
と
も
見
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
お
願
い
を
し
ま
し
た
。
ブ
ッ
ダ
は
、
神
通
力
を
発
揮
し
、
王
に
千
仏
も
の

　
　

け
ぶ
つ

仏

(化
仏
)
の
世
界
を
見
せ
ら
れ
た
、
そ
の
物
語
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
す
。
実
際
に
、
仏
た
ち
が
た
く
さ
ん
並
ん
で

い
る
絵
は
ほ
か
に

も
あ
り
ま
す
1

神
変

(神
通
力
で
す
ば
ら
し
い
世
界
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
)
と
し
て
物
語
が
語
ら
れ
た
の
は
、恐
ら
く
仏
教
徒
と
し
て
、

「仏

に
会
い
た
い
」
と
い
う
願
い
が
あ

っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
ー

。

　
し
か
し
、
こ
の
絵
に
つ
い
て
は
、
最
近
は
、
「大
乗
仏
教
関
係
の
あ
る
経
典
を
釈
尊
が
説
い
て
い
る
場
面
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
、

荒
牧
典
俊
先
生

(京
都
大
学
名
誉
教
授
)
は

「
『大
阿
弥
陀
経
』
の

〔曼
奈
羅
〕
図
像
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
浄
土
教

の
根
本
経
典

『無

量
寿
経
』
の
古
訳

『大
阿
弥
陀
経
』
に
ぴ
っ
た
り
合
う
と
い
わ
れ
ま
す
。
「中
央
の
説
法
印
は
阿
弥
陀
仏
…
…
、
向
か

っ
て
右
手
の
一
番

上
に
端
坐
す
る
仏
に
は
周
り
に
放
射
状
に
多
く
仏
が
描
か
れ
て
い
る
、
こ
れ
は
燃
燈
仏
で
は
な
い
か
」
と
。
実
は

『大
阿
弥
陀
経
』
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
つみ
ょう

ど
に
は
釈
尊
が
現
れ
る
前
に
仏
た
ち
が
お
ら
れ
た
」
と
説
か
れ
、
そ
の
仏
名
が
列
記
さ
れ
ま
す
。
舎
衛
城
の
神
変
も
そ
う
で
す
が
、
「菩
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大乗菩薩道のこころ 一 仏伝 ・ジャータカと仏像出現 に学ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
み

薩
た
ち
は
、
仏
塔
か
仏
像
の
前
で
、
仏
た
ち
に
見
え
る
と
い
う
体
験
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
「そ
の
最
初
の
燃

燈
仏
と
仏
た
ち
が
こ
れ
だ
ろ
う
」
と
。
向
か

っ
て
左
側

の
上
部
も
、
同
じ
よ
う
に
放
射
状
に
仏
た
ち
が
お
ら
れ
る
。
「法
蔵
菩
薩
の
物

語
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
『無
量
寿
経
』
に
は
、
昔
、
法
蔵
と
い
う
王
様
が
、
師
仏
で
あ
る
世
自
在
王
仏
に
、
「私
も
菩
薩
の
道

を
究
め
て
、
同
じ
悟
り
を
完
成
し
た
い
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
」
と
問

い
か
け
、
法
蔵
は
、
世
自
在
王
仏
に
見
守
ら

れ
な
が
ら
、
菩
薩
の
誓

い

(四
十
八
願
、
『大
阿
弥
陀
経
』
で
は
二
十
四
願
で
す
)
を
立
て
て
菩
薩
道
を
修
行
し
、
阿
弥
陀
仏
の
世
界
が

完
成

さ
れ
た
、
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
左
上
の
放
射
状
の
仏
た
ち
に
つ
い
て

「世
自
在
王
仏
が
い
て
、
周
り
の
放
射
状

の
仏
た
ち
は
、
世
自
在
王
仏
に
続
く
仏
た
ち
だ
ろ
う
。
そ
の
す
ぐ
下
で
、
手
を
上
げ
合
掌
し
て
い
る
の
が
法
蔵
菩
薩
だ

ろ
う
」
と
、
荒

牧
先
生
は
お

っ
し
ゃ
い
ま
す
。
三
十
年
前
に
初
め
て
お
聞
き
し
た
と
き
は
驚
き
ま
し
た
、
阿
弥
陀
仏
の
彫
像
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
。

し
か

し

、
何

度

か

聞

く

内

に

「
そ
う

だ

な

。

そ
う

読

め

る
」

と

思
う

よ
う

に
な

り

ま

し

た
。
-

皆

さ

ま

、

い
か

が

で
し

ょ
う

か
。

　
中
央
の

〔阿
弥
陀
〕
仏
の
両
脇
に
、
棒
を
持
つ
菩
薩
が
い
て
、
棒
の
先
、
中
央
の
仏
の
頭
の
両
側
に
鏡
の
よ
う
に
張
り
付
い
て
端
坐

す
る
菩
薩
は
、
「
『大
阿
弥
陀
経
』
末
に
登
場
す
る
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
中
央
の
仏
が
坐
す

る
蓮
華
座
の
下
に
は
見
上
げ
る
菩
薩
た
ち
、
蓮
台
の
下
に
は
魚
や
蓮
華
が
描
か
れ
る
、
浄
土
の
蓮
華
池
で
す
ね
。
こ
れ
ら
も
、
『大
阿
弥

陀
経
』
の
記
述
と
ぴ

っ
た
り
合
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
ー

三
～
四
世
紀
頃
の
造
像
と
言
わ
れ
、
「阿
弥
陀
仏
の
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
た

時
代
に
彫
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
大
乗
仏
教
の
運
動
が
始
ま
る
こ
ろ
に
、
こ
の
よ
う
な
仏
像
が
出
現
し
た
、
そ
れ
は
、
菩
薩
の
道
を
歩
も
う
と
す
る
人
た
ち
の
深
い
心

の
う

ち
で
、
生
き
た
ブ

ッ
ダ
と
出
あ
う
と
い
う
体
験
と
と
も
に
、
そ
う

い
う
具
体
的
な
姿

の
ブ
ッ
ダ
を
求
め
る
心
が
あ

っ
て
出
て
き
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
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特
に
、
浄
土
教
関
係
で
は
、
「阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
働
き
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
」
と
し
て
、
大
慈
悲
の
働
き
が
示

さ
れ
る
、
こ
の

他
力

の
教
え
に
つ
い
て
、
「大
乗
の
至
極
で
あ
る
」
と
親
鶯
聖
人
は
断
言
さ
れ
る
、
そ
こ
に
聖
人
の
卓
越
し
た
見
識
を
感
ず
る
の
で
す
。

聖
人
自
身
は
、
「わ
が
身
は
、
菩
薩
の
道
な
ど
歩
め
る
よ
う
な
者
で
は
な
い
、
自
分
中
心
の
欲
望
に
支
配
さ
れ
た
凡
愚
で
あ
る
」
と
、
厳

し
く
自
己
を
見
つ
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
逆
転
し
て
、
「利
他
行
の
菩
薩
道
を
自
ら
歩
む
の
で
は
な
く
、
利
他
行
の
大
き
な
働
き
を
身
に
受

け
救

わ
れ
る
と
い
う
他
力
の
道
こ
そ
、
菩
薩
道
の
究
極
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
至
極
自
然
な
こ
と
と
も
い
え
ま
し
ょ

う
。
私
は
、
親
驚
聖
人
の
言
わ
れ
る

「大
乗
仏
教
の
至
極
」
に
つ
い
て
、
本
当
に
そ
う
だ
と
、
し
み
じ
み
思
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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〔画
像
写
真
の
出
典
〕

　
『古
代
イ

ン
ド
の
文
化
と
文
明
』

(K

・
C

・
チ
ャ
ク
ラ
ヴ

ァ
ル
テ
ィ
著
、
東
方
出
版
、

一
九
八
二
年
)

『本
生
経
類

の
思
想
的
研
究
』
(干
潟
龍
祥
著
、
東
洋
文
庫
、

一
九
五
四
年
)

『図
説
佛
教
語
大
辞
典
』

(中
村
元
編
著
、
東
京
書
籍
、
昭
和
六
三
年
)

『ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
-
　
佛
伝
』
(栗
田
功
編
著
、
二
玄
社
、

一
九
八
九
年
)

『ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
皿
　
佛
陀

の
世
界
』
(栗
田
功
編
著
、
二
玄
社
、

一
九

八
九
年
)

〈キ

ー
ワ

ー
ド
〉

大
乗
仏
教
、
大
乗
経
典
、
仏
像
、
仏
伝
、
ジ

ャ
ー
タ
カ
、
菩
薩
道
、
仏
塔
、
阿
弥
陀
仏


