
演
者
は
仏
教
が
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
勃
興
し
、
発
展
し
、
さ
ら
に
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
中
国
に
到
来
し
終
着
の
日
本
に
定
着
し
て
現

在
に
い
た
る
ま
で
医
療
が
い
か
な
る
形
で
か
か
わ
り
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
き
た
か
を
系
統
的
に
明
ら
か
に
し
、
そ
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、

今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
抱
い
て
い
る
病
気
や
健
康
に
対
す
る
不
安
感
を
幾
分
か
で
も
と
り
除
き
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
生
き
方
に
つ
い
て
も
役

立
て
た
い
と
考
え
て
以
下
の
検
討
を
行
っ
た
。

釈
迦
が
仏
教
を
開
く
に
い
た
っ
た
社
会
的
背
景
と
し
て
、
一
、
一
般
住
民
は
バ
ラ
モ
ン
文
化
が
確
立
し
た
為
に
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
カ
ー
ス
ト
制
、
輪
廻
業
な
ど
か
ら
、
是
非
逃
れ
た
い
と
い
う
強
い
願
望
を
持
っ
て
い
た
。
二
、
ガ
ン
ジ
ス
河
流
域
は
商
工
業
が
大
い
に

発
達
し
て
バ
ラ
モ
ン
文
化
に
よ
る
束
縛
を
断
ち
き
り
、
種
々
な
思
想
を
持
っ
た
思
想
家
が
輩
出
し
て
自
由
な
論
争
が
行
わ
れ
た
。
三
、
弱
肉

強
食
の
戦
国
時
代
で
あ
っ
た
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
釈
迦
が
出
家
す
る
に
い
た
っ
た
動
機
に
つ
い
て
は
一
、
釈
迦
の
内
向
的
性
格
、
二
、
精
神

的
安
ら
ぎ
を
得
よ
う
と
し
た
、
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
仏
教
が
急
速
に
広
ま
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
一
、
新
興
商
工
業
者
の
物
質
的

な
援
助
、
二
、
僧
団
が
平
等
、
自
由
、
慈
悲
を
根
本
理
念
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
、
三
、
釈
迦
は
そ
の
人
の
能
力
に
応
じ
た
対
機
説
法
を

行
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

会
長
講
演仏

教
と
医
療
と
の
か
か
わ
り

古
代
イ
ン
ド
か
ら
現
代
日
本
ま
で
の
移
り
か
わ
り

杉
田
暉
道
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仏
典
に
み
る
薬
物
に
つ
い
て
は
、
時
薬
、
夜
分
薬
、
七
日
薬
、
壼
寿
薬
に
分
け
ら
れ
る
。
時
薬
と
は
す
べ
て
の
根
類
、
す
べ
て
の
穀
類
お

よ
び
す
べ
て
の
肉
類
を
さ
し
午
前
中
に
し
か
食
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
い
い
か
え
る
と
自
然
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
生
物
は
薬
物

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ア
ー
ュ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
自
然
と
人
間
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
夜
分
薬

と
は
午
後
お
よ
び
夜
飲
む
こ
と
が
で
き
る
十
四
種
類
の
飲
料
水
を
さ
す
。
七
日
薬
と
は
出
家
僧
が
病
気
に
か
か
っ
た
時
七
日
間
貯
え
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
、
酢
、
蜜
、
石
蜜
、
油
、
脂
、
生
蘇
な
ど
の
栄
養
剤
を
い
う
。
壼
寿
薬
と
は
病
気
に
か
か
っ
た
時
は
一
生
涯
貯
え
て
お
く

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
呵
梨
勒
、
菫
菱
、
胡
椒
、
薑
、
塩
な
ど
の
強
壮
剤
、
健
胃
剤
な
ど
を
さ
す
。

さ
て
大
乗
仏
教
の
初
期
す
な
わ
ち
紀
元
前
後
頃
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
『
法
華
経
」
の
薬
王
菩
薩
本
事
品
第
二
十
三
に
、
薬
王
菩
薩

が
自
分
の
腕
を
七
万
二
千
年
間
燃
や
し
続
け
て
仏
に
供
養
し
た
の
で
無
数
の
人
々
が
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
悟
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
説
話

が
あ
る
が
、
こ
れ
が
多
く
の
民
衆
に
強
い
共
感
を
与
え
、
医
療
を
行
う
者
は
自
己
を
犠
牲
に
し
た
慈
悲
深
い
精
神
を
も
っ
て
事
に
当
た
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
『
法
華
経
」
の
薬
王
菩
薩
の
説
話
は
一
般
民
衆
が
悟
り
を
得
る
（
心
を
癒
す
）
た
め

分
に
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
マ
ク
ニ
ー
ル
は
「
ガ
ン
ジ
ス
河
流
域
は
地
形
上
気
候
風
土
が
、
中
国
の
農
民
疾
病
の
り
患
の
危
険
が
あ
ま
り
に
大
き
か
っ
た

２

た
め
に
そ
こ
に
入
り
こ
む
の
に
、
こ
と
ば
に
表
現
で
き
な
い
苦
労
を
重
ね
た
揚
子
江
流
域
よ
り
も
さ
ら
に
一
段
と
高
温
多
湿
の
度
合
が
甚
だ

し
い
の
で
多
種
多
様
の
疾
病
が
蔓
延
す
る
条
件
の
も
と
に
古
代
文
明
が
作
ら
れ
た
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
仏
教
は
病
気
に
よ
る
突
然
の
死
を

人
間
の
生
の
重
要
な
事
実
の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
仏
教
は
死
を
苦
し
み
か
ら
の
開
放
で
あ
る
と
説
き
、
死

こ
そ
祝
福
さ
れ
た
者
（
煩
悩
に
う
ち
か
っ
た
者
）
だ
け
が
集
ま
り
、
地
上
で
受
け
た
苦
し
み
が
充
分
に
償
わ
れ
る
至
福
に
満
ち
た
死
後
の
世
界

の
喜
ば
し
い
入
口
で
あ
る
と
納
得
い
く
よ
う
に
住
民
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
」
と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
マ
ク
ニ
ー
ル
の
説
は
、
仏
教
が
興
り
、
急
速
に
発
展
し
た
理
由
お
よ
び
釈
迦
の
出
家
の
理
由
を
考
察
す
る
上
に
是
非
と
も
考
慮
す
べ

き
重
要
な
条
件
で
あ
る
と
強
調
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
仏
典
の
中
に
驚
く
ほ
ど
詳
細
に
医
療
記
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
理
由
が
十
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い
よ
い
よ
仏
教
東
漸
の
終
着
駅
で
あ
る
わ
が
国
に
つ
い
て
述
べ
る
段
に
な
っ
た
。
仏
教
が
最
初
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
百
済
の
聖

ヌ
リ
シ
チ
ケ
イ

明
王
が
紀
元
五
三
八
年
に
釈
迦
仏
の
金
銅
像
一
駆
、
幡
蓋
若
干
、
経
論
若
干
巻
と
怒
鯏
斯
致
契
と
大
物
使
者
を
遣
わ
し
て
わ
が
国
に
仏
教
を

受
容
す
る
こ
と
を
す
す
め
た
の
が
は
じ
め
で
あ
る
。
聖
明
王
が
こ
の
よ
う
な
方
法
で
わ
が
国
に
仏
教
を
受
け
い
れ
る
よ
う
奨
め
た
の
は
わ
け

が
あ
っ
た
。
梅
原
に
よ
れ
ば
「
そ
れ
は
当
時
百
済
は
新
羅
が
強
力
に
な
っ
て
攻
撃
を
し
か
け
て
く
る
危
険
性
が
あ
っ
た
の
で
、
日
本
か
ら
の

出
兵
を
催
促
す
る
一
念
を
、
祈
る
思
い
で
使
者
を
遣
わ
し
た
に
違
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
百
済
の
仏
教
受
容
の
す
す
め
に
対
し
蘇

３

我
・
物
部
両
氏
の
仲
違
い
が
生
じ
、
そ
の
後
約
五
○
年
を
経
て
物
部
氏
が
敗
れ
て
仏
教
受
容
派
の
蘇
我
氏
が
勝
ち
わ
が
国
が
仏
教
を
受
け
い

中
国
に
伝
わ
っ
た
仏
像
は
、
五
胡
十
六
国
の
時
代
に
典
型
的
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
、
方
術
的
で
あ
っ
た
。
二
、
五
胡
君
主

が
僧
侶
の
持
つ
方
術
を
国
政
運
用
に
利
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。

中
国
に
伝
わ
っ
た
仏
教
医
学
は
中
央
ア
ジ
ア
な
ど
の
よ
う
に
文
字
通
り
に
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
。
古
い
文
化
を
持
つ
中
国
人
は
、
こ
れ
を

彼
等
の
考
え
方
に
合
う
よ
う
に
修
飾
し
た
。
か
く
し
て
中
国
の
仏
教
医
学
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
特
色
を
持
っ
て
い
た
。
一
、
中
国
の
四
元
素
説

（
地
、
水
、
火
、
風
）
に
基
礎
を
お
く
病
因
論
が
、
仏
教
医
学
の
四
大
病
因
（
ヴ
ァ
ー
タ
、
ピ
ッ
タ
、
カ
パ
の
三
体
液
の
バ
ラ
ン
ス
が
く
ず
れ
る
と

病
気
に
か
か
る
と
い
う
説
）
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
。
二
、
治
療
の
タ
イ
プ
が
①
信
仰
お
よ
び
呪
術
に
よ
る
も
の
、
②
投
薬
、
食
餌
法
お
よ
び
外

科
な
ど
の
本
来
の
治
療
に
よ
る
も
の
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
三
、
仏
、
菩
薩
を
心
身
の
治
療
師
と
し
て
崇
拝
す
る
習
慣
が
確
立
し
た
（
そ
の

典
型
的
な
も
の
が
薬
師
如
来
で
あ
る
）
。
中
国
の
仏
教
医
学
は
今
述
べ
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
中
国
は
道
教
と
結
び
つ
い
た
呪

術
医
学
の
伝
統
が
深
く
根
を
下
し
て
い
た
の
で
信
仰
お
よ
び
呪
術
治
療
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。
と
く
に
密
教
が
入
っ
て
か
ら
は
こ
の
治
療

が
一
層
盛
ん
に
な
っ
た
。

－
ジ
が
強
く
な
り
、
専
ら
病
僖

っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

の
方
便
と
し
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
現
実
的
に
は
薬
王
菩
薩
は
心
を
癒
す
よ
り
も
肉
体
を
癒
す
こ
と
を
祈
願
す
る
菩
薩
と
し
て
の
イ
メ

ー
ジ
が
強
く
な
り
、
専
ら
病
気
の
治
癒
を
祈
願
す
る
菩
薩
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
後
に
薬
師
如
来
像
を
製
作
す
る
き
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れ
る
事
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
受
容
と
い
う
大
問
題
を
さ
ほ
ど
の
こ
と
と
考
え
ず
に
平
然
と
し
て
受
け
い
れ
た
日
本
人
の
宗
教
意
識

に
つ
い
て
梶
村
は
「
尋
常
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
徳
を
神
と
し
て
受
け
い
れ
る
日
本
人
の
宗
教
感
覚
」
に
よ
る
と
記
し
て
い
る
。
と
同
時
に
氏
族

の
豪
族
達
は
自
ら
の
権
威
、
権
力
を
誇
る
た
め
に
金
銅
の
仏
像
や
経
典
、
そ
し
て
僧
侶
を
欲
し
た
。
そ
の
為
に
氏
寺
を
建
て
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
高
逼
な
仏
教
思
想
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
仏
教
文
化
や
仏
教
美
術
を
熱
望
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
伝
来
し
た
仏
教
が
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
経
過
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
医
療
と
か
か
わ
っ
た
か
を
み
る
と
次
の
四
つ
が
あ

げ
ら
れ
る
。
一
、
日
本
は
仏
教
に
古
代
イ
ン
ド
の
医
学
を
運
ん
だ
。
二
、
僧
医
と
し
て
経
験
科
学
的
な
医
療
を
行
っ
た
。
三
、
加
持
祈
祷
に

よ
る
医
療
を
行
っ
た
。
四
、
看
護
の
面
で
大
い
に
貢
献
し
た
。
こ
れ
ら
の
医
療
と
の
か
か
わ
り
を
評
価
の
点
か
ら
み
る
と
、
一
、
仏
教
は
タ

ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
典
型
を
示
し
た
。
二
、
仏
教
は
仏
教
観
に
基
づ
く
病
因
論
を
持
っ
て
い
た
。
三
、
稜
れ
意
識
を
克
服

し
た
宗
派
が
あ
っ
た
。
四
、
病
苦
を
癒
し
て
く
れ
る
最
後
の
も
の
は
神
や
仏
で
あ
る
と
今
日
の
日
本
人
も
信
じ
て
い
る
。
五
、
病
気
に
対
す

る
仏
罰
観
が
存
在
し
た
、
の
五
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

さ
い
ご
に
仏
教
の
古
代
イ
ン
ド
か
ら
今
日
ま
で
の
一
貫
し
た
思
想
の
流
れ
は
、
生
け
と
し
生
け
る
も
の
は
す
べ
て
平
等
で
あ
っ
て
、
こ
の

す
べ
て
を
精
神
的
に
救
お
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
日
本
の
土
着
宗
教
は
生
け
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
平
等
で
あ
っ
て
、
人
間

は
死
ぬ
と
ま
た
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
の
が
根
本
思
想
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
日
の
日
本
の
仏
教
の
形
体
は
土
着
宗
教
の
思
想
が
十
分
に

生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
現
代
の
物
質
文
明
は
人
間
至
上
主
義
を
根
底
に
お
い
て
発
展
し
た
た
め
に
地
球
の
危
機
を
招
く
に
い
た
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
こ
そ
地
球
上
の
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
価
値
観
を
変
え
て
、
こ
れ
ら
と
共
存
共
栄
す
る
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
必

と
考
え
ら
れ
る
。
今
日
｝

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
神
奈
川
県
予
防
医
学
協
会
）
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