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上
代
文
學
に
佛
教
が
ど
の
や
う
に
表
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か

日
本
書
紀
が
っ
た
へ
て
ゐ
る
荒
我
、
物
部
雨
氏
の
は
げ
し
い

朦
は
、
結
局
純
粋
な
宗
教
上
の
命
題
に
起
因
す
る
と
い
ふ
よ
り
は
、

崇
佛
、
排
佛
に
名
を
か
り
て
の
樅
力
争
奪
の
た
た
か
ひ
で
あ
っ
た

と
見
た
方
が
よ
い
。

壮
大
な
外
観
、
旺
厳
な
内
容
を
も
つ
て
渡
束
し
て
き
た
佛
教
文

化
は
、
図
粋
主
義
に
よ
る
多
少
の
抵
抗
は
あ
っ
た
も
の
の
、
も
と

も
と
精
紳
構
造
の
内
部
に
お
い
て
空
白
を
か
こ
っ
て
ゐ
た
上
代
知

識
人
の
間
に
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
ぬ
は
ず
が
な
か
っ
た
。

上
代
に
お
け
る
佛
教
は
、
渡
末
後
約
二
百
年
の
間
に
、
朝
廷
椛

力
と
の
間
に
翠
固
な
む
す
び
つ
き
を
え
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
、

佛
教
敦
義
や
、
そ
の
世
界
観
に
酎
す
る
共
鳴
を
文
學
の
か
た
ち
で

示
す
も
の
も
あ
っ
た
゜
萬
業
集
に
そ
れ
を
見
る
。

さ
へ
つ
ぎ
み

太
宰
帥
大
伴
の
卿
、
凶
問
に
報
ふ
る
歌
一
首

し
さ
り

禍
故
重
娩
し
、
凶
問
累
に
集
る
。
永
く
崩
心
の
悲

な

み

た

た

た

を
懐
き
、
獨
り
覇
腸
の
泣
を
流
す
。
但
雨
君
の
大

の
み

助
に
依
り
て
、
傾
命
継
に
綴
ぐ
耳
。

ず
、
古
今
の
歎
く
所
な
り
。

世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
知
る
時
し

す
悲
し
か
り
け
り

に
よ
れ
ば
、
大
伴
旅
人
が
、
太
宰
府
の
し
て
九
州

に
あ
る
時
、
不
幸
が
重
な
っ
て
、
凶
事
の
報
せ
が
頻
り
に
集
っ
た

3

そ
の
報
せ
に
厨
し
て
、
答
へ
て
や
っ
た
手
紙
に
書
か
れ
た
も
の
が
、

こ
の
歌
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
こ
の
歌
の
生
れ
た
具
骸
的
な
事

情
が
明
瞭
で
は
な
い
の
だ
が
、
作
者
旅
人
が
、
一
大
不
幸
に
遭
遇

し
て
、
人
生
と
は
何
ぞ
や
と
い
ふ
こ
と
を
、
つ
き
つ
め
て
考
へ
ね

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
に
、
作
っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る

re

さ
う
し
た
思
索
の
時
に
あ
っ
て
、
思
索
の
根
底
と
な
る
も
の
は
佛

教
が
示
す
世
界
観
で
あ
っ
た
。
佛
教
の
無
常
思
想
に
も
と
づ
い
て
、

世
0
中
0
無
常
と
空
虚
と
を
思
ひ
し
っ
た
時
に
、
彼
は
あ
ら
た
め

て
、
し
み
じ
み
と
し
た
、
悲
し
み
を
感
じ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

八

木

上
代
文
學
に
佛
敦
が
ど
の
や
う
に
表
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か

い
よ
よ
ま
す
ま

〔
五
包
七
五
三
]

毅



上
代
文
學
に
佛
敦
が

枇
の
中
の

の
た
づ
き
知
ら
ず
も

の
や
う
に
表
出
ふ

J

ら
れ
て
ゐ

か

こ

の

の

歌

は

、

そ

の

よ

っ

て

、

河

原

寺

の

佛

党

0

押

に

あ

琴

，

0
血
に
書
か
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
、
佛
門
に
あ
る
作
布
が
、
人
生
を
無
常
と
観
ず
る
佛
教
思
想
を
、

そ
の
ま
ま
に
受
け
い
れ
て
詠
作
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る。
前

の

歌

に

、

に

の

二

つ

0

と
あ
る
の
は
、
契

沖
が
代
匠
記
に
指
摘
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
紐
に
、
人
間
世
界

を
「
生
死
海
」
と
表
現
し
て
ゐ
る
の
に
腕
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
0
歌
で
言
ふ
と
こ
ろ
が
、
生
の
悔
と
、
死
の
海
と
、
二
悔
洋
あ

り
と
考
へ
て
ゐ
る
か
、
二
つ
の
洵
で
な
く
、
洵
は
―
つ
で
、
そ
こ

に
生
と
死
と
い
ふ
現
象
が
無
常
に
も
起
つ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
こ
と

を
か
く
の
如
く
に
表
視
し
た
0
か
、
こ
れ
は
森
本
治
吉
間
士
0
指

せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
後
者
で
あ
る
と
思
は
れ
、
生
と
死
と
0

つ
の
苦
し
み
0
あ

る

人

間

の

い

や

だ

か

ら

、

0
世

超

越

し

た

麦

常

架

の

こ

、
と
い
ふ
で
あ
る
。

至
伍
詞
三
八
五

0
'
―

て
ゐ
る
。

の

で

あ

っ

0

元
年
正
月
、
正
六
位
下
か
ら
従
五
位
下
に
た
り
、

涙
守
と
な
り
、
和
銅
二
年
九
月
そ
0
政

月
吉
條
路
0
開
通
に
よ
り
封
戸
、
田
地

兼
尾
張
守
と
な
り
、

使
と
な
り
、
四
な

彼
〇
胸
中
に
は
、

あ
っ
た
こ
と
が

先
帝
の
元
叫

0
た
め
に
出

し
た

込

と
＞

し
、
冗
る
も
0

0

詞
一
＇
と
こ

、
2

し

こ

）
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、
大
作
旅
人
の

に
つ
づ
い
て
出

と
し

世
0
中

を

佃

に

へ
む

ら
、
さ

に

住
み
住
み
て

し
ぬ
び
つ
る
か
も
[
+
六
谷
三
八
四
九
〕

濯
干
の
山
を

、
さ
う
し

そ
し
船
〇

戸

五

一

ら
も
、
現
世
の

で
あ
る
こ
と

い
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
息
は
れ
る
。

人
間
世
界
の
煩
悩
を
た
ち
き
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に

る
。
佛
珀
に
い
っ
た
ん
婦
依
し
た
も
の
で

こ
と
が
あ
る
。

に
の

厭
は
し
み

の

゜



上
代
文
學
1
1

佛
教
が
ど
の
や
う
に
表
出
迂
ら
れ
て
ゐ
る
か

彼

は

投

老

七

年

、

の

た

め

に

筑

紫

に

赴

き

、

そ
こ
で
大
伴
旅
人
と
交
滸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

寺
院
0
経
消
は
、
不
緑
租
田
た
る
寺
田
を
保
有
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
主
と
し
て
支
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
ら
の
寺
田
の
生
産
力
を

維
持
し
た
も
の
は
、
い
は
ゆ
る
賤
民
階
級
の
家
人
、
奴
婢
の
た
ぐ

ひ
で
あ
っ
た
。
自
身
の
生
活
を
も
た
ぬ
、
奴
隷
で
あ
る
。
通
婚
を

禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
賤
民
で
あ
る
。
観
世
音
寺
は
官
寺
で
あ
り
、
い

ふ
ま
で
も
な
く
、
寺
田
も
奴
隷
も
あ
っ
た
。
遠
来
の
出
家
、
沙
淵

満
誓
は
、
筑
紫
に
来
、
旅
人
の
類
唐
趣
味
に
接
し
、
孤
獨
で
あ
る

う
ち
に
、
寺
の
家
人
の
中
に
、
容
貌
の
端
正
な
の
が
ゐ
る
の
に
氣

づ
い
た
。
人
目
を
忍
ぶ
逢
瀬
を
重
ね
て
ゐ
る
間
に
子
供
が
出
来
た
。

三
代
宜
録
、
貞
観
八
年
三
月
四
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
出
来
た
子

供
は
一
人
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
出
家
と
し
て
は
、
だ
ら
し
の

な
い
こ
と
で
あ
る
。
満
誓
が
萬
業
集
に
、
ひ
と
か
ど
の
文
學
者
ら

し
く
慰
の
歌
を
も
の
こ
し
て
ゐ
る
。
そ
の
彼
に
、
半
僧
半
俗
の
佛

道
者
と
し
て
の
懺
悔
録
が
の
こ
ら
ず
、
史
料
の
考
證
（
武
田
祐
吉
博

士
「
國
文
學
阿
完
萬
葉
集
篇
」
沙
鼎
謁
管
）
か
ら
、
か
う
し
た
こ
と

が
明
る
み
に
出
る
こ
と
は
彼
自
身
と
し
て
も
逍
憾
な
こ
と
で
あ
ら

う
と
思
ふ
。

令
の
制
度
に
よ
る
と
、
寺
院
は
治
部
省
の
管
轄
で
、
玄
蕃
寮
が

「
蕃
客
陪
見
謡
笠
送
迎
及
在
京
夷
狭
監
常
誼
舎
事
」
な
ど
と
共
に

管
掌
し
て
ゐ
た

3

し
か
し
、

0
こ
と
は
、
さ
う
し
た
外
務

馬
つ
な
ぎ

省
の
や
う
な
役
所
の
行
政
官
で
は
慮
理
し
が
た
い
貼
が
多
か
っ
た

の
で
、
僧
尼
令
に
所
謂
僧
綱
制
度
を
設
け
て
、
こ
れ
ら
の
方
面
の

秩
序
を
保
持
し
た
。
ま
た
畿
外
諸
園
で
は
、
地
方
官
た
る
殴
司
が

行
政
上
、
寺
院
を
監
察
し
て
ゐ
た
。
寺
院
に
は
、
皇
族
や
皇
臣
た

ち
が
賜
ふ
や
う
な
食
封
は
興
へ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
前
述
の

ご
と
く
、
寺
院
の
経
消
は
寺
田
の
施
入
に
よ
っ
て
主
と
し
て
支
へ

ら
れ
た
。
（
績
日
本
紀
、
天
平
十
―
―
―
年
の
詔
）
大
賓
令
の
僧
尼
令
を
み

て
も
、
い
か
に
佛
教
寺
院
が
梱
力
の
保
護
下
に
お
か
れ
て
ゐ
た
か

と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

佛
教
が
朝
廷
の
崇
敬
を
受
け
、
奈
良
時
代
に
入
る
と
政
教
一
致

の
政
策
が
進
み
、
遂
に
右
に
ふ
れ
た
や
う
な
天
平
十
三
年
の
闊
分

寺
條
令
に
ま
で
進
む
。
（
魚
澄
惣
五
郎
囲
士
「
古
祉
寺
の
研
究
」
王
朝

時
代
の
寺
院
制
度
と
園
分
寺
の
興
廣
お
よ
び
辻
笞
之
助
博
士
「
日
本
佛
教

史
之
研
完
」
國
分
寺
考
参
照
）
こ
の
や
う
に
國
家
の
力
で
保
設
せ
ら

れ
る
と
、
日
頃
、
佛
教
寺
院
の
内
部
に
お
け
る
堕
落
を
見
聞
し
て

ゐ
る
知
識
人
た
ち
の
間
に
、
佛
教
に
封
す
る
戯
譴
的
な
態
度
が
生

じ
て
く
る
。

佛
造
る
員
朱
足
ら
ず
ば
水
た
ま
る
池
田
の
朝
臣
が

鼻

の

上

を

ほ

れ

〔

十

六

璧

―

―

八

四

一

〕

こ
こ
に
は
佛
に
厨
す
る
崇
敬
の
念
も
、
帥
秘
と
す
る
精
帥
も
な
い
。

そ
り
く
ひ

法

師

ら

が

の

剃

杭

ぼ
ふ
し

侶
は
な
か
む

六
四

八
四
六
〕

い
た
く
な
ひ
き
そ



上
代
文
學
に
佛
敦
が
ど
の
や

腫

れ

て

配

〔
同
三
八
五
六
〕

「

田

断

鮪

」

な

ど

敗

0

こ
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
に
こ
の
歌
の
特
色
が
あ
る

の

だ

が

、

、

佛

教

0
影
罰
が
島
獣
に
ま
で
及
ぶ
と
い
ふ
思

想
0
あ
る
こ
と
指
摘
せ
ら
れ
た
CJ
は
森
本
拇
士
（
「
萬
葉
集
の
梢

神
と
秤
義
」
外
束
息
忍
）
で
あ
っ
た
。

古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
ア
ー
リ
ア
ン

作
れ
る
小
田
を

に
表
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か

そ
れ
に
答
へ
て

い
ま
し

や

た

ら

ば

汝

も

な

か

む

〔

同

三

八

四

七

〕

さ
き
0
歌

の

ユ

ー

モ

ア

に

に

は

、

や

は

り

ム

キ

に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
の
[

g

、
つ
つ
け
る
の
に
、

を
も
ち
出
し
た
り
し
て
、
そ
0

こ
こ
ろ
の
か
た
さ
を
あ
ら
は

し
て
ゐ
る

し
て
、
開
眼
師
と
し
て
迎
へ
ら
れ
た

の
に
伴
つ
て
来
朝
し
、

い
れ
て
作
ら
れ
た
戯

し
て
、

ひ
そ

あ
る
。

と
あ
り
、
法

て
、
剃
杭
と
い
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

い
つ

ハ
五

は
、
上
は
天
皇
か
ら
、
下
は
乞
食
に
至
る

は
隈
沃
な
ガ
ン
ガ
ー
流
域
を
占
め
て
、
ゆ
た
か
左
農
絣
文
化
を
築

プ

ラ

ー

フ

マ

ン

グ

ジ

ャ

ト

リ

ヤ

グ

ア

イ

シ

ャ

き
、
祭
官
階
級
は
武
士
階
級
と
結
ん
で
庶
民
階
級
お
よ
び
被
征
服

t

ヘ

ー

ド

ラ

民
の
奴
隷
階
級
の
骨
血
を
紋
っ
た
。
イ
ソ
ド
に
お
け
る
佛
敦
と
は

さ
う
し
た
所
謂
カ
ー
ス
ト
制
度
の
背
娯
を
も
つ
て
、
五
世
紀
頃
ま

、、

で
繁
榮
し
た
宗
教
で
あ
る
。
婆
羅
門
と
は
右
の
プ
ラ
ー
フ
マ
ン
の

謂
で
あ
る
。
佛
教
が
早
く
、
イ
ソ
ド
か
ら
退
け
ら
れ
る
連
命
に
遭

っ
た
の
は
、
平
等
思
想
に
た
ち
、
祉
會
的
に
は
カ
ー
ス
ト
を
否
定

し
よ
う
と
す
る
方
向
を
と
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
ア
ー
リ
ア
的
な
バ

ラ
モ
ソ
教
か
ら
八
世
紀
以
降
の
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
に
至
る
ま
で
、
カ
ー

ス
ト
制
度
の
維
持
に
蚊
も
飢
縛
に
と
り
く
ん
で
き
た
の
は
、
い
ふ

ま
で
も
な
く
プ
ラ
ー
フ
マ
ン
で
あ
る
。
佛
教
が
、
そ
の
や
う
に
理

想
主
義
的
な
、
社
會
正
義
と
平
等
思
想
と
を
も
つ
て
生
ひ
立
ち
な

が
ら
、
わ
が
闊
に
入
っ
た
そ
れ
は
、
樅
力
と
む
す
び
つ
い
て
本
来

的
な
質
賤
性
を
喪
失
す
る
こ
と
多
く
、
寺
田
に
奴
隷
を
使
役
し
て

悲
惨
な
人
生
を
多
敗
の
人
間
に
強
い
た
こ
と
は
武
田
拇
士
が
「
東

大
寺
の
奴
隷
」
（
前
掲
下
犀
所
牧
）
に
述
べ
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
。

自
ら
否
定
し
た
た
め
に
、
生
ひ
立
ち
の
國
を
追
ひ
出
さ
れ
た
佛

教
が
、
東
漸
し
て
わ
が
國
に
根
を
下
ろ
す
や
、
そ
の
し
た
も

の
を
彼
ら
自
身
に
持
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
何
た
る
で
あ
ら

ぶつ。



ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
陪
肝
の
人
間
の
心
の
歌
が
と
り
い
れ
ら
れ
て
あ

る
、
と
學
間
以
外
の
領
域
で
宜
他
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
上
代
文
化

は
、
常
時
の
一
般
庶
民
に
ま
で
、
阪
く
普
及
し
て
ゐ
た
か
の
如
く

に
、
思
は
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
い
ま
、
浴
ち
つ
い

た
眼
で
萬
染
集
を
古
叫
む
人
は
、
誰
も
然
様
な
こ
と
が
、
本
常
だ
と

思
つ
て
ゐ
な
い
。
あ
く
ま
で
買
族
の
歌
の
集
で
あ
る
。
少
敷
0
庶

民
の
作
品
や
歌
揺
は
、
い
づ
れ
も
費
族
の
手
．
定
通
じ
て
と
り
い
れ

ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
最
大
多
数
の
庶
民
は
、
無
知
口
だ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

そ
ん
な
彼
ら
の
前
に
、
き
ら
び
や
な
か
佛
教
文
化
の
装
ひ
を
こ

ら
し
て
、
新
し
い
思
想
の
注
入
が
行
は
れ
た
。
そ
れ
は
机
に
向
つ

て
思
索
す
る
と
い
っ
た
生
ま
や
さ
し
い
こ
と
が
ら
で
は
な
く
、
彼

ら
の
祉
會
的
地
位
や
、
生
活
の
根
腕
と
な
る
生
陀
手
段
を
、
ご
っ

そ
り
否
定
し
ま
ふ
、
お
そ
る
べ
き
火
餡
放
射
歳
で
あ
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
の
例
と
日
本
叡
異
記
か
ら
引
い
て
．
小
す
こ
と
に
す
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「
幼
き
時
よ
り
網
を
も
ち
て
魚
を
袖
り
、

-
」
と
い
ふ
の
が
あ
る
。

話
の
大
要
は
次
の
や
う
で
あ
る
。

の

お

し
月
之

播
磨
の
胄
防
片
の
郡
涙
於
寺
に
、
パ
ぷ
良
元
輿
寺
の
闘
侶
、
恥

應
を
招
い
て
法
華
紐
を
諮
じ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

ち
ゃ
う
ど
そ
の
時
、
涙
於
寺
の
近
く
に
仕
ま
ふ
礁
夫
が
、
そ

日
本
磁
異
記
上
在
に
、

上
代
文
學
に
佛
敦
が
ど
の
や
う
に
表
出
ふ

J

ら
れ
て
ゐ
る
か

の
家
の
内
に
な
っ
て
ゐ
る
桑
畑
に
展
轄
反
側
し
て
「
や
け
死

ぬ
／
．
や
け
死
ぬ
／
．
」
と
叫
ん
で
苦
し
ん
で
ゐ
た
。
家
人
が

助
け
よ
う
と
し
て
ゆ
く
と
「
あ
っ
ち
へ
い
つ
て
く
れ
、
お
れ

は
も
う
焼
け
死
に
さ
う
な
ん
だ
」
と
い
ふ
。
そ
の
親
が
、
び

つ
く
り
し
て
寺
に
か
け
こ
み
、
折
柄
逗
留
し
て
ゐ
た
慈
應
に

「
ど
う
し
た
も
の
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
」
と
う
か
が
ひ
を
た
て

た
と
こ
ろ
、
訂
臼
僧
は
、
お
も
む
ろ
に
児
文
を
附
へ
て
ゐ
た
が
、

そ
の
間
に
、
桑
畑
の
礁
夫
の
死
の
苦
し
み
は
、
け
ろ
つ
と
な

ほ
り
、
た
だ
ズ
ボ
ソ
を
燒
い
た
だ
け
で
助
か
っ
た
。
裔
僧
は
、

彼
が
そ
の
や
う
な
め
に
逍
ふ
の
は
、
幼
い
時
か
ら
、
長
ず
る

ま
で
、
網
を
う
つ
て
魚
を
と
る
を
わ
ざ
と
し
た
か
ら
で
あ
る
、

と
成
し
の
、
大
衆
の
中
で
、
そ
の
罪
の
懺
伯
と
改
心
と
を
行

は
し
め
た
．
紐
夫
は
以
後
、
『
ま
た
叫
心
を
行
は
ず
』

と
あ
る
〉
こ
こ
で
は
、
礁
夫
が
網
で
も
つ
て
魚
を
と
る
と
い
ふ
生

応
手
段
が
扇
心
」
で
あ
る
と
靡
定
し
、
そ
の
こ
と
を
『
大
衆
』
の

中
で
、
飴
大
の
口
を
通
じ
て
言
は
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ド
グ
マ

佛
教
者
が
、
こ
の
や
う
な
教
刑
を
持
ち
出
す
ま
で
は
、
わ
が
國

、、

の
礁
業
者
は
、
罪
人
で
は
な
く
、
そ
の
多
く
は
安
偽
氏
、
海
部
氏

お
は
み
た
か
ら

に
所
属
す
る
百
姓
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
農
耕
者
や
費
族

‘
 

や
朝
廷
に
、
日
々
の
糧
を
供
す
る
良
民
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら

の
生
産
物
は
、
古
事
記
上
谷
「
猿
女
の
君
」
の
他
来
の
章
以
下
に

見
え
る
や
う
に
の
散
物
、
の
狭
物
』
（
大
小
の
魚
の
謡
）
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上
代
文
學
に
仰
教
が
ど
の
や
う
に
表
出
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か

と
た
た
ヘ

文
化
0

、

平
安
初
期
に

の

に
も
あ
る
。

れ
た
も
0
だ
っ
た
の
て
あ
る
。
佛
教
と
い

で
あ
る
。

/‘ 
七

の

の

棚

に

お

い

て

行

は

れ

、

如

何

の

も

の

で

あ

っ

た

か

が
判
る
て
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
わ
が
阪
佛
教
の
、
ヴ
ァ
イ
ク
ル
な

不

0

一
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。




