
　

今
、
玄
奘
訳
『
大
阿
羅
漢
難
提
蜜
多
羅
所
説
法
住
記
』
と
そ
れ
に

相
応
す
る
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
の
両
訳
（
本
稿
に
限
り
両
訳
に
共
通
す
る
本

経
を
指
す
と
き
に
は
『
法
住
記
』
と
略
称
す
る
）
の
対
照
本
の
作
成
と
そ

の
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
基
づ
く
和
訳
を
な
し
終
わ
っ
て（

１
）
ま
だ
二
日
と
経
っ

て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
短
い
経
典
ゆ
え
簡
単
に
終
わ
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
始
め
た
こ
と
が
意
外
に
時
間
を
喰
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
た
め
、
そ
れ
を
俟
っ
て
着
手
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
標
記
の
タ
イ

ト
ル
に
は
、「
序
」
を
加
え
て
、
今
回
は
、
先
の
仕
事
が
単
な
る
対

照
本
と
和
訳
と
の
み
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
あ

る
程
度
予
告
で
き
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

　

先
の
仕
事
を
な
ぜ
始
め
た
か
と
い
う
こ
と
は
そ
こ
に
も
記
し
た
の

で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
そ
の
折
に
作
成
し
配
布
し
た
プ
リ
ン
ト
を
学

部
長
で
あ
る
石
井
修
道
博
士
が
御
覧
に
な
っ
て
記
憶
に
留
め
て
お
ら

れ
た
こ
と
が
本
稿
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
に
な
る
の
で
あ
る
。
私
に

は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
が
、
始
ま
っ
て
か
ら
彼
此
十
年
く
ら
い

に
は
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
今
時
を
象
徴
す
る
例
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ

羅
漢
信
仰
の
思
想
背
景―

―

『
法
住
記
』
私
釈―

―

（
序
）

ン
パ
ス
の
模
擬
授
業
に
突
如
学
部
長
よ
り
お
呼
び
が
か
か
っ
た
。
私

は
、
今
や
幟
す
ら
は
た
め
く
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
は
「
研
究
」
よ

り
「
教
育
」
に
重
点
を
移
す
べ
く
文
科
省
（
文
部
省
）
に
よ
っ
て
仕

向
け
ら
れ
た
現
在
の
大
学
の
象
徴
の
よ
う
な
気
が
し
て
個
人
的
に
は

誠
に
嫌
い
な
も
の
な
の
だ
が
、
学
部
よ
り
短
期
大
学
に
身
を
移
し
て

い
た
間
に
も
二
、三
度
経
験
し
て
お
り
、
今
年
は
学
部
に
戻
っ
て
す

ぐ
だ
っ
た
の
で
、
学
部
長
の
意
向
と
あ
れ
ば
断
る
わ
け
に
も
い
か
な

か
っ
た
と
こ
ろ
へ
加
え
て
、
電
話
の
向
こ
う
の
学
部
長
は
「
あ
の
プ

リ
ン
ト
で
い
い
よ
」
と
ま
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は

あ
っ
さ
り
承
諾
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
私
の
担
当
分
の
模
擬
授
業

は
、
二
〇
〇
六
年
七
月
十
六
日
（
日
）
に
実
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
題

名
が
「
序
」
を
外
し
た
標
記
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
っ
た
た
め
、
学
部
に
戻
っ
た
後
の
最
初

の
紀
要
に
は
こ
の
テ
ー
マ
を
秘
か
な
自
分
な
り
の
記
念
と
し
て
書
け

ば
い
い
や
く
ら
い
に
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
仰
け
か
ら
思
い
ど

お
り
に
問
屋
が
卸
さ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

袴　
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も
っ
と
も
何
事
も
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
の
が
世
の
常
で
あ
ろ

う
か
ら
大
仰
に
言
う
必
要
も
な
い
の
だ
が
、
生
来
の
無
計
画
と
粗
忽

さ
に
加
齢
現
象
ま
で
付
随
し
て
し
ま
っ
た
か
、
大
ポ
カ
も
益
々
多
く

な
っ
て
き
た
。
つ
い
最
近
も
、
先
の
仕
事
を
終
え
る
直
前
の
十
一
月

十
一
日
の
土
曜
日
に
、
松
田
和
信
氏
よ
り
資
料
を
付
し
た
お
手
紙
を

頂
き
、
拙
稿
「
実
修
行
派
の
経
典
背
景
の
一
実
例
」
で
扱
っ
た
「
摂

異
門
分
」
の
一
節（

２
）
は
、
松
田
氏
が
か
つ
て
「『
瑜
伽
論
』「
摂
異
門
分
」

の
梵
文
断
簡（

３
）
」
で
校
訂
し
和
訳
さ
れ
た
も
の
の
中
に
含
ま
れ
て
い

る
、
と
の
御
教
示
に
与
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
そ
の
御
論
文
抜

刷
を
十
二
年
前
に
著
者
御
自
身
か
ら
頂
き
、
し
か
も
そ
れ
を
五
年
前

の
拙
著
で
は
補
足
ま
で
し
て
い
る（

４
）
私
と
し
て
は
、
単
な
る
呆
け
の
見

落
と
し
で
は
す
ま
な
い
大
失
態
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
決
し
て

謝
罪
し
て
す
む
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
、
松
田
氏
の
御

教
示
に
感
謝
す
る
と
共
に
、
私
の
粗
忽
を
衷
心
よ
り
お
詫
び
し
て
お

き
た
い
。
し
か
る
に
、
私
の
方
は
、
そ
の
松
田
氏
の
御
成
果
を
全
く

参
照
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
当
該
箇
所
で
は
、
無
駄
な
努
力
を

重
ね
た
上
で
重
要
な
と
こ
ろ
で
は
余
計
な
誤
り
も
犯
す
と
い
う
「
自

業
自
得
」
の
当
然
の
結
果
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る（

５
）
が
、
思
え
ば
、

そ
の
上
記
拙
稿
は
、
当
然
周
知
さ
れ
て
い
て
よ
い
は
ず
の
経
典
背
景

が
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
老
婆
心
を
執
筆

動
機
と
し
て
い
た
だ
け
に
、
本
当
の
無
知
者
は
自
分
で
あ
っ
た
と
思

い
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
結
末
は
仏
天
の
与
え
た
も
の
と
し
か
感
じ
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。

　

す
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
の
翌
日
の
十
二
日
の
日
曜
の

『
毎
日
新
聞
』
に
は
、
タ
リ
バ
ン
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
バ
ー
ミ

ヤ
ー
ン
の
大
石
仏
よ
り
出
た
『
縁
起
経
』
断
簡
の
松
田
氏
の
解
読
の

こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
た（

６
）
。
そ
の
記
事
の
終
わ
り
の
二
節
の
み
を
引

け
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

松
田
教
授
に
よ
る
と
、
経
文
は
北
イ
ン
ド
か
ら
パ
キ
ス
タ
ン
、
ア
フ
ガ

ン
に
ま
た
が
る
地
域
で
6
〜
７
世
紀
に
使
わ
れ
た
「
ギ
ル
ギ
ッ
ト
・
バ
ー

ミ
ヤ
ン
第
一
型
文
字
」
で
書
か
れ
て
い
た
。
縁
起
経
は
、
万
物
は
永
遠
不

滅
で
は
な
い
こ
と
を
説
く
代
表
的
な
経
典
。
仏
教
思
想
の
根
幹
を
表
し
、

こ
れ
を
「
縁
起
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。

　
　

経
文
の
内
容
は
、
ブ
ッ
ダ
が
修
行
僧
に
対
し
「
あ
な
た
方
に
縁
起
（
の

要
点
と
詳
細
）
を
説
明
し
よ
う
。（
そ
れ
を
聞
い
て
し
っ
か
り
）
正
し
く

（
考
え
な
さ
い
）」
と
説
く
冒
頭
部
分
だ
っ
た
。

　

右
引
用
の
最
末
尾
に
訳
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
経
文
の
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
文
を
既
刊
のT

ripāt

4hī

教
授
の
校
訂
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、

＂
pratītyasam

utpādasya vo bhiks

4ava ādiñ ca deśayis

4ye 
vibhan

4gañ ca / tac chrn4
4uta sādhu ca sus

4t

4hu ca m
anasi 

kurta bhās

4is

4ye （
７
）"

と
な
ろ
う
が
、
問
題
の
『
縁
起
経
』
そ
の
も
の
の

文
献
史
や
思
想
史
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
松
田
和
信
氏
御
自

身
の
御
成
果（

８
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

さ
て
、
冒
頭
か
ら
脱
線
気
味
と
感
じ
さ
せ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
私
自
身
は
必
ず
し
も
そ
の
気
持
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

『
法
住
記
』
に
つ
い
て
私
釈
を
加
え
る
と
は
、
仏
教
の
教
団
的
発
展

羅
漢
信
仰
の
思
想
背
景
（
序
）（
袴
谷
） 
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の
中
で
三
蔵
の
伝
承
と
展
開
を
見
通
し
な
が
ら
そ
の
解
釈
を
行
っ

て
い
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
如
上
に
述
べ
た
よ
う

な
こ
と
も
決
し
て
『
法
住
記
』
と
無
縁
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
三
蔵
と
は
、
仏
教
の
正
統
説
と
し
て
の

説
一
切
有
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
経
蔵
と
論
蔵
と
は
多
く
の
場
合

善
（kuśala

）、
律
蔵
は
多
く
の
場
合
無
記
（avyākr

4ta

）
と
さ
れ

る（
９
）
。
こ
れ
に
若
干
の
私
釈
を
加
え
る
と
、「
思
想
（dr

4s

4t

4i

）」
や
「
哲

学
（abhidharm

a

）」
に
関
す
る
問
題
は
論
理
的
も
し
く
は
倫
理
的

に
正
邪
の
決
択
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
習
慣
（śīla

）」
や

「
生
活
（vinaya

）」
に
関
す
る
問
題
は
論
理
的
も
し
く
は
倫
理
的
に

正
邪
の
決
択
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
説
一
切
有
部
の
見
解
は
、
私
に
は
仏
教
の
秀
れ
た
一
面
を
披
瀝
し

た
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
習
慣
」
や
「
生
活
」
の
後

者
に
対
す
る
仏
教
の
優
し
さ
も
「
思
想
」
や
「
哲
学
」
の
前
者
が
厳

し
く
働
い
て
こ
そ
全
体
が
十
分
に
機
能
し
う
る
も
の
だ
け
に
、
前
者

が
少
し
で
も
希
薄
に
な
っ
て
い
く
と
後
者
の
優
し
さ
は
現
実
妥
協
に

転
じ
や
す
い（

10
）
。
し
か
も
、
極
め
て
、
残
念
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
仏

教
教
団
発
展
の
大
き
な
広
が
り
を
も
っ
た
周
辺
で
は
こ
の
現
実
妥
協

の
側
面
が
濃
厚
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
現
実
と
は
、
イ
ン
ド
に
あ
っ
て
は
、「
無
我

説
（anātm
a-vāda

）」
と
「
苦
行
主
義
」
批
判
と
い
う
仏
教
の
「
思

想
」
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
、「
我
説
（ātm

a-vāda

）」
と
「
苦

行
主
義
」
讃
美
と
い
う
イ
ン
ド
の
「
習
慣
」
と
も
い
う
べ
き
「
土
着

思
想
」
す
な
わ
ち
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
イ
ズ
ム
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
し
か
る
に
、
仏
教
の
実
質
的
発
展
と
は
、
伝
統
的
仏
教
教
団

の
発
展
以
外
に
あ
り
え
な
い
か
ら
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
大
乗
経
典
と

い
え
ど
も
、
基
本
的
に
は
、
特
定
の
伝
統
的
仏
教
教
団
に
所
属
す
る

出
家
者
な
し
に
は
、
そ
の
創
作
も
伝
承
も
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

11
）
。

　

か
か
る
伝
統
的
仏
教
教
団
の
歴
史
的
展
開
の
仕
組
み
を
仏
教
の

「
思
想
」
の
側
か
ら
イ
ン
ド
の
「
習
慣
」
で
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
イ
ズ

ム
と
の
関
係
に
お
い
て
見
て
い
け
ば
ど
の
よ
う
に
な
る
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
た
も
の
が
、
拙
書
『
仏
教
教
団
史

論（
12
）
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
仏
教
の
教
団
的
発
展
を
支
え
た

仏
教
の
重
要
な
「
思
想
」
に
は
「
自
利
」
と
「
利
他
」
と
も
あ
る

ゆ
え
、
そ
の
通
俗
的
な
側
面
を
、
後
に
、「
出
家
菩
薩
（pravrajito 

bodhisattvah

4

）」
と
「
在
家
菩
薩
（gr

4hī /gr

4hastho bodhisattvah

4

）」

と
の
関
係
に
特
定
し
て
考
察
し
て
み
た
も
の
が
、
拙
稿
「
出
家
菩
薩

と
在
家
菩
薩（

13
）
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
そ
の
拙
稿
の
末
尾

に
記
し
た
こ
と
は
、
本
稿
で
扱
う
『
法
住
記
』
の
根
本
思
想
で
あ
る

「
福
田
思
想
」
が
「
解
脱
思
想
」
で
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
問
題
把

握
に
お
い
て
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
左
に
も
示

し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い（

14
）
。

　
　

在
家
「
生
活
」
が
単
な
る
夢
幻
で
は
な
い
、
仏
教
「
哲
学
」
に
裏
づ
け

ら
れ
た
明
確
な
現
実
と
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
せ
っ
か
く
経
済
的

な
繁
栄
の
も
と
に
大
規
模
化
し
た
僧
院
の
文
化
施
設
の
舞
台
上
に
あ
り
な

羅
漢
信
仰
の
思
想
背
景
（
序
）（
袴
谷
） 
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が
ら
、「
僧
院
主
義
（the cenobitical principle

）」
に
抗
し
て
「
隠
遁

主
義
（the erem

itical principle

）」
を
回
顧
し
羨
望
す
る
だ
け
な
ら
ば
、

大
乗
の
成
立
に
よ
っ
て
仏
教
が
広
く
開
放
さ
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、「
成

仏
」
が
「
解
脱
思
想
」
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
は
、
大
乗
仏
教
は
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
イ
ズ
ム
的
な
通
俗
的
霊
魂
肯
定
説
に
終
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ

う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
法
住
記
』
の
玄
奘
訳
が
な
っ
た
の
は
、
智
昇
の
『
開

元
録（

15
）
』
に
よ
れ
ば
、
六
五
四
（
永
徽
五
）
年
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
、
最

古
の
訳
経
目
録
で
あ
る
『
デ
ン
カ
ル
マ
』
は
勿
論
『
パ
ン
タ
ン
マ
』

に
も
な
く
プ
ト
ゥ
ン
の
『
目
録
』
に
な
っ
て
記
載
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た（

16
）
の
で
、
早
く
て
も
「
後
伝
期
」
の
初
期
す
な
わ
ち
十
一
世
紀

中
頃
の
翻
訳
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
訳
と
も
当
時
イ
ン
ド
に
流
布
し

て
い
た
も
の
が
余
り
時
を
経
ず
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
両
訳
の
原
典
は
、
七
世
紀
前
半
か
ら
十
一
世
紀
前
半
の
イ
ン
ド

の
伝
統
的
仏
教
教
団
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
教

団
と
は
ま
さ
に
「
経
済
的
な
繁
栄
の
も
と
に
大
規
模
化
し
た
僧
院
の

文
化
施
設
」
を
擁
し
た
教
団
（sam

4gha

、
僧
）
で
あ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
そ
の
繁
栄
の
時
代
的
痕
跡
の
有
力
な
一
つ
が
冒
頭
で
も
触
れ

た
バ
ー
ミ
ヤ
ー
ン
の
大
石
仏
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
を
『
法
住
記
』

自
体
に
求
め
れ
ば
、
例
え
ば
、
Ｆ
Ⅰ
段
に
示
さ
れ
る
仏
像
の
素
材
の

多
様
さ
、
あ
る
い
は
、
Ｆ
Ⅲ
段（

17
）
に
示
さ
れ
る
教
団
の
催
し
事
の
多
様

さ
に
そ
れ
は
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
法
住
記
』
の
同
じ

箇
所
で
も
、
玄
奘
訳
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
の
間
に
は
や
は
り
大
き
な
進

展
が
認
め
ら
れ
、
例
え
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
よ
れ
ば
、
両
段
中
の
前

者
に
は
象
牙
（ba so, hasti-danta

）
で
造
ら
れ
た
仏
像
が
出
て
き
た

り
、
後
者
に
は
教
団
に
対
す
る
絨
毯
（' dings pa, āstaran

4a

）
の
寄

進
が
出
て
き
た
り
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
玄
奘
訳
中
に
は
な
い
の
で
あ

る
。『
法
住
記
』
を
創
作
し
伝
承
し
た
伝
統
的
仏
教
教
団
は
、
恐
ら

く
、
基
本
的
に
同
じ
系
統
の
部
派
に
所
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
増
広
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
や
は
り

充
分
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
こ
の
『
法
住
記
』
を
創
作
し
伝
承
し
て
き
た
部
派
に
は
ど

の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
で
触
れ
る
こ
と

に
し
て
、『
法
住
記
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
題
は
、
よ
り
そ
れ
を

伝
え
る
可
能
性
の
高
い
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
な
部
分

に
つ
い
て
はN

andim
itrāvadāna

（『
ナ
ン
デ
ィ
ミ
ト
ラ
教
訓
物
語
』）

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
か
か
る
題
名
を
も
つ
文

献
は
、
文
献
史
的
に
はavadāna

文
献
と
称
さ
れ
る
部
類
に
属
す
る

が
、
智
昇
が
本
経
を
「
聖
賢
伝
記
録
」
の
「
梵
本
翻
訳
集
伝
」
に
分

類
し
て
い
る
の
を
ひ
と
ま
ず
置
け
ば
、
プ
ト
ゥ
ン
も
ま
た
〝rtogs 

brjod

（avadāna

）〞
の
部
類
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
は
一
応
注
目

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

18
）
。
一
方
、
そ
のavadāna

文
献
に
お

け
るavadāna

の
意
味
に
関
し
て
は
、
従
来
も
多
く
の
解
釈
が
示
さ

れ
て
き
た
が
、
仏
教
説
話
の
研
究
者
で
あ
る
平
岡
聡
博
士
は
、
平
川

彰
博
士
の
「
教
訓
譬
喩
」
と
い
う
解
釈
を
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら
、

そ
の
説
話
の
特
質
を
、「
現
在
（
or
未
来
）
の
果
報
を
過
去
（
or
現
在
）

羅
漢
信
仰
の
思
想
背
景
（
序
）（
袴
谷
） 
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の
業
で
説
明
す
る
話
」
に
求
め
て
お
ら
れ
る（

19
）
。『
法
住
記
』
も
ま
た
、

そ
の
話
の
展
開
の
大
筋
は
、
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
如
来
下
の
未
来
の
果
報

を
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
如
来
下
の
現
在
の
業
で
説
明
す
る
話
と
し
て
押

さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
題
名
ど
お
り
のavadāna

文
献
の
一

種
と
見
做
す
こ
と
が
、
平
岡
博
士
の
御
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
も
、

成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
私
は
、
こ
れ
を
語
る
ナ
ン
デ
ィ

ミ
ト
ラ
（N

andim
itra

）
のavadāna

を
「
教
訓
物
語
」
と
訳
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
法
住
記
』
の
話
そ
れ
自

体
は
通
俗
的
な
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
要
素

も
た
っ
ぷ
り
と
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
も
充
分
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
他
方
で
は
、
か
か
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
通
俗
的
「
教
訓
物

語
」
が
伝
統
的
仏
教
教
団
で
も
創
作
さ
れ
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
伝
統
的
仏
教
教
団
で
あ
れ
ば
、
仏

教
で
あ
る
限
り
必
ず
そ
の
教
団
内
に
は
三
蔵
が
保
持
さ
れ
て
い
た
と

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
通
俗

的
で
大
乗
経
典
さ
え
か
な
り
の
数
に
わ
た
っ
て
列
挙
す
る
『
法
住

記
』
自
体
が
、
そ
の
法
宝
の
中
に
大
乗
経
典
と
並
べ
て
三
蔵
に
も
Ｆ

Ⅱ
段
で
、
き
ち
ん
と
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
印
象
深
い
。
就

中
、
三
蔵
の
第
一
の
経
蔵
と
し
て
五
阿
含
（ā gam

a

）
が
明
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
左
に
、
そ
の

五
阿
含
を
『
法
住
記
』
の
両
訳
の
示
す
順
序
ど
お
り
に
図
示
し
て
お

く
こ
と
に
し
た
い
。
一
番
上
が
ほ
ぼ
確
実
に
推
定
さ
れ
る
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
原
語
、
次
が
チ
ベ
ッ
ト
訳
、
最
後
が
玄
奘
訳
で
あ
る
。

①D
īrghâgam

a
Lung ring po

長
阿
笈
摩

②M
adhyam

âgam
a
Lung bar m

a

中
阿
笈
摩

③Ekottarâgam
a

gCig las 'phros pa'i lung

増
一
阿
笈
摩

④Sam

4yuktâgam
a
Y
ang dag par ldan pa'i 
lung

相
応
阿
笈
摩

⑤K
s

4udrakâgam
a
Lung phra m

o

雑
類
阿
笈
摩

 　

こ
こ
で
、
玄
奘
が
、
彼
以
前
の
訳
語
と
し
て
中
国
に
定
着
し
て

い
た
「
雑
阿
含
（Sam

4yuktâgam
a

）」
をK

s

4udrakâgam
a

と
区
別

す
る
必
要
が
あ
る
時
に
は
、
後
者
を「
雑
類
0

0

阿
笈
摩
」と
し
前
者
を

「
相
応
0

0

阿
笈
摩
」
と
訳
し
分
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
、
四
阿
含
の
伝
承
を
守
っ
た
説
一
切
有
部
、
お
よ
び
そ

れ
に
準
じ
た
実
修
行
派
（Y

ogācāra

）
の
四
つ
だ
け
の
列
挙
の
時
の

Sam

4yuktâgam
a

に
相
当
す
る
玄
奘
訳
の
「
雑
阿
笈
摩
」
と
、『
倶

舎
論
』
中
で
た
ま
た
ま
言
及
さ
れ
る
四
阿
含
外
のK

s

4udrakâgam
a

に
相
当
す
る
同
じ
玄
奘
訳
の
「
雑
阿
笈
摩
」
と
の
混
同
が
避
け
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
と
も
期
待
さ
れ
る（

20
）
。
し
か
し
、
本
来
は
、
四
阿
含
外
の

雑
居
的
部
類
を
意
味
す
るK

s

4udrakâgam
a

（
雑
阿
含
）
の
成
立
展

開
は
、K

s

4udraka-pit

4aka

（
雑
蔵
）
の
成
立
展
開
と
共
に
、
ま
だ

羅
漢
信
仰
の
思
想
背
景
（
序
）（
袴
谷
） 
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ま
だ
未
解
明
で
複
雑
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ

以
上
触
れ
な
い
こ
と
に
し
て
、
今
は
、
こ
れ
を
除
い
た
四
阿
含
の
順

序
だ
け
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
し
か
る
に
、
従
来
の
研
究
に

よ
れ
ば
、
前
者
の
よ
う
な
四
阿
含
の
順
序
を
採
用
す
る
部
派
は
法
蔵

部
（D

harm
aguptaka

）
と
さ
れ
、『
法
住
記
』
自
体
が
そ
の
列
挙
例

の
典
型
に
数
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る（

21
）
。
し
か
も
、
私
も
ま
た
、

上
述
の
問
い
に
答
え
る
べ
く
そ
の
件
を
こ
こ
で
言
え
ば
、
従
来
の
説

の
通
り
に
、『
法
住
記
』
は
法
蔵
部
に
お
い
て
創
作
さ
れ
伝
承
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
更
に
積
極
的
に
言
え
ば
、
恐
ら
く
は
、
こ

れ
に
遥
か
に
先
立
っ
て
、『
法
住
記
』
自
体
に
例
挙
さ
れ
て
い
く
よ

う
に
な
る
大
乗
経
典
の
か
な
り
の
も
の
が
こ
の
部
派
に
お
い
て
も
創

作
さ
れ
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
法
蔵
部
を
含
む
伝
統
的
仏
教
教
団
と
大
乗
経
典
の
創
作
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
既
に
私
見
を
述
べ
た
こ
と
も
あ
る（

22
）
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
こ
こ
で
、
あ
る
部
分
に
お

い
て
三
蔵
の
伝
承
を
説
一
切
有
部
と
共
有
し
た
か
も
し
れ
な
い
実
修

行
派
の
大
乗
仏
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
て
お
け
ば
、
三
蔵
中

の
経
蔵
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
伝
統
的
な
経
（sūtra

）
を
荘
厳

（alam

4kāra

）
し
解
釈
し
て
い
く
の
が
大
乗
仏
教
で
あ
る
と
考
え
た

も
の
も
実
修
行
派
の
中
に
は
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る（

23
）
。

　

さ
て
、「
羅
漢
信
仰
」
と
い
え
ば
、
代
表
的
な
も
の
は
十
六
羅
漢

信
仰
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
限
定
さ
れ
た
信
仰
の
上
で
は
、
そ
の
大
本

は
、
本
稿
の
第
一
行
目
に
記
し
た
、
玄
奘
訳
『
大
阿
羅
漢
難
提
蜜
多

羅
所
説
法
住
記
』
に
あ
る
。
今
年
の
四
月
二
十
日
（
木
）
よ
り
六
月

四
日
（
日
）
に
か
け
て
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
「
阿
羅
漢
」
展
も
十
六
羅
漢
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
羅
漢

像
の
宮
内
庁
本
と
称
名
寺
本
と
の
邂
逅
を
主
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
折
に
、
道
津
綾
乃
氏
を
中
心
に
用
意
さ
れ
た
展
示
会

用
の
小
冊
子
『
阿
羅
漢
』
に
は
、
こ
の
意
味
で
の
中
国
や
日
本
に
お

け
る
「
羅
漢
信
仰
」
の
こ
と
も
手
際
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
る（

24
）
。
ま
た
、

日
本
に
お
け
る
玄
奘
訳
に
基
づ
く
「
羅
漢
信
仰
」
文
献
と
し
て
は
、

そ
こ
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
、
明
恵
の
『
十
六
羅
漢
講
式
』
や
道
元

の
『
羅
漢
供
養
式
文
』
な
ど
も
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る（

25
）
。
更
に
、

チ
ベ
ッ
ト
に
は
、
上
述
の
ご
と
く
、
こ
の
玄
奘
訳
の
同
本
異
訳
と
し

て
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
な
が
ら
、
却
っ
て
玄
奘
訳
か

ら
の
影
響
の
方
が
大
き
か
っ
た
よ
う
な
側
面
が
あ
り
、
十
六
羅
漢

に
、『
法
住
記
』
の
語
り
手
で
あ
る
ナ
ン
デ
ィ
ミ
ト
ラ
と
、
漢
訳
者

で
あ
る
玄
奘
と
を
加
え
た
十
八
羅
漢
信
仰
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
方
面
に
お
い
て
は
、
ま
ず
は
、S. Lév

 i

教
授
とÉ. Chavannes

教
授
と
の
共
著
論
文
、
お
よ
び
、
山
口
瑞
鳳
博
士
の
そ
れ
を
踏
ま
え

た
御
成
果
が
参
照
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

26
）
。

　

し
か
る
に
、
本
稿
は
、
そ
の
「
羅
漢
信
仰
」
の
思
想
背
景
を
、
そ

の
大
本
で
あ
る
『
法
住
記
』
は
勿
論
、
そ
の
思
想
系
譜
を
な
す
淵
源

に
ま
で
、
で
き
れ
ば
遡
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
意
図
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
今
回
は
、
急
遽
「
序
」
を
付
し
た
こ
と
で
、

羅
漢
信
仰
の
思
想
背
景
（
序
）（
袴
谷
） 
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『
法
住
記
』
自
体
を
中
心
と
し
た
考
察
は
見
送
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、

そ
の
橋
渡
し
に
な
る
く
ら
い
の
責
め
は
果
た
し
て
お
き
た
い
。

　

上
述
し
た
ご
と
く
、『
法
住
記
』
の
根
本
思
想
は
「
福
田
思
想
」

に
あ
る
が
、
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
す
玄
奘
訳
の
定
型
句
が
「
作
真
福

田
、
令
（
彼
施
者
）、
得
大
果
報
。」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
に

相
当
す
る
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
単
に
「
布
施
を
清
浄
に
す
る
（sbyin pa 

yongs su dag par byed/bya

）
と
あ
る
の
み
で
あ
る（

27
）
。
根
本
思
想
を

表
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
定
型
句
に
こ
の
よ
う
な
か
な
り
大
き

な
相
違
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も
前
者
か
ら
後
者
に
万
が
一
に
も
後
退

し
た
結
果
で
の
相
違
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
両
訳
に
共
通
す

る
根
本
思
想
と
は
呼
べ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
私
に
は

必
ず
し
も
後
退
と
は
思
わ
れ
ず
や
は
り
「
福
田
思
想
」
が
強
化
さ
れ

た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
福
田
思
想
」
と
は
、
こ
こ
で
は
図
を
省
略
す
る
が
、「
在
家
菩
薩
」

で
あ
る
イ
が
、「
出
家
菩
薩
」
で
あ
る
苦
行
者
や
阿
羅
漢
も
し
く
は

「
仏
塔
」
や
「
霊
場
」
で
あ
る
「
福
田
（pun

4ya-ks

4etra, daks
4in
4ī ya

）」

の
ロ
に
対
し
て
、
ハ
の
名
目
で
、
布
施
を
始
め
と
す
る
善
業
を
作
す

こ
と
に
よ
っ
て
悪
業
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え
方
を

い
う（

28
）
。
そ
の
考
え
方
の
中
心
に
位
置
す
る
ロ
の
「
福
田
」
に
関
し
て
、

玄
奘
訳
の
よ
う
に
、
当
の
十
六
人
の
阿
羅
漢
が
そ
の
真
の
「
福
田
」

そ
の
も
の
に
な
る
と
い
う
表
現
と
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
よ
う
に
、
十
六

人
の
上
座
（
阿
羅
漢
）
が
受
領
し
た
「
布
施
を
清
浄
に
す
る
」
と
い

う
表
現
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、「
福
田
」
の
真
価
を
率
直
に
表
現

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
努
め
て
い
る
前
者
に
対
し
て
、
後
者
で

は
、
既
に
そ
の
「
福
田
」
の
真
価
を
自
明
の
も
の
と
し
て
し
ま
っ
た

上
で
、「
福
田
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
断
る
必
要
の
な
く
な
っ

た
ロ
の
十
六
人
の
上
座
が
イ
の
差
し
出
す
布
施
を
清
浄
に
し
て
や
る

と
言
わ
ん
ば
か
り
の
口
吻
が
感
じ
ら
れ
て
、
私
に
は
却
っ
て
後
者
に

お
い
て
名
も
な
い
「
福
田
」
が
強
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
不
謹
慎
か
も
し
れ
な
い
が
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ

（m
oney laundering

）
に
お
い
て
、
名
の
あ
る
「
福
田
」
と
、
名
は

な
い
が
言
わ
ず
と
知
れ
た
「
福
田
」
と
、
ど
ち
ら
が
有
力
で
強
力
か

と
い
え
ば
、
後
者
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、『
法
住
記
』
に
登
場
す
る
「
福
田
」
は
必
ず
し
も

十
六
人
の
阿
羅
漢
（
上
座
）
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
取
巻
き
の
阿
羅
漢

も
「
福
田
」
で
あ
ろ
う
し
、
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
如
来
や
マ
イ
ト
レ
ー

ヤ
如
来
に
至
っ
て
は
最
上
の
「
福
田
」
と
し
て
登
場
す
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
「
教
訓
物
語
（avadāna

）」
の
語
り
手
で
あ
る
ナ
ン

デ
ィ
ミ
ト
ラ
自
身
も
ま
た
『
法
住
記
』
の
最
末
尾
に
お
い
て
「
入

滅
（yongs su m

ya ngan las 'das, parinir-V
R

4, parinir-V （
29
）Ā

、
入
…
般

涅
槃（
界
））」
を
示
し
て
自
ら
も
「
福
田
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
認
め
た
比
丘
た
ち
は
、
彼
を
火

葬
し
て
仏
塔
（stūpa

）
を
建
立
し
て
供
養
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
明
ら
か
に
仏
教
の
開
祖
の
「
入
滅
」
を
物
語
る
『
大
般
涅
槃

経
（M

ahāparinibbāna-suttanta, M
ahāprinirvān

4a-sūtra

）』
の
そ
の

場
面（

30
）

を
模
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
、『
法

羅
漢
信
仰
の
思
想
背
景
（
序
）（
袴
谷
） 

七



住
記
』
に
示
さ
れ
た
「
福
田
思
想
」
や
「
解
脱
思
想
」
の
系
譜
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
上
記
の
長
篇
の
『
大
般
涅
槃
経
』
の
諸
本

を
考
慮
に
置
く
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
短
篇
の
『
大
般
涅
槃
経
』
で

同
じ
玄
奘
訳
の
漢
訳
で
は
『
仏
臨
涅
槃
記
法
住
経
』
と
称
さ
れ
て
い

る
も
の（

31
）
や
、
漢
訳
の
み
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
短
経
『
仏
説
諸
徳
福
田

経（
32
）
』
な
ど
も
考
察
対
象
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
福
田
思
想
」
は
、
そ
こ
に
霊
魂
肯
定
説
（
我
説
）

が
浸
透
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、「
福
田
」
の
真
に
「
福
田
」
た
る

こ
と
の
説
得
の
た
め
に
、
霊
魂
を
誤
り
な
く
支
配
で
き
る
よ
う
な

マ
ジ
カ
ル
な
力
が
求
め
ら
れ
る
。「
入
滅
（parinirvān

4a

、
般
涅
槃
）」

の
示
現
も
、
か
か
る
力
の
誇
示
の
最
有
力
な
一
つ
で
あ
る
が
、
十
六

人
の
上
座
（
阿
羅
漢
）
が
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「
三
明
（rig pa 

gsum
, tisro vidyāh

4

）」
も
そ
の
よ
う
な
マ
ジ
カ
ル
な
力
で
あ
り
、
特

に
、
そ
の
第
一
の
「
宿
住
智
証
明
（pūrva-nivāsânusm

r

4ti-jñāna-
sāks

4ātkriyā-vidyā

）」
は
実
質
的
に
「
宿
生
智
（jāti-sm

ara （
33
）
）」
と
も

同
じ
で
あ
る
が
、
阿
羅
漢
が
こ
れ
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が

前
生
を
見
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
霊
魂
を
支
配
す
る
こ
と
の
可
能
な

「
福
田
」
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
既
に
私
見
を
述
べ
た
こ
と

も
あ
る
し
、
そ
の
後
、
そ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
な
用
例
の
考
察
も
な
さ

れ
て
い
る（

34
）
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
論
及
せ
ず
、
最
後
の
問
題
と

し
て
は
、
寿
（āyus

）
命
（jīvita

）
を
自
由
に
支
配
で
き
る
マ
ジ
カ

ル
な
力
と
し
て
の
「
留
捨
寿
行
命
行
」
の
問
題（

35
）
に
簡
単
に
触
れ
て
お

き
た
い
。

　

仏
教
の
開
祖
で
あ
る
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
如
来
が
永
遠
の
寿
命
を

も
っ
た
超
能
力
者
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
う
気
持
は
、
仏
教
徒
な

ら
ず
と
も
、
そ
こ
に
マ
ジ
カ
ル
な
力
を
求
め
ん
と
す
る
イ
ン
ド
一

般
の
人
々
に
と
っ
て
も
通
有
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
が

開
祖
の
死
（
入
滅
）
に
絡
ん
だ
「
留
捨
寿
行
命
行
」
の
問
題
に
展
開

し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
初
期
段
階
の
パ
ー
リ
『
大

般
涅
槃
経
』
で
は
単
に"āyu-sam

4khāram

4 ossajati

（
＝āyuh

4-
sam

4skārān avasr

4jati

、
寿
行
を
捨
離
す
る
）"

と
の
み
あ
っ
た
も
の

が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
『
大
般
涅
槃
経
』
で
は"jīvita-sam

4skārān 
adhis

4t

4hāpayati

（
命
行
を
維
持
す
る
）"

と"āyuh

4-sam

4skārān 
utsr

4jati

（
寿
行
を
捨
離
す
る
）"

と
の
双
方
の
表
現
が
示
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
る（

36
）
。
恐
ら
く
こ
の
展
開
過
程
と
並
行
し
て
「
留
捨
寿
行
命

行
」
の
問
題
を
巡
る
議
論
が
ア
ビ
タ
ル
マ
仏
教
に
お
い
て
も
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る（

37
）
が
、
そ
の
推
移
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

 

文　
　

献

「
留
」
の
表
現

「
捨
」
の
表
現

ⅰPāli

『
涅
槃
経
』

な
し

āyu-sam

4khāram

4 
ossajati

ⅱ
『
発
智
』『
婆
沙
』『
倶

舎
』

āyuh

4-sam

4skārān 
sthāpayati

āyuh

4-sam

4skārān 
utsr

4jati

羅
漢
信
仰
の
思
想
背
景
（
序
）（
袴
谷
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ⅲ
文
献
の
実
例
未
見

jīvita-sam

4skārān 
sthāpayati

āyuh

4-sam

4skārān 
utsr

4jati
ⅳSkt. 
『
涅
槃
経
』

jīvita-sam

4skārān 
adhis

4t

4hāpayati
āyuh

4-sam

4skārān 
utsr

4jati

　

し
か
る
に
、
本
稿
で
扱
っ
た
『
法
住
記
』
で
は
、
右
図
の
い
ず

れ
の
段
階
で
も
な
く
、
ナ
ン
デ
ィ
ミ
ト
ラ
はāyuh

4-sam

4skāra

（
寿

行
）
もjīvita-sam

4skāra
（
命
行
）
も
捨
離
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る（

38
）
。

恐
ら
く
、
こ
の
段
階
に
な
れ
ば
、
両
方
を
捨
離
す
る
と
い
う
表
現
に

よ
っ
て
も
寿
命
を
自
由
自
在
に
支
配
し
う
る
と
い
う
証
に
な
り
え
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
序
」
と
い
う
こ
と
に
甘
え
て
余
り
充
分
な
考
察
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
不
充
分
な
点
は
、
次
の
機
会
に
補
い
う
る
よ
う
期
待
し
た

い
。

　

こ
れ
以
下
に
は
、
後
々
の
便
宜
の
た
め
に
、
十
六
人
の
上
座
（
阿

羅
漢
）
を
巡
る
『
法
住
記
』
記
載
の
必
要
事
項
を
表
に
し
て
提
示
し

本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
表
中
の
「
住
処
」
の
欄
の
矢

印
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
玄
奘
訳
と
で
は
、
交
替
現
象
が
見
ら
れ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

名　
　
　
　
　

前

住　
　
　
　
　

処

取
巻
き
の
数

推
定
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名

玄
奘
訳
名

推
定
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名

玄
奘
訳
名

チ
ベ
ッ
ト
訳

玄
奘
訳

①

Pin

4d

4olabharadvāja

賓
度
羅
跋
囉
惰
闍

Godanīya-dvīpa

西
瞿
陀
尼
洲

千

千

②

K
anakavatsa

迦
諾
迦
伐
蹉

Pūrvavideha-dvīpa 

↙
北
方
迦
湿
弥
羅
国

五
千

五
百

③

K
anakabharadvāja

迦
諾
迦
跂
釐
墮
闍

U
ttarapradeśa-K

āśm
īra 

↘
東
勝
身
洲

六
千

六
百

④

A
bheda

蘇
頻
陀

Jam
bū-dvīpa 

↙
北
倶
廬
洲

七
千

七
百

事項
上座順

羅
漢
信
仰
の
思
想
背
景
（
序
）（
袴
谷
） 

九



⑤
Bakula

諾
距
羅

U
ttarakuru-dvīpa 

↘
南
贍
部
洲

六
千

八
百

⑥

Bhadra

跋
陀
羅

T
ām
ra-dvīpa

耽
没
羅
洲

九
千

九
百

⑦

K
ālika

迦
理
迦

Sim

4hara-dvīpa

僧
伽
荼
洲

一
万

千

⑧

V
atsaputra

伐
闍
羅
弗
多
羅

Panasa-dvīpa

鉢
刺
拏
洲

一
万
一
千

千
一
百

⑨

Gopaka
戌
博
迦

Gandham
ādana-giri

香
酔
山

八
千

九
百

⑩

Panthaka
半
託
迦

T
rāyastrim

4śānām

4 deva-
sthānam

三
十
三
天

一
万
三
千

千
三
百

（
千
か
）

⑪

Rāhula

囉
怙
羅

Priyam

4gu-dvīpa

畢
利
颺
瞿
洲

千

千
一
百

⑫

N
āgasena

那
伽
犀
那

Pān

4d

4ava-giri

半
度
波
山

一
万
二
千

千
二
百

⑬

A
n

4gaja

因
揭
陀

V
ipulapārśva-giri

広
脇
山

三
千

千
三
百

⑭

V
anavāsin

伐
那
婆
斯

V
aideha-parvata

可
住
山

一
万
四
千

千
四
百

⑮

A
jita

阿
氏
多

Gr

4dhrakūt

4a-parvata

鷲
峯
山

一
万
五
千

千
五
百

⑯

Cūd

4panthaka

注
荼
半
託
迦

Y
ugandhara-giri

持
軸
山

六
万

千
六
百

羅
漢
信
仰
の
思
想
背
景
（
序
）（
袴
谷
） 

一
〇



　

註
（
１
） 
拙
稿
「N

andim
itrāvadāna

の
両
訳
対
照
本
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
和
訳
」

『
駒
澤
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
五
号
（
二
〇
〇
七
年
三
月
刊
行

予
定
）
参
照
。

（
２
） 

拙
稿
「
実
修
行
派
の
経
典
背
景
の
一
実
例
」『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部

論
集
』
第
三
七
号
（
二
〇
〇
六
年
十
月
）、
六
三
〇―

六
〇
九
頁
参

照
。
特
に
、
そ
の
六
一
九―

六
一
六
頁
が
問
題
の
「
摂
異
門
分
」

を
扱
っ
た
箇
所
で
あ
る
。

（
３
） 

松
田
和
信
「『
瑜
伽
論
』「
摂
異
門
分
」
の
梵
文
断
簡
」『
印
度
哲
学

仏
教
学
』
第
九
号
（
一
九
九
四
年
十
月
）、
九
〇―

一
〇
八
頁
参
照
。

問
題
の
箇
所
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
校
訂
と
そ
の
和
訳
と
に
つ

い
て
は
、
順
次
に
、
同
、
九
六―

九
七
頁
、
一
〇
〇―

一
〇
一
頁

を
参
照
。
こ
の
松
田
論
文
の
当
該
箇
所
を
き
ち
ん
と
参
照
し
て
い

れ
ば
、
松
田
氏
の
提
示
さ
れ
た
御
見
解
を
評
価
し
な
が
ら
、
も
っ

と
有
効
な
私
見
を
述
べ
え
た
の
で
は
な
い
か
と
悔
や
ま
れ
る
。
ま

た
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
推
定
の
無
駄
な
努
力
と
恥
ず
か
し
い
誤
り

を
も
避
け
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
後
悔
の
念
は
倍
加
す
る

の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
拙
稿
、
註
54
で
は
、
む
し
ろ
素
直
に

bhojaka

と
想
定
し
え
た
も
の
を
、
敢
え
てvedaka

な
ど
と
し
て
勝

手
な
想
像
を
逞
し
ゅ
う
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
余
計
恥
ず
か

し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
私
の
側
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
、

先
行
業
績
を
無
視
し
て
し
ま
っ
た
非
礼
を
こ
こ
に
お
詫
び
し
て
お

き
た
い
。

（
４
） 

拙
書
『
唯
識
思
想
論
考
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
一
〇
四

頁
参
照
の
こ
と
。
顧
み
る
に
、
参
照
が
い
か
に
上
っ
面
な
も
の
で

あ
っ
た
か
が
、
自
分
で
も
よ
く
分
か
る
。

（
５
） 

誤
り
の
訂
正
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
お
茶
を
濁
さ
ず
、
き

ち
っ
と
然
る
べ
き
機
会
に
な
さ
る
べ
き
も
の
と
思
う
が
、
そ
の
一

端
は
、
前
註
３
で
も
述
べ
た
の
で
、
お
よ
そ
の
こ
と
は
御
推
察
頂

き
た
い
。

（
６
） 

「
バ
ー
ミ
ヤ
ン
大
仏
残
が
い
か
ら
経
文　

独
発
見
玄
奘
訳
「
縁
起
経
」

の
原
典
」『
毎
日
新
聞
』（
二
〇
〇
六
年
十
一
月
十
二
日
（
日
））、

第
三
〇
面
参
照
。
な
お
、
前
註
３
で
触
れ
た
御
教
示
に
つ
き
、
松

田
氏
へ
の
お
礼
が
て
ら
、
そ
の
時
見
た
ば
か
り
の
こ
の
記
事
の
こ

と
に
つ
い
て
も
記
し
た
と
こ
ろ
、
本
稿
の
成
る
間
に
松
田
氏
よ
り

お
返
事
（
十
五
日
付
、
十
七
日
受
領
）
が
あ
り
、
そ
れ
と
共
に
よ

り
詳
し
い
『
京
都
新
聞
』（
二
〇
〇
六
年
十
一
月
十
二
日
）
の
第
一

面
と
第
三
面
の
コ
ピ
ー
を
お
送
り
頂
い
た
。
御
書
面
に
は
、
記
者

に
伝
え
た
訳
文
か
ら
一
行
抜
け
て
い
る
こ
と
、
縁
起
の
説
明
に
不

満
な
こ
と
、
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
稿
料
を
当
の
専
門
家
に
支
払

わ
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
、
記
者
が
聞
い
て
ま
と
め
る
も
の
に
は

大
い
に
あ
り
が
ち
な
こ
と
ゆ
え
、
私
自
身
は
余
り
気
に
し
て
い
な

い
し
、
私
と
て
新
聞
記
事
を
紹
介
し
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
れ
を
機
に
、
後
註
８
に
掲
げ
た
松
田
氏
の
御
論
文
を

読
ん
で
頂
く
こ
と
を
切
望
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
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（
７
） 

C
handrabhāl T

ripāt

4hī, F
ünfundzw

anzig Sūtras des 
N
idānasam

4yukta, Sanskrittexte aus den T
urfanfunden 

herausgegeben im
 A
uftrage der A

kadem
ie von Ernst 

W
aldschm

idt Ⅷ
, A
kadem

ie-V
erlag, Berlin, 1962, p. 157 

Sūtra 16. 1.

（
８
） 

松
田
和
信
「『
分
別
縁
起
初
勝
法
門
経
（Ā

V
V
S

）』―
―

経
量
部
世

親
の
縁
起
説―

―
」『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
三
六
号
（
一
九
八
二

年
十
月
）、
四
〇―
五
二
頁
、
特
に
五
〇
頁
、
註
14
、
同「
世
親『
縁

起
経
釈
（PSV

y

）』
に
お
け
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
定
義
」『
印
仏
研
』

三
〇―

一
（
一
九
八
二
年
十
二
月
）、
四
二
三―

四
二
〇
頁
参
照
。

問
題
の
『
縁
起
経
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
は
、
玄
奘
訳
『
縁
起

経
』、
大
正
蔵
、
二
巻
、
五
四
七
頁
中―
五
四
八
頁
上
と
『
雑
阿
含

経
』
第
二
九
八
経
、
大
正
蔵
、
同
、
八
四
頁
上―

中
と
同
本
で
あ

る
が
、
特
に
、
こ
の
後
者
を
特
定
し
た
の
も
実
は
松
田
氏
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
松
田
上
掲
論
文
前
者
、
五
〇
頁
、
註

14
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
が
、
そ
こ
で
松
田
氏
に
よ
っ
て
指
示
さ

れ
て
い
る
拙
著
（
共
著
）『
玄
奘
』、
二
六
六―

二
六
七
頁
に
つ
い

て
い
え
ば
、
私
は
そ
れ
を
執
筆
し
た
時
点
で
、
玄
奘
訳
『
縁
起
経
』

が
『
雑
阿
含
経
』
第
二
九
八
経
と
同
本
で
あ
る
こ
と
を
全
く
知
ら

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
松
田
氏
は
そ
れ
ゆ
え
に
「
こ
の
こ
と
を
補

足
す
べ
き
で
あ
る
」
と
や
ん
わ
り
と
指
摘
し
て
下
さ
れ
て
は
い
る

が
、
私
の
そ
の
記
載
は
「
補
足
」
す
れ
ば
す
む
よ
う
な
も
の
で
は

な
く
て
、
こ
の
重
大
な
無
知
の
ゆ
え
に
、
玄
奘
訳
の
『
縁
起
経
』

を
「
阿
含
部
」
か
ら
外
し
て
も
よ
い
と
よ
う
な
口
吻
で
さ
え
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
恥
ず
べ
き
誤
り
な
の
で
あ
っ
て
、
本
経
は
、
松

田
氏
の
特
定
に
よ
り
、『
雑
阿
含
経
』
第
二
九
八
経
と
同
本
で
あ

る
以
上
は
、
明
白
な
「
阿
含
部
」
所
収
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
今
の
私
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
阿

含
」
従
っ
て
「
三
蔵
」
と
無
関
係
な
仏
教
な
ど
あ
り
え
な
い
ゆ
え
に
、

玄
奘
と
「
阿
含
」
と
が
無
関
係
で
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
書
き
方

を
し
て
い
る
当
時
の
自
分
の
見
識
の
な
さ
が
思
い
知
ら
さ
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。
な
お
、
松
田
氏
は
、
同
上
、
五
〇
頁
、
註
９
に
お

い
て
、『
雑
阿
含
経
』
第
二
九
八
経
と
も
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
玄

奘
訳
『
分
別
縁
起
初
勝
法
門
経
』
の
「
初
（ādi

）」
に
つ
い
て
、「
無

明
」
をādi

と
見
做
す
考
え
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

極
め
て
重
要
な
御
指
摘
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
縁
起
」
の
「
無

明
」
を
「
始
源
（ādi

）」
と
見
做
す
解
釈
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
そ
の
解
釈
が
適
用
さ
れ
る

可
能
性
も
あ
っ
た
『
雑
阿
含
経
』
第
二
九
八
経
の
次
に
位
置
し
て

い
る
同
、
第
二
九
九
経
に
は
、
あ
の"utpādād vā thatāgatānām

 
anutpādād vā sthitā evêyam

4 dharm
atā dharm

a-sthitaye 
dhātuh

4"

（T
ripāt

4hī, op. cit. 

（
前
註
７
）, p. 164, Sūtra 17.4

）

に
相
当
す
る
定
型
句
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に「
縁
起
」に「
始

源（ādi

）」を
求
め
た
り
、「
縁
起
」の
背
後
に「
法
性（dharm

atā

）」

や
「
界
（dhātu

）」
や
「
法
界
（dharm

a-dhātu

）」
を
求
め
、
そ

れ
を
「
真
如
（tathatā

）」
と
し
て
「
無
為
法
」
の
リ
ス
ト
に
加
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え
て
い
く
化
地
部
の
よ
う
な
解
釈
が
成
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
縁
起
と
真
如
」（
初
出
、
一
九
八
五
年
）

『
本
覚
思
想
批
判
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
）、
八
八―

一
〇
八

頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
し
か
る
に
、「
実
修
行
派
（Y

ogācāra

）」

と
呼
ば
れ
る
も
の
た
ち
の
中
に
お
い
て
も
、
経
蔵
、
取
り
分
け

Sam

4yuktâgam
a

（『
相
応
阿
含
』『
雑
阿
含
』）
を
中
心
に
如
上
の

よ
う
な
解
釈
が
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
に
違
い
な
く
、
そ
の
ほ
ん
の

周
辺
の
一
実
例
を
報
告
し
よ
う
と
考
え
た
も
の
が
、
前
掲
拙
稿
（
前

註
２
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
前
註
３
で
触
れ
た
ご

と
く
、
松
田
氏
の
重
要
な
論
文
を
失
念
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
に
弁
解
の
余
地
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

他
人
に
あ
ま
り
言
え
た
義
理
で
は
な
い
の
だ
が
、『
法
住
記
』
の
よ

う
な
通
俗
的
教
訓
物
語
を
創
作
し
伝
承
し
て
い
っ
た
教
団
に
お
い

て
も
、
ま
た
、
右
の
よ
う
な
三
蔵
を
中
心
と
し
た
教
義
的
解
釈
が

重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
仏
教
教
団
以
外
に

大
乗
教
団
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
た
は
ず
は
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

（
９
） 

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
発
智
論
』
の
「
仏
教
」
の
定
義
」『
駒

澤
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
第
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
十
月
）、
二
三

―

三
一
頁
、
お
よ
び
、
こ
れ
に
至
る
ま
で
の
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ

る
一
連
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
） 

私
と
し
て
は
、
処
々
に
述
べ
て
い
る
つ
も
り
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

比
較
的
手
短
に
一
般
的
に
論
及
し
た
も
の
と
し
て
は
、
拙
書
『
仏

教
入
門
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）、
八
九―

九
九
頁
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
11
） 

次
註
の
拙
書
、
特
に
、
八
九―

一
一
六
頁
参
照
。
な
お
、『
般
若

経
』
の
創
作
を
大
衆
部
に
特
定
し
よ
う
と
し
た
最
近
の
御
成
果
に
、

西
村
実
則
「
大
衆
部
と
『
般
若
経
』
の
接
点―

―

新
出
『
八
千
頌

般
若
経
』
断
片
を
手
が
か
り
に―

―

」『
三
康
文
化
研
究
所
年
報
』

第
三
七
号
（
二
〇
〇
六
年
三
月
）
が
あ
り
、
興
味
深
い
。
更
に
広

く
こ
の
よ
う
な
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
が
、
私
見

に
よ
れ
ば
、
大
衆
部
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
伝
統
的
仏
教
教
団
が
、

な
ん
ら
か
の
大
乗
経
典
の
創
作
に
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
12
） 

拙
書
『
仏
教
教
団
史
論
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
13
） 

拙
稿
「
出
家
菩
薩
と
在
家
菩
薩
」
村
中
祐
生
先
生
古
稀
記
念
論
文

集
『
大
乗
仏
教
思
想
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
五
年
）、

三―

一
八
頁
参
照
。
こ
こ
で
、「
在
家
菩
薩
」
の
カ
ッ
コ
内
に
、

gr

4hī bodhisattvah

4

の
み
な
ら
ず gr

4hastho bodhisattvah

4

で
も

あ
り
う
る
よ
う
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
補
っ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
同
、
一
五
頁
、
註
５
参
照
の
こ
と
。

（
14
） 

前
掲
拙
稿
（
前
註
13
）、
一
四
頁
。
な
お
、「
解
脱
思
想
」
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
け
る
菩
薩
」
加
藤
純
章
博

士
還
暦
記
念
論
集
『
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
と
イ
ン
ド
思
想
』（
春
秋
社
、

二
〇
〇
〇
年
）、
一
九―

三
四
頁
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
１
）、
和
訳
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註
２
を
参
照
さ
れ
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
私
は
、
拙
稿
「『
法
華
経
』

の
対
極
に
あ
る
も
の
」
望
月
海
淑
博
士
喜
寿
記
念
論
集
『
法
華
経

と
大
乗
経
典
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
六
年
）、
七
八

頁
、
註
10
に
お
い
て
、「
解
脱
思
想
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
「
輪

廻
思
想
」
に
関
し
て
、
望
月
海
慧
氏
よ
り
受
け
た
学
恩
に
つ
い
て

記
し
た
が
、
そ
の
学
恩
は
決
し
て
そ
の
時
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は

な
い
こ
と
に
、
そ
れ
を
記
し
て
か
ら
一
年
ほ
ど
も
経
た
後
に
気
づ

き
、
個
人
的
に
は
お
詫
び
を
申
し
上
げ
た
も
の
の
、
こ
こ
に
も
そ

れ
を
記
し
た
上
で
改
め
て
お
詫
び
し
て
お
き
た
い
。「
無
我
説
」
の

仏
教
か
ら
、「
輪
廻
」
や
「
解
脱
」
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
は
、
実

に
重
い
難
し
い
課
題
で
あ
る
が
、
将
来
、
こ
の
課
題
に
厳
し
く
批

判
的
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
た
ら
と
、
切
望
し
て
い
る
次
第

で
あ
る
。
因
み
に
、
私
が
望
月
氏
よ
り
先
に
受
け
て
い
た
学
恩
の

一
つ
に
は
、
望
月
海
慧
「
ブ
ッ
ダ
は
輪
廻
思
想
を
認
め
た
か
」『
日

本
仏
教
学
会
年
報
』
第
六
六
号
（
二
〇
〇
一
年
五
月
）、
四
九―

六
三
頁
が
あ
る
。

（
15
） 

大
正
蔵
、
五
五
巻
、
五
五
七
頁
中
参
照
。
ま
た
、
桑
山
正
進
、
袴

谷
憲
昭
共
著
『
玄
奘
（
人
物　

中
国
の
仏
教
）』（
大
蔵
出
版
、

一
九
八
一
年
）、
二
五
六
頁
、
49
の
項
参
照
の
こ
と
。

（
16
） 

『
デ
ン
カ
ル
マ
』
と
『
パ
ン
タ
ン
マ
』
と
の
両
目
録
に
お
け
る
不
在

は
、
順
次
に
、M

arcelle Lalou, "Les T
extes Bouddhiques 

au T
em
ps du Roi K

hri-sron

4-lde-bcan", Journal A
siatique, 

T
om
e 241, 1953, p. 313-353

、川
越
英
真
、dK

ar chag 'Phang 

thang m
a

（
東
北
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
研
究
会
、
二
〇
〇
五
年
）

に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
プ
ト
ゥ
ン
の
目
録
に
つ
い
て
は
、

西
岡
祖
秀
「『
プ
ト
ゥ
ン
仏
教
史
』
目
録
部
索
引
Ⅱ
」『
東
京
大
学

文
学
部
文
化
交
流
研
究
施
設
研
究
紀
要
』
第
五
号
（
一
九
八
二
年

三
月
）、
六
三
頁
、N

o. 888

参
照
。

（
17
） 

前
掲
拙
稿
（
前
註
１
）
の
「
対
照
本
」
と
「
チ
ベ
ッ
ト
訳
和
訳
」

と
に
付
し
た
分
節
記
号
に
よ
る
。
こ
の
記
号
を
用
い
る
と
き
は
、

本
稿
の
以
下
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
当
該
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
） 

智
昇
『
開
元
録
』、
大
正
蔵
、
五
五
巻
、
六
二
一
頁
下
の
「
聖
賢
伝

記
録
」
第
三
の
「
梵
本
翻
訳
集
伝
」
六
十
八
部
中
の
記
載
で
あ
る
、

同
、
六
二
四
頁
上
の
『
法
住
記
』
と
、
西
岡
前
掲
目
録
（
前
註
16
）

の
同
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、『
開
元
録
』
の
内
容
区
分
全
体

の
中
に
お
け
る
『
法
住
記
』
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
前
掲
共

著
（
前
註
15
）、
二
六
〇―

二
六
一
頁
参
照
。

（
19
） 

平
岡
聡
『
説
話
の
考
古
学
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
一
九

―

四
二
頁
、
四
〇
六―

四
一
一
頁
参
照
。

（
20
） 

玄
奘
訳
『
瑜
伽
師
地
論
』「
摂
事
分
」、
大
正
蔵
、
三
〇
巻
、
七
七
二

頁
下
の
「「
四
阿
笈
摩
（
阿
含
）」
の
列
挙
で
「
雑
阿
笈
摩
」
と
さ

れ
て
い
る
も
の
はSam

4yuktâgam
a

の
訳
で
あ
る
が
、
玄
奘
訳
『
倶

舎
論
』、
大
正
蔵
、
二
九
巻
、
一
五
四
頁
中
の
「
雑
阿
笈
摩
」
は

K
s

4udrakâgam
a

の
訳
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
平
川
彰
博
士
は
、

『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
上
巻
（
春
秋
社
、
一
九
七
四
年
）、
一
七
五
頁

に
お
い
て
、
上
記
『
倶
舎
論
』
の
「
雑
」
をSam

4yukta

の
方
へ
理

羅
漢
信
仰
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思
想
背
景
（
序
）（
袴
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解
す
べ
く
示
唆
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
若
干

の
混
同
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
。

（
21
） 
水
野
弘
元
「
漢
訳
の
『
中
阿
含
経
』
と
『
増
一
阿
含
経
』」（
初

出
、
一
九
八
九
年
）『
仏
教
文
献
研
究
』（
水
野
弘
元
著
作
集
、
第

一
巻
、
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
）、
四
一
五―

四
七
一
頁
、
特

に
、
四
五
九―
四
六
〇
頁
参
照
。
な
お
、
後
註
26
の
論
文
の
前
篇

を
な
すSylvain Lévi et Édouard Chavannes, "Les Seize 

A
rhat Protecteurs de la Loi"

（Prem
ier A

rticle

）, Journal 
A
siatique, O

nziem
e Série, T

om
e Ⅷ
, Juiliet-A

oût 1916, pp. 
5-50

は
、
主
と
し
て
玄
奘
訳
『
法
住
記
』
の
翻
訳
を
扱
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
のpp. 33-37

に
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
、『
四
分

律
』
の
「
集
法
毘
尼
五
百
人
」（
大
正
蔵
、
二
二
巻
、
九
六
六
頁

上―

九
六
八
頁
下
）
の
末
尾
を
取
り
上
げ
て
、
第
四
の
阿
含
と
し

て
の
「
雑
阿
含
（Sam

4yuktâgam
a

）」
と
第
五
の
阿
含
に
当
た

る
「
雑
蔵
（K

s

4udraka-pit

4aka

＝K
s

4udrakâgam
a

）」
と
に
対
す

るD
harm

agupta

（ka

）の
見
解
ほ
か
、M

ahāsām

4ghika
とM

ūla-
Sarvāstivādi（n

）の
そ
れ
と
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た

い
。
私
自
身
、
こ
れ
ら
を
も
っ
と
組
織
的
に
調
べ
て
み
る
必
要
を

強
く
感
じ
て
い
る
。

（
22
） 

前
掲
拙
書
（
前
註
12
）、
特
に
、
九
七―

一
〇
一
頁
を
中
心
に
参
照

さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
水
野
弘
元
博
士

が
、
前
掲
論
文
（
前
註
21
）
で
も
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
、『
増
一

阿
含
経
』の
註
釈
文
献
で
あ
る『
分
別
功
徳
論
』（
大
正
蔵
、
二
五
巻
、

三
〇
頁
上―

五
二
頁
下
）
な
ど
も
、
改
め
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
23
） 

私
は
、
こ
の
よ
う
なsūtra-alam

4kāra

の
解
釈
を
、
袴
谷
憲
昭
、

荒
井
裕
明
校
註
『
大
乗
荘
厳
経
論
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
三

年
）
の
「
解
題
」、
二
八―

二
九
頁
、
五
八
頁
、
註
51
に
お
い
て
、

M
ahāyānasūtrālam

4kāra

（『
大
乗
荘
厳
経
』）
の
論
名
解
釈
と
し

て
、
従
来
の
解
釈
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
提
起
し
た
の
で
あ
る

が
、
石
井
公
成
「『
大
乗
起
信
論
』
に
お
け
る
「
大
乗
」
と
「
摩
訶

衍
」」『
駒
澤
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
第
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
十

月
）、
二
八
九
頁
に
お
い
て
は
、
私
の
新
た
な
解
釈
に
触
れ
る
こ
と

な
く
、
従
来
の
解
釈
が
高
崎
説
支
持
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
い
る

の
で
、
再
び
こ
の
点
を
こ
こ
に
確
認
し
て
お
く
次
第
で
あ
る
。

（
24
） 

『
阿
羅
漢
』（
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
四
月
二
十
日
）

参
照
。
私
は
こ
れ
を
同
展
開
催
に
先
立
っ
て
、
同
文
庫
学
芸
員
の

道
津
綾
乃
氏
よ
り
頂
戴
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
場
を
借
り

て
、
改
め
て
深
謝
の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

（
25
） 

両
者
と
も
様
々
な
版
本
に
お
い
て
流
布
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
、
入
手
し
や
す
く
読
み
や
す
い
も
の
と
し
て
、
明
恵

『
十
六
羅
漢
講
式
』、
大
正
蔵
、
八
四
巻
、
九
〇
〇
頁
下―

九
〇
二

頁
下
と
、
道
元『
羅
漢
供
養
式
文
』、
道
元
禅
師
全
集
、
第
七
巻（
春

秋
社
、
一
九
九
〇
年
、
伊
藤
秀
憲
校
註
解
説
）、
二
八
九―

二
九
五

頁
、
三
九
八―

三
九
九
頁
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

（
26
） 

Sylvain Lévi et Édouard Chavannes, "Les Seize A
rhat 

羅
漢
信
仰
の
思
想
背
景
（
序
）（
袴
谷
） 

一
五



Protecteurs de la Loi" 

（Second A
rticles

）, Journal 
A
siatique, O

nziem
e Série, T

om
e Ⅷ

, Septem
bre-O

ctobre 
1916, pp. 189-304

、
山
口
瑞
鳳
「
虎
を
伴
う
第
十
八
羅
漢
図
の
来

歴
」
弘
法
大
師
一
一
五
〇
年
御
遠
忌
記
念
号
『
神
秘
思
想
論
集
』

（『
イ
ン
ド
古
典
研
究
』
第
六
巻
、
一
九
八
四
年
五
月
）、
三
九
三―

四
二
〇
頁
参
照
。
私
は
、
後
者
の
四
一
二
頁
、
註
７
に
よ
っ
て
前

者
の
あ
る
の
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
本
稿
に
先
立
っ

て
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
１
）
を
用
意
し
よ
う
と
思
っ
た
時
に
、
初

め
て
前
者
（
駒
大
図
書
館
外
部
委
託
所
蔵
）
を
借
り
出
し
て
見
て
、

た
ま
た
ま
同
じ
一
冊
に
製
本
さ
れ
て
い
る
雑
誌
に
よ
っ
て
、
前
註

21
に
記
し
た
前
篇
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

（
27
） 

こ
こ
に
一
々
取
り
出
し
て
示
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
詳
細
に
つ
い

て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
１
）
に
よ
っ
て
、「
両
訳
対
照
本
」
と
「
チ

ベ
ッ
ト
訳
和
訳
」
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
Ａ
段
、
Ｂ
段
、
Ｃ

段
の
末
尾
を
参
照
の
上
、
註
11
、
16
、
33
も
確
認
さ
れ
た
い
。
そ

れ
ぞ
れ
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
玄
奘
訳
の
第
三
例
で
は
「
作
真

福
田
」
の
語
が
な
い
ほ
か
に
、「
大
果
報
」
は
「
勝
果
報
」
に
変
え

ら
れ
て
い
る
。

（
28
） 

「
作
善
主
義
」
と
し
て
の
「
福
田
思
想
」
と
そ
の
図
に
つ
い
て
は
、

前
掲
拙
書
（
前
註
12
）、
四
一
三―

四
一
四
頁
、
三
五
七―

三
五
九

頁
、
お
よ
び
、
一
般
的
な
説
明
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註

10
）、
一
三
四―

一
三
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
29
） 

こ
こ
で
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
、
前
者

す
な
わ
ちparinir-V

R

4

を
語
根
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、parinir-V

Ā

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
後
代
に
な
れ
ば
全
く
同

じ
よ
う
な
意
味
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
13
）、
一
八
頁
、
註
28
参
照
。
そ
れ
と
ま
た

別
な
実
例
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ
箇
所
で
、
二
語
が
同
じ
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、Raniero Gnoli 

（ed.

）, T
he 

Gilgit M
anuscript of the San

4ghabhedavastu, Part I, Rom
a, 

1977, p. 92, l. 13, "vayam

4 parinirvāsyām
ah

4

（
私
ど
も
は
般
涅

槃
（
入
滅
）
す
る
で
し
ょ
う
）", p. 92, ll. 17-18, "nirupadhiśes

4e 
nirvān

4a-dhātau parinirvr

4tāh

4

（
無
余
依
涅
槃
界
に
般
涅
槃
（
入

滅
）
し
て
し
ま
っ
た
）"

が
あ
る
。
以
上
の
文
を
含
む
一
段
は
、
前

掲
拙
書
（
前
註
10
）、
一
二
四―

一
二
七
頁
に
和
訳
引
用
さ
れ
て
い

る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
30
） 

D
avids and Carpenter

（eds.

）, M
ahāparinibbānasuttanta, 

D
īgha N

ikāya, V
ol. Ⅱ

, p. 156, 6.9 

：
片
山
一
良
訳
「
大
般
涅

槃
経
」『
長
部
（
デ
イ
ー
ガ
ニ
カ
ー
ヤ
）
大
篇
Ⅰ
』（
パ
ー
リ
仏

典
第
二
期
３
、
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）、
三
一
四
頁
以
下
、

Ernst W
aldschm

idt, D
as M

ahāparinrvān

4asūtra, T
eil Ⅱ

, 
A
kadem

ie-V
erlag, Berlin, 1951, p. 396, 42. 18

以
下
参
照
。

（
31
） 

玄
奘
訳
『
仏
臨
涅
槃
記
法
住
経
』、
大
正
蔵
、
一
二
巻
、
一
一
一
二

頁
中―

一
一
一
三
頁
下
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
、P. ed.,N

o. 789

：D
. ed., 

N
o. 121

参
照
。

（
32
） 

法
立
、
法
炬
共
訳
『
仏
説
諸
徳
福
田
経
』、
大
正
蔵
、
一
六
巻
、
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七
七
七
頁
上―

七
七
八
頁
下
参
照
。
ま
た
、『
仏
書
解
説
大
辞
典
』

第
五
巻
、
二
七
三―

二
七
四
頁
の
「
諸
徳
福
田
経
」
の
項
を
も
参

照
さ
れ
た
い
。

（
33
） 

P. Pradhan

（ed.

）, A
bhidharm

akośabhās

4ya of V
asubandhu, 

Patna, 1967, p. 423, l. 14-p. 424, l.7

：
櫻
部
建
、
小
谷
信
千
代
、

本
庄
良
文
『
倶
舎
論
の
原
典
研
究　

智
品
・
定
品
』（
大
蔵
出
版
、

二
〇
〇
四
年
）、
一
七
六―

一
七
九
頁
参
照
。

（
34
） 

前
掲
拙
書
（
前
註
12
）、
三
〇
五―

三
〇
七
頁
、
金
沢
篤
「
前
生
想

起
と
解
脱―

―

知
行
併
合
論
の
哲
学
的
基
礎
Ⅳ―

―

」『
駒
澤
大
学

仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
六
一
号
（
二
〇
〇
三
年
三
月
）、
四
九
八

―

四
七
一
頁
参
照
。

（
35
） 

Pradhan, op. cit. 

（
前
註
33
）, p. 43, l. 7-p. 44, l.17

：
平
川
彰

編
『
真
諦
訳
対
校
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
第
一
巻
（
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
九
八
年
）、
一
〇
五―

一
〇
九
頁
：
櫻
部
建
『
倶
舎
論
の
研
究

　

界
・
根
品
』（
法
蔵
館
、
一
九
六
九
年
、
二
五
二―
二
五
六
頁
参

照
。
な
お
、
平
川
上
掲
編
書
よ
り
辿
れ
る『
発
智
論
』は
、
大
正
蔵
、

二
六
巻
、
九
八
一
頁
上
で
あ
り
、
そ
れ
に
相
応
す
る
の
は
、『
八
犍

度
論
』、
大
正
蔵
、
同
、
八
五
二
頁
中―

八
五
三
頁
中
、『
大
毘
婆

沙
論
』、
大
正
蔵
、
二
七
巻
、
六
五
六
頁
上―

六
五
八
頁
上
で
あ

る
。
旧
か
ら
新
へ
増
広
の
跡
の
顕
著
な
る
こ
と
に
注
意
。

（
36
） 
D
avids and Carpenter, op. cit. 

（
前

註

30

）, p. 106, 
W
aldschm

idt, op. cit. 

（
前
註30

）, p. 212, Sūtra, 16. 14

参
照
。

（
37
） 

「
留
捨
寿
行
命
行
」
の
問
題
に
関
す
る
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
け
る

議
論
に
つ
い
て
は
、
前
註
35
に
記
し
た
、『
八
犍
度
論
』『
発
智
論
』

『
大
毘
婆
沙
論
』
の
当
該
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
38
） 

前
掲
拙
稿
（
前
註
１
）
の
和
訳
註
、
15
と
93
と
、
そ
の
註
を
付
さ

れ
た
和
訳
箇
所
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
両
訳
対
照
本
と
を
参
照
の

こ
と
。

 

（
二
〇
〇
六
年
十
一
月
二
十
日
）

羅
漢
信
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想
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景
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