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本
稿
は
、
芥
川
龍
之
介
の
あ
る
跋
文
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
仏
教
文
学
（Buddhist literature

）
の
典
拠
が
な
ん
で
あ
る
か
を
再
確

認
し
、
更
に
、
こ
れ
を
巡
る
種
々
の
状
況
を
比
較
検
討
し
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
が
ら
、
か
つ
、
仏
教
文
学
と
は
な
に
か
と
い
う

問
題
に
関
し
て
も
い
さ
さ
か
の
寄
与
が
で
き
る
な
ら
ば
と
、
願
っ
て
草
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
稿
が
投
ぜ
ら
れ
る
『
駒
沢
大
学
仏
教
文
学
研
究
』
の
発
行
元
は
、
駒
沢
大
学
仏
教
文
学
研
究
所
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
、
私
が
駒
沢
短
期
大
学
仏
教
科
に
在
籍
し
て
い
た
一
九
九
六
年
四
月
に
、
学
校
法
人
駒
沢
大
学
の
附
置
研
究
所
と
し
て
創
設
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
こ
の
創
設
が
議
論
さ
れ
た
時
期
に
、
私
は
そ
れ
に
必
ず
し
も
賛
成
で
は
な
か
っ
た
。
主
た
る
理
由

は
、
研
究
所
の
名
称
で
あ
る
「
仏
教
文
学
」
と
い
う
意
味
内
容
が
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
当
の

主
旨
がBuddhism

 and literature

に
あ
る
の
かBuddhist literature

に
あ
る
の
か
さ
え
明
確
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の

だ
が
、
私
は
単
純
に
後
者
で
あ
る
と
考
え
る
質
で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
は
、
背
後
に
そ
の
設
立
母
胎
が
文
学
部
に
あ
る
の
か

仏
教
学
部
に
あ
る
の
か
な
ど
と
い
う
こ
と
と
も
絡
ん
で
い
た
か
も
知
れ
ず
、必
ず
し
も
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
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し
か
し
、
そ
の
二
者
択
一
は
、
学
問
的
に
考
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

が
真
に
二
者
択
一
的
な
問
題
な
の
か
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
例
え
ば
、「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
」
の
場
合
を
想
起
す
れ
ば
分

か
る
よ
う
に
、
問
題
は
、
要
す
る
に
、
文
学
を
ど
う
把
握
し
て
い
る
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
１
）。

そ
し
て
、
日
本
で
は

literature
が
、客
観
的
な
文
書
対
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
時
に
は「
文
献
」、主
観
を
込
め
て
創
作
的
な
作
品
と
見
做
さ
れ
る
時
に
は「
文

学
」
と
訳
し
分
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
欧
米
圏
で
は
、「
文
献
」
と
「
文
学
」
に
区
別
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
同
じliterature

が
用
い
ら
れ
る
が
、Buddhist literature

に
つ
い
て
い
え
ば
、た
ま
た
ま
私
の
最
近
読
ん
で
い
る
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
は
な
い
が
新
旧
の
諸
漢
訳
や
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
あ
る『
ウ
グ
ラ
所
問
経（U

graparipR cchA -sU
tra

）』に
関
す
る
ナ
テ
ィ

エ
教
授
の
研
究
書A

 Few
 G

ood M
en

で
は
、
極
普
通
に
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（
２
）。

　

し
か
し
、も
し
私
た
ち
が
『
ウ
グ
ラ
所
問
経
』
が
登
場
し
て
き
た
そ
の
背
景
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、私
た
ち
は
、

こ
の
〔
、
当
の
文
献
（literature
）
に
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
（absences

）
を
、
類
似
の
文
献
中
に
見
て
き
た
こ
と
で
読
み
込
ん

だ
り
、「
大
乗
」
と
い
う
一
般
化
さ
れ
た
先
入
観
で
予
測
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
よ
う
な
〕
誘
惑
に
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
、
あ
る
時
期
の
仏
教
文
学
（Buddhist literature

）
を
分
析
す
る
の
に
最
も
重
要
な
手
続
の
一
つ
は
、
そ
の
文
学
の
著
者
が

背
景
に
想
定
し
て
い
た
こ
と
と
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
明
確
な
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
私
は
、literature

を
「
文
献
」
と
訳
し
、Buddhist literature

を
「
仏
教
文
学
」
と
訳
し
て
し
ま
っ
た
が
、
後
者
の

literature

も
前
者
と
同
じ
く
「
文
献
」
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
、
本
稿
に
お
い
て
、
私
は
、「
仏
教
文
学
」
と
い
う
用
語
を

こ
こ
で
の
「
文
献
」
を
も
兼
ね
る
よ
う
な
意
味
で
のBuddhist literature

と
し
て
用
い
る
こ
と
に
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

　

さ
て
、「
文
学
」
は
、
近
代
と
共
に
そ
の
自
立
を
求
め
て
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
な
ど
の
伝
統
と
は
別
途
に
近
代
特
有
の
個
々
人
の
苦

悩
と
向
き
合
お
う
と
し
、
そ
の
結
果
、
か
か
る
近
代
的
な
「
文
学
」
観
が
古
代
や
中
世
へ
も
投
影
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
も
し
れ
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な
い
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
古
代
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、「
文
学
」
は
「
仏
教
」
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
深
い
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
従
来
は
、
そ
の
両
者
の
関
係
は
、
と
も
す
れ
ば
「
文
学
」
偏
重
に
流
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
最
近
、
そ
の
傾
向
が
反
省
さ
れ
、
新
た
な
観
点
か
ら
「
仏
教
文
学
」
を
見
直
さ
ん
と
す
る
兆
候
も
顕
著
に
な
っ
て
き
た
よ
う
な

気
が
す
る
（
３
）。

　

一
方
、
日
本
の
近
代
文
学
に
異
才
を
放
っ
て
い
る
芥
川
龍
之
介
が
、
そ
の
作
品
の
材
源
を
キ
リ
ス
ト
教
文
学
や
仏
教
文
学
に
も
求
め

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
前
者
に
関
わ
る
分
野
の
研
究
が
比
較
的
綿
密
に
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
そ
れ

は
か
な
り
雑
駁
な
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
芥
川
自
身
の
興
味
の
傾
け
方
が
後
者
よ
り
も
前
者
に
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て

も
い
よ
う
が
、
芥
川
の
後
者
に
対
す
る
知
識
も
決
し
て
切
れ
切
れ
の
中
途
半
端
な
仏
教
文
学
に
基
づ
い
て
い
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と

は
、
調
査
が
進
め
ば
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
が
そ
う
し
た
研
究
の
切
っ
掛
け
に
で
も
な
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　
　

二　
『「
井
月
句
集
」
の
跋
』
と
鹿
頭
梵
志

　

冒
頭
で
示
唆
し
た
芥
川
の
あ
る
跋
文
と
は
、具
体
的
に
は『「
井
月
句
集
」の
跋
』と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
が
、こ
れ
に
対
す
る
、

最
近
の
最
も
権
威
あ
る
岩
波
版
全
集
中
の
説
明
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
４
）。

　

一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
一
〇
月
二
五
日
発
行
の
、下
島
勲
編
『
井
月
句
集
』
に
「
跋
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、の
ち
『
点
心
』『
梅
・

馬
・
鶯
』
に
表
記
の
題
で
収
め
ら
れ
た
。
本
全
集
は
、『
梅
・
馬
・
鶯
』
所
収
の
も
の
を
底
本
と
し
、
初
出
以
下
と
校
合
し
た
。

昭
和
四
九
年
一
一
月
二
五
日
（
増
補
改
訂
版
再
版
、
初
版
は
昭
和
五
年
一
〇
月
一
五
日
）
伊
那
毎
日
新
聞
社
発
行
の
、
下
島
勲
・

高
津
才
次
郎
編
『
井
月
全
集
』
の
巻
末
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
跋
」
に
は
、文
末
に
「
大
正
十
年
十
月
二
日　

芥
川
龍
之
介
筆
記
」

七
一



と
あ
る
。

　
『「
井
月
句
集
」
の
跋
』
は
、
か
か
る
経
緯
の
あ
る
跋
文
で
極
め
て
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
半
で
、
芥
川
は
、
江
戸
末
期
よ
り

明
治
初
期
の
信
州
の
俳
人
井
上
井
月
の
句
に
感
想
を
認
め
、
彼
の
句
集
を
編
纂
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
親
し
い
友
人
の
医
師
下
島
勲

の
烱
眼
を
称
え
た
後
、
そ
の
後
半
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
５
）。

　

が
、
私
の
編
者
に
負
ふ
所
は
、
こ
れ
の
み
に
尽
き
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
昔
天
竺
の
鹿ろ
く

頭づ

梵ぼ
ん

志し

は
、
善
く
髑
さ
れ
か
う
べ
髏
を
観
察
し
、
手

を
以
て
之
を
撃
つ
て
は
、死
の
因
縁
を
明
ら
か
に
し
た
。
た
と
へ
ば
「
是
男
子
な
り
。
衆
病
集
つ
て
百
節
酸
痛
し
、
命
み
や
う
じ
ゆ
う

終
を
取
る
。

是こ
の

人ひ
と

死
し
て
三
悪
趣
に
堕
つ
」
の
類
で
あ
る
。
し
か
し
世
尊
が
試
み
に
、
優う

陀だ

延え
ん

比び

丘く

の
髑
髏
を
与
へ
て
見
た
ら
、
彼
は
唯
茫
然

と
し
て
、「
男
に
非
ず
女
に
非
ず
。
亦
生
を
見
ず
。
亦
断
を
見
ず
。
亦
同
胞
往
来
す
る
を
見
ず
。」
と
、
殆
答
へ
る
所
を
知
ら
な
か

つ
た
。
無
余
涅
槃
に
入
つ
て
ゐ
た
比
丘
は
、「
無
終
無
始
、
亦
生
死
無
く
、
亦
八
方
上
下
適ゆ

く
べ
き
所
無
し
」
だ
つ
た
為
、
梵
志

の
神
識
も
及
ば
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
優
陀
延
に
限
つ
た
事
で
は
な
い
。
井
月
の
髑
髏
を
撃
た
せ
て
見
て
も
、
梵
志
は
や

は
り
喟き

然ぜ
ん

と
し
て
、
止
む
よ
り
外
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
こ
の
せ
ち
辛
い
近
世
に
も
、
か
う
云
ふ
人
物
が
あ
つ
た
と
云
ふ
事
は
、

我
々
下
根
の
凡
夫
の
心
を
勇
猛
な
ら
し
む
る
力
が
あ
る
。
編
者
は
井
月
の
句
と
共
に
、
井
月
を
伝
し
て
謬
ら
な
か
つ
た
。
私
が
最

後
に
感
謝
し
た
い
の
は
、
こ
の
一
事
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
半
部
分
に
対
す
る
同
上
全
集
の
「
注
解
」
箇
所
で
は
、
難
語
以
外
の
二
人
の
重
要
人
物
に
つ
い
て
、
前
者
の
「
鹿
頭
梵
志
」

に
対
し
て
は
「
イ
ン
ド
の
婆
羅
門
の
僧
。」、
後
者
の
「
優
陀
延
比
丘
」
に
対
し
て
は
「
釈
迦
の
弟
子
。
拘く

睒せ
ん

弥み

国
の
王
。」
と
い
う
簡

単
な
註
記
が
施
さ
れ
て
い
る
（
６
）。

因
み
に
、
今
と
な
っ
て
は
一
時
代
前
の
全
集
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
参
考
ま
で
に
筑
摩
版
の
そ
れ

を
繙
い
て
み
る
と
、
上
記
の
二
人
に
対
し
て
は
五
十
歩
百
歩
の
註
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
よ
く
注
意
す
れ
ば
、
前
者
の

項
に
つ
い
て
、
筑
摩
版
で
は
「
未
詳
。」
と
さ
れ
て
い（
７
）るの
に
相
応
す
る
文
言
が
、
岩
波
版
で
は
全
く
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
両
者

七
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の
明
瞭
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
相
違
は
一
見
小
さ
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
品
鑑
賞
の
上
か
ら
い
え

ば
極
め
て
大
き
な
違
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
筑
摩
版
の
そ
れ
は
、
芥
川
が
「
鹿
頭
梵
志
」
の
登
場
す
る
な
ん
ら

か
の
仏
教
文
学
に
基
づ
い
て
こ
の
記
述
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
註
釈
者
は
気
づ
い
て
お
り
、
従
っ
て
、
で
き
る
な
ら
ば
そ
の
典
拠
を
知

ろ
う
と
し
た
が
そ
れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
た
め
に
「
未
詳
」
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
種
の
文
言
を
含
ま
な
い
岩

波
版
の
そ
れ
は
、
か
か
る
基
本
的
な
こ
と
さ
え
知
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
芥
川
の
示
唆
す
る
こ
の
髑
髏
叩
き
の
「
鹿
頭
梵
志
」
に
つ
い
て
は
、
仏
教
美
術
に
詳
し
い
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
水
野
清

一
博
士
の
指
摘
さ
れ
る
「
執
雀
バ
ラ
モ（
８
）ン

」
に
対
比
さ
れ
た
形
で
の
「
髑
髏
バ
ラ
モ
ン
」
と
し
て
、
そ
の
彫
像
ま
で
思
い
浮
か
ぶ
か
も

し
れ
な
い
し
、仏
教
文
学
に
通
暁
し
た
人
な
ら
ば
、「
鹿
頭
」の
イ
ン
ド
原
名
と
し
て
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス（M

R gaC iras

）

や
パ
ー
リ
名
ミ
ガ
シ
ー
サ
（M

igasI sa
）
も
し
く
は
ミ
ガ
シ
ラ
（M

igasira

）
と
し
て
、あ
る
い
は
同
じ
「
髑
髏
バ
ラ
モ
ン
」
の
別
人
ヴ
ァ

ン
ギ
ー
サ
（VaG gI sa

）
と
し
て
、
赤
沼
智
善
博
士
の
辞
典
な（
９
）ど

を
介
し
て
、
も
う
一
方
の
「
執
雀
バ
ラ
モ
ン
」
と
共
に
、
知
る
資
料
や

文
献
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
に
必
要
に
応
じ
て
触
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
芥
川
の
基
づ
い
た
も

の
は
、
そ
れ
ら
多
様
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
恐
ら
く
は
単
一
の
『
増
一
阿
含
経
』
巻
第
二
〇
の
第
四
経
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本

経
に
つ
い
て
は
、
水
野
清
一
博
士
が
、
先
の
指
摘
中
で
、「
髑
髏
バ
ラ
モ
ン
」
に
絡
め
て
、
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
そ
の
要
旨
を
紹
介
し
て

お
ら
れ
る
。

　

髑
髏
バ
ラ
モ
ン
の
は
な
し
は
、
ま
だマ
マ

東
晋
の
僧
迦
提
婆
訳
『
増
一
阿
含
経
』（
大
正
大
蔵
経　

第
二
巻
、
六
五
〇
―
六
五
二
頁
）
巻

二
〇
に
も
で
て
い
る
。
そ
の
名
を
鹿
頭
梵
志
と
い
う
一
人
の
バ
ラ
モ
ン
は
、星
宿
に
あ
か
る
く
、医
薬
に
長
じ
、髑
髏
を
た
た
い
て
一
々

そ
の
性
別
と
死
因
、
そ
れ
か
ら
そ
の
転
生
の
ば
し
ょ
を
い
い
あ
て
た
と
い
う
。
た
だ
涅
槃
に
は
い
っ
た
優
陀
延
比
丘
の
髑
髏
に
つ

い
て
は
、
な
に
ご
と
も
察
知
で
き
ず
、
釈
尊
に
帰
服
し
て
、
つ
い
に
比
丘
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
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以
上
が
水
野
清
一
博
士
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
『
増
一
阿
含
経
』
巻
第
二
〇
の
第
四
経
の
要
旨
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
読
ん
だ
だ
け

で
も
芥
川
が
本
経
に
基
づ
い
て
如
上
の
記
述
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
あ
る
程
度
容
易
に
推
測
は
つ
く
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
単
一

に
本
経
だ
け
に
基
づ
い
た
と
結
論
づ
け
る
た
め
に
は
も
う
少
し
論
証
の
手
続
き
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

現
在
の
『
増
一
阿
含
経
』
全
五
一
巻
は
、そ
の
イ
ン
ド
原
典
形
態
に
お
け
る
成
立
展
開
の
問
題
や
中
国
訳
経
史
上
の
問
題
に
絡
め
て
、

大
乗
仏
教
興
起
以
降
の
新
た
な
付
加
要
素
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
か
な
り
複
雑
な
問
題
も
含
む
短
経
典
群
か

ら
な
る
経
蔵
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
第
二
〇
の
問
題
の
第
四
経
は
、
そ
の
中
で
も
比
較
的
長
め
の
経
典
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、

本
経
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
並
行
す
る
パ
ー
リ
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
文
献
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
断
片
的
に
は
こ
の
方
面
の
文

献
を
利
用
し
つ
つ
も
、
本
経
の
読
解
は
基
本
的
に
漢
訳
だ
け
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
以
下
に
は
、
こ
の
漢
訳
に
よ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
、芥
川
が
先
の
記
述
を
本
経
に
基
づ
い
て
な
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
証
す
る
に
足
る
箇
所
を
引
用
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

聞
如
是
。
一
時
、仏
在
羅
閲
城
耆
闍
崛
山
中
、与
大
比
丘
衆
五
百
人
倶
。
爾
時
、世
尊
、従
静
室
起
、下
霊
鷲
山
、及
将１

鹿
頭
梵
志
、

而
漸
遊
行
、
到
大
畏
塚
間
。
爾
時
、
世
尊
取
死
人
髑
髏
、
授
与
梵
志
、
作
是
説
。「
汝
今
梵
志
、
明
於
星
宿
、
又
兼
医
薬
、
能
療

治
衆
病
、皆
解
諸
趣
。
亦
復
能
知
、人４

死
因
縁
。
我
今
問
汝
。
此
是
何
人
髑
髏
、為
是
男
耶
、爲
是
女
乎
。
復
由
何
病
、而
取
命
終
。」

是
時
、梵
志
即２

取
髑
髏
、反
覆
観
察
。
又
復
、３

以
手
而
取
撃
之
、白
世
尊
曰
。「
此５

是
男
子
髑
髏
、非
女
人
也
。」
世
尊
告
曰
。「
如
是
、

梵
志
、如
汝
所
言
。
此
是
男
子
、非
女
人
也
。」
世
尊
問
曰
。「
由
何
命
終
。」
梵
志
、復
以
手
捉
撃
之
、白
世
尊
言
。「
此６

衆
病
集
湊
、

百
節
酸
疼
、故
致
命
終
。」
世
尊
告
曰
。「
当
以
何
方
治
之
。」
鹿
頭
梵
志
、白
仏
言
。「
当
取
呵
梨
勒
果
、並
取
蜜
和
之
、然
後
服
之
、

此
病
得
愈
。」
世
尊
告
曰
。「
善
哉
、
如
汝
所
言
。
設
此
人
得
此
薬
者
、
亦
不
命
終
。
此
人
、
今
日
命
終
、
為
生
何
処
。」
時
梵
志

聞
已
、
復
捉
髑
髏
撃
之
、
白
世
尊
言
。「
此
人
、
命
７

終
、
生
三
悪
趣
、
不
生
善
趣
。」（
中
略
）

　

爾
時
、
東
方
境
界
、
普
香
山
南
、
有８

優
陀
延
比
丘
、
於
無
余
涅
槃
界
、
而
取
般
涅
槃
。
爾
時
、
世
尊
、
屈
申
臂
頃
、
往９

取
彼

七
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髑
髏
来
、
授
与
梵
志
、
問
梵
志
曰
。「
男
耶
女
耶
。」
是
時
、
梵
志
、
復
以
手
撃
之
、
白
世
尊
言
。「
我
観
此
髑
髏
、
元
本
、
亦
復

非
男
、
又
復
非
女
。
所
以
然
者
、
我
観
此
髑
髏
、
亦
不
見
生
、
亦
不
見
断
、
亦
不
見
周
旋
往
来
。
所
以
然
者
、
観
八
方
上
下
、

都
無
音
嚮
。
我
今
、
世
尊
、
未
審
此
人
是
誰
髑
髏
。」
世
尊
告
曰
。「
止
止
、
梵
志
、
汝
竟
不
識
是
誰
髑
髏
。
汝
、
当
知
之
。
此

髑
髏
者
、
無
終
無
始
、
亦
無
生
死
、
亦
無
八
方
上
下
、
所
可
適
処
。
此
是
、
東
方
境
界
、
普
香
山
南
、
優
陀
延
比
丘
、
於
無
余

涅
槃
界
、
取
般
涅
槃
、
是
阿
羅
漢
之
髑
髏
也
。」
爾
時
、
梵
志
、
聞
此
語
已
、
歎
未
曽
有
、
即
白
仏
言
。「
我
今
観
此
蟻
子
之
虫
、

所
従
来
処
、
皆
悉
知
之
。
鳥
獣
音
嚮
、
既
能
別
知
、
此
是
雄
、
此
是
雌
。
然
我
観
此
阿
羅
漢
、
永
無
所
見
、
亦
不
見
来
処
、
亦

不
見
去
処
。
如
来
正
法
、甚
為
奇
特
。
所
以
然
者
、諸
法
之
本
、出
於
如
来
神
口
、然
阿
羅
漢
、出
於
経
法
之
本
。」
世
尊
告
曰
。「
如

是
、
梵
志
、
如
汝
所
言
、
諸
法
之
本
、
出
如
来
口
。
正
使
諸
天
世
人
魔
若
魔
天
、
終
不
能
知
羅
漢
所
趣
。」
爾
時
、
梵
志
、
頭
面

礼
足
、
白
世
尊
言
。「
我
能
尽
知
九
十
六
種
道
所
趣
向
者
、
皆
悉
知
之
、
如
来
之
法
所
趣
向
者
、
不
能
分
別
。
唯
願
、
世
尊
、
得

在
道
次
。」
世
尊
告
曰
。「
善
哉
、
梵
志
、
快
修
梵
行
、
亦
無
有
人
知
汝
所
趣
向
処
。」
爾
時
、
梵
志
、
即
得
出
家
学
道
、
在
閑
静

之
処
、
思
惟
道
術
、
所
謂
族
姓
子
、
剃
除
鬚
髪
、
著
三
法
衣
、
生
死
已
尽
、
梵
行
已
立
、
所
作
已
弁
、
更
不
復
受
胎
、
如
実
知
之
。

是
時
、
梵
志
、
即
成
阿
羅
漢
。（
後
略
）

　

以
上
に
実
際
提
示
し
た
箇
所
は
、『
増
一
阿
含
経
』
巻
第
二
〇
の
第
四
経
の
約
三
分
の
一
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
従
っ
て
、
右

で
は
省
略
し
て
し
ま
っ
た「
中
略
」と「
後
略
」の
部
分
を
回
復
し
た
右
引
用
の
ほ
ぼ
三
倍
の
も
の
が
当
該
第
四
経
全
体
の
長
さ
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
は
そ
の
約
三
分
の
一
の
引
用
で
あ
る
と
は
い
え
、
芥
川
が
問
題
の
跋
文
中
で
本
経
に
基
づ
い
て
言
わ
ん
と
し
た
内
容
は
ほ

と
ん
ど
こ
の
箇
所
に
尽
き
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
右
引
用
中
に
示
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
実
線
と
点
線
部
分
の
１
か
ら
13
ま
で
を
順
次
に
辿
っ

て
訓
読
し
な
が
ら
連
結
し
実
線
部
分
は
そ
の
ま
ま
に
点
線
部
分
は
芥
川
の
表
現
に
改
め
、
更
に
そ
こ
へ
芥
川
自
身
の
地
の
文
を
加
え
て

全
体
を
構
築
す
れ
ば
、『「
井
月
句
集
」
の
跋
』
の
後
半
の
記
述
が
で
き
あ
が
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
芥
川
が
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忠
実
に
本
経
に
依
り
な
が
ら
見
事
に
そ
れ
を
剔
抉
し
て
井
月
句
集
に
関
す
る
自
己
の
感
想
を
表
白
す
る
こ
と
に
活
か
し
た
こ
と
を
証
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
芥
川
が
本
経
の
み
に
依
っ
て
い
た
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
彼
が

本
経
と
酷
似
す
る
何
か
別
な
テ
キ
ス
ト
に
依
っ
た
可
能
性
は
依
然
払
拭
し
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
類
似
の
話
を
有

す
る
可
能
性
の
あ
る
経
典
を
、
芥
川
が
参
照
し
え
た
漢
訳
の
全
仏
教
文
学
中
に
一
応
当
た
っ
て
み
る
べ
く
、
こ
の
話
に
特
徴
的
な
「
鹿

頭
梵
志
」
を
中
心
に
検
索
し
て
み
た
結
果
、
本
経
以
外
に
類
似
の
経
典
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
判
明
結
果
よ
り
、
芥
川
が
本
経
の
み
に
依
っ
て
直
前
に
推
測
し
た
よ
う
な
引
用
を
含
む
記
述
を
展
開
し
た
こ
と
が
確

実
と
な
れ
ば
、
本
経
に
登
場
す
る
二
人
の
重
要
人
物
の
説
明
は
、
本
経
に
特
有
の
人
物
と
し
て
註
記
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
を
再
確
認
す
る
た
め
に
、
先
に
触
れ
た
代
表
的
二
つ
の
版
に
お
け
る
註
記
を
、
Ａ
「
鹿
頭
梵
志
」
と
、

Ｂ
「
優
陀
延
比
丘
」
と
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
列
挙
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

Ａ
「
鹿
頭
梵
志
」

　
　

筑
摩
版
‥
未
詳
。
梵
志
は
婆
羅
門
の
僧
の
称
。

　
　

岩
波
版
‥
イ
ン
ド
の
婆
羅
門
の
僧
。

　

Ｂ
「
優
陀
延
比
丘
」

　
　

筑
摩
版
‥
仏
弟
子
。
拘く

睒せ
ん

弥み

国
の
王
。

　
　

岩
波
版
‥
釈
迦
の
弟
子
。
拘く

睒せ
ん

弥み

国
の
王
。

　
『
増
一
阿
含
経
』
巻
第
二
〇
の
第
四
経
を
知
っ
た
上
で
、
こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
註
記
の
体
を
な
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る

で
あ
ろ
う
が
、
典
拠
が
未
詳
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
れ
も
止
む
な
し
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
に
せ
よ
、
あ
ま
り
権
威
も
な
い
仏
教
辞
典
を

引
っ
張
り
出
し
て
き
て
た
だ
引
き
写
し
た
だ
け
の
よ
う
な
註
記
に
な
っ
て
い
る
の
は
頂
け
な
い
。
Ａ
項
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
固
有
名
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詞
の
説
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、た
だ
「
梵
志
」
と
い
う
普
通
名
詞
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
し
、Ｂ
項
の
そ
れ
は
、

固
有
名
詞
の
説
明
が
意
識
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
誤
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

今
は
、
し
か
し
、
右
に
Ａ
項
と
Ｂ
項
下
で
見
た
註
記
の
欠
点
を
意
識
し
て
お
く
だ
け
で
、
こ
れ
以
下
で
は
、
先
に
提
示
し
た
『
増
一

阿
含
経
』
巻
第
二
〇
の
第
四
経
の
記
述
を
断
え
ず
念
頭
に
昇
ら
せ
つ
つ
、鹿
頭
梵
志
と
優
陀
延
比
丘
の
こ
と
を
順
次
に
取
り
上
げ
て
い
っ

て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
鹿
頭
梵
志
に
つ
い
て
、
か
か
る
固
有
名
詞
の
人
物
を
一
般
的
に
知
ろ
う
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
先
に
示
唆
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

赤
沼
智
善
博
士
の
『
印
度
仏
教
固
有
名
詞
辞
典
』
を
手
に
取
り
、
索
引
で
「
鹿
頭
（
比
）」
がM

igasI sa

の
項
目
に
あ
る
こ
と
に
見
当

を
つ
け
て
そ
の
項
目
の
頁
を
検
索
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
当
該
人
物
の
簡
単
な
説
明
と
そ
の
典
拠
と
し
て
の
パ
ー
リ
仏

典
や
漢
訳
仏
典
の
所
在
が
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
主
と
し
て
、
パ
ー
リT

heragA thA

第
一
八
一
―
一
八
二
頌
の

作
者
と
し
て
のM

igasira

（
＝M

igasI sa
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
頌
の
『
註
釈
（T

heragA thA -A
TT hakathA

）』
に
基
づ
い
て
、
そ

の
人
物
像
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

憍
薩
羅
国
の
人
に
て
、
婆
羅
門
種
。
頭
蓋
呪
を
修
誦
し
、
町
よ
り
町
へ
と
遍
歴
し
て
、
頭
蓋
骨
を
見
て
、
そ
の
人
の
行
衛
を
言

ひ
当
て
て
生
活
を
な
す
。
舎
衛
城
に
て
仏
に
見
え
、
術
を
く
ら
べ
ん
と
し
て
、
入
涅
槃
の
人
の
行
衛
を
知
る
こ
と
能
は
ず
、
仏
に

敗
れ
、
仏
の
術
を
学
ば
ん
と
欲
し
て
出
家
受
戒
す
。
後
さ
と
り
を
得
、
そ
の
告
白
を
な
す
。Thera G. 181-182

偈
こ
れ
な
り
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
ミ
ガ
シ
ラ
（
鹿
頭
）
な
る
人
物
像
の
概
略
は
思
い
描
け
る
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
烱
眼
の
士
な
ら
ば
、
こ
の
項
目

の
右
引
用
直
後
に
、
芥
川
の
基
づ
い
た
『
増
一
阿
含
経
』
巻
第
二
〇
の
第
四
経
を
見
出
し
て
そ
れ
に
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
し
、
そ
れ
以
下
の
諸
資
料
も
調
べ
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
し
か
し
、
今
こ
こ
で
、
こ
の
第
四
経
以
外

の
ミ
ガ
シ
ラ
を
巡
る
諸
資
料
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
当
面
の
目
的
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
惧
れ
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
右
引
の
末

七
七
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尾
で
指
摘
さ
れ
て
い
るT

heragA thA

第
一
八
一
―
一
八
二
頌
の
み
を
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

Yato ahaM
 pabbajito sam

m
âsam

buddhasâsane,

vim
uccam

âno uggacchiM
, kâm

adhâtuM
 upaccagaM

.

Brahm
uno pekkham

ânassa tato cittaM
 vim

ucci m
e;

akuppâ m
e vim

uttîti sabbasaM
yojanakkhayâ.

　

わ
た
し
は
、
完
全
に
さ
と
り
を
開
い
た
人
（
ブ
ッ
ダ
）
の
教
え
に
お
い
て
出
家
し
、
解
脱
し
つ
つ
、
上
に
昇
っ
た
。
わ
た
し
は
欲

望
の
領
域
（
欲
界
）
を
の
り
超
え
た
。

　

梵
天
が
見
つ
め
て
い
た
あ
と
で
、
わ
た
し
の
心
は
解
脱
し
た
。
一
切
の
束
縛
が
消
滅
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
た
し
の
解
脱
は

不
動
で
あ
る
、
と
〔
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
〕。

　

こ
の
頌
に
い
う
「
解
脱
」
や
先
の
そ
れ
に
対
す
る
註
釈
に
い
う
「
涅
槃
」
が
果
し
て
仏
教
の
「
思
想
」
や
「
哲
学
」
か
ら
み
て
も
仏

教
と
言
い
う
る
か
ど
う
か
は
大
き
な
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
「
解
脱
」
や
「
涅
槃
」
の
境
地
が
、
上
掲
の
問
題
の
第
四
経
の
引

用
末
尾
の
「
即
成
阿
羅
漢
」
の
境
地
と
一
致
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
話
と
し
て
は
、
か
か
る
境
地

を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
鹿
頭
（
ミ
ガ
シ
ラ
）
梵
志
の
髑
髏
叩
き
と
い
う
前
歴
に
多
く
の
人
々
の
興
味
が
寄
せ
ら
れ
た
せ
い
か
、
髑
髏

叩
き
を
中
核
と
す
る
話
自
体
は
、
種
々
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
展
開
し
な
が
ら
、
交
易
路
を
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
東
西
南
北
に
伝
播
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て
後
で
考
察
し
た
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
「
鹿
頭
梵
志
」
の
説
明
に
つ
い

て
確
認
し
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
梵
志
」
と
い
う
普
通
名
詞
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
敬
称
の
意
味
で
あ
る
。
前
掲
の
Ａ
項
下
に
示

さ
れ
た
二
つ
の
版
の
註
記
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、「
梵
志
」
と
は
「
婆
羅
門
の
僧
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

七
八
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れ
で
大
過
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
漢
訳
の
当
の
第
四
経
に
当
て
嵌
め
て
み
る
と
、
世
尊
が
静
室
よ
り
起
ち
一
緒
に
塚
間
へ

連
れ
て
行
っ
た
者
と
は
そ
の
「
婆
羅
門
の
僧
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
る
に
、
こ
こ
で
「
梵
志
」
と
漢
訳
さ
れ
る
原
の
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
に
つ
い
て
一
般
的
な
知
識
を
示
し
て
お
く
と
、
厳
格
な
こ
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
代
表
的
な
も
の
はbrA hm

aN a

と

parivrA jaka
で
あ
る
。
前
者
は
カ
ー
ス
ト
階
級
最
上
位
の
婆
羅
門
そ
の
も
の
、
後
者
は
そ
の
出
自
は
分
か
ら
な
い
ま
で
も
遊
行
生
活

に
入
っ
て
い
る
も
の
を
指
す
。
従
っ
て
、
も
し
註
記
者
が
前
者
のbrA hm

aN a

を
想
起
し
な
が
ら
「
婆
羅
門
の
僧
」
と
し
た
の
で
あ
れ

ば
「
僧
」
が
余
計
で
あ
り
、
後
者
のparivrajA ka

を
想
定
し
な
が
ら
そ
う
し
た
の
で
あ
れ
ば
鹿
頭
の
出
自
が
ま
だ
確
認
さ
れ
な
い
う

ち
に
註
記
者
は
こ
れ
を
婆
羅
門
（brA hm

aN a

）
階
級
出
身
の
遊
行
者
（
僧
）
と
説
明
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
結
果
的
に

後
者
が
正
解
で
あ
る
こ
と
は
、前
引
の
赤
沼
博
士
の
説
明
で
、ミ
ガ
シ
ラ
の
出
自
が
「
婆
羅
門
種
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ

て
私
た
ち
は
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
典
拠
と
な
る
パ
ー
リ
で
は
、
仏
教
教
団
で
出
家
後
に
は
「
ミ
ガ
シ

ラ
長
老
（M

igasira-tthera

）」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
彼
も
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
は
、
世
尊
に
よ
っ
て
もparibbA jaka

と
呼

び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
のparibbA jaka
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
い
え
ばparivrA jaka

に
相
当
す
る
の
で
想
定
す
る
言
語
と
し

て
は
こ
れ
が
正
し
い
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
優
陀
延
比
丘
の
こ
と
を
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
四
経
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
の
こ
と
を

厳
密
な
意
味
で
知
る
こ
と
は
今
の
私
に
は
難
し
い
。
私
の
現
在
知
る
限
り
で
は
、
東
方
の
普
香
山
の
南
で
、「
於
無
余
涅
槃
界
、
而
取

般
涅
槃
」
し
た
優
陀
延
比
丘
と
は
、
本
経
で
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
先
に
触
れ
た
こ
れ
と
類
似
の
話
を
示
す

T
heragA thA

第
一
八
一
―
一
八
二
頌
に
対
す
る
『
註
釈
』
で
も
、
ミ
ガ
シ
ラ
梵
志
に
対
し
て
、「
世
尊
は
般
涅
槃
し
た
比
丘
の
頭
蓋
骨
を

捉
ら
せ
て
（BhagavA  parinibbutassa bhikkhuno sI sa-kapA laŋ A harA petvA
）」
と
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
特
定
の
比
丘
の
頭
蓋

骨
だ
と
は
断
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
話
は
通
じ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、こ
の
場
合
の
重
要
点
は
、死
ん
だ
比
丘
の
頭
蓋
骨
が
「
取

七
九



般
涅
槃
（parinibbuta

）」
し
た
も
の
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
か
る
比
丘
は
決
し
て
特
定
の
一
人
の
比
丘
だ
け
で
は
な
か
っ

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
、
先
の
Ｂ
項
下
の
註
釈
の
よ
う
に
、「
拘く

睒せ
ん

弥み

国
の
王
」
と
、
い
か
な
る
文
献
資
料
に
も
基
づ
か
ず

に
特
定
す
る
の
は
、
今
の
私
か
ら
す
れ
ば
誤
り
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
因
み
に
、
こ
の
「
優
陀
延
」
に
つ
い
て
も
、
先
の
「
鹿
頭
」

の
場
合
同
様
、
赤
沼
博
士
の
辞
典
を
手
掛
か
り
に
、
同
じ
手
続
を
試
み
て
み
れ
ば
、
索
引
の
「
優
陀
延
（
王
）U

daya
4

」
と
「
優
陀
延
・

優
陀
延
那
（
王
）U

dena
1

」
を
介
し
て
、U

daya

とU
dena

（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
な
らU

dyana

）
の
項
目
に
辿
り
着
く
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
の
両
項
目
下
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
前
後
の
典
拠
を
当
っ
て
み
て
も
「
取
般
涅
槃
（parinibbuta

）」
し
た
も
の
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、か
か
る
も
の
と
は
全
く
関
係
の
な
い「
拘
睒
弥（K

osam
bI

）の
王
」の
み
は
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
け
で
あ
る
。

　

以
上
で
、
い
か
な
る
版
本
に
依
っ
た
の
か
ま
で
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
芥
川
龍
之
介
が
全
体
を
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
の
確

実
な
『
増
一
阿
含
経
』
巻
第
二
〇
の
第
四
経
を
中
心
に
、
鹿
頭
梵
志
の
こ
と
を
主
と
し
て
問
題
に
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
、
芥
川
が
具

体
的
に
は
触
れ
て
い
な
い
、
本
経
の
先
の
引
用
で
は
、「
後
略
」
と
し
て
指
示
し
た
箇
所
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
『
増

一
阿
含
経
』
と
は
、
短
経
を
、
そ
の
扱
う
教
え
の
法
数
に
従
っ
て
、
一
法
の
も
の
か
ら
十
一
法
の
も
の
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に

ま
と
め
て
い
っ
た
経
典
の
総
体
を
指
す
が
、本
経
は
か
か
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
四
法
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
。そ
の
四
法
の
教
え
が「
後
略
」

部
分
に
示
さ
れ
る
地
水
火
風
の
四
界
の
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
阿
羅
漢
と
な
っ
た
後
の
鹿
頭
梵
志
と
世
尊
と
の
対
話
で
展
開
さ
れ
る
説
で

あ
る
が
、
そ
の
説
に
よ
れ
ば
、
四
界
に
は
そ
れ
ぞ
れ
内
外
が
あ
っ
て
八
種
と
な
る
が
、
内
は
無
常
で
あ
る
け
れ
ど
も
外
は
常
で
あ
っ
て
、

結
局
は
八
種
も
実
な
る
常
の
四
に
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、こ
の
説
は
、先
のT

heragA thA

や
そ
の
『
註

釈
』
が
示
す
「
解
脱
」
や
「
涅
槃
」
に
通
底
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
と
も
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
仏
教
的
で
あ
る
と
は
認
め
難
い

も
の
な
の
で
あ
る
。
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三　

鹿
頭
梵
志
を
巡
る
仏
教
文
学
的
背
景

　

前
節
で
は
、
芥
川
の
『「
井
月
句
集
」
の
跋
』
を
基
点
に
、
そ
の
材
源
と
な
っ
た
『
増
一
阿
含
経
』
巻
第
二
〇
の
第
四
経
を
中
心
に
、

可
能
な
限
り
本
経
か
ら
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
努
め
な
が
ら
、
鹿
頭
梵
志
の
話
を
考
察
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
本
節
で
は
、
鹿
頭

梵
志
と
い
う
よ
り
は
彼
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
「
髑
髏
叩
き
」
の
方
へ
や
や
重
点
を
移
し
つ
つ
、そ
れ
を
巡
る
仏
教
文
学
的
背
景
を
探
っ

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
「
髑
髏
叩
き
」
の
話
自
体
は
、
種
々
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
な
っ
て
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
を
拠
点
に
東
西
南
北
に
広
く
伝
播
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
節
で
触
れ
た
が
、
こ
の
「
髑
髏
叩
き
」
に
、
美
術
史
家
の
観
点
か
ら
、
そ
の
彫
像
（
レ
リ
ー
フ
）

の
意
味
を
パ
ー
リ
註
釈
文
献
を
介
し
て
説
明
し
つ
つ
、
注
目
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
イ
タ
リ
ア
の
タ
ッ
デ
イ
教
授
で
あ
り
、
文
献
学

者
の
観
点
か
ら
、『
大
智
度
論
』
の
仏
訳
中
に
鹿
頭
梵
志
に
つ
い
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
で
語
ら
れ
て
い
る
話
を
翻
訳
し
つ
つ
、
注
目

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
ベ
ル
ギ
ー
の
ラ
モ
ッ
ト
教
授
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
両
分
野
の
疎
遠
な
関
係
を
歎
き
な
が
ら
、
考
古
学

重
視
の
立
場
か
ら
、
特
に
チ
ベ
ッ
ト
律
文
献
に
詳
し
い
シ
ョ
ペ
ン
教
授
は
、
上
記
両
教
授
の
「
髑
髏
叩
き
（the Skull-Tupper

）」
に

関
す
る
業
績
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
引
用
が
少
々
長
く
な
る
が
、「
髑
髏
叩
き
」
を
巡
っ
て
い
か
な
る
研
究
経
緯
が
あ
っ

た
の
か
も
分
か
る
と
思
う
の
で
、
敢
え
て
長
め
に
掲
載
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。

　

タ
ッ
デ
ィ
は
一
九
七
九
年
の
論
文
に
お
い
て
、
十
の
レ
リ
ー
フ
、
あ
る
い
は
レ
リ
ー
フ
の
断
片
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ

は
タ
ク
シ
ラ
の
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
・
ス
ト
ゥ
ー
パ
か
ら
、
二
つ
は
北
西
の
辺
境
の
地
域
か
ら
、
三
つ
は
伝
え
ら
れ
る
所
に
よ
れ
ば

サ
リ
バ
ロ
ー
ル
か
ら
、
二
つ
は
ハ
ッ
ダ
か
ら
、
そ
し
て
あ
と
の
二
つ
も
お
そ
ら
く
ハ
ッ
ダ
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
彼

は
そ
れ
ら
を
「
仏
陀
と
頭
蓋
骨
た
た
き
の
物
語
」
の
絵
図
で
あ
る
と
鑑
定
し
て
い
ま
す
。
タ
ッ
デ
ィ
は
『
増
支
部
』
と
『
ダ
ン
マ
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パ
ダ
』
と
『
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
』
と
に
対
す
る
パ
ー
リ
注
釈
中
の
い
く
つ
か
の
版
で
こ
の
物
語
を
知
り
ま
し
た
。
彼
は
『
ダ
ン
マ

パ
ダ
』
の
注
釈
に
基
づ
い
て
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
ま
す
。

王
舎
城
に
住
む
、
頭
蓋
骨
を
指
で
た
た
い
て
死
者
の
再
生
を
予
言
す
る
と
称
す
る
、
ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ
と
い
う
名
の
バ
ラ
モ
ン
が
、

仏
陀
に
そ
の
術
を
示
す
た
め
に
、
仏
陀
が
当
時
住
ん
で
お
ら
れ
た
ジ
ェ
ー
タ
ヴ
ァ
ナ
の
僧
院
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
。
仏
陀
は
四

つ
の
頭
蓋
骨
を
調
達
さ
せ
た
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
の
生
涯
（
人
間
と
神
と
畜
生
と
地
獄
）
に
再
生
し
て
い
る
人
々
の
頭

蓋
骨
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ
は
四
つ
の
頭
蓋
骨
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
た
ち
の
再
生
の
仕
方
を
言
い
当
て
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

し
か
し
仏
陀
が
、
死
ん
だ
阿
羅
漢
の
頭
蓋
骨
に
そ
の
術
を
用
い
る
こ
と
を
求
め
た
時
、
彼
は
正
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
（
中
略
）
ラ
モ
ッ
ト
が
『
大
智
度
論
』
の
〔
仏
訳
の
〕
第
二
巻
を
一
九
四
九
年
に
出
版
す
る
以
前
に
、
タ
ッ
デ
ィ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ

資
料
の
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
は
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
ラ
モ
ッ
ト
は
、
そ
れ
ら
の
資
料
が
お
そ
ら
く
描
い
て

い
る
で
あ
ろ
う
物
語
を
自
ら
訳
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
な
が
ら
、
こ
と
さ
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
タ
ッ

デ
ィ
の
資
料
に
気
づ
か
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
重
要
性
が
分
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
は
そ
れ
は
、
ヴ
ァ
ン
ギ
ー

サ
と
い
う
バ
ラ
モ
ン
の
物
語
で
は
な
く
、
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
と
い
う
名
の
仙
人
の
息
子
（
と
鹿
）
の
物
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
息

子
も
仙
人
と
呼
ば
れ
、
頭
蓋
骨
た
た
き
の
術
を
学
ん
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ラ
モ
ッ
ト
は
そ
の
レ
リ
ー
フ
を
見
過
ご
し
、

タ
ッ
デ
ィ
は
こ
の
物
語
を
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

シ
ョ
ペ
ン
教
授
は
、
右
の
よ
う
に
両
教
授
の
業
績
に
触
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
レ
リ
ー
フ
や
文
献
資
料
な
ど
の
間
に
見
ら
れ
る
、
最

初
期
の
レ
リ
ー
フ
と
パ
ー
リ
註
釈
文
献
と
の
時
代
的
ギ
ャ
ッ
プ
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
と
ス
リ
ラ
ン
カ
と
の
地
理
的
ギ
ャ
ッ
プ
を
、
彼
の
得
意

と
す
る
根
本
説
一
切
有
部
の
律
蔵
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
今
は
こ
の
問
題
に
関
わ
ろ
う
と
は
思

わ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
、
右
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
状
況
を
多
少
具
体
的
に
追
認
す
る
に
止
め
た
い
。
ま
ず
、
引
用
の
「
中
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略
」
以
前
で
扱
わ
れ
て
い
る
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
の
註
釈
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
はD

ham
m

apada

第
四
一
九
―
四
二
〇
頌
に
対
す
る

A
TT hakathA

中
のVaG gI sa

（
ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ
）
の
話
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
、
そ
の
所
釈
の
二
頌
を
示
し
て
お
け
ば

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Cutiŋ yo vedi sattA naŋ upapattiJ  ca sabbaso

asattaŋ sugataŋ buddhaŋ tam
 ahaŋ brU m

i brA hm
aN aŋ.

Yassa gatiŋ na jA nanti devA  gandhabbam
A nusA

khIN âsavaŋ arahantaŋ tam
 ahaŋ brU m

i brA hm
aN aŋ.

　

生
き
と
し
生
け
る
者
の
死
生
を
す
べ
て
知
り
、
執
著
な
く
、
よ
く
行
き
し
人
、
覚
っ
た
人
、

―
か
れ
を
わ
れ
は
〈
バ
ラ
モ
ン
〉

と
呼
ぶ
。

　

神
々
も
天
の
伎
楽
神
（
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
）
た
ち
も
人
間
も
そ
の
行
方
を
知
り
得
な
い
人
、
煩
悩
の
汚
れ
を
滅
ぼ
し
つ
く
し
た
真
人
、

―
か
れ
を
わ
れ
は
〈
バ
ラ
モ
ン
〉
と
呼
ぶ
。

　

こ
の
二
頌
は
、
ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ
が
世
尊
の
下
で
出
家
し
た
後
に
、
世
尊
が
比
丘
た
ち
に
対
し
て
説
い
た
も
の
、
と
註
釈
の
中
で
は
さ

れ
て
い
る
が
、
話
の
主
人
公
が
誰
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
種
の
話
に
結
び
つ
け
て
示
さ
れ
て
い
る
頌
に
共
通
す
る
の
は
、「
髑
髏
叩
き
」

に
よ
っ
て
も
そ
の
「
落
ち
着
き
場
所
（gati

、
行
方
）」
さ
え
知
ら
れ
な
い
よ
う
な
阿
羅
漢
（arahant

、
真
人
）
の
「
解
脱
」
や
「
涅
槃
」

の
境
地
が
賛
美
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
従
っ
て
、「
髑
髏
叩
き
」
が
ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ
か
ら
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス

（M
R gaC iras, M

igasira

、
鹿
頭
）
に
代
わ
る
話
の
場
合
で
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
か
か
る
話
の
一
つ
が
、
前
節
で
見
た
『
増
一
阿
含

経
』
巻
第
二
〇
の
第
四
経
の
鹿
頭
梵
志
の
話
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
示
さ
れ
る
の
は
、
確
か
に
頌
で
は
な
い
に
せ
よ
、

同
じ
よ
う
な
境
地
を
示
唆
す
る
教
え
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
充
分
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
シ
ョ
ペ
ン
教
授
が
右
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引
用
中
の
「
中
略
」
以
後
の
記
述
で
触
れ
て
い
る
ラ
モ
ッ
ト
教
授
の
『
大
智
度
論
』
の
仏
訳
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
の

話
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
具
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
ラ
モ
ッ
ト
教
授
が
『
大
智
度
論
』
仏
訳
の
傍
ら
で
こ
の
話
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、『
大
智
度
論
』

中
の
六
波
羅
蜜
（S aT -pA ram

itA

）
の
最
後
の
智
慧
（prajJA

）
を
主
題
と
す
る
箇
所
で
鹿
頭
梵
志
が
登
場
し
て
く
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
の
場
面
で
は
、
究
竟
道
（niST hA -m

A rga

）
は
一
つ
し
か
な
い
と
主
張
す
る
仏
世
尊
を
論
破
し
よ
う
と
、
論
争
に
自
身
の
あ
る

論
力
（V

A dabala
）
梵
志
（parivrA jaka

）
が
、
世
尊
の
所
へ
出
向
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
究
竟
道
が
あ
る
ゆ

え
道
は
多
で
は
な
い
か
と
論
争
を
挑
む
が
、世
尊
は
そ
の
多
と
い
う
の
は
皆
誤
っ
た
思
想
（m

ithyA -dRST i

、邪
見
）
で
あ
る
と
応
じ
、更
に
、

相
手
の
論
力
梵
志
よ
り
、
彼
の
旧
知
で
あ
る
鹿
頭
梵
志
こ
そ
得
道
者
中
の
第
一
人
者
で
あ
る
と
の
答
え
を
引
き
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
世

尊
は
、
そ
の
第
一
人
者
は
既
に
自
分
の
弟
子
と
な
っ
て
現
に
自
分
の
背
後
に
立
っ
て
い
る
鹿
頭
梵
志
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
尋
ね
た
の

で
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
論
力
梵
志
は
急
に
恥
し
く
な
っ
て
頭
を
下
げ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
、
世
尊
が
論
力
梵
志
に
対
し

て
示
し
た
の
が
、SuttanipA ta

第
八
二
四
―
八
三
四
頌
と
酷
似
し
た
五
頌
（
偈
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
以
上
が
そ
の
問

題
の
場
面
の
全
て
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
登
場
す
る
鹿
頭
梵
志
に
「
髑
髏
叩
き
」
の
振
舞
は
な
い
が
、
ラ
モ
ッ
ト
教
授
が
こ
の
箇
所
と

の
関
係
で
そ
の
仏
訳
の
註
記
中
で
詳
し
く
扱
っ
た
根
本
説
一
切
有
部
の
『
衣
事
（C

I vara-vastu

）』
の
一
節
の
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
（M

R gaC iras

、

鹿
頭
）
の
話
は
「
髑
髏
叩
き
」
に
言
い
及
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
水
野
弘
元
博
士
が
、SuttanipA ta

第
八
二
四
―
八
三
四
頌
と

の
関
連
で
指
摘
さ
れ
た
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
発
見
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
断
片
で
は
、
パ
ー
リ
伝
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
ら
の
頌
と
ム
リ
ガ
シ

ラ
ス
が
『
大
智
度
論
』
に
お
け
る
と
同
様
に
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、『
衣
事
』

に
つ
い
て
は
義
浄
訳
も
な
く
、
そ
の
問
題
の
一
節
も
あ
ま
り
周
知
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い

が
、
そ
の
前
に
、
直
前
に
触
れ
た
『
大
智
度
論
』
中
の
鹿
頭
梵
志
の
話
に
つ
い
て
一
言
加
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
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そ
れ
は
、
こ
の
鹿
頭
梵
志
の
話
に
「
髑
髏
叩
き
」
の
場
面
は
欠
け
て
い
る
も
の
の
、『
大
智
度
論
』
の
そ
の
箇
所
と
、
こ
れ
に
先
立
つ

六
波
羅
蜜
中
の
禅
定
（dhyA na

）
を
主
題
と
す
る
箇
所
と
が
、
禅
定
か
ら
智
慧
へ
と
い
う
『
大
智
度
論
』
の
展
開
の
流
れ
の
中
で
、
中

国
天
台
の
荊
渓
湛
然
の
『
摩
訶
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
の
記
述
を
介
し
て
、日
本
の
道
元
の
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
第
十
「
四
禅
比
丘
」

で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
こ
の
方
面
で
は
、
こ
の
鹿
頭
梵
志
の
こ
と
は
周
知
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え

た
い
一
言
と
は
、
こ
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
箇
所
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
つ
も
り
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
方
面
の
こ

と
も
押
え
て
お
く
こ
と
は
、SuttanipA ta

第
八
二
四
―
八
三
四
頌
と
酷
似
し
た
『
大
智
度
論
』
の
こ
の
箇
所
の
五
頌
（
偈
）
を
巡
る
、

究
竟
道
は
一
か
多
か
と
い
う
問
題
の
解
決
に
も
大
い
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
上
記
の
根
本
説
一
切
有
部
の
『
衣
事
』
の
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
の
一
節
に
戻
る
が
、
ラ
モ
ッ
ト
教
授
は
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原

文
を
ダ
ッ
ト
教
授
の
ギ
ル
ギ
ッ
ト
写
本
校
訂
版
だ
け
に
よ
っ
て
再
出
し
そ
れ
を
仏
訳
し
て
い
る
の
で
、
同
教
授
が
ダ
ッ
ト
教
授
の
参
照

し
て
い
る
ナ
ル
タ
ン
版
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
も
と
よ
り
他
の
版
の
そ
れ
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
は
残
っ
て
い
る
に
せ
よ
、

一
応
そ
の
仏
訳
に
よ
れ
ば
こ
の
一
節
の
全
貌
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
学
問
的
に
次
に
望
ま
れ
る
こ
と
は
、
そ
の

問
題
の
欠
点
を
補
っ
た
訳
註
研
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
か
か
る
問
題
に
は
一
切
触
れ
ず
に
本
稿
に
必
要
な
限
り
で
の

要
約
を
左
に
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
い
。
提
示
に
当
っ
て
は
、ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ
が
舞
台
と
な
る
前
半
を
（
α
）
下
に
、シ
ュ
ラ
ー
ヴ
ァ

ス
テ
ィ
ー
が
舞
台
と
な
る
後
半
を
（
β
）
下
に
記
す
。

　
（
α
）
ま
ず
世
尊
が
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ
（R

A jagR ha

、
王
舎
城
）
の
ヴ
ェ
ー
ヌ
ヴ
ァ
ナ=

カ
ラ
ン
ダ
カ
ニ
ヴ
ァ
ー
パ
（VeN uvana- 

K
alandakanivA pa-

、迦
蘭
陀
竹
園
）に
滞
在
し
て
い
た
時
の
話
。
そ
の
頃
、近
郊
に
、五
神
通（paJ câbhijJA

）を
具
え
た
仙
人（RS i

）

の
庵
（AC ram

a-pada

）
が
あ
り
、
そ
の
仙
人
が
庵
の
近
く
の
泥
ま
み
れ
の
地
に
立
小
便
を
し
た
と
こ
ろ
へ
、
た
ま
た
ま
咽
の
渇
い

た
牝
鹿（m

R gI

）が
や
っ
て
来
て
、そ
の
小
便
を
飲
ん
で
孕
ん
だ
。
月
盈
ち
て
再
び
そ
こ
へ
や
っ
て
来
た
牝
鹿
に
は
男
の
子（dA raka

）

八
五

（
28
）

（
29
）



が
生
ま
れ
た
が
、牝
鹿
は
そ
の
臭
い
を
嗅
い
で
自
分
の
子
で
な
い
と
知
る
と
、そ
の
子
を
捨
て
て
去
っ
た
。一
方
、や
は
り
そ
こ
に
や
っ

て
来
た
仙
人
は
、
よ
く
観
察
し
て
彼
が
自
分
の
子
で
あ
る
こ
と
を
知
り
庵
で
そ
の
子
を
成
人
す
る
ま
で
育
て
た
が
、
鹿
（m

R ga

）

に
頭
（C iras

）
の
形
が
似
て
い
た
の
で
、
彼
は
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
（M

R gaC iras

）
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
仙
人
が
死
ん
だ
後
、
ム
リ
ガ

シ
ラ
ス
は
髑
髏
叩
き
（kapA lâkoT anI

）
の
術
（vidyA

）
を
習
得
し
、そ
れ
に
よ
っ
て
人
の
死
後
を
全
て
言
い
当
て
た
（vyA karoti

）。

髑
髏
を
叩
い
て
明
瞭
な
澄
ん
だ
音
（khaM

khaT a-svara

）
が
出
れ
ば
、
そ
の
も
の
の
死
後
の
生
ま
れ
先
（upapatti

）
は
善
趣

（sugati

）
で
あ
る
が
、そ
の
音
が
強
け
れ
ば
天
（deva

）
に
、中
位
で
あ
れ
ば
人
（m

anuS ya

）
に
生
ま
れ
て
い
る
と
言
い
当
て
、

不
明
瞭
な
籠
っ
た
音
（gadgada-svara

）
が
出
れ
ば
、
そ
の
も
の
の
生
ま
れ
先
は
悪
趣
（durgati

）
で
あ
る
が
、
そ
の
音
が
強
け

れ
ば
地
獄
（naraka

）
に
、
中
位
で
あ
れ
ば
畜
生
（tiryaJ c

）
に
、
弱
け
れ
ば
餓
鬼
（preta

）
に
生
ま
れ
て
い
る
と
言
い
当
て
た

の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
な
っ
て
、
世
尊
は
、
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
教
化
の
時
至
れ
り
と
知
り
、
侍
者
の
ア
ー
ナ
ン
ダ
（Ānanda

、
阿
難
）

に
、
預
流
（srota-A panna

）
と
一
来
（sakR d-A gA m

in

）
と
不
還
（anA gA m

in

）
と
阿
羅
漢
（arhant

）
と
に
達
し
て
死
ん
だ
も

の
そ
れ
ぞ
れ
の
髑
髏
を
調
達
す
る
よ
う
に
命
じ
、
更
に
、
そ
の
四
種
の
髑
髏
を
持
っ
て
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
の
所
へ
行
き
、
そ
れ
ぞ
れ

を
言
い
当
て
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
た
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
の
前
で
そ
れ
に
応
じ
た
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
は
、
四
種
中
の
前
三
者
に
つ
い
て
は

見
事
言
い
当
て
た
が
、
最
後
の
阿
羅
漢
の
髑
髏
に
つ
い
て
は
、
い
く
ら
叩
け
ど
も
そ
れ
を
言
い
当
て
る
術
が
な
か
っ
た
。
降
参
し

た
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
が
、こ
の
世
に
全
て
を
知
る
人
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
と
問
う
と
、ア
ー
ナ
ン
ダ
は
、如
来
（tathA gata = 

世
尊
）

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
答
え
た
。そ
こ
で
、ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
は
、世
尊
の
下
で
学
び
た
い
と
願
い
、世
尊
の
所
へ
行
っ
て
出
家
受
戒
し
た
。

そ
の
直
前
に
は
、
師
弟
と
な
る
両
者
の
間
で
交
さ
れ
た
問
答
が
そ
れ
ぞ
れ
頌
の
形
で
述
べ
ら
れ
る
。

　
（
β
）
そ
の
後
世
尊
は
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
と
共
に
シ
ュ
ラ
ー
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ー
（ŚrA vastI

、
舎
衛
城
）
に
移
り
ム
リ
ガ
ー
ラ
マ
ー
ト
リ

（M
R gA ram

A tR

、
鹿
子
母
）
に
あ
る
東
園
（P

U rvârA m
a

）
の
宮
殿
に
滞
在
す
る
が
、
そ
の
時
の
話
。
世
尊
は
星
座
（nakS atra

）

八
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が
変
化
し
た
の
を
見
て
、
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
に
何
年
間
雨
が
降
る
か
を
尋
ね
た
が
、
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
は
、
星
座
の
変
調
か
ら
判
断
し

て
十
二
年
間
雨
は
降
ら
な
い
と
答
え
た
。
し
か
る
に
、
世
尊
が
星
座
の
変
調
を
正
す
べ
く
加
持
し
た
後
で
尋
ね
る
と
、
ム
リ
ガ
シ

ラ
ス
は
六
年
間
降
ら
な
い
と
訂
正
し
た
が
、
更
に
同
様
な
こ
と
を
順
次
に
繰
り
返
し
て
い
く
と
、
七
日
間
降
ら
な
い
と
訂
正
す
る

ま
で
に
な
っ
た
。
そ
の
場
面
で
、
世
尊
が
比
丘
た
ち
に
仰
し
ゃ
る
に
は
、
寝
臥
具
を
屋
根
の
あ
る
所
に
隠
す
よ
う
に
せ
よ
、
直
ち

に
イ
ナ
ゴ
の
大
群
の
よ
う
な
雨
が
降
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
で
沐
浴
し
た
も
の
に
は
皮
膚
病
の
生
ず
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。そ
の
後
で
、世
尊
が
直
接
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
に
向
っ
て
、星
座
が
変
化
し
動
揺
し
堅
固
で
な
い
ご
と
く
、生
命（jI vita

）

も
同
様
で
あ
る
と
仰
し
ゃ
る
と
、ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
の
心
は
澄
浄
と
な
っ
て
（abhiprasanna

）
阿
羅
漢
果
を
現
証
し
（sA kSA tkR ta

）、

そ
の
解
脱
（vim

ukti

）
の
喜
楽
（prI ti-sukha

）
を
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
は
頌
で
述
べ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
で
、『
衣
事
』
の
当
該
個
所
の
要
約
を
了
え
る
が
、こ
こ
で
、
そ
の
う
ち
の
（
α
）
段
末
尾
に
述
べ
ら
れ
る
世
尊
の
一
頌
と
、（
β
）

段
末
尾
に
述
べ
ら
れ
る
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
の
一
頌
と
を
、
別
出
し
て
順
次
に
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

ayo-ghana-hatasy âiva jvalato j Ata-vedasaH  anupU rvôpaC Antasya yath
A na jJ

Ayate gatiH /

tath
A sam

yag-vim
ukt An

AM
 k

Am
a-paG kâugha-t AriN

Am
 prajJ apta M

 vai gatir nâsti pr Apt An
Am

 

acala M
 padam

//

　

燃
え
盛
る
火
は
、
鉄
の
ハ
ン
マ
ー
も
て
打
た
れ
な
ば
、
や
が
て
静
か
に
消
え
ゆ
き
て
、
そ
の
落
ち
着
き
場
所
は
知
ら
れ
ざ
り
し

ご
と
く
、

　

正
し
く
解
脱
せ
し
も
の
は
、
愛
欲
の
泥
に
塗
れ
し
濁
流
を
渡
り
て
、
不
動
の
寄
る
辺
に
至
り
た
れ
ば
、
げ
に
そ
の
落
ち
着
き
場

所
は
思
い
描
く
余
地
も
な
し
。

gatir m
R gANAM

 pavanam
 A kAC aM

 pakS iNA m
 gatiH /
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gatir virA giNAM
 dharm

o nirvAN aM
 gatir arhatA m

//

　

鹿
ど
も
の
落
ち
着
き
場
所
は
山
野
な
り
。
鳥
ど
も
の
落
ち
着
き
場
所
は
虚
空
な
り
。

　

分
別
あ
る
人
た
ち
の
落
ち
着
き
場
所
は
法
な
り
。
阿
羅
漢
た
ち
の
落
ち
着
き
場
所
は
涅
槃
な
り
。

　

細
か
い
こ
と
に
こ
だ
わ
れ
ば
言
い
た
い
こ
と
は
多
い
の
で
あ
る
が
、
以
上
で
、
と
も
か
く
根
本
説
一
切
有
部
の
『
衣
事
』
の
ム
リ
ガ

シ
ラ
ス
譚
の
大
略
は
伝
え
た
と
思
う
。

　

そ
の
上
で
、
こ
の
「
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
譚
」
と
、
芥
川
の
基
づ
い
た
『
増
一
阿
含
経
』
巻
第
二
〇
の
第
四
経
の
「
鹿
頭
梵
志
譚
」
と
を

改
め
て
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
の
話
の
流
れ
の
大
枠
は
、
後
者
の
話
の
漢
訳
者
と
さ
れ
る
僧
迦
提
婆
（
四
世
紀
後
半
）
か
ら
前
者
の

漢
訳
者
で
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
義
浄
（
六
三
五
―
七
一
二
）
へ
の
三
百
年
ほ
ど
の
時
代
的
隔
た
り
を
反
映
し
て
ス
タ
イ
ル
こ
そ
醇
朴

よ
り
練
熟
へ
変
わ
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
後
者
の
「
鹿
頭
梵
志
譚
」
で
は
、
前
節
で
提
示

し
た
も
の
か
ら
は
「
中
略
」
に
よ
っ
て
伏
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
箇
所
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
三
悪
趣
や
人
天
の
善
趣
に
生
ま

れ
る
こ
と
が
「
髑
髏
叩
き
」
の
判
定
と
共
に
詳
し
い
話
と
し
て
展
開
さ
れ
、
そ
の
直
後
に
す
ぐ
「
髑
髏
叩
き
」
で
は
行
先
の
知
ら
れ
な

い
阿
羅
漢
の
話
に
入
る
の
に
対
し
て
、
今
要
約
を
示
し
た
前
者
の
「
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
譚
」
で
は
、「
髑
髏
叩
き
」
に
伴
う
三
悪
趣
や
二
善

趣
の
話
は
簡
略
に
整
理
し
て
述
べ
ら
れ
、
そ
の
後
の
阿
羅
漢
の
話
は
簡
略
な
が
ら
も
却
っ
て
詳
し
く
な
り
聖
の
四
位
で
あ
る
預
流
、
一

来
、
不
還
、
阿
羅
漢
の
順
序
が
明
確
に
意
識
さ
れ
た
上
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
が
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
の
「
鹿
頭
梵
志
譚
」

に
お
け
る
、
芥
川
が
引
用
し
た
「
無
終
無
始
、
亦
生
死
無
く
、
亦
八
方
上
下
適ゆ

く
べ
き
所
〔
の
処
〕
無
し
」
と
い
わ
れ
る
「
無
余
涅
槃
」

の
考
え
や
そ
こ
で
「
後
略
」
と
し
て
伏
せ
た
箇
所
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
無
常
が
常
な
る
「
涅
槃
」
に
帰
着
す
る
よ
う
な
考
え
が
、
前
者

の
「
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
譚
」
で
は
、
世
尊
に
帰
せ
ら
れ
る
（
α
）
の
一
頌
や
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
に
帰
せ
ら
れ
る
（
β
）
の
一
頌
の
よ
う
な
詩
の

形
と
な
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
両
者
は
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
こ
そ
確
か
に
醇
朴
よ
り
練
熟
へ
変
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
全
く
同
質
の

八
八
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考
え
方
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
る
に
、
右
の
「
鹿
頭
梵
志
譚
」
か
ら
「
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
譚
」
へ
の
推
移
は
ま
た
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
漢
訳
者
の
背
景
か
ら

見
て
、
説
一
切
有
部
か
ら
根
本
説
一
切
有
部
へ
の
仏
教
文
学
の
推
移
を
も
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
推
移
が

U
danA varga

の
伝
承
過
程
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
最
近
の
松
田
和
信
氏
の
写
本
研
究
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
そ
の
研
究
対
象
と
な
っ
た
ギ
ル
ギ
ッ
ト
写
本
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
断
片
がU

danA varga

第
二
六
章
の
「
涅
槃
」
に
関
わ
る
も
の

だ
け
に
、松
田
氏
の
分
析
は
、今
の
場
合
、尚
更
有
益
で
あ
る
。「
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
譚
」
の
（
α
）
段
末
尾
の
頌
で
、解
脱
し
た
も
の
の
「
落

ち
着
き
場
所
（gati

）」
は
思
い
描
く
こ
と
も
で
き
な
い
と
あ
っ
た
の
に
対
し
、
そ
の
（
β
）
段
末
尾
の
頌
で
は
、「
阿
羅
漢
た
ち
の
落
ち
着

き
場
所
は
涅
槃
な
り
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
の
後
の
句
を
含
む
一
頌
はU

danA varga

第
二
六
章
第
一
〇
頌
に
相
当
す
る
。
し
か
る
に
、
そ

の
よ
う
な
「
場
所
」
が
同
章
第
二
四
―
二
五
頌
に
相
当
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
断
片
で
は
、「
比
丘
た
ち
よ
、私
は
そ
の
場
所
（A yatana

）

を
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、な
に
か
を
場
所
と
す
る
よ
う
な
（pratiST hita

）
地
（pR thivI

）
も
な
く
水
（ap

）
も
な
く
…
風
（vAy u

）

も
な
く
…
こ
の
世
も
な
く
あ
の
世
も
な
く
太
陽
も
月
も
な
く
、
ま
さ
に
そ
こ
は
な
に
か
を
場
所
と
す
る
こ
と
も
な
く
（apratiST hita

）

な
に
か
を
根
基
と
す
る
こ
と
も
な
い
（anA lam

bana
）
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
比
丘
た
ち
よ
、
私
は
来
る
こ
と
も
説
か
ず
、
行
く
こ
と

も
留
ま
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
生
ま
れ
る
こ
と
も
〔
説
か
〕
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
苦
（duH kha

）
の
終
焉
（anta

）
で
あ
る
。」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
宇
宙
観
に
よ
れ
ば
、
地
は
水
を
場
所
と
し
、
水
は
風
を
場
所
と
し
、
風
は
虚
空
を
場
所
と
す
る
、
と
い

う
よ
う
に
、
絶
え
ず
最
終
の
究
極
的
「
場
所
」
が
あ
っ
て
結
局
は
そ
こ
に
帰
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
想
定
の
基
に
話
が
進
め
ら
れ
て

い
く
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
最
後
に
帰
着
す
る
「
場
所
」
が
も
は
や
「
な
に
か
を
場
所
と
す
る
こ
と
も
な
く
な
に
か
を
根
基
と
す
る
こ

と
も
な
い
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
散
文
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
上
記
の
二
四
―
二
五
頌
の
韻
文
で
は

次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

八
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そ
こ
に
て
は
有
り
し
も
の
な
く
虚
空
も
な
く
識
な
く
太
陽
な
く
月
も
な
か
り
し
が
、
か
か
る
場
所
を
私
は
知
れ
り
。

　

来
る
こ
と
も
な
く
行
く
こ
と
も
な
く
生
ま
る
る
こ
と
も
な
く
死
ぬ
こ
と
も
な
く
、
な
に
か
を
場
所
と
す
る
こ
と
も
な
く
な
に
か

を
根
基
と
す
る
こ
と
も
な
し
、
こ
れ
ぞ
苦
の
終
焉
と
説
か
れ
た
り
。

　

そ
し
て
、
こ
の
間
で
、
松
田
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
か
か
る
韻
文
の
方
が
新
し
く
、
先
の
よ
う
な
散
文
は
却
っ

て
古
形
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
私
な
り
の
言
い
方
に
す
る
と
、
民
族
の
口
に
昵
ん
だ
古
い
土
着
的
な
言
葉

は
永
く
伝
承
さ
れ
、
時
に
は
そ
れ
が
韻
文
と
な
っ
て
新
し
い
考
え
方
を
巧
み
に
隠
す
が
、
一
方
、
同
じ
古
い
考
え
方
は
依
然
散
文
的
に

俗
受
け
さ
れ
て
根
強
く
継
承
さ
れ
、
例
え
ば
、『
維
摩
経
』
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
後
で
新
た
な
衣
装
を
ま
と
っ
て
再
登
場
す
る
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

　

さ
て
、こ
こ
で
、
芥
川
の
『「
井
月
句
集
」
の
跋
』
に
返
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
彼
が
井
月
の
句
境
に
重
ね
て
称
讃
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

鹿
頭
梵
志
の
神
識
も
及
ば
ぬ
「
無
終
無
始
、亦
生
死
無
く
、亦
八
方
上
下
適ゆ

く
べ
き
所
〔
の
処
〕
無
し
」
と
い
わ
れ
る
右
の
よ
う
な
「
苦

の
終
焉
」
た
る
「
涅
槃
」
の
境
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
も
、
芥
川
が
い
つ
ま
で
も
か
か
る
日
本
の
「
土
着
思
想
」
に

浸
り
切
っ
て
い
た
と
は
信
じ
ら
れ
ず
、
彼
は
『
神
神
の
微
笑
』
で
日
本
の
神
神
に
秋
波
を
送
っ
て
い
る
か
に
見
え
た
時
で
す
ら
む
し
ろ

「
西
」
の
方
に
い
た
の
で
あ
り
、
最
晩
年
に
至
っ
て
は
『
西
方
の
人
』『
続
西
方
の
人
』
を
遺
し
、
そ
の
前
者
の
末
尾
の
「
東
方
の
人
」

で
は
、「
涅
槃
」
の
上
で
「
無
何
有
の
郷
に
仏
陀
と
挨
拶
を
か
は
せ
て
ゐ
る
」
老
子
の
「
東
」
に
対
し
て
で
は
な
く
、「
狐
や
鳥
に
な
る

九
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外
は
容
易
に
塒
ね
ぐ
ら

の
見
つ
か
」
ら
な
い
人
間
の
「
西
」
に
対
し
て
、
自
裁
を
決
意
し
た
後
で
も
、
熱
い
思
い
を
託
し
て
い
た
こ
と
は
明
白

だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
他
方
で
、
芥
川
に
よ
っ
て
老
子
と
同
じ
側
の
「
東
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
仏

陀
も
し
く
は
仏
教
に
関
す
る
彼
の
知
識
も
し
っ
か
り
し
た
典
拠
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
は
、
一
篇
の
跋
文
に
お
い
て
で
さ
え
、『
増
一
阿

含
経
』
巻
第
二
〇
の
第
四
経
を
踏
ま
え
て
も
の
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
次
に
は
、
こ
の
点
を
、
彼
の
作

品
に
よ
っ
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
や
は
り
晩
年
の
『
侏
儒
の
言
葉
』
で
は
あ
る
が
、そ
こ
に
は
、「
仏
陀
」
と
題
さ
れ
た
一
節
で
、

左
の
（
ⅰ
）（
ⅱ
）（
ⅲ
）
下
の
よ
う
な
三
段
か
ら
な
る
短
文
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
ⅰ
）
悉し
た

達あ
る

多た

は
王
城
を
忍
び
出
た
後の
ち

六
年
の
間
あ
ひ
だ
く
ぎ
や
う

苦
行
し
た
。
六
年
の
間
苦
行
し
た
所ゆ
ゑ
ん以

は
勿
論
王
城
の
生
活
の
豪が
う
し
や奢

を
極
め

て
ゐ
た
崇た
た

り
で
あ
ら
う
。
そ
の
証
拠
に
は
ナ
ザ
レ
の
大だ
い

工く

の
子
は
、
四
十
日
の
断だ
ん

食じ
き

し
か
し
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。

　
（
ⅱ
）
悉し
た

達あ
る

多た

は
車し
や
の
く匿
に
馬ぱ

轡ひ

を
執と

ら
せ
、
潜ひ
そ

か
に
王
城
を
後う
し

ろ
に
し
た
。
が
、
彼
の
思し

弁べ
ん

癖へ
き

は
屡
し
ば
し
ば

彼
を
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
に
沈

ま
し
め
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
王
城
を
忍
び
出
た
後の
ち

、
ほ
つ
と
一
息
つ
い
た
も
の
は
実
際
将
来
の
釈し
や

迦か

無む

二に

仏ぶ
つ

だ
つ
た

か
、
そ
れ
と
も
彼
の
妻
の
耶や

輸す

陀だ

羅ら

だ
つ
た
か
、
容
易
に
断
定
は
出
来
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　
（
ⅲ
）
悉し
た

達あ
る

多た

は
六
年
の
苦く

行ぎ
や
うの
後の
ち

、
菩ぼ

提だ
い

樹じ
ゆ

下か

に
正
し
や
う

覚が
く

に
達
し
た
。
彼
の
成
じ
や
う

道だ
う

の
伝
説
は
如い

何か

に
物
質
の
精
神
を
支
配
す
る

か
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
づ
水
浴
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
乳
に
ゆ
う

糜び

を
食
し
て
ゐ
る
。
最
後
に
難な
ん

陀だ

婆ば

羅ら

と
伝
へ
ら
れ
る
牧
牛

の
少
女
と
話
し
て
ゐ
る
。

　

短
い
文
章
で
あ
る
が
、
や
は
り
き
ち
っ
と
し
た
典
拠
に
基
づ
い
て
「
仏
陀
」
の
伝
記
の
ポ
イ
ン
ト
を
芥
川
な
り
に
的
確
に
押
え
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
典
拠
は
、
確
実
な
こ
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、（
ⅱ
）
中
の
「
耶
輸
陀
羅
」、（
ⅲ
）
の
「
難
陀
婆
羅
」
と
い

う
固
有
名
詞
の
表
記
か
ら
判
断
し
て
、
北
伝
の
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
（A

C vaghoS a

、
馬
鳴
）
作
、
曇
無
讖
訳
『
仏
所
行
讃
』
な
ど

で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
特
に
、（
ⅲ
）
で
は
、
新
し
が
り
屋
の
側
面
も
あ
っ
た
芥
川
が
、
乳
糜
を
も
ら
い
言
葉
も
交
し

九
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た
少
女
の
名
を
、
当
時
新
し
く
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
パ
ー
リ
南
伝
の
「
ス
ジ
ャ
ー
タ
ー
（SujA tA

）」
で
は
な
く
、
北
伝
の
「
難
陀
婆

羅
（N

andabalA

）」
で
統
一
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
払
わ
れ
て
よ
い
。
内
容
的
に
は
、（
ⅰ
）
で
釈
尊
の
六
年
の
苦
行
と
イ
エ
ス
の

四
十
日
の
断
食
の
違
い
に
芥
川
の
興
味
が
注
が
れ
て
い
る
の
は
流
石
と
思
わ
れ
る
し
、（
ⅲ
）
で
釈
尊
が
そ
の
苦
行
を
さ
え
捨
て
た
こ
と

が
精
神
主
義
の
放
棄
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
は
極
め
て
正
し
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
芥
川
に
と
っ
て
釈
尊
が
あ
く
ま
で
も
老
子
の

側
の
「
東
」
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
見
た
ご
と
く
確
か
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
彼
に
と
っ
て
釈
尊
は
最
期
ま
で
人

間
の
生
活
を
捨
て
去
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
老
子
の
よ
う
な
仙
人
に
映
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
仏
教
文
学
に
対
し
て

芥
川
ほ
ど
の
知
識
が
あ
れ
ば
、「
い
ろ
は
」
の
歌
が
、「
無
常
偈
」
も
し
く
は
「
雪
山
偈
」
と
称
さ
れ
る
「
諸
行
無
常　

是
生
滅
法　

生

滅
滅
已　

寂
滅
為
楽
」
を
本
歌
取
し
た
も
の
で
あ
る
く
ら
い
な
こ
と
は
当
然
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
い
ろ
は
」
短
歌
に
つ

い
て
、
こ
れ
は
完
全
に
遺
稿
と
な
っ
た
方
の
『
侏
儒
の
言
葉
』
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

我
々
の
生
活
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
思
想
は
或
は
「
い
ろ
は
」
短
歌
に
尽
き
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
「
尽
き
て
ゐ
る
」
先
と
は
当
然
「
寂
滅
為
楽
」
か
あ
る
い
は
有
為
の
奥
山
を
越
え
た
「
浅
き
夢
見
じ
酔
ひ
も
せ
ず
」
の
境
地
で

あ
る
が
、そ
れ
は
ま
た
人
間
を
止
め
て「
容
易
に
塒
ね
ぐ
ら

の
見
つ
か
る
」狐
や
鳥
に
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
、こ
の
よ
う
に「
苦
の
終
焉
」

の「
落
ち
着
き
場
所
」を
見
定
め
て
し
ま
っ
た
ら
、そ
れ
は
確
か
に「
生
活
」に
は
便
利
か
も
し
れ
な
い
が
、人
間
と
し
て
は
考
え
る「
哲
学
」

は
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、こ
の
道
が
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
哲
学
」す
る
人
間
同
士
の
識
論
は
一
切
無
益
な
も
の
と
な
り
、

「
無
常
」「
苦
」
な
る
世
界
の
多
様
な
論
争
は
や
が
て
「
常
」「
楽
」
な
る
唯
一
の
「
究
竟
道
」
の
言
葉
な
き
「
涅
槃
寂
静
」
の
世
界
に

帰
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
芥
川
は
「
哲
学
」
を
捨
て
て
自
裁
し
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
仏
教
も
ま
た
、

精
神
主
義
は
否
定
し
た
に
せ
よ
、
一
な
る
最
終
の
究
極
的
「
場
所
」
で
あ
る
「
涅
槃
」
を
求
め
て
、「
哲
学
」
す
る
「
知
性
（prajJA

）」

を
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
芥
川
の
北
伝
の
仏
教
文
学
に
基
づ
く
理
解
の
大
筋
が
あ
る

九
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意
味
で
当
然
の
帰
結
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、仏
教
の
あ
る
べ
き
「
哲
学
」
や
「
思
想
」
の
観
点
に
立
っ
て
、彼
の
文
言
に
認
め
ら
れ
た
「
東
」

寄
り
の
誤
解
を
、
日
本
の
「
生
活
」
や
「
習
慣
」
に
足
元
を
掬
わ
れ
な
い
よ
う
細
や
か
な
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
正
し
て
い
く
の
は
、

仏
教
文
学
を
批
判
的
に
研
究
す
る
も
の
の
今
後
の
努
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

四　

結

　

し
か
し
、「
無
常
」
の
世
界
に
い
る
か
ら
こ
そ
「
常
」
な
る
「
涅
槃
」
に
恋
い
焦
れ
る
の
は
、
な
に
も
日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い

よ
う
だ
。
つ
い
最
近
、ふ
と
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
西
欧
高
踏
派
（parnassien

）
の
訳
詩
集
と
し
て
有
名
な
上
田
敏
訳
『
海
潮
音
』

を
繙
く
機
会
が
あ
っ
た
が
、訳
語
と
は
い
え
「
涅
槃
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
眼
に
付
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
を
確
か
め
る
と
、

"le néant"

が
原
語
で
あ
る
ら
し
い
が
、
今
そ
の
上
田
敏
訳
を
左
に
示
し
て
み
よ
う
。（
イ
）
が
ル
コ
ン
ト
・
ド
ゥ
・
リ
イ
ル
（Leconte 

de Lisle

）
の
「
真
昼
（M

idi

）」
第
八
節
第
四
行
、（
ロ
）
が
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ド
レ
エ
ル
（Charles Baudelaire

）
の
「
薄く
れ
が
た暮

の
曲
き
よ
く（H

arm
onie 

du soir

）」
第
三
節
第
二
行
も
し
く
は
第
四
節
第
一
行
で
あ
る
。

（
イ
） 

物
の
七な
な

た
び
涅ニ
ル

槃ヴ
ア
ナに
浸
り
て
澄
み
し
心
も
て
。

Le cœ
ur trem

pé sept fois dans le néant divin.

（
ロ
）
闇
の
涅ね

槃は
ん

に
、
痛
ま
し
く
悩
ま
さ
れ
た
る
優や
さ

心ご
こ
ろ。

U
n cœ

ur tendre, qui hait le néant vaste et noir

　

周
知
の
ご
と
く
、
上
田
敏
訳
は
直
訳
で
は
全
く
な
い
か
ら
、
こ
こ
で"le néant"

の
訳
語
と
し
て
「
涅
槃
」
が
妥
当
か
ど
う
か
を
論

う
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
た
だ
、上
田
博
士
が"le néant"

を「
涅
槃
」と
訳
し
て
も
少
し
も
お
か
し
く
は
な
い
状
況
が
十
九
世
紀
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
私
の
言
い
た
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
こ

九
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の
方
面
の
問
題
は
、
幸
い
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
ジ
ェ=

ポ
ル
・
ド
ロ
ワ
博
士
のL

e culte du néant

（『
虚
無
の
信
仰
』）
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
が
、こ
の
重
要
問
題
を
こ
の
よ
う
な
片
隅
で
扱
え
る
と
私
が
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
私
は
、「
西
」
に
お
け
る
「
東
」

の
問
題
が
、
当
の
「
東
」
に
や
っ
て
来
る
と
、「
西
」
の
威
を
借
り
た
「
東
」
の
讃
美
だ
け
に
終
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
こ
と
を
危
惧
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
仏
教
は
確
か
に
精
神
主
義
を
否
定
し
た
が
、
そ
れ
は
西
欧
の
案
じ
た
虚ニ

ヒ

リ

ズ

ム

無
主
義
な
の
で
は
決
し
て
な
く
、
た
だ
ア

ニ
ミ
ズ
ム
的
な
霊
ア
ー
ト
マ
ン
魂
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
言
葉
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
命
題
の
成
否
を
仏
説
に

基
づ
い
て
決
着
す
る
「
知
性
（prajJA

、
智
慧
）」
の
働
き
は
却
っ
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
る
と
き
に
、
最
近
亡
く
な
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
に
つ
い
て
、
没
後
一
日
経
つ
か
経
た
ぬ
か
の
テ

レ
ビ
の
映
像
で
、
途
中
か
ら
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
で
ど
な
た
か
名
前
は
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
禅
の
師
家
風
の
方
が
、
ジ
ョ
ブ
ズ

氏
の
創
造
的
な
仕
事
の
成
功
に
は
彼
の
参
禅
が
与
っ
て
力
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
仰
し
ゃ
っ
て
い
た
。
私
に
は
「
西
」
の
威
を

借
り
た
「
東
」
の
讃
美
の
い
つ
も
と
変
わ
ら
ぬ
光
景
で
あ
っ
た
が
、
い
ろ
い
ろ
確
か
め
た
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
か
な
り
気
恥
し
か
っ
た

も
の
の
、
彼
の
伝
記
を
発
売
直
後
の
店
頭
で
求
め
て
み
た
。
そ
の
伝
記
に
よ
る
と
、
以
前
か
ら
有
名
に
な
っ
て
い
た
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド

大
学
卒
業
式
で
の
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
の
式
辞
は
、
冒
頭
で
触
れ
た
研
究
書A

 Few
 G

ood M
en

も
恐
ら
く
そ
れ
を
擦な
ぞ

っ
た
で
あ
ろ
う
同
名
の

映
画
の
脚
本
家
ア
ー
ロ
ン
・
ソ
ー
キ
ン
に
書
い
て
も
ら
う
の
が
当
初
の
予
定
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
た
め
、
正

真
正
銘
の
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
自
身
の
言
葉
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（pp.456-457

）。
伝
記
に
は
、
伝
記
作
者
の
筆
で
若
い
こ
ろ
の
ジ
ョ
ブ
ズ
氏

に
絡
め
て
確
か
に
禅
の
話
は
比
較
的
よ
く
出
て
く
る
が
、
自
身
の
言
葉
で
あ
る
式
辞
で
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
系
の"the H

are K
rishna 

tem
ple"

に
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
私
は
、
禅
が
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
の
威
を
借
り
て
デ
カ
イ
顔
を
す
る
よ
う
な
恥
し
い
事
態
に

な
ら
ぬ
よ
う
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、
伝
記
の
中
で
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
自
身
が
語
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
重
要
な
言
葉
に
は
、

"I think different religions are different doors to the sam
e house. Som

etim
es I think the house exists, and 

九
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som
etim

es I don' t. It's the great m
ystery."

（p.15

）
が
あ
る
。
恐
ら
く
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
は
若
い
頃
に
ど
こ
か
の
禅
師
か
ら
「
わ
け

登
る
麓
の
道
は
多
け
れ
ど
同
じ
高
根
の
月
を
見
る
か
な
」
の
ご
と
き
中
沢
道
二
張
り
の
道
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
流
石
は
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
だ
と
思
え
る
の
は
「
同
じ
高
根
の
月
」
で
あ
る
は
ず
の"the sam

e house"

は
存
在
し
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
あ
り
も
し
な
い
唯
一
究
竟
の
「
高
根
の
月
」
は
必
ず
実
在
す
る
と
の
お
説
教
の
下
に
様
々
な
道
を
推
賞
す
る
の
が
「
三
教

一
致
」
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
道
元
は
上
記
の
「
四
禅
比
丘
」
で
こ
れ
を
否
定
し
て
『
大
智
度
論
』
の
五
頌
（
偈
）
に
も
触
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
が
、
否
定
が
き
ち
っ
と
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
命
題
の
成
否
を
一
つ
一
つ
決
着
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、そ
れ
が
仏
教
で
言
う
究
竟
道（
正
し
い
結
論
）は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
社
会
が
閉
塞
し
て
く
る
と
、
美
談
の
お
説
教
が
流
行
っ
て
く
る
が
、
資
本
主
義
の
真
っ
只
中
で
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
が
格
差
社

会
を
ど
う
思
っ
て
い
た
の
か
は
知
り
た
い
気
も
す
る
。
そ
ん
な
折
、
芥
川
全
集
の
岩
波
版
を
県
立
図
書
館
で
確
認
し
て
い
る
と
、
同
郷

の
先
輩
の
柳
瀬
尚
紀
氏
の
「
芥
川
のseriocom

icness

」
を
『
月
報
』
の
中
に
見
つ
け
て
思
わ
ず
吸
い
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、『
侏

儒
の
言
葉
』
中
の
「
或
資
本
家
の
論
理
」
が"seriocom

icness

（
真
面
目
戯
け
）"

の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、「
蟹
の
缶
詰
」
の

こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
蟹
缶
と
い
え
ば
『
蟹
工
船
』
を
連
想
し
て
し
ま
う
よ
う
な
質
の
私
と
し
て
は
、
根
室
の
初
代

碓
氷
勝
三
郎
の
蟹
缶
が
そ
の
嚆
矢
で
あ
っ
た
と
は
、
こ
れ
を
読
む
ま
で
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も

よ
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
柳
瀬
氏
は
、
本
稿
で
も
触
れ
た
芥
川
の
「「
い
ろ
は
」
短
歌
」
の
一
文
に
因
み
、『
月
報
』
の
末
尾

でseriocom
ic

に
ご
自
分
の
「
い
ろ
は
」
短
歌
を
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
拝
借
し
て
私
も
本
稿
を
了
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　

芥
川
居
て
森
夏
目
揃
へ
西
脇
大
江
笑
む　

こ
の
知
読
み
世
間
を
憂
ひ
揶
揄　

ふ
と
不い
ら
ぬ要
猿
真
似
す

九
五

（
39
）

（
40
）



　
　
　

註

（
１
） 

簡
便
な
処
置
で
は
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、『
岩
波
キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
三
〇
八
―
三
〇
九
頁
（
川

中
子
義
勝
執
筆
）「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
」
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
） Jan N

attier,  A
 Few

 G
ood M

en: T
he B

odhisattva Path according to the Inquiry of U
gra (U

graparipR cchA
), U

niversity of 

H
aw

ai’i Press, H
onolulu, 2003, p.171.  

本
書
の
こ
と
は
、
拙
稿
「
新
刊
補
記
」『
駒
澤
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
第
一
〇
号
（
二
〇
〇
四
年

一
〇
月
）、
二
五
八
―
二
五
七
頁
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
か
つ
て
小
谷
信
千
代
博
士
の
御
教
示
に
よ
っ
て
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
入
手

し
通
覧
し
え
て
、『
ウ
グ
ラ
所
問
経
』
に
関
し
、
英
語
圏
の
該
書
に
は
珍
し
く
、
そ
の
諸
訳
を
文
献
成
立
史
的
に
厳
格
に
比
較
し
て
い
る
こ
と
に

好
感
を
覚
え
な
が
ら
も
、
日
本
語
の
研
究
文
献
に
も
詳
し
い
彼
女
が
な
ぜ
拙
書
『
仏
教
教
団
史
論
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
所
収
の
旧

拙
稿
に
全
く
触
れ
て
い
な
い
の
か
不
思
議
に
感
じ
つ
つ
、
書
評
を
試
み
て
も
よ
い
く
ら
い
な
気
持
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
い
つ
の
間
に
か
関
心
が

他
に
移
っ
て
い
く
う
ち
に
失
念
し
、
今
頃
に
な
っ
て
読
ん
で
い
る
と
、
わ
た
し
も
ま
た
、
彼
女
が
本
書p.148

で
触
れ
て
い
る
記
述
を
全
く
知

ら
な
い
で
、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
を
も
の
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
も
含
め
て
、
本
書
に
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
別
途
論
及
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
。

（
３
） 

仏
教
の
「
哲
学
」
や
「
思
想
」
の
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
が
、
最
近
の
石
井
公
成
博
士
の
業
績
が
こ
の
方
面
の
研
究
と
し
て
注

目
さ
れ
る
。
そ
の
論
文
は
極
め
て
多
い
が
、こ
こ
で
は「
曖
昧
好
み
の
源
流

―
『
伊
勢
物
語
』と
仏
教

―
」『
文
学
』第
五
巻
第
五
号（
二
〇
〇
四

年
九
月
）、
一
九
一
―
二
〇
七
頁
だ
け
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
方
向
の
研
究
と
し
て
私
が
注
目
し
て
い
る
も
の
に
は
、
空

井
伸
一
「「
夢
応
の
鯉
魚
」
の
遊
戯

―
「
鮮
あ
ざ
ら
け」

を
厭
う
興
義

―
」『
日
本
文
学
』（
二
〇
一
一
年
六
月
）、
一
二
―
二
三
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
４
） 

芥
川
龍
之
介
全
集
、
第
八
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）、
三
九
〇
―
三
九
一
頁
（
海
老
井
英
次
執
筆
）。

九
六



（
５
） 『「
井
月
句
集
」
の
跋
』、
芥
川
龍
之
介
全
集
、
同
右
、
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

（
６
） 
芥
川
龍
之
介
全
集
、
同
右
、
三
二
八
頁
（
神
田
由
美
子
執
筆
）
参
照
。
な
お
、
後
註
15
の
本
文
箇
所
も
参
照
の
こ
と
。

（
７
） 『「
井
月
句
集
」
の
跋
』、
芥
川
龍
之
介
全
集
、
第
五
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
八
年
）、
三
六
二
頁
、
脚
註
９
参
照
。
な
お
、
後
註
15
の
本
文

箇
所
も
参
照
の
こ
と
。

（
８
） 

水
野
清
一
「
執
雀
バ
ラ
モ
ン
に
つ
い
て
」『
中
国
の
仏
教
美
術
』（
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
）、
二
五
六
―
二
六
一
頁
参
照
。

（
９
） 

赤
沼
智
善
『
印
度
仏
教
固
有
名
詞
辞
典
』（
破
塵
閣
書
房
、一
九
三
一
年
、法
蔵
館
、一
九
六
七
年
複
刊
）、四
二
五
頁
、七
三
五
―
七
三
六
頁
、G. 

P. M
alalasekera, D

ictionary of PA li P
roper N

am
es, Vol. II, London, 1938, repr., M

unshiram
 M

anoharlal Publishers, N
ew

 

D
elhi, 1998, p.625, pp.802-803

参
照
。

（
10
） 

定
方
晟
「
髑
髏
バ
ラ
モ
ン
と
執
雀
バ
ラ
モ
ン
」『
春
秋
』
第
四
九
五
号
（
春
秋
社
、
二
〇
〇
八
年
一
月
）、
一
四
―
一
六
頁
参
照
。
な
お
、
執

雀
バ
ラ
モ
ン
と
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
の
「
罰
あ
た
り
（Anēr kakopragm

ōn

、
ず
る
い
男
）」
の
話
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
石
見
明
子
「
雀
の

比
喩
と
無
記
説

―
『
倶
舎
論
』「
破
我
品
」
の
所
説
に
関
し
て

―
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
五
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
六
年
三
月
）、

三
九
九
―
三
九
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
） 

水
野
前
掲
論
文
（
前
註
８
）、
二
六
〇
頁
。

（
12
） 『
増
一
阿
含
経
』
全
体
に
関
し
て
は
、
水
野
弘
元
博
士
の
「
解
説
」、
林
五
邦
訳
『
増
一
阿
含
経
』、
国
訳
一
切
経
、
阿
含
部
八
（
大
東
出
版
社
、

一
九
二
九
年
初
版
、
一
九
六
九
年
改
訂
版
）、
改
訂
版
、
四
一
五
―
四
二
九
頁
、「
解
説
」（
二
）、
同
阿
含
部
九
・
十
、
同
上
、
一
二
三
―
一
三
八
頁
、

お
よ
び
、水
野
弘
元
「
漢
訳
の
『
中
阿
含
経
』
と
『
増
一
阿
含
経
』」『
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
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
こ
の
第
四
経
は
、「
四
法
」
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
本
稿
、
第
二
節
末
尾

の
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

九
七



（
13
） 

大
正
新
脩
大
蔵
経
、
第
二
巻
、
六
五
〇
頁
下
、
一
二
行
―
六
五
二
頁
中
、
一
二
行
。
な
お
、「
中
略
」
箇
所
は
、
同
、
六
五
一
頁
上
、
二
行
―
下
、

七
行
、「
後
略
」
箇
所
は
、
同
、
六
五
二
頁
上
、
七
行
以
下
で
あ
る
。
こ
の
国
訳
に
つ
い
て
は
、
林
五
邦
訳
（
前
註
12
）、
阿
含
部
八
、三
四
五
―

三
五
〇
頁
参
照
。

（
14
） 「
大
正
新
脩
大
蔵
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
検
索
」（
以
下
、「
大
正
蔵
デ
ベ
検
」
と
略
、21dzk

で
パ
ソ
コ
ン
検
索
可
）
は
、
同
大
蔵
経
の
全
用
語

を
検
索
可
能
に
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
鹿
頭
梵
志
」
は
、
計
七
典
籍
中
に
、
十
箇
所
の
用
例
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
。
こ
の
中
で
、
芥
川
の
参
照
し
え
た
内
容
を
示
す
も
の
は
、
本
経
一
つ
の
み
で
あ
る
。

（
15
） 

前
註
６
、７
参
照
。
Ａ
Ｂ
下
そ
れ
ぞ
れ
の
前
者
に
あ
る
の
が
前
註
７
の
も
の
、
後
者
に
あ
る
の
が
前
註
６
の
も
の
で
あ
る
。

（
16
） 

赤
沼
前
掲
書
（
前
註
９
）
に
同
じ
。
因
み
に
、
こ
の
説
明
が
基
づ
い
た
『
註
釈
』
と
は
、F. L. W

oodw
ard(ed.), Param

attha-D
I panI  

T
heragA thA -A

TT hakathA , Vol. II, P.T.S., London, 1952, repr. 1977, pp.53-55

に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
17
） H. O

ldenberg and R. Pischel(eds.), T
hera- and T

herî -G
âthâ, P.T.S., London, 1883, p.24.

な
お
、
こ
の
次
に
示
し
た
和
訳
は
、

中
村
元
訳
『
仏
弟
子
の
告
白　

テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
二
年
）、
五
七
頁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
18
） 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、松
本
史
朗
「
解
脱
と
涅
槃

―
こ
の
非
仏
教
的
な
る
も
の

―
」『
縁
起
と
空　

如
来
蔵
思
想
批
判
』（
大
蔵
出
版
、

一
九
八
九
年
）、
一
九
一
―
二
二
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
解
脱
」
や
「
涅
槃
」
を
最
終
の
究
極
的
「
場
所
」
で
あ
る
「
円
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
処

理
し
よ
う
と
す
る
私
と
そ
れ
を
否
定
す
る
松
本
博
士
と
の
間
に
は
越
え
難
い
溝
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
松
本
博
士
の
「
解
脱
」
や
「
涅
槃
」

は
非
仏
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
主
張
に
対
し
て
は
私
は
一
貫
し
て
支
持
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。

（
19
） 

以
上
に
つ
い
て
は
、赤
沼
前
掲
書
（
前
註
９
）、六
九
六
―
七
〇
〇
頁
参
照
。
因
み
に
、検
索
す
べ
き
索
引
箇
所
は
、七
九
三
頁
で
あ
る
。
な
お
、

「
大
正
蔵
デ
ベ
検
」
に
よ
っ
て
も
今
の
と
こ
ろ
そ
れ
ら
し
き
も
の
は
私
に
検
索
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、「
拘
睒
弥
の
王
」
に
そ
れ
ら
し
き
人
が
い

た
と
し
て
も
、
も
し
そ
う
な
ら
そ
の
人
は
王
位
を
退
い
て
出
家
し
「
般
涅
槃
」
し
た
こ
と
が
明
白
な
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

九
八



（
20
） M

. Taddei, "The Story of the Buddha and the Skull-Tapper, A N
ote in G

andharan Iconography", A
nnali Instituto 

O
rientale di N

apoli, 39, 1979, pp.395-420

参
照
。
し
か
し
、私
は
、こ
れ
を
孫
引
き
に
て
部
分
的
に
知
る
の
み
で
、実
際
は
未
入
手
で
あ
る
。

（
21
） É. Lam

otte, L
e Traité de la G

rande Vertu de Sagesse de N
A

gA rjuna (M
ahA

prajJA
pA ram

itACA stra), Tom
e II, Bibliothèque 

du M
uséon, 1949, repr., U

niversité de Louvain, Louvain-la-N
euve, 1981, pp.1084-1090

参
照
。

（
22
） 

グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
、小
谷
信
千
代
訳
『
大
乗
仏
教
興
起
時
代　

イ
ン
ド
の
僧
院
生
活
』（
春
秋
社
、二
〇
〇
七
年
）、七
五
―
七
九
頁
参
照
。

以
下
の
引
用
は
、同
、七
六
―
七
七
頁
に
よ
る
。
本
書
は
、大
谷
大
学
で
行
わ
れ
た
講
義
と
講
演
の
英
文
草
稿
よ
り
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

小
谷
博
士
よ
り
そ
の
当
時
こ
の
英
文
を
見
せ
て
頂
い
た
。
引
用
末
尾
で
「
と
鹿
」
に
丸
カ
ッ
コ
を
付
し
た
の
は
そ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
23
） H. C. N

orm
an(ed.), T

he C
om

m
entary on the D

ham
m

apada, Vol. IV, P.T.S., London, 1906, repr., 1970, pp.226-228

参
照
。

頌
は
、p.228

に
示
さ
れ
て
い
る
。
原
文
の
次
に
示
し
た
和
訳
は
、
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば　

感
興
の
こ
と
ば
』（
岩
波
文
庫
、

一
九
七
八
年
）、
六
八
―
六
九
頁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
24
）
大
正
蔵
、
二
五
巻
、
一
九
三
頁
中
、
八
行
―
下
、
一
行
参
照
。
な
お
、
こ
の
国
訳
に
つ
い
て
は
、
山
上
曹
源
訳
『
大
智
度
論
』、
国
訳
大
蔵
経
、

論
部
、
第
一
巻
（
国
民
文
庫
刊
行
会
、
一
九
一
九
年
）、
六
六
五
―
六
六
六
頁
、
仏
訳
に
つ
い
て
は
、Lam

otte, op. cit.

（
前
註
21
）
参
照
の
こ
と
。

因
み
に
、Lam
otte

仏
訳
中
のA tyantikam

A rga, VivA dabala, brahm
acA rin

の
還
梵
は
、
い
ち
い
ち
論
拠
は
明
記
し
な
い
が
、
後
註
27

で
触
れ
ら
れ
る
断
片
な
ど
に
よ
り
、
以
下
の
本
文
中
の
説
明
で
は
、
順
次
、niST hA m

A rga, V
A dabala, parivrA jaka

に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（
25
）D

. Andersen and H
. Sm

ith(eds.), Sutta-nipA ta, P.T.S., London, 1913, repr., 1965, pp.161-163

、
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と

ば　

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』（
岩
波
文
庫
、
改
訳
版
、
一
九
八
四
年
）、
一
八
三
―
一
八
五
頁
参
照
。
こ
れ
ら
の
頌
は"PasU ra-sutta"

と
呼
ば
れ
る

も
の
で
あ
る
。

九
九



（
26
）Lam

otte, op.cit.

（
前
註
21
）
の
脚
註
部
分
参
照
。
こ
の
箇
所
の
要
約
は
、
後
註
29
以
下
の
本
文
中
に
示
さ
れ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
27
）
水
野
弘
元
訳
『
経
集
』、
南
伝
大
蔵
経
、
第
二
四
巻
、
小
部
経
典
二
（
大
蔵
出
版
、
一
九
二
五
年
）、
三
二
〇
―
三
二
四
頁
参
照
。
特
に
、

そ
の
う
ち
の
、
同
、
三
二
三
―
三
二
四
頁
、
註
１
に
お
い
て
、A.F.R. H

oernle, "The SuttanipA ta and a Sanskrit Version from
 

Eastern Turkestan", T
he Journal of the R

oyal A
siatic Society of G

reat B
ritain and Ireland, 1916, pp.712-718

（
た
だ
し
私
は
現

在
未
見
）
に
基
づ
き
、
ま
た
新
た
な
発
見
を
加
え
て
、
水
野
博
士
は
、
当
該
断
片
が
『
大
智
度
論
』
の
問
題
の
箇
所
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
さ
れ
た
。
更
に
、
村
上
真
完
、
及
川
真
介
訳
註
『
仏
の
こ
と
ば
註

―
パ
ラ
マ
ッ
タ
・
ジ
ョ
ー
テ
ィ
カ
ー

―
』（
春
秋
社
、
一
九
八
六
年
、

新
装
版
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、"PasU ra-sutta"

の
訳
註
の
、
特
に
、
六
七
一
―
六
七
四
頁
、
註
１
に
お
い
て
、
水
野
博
士
御
指
摘
の
断
片
に
つ
き
、

全
体
の
校
訂
と
和
訳
を
提
示
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
28
）
以
上
の
件
に
つ
い
て
は
、石
井
修
道
「『
四
禅
比
丘
』
考
」『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
三
二
号
（
二
〇
〇
一
年
十
月
）、四
一
―
一
〇
七
頁
、

特
に
、
七
二
―
七
六
頁
参
照
。
た
だ
し
、
こ
の
系
統
で
は
、「
鹿
頭
」
が
「
ロ
ク
ヅ
」
の
呉
音
読
み
で
は
な
く
、「
ロ
ク
ト
ウ
」
と
、『
正
法
眼
蔵

要
語
索
引
』（
下
）、
三
〇
一
五
頁
で
も
、『
禅
学
大
辞
典
』、
一
三
一
九
頁
で
も
、
漢
音
読
み
さ
れ
、
定
方
前
掲
論
文
（
前
註
10
）
も
こ
れ
に
従
っ

て
い
る
が
、
私
と
し
て
は
呉
音
読
み
を
採
る
べ
し
と
思
う
。

（
29
）Lam

otte, op. cit.

（
前
註
21
、
26
）
の
脚
註
に
示
さ
れ
る
『
衣
事
』
の
一
節
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
に
つ
い
て
は
、N

. D
utt(ed.), G

ilgit 

M
anuscripts, Vol. III, Pt. 2, Srinagar, 1942, pp79-83

参
照
。
ラ
モ
ッ
ト
教
授
の
参
照
し
て
い
な
い
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
つ
い
て
補
足
す
れ
ば
、

P. ed., N
o. 1030, N

ge, 81b1-83a1: D
. ed., N

o. 1, G
a, 83b6-85b1

が
こ
れ
に
相
当
す
る
。違
い
な
ど
に
つ
い
て
言
う
べ
き
こ
と
は
多
い
が
、

詳
細
は
、拙
稿
「
髑
髏
叩
き
ム
リ
ガ
シ
ラ
ス
譚
訳
註
」『
伊
藤
瑞
叡
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』（
同
刊
行
会
、二
〇
一
二
年
刊
行
予
定
）
に
譲
り
た
い
。

（
30
）
こ
の
頌
は
、F. Bernhard(ed.), U

dA navarga, G
öttingen, 1965, p.320, XXVI-10

頌
に
既
に
同
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頌
のD

utt

本
中
の"virA giNAM

"

はBernhard

本
に
よ
り"vibhA gI nAM

"

と
し
て
読
む
。
ま
た
、中
村
前
掲
書
（
前
註
23
）、二
四
二
頁
も
参
照
の
こ
と
。

一
〇
〇



（
31
）
僧
迦
提
婆
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
』
第
二
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）、
三
二
五
―
三
二
七
頁
、
義
浄
の
『
衣

事
』
の
翻
訳
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
平
川
彰
『
律
蔵
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
六
〇
年
）、
六
二
二
―
六
二
四
頁
参
照
。

（
32
）
松
田
和
信
「
ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
の
ギ
ル
ギ
ッ
ト
写
本
」『
仏
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
九
五
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）、一
七
―
三
〇
頁
参
照
。

（
33
）Bernhard, op. cit.

（
前
註
30
）, p.329.

ま
た
、
中
村
前
掲
書
（
前
註
23
）、
二
四
三
―
二
四
四
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
註
の
直
前
の
本
文

中
に
示
し
た
散
文
箇
所
拙
訳
相
当
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
断
片
校
訂
に
つ
い
て
は
、
松
田
右
掲
論
文
、
二
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
拙
訳
が

そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
松
田
訳
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
34
）「
古
い
も
の
が
新
し
い
も
の
を
隠
す
」
と
い
う
私
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
拙
書
『
道
元
と
仏
教

―
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
道
元

―
』

（
大
蔵
出
版
、一
九
九
二
年
）、六
五
―
七
八
頁
、『
維
摩
経
』
の
登
場
す
る
よ
う
な
考
え
方
の
軌
跡
に
つ
い
て
は
、拙
書
『
日
本
仏
教
文
化
史
』（
大

蔵
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）、
一
四
四
―
一
四
九
頁
参
照
。

（
35
）
以
上
の
う
ち
、
芥
川
が
基
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
『
仏
所
行
讃
』
に
つ
い
て
は
、
大
正
蔵
、
四
巻
、
四
頁
中
、
二
四
頁
下
参
照
。
他
の
私
見
に

つ
い
て
は
、一
い
ち
具
体
的
に
は
指
示
し
な
い
が
、拙
稿
「〈
法
印
〉
覚
え
書
」『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
七
号
（
一
九
七
九
年
三
月
）、

六
〇
―
八
一
頁
（
横
）、
拙
書
『
仏
教
入
門
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）、
一
七
〇
―
一
七
九
頁
、
前
掲
拙
書
（
前
註
34
後
者
）、
ⅰ
―
ⅳ
頁
、

一
―
二
〇
頁
、
二
一
四
―
二
一
六
頁
な
ど
参
照
。

（
36
）
上
田
敏
『
海
潮
音
』（
本
郷
書
院
、
一
九
〇
五
年
）
の
以
下
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
上
田
敏
訳
詩
集
『
海
潮
音
』（
新
潮
文
庫
、
一
九
五
二
年
、

二
〇
〇
六
年
改
版
）
に
よ
り
、（
イ
）
は
、
二
五
頁
、（
ロ
）
は
、
四
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
示
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
原
詩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
原
文

対
照
英
訳
のW

illiam
 Rees(tr.), French Poetry 1820-1950 w

ith prose translations, Penguin Books, p.175, p.146

に
よ
る
。
な
お
、

直
接
関
連
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
、『
海
潮
音
』
に
注
目
す
る
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
の
は
、
つ
い
最
近
、
通
院
し
て
い
る
近
く
の
眼
科
で
、
菅
野

昭
正
「「
翻
訳
」

―
異
文
化
の
受
容
・
変
容
・
再
創
造
」『
異
文
化
へ
の
理
解
』（
東
京
大
学
公
開
講
座
46
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）、

一
〇
一



二
六
五
―
三
〇
四
頁
を
目
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
機
縁
を
与
え
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
、
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。

（
37
）Roger-Pol D

roit, L
e culte du néant: L

es philosophes et le B
ouddha, Éditions du seuil, Paris, 1997:

島
田
裕
巳
、田
桐
正
彦
訳『
虚

無
の
信
仰
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
38
）W

alter Isaacson Steve Jobs, Little, Brow
n, London, 2011

参
照
。
井
口
耕
二
訳
（
講
談
社
）
の
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
が
、
ま

だ
読
ん
で
い
な
い
。

（
39
）
中
沢
道
二
に
行
き
着
く
「
一
音
演
説
法
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
書
（
前
註
２
）、
二
五
七
―
二
六
七
頁
、
拙
稿
「「
善
悪
不
二
、
邪
正
一
如
」

の
思
想
的
背
景
に
関
す
る
覚
え
書
」『
駒
沢
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
三
月
）、一
六
九
―
一
九
一
頁
、前
掲
拙
書
（
前
註
35
）、

一
八
二
―
一
九
一
頁
な
ど
参
照
。

（
40
）
芥
川
前
掲
全
集
（
前
註
４
）、
第
一
五
巻
（
第
二
次
）
に
付
せ
ら
れ
た
『
月
報
』
15
、
一
―
五
頁
参
照
。"seriocom

icness

（
真
面
目
戯
け
）"

は
、
ジ
ョ
イ
ス
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
出
るneologism

の"seriocom
ic "

に
対
す
る
柳
瀬
氏
の
造
語
と
訳
語
で
あ
る
。

（
二
〇
一
一
年
十
一
月
二
十
二
日
）

追
記　

本
稿
の
掲
載
に
つ
い
て
は
、
坂
口
博
規
先
生
に
、
御
体
調
を
崩
さ
れ
て
い
た
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ

に
記
し
て
衷
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
脱
稿
後
に
、「
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
」
中
の
下
田
正
弘
博
士
の
御
論
稿
に
よ
っ
て
、

同
博
士
に
本
稿
註
２
で
触
れ
た
ナ
テ
ィ
エ
教
授
の
御
著
書
に
つ
い
て
書
評
仕
立
て
の
御
論
文
「
菩
薩
の
仏
教

―
ジ
ャ
ン
・
ナ
テ
ィ
エ
著
『
ア
・

フ
ュ
ー
・
グ
ッ
ド
・
メ
ン
』
に
寄
せ
て

―
」『
法
華
文
化
研
究
』
第
三
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
補
足
し
て
お
く
。

最
後
に
、
自
分
の
「
い
ろ
は
歌
」
も
示
し
て
お
く
べ
き
か
と
、
無
理
矢
理
の
語
呂
合
せ
で
、「
柳や
な

瀬せ

氏し

真ま

ね似
て
呆ほ

き
居ゐ

こ乞
ふ
い
ろ
は
の
歌う
た

を
詠よ

む
ら
ん
と
数か
そ

え
挙あ

く
る
に
指ゆ
び

折お

り
つ
智ち

ゑ慧
も
忘わ
す

れ
け
見み

め

さ

目
障
へ
ぬ
」と
、搾
り
出
し
た
。
慚
愧
。　
　
　
　
　
　
（
二
〇
一
二
年
一
月
二
十
二
日
）

一
〇
二


