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﹁
阿
闍
世
王
﹂
と
は
︑
釈
尊
在
世
の
頃
の
ガ
ン
ジ
ス
河
中
流
域
で
栄
え
た
強
国
の
一
つ
マ
ガ
ダ
（M

agadha

（
の
第
二
代
目
の
王
で
︑

敵
の
生
じ
な
い
﹁
無
敵
の
も
の
﹂
と
い
う
意
味
の
﹁
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
（Ajā taś atru, Ajā tasattu

（﹂
の
名
で
呼
ば
れ
た
人
で
あ
る
︒

﹁
阿
闍
世
﹂
と
は
そ
の
音
写
で
︑﹁
未
生
怨
﹂
と
い
う
意
訳
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
︑
基

本
的
に
﹁
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
﹂
が
使
用
さ
れ
よ
う
︒﹁
逸
話
﹂
と
は
︑﹁
未
公
表
（anecdote > G

r. an + ekdotos

（
の
話
﹂
の
訳
語

と
し
て
の
面
が
意
識
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
零
れ
落
ち
た
興
味
深
い
話
と
い
う
側
面
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
ろ

う
し
︑
比
較
的
良
く
知
ら
れ
て
い
る
﹃（
大
乗
の
（涅
槃
経
﹄
に
お
け
る
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
話
は
︑
以
下
に
見
る
よ
う
に
︑
こ
の

種
の
﹁
逸
話
﹂
の
典
型
と
見
做
さ
れ
て
も
構
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
る
に
︑
こ
の
話
の
中
に
登
場
す
る
﹁
無
根
信
﹂
の
語
も
し
く

は
そ
れ
に
纏
わ
る
話
は
︑
そ
の
淵
源
を
辿
っ
て
い
く
と
︑﹁
未
公
表
の
話
﹂
ど
こ
ろ
か
︑
経
な
ど
に
も
記
し
残
さ
れ
︑
そ
れ
に
因
む
議
論

も
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
仏
教
教
団
周
知
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑こ
の﹁
無
根
信
﹂を
中
心
に
ア
ジ
ャ
ー

タ
シ
ャ
ト
ル
の
あ
る
意
味
で
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
﹁
逸
話
﹂
を
探
っ
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
︑
本
稿
の
目
的
で
あ
る
︒

　

し
か
し
︑
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
間
怠
っ
こ
し
い
書
き
出
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
と
い
う
と
︑
未
だ
に
大
乗
仏
教
が
伝
統
的
仏
教
教
団
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と
切
り
離
さ
れ
た
特
別
な
所
で
誕
生
し
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
も
の
の
︑
私
が
一
九
九
〇
年
代
の
初
め
頃
か
ら
主
張

し
出
し
た（

（
（

よ
う
に
︑大
乗
仏
教
と
い
え
ど
も
基
本
的
に
は
伝
統
的
仏
教
教
団
以
外
で
は
生
じ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
︑か
か
る
私
見
が
︑

忘
れ
去
ら
れ
た
か
に
見
え
る
﹁
無
根
信
﹂
一
つ
を
取
り
上
げ
て
追
究
す
る
だ
け
で
も
︑
鮮
明
に
確
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

に
他
な
ら
な
い
︒
し
か
る
に
︑
伝
統
的
仏
教
教
団
と
は
︑
諸
施
設
を
擁
す
る
﹁
教
団
所
有
地
（sa m

3ghâ rā m
a

（
（
（

（﹂
に
お
い
て
出
家
者
た

ち
が
生
活
を
共
に
し
な
が
ら
︑
そ
こ
に
は
伝
承
さ
れ
て
き
た
経
蔵
と
律
蔵
が
必
ず
保
持
さ
れ
て
お
り
︑
出
家
者
た
ち
の
中
に
は
︑
二
蔵

に
論
蔵
を
も
加
え
て
新
た
な
議
論
を
展
開
し
て
い
く
学
者
風
の
出
家
者
も
い
れ
ば
︑﹁
教
団
所
有
地
﹂
に
あ
る
﹁
福
田
﹂
と
讃
え
ら
れ
る

仏
塔
や
仏
鉢
や
有
徳
の
出
家
者
に
寄
進
す
る
た
め
に
や
っ
て
く
る
在
家
信
者
（upā saka

︑
優
婆
塞
（
や
在
家
信
女
（upā sikā

︑
優
婆
夷
（

を
世
話
し
た
り
寄
進
さ
れ
た
金
品
を
受
け
取
っ
た
り
施
設
の
内
外
を
掃
除
し
た
り
す
る
﹁
管
理
人
（vaiyā v r

3tyakara

（﹂
や
﹁
寺
内
管

理
職
（upadhivā rika

（﹂な
ど
の
出
家
者
も
い
る
集
団
の
こ
と
で
あ
る（

（
（

︒
か
か
る
伝
統
的
仏
教
教
団
は
︑貨
幣
経
済
の
隆
盛
も
手
伝
っ
て
︑

紀
元
前
後
か
ら
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
を
中
心
と
す
る
北
西
イ
ン
ド
で
大
乗
仏
教
運
動
を
も
含
め
て
大
い
に
発
展
し（

（
（

︑
そ
こ
を
基
点
に
中
央
ア

ジ
ア
を
経
由
し
て
中
国
に
も
進
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
︑五
世
紀
初
頭
の
中
国
で
︑説
一
切
有
部
（Sarvā stivā da

（
の
﹃
十
誦
律
﹄︑

法
蔵
部
（D

harm
aguptaka

（
の
﹃
四
分
律
﹄︑
大
衆
部
（M

ahā sā m

3ghika

（
の
﹃
摩
訶
僧
祇
律
﹄︑
化
地
部
（M

ahīśā saka

（
の
﹃
五

分
律
﹄
が
相
次
い
で
漢
訳
さ
れ
て
い
っ
た
頃
に
は
︑
当
の
北
西
イ
ン
ド
や
中
央
ア
ジ
ア
で
は
︑
私
見
に
よ
れ
ば
︑
大
乗
経
典
作
成
な
ど

を
含
む
大
乗
仏
教
運
動
は
伝
統
的
仏
教
教
団
内
部
で
充
分
に
開
花
し
切
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
︑
八
世
紀
初
頭
に
義
浄
に
よ
っ
て
漢
訳

さ
れ
九
世
紀
初
頭
に
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
も
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︑
発
展
し
た
説
一
切
有
部
の
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
﹄
中
に
は
︑
よ
り

進
展
し
た
大
乗
的
痕
跡
も
含
む
仏
教
動
向
が
看
取
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る（

（
（

︒
因
み
に
︑
前
述
し
た
五
世
紀
初
頭
の
四
大
広
律
以
前
の
中

国
へ
の
仏
教
将
来
の
最
初
期
の
状
況
に
触
れ
て
お
け
ば
︑
安
世
高
と
彼
に
連
な
る
人
々
の
活
躍
が
注
目
さ
れ
る
︒
安
世
高
は
安
息
国

（Parthia

（
出
身
の
恐
ら
く
は
経
蔵
た
る
四
阿
含
を
有
し
た
説
一
切
有
部
の
学
僧
で
二
世
紀
中
頃
に
中
国
に
至
り
菩
薩
と
も
呼
ば
れ
て
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多
く
の
初
期
の
漢
訳
に
従
事
し
た
が
︑
漢
人
の
弟
子
に
厳
仏
調
が
お
り
︑
安
世
高
と
同
じ
安
息
国
出
身
の
安
玄
が
口
述
し
厳
仏
調
が
筆

録
し
て
漢
訳
し
た
大
乗
経
典
に
﹃
法
鏡
経
﹄
が
あ
る（

（
（

︒
本
経
に
は
本
稿
で
も
言
及
す
る
は
ず
な
の
で
注
目
し
て
お
い
て
頂
き
た
い
︒

　

さ
て
こ
こ
で
︑本
来
の
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
話
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
た
だ
考
察
を
進
め
る
前
に
一
般
的
な
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ

ト
ル
像
を
簡
単
に
描
い
て
お
き
た
い
︒
ラ
モ
ッ
ト
﹃
イ
ン
ド
仏
教
史
﹄
に
よ
れ
ば
︑
マ
ガ
ダ
国
の
初
代
王
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
（Bim

bisā ra

（

の
即
位
年
間
は
紀
元
前
五
四
六
︱
四
九
四
年
︑
父
王
た
る
彼
を
殺
害
し
て
王
位
を
襲
っ
た
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
そ
れ
は
紀
元
前

四
九
四
︱
四
六
二
年
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
欧
米
の
学
者
が
採
用
す
る
こ
と
の
多
い
仏
滅
年
代
を
紀
元
前
四
八
六
年
と
す
る
説
に
従
っ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
︑
日
本
人
学
者
に
多
く
認
め
ら
れ
て
い
る
仏
滅
年
代
紀
元
前
三
八
三
年
説
を
取
っ
て
改
め
れ
ば
︑
前
者
は
紀
元
前

四
四
三
︱
三
九
一
年
︑
後
者
は
紀
元
前
三
九
一
︱
三
五
九
年
と
な
る（

（
（

︒
い
ず
れ
の
説
に
従
う
に
せ
よ
︑
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
活
躍

し
た
時
代
は
︑
釈
尊
の
死
を
前
後
す
る
紀
元
前
五
世
紀
か
ら
四
世
紀
の
頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
彼
を
中
心
と
す
る
事
跡
を
今
少
し

詳
し
く
見
て
お
け
ば
次
の
通
り
で
あ
る
︒

　

ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
は
即
位
し
て
後
︑
近
隣
の
諸
国
よ
り
妃
を
迎
え
る
が
︑
そ
の
一
人
が
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
（Vaiśā lī

（
を
都
と

す
る
ヴ
リ
ジ
（V r

3ji

（
連
合
国
の
一
つ
で
あ
る
ヴ
ィ
デ
ー
ハ
（Videha

（
の
姫
ヴ
ァ
イ
デ
ー
ヒ
ー
（Vaidehī

（
で
あ
り
︑
そ
の
息
子
が

﹁
ヴ
ァ
イ
デ
ー
ヒ
ー
の
息
子
（Vaidehī -putra

（﹂
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
に
他
な
ら
な
い
︒
し
か
る
に

彼
は
︑
父
の
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
王
が
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
釈
尊
へ
の
熱
烈
な
帰
依
者
で
あ
っ
た
の
に
反
抗
す
る
か
の
よ
う
に
︑
既
に
釈

尊
の
弟
子
と
な
っ
て
い
な
が
ら
彼
の
従
弟
で
も
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
却
っ
て
彼
に
敵
愾
心
を
燃
や
し
て
釈
尊
の
否
定
す
る
苦
行
主
義
を

主
張
し
教
団
破
壊（

（
（

す
ら
画
策
し
て
い
た
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
（D

evadatta
︑
提
婆
達
多
（
と
昵
懇
と
な
り
︑
母
の
ヴ
ァ
イ
デ
ー
ヒ
ー
が

阻
止
し
た
に
も
拘
ら
ず
︑
父
王
を
幽
閉
し
て
餓
死
さ
せ
る
に
至
る
が
︑
こ
の
件
も
実
は
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
が
嗾
け
た
の
だ
と
さ
れ
る
︒

そ
の
後
︑
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
は
教
団
破
壊
を
実
行
に
移
す
が
︑
教
団
を
二
分
す
る
よ
う
な
成
功
を
収
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
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ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
は
︑
父
王
殺
害
の
結
果
と
し
て
︑
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
ヴ
リ
ジ
国
や
コ
ー
サ
ラ
国
な
ど
と
も
争
っ
た
り
す
る

よ
う
に
な
る
が
︑
そ
の
間
に
︑
餓
死
さ
せ
た
父
王
や
夫
の
後
を
追
う
よ
う
に
し
て
亡
く
な
っ
た
母
の
こ
と
を
思
い
︑
次
第
に
後
悔
の

念
に
苛
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
そ
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
く
︑
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
は
︑
当
時
新
興
の
沙
門

（ś ram
a n

3a, sam
a n

3a

（
た
ち
に
教
え
を
求
め
た
が
満
足
で
き
ず
に
い
た
と
こ
ろ
︑
友
人
の
医
師
ジ
ー
ヴ
ァ
カ
（Jī vaka

（
な
ど
の
助

言
も
あ
っ
て
︑
終
に
釈
尊
の
下
に
至
っ
て
そ
の
教
え
に
感
動
し
︑
爾
後
︑
熱
心
な
釈
尊
の
在
家
信
者
と
な
り
︑
亡
き
父
王
と
並
び
称

さ
れ
る
程
の
仏
教
教
団
外
護
者
と
な
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
釈
尊
の
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
に
は
悲
し
み
の
余
り
卒
倒
し
た
と
も

伝
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
火
葬
が
終
了
し
遺
骨
が
八
王
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
︑
そ
の
八
王
の
一
人
が
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト

ル
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

か
か
る
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
事
跡
に
つ
き
︑
後
代
特
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
逸
話
が
︑
父
王
殺
害
と
そ
の
後
悔
お
よ
び

仏
教
へ
の
回
心
に
よ
る
救
済
を
扱
う
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
逸
話
を
最
も
増
広
し
た
形
で
伝
え
て
い
る
の
が
︑﹃（
大
乗
の
（涅
槃
経
﹄
や

﹃
観
無
量
寿
経（

（
（

﹄
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
︒
取
り
分
け
前
者
は
︑
日
本
で
は
︑
親
鸞
が
﹃
教
行
信
証
﹄﹁
信
巻
﹂
に
お
い
て
︑
そ
の
（α）
﹁
梵

行
品
﹂
と
（β）
﹁
迦
葉
菩
薩
品
﹂
と
よ
り
比
較
的
長
文
の
引
用
を
提
示
し
た（
（1
（

こ
と
に
よ
っ
て
︑
良
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
流
布
し
た
と

思
わ
れ
る
︒
因
み
に
︑現
代
に
な
っ
て
も
︑ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
を
唆
し
た
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
方
を
主
人
公
に
し
た
中
勘
助
の
﹃
提

婆
達
多
﹄
が
出
さ
れ
た
り
︑
フ
ロ
イ
ト
の
﹁
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
﹂
の
向
こ
う
を
張
っ
た
﹁
阿
闍
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
﹂
な

る
精
神
医
学
用
語
が
登
場
し
た
り
す
る
の
は
︑
か
か
る
土
壌
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
﹃
教
行
信
証
﹄
の
元
の

出
典
を
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る（
（（
（

︒

　

（α）
北
本
︑
大
正
蔵
︑
一
二
巻
︑
四
八
〇
頁
下
︑
六
行
︱
四
八
五
頁
中
︑
一
一
行
︑
南
本
︑
同
︑
七
二
三
頁
︑
一
〇
行
︱
七
二
八
頁
︑

四
行　

：　

チ
ベ
ッ
ト
重
訳
︑P.ed., N

o.787 , Ju, 332 b3 -344 b6　

：　

田
上
訳
２
︑三
四
五
︱
三
七
二
頁
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（β）
北
本
︑
大
正
蔵
︑
一
二
巻
︑
五
六
五
頁
中
︑
三
行
︱
五
六
六
頁
上
︑
九
行
︑
南
本
︑
同
︑
八
一
一
頁
下
︑
一
八
行
︱
八
一
二
頁
中
︑

二
六
行　

：　

チ
ベ
ッ
ト
重
訳
︑P.ed., N

o.787 , N
yu, 210 a8 -212 a5　

：　

田
上
訳
４
︑一
五
三
︱
一
五
八
頁

　

本
稿
で
注
目
す
る
﹁
無
根
信
﹂
は
︑
以
上
の
（α）
（β）
そ
れ
ぞ
れ
に
登
場
す
る
が
︑
そ
の
語
に
前
後
す
る
要
文
を
拙
訳
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
よ
り
引
い
て
示
せ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る（
（1
（

︒
因
み
に
︑
（β）
の
箇
所
は
︑
品
の
性
質
上
︑
釈
尊
が
迦
葉
に
直
接
語
り
掛
け
て
い
る
言
葉

で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
︒

　

（α）
︹
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
発
言
︺﹁
世
尊
よ
︑
私
は
世
間
で
エ
ー
ラ
ン
ダ
（e ran da, era nd3
3a

︑

蘭
︑
ひ
ま
し
油
の
木
（
の
実

（’ bras bu, phala

︑
子
（
か
ら
エ
ー
ラ
ン
ダ
の
樹
（sdong po, kā nd3
3a

（
が
生
じ
る
の
は
見
て
お
り
ま
す
が
︑
エ
ー
ラ
ン
ダ
の
実
か
ら

栴
檀
（tsan dan, candana
（
の
樹
が
生
じ
る
の
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
に
︑
私
は
今
初
め
て
（deng gzod

（
エ
ー
ラ

ン
ダ
の
実
か
ら
栴
檀
の
樹
が
生
じ
た
の
を
見
ま
し
た
︒
そ
の
場
合
︑
エ
ー
ラ
ン
ダ
の
実
は
私
の
身
体
で
あ
り
︑
栴
檀
の
樹
は
信
仰
の

根
の
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
（dad pa’ i rtsa ba m

a m
chis pa, am

ū likā  ś raddhā

︑
無
根
信
（
私
の
心
（sem

s, citta

（
で
す
︒﹁
根
の
ご
ざ

い
ま
せ
ぬ
（rtsa ba m

a m
chis pa, am

ū likā
︑
無
根
（﹂
と
申
し
ま
す
の
は
︑
私
は
以
前
如
来
に
尊
敬
（bkur sti, satkā ra

︑
恭
敬
（

を
払
お
う
と
も
致
し
ま
せ
ず
︑
法
も
教
団
も
信
仰
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
（chos dang dge ’ dun la m

a dad ste

（
が
︑
そ

れ
が
﹁
根
の
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
﹂
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
世
尊
よ
︑
私
が
も
し
も
仏
世
尊
に
お
会
い
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な

ら
ば
︑
無
量
で
数
え
切
れ
ぬ
劫
（bskal pa, kalpa

（
の
間
︑
大
地
獄
（sem

s can dm
yal ba chen po, m

ahā -naraka

（
で
無
量
の
多

く
の
苦
を
受
け
た
で
し
よ
う
が
︑
私
は
今
仏
に
見
え
る
こ
と
に
な
り
︑
仏
に
見
え
た
と
い
う
そ
の
得
た
限
り
の
福
徳
（bsod nam

s, 

pu n

3ya

（
に
よ
っ
て
︑
有
情
（sem

s can, sattva

（
の
一
切
の
煩
悩
の
不
善
心
（nyon m

ongs pa m
i dge ba’ i sem

s tham
s cad, 

sarva-kleśâ kuś ala-citta

（
が
破
壊
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
（chom

s par gyur cig

（︒﹂

　

（β）
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
（lH

a sbyin, D
evadatta

︑
提
婆
達
（
が
︹
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
に
︺
言
っ
た
の
で
あ
る
︒﹁
貴
殿
が
ま
だ
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生
ま
れ
て
い
な
い
と
き
に
︑
全
て
の
占
い
師
が
こ
ん
な
ふ
う
に
﹁
こ
の
子
は
生
れ
出
て
か
ら
父
王
を
殺
す
で
あ
ろ
う
︒﹂
と
言
い
︑
そ

れ
ゆ
え
に
︑︹
王
宮
外
の
︺
国
の
全
て
の
人
々
（yul m

i tham
s cad

︑
外
人
皆
（
は
貴
殿
を
﹁
生
ま
れ
て
い
な
い
う
ち
か
ら
敵
（m

a 

skyes dgra, ajā ta-ś atru

（﹂
と
称
し
︑︹
王
宮
︺
内
部
の
従
者
全
て
（nang gi slas tham

s cad

︑
一
切
内
人
（
は
貴
殿
の
心
を
護
る
た

め
に
﹁
ス
ダ
ル
シ
ャ
ナ
（dge m

thong, Sudarś ana

︑
善
見
（﹂
と
呼
ん
だ
の
で
す
︒
王
妃
（btsun m

o

︑
夫
人
（
の
ヴ
ァ
イ
デ
ー
ヒ
ー

（Lus ’ phags m
a, Vaidehī

︑
韋
提
（
は
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
を
聞
い
て
貴
殿
が
産
ま
れ
る
や
否
や
高
い
屋
上
（yang thog 

m
thon po, uccâ tt3

3a
︑
高
楼
上
（
か
ら
抛
っ
た
の
で
貴
殿
の
指
の
一
本
（sor m

o gcig

（
が
損
傷
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
︒
そ
の
因
縁

に
よ
っ
て
︑
人
々
も
︹
貴
殿
を
︺﹁
指
折
れ
（Bar ru rtse, 

＊vā la-ruja

（
（1
（

︑
婆
羅
留
枝
（﹂
と
称
し
︑
私
も
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る

の
を
聞
い
て
不
快
に
思
う
心
が
生
じ
ま
し
た
け
れ
ど
も
︹
そ
れ
を
︺
貴
殿
に
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒﹂
と
︒（
中
略
（
ジ
ー

ヴ
ァ
カ
（’

3

Tsho byed, Jī vaka
︑
耆
婆
（
が
更
に
言
う
に
は
︑﹁
大
王
よ
︑
か
く
お
知
り
召
さ
れ
ま
せ
︒
と
申
し
ま
す
の
も
︑
こ
の
業

に
は
二
種
の
過
失
あ
る
悪
（kha na m

a tho ba’ i sdig pa, avadya-pā pa

（
が
ご
ざ
い
ま
し
て
︑
父
王
殺
し
と
預
流
果
（rgyun du 

zhugs pa, srota-ā panna

︑
須
陀
洹
（
殺
し
と
で
す
が
︑
こ
の
よ
う
な
悪
に
は
世
尊
よ
り
他
の
だ
れ
も
こ
の
業
を
清
め
得
る
も
の
が
い

な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒﹂︹
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑︺
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
王
が
答
え
る
に
は
︑﹁
如
来
は
清
浄
で
あ
っ
て
汚

れ
の
お
あ
り
に
な
ら
ぬ
方
で
ご
ざ
い
ま
す
の
に
︑
私
は
悪
を
も
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
れ
ば
︑
一
体
ど
う
し
て
︹
如
来
に
︺
見
え

る
こ
と
が
か
な
い
ま
し
ょ
う
や
︒﹂
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑
善
男
子
（rigs kyi bu, kula-putra

（
よ
︑
私
︹
如
来
︺
は
そ
の
事

を
知
っ
た
後
で
ア
ー
ナ
ン
ダ
（dG

a’ bo, Ā nanda

︑
阿
難
（
に
伝
え
る
に
︑﹁
私
は
三
か
月
後
に
般
涅
槃
す
る
（yongs su m

ya ngan 

las ’ da’ , pari-nir-V R

3-

（
だ
ろ
う
︒﹂
と
言
っ
た
の
で
あ
る
︒
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
は
︹
そ
れ
を
︺
聞
い
て
か
ら
私
の
い
る
と
こ
ろ

へ
来
て
︑
私
が
法
を
説
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
重
い
過
失
（kha na m

a tho ba lci ba

︑
重
罪
（
も
薄
め
ら
れ
て
（srab par gyur

（︑

無
根
信
（rtsa ba m

ed pa’ i dad pa, am
ū likā  ś raddhā

（
を
も
得
た
の
で
あ
る
︒
善
男
子
よ
︑
私
の
弟
子
（nye gnas, antevā sin

（
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た
ち
は
︑
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
を
聞
い
た
後
で
も
私
の
意
図
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑
こ
の
よ
う
に
﹁
如
来

は
長
い
間
（yun du

（
般
涅
槃
し
て
い
る
︒﹂
と
言
う
の
で
あ
る
︒

　

以
上
の
う
ち
︑
（α）
は
釈
尊
に
見
え
て
突
如
﹁
無
根
信
﹂
を
得
る
こ
と
の
で
き
た
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
感
激
の
言
葉
︑
（β）
は
そ
の

時
の
状
況
を
﹁
般
涅
槃
﹂
は
﹁
無
根
信
﹂
を
得
さ
せ
る
た
め
の
方
便
に
過
ぎ
な
い
と
示
し
な
が
ら
迦
葉
や
善
男
子
た
ち
に
説
明
し
て
い

る
釈
尊
の
言
葉
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
﹁
根
無
き
信
仰
（am

ū likā  ś raddhā

︑
無
根
信
（﹂
と
は
︑
（α）
で
言
わ
れ
て
い
る
エ
ー
ラ
ン
ダ

の
実
か
ら
栴
檀
の
樹
が
生
じ
る
よ
う
に
︑ま
る
で
木
に
竹
を
接
ぐ
よ
う
な
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
︑因
果
関
係
を
重
視
す
る
仏
教
の
﹁
哲
学
﹂

の
立
場
か
ら
見
れ
ば
︑
因
な
く
し
て
果
が
突
然
生
じ
る
よ
う
な
こ
の
語
の
概
念
は
認
め
難
い
に
違
い
な
い
︒
現
に
﹁
無
根
信
﹂
を
用
語

と
し
て
収
録
し
て
い
る
仏
教
辞
典
は
少
な
く
︑
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
典
拠
は
上
引
の
﹃（
大
乗
の
（涅
槃
経
﹄
を
余
り
出
る

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る（
（1
（

︒こ
の
現
況
は
︑研
究
の
場
面
に
も
大
乗
の
陰
が
深
く
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑

紀
元
前
後
か
ら
の
仏
教
教
団
が
こ
の
問
題
を
等
閑
に
付
し
て
き
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
︑仏
教
の
﹁
哲
学
（abhidharm

a

（﹂
文
献
を
探
っ

て
み
れ
ば
︑
容
易
に
確
か
め
得
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
ず
︑
こ
の
問
題
を
簡
潔
に
整
理
し
て
論
じ
た
二
世
紀
前
後
の
北
西
イ
ン
ド
編
纂
成
立

の
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
か
ら
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒
そ
の
問
題
提
起
は
︑
当
時
流
布
し
て
い
た
経
に
﹁
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
王
は

無
根
信
を
成
就
し
た
（
＊rā jÂ jā taś atrur am

ū likayā  ś raddhayā  sam
anvā gato bhavati

（
（1
（

（﹂
と
説
か
れ
て
い
た
の
を
受
け
て
︑
有
為

法
に
は
必
ず
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
︑
王
の
信
仰
に
は
な
ぜ
原
因
た
る
根
が
な
い
と
言
わ
れ
る
の
か
︑
と
い

う
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
解
釈
が
五
点
示
さ
れ
て
い
る
︒
今
こ
の
箇
所
を
︑
そ
れ
に
番
号
を
挿
入
し
て
引
用
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る（
（1
（

︒

　

如
契
経
説
︑﹁
未
生
怨
（Ajā taś atru

（
王
︑
能
成
就
︑
無
根
信
︒﹂
問
︒
諸
有
為
法
︑
無
不
有
根
︒
何
故
説
︑
彼
信
無
根
︐
耶
︒
答
︒

①
此
信
無
有
見
道
根
故
︒
如
契
経
説
︑﹁
是
名
︑
見
為
根
信
︑
証
智
相
応
︒﹂
謂
︑
未
生
怨
所
成
就
信
︑
不
依
見
道
︑
故
名
無
根
︒
然

彼
信
心
︑
堅
固
難
壊
︑
如
依
見
道
︒
②
復
次
︑
未
生
怨
王
︑
所
成
就
信
︑
不
可
改
易
︑
如
無
漏
信
︑
而
無
有
根
︑
諸
無
漏
信
︑
依
無
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漏
根
︒
以
無
漏
智
無
漏
善
根
為
根
本
故
︒
③
復
次
︑此
信
無
有
同
類
因
故
︑説
名
無
根
︒
謂
︑無
始
来
︑未
得
如
是
堅
強
信
故
︒
譬
如
︑

有
樹
︑
依
他
︑
茎
生
︑
自
既
無
根
︑
名
無
根
樹
︒
④
復
次
︑
未
生
怨
王
︑
所
成
就
信
︑
自
性
堅
固
︑
不
由
親
近
仏
及
弟
子
︑
乃
能
発
生
︑

故
名
無
根
︒
由
此
信
力
︑
若
乗
象
馬
︑
若
在
高
楼
︑
遥
見
世
尊
︑
即
便
投
下
︑
頂
礼
双
足
︒
由
堅
信
力
︑
或
仏
威
神
︑
無
所
傷
損
︒

⑤
復
次
︑
未
生
怨
王
︑
所
成
就
信
︑
未
免
悪
趣
︑
故
名
無
根
︒
彼
後
命
終
︑
暫
堕
地
獄
︑
受
少
苦
已
︑
方
生
天
故
︒

　

こ
こ
で
は
︑
い
か
に
も
説
一
切
有
部
ら
し
く
︑
経
典
で
王
の
信
が
﹁
無
根
﹂
と
説
か
れ
て
い
る
理
由
が
五
点
に
わ
た
っ
て
解
釈
さ
れ

て
お
り
︑
本
来
な
ら
そ
の
全
て
に
論
究
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
で
︑
①
を
中
心
に
簡
単
な
言
及
で
済
ま
せ

る
こ
と
を
お
許
し
頂
き
た
い
︒
①
に
よ
れ
ば
︑信
仰
（ś raddhā

（
と
は
本
来
﹁
見
道
（darś ana-m

ā rga

（﹂
を
根
拠
と
す
る
も
の
（m

ū likā

（

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
れ
は
別
な
経
典
に
﹁
見
為
根
信
︑
証
智
相
応
（
＊ś raddhā  darś ana-m

ū likā  sā k s

3ā tkara n

3a-jñā na-

sam
prayuktā

（
（1
（

（﹂
と
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
︑
王
の
信
仰
は
﹁
見
道
﹂
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
︑﹁
無
根
信
﹂
と
称

さ
れ
る
︑
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
ら
ば
︑
王
の
﹁
無
根
信
﹂
が
一
種
例
外
的
な
格
別
の
も
の
と
す
れ
ば
︑
一
般
的
に
承

認
さ
れ
て
い
る﹁
見
道
を
根
拠
と
す
る
信
仰（
＊darś ana-m

ā rga-m
ū likā  ś raddhā

（﹂と
は
な
に
か
が
問
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の
問
題
は
﹁
四
証
淨
（
四
不
壊
淨
︑catvā ro ’ vetya-prasā dā h

3

（﹂
と
言
う
信
仰
の
問
題
と
し
て
︑
同
じ
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄

で
も
右
引
箇
所
の
直
前
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
（1
（

が
︑
こ
こ
で
は
︑
こ
の
問
題
に
︑﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
に
先
行
す
る
紀
元
前
一
︱
二

世
紀
頃
の
編
纂
成
立
と
さ
れ
る
説
一
切
有
部
の
論
典
で
あ
る
﹃
集
異
門
足
論（
（1
（

﹄
と
﹃
法
蘊
足
論（
11
（

﹄
と
に
よ
っ
て
︑
簡
単
に
触
れ
て
お
く
︒

な
お
︑
右
引
末
尾
の
⑤
︑
そ
の
前
の
引
用
（α）
末
尾
で
言
及
さ
れ
て
い
る
﹁
堕
地
獄
﹂
の
件
に
関
し
て
は
︑
本
稿
の
終
わ
り
の
方
で
取
り

上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
︒

　

こ
の
両
論
典
は
︑
説
一
切
有
部
の
﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
一
一
二
六
経
︑
第
一
一
二
七
経
︑
第
八
三
六
経
に
基
づ
い
て
﹁
預
流
果
（srota-

ā panna

（﹂
の
も
の
が
成
就
す
る
四
法
と
し
て
﹁
①
仏
②
法
③
僧
証
淨
（buddhe dharm

e sa m

3ghe ’ vetya-prasā dā h

3

（﹂
と
﹁
④
聖
所
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愛
戒
（ā rya-kā ntā ni śī lā ni

（︹
証
淨
︺﹂
と
の
﹁
四
証
淨
﹂
を
論
じ
︑﹃
集
異
門
足
論
﹄
は
こ
れ
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
﹁
六
随
念
（s

3a d

3 

anusm
r

3taya h

3

（﹂
を
論
じ
て
い
る（
1（
（

が
︑
こ
こ
で
は
︑
そ
れ
ら
の
説
明
中
に
共
通
し
て
い
る
﹁
見
為
根
本
︑
証
智
相
応
（
＊darś ana-

m
ū lika- sā k s

3ā tkara n

3a-jñā na-sam
prayukta-

（﹂
と
い
う
表
現（
11
（

に
注
目
し
た
い
︒
こ
の
表
現
は
︑実
は
︑直
前
に
見
た
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄

の
五
点
中
の
①
に
示
さ
れ
て
い
た
経
文
と
同
じ
も
の
で
︑
先
に
﹁
根
﹂
と
あ
っ
た
も
の
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
根
本
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
に

過
ぎ
ず
︑
両
者
の
違
い
は
︑
先
に
あ
っ
た
﹁
信
﹂
が
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
︑
当
該
表
現
の
限

定
す
る
語
に
﹁
信
（ś raddhā

（﹂
か
﹁
淨
（prasā da

（﹂
か
﹁
随
念
（anusm

r

3ti

（﹂
か
な
ど
の
い
ず
れ
が
選
ば
れ
て
い
る
か
だ
け
の
相

異
で
し
か
な
い
︒
従
っ
て
︑こ
の
表
現
を
活
か
し
て
﹁
四
証
淨
﹂
に
適
用
す
れ
ば
︑﹁
四
つ
の
証
淨
（avetya-prasā da

（﹂
と
は
﹁
見
︹
道
︺

を
根
本
︹
原
因
︺
と
す
る
（
＊darś ana-m

ū lika

（
証
智
相
応
の
も
の
（
＊sā k s

3ā tkara n

3a-jñā na-sam
prayukta

（﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る（
11
（

︒

し
か
し
︑
問
題
は
︑
そ
の
対
応
パ
ー
リ
語
を
も
含
む
﹁
証
（avecca/avetya

（﹂
の
意
味
確
定
に
あ
る
︒
こ
の
原
語
は
︑
前
接
辞ava-

を
付
し
た
動
詞I-

か
ら
な
る
語
の
絶
対
分
詞
で
︑﹁
知
っ
て
﹂﹁
確
か
に
﹂﹁
絶
対
に
﹂
な
ど
を
意
味
す
る
が
︑﹁
知
っ
て
﹂
に
力
点
を
置

け
ば
﹁
証
﹂
の
漢
訳
と
な
り
︑﹁
絶
対
に
﹂
の
志
向
を
強
め
れ
ば
﹁
不
壊
﹂
の
漢
訳
と
な
る
で
あ
ろ
う（
11
（

︒
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
︑
こ
の

avetya

を
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く“ shes nas

（
理
解
し
て
（”

と
訳
す
よ
う
で
あ
る
が
︑
私
も
こ
の
意
味
に
従
い
た
い
︒
こ
こ
で
︑
こ
の
意

味
を
前
面
に
押
し
出
し
て
上
記
の
一
連
の
表
現
を
解
釈
す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
は
﹁
見
道
に
よ
っ
て
四
聖
諦
を
理
解
し
て
証
智
相
応
の
信
仰

を
得
て
預
流
果
に
至
る
こ
と
﹂
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
る
に
︑
見
道
を
得
て
預
流
果
に
至
る
の
は
︑
後
代
に
な
れ
ば
︑

教
団
内
の
出
家
の
比
丘
だ
け
が
な
し
う
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑
在
家
信
者
（upā saka

（
の
な
し
う
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
が
︑
初
期
教
団
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
現
に
﹃
法
蘊
足
論
﹄
の
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
断
片
も
あ
る
当
該
箇
所
で
は
︑
四
聖
諦
よ
り
も
理
解
が
難
し
い
と
さ
れ
て
い
る
十
二
支
縁
起
が
詳
し
く
示
さ
れ
た
直
後
に
︑

あ
た
か
も
在
家
信
者
が
そ
れ
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
︑up āsaka
章
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
七
世
紀
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の
玄
奘
訳
で
は
︑
そ
の
配
置
が
全
く
逆
転
さ
れ
て
︑
冒
頭
に
﹁
学
処
品
﹂﹁
預
流
支
品
﹂﹁
証
淨
品
﹂
が
こ
の
順
序
で
あ
り
︑
更
に
一
七

品
が
続
い
た
後
の
最
末
尾
に
﹁
縁
起
品
﹂
が
配
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
一
概
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
私
に
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
断
片
の
方
が
玄
奘
訳
よ
り
も
古
形
を
保
存
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
観
点
か
らupā saka 

章
を
見
る
と
︑
本

章
は
︑﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
九
二
七
経
︑
第
九
二
九
経
︑﹃
別
訳
雑
阿
含
経
﹄
第
一
五
四
経
な
ど
を
擦
る
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
の
で
あ
る（
11
（

︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
在
家
信
者
は
︑﹁
学
習
（ś ik s

3ā

（﹂
に
関
し
て
﹁
一
分
を
な
す
も
の
（ekadeś a-kā rin

（﹂﹁
少
分

を
な
す
も
の
（pradeś a-kā rin

（﹂﹁
多
分
を
な
す
も
の
（yadbhū yas-kā rin

（﹂﹁
満
分
を
な
す
も
の
（paripū r n

3a-kā rin

（﹂
と
次
第
に

進
展
し
て
い
く
が
︑更
に
︑八
法
を
具
備
す
る
も
の
と
︑一
六
法
を
具
備
す
る
も
の
と
が
あ
る
と
さ
れ
る
︒
八
法
は
﹁
自
利
（ā tm

a-hita

（﹂

の
た
め
の
八
法
で
あ
り
︑
一
六
法
は
そ
の
八
法
に
﹁
利
他
（para-hita

（﹂
の
た
め
に
す
る
同
じ
八
法
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
︑
更
に
そ

の
﹁
自
利
﹂﹁
利
他
﹂
の
両
側
面
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
同
じ
八
法
を
加
え
た
計
二
四
法
も
あ
る（
11
（

が
︑
こ
こ
で
便
宜
的
に
︑
第
一
を
ā
①

－

⑧
︑
第
二
を
ā p
①

－

⑧
︑
第
三
を
āp
①

－

⑧
と
表
す
こ
と
に
す
れ
ば
︑
私
の
注
目
す
る
の
は
︑
ā
④
︑ā p
④
︑
āp
④
で
あ
り
︑

そ
の
項
目
で
は
︑
在
家
信
者
は
﹁
自
利
﹂﹁
利
他
﹂
の
両
面
で
﹁
比
丘
た
ち
に
見
え
る
た
め
に
屡
々
︹
教
団
︺
所
有
地
（ā rā m

a

（
に
行

く
も
の
と
な
る（
11
（

﹂
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
か
く
し
て
︑
在
家
信
者
はā rā m

a

へ
行
っ
て
比
丘
た
ち
か
ら
四
聖
諦
や
十
二
支
縁
起
を

﹁
学
習
﹂
し
て
理
解
し
﹁
四
証
淨
﹂
を
得
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
﹁
預
流
果
﹂
に
至
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
も
︑
こ
の
よ
う
に

ā rā m
a

に
お
い
て
説
か
れ
た
法
を
﹁
学
習
﹂
し
て
﹁
四
証
淨
﹂
を
得
る
こ
と
が
﹁
法
鏡
経
（dharm

â darś o dharm
a-paryā ya h

3

（﹂
と

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
パ
ー
リ
の
﹃
涅
槃
経
﹄
は
こ
の
こ
と
に
言
及
し
な
が
ら
直
前
に
十
二
支
縁
起
を
説
く
こ
と
は
し
な
い（
11
（

︒
十
二

支
縁
起
を
説
い
た
後
で
﹁
四
証
淨
﹂
と
﹁
法
鏡
経
﹂
に
言
い
及
ぶ
形
態
を
保
つ
の
は
︑
既
に
そ
こ
に
は
﹁
如
来
出
世
︑
及
不
出
世
︑
法

性
常
住
﹂
の
句
が
十
二
支
縁
起
開
陳
の
前
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑説
一
切
有
部
の
﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
八
五
四
経
や
﹃
薬
事
﹄
や
﹃
雑

事
﹄
な
の
で
あ
る（
11
（

︒
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さ
て
︑
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
︑
在
家
信
者
で
も
四
聖
諦
や
十
二
支
縁
起
を
聞
い
て
理
解
し
﹁
見
道
﹂
に
根
差
し
た
信
仰
を
得
る

こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
︑﹁
見
道
﹂
以
降
の
四
向
四
果
を
得
る
こ
と
は
︑
仏
教
教
団
の
専
門
化
が
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
成
立

以
前
に
徐
々
に
進
展
す
る
と
共
に
︑
在
家
信
者
に
は
無
理
と
い
う
こ
と
に
次
第
に
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
︑
回
心
後
に
初
期

仏
教
教
団
の
大
外
護
者
と
な
っ
た
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
を
仏
教
の
確
固
た
る
信
仰
者
と
し
て
褒
め
称
え
よ
う
に
も
︑
た
と
え
王
で
あ

れ
在
家
信
者
で
あ
る
以
上
︑
そ
の
信
仰
（ś raddhā

（
を
︑
以
前
な
ら
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
﹁
見
為
根（
本
（（darś ana-m

ū lika

（﹂

と
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
︑
止
む
な
く
﹁
無
根
（am

ū lika

（﹂
と
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
生
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
引

の
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
が
そ
の
初
め
で
問
題
に
し
て
い
た
経
文
﹁
未
生
怨
王
︑
能
成
就
︑
無
根
信
（
＊rā jÂ jā taś atrur am

ū likayā  

ś raddhayā  sam
anvā gato bhavati

（﹂
は
︑
か
か
る
状
況
下
の
産
物
と
言
え
よ
う
が
︑
現
行
の
阿
含
経
で
こ
の
意
味
の
﹁
無
根
信
﹂
を

伝
え
て
い
る
の
は
︑
左
に
示
す
﹃
増
一
阿
含
経
﹄
の
⒜
⒝
の
二
箇
所
で
あ
る（
11
（

︒

　

⒜
得
無
根
善
信
︑
起
歓
喜
心
︑
所
謂
︑
王
阿
闍
世
︑
是
︒

　

⒝
仏
告
諸
比
丘
︑﹁
今
是
阿
闍
世
王
︑
不
取
父
王
害
者
︑
今
日
応
得
初
沙
門
果
証
︑
在
四
双
八
輩
之
中
︑
亦
復
︑
得
賢
聖
八
品
道
︑

除
去
八
愛
︑
超
越
八
難
︒
雖
爾
︑
今
猶
獲
大
幸
︑
得
無
根
之
信
︒
是
故
︑
比
丘
︑
為
罪
之
人
︑
当
求
方
便
成
無
根
之
信
︒
我
優
婆
塞
中
︑

得
無
根
信
者
︑
所
謂
︑
阿
闍
世
︑
是
也
︒﹂

　

現
行
の
﹃
増
一
阿
含
経
﹄
所
属
部
派
に
つ
い
て
は
︑
未
確
定
の
要
素
も
多
い
も
の
の
︑
私
と
し
て
は
説
一
切
有
部
所
属
で
あ
っ
て
も

不
審
は
な
い
と
思
う
が
︑
⒜
は
︑
在
家
信
者
の
王
と
し
て
有
名
な
も
の
を
十
人
列
挙
す
る
中
の
第
四
に
示
さ
れ
た
も
の
︑
⒝
は
︑
説
一

切
有
部
の
﹃
沙
門
果
経
﹄
と
ほ
ぼ
同
じ
構
成
を
も
っ
た
短
経
中
の
末
尾
の
一
節
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
後
者
の
経
の
途
中
に
は
︑
王
が
︑

比
丘
に
罪
を
犯
し
た
自
分
は
釈
尊
に
見
え
る
資
格
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
た
の
に
対
し
て
︑
ジ
ー
ヴ
ァ
カ
が
頌
で
﹁
斧
と
栴
檀

の
譬
喩
（vā sī -candana-kalpa

（﹂
を
用
い
て
︑釈
尊
は
そ
の
譬
喩
の
よ
う
に
﹁
怨
親
平
等
﹂
だ
か
ら
大
丈
夫
と
答
え
る
箇
所
が
あ
る
が
︑
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こ
の
譬
喩
は
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
﹄
で
も
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い（
1（
（

︒
た
だ
今
は
そ
れ

を
さ
て
お
き
︑
⒜
⒝
に
戻
っ
て
︑
そ
こ
に
共
通
し
て
い
る
﹁
王
阿
闍
世
︑
得
無
根
信
﹂
に
注
目
す
れ
ば
︑
か
か
る
経
文
が
前
引
の
﹃
大

毘
婆
沙
論
﹄
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
た
経
典
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
因
み
に
︑教
義
的
に
寛
大
で
妥
協
的
で
あ
っ

た
と
知
ら
れ
る
大
衆
部
の
﹃
摩
訶
僧
祇
律
﹄
に
も
︑
経
に
よ
る
と
は
明
言
し
て
い
な
い
が
︑﹁
世
尊
記
﹂
と
し
て
﹁
王
舎
城
韋
提
希
子
阿

闍
世
王
︑
声
聞
優
婆
塞
無
根
信
中
︑
最
為
第
一
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る（
11
（

︒
し
か
る
に
︑
こ
れ
は
︑
仏
弟
子
の
在

家
信
者
に
﹁
無
根
信
﹂
の
も
の
は
沢
山
い
る
が
︑そ
の
中
で
も
王
は
第
一
で
別
格
だ
と
い
う
よ
う
な
口
吻
で
あ
る
か
ら
︑い
か
に
も
﹁
無

根
信
﹂
は
だ
れ
に
で
も
あ
り
う
る
と
の
寛
大
さ
を
示
し
て
い
る
が
︑﹁
見
道
﹂
の
有
無
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
教
義
的

意
識
は
希
薄
で
あ
る
こ
と
に
気
を
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
情
緒
的
寛
大
さ
は
︑
こ
れ
ま
で
も
触
れ
た
説
一
切
有
部
の

経
や
律
に
も
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
︑
こ
の
点
を
直
前
に
取
り
上
げ
た
﹃
増
一
阿
含
経
﹄
を
介
し
て
簡
単
に
考
え
て
み
た
い
︒

　

平
川
彰
博
士
は
︑﹁
増
一
阿
含
は
大
衆
部
所
伝
に
あ
ら
ず
﹂
と
主
張
さ
れ
て
﹃
増
一
阿
含
経
﹄
が
大
衆
部
所
属
で
な
い
こ
と
を
種
々
の

観
点
か
ら
見
直
さ
れ
︑
そ
の
将
来
漢
訳
者
と
の
関
連
か
ら
︑﹁
四
世
紀
ご
ろ
の
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
は
有
部
の
勢
力
の
強
大
な
時
代
で
あ
っ
た

か
ら
︑
そ
こ
か
ら
来
た
僧
伽
提
婆
や
僧
伽
羅
叉
が
大
衆
部
の
原
典
を
持
っ
て
来
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒﹂
と
し
て
説
一
切
有
部
所
属
を

示
唆
し
つ
つ
も
︑
当
該
経
の
後
代
的
な
新
し
い
情
緒
的
な
側
面
を
重
視
さ
れ
︑
断
言
は
避
け
な
が
ら
も
︑
本
経
が
﹁
大
乗
教
徒
に
よ
っ

て
伝
持
さ
れ
︑
修
飾
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
﹂
と
さ
れ
た
の
で
あ
る（
11
（

︒
私
も
説
一
切
有
部
所
属
の
阿
含
経
を
大
乗

教
徒
が
伝
持
し
て
い
た
と
し
て
も
な
ん
ら
可
笑
し
い
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
︑
問
題
は
そ
れ
が
伝
持
さ
れ
て
い
る
場
所

に
あ
る
︒
因
み
に
︑﹁
大
乗
仏
教
在
家
教
団
起
源
説
﹂
に
立
つ
平
川
博
士
は
︑古
訳
の
経
典
に
出
る
﹁
塔
寺
﹂
な
ど
の
原
語
をstū pa

（
仏

塔
（
と
推
定
さ
れ
︑
そ
こ
に
集
う
在
家
信
者
集
団
が
大
乗
仏
教
発
生
の
母
胎
で
あ
る
と
の
お
考
え
で
あ
る（
11
（

か
ら
︑
平
川
説
に
よ
れ
ば
︑

そ
の
場
所
はstū pa

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑﹁
大
乗
仏
教
出
家
教
団
起
源
説
﹂
に
立
つ
私
か
ら
見
れ
ば
︑
そ
れ
は
か
な
り
無
理
な
推
定
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の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
︑
先
に
見
た
︑
紀
元
前
に
成
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
﹃
法
蘊
足
論
﹄
と
︑
そ
れ
に
先
立
っ
て
そ
の
並
行

的
記
述
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
九
二
九
経
︑﹃
別
訳
雑
阿
含
経
﹄
第
一
五
四
経
の
︑
ā
④
︑
ā p
④
︑
āp
④
で

用
い
ら
れ
て
い
たā rā m

a

に
戻
り
︑
そ
れ
は
決
し
て
在
家
信
者
の
住
むstū pa

で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
そ

れ
ら
の
箇
所
で
は
︑
在
家
信
者
が
比
丘
た
ち
か
ら
教
え
を
﹁
学
習
﹂
し
よ
う
と
屡
々
行
くā rā m

a

は
︑﹁
塔
寺
﹂﹁
僧
房
﹂﹁
僧
房
塔
寺
﹂

﹁
僧
房
精
舎
﹂︑
後
代
の
玄
奘
訳
で
﹁
伽
藍
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る（
11
（

が
︑
そ
のā rā m

a

と
は
︑
本
来
は
﹁
庭
園
﹂
の
意
味
で
あ
り
︑
仏
教
の

﹁
庭
園
﹂
も
時
代
が
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
建
物
一
つ
な
い
文
字
通
り
の
庭
園
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
︑
徐
々
に
︑
貨
幣
経
済
が

隆
盛
を
極
め
て
か
ら
は
急
速
に
︑ā rā m

a

内
に
僧
房
（layana

（
や
楼
閣
（prā sā da

（
や
仏
殿
（gandha-ku t

3ī

（
や
霊
廟
（caitya

（
や

仏
塔
（stū pa

（
な
ど
が
建
造
さ
れ
た
り
増
築
さ
れ
て
い
っ
て
︑
か
か
る
総
合
施
設
が
そ
の
ま
まā rā m

a

と
呼
ば
れ
た
り
︑

sa m

3ghâ rā m
a

やvihā ra

な
ど
と
呼
ば
れ
た
り
し
た
の
で
あ
る（
11
（

︒
し
か
し
︑
か
か
るā rā m

a

やsa m

3ghā ram
a

やvihā ra

と
は
全

く
別
途
に
︑
在
家
信
者
た
ち
だ
け
が
集
ま
っ
て
居
住
し
う
る
よ
う
なstū pa

は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
平
川
博
士
は
︑

U
graparip r

3cchāsūtra

の
漢
訳
﹃
法
鏡
経
﹄﹃
郁
伽
羅
越
問
菩
薩
行
経
﹄﹃
郁
伽
長
者
会
﹄
に
出
る
﹁
廟
﹂﹁
塔
寺
﹂﹁
僧
房
﹂
な
ど
の

原
語
は
︑
現
行
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら
推
測
し
う
る
も
の
が
縦
令vihā ra

で
あ
る
と
し
て
も
︑
古
い
経
で
はstū pa

で
あ
っ
た
は
ず
だ
と

想
定
さ
れ
て
お
ら
れ
る（
11
（

が
︑最
古
訳
の
﹃
法
鏡
経
﹄
を
吟
味
し
て
も
︑そ
の
場
所
が
伝
統
的
仏
教
教
団
と
は
全
く
別
箇
のstū pa

で
あ
っ

た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
︒﹃
法
鏡
経
﹄
は
︑
そ
の
最
古
の
形
態
に
お
い
て
も
︑
在
家
信
者
が
仏
教
教
団
に
参
詣
し
て
そ
こ
に
居
住
す

る
﹁
福
田
﹂
に
相
応
し
い
比
丘
た
ち
に
見
え
た
り
﹁
管
理
人
﹂
や
﹁
寺
内
管
理
職
﹂
の
比
丘
た
ち
の
世
話
に
与
っ
た
り
す
る
こ
と
を
描

い
て
い
る
が
︑
こ
の
経
典
が
作
成
さ
れ
た
の
は
大
乗
仏
教
が
説
一
切
有
部
教
団
に
も
浸
透
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
か
ら
︑
参
詣
す
る
前

者
が
﹁
在
家
菩
薩
﹂︑
参
詣
を
受
け
る
後
者
が
﹁
出
家
菩
薩
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
11
（

︒
し
か
も
︑
そ
の
前
者
の
ウ
グ
ラ
居
士
が

教
団
に
出
向
い
て
釈
尊
に
教
え
を
乞
う
構
成
は
︑法
を
﹁
学
習
﹂
し
て
﹁
四
証
淨
﹂
を
得
る
こ
と
が
﹁
法
鏡
経
﹂
と
さ
れ
る
﹃
雑
阿
含
経
﹄
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第
八
五
四
経
や
﹃
薬
事
﹄
や
﹃
雑
事
﹄
の
先
に
指
摘
し
た
箇
所
と
類
似
し
て
い
る
の
で
︑
古
形
の
本
経
は
﹃
法
鏡
経
﹄
と
称
さ
れ
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い（
11
（

︒
た
だ
し
︑﹃
法
鏡
経
﹄
を
含
む
一
連
のU

graparip r

3cchāsūtra

で
は
︑
実
際
に
﹁
四
証
淨
﹂
の
術
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
そ
の
実
質
的
内
容
で
あ
る
仏
法
僧
の
三
帰
依
と
（
五
（
戒
が
︑
ウ
グ
ラ
居
士
の
﹁
解
脱
の
四
連
語
﹂

の
誓
い
を
伴
っ
た
世
尊
へ
の
説
法
の
懇
願
に
応
じ
て
︑詳
し
く
述
べ
ら
れ
︑か
く
﹁
四
証
淨
﹂
が
﹁
自
利
﹂
と
し
て
示
さ
れ
た
後
で
︑﹃
法

蘊
足
論
﹄のupā saka

章
と
同
じ
く﹁
利
他
﹂が
勧
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
11
（

︒
し
か
し
︑後
代
に
な
る
と
︑四﹁
証
淨（avetya-prasā da

（﹂

は
︑
そ
の
術
語
の
有
無
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
見
︹
道
︺
を
根
本
︹
原
因
︺
と
す
る
証
智
相
応
の
も
の
﹂
と
の
内
容
規
定
ま
で
失
っ
て
い
く

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
の
結
果
︑﹁
理
解
し
て
（avetya

（﹂
と
い
う
語
義
は
希
薄
と
な
り
︑
信
仰
（ś raddhā

（
と
同
義
の
よ
う
に
扱
わ

れ
て
い
た
﹁
淨
（prasā da
（﹂
も
只
管
清
ら
か
な
﹁
明
澄
﹂
や
﹁
澄
淨
﹂
の
意
味
と
な
り
︑﹁
知
性
（intellect

（﹂
を
前
提
に
し
て
い
た

は
ず
の
﹁
証
淨
﹂
が
﹁
感
情
（feeling

（﹂
を
前
面
に
押
し
出
す
語
へ
と
変
化
し
︑
遂
に
は
﹁
心
の
澄
淨
（cittasya prasā da h

3, 

abhiprasanna

（﹂
を
強
調
す
る
方
向
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
は
充
分
注
意
を
払
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
1（
（

︒
か
か
る
動
向
の
中

で
︑﹁
見
為
根
信
（darś ana-m

ū likā  ś raddhā
（﹂
よ
り
も
﹁
無
根
信
（am

ū likā  ś raddhā

（﹂
の
方
が
︑﹁
知
性
﹂
が
介
在
し
な
い
分
だ

け
純
度
が
高
い
と
い
う
よ
う
な
理
解
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒
か
か
る
傾
向
は
︑仏
教
教
団
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
イ
ム
ズ
が
浸
透
す
る
に
伴
っ

て
顕
著
と
な
っ
て
い
く
が
︑
説
一
切
有
部
の
﹃
十
誦
律
﹄
か
ら
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
﹄
へ
の
増
広
に
も
そ
の
兆
候
が
認
め
ら
れ
︑
感

激
し
て
心
が
純
潔
に
な
っ
た
﹁
無
根
信
﹂
が
出
る
の
は
後
者
だ
け
で
あ
る
︒

　

以
下
に
そ
の
箇
所
を
示
す
前
に
︑﹁
無
根
信
﹂
の
出
な
い
前
者
の
﹁
雑
法
﹂
以
下
に
お
け
る
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
か
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ

タ
の
話
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
け
ば
①

－

⑨
程
あ
る（
11
（

︒今
そ
の
中
で
も
殆
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
⑤
だ
け
に
触
れ
て
お
け
ば
︑﹃
十

誦
律
﹄
の
こ
こ
で
は
︑﹁
比
丘
尼
律
﹂﹁
自
白
罪
﹂
の
対
に
な
る
第
九
七
事
と
第
九
八
事
と
し
て
︑
国
内
と
国
外
に
お
け
る
危
険
な
場
所

へ
の
比
丘
尼
の
通
行
禁
止
が
議
せ
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
状
況
に
関
連
し
て
発
せ
ら
れ
る
王
命
に
因
ん
で
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
が
登
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場
す
る
の
は
︑﹃
十
誦
律
﹄
と
後
者
の
﹃
比
丘
尼
律
分
別
﹄
だ
け
で
あ
る
︒

　

さ
て
︑
後
者
に
﹁
無
根
信
﹂
の
出
る
の
は
︑
以
下
の
（
A
（﹃
破
僧
事
﹄
と
（
B
（﹃
律
雑
事
﹄
で
あ
る
が
︑（
A
（
は
﹁
無
根
信
﹂
の

出
る
（
A

－

3
（
以
前
も
重
要
な
の
で
︑
省
略
を
挟
み
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
を
も
（
A

－

1
（ （
A

－

2
（
と
し
て
示
し
た
後
で
（
A

－

3
（

を
示
す（
11
（

︒（
B
（
は
﹃
涅
槃
経
﹄
対
応
箇
所
に
当
た
り
︑
引
用
も
論
及
も
多
く
な
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
必
要
最
小
限
に

止
め
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い（
11
（

︒

　
（
A

－

1
（
以
上
の
よ
う
に
︹
世
尊
が
四
聖
諦
を
︺
仰
る
と
︑
ヴ
ァ
イ
デ
ー
ヒ
ー
の
息
子
で
あ
る
マ
ガ
ダ
王
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト

ル
は
涙
を
流
し
な
が
ら
号
泣
し
た
︒
そ
し
て
︑
ヴ
ァ
イ
デ
ー
ヒ
ー
の
息
子
で
あ
る
マ
ガ
ダ
王
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
は
衣
の
裾
で
涙

を
拭
い
去
っ
て
世
尊
の
御
足
に
礼
拝
し
世
尊
に
次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
︒﹁
世
尊
よ
︑︹
私
は
︺罪
を
犯
し
て
ご
ざ
い
ま
す（atyaya h

3, 

nongs lags

（︒
善
逝
よ
︑︹
私
は
︺
罪
を
犯
し
て
ご
ざ
い
ま
す
︒
私
は
悪
友
（pā pa-m

itra, sdig pa’ i grogs po

（
の
共
犯
者
と
共
に
悪

友
に
支
配
さ
れ
る
ま
ま
に
悪
友
に
掌
握
さ
れ
て
父
で
あ
る
法
に
順
じ
た
法
王
を
殺
害
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑
実
に
幼
稚
（bā la, 

byis pa

（
な
ま
ま
で
の
蒙
昧
（m

ū d

3ha, blun po
（
な
ま
ま
で
の
明
晰
な
き
（avyakta, m

i gsal ba

（
ま
ま
で
の
善
巧
な
き
（akuś ala, 

m
i m

khas pa

（ま
ま
で︹
の
行
為
で
︺ご
ざ
い
ま
し
た（
11
（

︒
大
徳（bhadanta, btsun pa

（よ
︑こ
の
私
は
罪
を
犯
し
た
と
認
知
し（jā nat, 

’ tshal

（
罪
を
犯
し
た
と
見
知
し
（paś yat, m

thong
（
ま
し
た
の
で
︑
ど
う
か
お
慈
悲
で
す
か
ら
（anukam

pā m
 upā dā ya, thugs 

brtse ba nye bar bzung ste

（︑
罪
を
犯
し
た
も
の
を
罪
を
犯
し
た
も
の
と
し
て
受
領
し
て
下
さ
い
ま
せ
（atyayam

 atyayata h

3 

pratig r

3h n

3ī s

3va, nongs pa la nongs par gzung du gsol

（︒﹂
と
︒

　
（
A

－

2
（︹
世
尊
は
︺
比
丘
た
ち
に
仰
っ
た
︒﹁
比
丘
た
ち
よ
︑
ヴ
ァ
イ
デ
ー
ヒ
ー
の
息
子
で
あ
る
マ
ガ
ダ
王
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ

ト
ル
は
こ
の
よ
う
に
害
さ
れ
（k s

3ata, rm
a byung

（
こ
の
よ
う
に
欺
か
れ
（upahata, nyam

s te

（
悪
友
の
共
犯
者
と
共
に
悪
友
に

支
配
さ
れ
る
ま
ま
に
悪
友
に
掌
握
さ
れ
て
父
で
あ
る
法
に
順
じ
た
法
王
で
法
に
住
し
て
い
た
大
王
を
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
︒︹
し
か
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し
︑︺
比
丘
た
ち
よ
︑
も
し
も
ヴ
ァ
イ
デ
ー
ヒ
ー
の
息
子
で
あ
る
マ
ガ
ダ
王
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
が
父
で
あ
る
法
に
順
じ
た
法
王
で

法
に
住
し
て
い
た
大
王
を
殺
害
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
同
じ
こ
の
席
に
坐
っ
た
ま
ま
で
︹
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
が
︺
四
聖
諦
︹
で

あ
る
苦
集
滅
道
︺
を
現
観
し
た
（abhisam

ita, m
ngon du byas pa

（
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
が
︑比
丘
た
ち
よ
︑

ヴ
ァ
イ
デ
ー
ヒ
ー
の
息
子
で
あ
る
マ
ガ
ダ
王
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
は
︹
実
際
に
は
︺
こ
の
よ
う
に
害
さ
れ
こ
の
よ
う
に
欺
か
れ
て

︹
父
王
を
殺
害
し
て
︺
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
比
丘
た
ち
よ
︑し
か
ら
ば
そ
れ
ゆ
え
に
︑次
の
よ
う
に
学
習
す
べ
き
で
あ
る
（ś ik s

3itavya, 

bslab par bya
（︒
お
よ
そ
燃
え
た
木
の
幹
に
対
し
て
で
あ
っ
て
も
悪
し
き
心
を
起
す
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
認
識
を
も
っ
た
身
体
に
対

し
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ（
11
（

︑
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
︒﹂
と
︒

　
（
A

－

3
（
お
よ
そ
い
つ
で
あ
れ
世
尊
が
ヴ
ァ
イ
デ
ー
ヒ
ー
の
息
子
で
あ
る
︹
マ
ガ
ダ
︺
王
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
を
無
根
信

（am
ū likā  ś raddhā , gzhi m

ed pa’ i dad pa

（
に
よ
っ
て
確
立
し
た
（prati st3
3hā pita, bzhag pa

（
11
（

（
と
き
に
は
︑
も
し
も
︹
彼
が
︺
屋

上
に
立
つ
か
象
の
背
に
乗
る
か
し
て
世
尊
に
見
え
た
だ
け
で
も
そ
の
と
き
に
は
自
己
を
投
げ
出
す
（m

uñ cati, m
chong bar byed

（︒

し
ば
ら
く
し
て
別
な
と
き
に
象
の
背
に
の
っ
た
︹
王
︺
が
世
尊
に
見
え
て
彼
が
自
己
を
投
げ
出
す
と
︑
世
尊
は
神
通
（r

3ddhi, rdzu 

’ phrul

（
に
よ
っ
て
︹
彼
を
︺
受
け
止
め
た
（pratī st3
3a, blangs

（
の
で
あ
る
︒

　
（
B
（
そ
の
と
き
︑
マ
ハ
ー
カ
ー
シ
ャ
パ
（
大
迦
摂
波
（
氏
は
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ
（
王
舎
城
（
の
ヴ
ェ
ー
ヌ
ヴ
ァ
ナ
（
竹
林
園
（
に
あ

る
カ
ラ
ン
ダ
カ
ニ
ヴ
ァ
ー
パ
に
滞
在
し
て
お
ら
れ
た
が
︑
彼
は
地
の
動
い
た
の
に
気
付
き
︑﹁
こ
れ
は
な
に
か
﹂
と
考
え
て
世
尊
が
お

亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
の
だ
と
観
て
︑彼
は﹁
一
切
の
有
為
法
は
か
く
の
ご
と
し
﹂と
の
法
そ
の
も
の
に
基
づ
い
て
彼
が
考
え
る
に
は
︑

﹁
か
く
し
て
あ
の
無
根
信
の
（rtsa ba m

ed pa’ i dad pa dang ldan pa, am
ū likā  ś raddhā

︑
信
根
初
発
（
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
王

は
世
尊
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
と
聞
い
た
な
ら
ば
鮮
血
を
吐
い
て
死
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
状
況
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
﹂

と
知
り
︑彼（
王
（に
い
か
な
る
方
便
を
講
じ
る
べ
き
か
と
考
え
た
結
果
︑マ
ガ
ダ
国
の
大
臣
で
あ
る
バ
ラ
モ
ン
の
ヴ
ァ
ル
シ
ャ
ー
カ
ー
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ラ
（dByar byed, Var s

3ā kā ra

︑
行
雨
（
に
︹
マ
ハ
ー
カ
ー
シ
ャ
パ
は
︺
次
の
よ
う
に
言
っ
た
︒（
こ
れ
以
下
は
概
略
に
な
る
が
︑
そ

の
﹁
無
根
信
﹂
の
語
を
含
む
自
分
の
考
え
を
同
じ
表
現
で
繰
り
返
し
た
後
︑
大
臣
に
王
の
死
を
防
ぐ
方
便
と
し
て
︑
世
尊
の
一
生
の

画
期
を
数
枚
の
絵
に
描
く
こ
と
を
勧
め
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
間
接
的
に
世
尊
の
逝
去
を
王
に
示
唆
し
て
も
︑
そ
の
最
後
の
涅
槃
の
絵
を

見
て
王
が
卒
倒
し
て
し
ま
っ
た
場
合
の
方
便
ま
で
教
え
る
︒
大
臣
は
そ
の
通
り
に
事
を
進
め
る
が
︑
王
は
や
は
り
卒
倒
し
︑
教
え
ら

れ
た
方
便
に
よ
っ
て
蘇
生
す
る
︒（

　

以
上
の
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
﹄
の
﹃
破
僧
事
﹄
と
﹃
雑
事
﹄
と
に
お
け
る
﹁
無
根
信
﹂
の
用
例
に
つ
い
て
見
る
と
︑（
A

－

1
（
の

王
の
懺
悔
を
受
け
︑（
A

－

2
（
で
は
父
王
を
殺
害
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
場
で
現
観
し
え
た
か
も
し
れ
ぬ
と
の
前
出
﹃
増
一
阿
含
経
﹄

ⓑ
と
類
似
の
表
現
︑（
A

－

3
（で
は
世
尊
に
対
す
る
深
い
信
仰
ゆ
え
に
見
え
た
瞬
間
に
屋
上
や
象
の
背
か
ら
飛
び
降
り
る
と
の
前
出﹃
大

毘
婆
沙
論
﹄
④
と
類
似
の
表
現
を
介
在
さ
せ
な
が
ら
︑
当
の
﹁
無
根
信
﹂
は
︑
そ
の
確
立
が
手
段
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
場
所
に
お
け
る

も
の
で
あ
れ
世
尊
に
よ
っ
て
絶
対
的
御
墨
付
と
し
て
王
に
付
与
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
︑（
B
（
の
﹁
無
根
信
﹂
は
︑
王
に
対
す
る

万
人
周
知
の
ご
と
き
形
容
修
飾
語
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
︑
注
目
さ
れ
る
︒
か
か
る
﹁
無
根
信
﹂
は
︑﹁
知
性
﹂
を
前
提
と
す
る
の
で
は

な
く
﹁
感
情
﹂
的
な
純
度
の
高
さ
を
誇
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
︑
む
し
ろ
説
一
切
有
部
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
と
い

う
よ
り
は
︑
初
め
に
掲
げ
た
﹃（
大
乗
の
（
涅
槃
経
﹄
（α）
の
エ
ー
ラ
ン
ダ
の
実
に
忽
然
と
生
起
し
た
栴
檀
の
樹
に
近
い
よ
う
な
信
仰
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑仏
教
に
お
け
る
因
果
関
係
の
﹁
哲
学
﹂
を
重
ん
じ
る
限
り
は
︑仏
の
教
え
を
出
家
で
あ
れ
在
家
で
あ
れ
﹁
知

性
﹂
に
従
っ
て
﹁
理
解
し
て
（avetya, shes nas

（﹂﹁
学
習
﹂
し
︑﹃
集
異
門
足
論
﹄
や
﹃
法
蘊
足
論
﹄
が
示
し
て
い
た
よ
う
な
﹁
見
為

根
信
（
＊darś ana-m

ū likā  ś raddhā

（﹂
を
最
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
︒
し
か
も
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
イ
ム
ズ
の
浸
透
で
﹁
感
情
﹂
的

要
素
を
強
め
た
か
に
見
え
る
後
代
の
説
一
切
有
部
に
あ
っ
て
さ
え
︑
先
の
（
A

－

1
（
で
は
︑
恐
ら
く
﹃
十
誦
律
﹄
か
ら
﹃
根
本
説
一

切
有
部
律
﹄成
立
ま
で
の
間
に
定
着
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︑私
が﹁
学
習
／
未
学
習
の
四
連
語
﹂と
呼
ぶ
中
の
後
者
の
四
連
語
即
ち﹁
幼
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稚
（bā la

（﹂﹁
蒙
昧
（m

ū d

3h a

（﹂﹁
明
晰
な
し
（avyakta

（﹂﹁
善
巧
な
し
（akuś ala

（﹂
を
王
に
発
言
さ
せ
︑
情
緒
的
色
彩
濃
厚
な
記
述

展
開
の
裡
に
も
︑
王
の
仏
教
の
﹁
学
習
﹂
に
よ
る
前
者
の
四
連
語
即
ち
﹁
幼
稚
な
ら
ず
（abā la

（﹂﹁
蒙
昧
な
ら
ず
（am

ū d

3ha

（﹂﹁
明
晰

（vyakta
（﹂﹁
善
巧
（kuś ala

（﹂
な
状
態
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
11
（

︒
だ
が
︑
か
か
る
﹁
学
習
﹂
の
示
唆
も
な
く
感
情
的
な
信
仰
だ

け
が
強
調
さ
れ
る
と
︑
そ
の
信
仰
な
し
に
は
﹁
堕
地
獄
﹂
あ
る
の
み
と
の
脅
し
が
加
速
し
て
く
る
︒
こ
の
傾
向
は
︑
上
引
の
﹃（
大
乗
の
（

涅
槃
経
﹄
（α）
や
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
⑤
に
も
仄
見
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
触
れ
る
余
裕
は
な
い
も
の
の
︑﹃
根
本
説
一
切
有
部

律
﹄
で
も
︑
取
り
分
け
通
俗
的
な
説
話
に
は
顕
著
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
深
刻
な
問
題
に
つ
い
て
は
︑
今
は
深
掘
り
で
き
な

い
が
︑
ラ
ッ
セ
ル
が
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
が
参
考
に
な
る
︒
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
︑
イ
エ
ス
の
欠
点
は
︑﹁
地
獄
（hell

（﹂

﹁
永
遠
な
る
地
獄
の
劫
火
（eternal hell fire

（﹂﹁
永
劫
の
処
罰
（everlasting punishm

ent

（﹂
を
信
じ
て
い
た
こ
と
と
さ
れ
︑
そ
の
欠

点
を
近
代
に
な
っ
て
漸
く
避
け
得
た
の
は
︑﹁
枢
密
院
（the Privy Council

（﹂
の
決
定
や
﹁
国
会
の
法
令
（Act of Parliam

ent

（﹂
の

決
着
に
よ
る
と
さ
れ
︑
か
か
る
人
間
性
に
基
づ
く
公
平
な
決
着
こ
そ
が
︑﹁
世
界
か
ら
生
じ
て
く
る
恐
怖
（terror

（
に
︑
奴
隷
的
に
屈

従
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
し
に
︑
知
性
（intelligence

（
に
よ
っ
て
世
界
を
征
服
﹂
す
る
こ
と
だ
︑
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
11
（

︒
し

か
る
に
︑
そ
の
ラ
ッ
セ
ル
がThe Russell-Einstein M

anifesto

で
︑﹁
も
し
そ
れ
（
人
間
性hum

anity

だ
け
を
考
え
る
こ
と
（
が
で

き
る
な
ら
ば
︑
道
は
新
し
い
楽
園
へ
む
か
っ
て
ひ
ら
け
て
い
る
︒
も
し
で
き
な
い
な
ら
ば
︑
あ
な
た
が
た
の
ま
え
に
は
全
面
的
な
死
の

危
険
（the risk of universal death

（
が
横
た
わ
っ
て
い
る
︒﹂
と
宣
言
し
て
も
︑
こ
れ
を
脅
し
と
感
じ
る
人
は
お
る
ま
い
︒
そ
の
言
葉

が
公
平
な
科
学
的
知
識
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
王
は
︑
紀
元
前
の
古
代
の
こ
と
ゆ
え
︑
父
王
を
殺
害

し
戦
争
に
よ
っ
て
数
え
切
れ
ぬ
人
々
を
殺
し
て
も
深
く
反
省
し
て
救
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
現
代
に
あ
っ
て
は
︑
近
年
益
々
互
い

に
競
い
合
っ
て
い
る
か
に
す
ら
見
え
る
﹁
な
ら
ず
者
国
家
（rogue states
（﹂
の
独
裁
者
た
ち
が
︑
核
で
脅
し
戦
争
で
無
数
の
人
を
殺
害

し
敵
対
者
を
粛
清
し
た
な
ら
ば
︑
何
千
年
も
の
刑
に
服
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
因
み
に
︑
同
上
宣
言
で
ラ
ッ
セ
ル
と
協
力
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し
た
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
︑
フ
ロ
イ
ト
宛
の
手
紙
で
︑﹁
国
際
的
な
平
和
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
各
国
が
主
権
の
一
部
を
完
全
に

放
棄
し
（the unconditional surrender

︑
無
条
件
降
伏
（︑
自
ら
の
活
動
に
一
定
の
枠
を
は
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
他
の
方
法
で
は
︑

国
際
的
な
平
和
は
望
め
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒﹂
と
述
べ
た
そ
う
で
あ
る（
11
（

が
︑
か
か
る
無
条
件
降
伏
を
︑the species M

an

と
し
て
の
人
間
の
み
に
生
得
的
に
与
え
ら
れ
た
言
語
能
力
だ
け
を
用
い
た
議
論
に
よ
っ
て
勧
め
う
る
た
め
に
も
︑
世
界
中
の
一
国
た
り

と
も
核
は
勿
論
い
か
な
る
武
器
も
持
た
な
い
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
か
く
努
め
ね
ばSD

G
s

も
偽
善
で
し
か
な
い
と
思
わ

れ
る
︒
そ
し
て
︑
か
く
努
め
る
こ
と
こ
そ
が
言
葉
だ
け
に
よ
る
真
偽
決
着
を
重
ん
じ
る
仏
教
の
願
い
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒

　
　
　
註

（
１
（
拙
書
﹃
仏
教
教
団
史
論
﹄（
大
蔵
出
版
︑
二
〇
〇
二
年
（︑
一
九
九
〇
年
代
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
︑﹁
第
二
部
﹂
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
２
（
拙
稿
﹁
イ
ン
ド
仏
教
教
団
経
済
実
態
小
考
﹂﹃
仏
教
経
済
研
究
﹄
第
五
〇
号
（
駒
沢
大
学
仏
教
経
済
研
究
所
︑
二
〇
二
一
年
七
月
（︑
五
︱

三
二
頁
︑
同
﹁
伽
藍
考
﹂﹃
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄（
二
〇
二
一
年
十
二
月
（︑
八
五
︱
一
〇
七
頁
参
照
︒

（
３
（
拙
稿
﹁
仏
教
教
団
に
お
け
る
研
究
と
坐
禅
﹂﹃
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
﹄
第
六
八
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
（︑
二
八
四
︱
二
三
一
頁
︑

同
﹁
信
仰
と
儀
式
﹂﹃
大
乗
仏
教
の
実
践
﹄︑
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
３
（
春
秋
社
︑
二
〇
一
一
年
（︑
五
九
︱
九
三
頁
︑
同“ Serving and 

Served M
onks in the Yogācārabhūm

i”, The Foundation for Yoga Practitioners , ed. by U
. T. K

ragh, H
arvard O

riental Series 

75 , Cam
bridge/London, 2013 , pp.312 -328

参
照
︒

（
４
（
拙
稿
﹁
仏
教
教
団
と
貨
幣
経
済
﹂﹃
仏
教
経
済
研
究
﹄
第
四
九
号
（
駒
沢
大
学
仏
教
経
済
研
究
所
︑
二
〇
二
〇
年
五
月
（︑
一
︱
二
一
頁
参
照
︒

（
５
（
漢
訳
五
大
広
律
に
つ
い
て
は
︑
平
川
彰
﹃
律
蔵
の
研
究
﹄（
山
喜
房
仏
書
林
︑
一
九
六
〇
年
（︑
一
二
一
︱
一
五
一
頁
：
平
川
彰
著
作
集
︑
第

９
巻
（
春
秋
社
︑一
九
九
九
年
（︑一
二
七
︱
一
五
八
頁
参
照
︒
そ
の
広
律
中
の
﹃
十
誦
律
﹄
と
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
﹄
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
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私
は
単
純
に
前
者
か
ら
後
者
へ
発
展
し
た
と
考
え
て
き
た
の
で
︑Frauw

allner

教
授
の
提
言
に
余
り
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
な
か
っ

た
が
︑
こ
れ
に
対
す
る
私
見
は
︑
拙
書
﹃
仏
教
文
献
研
究
﹄（
大
蔵
出
版
︑
二
〇
一
三
年
（︑
一
九
︱
二
三
頁
︑
及
び
︑
八
一
頁
︑
註
（（
︱
（（
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑
私
が
こ
れ
ま
で
見
過
ご
し
て
き
た
論
文
に
︑
八
尾
史
﹁﹁
根
本
説
一
切
有
部
﹂
と
い
う
名
称
に

つ
い
て
﹂﹃
印
仏
研
﹄
五
五
︱
二
（
二
〇
〇
七
年
三
月
（︑
八
九
七
︱
八
九
四
頁
が
あ
る
が
︑
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹃
十
誦
律
﹄
を
所
持
し

た
説
一
切
有
部
と
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
﹄
を
所
持
し
た
説
一
切
有
部
と
は
異
な
る
と
の
視
点
は
重
要
と
思
わ
れ
︑
私
も
か
か
る
状
況
の
中
で

の
前
者
か
ら
後
者
へ
の
展
開
を
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
︒

（
６
（
安
世
高
当
時
の
漢
訳
事
業
に
つ
い
て
は
︑
宇
井
伯
寿
﹁
安
世
高
の
研
究
﹂﹃
訳
経
史
研
究
﹄（
岩
波
書
店
︑
一
九
七
一
年
（︑
五
︱
四
六
七
頁
︑

特
に
︑
二
二
︱
二
三
頁
︑
鎌
田
茂
雄
﹃
中
国
仏
教
史
﹄
第
一
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
二
年
（︑
七
五
︱
一
六
六
頁
参
照
︒

（
７
（
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
と
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
在
位
年
代
に
つ
い
て
は
︑É . Lam

otte, H
istoire du Bouddhism

e Indien, Louvain, 

1958 , pp.95 -102  : H
istory of Indian Buddhism

, tr. by Sara W
ebb-Boin, Peeters Press, Louvain-Paris, 1988 , pp.87 -93

参
照
︒

（
８
（
拙
稿
﹁
教
団
破
壊
条
項
考
﹂﹃
駒
沢
短
期
大
学
仏
教
論
集
﹄
第
九
号
（
二
〇
〇
三
年
十
月
（︑
四
六
四
︱
四
二
八
頁
参
照
︒

（
９
（﹃
観
無
量
寿
経
﹄
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
で
は
特
に
取
り
上
げ
な
い
の
で
︑
末
木
文
美
士
﹁
観
無
量
寿
経

︱
観
仏
と
往
生
﹂﹃
観
無
量
寿
経　

般
舟
三
昧
経
﹄︑
浄
土
仏
教
の
思
想
︑
第
二
巻
（
講
談
社
︑
一
九
九
二
年
（︑
六
︱
七
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（0
（
そ
の
箇
所
を
︑
星
野
元
豊
他
校
注
﹃
親
鸞
﹄︑
日
本
思
想
大
系
（（
（
岩
波
書
店
︑
一
九
七
年
（
に
よ
っ
て
示
す
と
︑
（α）
は
︑
一
一
六
頁
︑

一
六
行
︱
一
二
六
頁
︑
三
行
︑
（β）
は
︑
一
二
六
頁
︑
四
行
︱
一
二
九
頁
︑
一
七
行
で
あ
る
︒

（
（（
（
以
下
に
示
し
た
中
で
︑﹁
田
上
訳
２
﹂﹁
田
上
訳
４
﹂
と
し
た
の
は
︑順
次
に
︑田
上
太
秀
﹃
ブ
ッ
ダ
臨
終
の
説
法　

完
訳
大
般
涅
槃
経
﹄
２
（
大

蔵
出
版
︑
一
九
九
六
年
（︑
同
︑
４
（
大
蔵
出
版
︑
一
九
九
七
年
（
を
指
す
︒
こ
れ
に
は
︑
大
法
輪
閣
に
よ
る
新
装
再
版
も
あ
る
︒
こ
の
訳
業
は
︑

必
ず
し
も
厳
密
さ
を
期
し
て
も
の
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
︑
大
略
を
得
る
た
め
に
は
至
便
の
も
の
と
思
う
︒
な
お
︑
本
文
の
こ
の
直
前
に
触
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れ
た
現
代
の
動
向
に
つ
い
て
は
︑
中
勘
助
﹃
提
婆
達
多
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
二
一
年
︑
岩
波
文
庫
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
五
年
（︑
小
此
木
啓
吾
﹃
日

本
人
の
阿
闍
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
﹄（
中
公
文
庫
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
二
年
（︑
小
此
木
啓
吾
︑
北
山
修
編
﹃
阿
闍
世
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
﹄（
創

元
社
︑二
〇
〇
一
年
（
参
照
︒
因
み
に
︑小
此
木
上
記
書
に
対
し
て
は
︑既
に
︑定
方
後
掲
書
（
後
註
（（
（︑二
二
八
︱
二
三
六
頁
の
批
判
が
あ
り
︑

私
も
同
感
で
あ
る
が
︑
若
干
私
見
を
加
え
る
な
ら
ば
︑
本
書
は
日
本
人
を
特
別
視
し
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
︒
精
神
分
析
が
科
学
で
あ
る

な
ら
ば
︑the species M

an

と
し
て
の
人
間
を
よ
り
一
層
科
学
的
に
分
析
し
て
頂
き
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
︒

（
（（
（
以
下
は
︑
右
の
本
文
に
示
し
た
箇
所
中
の
︑
（α）
は
︑
北
本
︑
四
八
四
頁
下
︑
八
︱
一
五
行
︑
南
本
︑
七
二
七
頁
下
︑
二
八
行
︱
七
二
八
頁
上
︑

七
行
：Ju, 343 a8 -b4
︑
（β）
は
︑
北
本
︑
五
六
五
頁
下
︑
九
行
︱
五
六
六
頁
上
︑
九
行
︑
南
本
︑
八
一
二
頁
上
︑
二
五
行
︱
中
︑
二
六
行
：

N
yu, 211 a6 -212 a5

で
あ
る
︒
な
お
︑
（β）
の
﹁
中
略
﹂
の
箇
所
は
︑
北
本
︑
五
六
五
頁
下
︑
一
五
行
︱
五
六
六
頁
上
︑
二
行
︑
南
本
︑
八
一
二

頁
中
︑
二
︱
一
九
行
：N

yu, 211 b1 -212 a1

に
相
当
す
る
︒

（
（（
（﹁
婆
羅
留
枝
﹂
の
原
語
をvā la-ruja
と
し
た
の
は
︑定
方
晟
﹃
阿
闍
世
の
す
く
い　

仏
教
に
お
け
る
罪
と
救
済
﹄（
人
文
書
院
︑一
九
八
四
年
（︑

一
六
四
頁
に
対
す
る
︑
二
四
三
︱
二
四
四
頁
の
注
に
よ
る
︒
私
はbhagnâ n

3guli

と
推
測
し
も
し
た
が
︑
や
は
り
定
方
氏
の
推
測
に
従
う
べ
き

と
思
う
︒

（
（（
（
か
か
る
状
況
の
中
で
︑
最
も
充
実
し
た
記
述
を
与
え
て
い
る
の
は
︑﹃
織
田
仏
教
大
辞
典
﹄（
一
九
一
六
年
初
版
︑
大
蔵
出
版
︑
補
訂
縮
刷
版
︑

一
九
五
四
年
（︑
一
六
九
七
頁
︑
第
三
段
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
典
拠
と
し
て
︑
本
稿
本
文
上
引
の
﹃
涅
槃
経
﹄
（α）
以
外
に
︑
本
稿
本
文
の
註
（0

下
に
引
く
﹃
増
一
阿
含
経
﹄
⒜
と
︑更
に
﹃
涅
槃
経
会
疏
﹄
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
後
者
を
︑﹃
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
﹄
第
三
六
巻
（
国
書
刊
行
会
︑

一
九
八
〇
年
（
で
指
示
す
れ
ば
︑六
〇
二
頁
︑上
段
︑一
一
行
で
あ
る
︒
な
お
︑例
外
的
な
も
の
と
し
て
私
の
気
づ
い
た
も
の
に
︑横
山
紘
一
﹃
唯

識
仏
教
辞
典
﹄（
春
秋
社
︑
二
〇
一
〇
年
（︑
九
六
一
頁
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
無
根
﹂
の
項
目
下
④
に
︑
本
稿
本
文
の
註
（（
下
に
引
く
﹃
大
毘

婆
沙
論
﹄
①

－

⑤
中
の
③
が
読
下
し
文
で
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
典
拠
名
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
典
拠
名
と
他
の
①
②
④
⑤
の
記
述
と
が
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な
ぜ
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
理
由
は
私
に
は
分
か
ら
な
い
︒

（
（（
（
次
註
に
示
す
法
尊
の
チ
ベ
ッ
ト
重
訳
中
の“ rgyal po M

a skyes dgra rtsa ba m
ed pa’ i dad pa dang ldan par ’ gyur ro”

を
も
参
照

し
た
上
で
の
私
の
暫
定
的
想
定
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
で
あ
る
︒

（
（（
（
大
正
蔵
︑
二
七
巻
︑
五
三
六
頁
中
︒
こ
の
対
応
旧
訳
は
︑
大
正
蔵
︑
二
八
巻
︑
三
八
七
頁
で
あ
る
が
︑
③
④
の
順
序
が
前
後
す
る
だ
け
で
︑

記
述
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
の
箇
所
の
法
尊
チ
ベ
ッ
ト
重
訳
に
つ
い
て
は
︑
法
尊
蔵
訳
﹃
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
﹄（
中
国
蔵
学

出
版
社
︑
北
京
︑
二
〇
一
一
年
（︑
第
五
巻
︑p.407 , l.5 -p.409 , l.5

を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（
前
註
の
法
尊
チ
ベ
ッ
ト
重
訳
中
の“ dad pa m

ngon sum
 du bya ba’ i shes pa dang m

tshungs par ldan pa m
thong ba’ i rtsa ba 

can”

を
参
照
し
た
上
で
の
暫
定
的
想
定
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
で
あ
る
︒

（
（（
（
大
正
蔵
︑
二
七
巻
︑
五
三
四
頁
下
︑
五
︱
二
九
行
︑
旧
訳
︑
大
正
蔵
︑
二
八
巻
︑
三
八
六
頁
上
︑
一
九
行
︱
中
︑
一
四
行
：
法
尊
同
上
蔵
訳
︑

p.388 , l.8 -p.391 , l.7

を
参
照
の
こ
と
︒﹁
不
壊
﹂
はavetya

の
旧
訳
で
あ
る
︒
こ
の
原
語
の
意
味
に
つ
い
て
は
︑
後
註
（（
参
照
︒

（
（（
（
大
正
蔵
︑二
六
巻
︑三
九
三
頁
上
︑七
行
︱
下
︑六
行：渡
辺
楳
雄
訳
注
︑国
訳
一
切
経
︑毘
曇
部
一
（
大
東
出
版
社
︑一
九
二
九
年
（︑（
二
〇
三
（

︱
（
二
〇
五
（
頁
︑V. Stache-Rosen, Das Sa n

3gītisūtra und sein Kom
m

entar Sa n

3gītiparyāya , D
ogm

atische Begriffsreihen 

im
 Ä lteren Buddhism

us II, Teil 1 , Berlin, 1968 , p.99

参
照
︒﹃
雑
阿
含
経
﹄
へ
の
指
示
は
︑
渡
辺
上
記
訳
注
︑（
二
〇
九
（
頁
︑
脚
注
︑

（（（
︑
（（0
︑
及
び
︑
渡
辺
次
記
訳
注
︑（
五
四
（
頁
︑
脚
注
︑
（0（
に
よ
る
︒

（
（0
（
大
正
蔵
︑
二
六
巻
︑
四
六
〇
頁
上
︱
四
六
四
頁
下
：
渡
辺
楳
雄
訳
注
︑
国
訳
一
切
経
︑
毘
曇
部
三
（
大
東
出
版
社
︑
一
九
三
〇
年
（︑（
四
九
（

︱（
七
八
（
頁
参
照
︒

（
（（
（
大
正
蔵
︑
二
六
巻
︑
四
三
三
頁
上
︑
二
行
︱
中
︑
八
行
：
渡
辺
前
掲
訳
注
（
前
註
（（
（︑（
一
二
九
（︱（
一
三
二
（
頁
︑Stache-Rosen, 

op.cit ., pp.171 -172

参
照
︒
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（
（（
（
こ
の
暫
定
的
想
定
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
は
︑
前
註
（（
の
本
文
所
示
の
そ
れ
よ
りś raddhā

を
外
し
た
も
の
︒﹁
見
為
根
本
︑
証
智
相
応
﹂
の

出
る
箇
所
に
つ
い
て
は
︑
大
正
蔵
︑
二
六
巻
︑
三
九
三
頁
中
︑
一
三
行
︑
一
八
行
︑
二
九
行
︑
四
三
三
頁
上
︑
八
行
︑
一
二
︱
一
三
行
︑
一
七
行
︑

二
一
︱
二
二
行
︑
二
七
︱
二
八
行
︑
四
六
二
頁
上
︑
三
行
︑
四
六
三
頁
上
︑
一
行
︑
四
六
四
頁
下
︑
六
行
参
照
︒
こ
の
漢
訳
文
をStache-

Rosen
は
︑“ so hat er seiner ursprü nglichen Erkenntnis w
egen G

lauben

（
か
く
し
て
彼
は
彼
の
本
源
的
認
識
に
基
づ
い
て
信
仰
を

も
つ
（”

（p.99
（
と
訳
し
て
い
る
が
︑“ w

egen”

に
よ
っ
て
﹁
為
根
本
（
＊m

ū lika

（﹂
の
意
味
が
押
さ
え
う
る
か
︑
ま
た
﹁
証
智
相
応
﹂
が
ど

こ
に
訳
さ
れ
て
い
る
か
私
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
因
み
に
︑
渡
辺
上
記
訳
注
の
読
み
は
﹁
見
を
根
本
と
し
て
の
証
智
相
応
﹂
で
あ
る
︒

（
（（
（﹁
四
証
淨
﹂
の
後
代
の
解
釈
に
つ
い
て
は
︑Abhidharm

akośabhā s

3ya (Pradhan ed.), p.386 , l.12 -p.387 , l.13

︑
櫻
部
建
︑
小
谷
信
千

代
訳
﹃
倶
舎
論
の
原
典
解
明　

賢
聖
品
﹄（
法
蔵
館
︑
一
九
九
九
年
（︑
四
四
五
︱
四
五
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（
旧
訳
は
概
し
て
﹁
不
壊
﹂
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
︑Stache-Rosen

も“ unerschütterlich”

と
訳
し
て
い
る
が
︑
私
は
︑ava-I-

の
原
義
を
重
ん
じ
︑
こ
こ
で
は
﹁
理
解
し
て
﹂
の
意
に
従
う
︒

（
（（
（
以
上
の
﹃
雑
阿
含
経
﹄
と
﹃
別
訳
雑
阿
含
経
﹄
の
三
経
に
つ
い
て
は
︑
本
庄
良
文
﹃
倶
舎
論
註
ウ
パ
ー
イ
カ
ー
の
研
究　

訳
註
篇
﹄
下
（
大

蔵
出
版
︑
二
〇
一
四
年
（︑
五
四
八
︱
五
五
〇
頁
︑
生
野
昌
範
﹁Sa m

3yuktā gam
a

の
新
出
梵
文
写
本
断
簡
﹂﹃
イ
ン
ド
論
理
学
研
究
﹄
Ⅷ
︑
松

田
和
信
教
授
還
暦
記
念
号
（
イ
ン
ド
論
理
学
研
究
会
︑
二
〇
一
五
年
十
一
月
（︑
一
六
七
︱
一
七
五
頁
参
照
︒

（
（（
（
こ
のupā saka

章
は
︑
現
存
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
断
片
中
に
含
ま
れ
る
部
分
で
あ
り
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑S. Sengupta, “ Fragm

ents 

from
 Buddhist Texts” , Buddhist Studies in India , D

elhi, 1975 , pp.174 -178 , S. D
ietz, Fragm

ente des Dharm
askandha: Ein 

Abhidharm
a-Text in Sanskrit aus Gilgit , G

ö ttingen, 1984 , pp.73 -80
参
照
︒
な
お
︑
こ
れ
に
先
立
っ
て
は
︑
本
断
片
を
比
定
し
た
︑J. 

Takasaki, “ Rem
arks on the Sanskrit Fragm

ents of the Abhidharm
adharm

askandhapā daśā stra”

﹃
印
仏
研
﹄
一
三
︱
一

（
一
九
六
五
年
一
月
（︑
四
一
一
︱
四
〇
三
頁
が
あ
る
（
本
論
文
入
手
に
は
奥
野
光
賢
博
士
の
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
感
謝
し
た
い
（︒
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（
（（
（D

ietz, op.cit. , p.76 , ll.15 -16 , p.77 , ll.2 -3 , l.17

に
よ
れ
ば
︑“ abhī k sn3
3am

 ā rā m
a m

3 gantā  bhavati bhik s

3ū n

3ā m

3 darś anā ya”

で

あ
る
︒

（
（（
（M

ahāparinibbānasuttanta , D
N

, II, pp.93 -94

︑渡
辺
照
宏
﹃
涅
槃
へ
の
道

︱
仏
陀
の
入
滅

︱
﹄︑渡
辺
照
宏
著
作
集
︑第
二
巻
（
筑

摩
書
房
︑
一
九
八
二
年
（︑
四
八
︱
四
九
頁
︑
片
山
一
良
訳
﹃
大
般
涅
槃
経
﹄︑
長
部
（
デ
ィ
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
（︑
二
〇
六
︱
二
〇
七
頁
︑E. W

aldschm
idt, Das M

ahāparinirvā n

3asūtra , Teil II, Berlin, 1951 , 

pp.170  -171 , §9 .21
参
照
︒
な
お
︑W

aldschm
idt, ibid. , pp.168 -171 , §9 .18 -20

は
次
註
で
示
す
﹃
雑
事
﹄
に
し
か
な
い
箇
所
で
あ
る
︒

（
（（
（
順
次
に
︑﹃
雑
阿
含
経
﹄︑
大
正
蔵
︑
二
巻
︑
二
一
七
頁
中
︱
下
︑﹃
薬
事
﹄︑
八
尾
史
訳
注
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
薬
事
﹄（
連
合
出
版
︑

二
〇
一
三
年
（︑
一
一
三
︱
一
一
四
頁
︑﹃
雑
事
﹄︑
大
正
蔵
︑
二
四
巻
︑
三
八
五
頁
下
：D

.ed., N
o.6 , D

a, 240 b5 -241 a7 : P.ed., N
o.1035 , 

N
e, 230 b2 -231 a2

参
照
︒
な
お
︑﹁
如
来
出
世
︑
及
不
出
世
︑
法
性
常
住
﹂
の
句
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
の
こ
と
︒

（
（0
（
⒜
は
︑
大
正
蔵
︑
二
巻
︑
五
六
〇
頁
上
︑
⒝
は
︑
同
︑
七
六
四
頁
中
で
あ
る
︒
な
お
︑K

. M
eisig, Das Śrām

a n

3yaphala-sūtra: 

Synoptische Ü
bersetzung und G

lossar der chinesischen Fassungen verglichen m
it dem

 Sanskrit und Pāli , O
tto 

H
arrassow

itz, W
iesbaden, 1987 , p.371

に
は
⒝
の
独
訳
︑
そ
の
左p.370

に
は
並
行
文
献
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（
当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
︑
大
正
蔵
︑
二
巻
︑
七
六
二
頁
下
︑
一
七
︱
一
八
行
参
照
︒
ま
た
︑
こ
の
一
句
を
含
め
て
私
が
﹁
不
動
心
の
比
喩
﹂

と
呼
ぶ
語
句
の
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
﹄
に
お
け
る
用
例
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁︿
不
動
心
の
比
喩
﹀（
特
にvā sī -candana-kalpa

（
覚
え
書
﹂

﹃
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
第
四
一
号
（
二
〇
一
〇
年
十
月
（︑
四
二
四
︱
三
九
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（
大
正
蔵
︑
二
二
巻
︑
四
九
〇
頁
中
︱
下
参
照
︒
因
み
に
︑
そ
の
西
本
龍
山
訳
注
﹃
摩
訶
僧
祇
律
﹄︑
国
訳
一
切
経
︑
律
部
十
（
大
東
出
版
社
︑

一
九
三
一
年
（︑（
三
〇
〇
（頁
︑
脚
注
（00
で
は
︑
経
の
典
拠
と
し
て
︑
上
記
﹃
増
一
阿
含
経
﹄
⒜
⒝
の
二
箇
所
が
き
ち
ん
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
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な
お
︑
平
川
次
註
所
掲
書
︑
三
九
︱
四
一
頁
：
三
八
︱
三
九
頁
で
は
︑
問
題
の
﹁
無
根
信
﹂
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
﹃
大

毘
婆
沙
論
﹄
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
︑﹃
増
一
阿
含
経
﹄
の
大
衆
部
所
属
を
疑
う
と
い
う
貴
重
な
提
言
を
な
さ
り
な
が
ら
︑
論
は
違
っ
た

方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

（
（（
（
平
川
彰
﹃
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
﹄（
春
秋
社
︑
一
九
六
八
年
（︑
二
九
︱
四
六
頁
：
平
川
彰
著
作
集
︑
第
３
巻
（
春
秋
社
︑
一
九
八
九
年
（︑

二
九
︱
四
五
頁
参
照
︒

（
（（
（
平
川
右
註
所
掲
書
︑
五
五
〇
︱
六
〇
一
頁
：
同
著
作
集
︑
第
４
巻
（
同
︑
一
九
九
〇
年
（︑
一
八
九
︱
二
五
五
頁
参
照
︒

（
（（
（
前
註
（（
︐（（
︑（（
参
照
︒
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
は
︑前
註
（（
で
指
摘
し
た
も
の
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
が
︑特
に
そ
の
中
の“ā rā m

a m

3 

gantā  bhavati”

に
注
目
さ
れ
た
い
︒
こ
の“ā rā m

a”

を
生
野
博
士
は
﹁
僧
園
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
︑上
記
漢
訳
中
の
﹁
塔
寺
﹂
に
つ
い
て
は
︑

大
正
蔵
︑
二
巻
︑
二
三
七
頁
上
︑
一
一
行
︑
二
四
行
︑
二
五
行
︑
中
︑
七
行
︑
四
三
一
頁
下
︑
二
三
行
︑
二
四
行
︑
四
三
二
頁
上
︑
二
行
︑
四
行
︑

一
二
行
︑
二
四
行
︑﹁
僧
房
﹂
に
つ
い
て
は
︑
同
︑
四
三
二
頁
上
︑
一
一
行
︑
一
六
行
︑
中
︑
四
行
︑﹁
僧
房
精
舎
﹂
に
つ
い
て
は
︑
同
︑

四
三
一
頁
下
︑
二
二
行
︑﹁
僧
房
塔
寺
﹂
に
つ
い
て
は
︑
同
︑
四
三
二
頁
中
︑
四
行
を
参
照
の
こ
と
︒
因
み
に
︑
玄
奘
訳
﹃
法
蘊
足
論
﹄
の
﹁
伽
藍
﹂

に
つ
い
て
は
︑
大
正
蔵
︑
二
六
巻
︑
四
五
四
頁
中
︑
一
八
行
︑
一
九
行
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（
前
掲
拙
稿
（
前
註
２
後
者
（
参
照
︒
な
お
︑
北
西
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
教
団
の
発
展
な
し
に
は
仏
教
の
世
界
的
展
開
は
あ
り
え
な
か
っ
た

と
考
え
る
方
々
に
は
︑
そ
の
考
古
学
的
見
地
か
ら
の
御
成
果
で
あ
る
︑
桑
山
正
進
﹃
異
相
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
教
﹄︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
南
北
歴

史
考
古
学
樷
攷
Ⅰ
（
臨
川
書
店
︑
二
〇
二
二
年
（
に
よ
っ
て
仏
教
教
団
施
設
の
遺
構
を
知
る
こ
と
を
お
奨
め
し
た
い
︒

（
（（
（
平
川
前
掲
書
（
前
註
（（
（︑
五
二
一
︱
五
三
四
頁
：
一
二
〇
︱
一
三
三
頁
参
照
︒

（
（（
（
拙
稿
﹁
大
乗
仏
教
の
成
立
状
況
に
関
す
る
作
業
仮
説
的
提
言
﹂（
初
出
︑
一
九
九
三
年
（﹁vaiyā v r

3tyakara

の
役
割
と
差
別
主
義
﹂（
初
出
︑

一
九
九
六
年
（︑前
掲
拙
書
（
前
註
１
（︑二
〇
五
︱
二
二
八
頁
︑三
一
七
︱
三
四
二
頁
︑拙
稿
﹁
出
家
菩
薩
と
在
家
菩
薩
﹂（
初
出
︑二
〇
〇
五
年
（︑
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前
掲
拙
書
（
前
註
５
（︑
四
一
五
︱
四
三
七
頁
参
照
︒

（
（（
（﹃
法
鏡
経
﹄
の
﹁
四
証
淨
﹂
に
見
合
う
構
成
箇
所
に
つ
い
て
は
︑
櫻
部
建
訳
注
﹁
郁
伽
長
者
所
問
経
﹂﹃
宝
積
部
経
典
﹄︑
大
乗
仏
典
９
（
中

央
公
論
社
︑
一
九
七
四
年
（︑
二
三
五
︱
二
四
七
頁
：J. N

attier, A Few Good M
en: The Bodhisattva Path according to The Inquiry 

of U
gra(U

graparip r

3cchā) , U
niversity of H

aw
ai‘ i Press, H

onolulu, 2003 , pp.210 -233 , §§2 A-7 B

参
照
︒
対
応
諸
本
の
一
覧
は
︑
後

者
︑pp,326 -327
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
の
こ
と
︒
前
者
︑
三
四
八
頁
に
は
︑﹃
法
鏡
経
﹄
に
つ
き
︑﹁
こ
の
経
を
と
く
に
そ
の
名
を
も
っ

て
呼
ぶ
理
由
を
知
ら
な
い
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
︑
そ
の
理
由
を
述
べ
た
研
究
も
知
ら
な
い
の
で
︑
こ
こ
で
は
暫
定
的
に
私
見
を
述
べ
て
み
た
︒

（
（0
（
私
が
﹁
解
脱
の
四
連
語
﹂
と
呼
ぶ
語
句
が
﹃
法
鏡
経
﹄
に
現
れ
る
の
は
︑
櫻
部
上
記
訳
注
書
︑
二
五
三
︱
二
五
六
頁
：N

attier, ibid. , p.213 , 

§2 C

で
あ
る
︒﹁
解
脱
の
四
連
語
﹂
及
び
そ
の
語
な
ど
を
伴
っ
た
﹁
作
善
主
義
﹂
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
拙
書
（
前
註
５
（︑
四
二
四
︱
四
二
五
頁
︑

四
三
二
︱
四
三
七
頁
︑
拙
稿
﹁
伽
藍
と
帝
網
︱
現
代
資
本
主
義
へ
の
仏
教
的
展
望
︱
﹂﹃
仏
教
経
済
研
究
﹄
第
五
一
号
（
駒
沢
大
学
仏
教
経
済
研

究
所
︑
二
〇
二
二
年
五
月
（︑
一
一
︱
一
二
頁
参
照
︒

（
（（
（﹁
心
の
澄
淨
﹂
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
拙
書
（
前
註
５
（︑
七
二
頁
︑
三
〇
八
頁
︑
及
び
︑
拙
稿
﹁
弥
勒
菩
薩
半
跏
思
惟
像
考
﹂
木
村
清
孝
博
士

還
暦
記
念
論
集
﹃
東
ア
ジ
ア
仏
教
︱
そ
の
成
立
と
展
開
﹄（
春
秋
社
︑
二
〇
〇
二
年
（
の
四
五
五
頁
の
﹁
澄
淨
だ
っ
た
乞
食
の
心
﹂
を
中
心
に

四
四
九
︱
四
六
二
頁
参
照
︒

（
（（
（﹃
十
誦
律
﹄
中
の
①
︱
⑨
を
︑
順
次
に
︑
大
正
蔵
︑
二
三
巻
で
示
せ
ば
︑
①
二
五
七
頁
中
︱
二
五
八
頁
上
︑
②
二
五
九
頁
上
︱
二
六
二
頁
上
︑

③
二
六
五
頁
上
︱
二
六
七
頁
上
︑
④
二
七
六
頁
下
︱
二
七
七
頁
上
︑
⑤
三
二
三
頁
上
︱
中
︑
⑥
三
四
七
頁
中
︑
⑦
四
四
二
頁
上
︱
中
︑
⑧

四
四
六
頁
中
︱
四
四
七
頁
上
︑
⑨
四
六
〇
頁
下
︱
四
六
一
頁
上
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
箇
所
に
関
す
る
研
究
者
の
論
考
は
こ
こ
で
省
略
せ
ざ
る
を

え
な
い
が
︑⑤
に
つ
い
て
だ
け
触
れ
て
お
け
ば
︑こ
の
対
応
パ
ー
リ
律
を
中
心
に
し
た
論
究
に
︑平
川
彰
﹃
比
丘
尼
律
の
研
究
﹄︑平
川
彰
著
作
集
︑

第
（（
巻
（
春
秋
社
︑
一
九
九
八
年
（︑
五
〇
五
︱
五
〇
七
頁
が
あ
る
︒
こ
れ
に
対
応
す
る
義
浄
訳
﹃
根
本
説
一
切
有
部
苾
芻
尼
毘
奈
耶
﹄
は
︑
大
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正
蔵
︑
二
三
巻
︑
一
〇
〇
三
頁
下
︑
四
︱
一
八
行：チ
ベ
ッ
ト
訳
︑D.ed., N

o.5 , Ta, 279 a5 -b3 : P.ed., N
o.1034 , The, 245 a7 -b5

で
あ
る
が
︑

平
川
博
士
は
二
条
対
の
一
条
が
義
浄
訳
に
は
欠
如
と
仰
っ
て
お
ら
れ
る
も
の
の
︑
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
は
﹁
自
白
罪
﹂
の
第
一
四
群
中
の
第
三
条
︑

第
四
条
と
い
う
数
え
方
で
二
条
あ
る
の
で
︑
義
浄
訳
は
対
の
も
の
を
一
条
に
纏
め
よ
う
と
し
て
混
乱
が
生
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
い
ず
れ
に

せ
よ
︑
両
訳
中
に
の
み
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
が
登
場
す
る
の
は
明
白
で
あ
る
︒

（
（（
（R. G

noli, The Gilgit M
anuscript of the Sa n

3ghabhedavastu , Pt.II, Rom
a, 1978

︑（
A

－

1
（p.251 , ll.17 -24

︑（
A

－

2
（p.252 , 

ll.16 -26

︑（
A

－

3
（p.253 , ll.24 -28 ; D

.ed., N
o.1 , N

ga:P.ed., N
o.1030 , Ce

︑（
A

－

1
（284 b2 -5 :261 b7 -262 a2

︑（
A

－

2
（

285 a4 -b1 :262 b1 -5

︑（
A

－

3
（286 a3 -4 :263 a6 -8 .

因
み
に
︑（
A

－

1
（（
A

－

2
（
に
対
応
す
る
義
浄
訳
は
な
く
︑（
A

－

3
（
に
つ

い
て
は
︑
大
正
蔵
︑
二
四
巻
︑
一
四
七
頁
下
︑
四
︱
八
行
が
あ
る
︒
な
お
︑
義
浄
訳
の
錯
簡
に
つ
い
て
は
︑
西
本
龍
山
訳
注
︑
国
訳
一
切
経
︑

律
部
二
十
四
︑（
一
七
八
（
頁
︑
注
１
参
照
︒
ま
た
︑（
A

－

1
（（
A

－

2
（
の
対
応
文
献
に
つ
い
て
は
︑M

eisig, op.cit .

（
前
註
（0
（, 

pp.360 -362 , pp.370 -371

参
照
︒

（
（（
（D

.ed., N
o.6 ., D

a, 290 a6 -291 a7 :P.ed., N
o.1035 , N

e, 274 b5 -275 b6 ;

大
正
蔵
︑
二
四
巻
︑
三
九
九
中
︑
一
六
行
︱
下
︑
二
三
行
︒
因

み
に
︑こ
の
箇
所
は
︑Waldschm

idt, op.cit .

（
前
註
（（
（, pp.490 -494

に§43 .1 -34

と
し
て
︑p.398

よ
り
別
出
し
て
巻
末
に
示
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
一
連
の
語
︑bā la, m

ū d

3ha, avyakta, akuś ala

を
︑
私
は
﹁
未
学
習
の
四
連
語
﹂︑
そ
の
否
定
た
る
一
連
の
語
︑

abā la, am
ū d

3ha, vyakta, kuś ala

を
﹁
学
習
の
四
連
語
﹂︑
両
者
を
合
し
て
﹁
学
習
／
未
学
習
の
四
連
語
﹂
と
呼
び
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
︑

呼
称
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
拙
書（
前
註
５
（︑
五
四
頁
を
参
照
し
て
頂
き
︑
詳
細
は
今
後
に
俟
ち
た
い
︒
因
み
に
︑
四
連
語
の
第
四

kuś ala/akuś ala

は
︑
そ
の
確
定
ま
で
に
不
安
定
な
状
況
が
あ
り
︑
私
も
先
に
はpa nd3
3ita/apa nd3
3ita

と
想
定
し
て
し
ま
っ
た
が
︑
今
示
し
た

よ
う
に
改
め
た
い
︒
な
お
︑
以
上
の
件
の
関
連
で
︑
私
は
平
川
博
士
の
注
目
さ
れ
た
﹃
雑
阿
含
経
﹄
第
一
一
七
七
経
に
関
心
が
あ
り
︑
そ
の
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本K s

3āranadī-sūtra

校
訂
が
松
田
和
信
氏
に
よ
っ
て
近
く
な
さ
れ
る
よ
う
だ
と
知
り
︑
そ
の
期
待
を
同
氏
に
洩
ら
し
た
と
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こ
ろ
︑
望
外
の
幸
せ
と
言
う
べ
き
か
︑
そ
の
未
刊
の
草
稿
の
お
恵
み
に
与
っ
た
（
今
年
七
月
六
日
（︒
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
し
た
い
︒
こ
の
写

本
は
ま
だ
四
連
語
中
の
前
二
語
し
か
確
定
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
類
似
し
た
段
階
の
連
語
を
も
つ
写
本
に
は
︑Sengupta, 

op.cit .
（
前
註
（（
（, pp.185 -187

の
未
比
定
の
も
の
が
あ
る
︒
今
後
の
問
題
は
多
い
が
︑
後
註
（（
も
参
照
の
こ
と
︒
ま
た
︑
こ
の
後
の
本
文
に
で

る
私
が
﹁
所
信
の
慈
悲
の
句
﹂
と
呼
ぶ“ anukam

pā m
 upā dā ya”

の
機
能
に
つ
い
て
は
︑拙
稿
﹁
教
団
経
済
を
支
え
た
思
想
と
し
て
の
﹁
福
田
﹂﹂

﹃
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄
第
三
二
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
（︑
五
一
︱
五
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（こ
の
原
文“ yad dagdha-sthū n

3ā yā m
 api citta m

3 na pradū s

3ayi s

3yā m
a h

3 prag eva savijñā nake kā ye”

は
︑Divyāvadāna (Cow

ell 

ed.), p.197 , ll.24 -26 , p.534 , ll.24 -25

と
同
文
で
あ
る
が
︑こ
の
定
型
句
に
つ
い
て
は
︑平
岡
聡﹃
ブ
ッ
ダ
が
謎
解
く
三
世
の
物
語　
﹃
デ
ィ
ヴ
ィ

ヤ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
﹄
全
訳
﹄
上
（
大
蔵
出
版
︑
二
〇
〇
七
年
（︑
三
六
一
︱
三
六
二
頁
︑
注
１
︱
４
参
照
︒

（
（（
（am

ū lika

（
無
根
（
に
当
た
る
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
︑
通
常
のrtsa ba m

ed pa

で
は
な
くgzhi m

ed pa

と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
︒
そ

の
﹁
無
根
信
﹂
が
原
文
で
は
手
段
を
示
す
具
格
を
取
る
が
︑
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
場
所
を
示
す
於
格
が
あ
っ
た
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は

更
に
注
意
︒
後
者
に
よ
れ
ば
︑
盤
石
の
﹁
無
根
信
﹂
と
い
う
場
所
に
世
尊
が
王
を
安
置
さ
せ
た
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
︒

（
（（
（﹁
学
習
／
未
学
習
の
四
連
語
﹂
に
つ
い
て
は
︑
前
註
（（
参
照
︒
四
連
語
が
﹃
根
本
説
一
切
有
部
律
﹄
で
は
確
立
し
て
い
る
の
に
︑﹃
十
誦
律
﹄

で
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
関
し
て
は
︑G. von Sim

son, Prātim
ok s

3asūtra der Sarvāstivādins , Teil II, G
ö ttingen, 2000 , p.229 , 

ll.2 -3

も
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（B. Russell, W

hy I am
 not a Christian , 1927 , G

eorge &
 U

nw
in Ltd, London, 1957 , p.3 , p.13

：
市
井
三
郎
訳
﹁
な
ぜ
私
は
キ
リ

ス
ト
教
徒
で
な
い
か
﹂﹃
ラ
ッ
セ
ル
﹄︑
世
界
の
大
思
想
︑
Ⅱ
︱
（（
（
河
出
書
房
新
社
︑
二
〇
〇
五
年
（︑
三
一
八
頁
︑
三
二
八
頁
参
照
︒
な
お
︑

こ
の
直
後
の
本
文
中
に
引
い
たThe Russell-Einstein M

anifesto

は
ウ
ェ
ヴ
上
で
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
こ
こ
で
用
い
た
訳
文
は
︑
服
部

学
監
修
﹃
反
核
・
軍
縮
宣
言
集　

一
九
八
二
年
の
証
言
﹄（
国
際
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
︑
新
時
代
社
︑
一
九
八
三
年
（︑
二
七
二
︱
二
七
四
頁
に
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よ
る
︒

（
（0
（
極
最
近
知
っ
た
︑
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
︑
フ
ロ
イ
ト
︑
浅
見
昇
吾
訳
﹃
ひ
と
は
な
ぜ
戦
争
を
す
る
の
か
﹄（
講
談
社
学
術
文
庫
︑
講
談
社
︑

二
〇
一
六
年
︑
原
書1933

（︑
一
三
頁
に
よ
る
︒
英
訳
文
は
ウ
ェ
ヴ
上
で
求
め
る
こ
と
が
で
き
︑
別
に
フ
ロ
イ
ト
の
独
語
原
文
も
入
手
で
き
た

も
の
の
︑
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
そ
れ
は
私
の
無
能
の
た
め
か
ウ
ェ
ブ
上
に
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
英
訳
のthe 

unconditional surrender

の
箇
所
に
果
た
し
て
独
語
でdie bedingungslose Ergebung/K

apitulation

の
よ
う
な
語
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
︒
な
お
︑
フ
ロ
イ
ト
が
こ
の
時
の
手
紙
の
往
復
を
﹁
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
の
退
屈
で
不
毛
な
議
論
﹂
と
述
べ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
︑
フ
ロ
イ
ト
全
集
（0
（
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
（︑
三
六
一
頁
参
照
︒
私
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
賛
同
す
る
の
み
で
あ
る
︒

　
（
二
〇
二
二
年
九
月
二
十
七
日　

法
的
根
拠
な
く
議
論
も
尽
く
さ
れ
ざ
る
﹁
国
葬
﹂
の
挙
行
さ
れ
し
日
（




