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〇
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「
伽
藍
」
も
し
く
は
「
僧
伽
藍
」
は
、イ
ン
ド
の
仏
教
で
用
い
ら
れ
た“sa m

4gh âra

|m
a ”

の
省
略
も
し
く
は
全
体
の
音
写
語
で
、元
々
は
「
教
団
（sa m

4gha

）

の
庭
園
（a

|ra

|m
a

）」、
転
じ
て
「
教
団
の
所
有
地
（sa m

4ghâ ra

|m
a

）」
を
意
味
し
、
時
代
と
共
に
そ
こ
に
造
ら
れ
る
「
寺
（viha

|ra

）」
や
「
僧
房
（layana

）」

や
「
仏
塔
（stu

|pa

）」
や
「
霊
廟
（caitya
）」
な
ど
の
建
造
物
を
も
含
め
た
「
教
団
所
有
地
」
あ
る
い
は
「
教
団
施
設
」
全
体
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る）

1
（

。

し
か
る
に
、
日
本
で
は
、
か
か
る
伝
統
を
受
け
な
が
ら
も
、
取
り
分
け
「
伽
藍
」
は
、
時
代
が
下
る
と
共
に
「
庭
園
」
や
「
所
有
地
」
の
語
感
を
失
い
、

そ
こ
に
造
ら
れ
た
建
造
物
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う
に
す
ら
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、「
伽
藍
配
置
図
」
な
ど
の
「
伽
藍
」
が
そ
の
例
で
あ
る
。
し
か
も
、
近
代

に
な
っ
て
西
欧
文
化
が
入
っ
て
く
る
と
、キ
リ
ス
ト
教
のcathedral

が
「
伽
藍
」
と
訳
さ
れ
る
よ
う
な
例
も
一
般
的
に
な
っ
て
く
る
。
本
稿
は
、そ
の
「
伽

藍
」
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
用
例
変
遷
の
過
渡
期
に
当
た
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
道
元
の
『
宝
慶
記
』
の
一
節
を
起
点
に
、「
伽
藍
」
の
意
味
お
よ

び
「
伽
藍
」
周
辺
の
問
題
を
考
察
し
て
み
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
私
と
し
て
は
、
そ
の
考
察
に
入
る
前
に
若
干
済
ま
せ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
が
、
先
ず
は
、「
伽
藍
」
の
日
本
語
と
し
て
の
辞
書
的
意
味
を
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
最
初
に
確
認
す
る
の
は
、
一
六
〇
三
（
慶
長
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
Ａ
『
日
葡
辞
書
』
中
の
ａ
「
伽
藍
」
と
、
翌
年
に
刊
行

さ
れ
た
そ
の
補
遺
中
の
ｂ
「
七
堂
伽
藍
」
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
左
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る）

2
（

。

　

Ａ 

ａ G
aran. 

ガ
ラ
ン
（
伽
藍
）
大
寺
院
（Tem

plo grande

）

　

 

ｂ X
ichid ǒ garan.

（
七
堂
伽
藍
）
一
つ
一
つ
離
れ
た
七
つ
の
礼
拝
堂
（capelas
）
や
教
会
堂
（Igrejas

）
か
ら
成
る
大
寺
院
（tem

plo grande

）、
ま

た
は
、
大
僧
院
（m

osteiro grande

）

　

右
に
出
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の“tem

plo ”

と“m
osterio ”

と
、
そ
れ
に
右
に
は
出
て
い
な
い
が
、
近
代
に
な
っ
て
日
本
語
の
「
伽
藍
」
と
し
て
訳
さ
れ
る

こ
と
に
な
る“cathedral ”

に
対
応
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の“catedral ”

と
の
三
語
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
み
な
ら
ず
、
大
抵
の
西
欧
語
に
お
い
て
も
、
ギ

伽
藍
考

袴　

谷　

憲　

昭
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リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
に
そ
の
淵
源
を
持
つ
。
こ
こ
で
は
、
か
か
る
淵
源
に
由
来
す
る
三
語
の
原
義
を
、
余
り
に
も
任
意
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
Ｂ 

ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
の
英
語
辞
書
に
よ
っ
て
、
英
語
と
し
て
の
対
応
三
語
ａ “tem

ple ”

、
ｂ “m

onastery ”

、
ｃ “cathedral ”

各
項
目
下
に
見
て
お
き
た
い）

3
（

。

　

Ｂ 
ａ 
ラ
テ
ン
語
のtem

plum

（
神
聖
な
囲
い
込
ま
れ
た
場
所
）
に
由
来
。
古
代
人
に
よ
っ
て
神
も
し
く
は
神
々
の
住
処
（a dw

elling place for a god or 

gods

）
と
見
做
さ
れ
た
場
所
（place

）。
従
っ
て
、
神
も
し
く
は
神
々
を
崇
拝
す
る
た
め
の
建
物
（a building for the w

orship of a god or gods

）。

　 

ｂ 

ギ
リ
シ
ア
語
のm

onaste

|rion

（
隠
者
の
庵
室
）
に
由
来
。
一
群
の
人
々
、
特
に
宗
教
的
誓
約
（religious vow

s

）
の
下
に
世
間
か
ら
退
い
た
修
道

者
た
ち
（m

onks
）
の
住
む
邸
宅
地
（a place of residence

）。

　

 

ｃ 

ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
のcathedra

（
座
席
）
に
由
来
。
権
威
者
の
座
席
（the cathedra

）
を
含
め
て
、
司
教
の
座
席
（bishop’ s see

）
の
あ

る
主
要
な
教
会
（the m

ain church

）。（
漠
然
と
は
）
威
容
を
誇
る
大
き
な
教
会
（any large im

posing church

）。

　

次
に
、
こ
れ
ら
の
三
語
が
、
現
代
の
英
和
辞
典
で
は
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
か
を
、
Ｃ
斎
藤
秀
三
郎
の
そ
れ
に
よ
っ
て
確
か
め
て
お
き
た
い）

4
（

。

　

Ｃ 

ａ tem
ple　

神
殿
、
神
社
、
宮
、
寺
院
。（
又
）
御
堂
、
寺
。（
又
或
基
督
教
会
の
）
教
会
堂
。

　

 

ｂ m
onastery　

僧
院
、
僧
庵
、
修
道
院
。

　

 

ｃ cathedral　
（
旧
教
の
）
本
山
、
大
伽
藍
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
気
付
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、“cathedral ”

が
「
伽
藍
」
や
「
大
伽
藍
」
と
日
本
語
に
訳
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
斎
藤
秀
三
郎
の
辞
書

辺
り
か
ら
始
ま
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
斎
藤
秀
三
郎
の
和
英
辞
典
で
は
、“G

aran

（
伽
藍
）【
名
】A

 B
uddhist tem

ple ; a cathedral. ”

と
あ
る）

5
（

。

　

以
上
で
、
問
題
の
三
語
に
つ
い
て
は
、
大
略
を
見
終
わ
っ
た
の
で
、
一
六
〇
〇
年
代
か
ら
四
〇
〇
年
以
上
余
り
を
経
た
、
Ｄ
現
在
の
国
語
辞
典
で
は
、
最

初
に
見
た
ａ
「
伽
藍
」
と
ｂ
「
七
堂
伽
藍
」
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
を
、
イ
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
と
ロ
『
広
辞
苑
』
で
確
認
し
て
お
き
た

い）
6
（

。
　

Ｄ 

ａ 

イ
（
梵sa m

4gha

|ra

|m
a

（
僧
伽
藍
摩
）
の
略
。
衆
園
・
僧
園
・
精
舎
な
ど
と
訳
す
）
僧
が
集
ま
っ
て
仏
道
を
修
行
す
る
、
清
浄
閑
静
な
所
。
寺
の
建
物
の

総
称
。
寺
、
寺
院
。

　

 
 

ロ
〔
仏
〕（
梵
語sa m

4gha

|ra

|m
a

僧
伽
藍
の
略
。
衆
園
・
僧
園
と
訳
す
）
①
僧
侶
た
ち
が
住
ん
で
仏
道
を
修
行
す
る
清
浄
閑
静
な
所
。
②
後
に
寺
院
の

建
築
物
の
称
。
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ｂ 

イ 

仏
語
。
寺
と
し
て
具
備
す
べ
き
七
種
の
堂
宇
の
こ
と
。

　

 
 

ロ 
寺
院
の
七
つ
の
建
物
。
七
堂
は
必
ず
し
も
確
定
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
悉
堂
」（
完
備
し
た
堂
宇
）
の
意
と
も
い
う
。

　

私
は
「
伽
藍
配
置
図
」
と
い
う
用
語
の
初
出
が
い
つ
で
あ
る
か
を
確
認
し
え
て
い
な
い
が
、右
の
よ
う
な
現
在
の
国
語
辞
典
に
至
れ
ば
、「
庭
園
」
や
「
所

有
地
」
と
い
っ
た
語
感
は
次
第
に
失
わ
れ
て
い
っ
て
、「
七
堂
も
の
建
造
物
を
備
え
た
教
団
所
有
地
」
と
い
う
意
味
ま
で
が
、
遂
に
は
「
七
種
の
堂
宇
を
備

え
た
寺
の
建
物
の
総
称
」
を
指
す
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
七
種
の
堂
宇
で
あ
る
伽
藍
が
い
か
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か

を
示
し
た
も
の
が
「
伽
藍
配
置
図
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
で
述
べ
た
い
と
思
う
こ
と
で
は
あ
る
が
今
少
し
触
れ
て
お
け
ば
、

sa m

4gh âra

|m
a

のa

|ra

|m
a

は
元
来
「
心
地
好
い
場
所
」
を
意
味
し
、
建
物
そ
の
も
の
を
指
す
か
に
思
わ
れ
が
ち
な
寺
の
原
語viha

|ra

も
本
来
は
「
快
適
に

住
む
場
所
」
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
語
感
は
、
上
記
の
現
代
日
本
語
に
特
化
さ
れ
る
ま
で
の
も
の
以
外
は
、
イ
ン
ド
以
来
永
く
保
た
れ
て
き
た
よ
う
に

私
に
は
思
は
れ
る
。

　

で
は
、
先
に
本
稿
の
考
察
の
起
点
に
据
え
よ
う
と
断
っ
た
道
元
の
在
宋
中
の
手
記
と
さ
れ
る
『
宝
慶
記
』
の
一
節
で
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
か
な
り
微

妙
な
面
が
あ
る
の
で
後
回
し
に
す
る
が
、
帰
朝
後
に
な
っ
た
『
正
法
眼
蔵
』「
安
居
」
や
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』「
供
養
諸
仏
」「
帰
依
仏
法
僧
宝
」「
三

時
業
」
で
は
「
伽
藍
」
も
「
僧
伽
藍
」
も
全
て
地
の
文
で
は
な
く
仏
典
か
ら
の
引
用
文
中
に
認
め
ら
れ
る
も
の）

7
（

な
の
で
、
こ
れ
ま
た
後
で
イ
ン
ド
の
仏
典

と
共
に
論
じ
た
い
と
思
う
も
の
の
、
問
題
は
「
古
い
も
の
」
と
「
新
し
い
も
の
」
と
の
取
扱
い
方
に
あ
る
と
思
う
。

　

因
み
に
、「
禅
（dhya

|na

）」
や
「
定
（sam

a

|dhi

）」
は
イ
ン
ド
で
も
仏
教
以
前
か
ら
あ
っ
た
「
古
い
も
の
」、
仏
教
の
開
祖
た
る
釈
尊
が
「
古
い
も
の
」
を

捨
て
縁
起
を
考
え
て
確
立
し
た
も
の
は
「
新
し
い
も
の
」
で
あ
る
が
、
時
は
「
古
い
も
の
」
か
ら
「
新
し
い
も
の
」
へ
進
展
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
に

も
拘
ら
ず
、「
古
い
も
の
」
を
発
掘
し
て
「
新
し
い
も
の
」
を
覆
い
隠
そ
う
と
す
る
動
向
も
、
多
く
の
人
は
「
幼
児
期
か
ら
そ
う
信
じ
る
よ
う
に
教
え
ら
れ

て
き
た
」
こ
と
に
固
執
す
る
と
ラ
ッ
セ
ル
が
言
っ
た）

8
（

よ
う
に
、絶
え
ず
根
強
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
い
た
矢
先
に
、

偶
々
、後
で
決
定
版
と
し
て
更
に
は
鈴
木
大
拙
博
士
の
序
文
ま
で
付
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
弓
と
禅
』
の
初
稿
版
と
も
言
う
べ
き
ヘ
リ
ゲ
ル
の
『
日

本
の
弓
術
』
を
称
賛
す
る
岸
本
葉
子
氏
の
紹
介
文
に
接
し
た）

9
（

。
こ
れ
は
同
氏
が
二
十
年
ほ
ど
前
の
大
病
を
患
っ
た
時
に
読
ん
で
感
銘
を
受
け
た
こ
と
を
記

し
た
も
の
で
、
そ
の
個
人
的
感
想
は
全
く
自
由
で
あ
る
に
せ
よ
、
次
の
よ
う
な
一
節
は
や
は
り
問
題
が
あ
る
と
思
う
。

　
〔
ド
イ
ツ
人
の
著
者
と
し
て
〕
西
欧
の
合
理
的
な
思
考
の
持
ち
主
が
、
非
合
理
的
・
直
観
的
な
世
界
へ
い
か
に
接
近
し
、
壁
を
乗
り
越
え
た
か
を
語
る

こ
の
本
は
、
私
の
関
心
の
真
ん
中
を
ま
さ
に
射
貫
い
た
。
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問
題
は
、
個
々
人
で
は
な
く
ド
イ
ツ
人
な
ら
押
し
並
べ
て
合
理
的
な
思
考
を
す
る
は
ず
だ
と
す
る
全
体
的
思
考
方
法
で
あ
る
。
も
し
岸
本
氏
が
か
か
る

思
考
方
法
を
採
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
本
書
の
著
者
ヘ
リ
ゲ
ル
が
仰
か
ら
ド
イ
ツ
中
世
の
異
端
神
秘
思
想
家
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
入
れ
揚
げ
た
非
合
理
的
傾

向
の
強
い
人
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
分
か
っ
た
は
ず
だ
と
思
う
。
因
み
に
、
岸
本
氏
も
読
ん
だ
は
ず
の
一
九
四
一
年
刊
行
の
旧
版
に
付
さ
れ
て
い
た
訳
者

柴
田
治
三
郎
氏
の
「
後
記
」
か
ら
、
左
に
、
柴
田
氏
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
中
心
思
想
た
るA

bgeschiedenheit

を
起
点
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
一
節
を
示
し
て
お
き
た
い）

10
（

。

　
〔
訳
文
中
の
〕「
離
繫
」
はA

bgeschiedenheit

に
当
て
た
訳
語
で
あ
る
。
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
トM

eister E
ckhart

は
一
二
六
〇
年
こ
ろ
生

ま
れ
、
一
三
二
七
年
（
鎌
倉
時
代
の
末
）
に
没
し
た
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の
も
っ
と
も
重
要
な
思
想
家
で
あ
る
。
そ
の
大
胆
な
神
秘
主
義
的
思
想
の
た
め
生

前
す
で
に
汎
神
論
的
と
目
さ
れ
て
教
会
の
圧
迫
を
受
け
、
死
後
教
会
か
ら
破
門
を
宣
せ
ら
れ
た
。A

bgeschiedenheit

は
、
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
哲
学
的
瞑
想
に
没
頭
し
よ
う
と
し
て
社
会
的
な
生
活
を
離
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
積
極
的
な

意
味
を
重
ん
じ
て
、
仮
に
「
離
繫
」
と
い
う
仏
語
を
充
て
て
お
い
た
。

　

因
み
に
、
仏
教
で
い
う
「
離
繫
（visa m

4yoga
）」
と
は
、
議
論
も
あ
る
が
、
端
的
に
は
「
択
滅
（pratisa m

4khya

|-nirodha

）」
の
こ
と
で
、
個
々
人
が
煩
悩

を
一
つ
一
つ
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
排
除
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
用
い
る
思
考
埋
没
の
神
秘
的
現
実
離
脱
を
意
味
す
る
中
高
ド

イ
ツ
語
のabegescheidenheit

と
も
、
ま
た
こ
れ
と
同
義
語
の
よ
う
に
ヘ
リ
ゲ
ル
が
使
い
だ
す
「
自
己
自
身
か
ら
の
離
脱
（Loslösung von sich selbst

）」

と
も
、
全
く
関
係
は
な
い
。
一
方
、
か
く
押
さ
え
た
上
で
、
こ
の
『
日
本
の
弓
術
』
が
一
九
三
六
年
に
ド
イ
ツ
で
刊
行
さ
れ
、
そ
の
訳
が
一
九
四
一
年
に

日
本
で
も
刊
行
さ
れ
て
、
両
国
で
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
状
況
を
考
え
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
は
ナ
チ
ス
政
権
下
、
日
本
も
ま
た
長
年
の
軍
事
政
権
下
で
あ
り
、

大
衆
が
独
裁
的
強
権
に
迎
合
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
本
は
か
か
る
全
体
的
な
自
己
滅
却
の
時
代
精
神
に
合
致
し

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ま
た
今
流
行
る
な
ら
ば
、「
古
い
も
の
」
が
再
び
「
新
し
い
も
の
」
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
再
三
再
四
か
か
る
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
ぬ
よ
う
に
と
の
反
省
と
願
い
を
込
め
て
、
こ
こ
に
、
ロ
ー
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
・
オ
フ
・
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
の

ナ
チ
政
権
下
の
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
記
し
た
一
節
を
示
し
て
お
き
た
い）

11
（

。

　

一
九
三
五マ
マ
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
、
ナ
チ
ス
が
侵
略
し
、
占
領
し
た
諸
国
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
（the persecution of the Jew

s

）
は
、
実
に
大
規
模

な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
一
九
三
三
年
、
ナ
チ
ス
の
政
権
獲
得
に
追
従
し
、
ま
た
彼
ら
の
政
綱
（P

arty P
rogram

m
e

）
を
信
奉
し
て
い
た
人
々
は
、
こ

れ
は
驚
く
に
た
ら
な
い
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。
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政
綱
第
四
条
に
は
こ
う
述
べ
て
あ
る
。「
民
族
の
一
員
た
る
こ
と
（a m

em
ber of the race

）
の
み
が
、
市
民
（citizen

）
た
り
得
る
資
格
で
あ
る
。
民
族

の
一
員
に
は
ド
イ
ツ
血
統
の
者
（one w

ho is of G
erm

an blood

）
の
み
が
な
り
得
る
。
思
想
、
信
条
は
問
題
と
さ
れ
な
い
（w

ithout consideration of 

creed

）。
し
た
が
っ
て
、
如
何
な
る
ユ
ダ
ヤ
人
も
民
族
の
一
員
と
は
な
り
得
な
い
。」

　

こ
の
ド
イ
ツ
的
論
理
の
傑
作
（this m

asterpiece of G
erm

an logic

）
は
、ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
を
獲
得
す
る
や
否
や
、ド
イ
ツ
の
隅
々
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
外
国
人
（foreigners

）
と
み
な
さ
れ
、
ド
イ
ツ
市
民
権
（rights of G

erm
an citizenship

）
を
持
ち
得
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

　

右
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
思
想
信
条
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
（w

ithout consideration of creed

）
ド
イ
ツ
人
の
血
統
（G

erm
an blood

）
だ
け
を

重
ん
じ
さ
せ
る
政
綱
を
、
当
時
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
の
弓
術
』
を
歓
迎
し
た
ド
イ
ツ
人
読
者
は
、
同
時
に
信
奉
し
て
い
た
わ
け
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
、

岸
本
氏
の
よ
う
に
、な
ん
の
批
判
を
加
え
る
こ
と
な
く
、そ
の
感
想
に
合
理
的
な
ド
イ
ツ
人
と
い
う
よ
う
な
全
体
的
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
は
、人
種
を
個
々

人
の
思
想
や
信
条
に
よ
ら
ず
に
押
し
並
べ
て
血
統
で
差
別
し
決
め
付
け
る
こ
と
に
手
を
貸
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ド

イ
ツ
人
に
合
理
的
な
人
も
い
れ
ば
非
合
理
的
な
人
も
い
る
よ
う
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
も
そ
う
で
あ
り
、
日
本
人
に
も
そ
う
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
種
に
も
そ

う
で
あ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
種
に
、「
幼
児
期
か
ら
そ
う
信
じ
る
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
き
た
」「
古
い
も
の
」
を
墨
守
す
る
人
も
い

れ
ば
、
そ
れ
に
代
わ
る
「
新
し
い
も
の
」
を
議
論
を
交
わ
し
な
が
ら
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
人
も
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
目
を
瞑
る
べ
き
で
は
な
い

と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
の
古
代
に
お
け
る
か
か
る
一
例
を
次
に
引
く）

12
（

。
こ
れ
は
、
僧
綱
が
七
七
〇
（
宝
亀
元
）
年
十
月
二
十
八
日
に
政
府
に
請
う
た

こ
と
と
し
て
『
続
日
本
紀
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

僧
綱
言
さ
く
、「
去
ぬ
る
天
平
宝
字
八
年
の
勅
を
奉
け
た
ま
は
り
て
、
逆
党
の
徒
、
山
林
寺
院
に
於
て
、
私
に
一
僧
已
上
を
聚
め
て
、
読
経
悔
過
す
る

者
に
は
、
僧
綱
固
く
禁
制
を
加
ふ
。
是
に
由
り
て
、
山
林
樹
下
、
長
く
禅
迹
を
絶
ち
、
伽
藍
院
中
、
永
く
梵
響
を
息
む
れ
ど
も
、
俗
士
の
巣
許
、
猶
嘉

遁
を
尚
ぶ
。
況
む
や
復
、
出
家
の
釈
衆
、
寧
ぞ
閑
居
す
る
者
无
か
ら
む
や
。
付
し
て
乞
は
く
は
、
長
往
の
徒
は
そ
の
修
行
す
る
を
聴
さ
む
こ
と
を
」
と

ま
う
す
。
詔
し
て
こ
れ
を
許
し
た
ま
ふ
。

　

こ
こ
に
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
定
着
初
期
の
街
中
の
「
伽
藍
院
」
と
街
を
離
れ
た
「
山
林
寺
院
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
曽
て
論
じ
た
「
学
習
諸
義
」
と

「
修
道
禅
行
」
と
の
対
立
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る）

13
（

が
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
閑
居
す
る
者
の
禅
修
行
も
許
さ
れ
て
そ
の
対
立
も
一
件
落
着
し
た
よ
う
な

恰
好
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、こ
の
対
立
は
、特
に
日
本
で
は
、今
に
も
続
い
て
い
る
こ
と
と
見
做
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
山
に
隠
っ

て
仙
人
め
い
た
昔
な
が
ら
の
修
行
を
す
る
「
古
い
も
の
」
と
、
街
中
に
あ
っ
て
外
来
の
批
判
的
な
思
想
を
学
習
す
る
「
新
し
い
も
の
」
と
の
対
立
は
、
本
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来
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
理
想
的
に
は
前
者
か
ら
後
者
へ
進
展
す
べ
き
も
の
で
あ
る
は
ず
に
も
拘
ら
ず
、
中
々
そ
う
は
い
か
な
い
の
が
現
実
ら
し
い
。

そ
の
実
現
化
の
た
め
に
は
、「
古
い
も
の
」
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
「
新
し
い
も
の
」
を
批
判
的
に
取
り
込
む
必
要
が
あ
る
が
、
か
か
る
意
味
で
、
在
宋
中
の

若
き
道
元
が
師
の
如
淨
に
発
し
た
質
問
が
有
益
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
以
下
に
は
そ
の
質
問
の
み
を
示
す）

14
（

。

　

古
今
の
善
知
識
み
な
曰
く
、「
須
く
了
義
経
を
看
る
べ
し
、
不
了
義
経
を
看
る
こ
と
な
か
れ
」
と
。
如
何
な
ら
ん
か
、
こ
れ
了
義
経
。

　

た
と
い
一
言
半
句
な
り
と
い
え
ど
も
、
道
理
を
説
き
了
れ
る
を
了
義
と
名
づ
く
べ
し
。
如
何
ぞ
、
た
だ
広
説
の
み
を
も
っ
て
了
義
と
名
づ
く
る
や
。

た
と
い
説
く
こ
と
懸
河
の
弁
な
る
も
、
も
し
、
未
だ
義
理
を
明
ら
か
に
せ
ざ
れ
ば
、
須
く
不
了
義
経
と
名
づ
く
べ
き
か
。

　

こ
れ
は
、
質
問
と
は
い
え
、
道
理
を
明
瞭
に
説
示
し
た
も
の
が
了
義
で
あ
る
と
の
考
え
を
持
っ
て
い
る
道
元
の
方
が
師
よ
り
も
正
し
い
と
私
は
思
う
。
な

ぜ
な
ら
、
師
の
如
淨
の
返
答
は
、「
世
尊
の
所
説
は
、
広
も
略
も
倶
に
道
理
を
尽
く
し
」
て
い
る
か
ら
、「
み
な
了
義
な
り
と
知
る
べ
し
」
と
い
う
も
の
で
、

こ
の
返
答
は
、
道
元
の
い
う
了
義
と
し
て
の
正
邪
の
決
着
を
重
ん
ず
る
立
場
を
蔑
し
て
全
て
が
仏
説
だ
と
す
る
立
場
に
荷
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
両
者
の
立
場
の
対
立
は
仏
教
思
想
史
上
に
も
根
強
く
永
く
続
く
の
で
あ
る
が
、
抑
々
仏
教
の
最
初
の
大
き
な
思
想
的
対
立
も

こ
の
立
場
の
相
異
に
由
来
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い）

15
（

。
し
か
し
、
大
抵
は
そ
の
対
立
の
本
質
を
忘
れ
、
正
邪
の
決
着
を
軽
視
し
て
、
な
ん

で
も
仏
教
で
あ
る
と
主
張
す
る
立
場
が
、
仏
の
「
一
音
演
説
法
」
が
流
行
る
よ
う
に
、
大
勢
を
占
め
て
き
た
の
で
あ
り
、
現
に
道
元
も
そ
の
場
で
は
師
に

同
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
最
晩
年
に
は
、「
い
か
な
る
か
邪
見
、
い
か
な
る
か
正
見
と
、
か
た
ち
を
つ
く
す
ま
で
学
習
す
べ
し
。）

16
（

」
と
、
生
涯
に
亘
る
仏

教
思
想
の
正
邪
決
着
の
学
習
を
勧
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
在
宋
中
の
若
き
道
元
が
帰
朝
後
に
思
想
的
に
も
成
長
し
変
化
し
て
い
っ
た
と
見
做
す
の
が
道
元
を
尊
敬
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
私

は
思
っ
て
い
る
が
、『
宝
慶
記
』
で
提
起
さ
れ
た
問
題
が
生
涯
に
亘
っ
て
い
か
に
解
決
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
見
定
め
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
こ
と
か
も
し

れ
な
い）

17
（

。
し
か
し
、
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、
後
回
し
に
し
て
い
た
『
宝
慶
記
』
の
記
述
を
起
点
と
す
る
道
元
の
「
伽
藍
」
観
や
そ
の
周
辺
の
問
題
に
取
り

組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
問
題
の
一
節
と
は
、
宋
の
当
時
ま
で
に
確
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
寺
院
の
四
種
の
呼
称
、
即
ち
、
禅
院
、

教
院
、
律
院
、
徒
弟
院
の
内
実
の
優
劣
に
関
る
問
答
で
あ
る
が
、
こ
の
一
節
の
問
答
全
体
を
取
り
上
げ
て
初
め
て
論
究
し
た
の
は
、
私
の
知
る
限
り
、
ジ
ラ
ー

ル
教
授
で
あ
る）

18
（

。
た
だ
し
、
こ
の
論
究
は
、
道
元
の
「
伽
藍
」
観
の
そ
れ
で
は
な
く
、
玄
奘
を
嚆
矢
と
し
て
日
本
の
中
世
に
ま
で
及
ぶ
禅
の
系
譜
の
再
評

価
の
中
で
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
英
文
で
も
の
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
が
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
論
文
要
旨
は
次
の

と
お
り
で
あ
る）

19
（

。
重
要
な
の
で
、
僅
か
な
省
略
箇
所
以
外
は
、
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
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玄
奘
三
蔵
は
中
国
の
法
相
唯
識
宗
の
祖
師
者
で
あ
り
な
が
ら
、
印
度
の
ナ
ラ
ン
ダ
大
学
で
仏
教
哲
学
の
問
題
を
解
決
し
に
行
っ
て
い
る
有
名
な
巡
礼

者
で
も
あ
る
が
、又
、瑜
伽
派
の
代
表
者
で
も
あ
る
の
で
、坐
禅
の
大
成
者
で
も
あ
る
。（
中
略
）
最
近
、荒
牧
俊
典
教
授
は
再
評
価
さ
れ
た
敦
煌
文
献
（
四

威
儀
並
三
蔵
哭
西
天
行
記
）
を
利
用
し
て
玄
奘
の
呈
し
て
い
る
模
範
が
曹
洞
宗
で
儀
式
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
し
、玄
奘
の
禅
定
、即
ち
「
五
重
唯
識
」

が
禅
宗
の
観
法
、
観
想
に
新
し
い
行
式
を
彩マ
マ
ら
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
課マ
マ

程
で
、
玄
奘
の
禅
定
の
様
式
は
臨
済
宗
で
も
曹
洞
宗
で
も
、

中
国
の
六
祖
慧
能
の
流
れ
の
禅
思
想
に
影
響
を
与
え
た
と
論
証
し
て
い
る
。
日
本
の
中
世
の
始
め
の
栄
西
、
明
恵
等
の
仏
教
理マ
マ
想
、
特
に
道
元
の
坐
禅

と
思
想
に
も
玄
奘
の
仏
教
の
見
方
と
修
行
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
考
え
る
。
又
、鎌
倉
幕
府
の
第
三
〔
代
〕
将
軍
、源
実
朝
に
関
す
る
伝
説
と
宗
教
改
革
、

取
り
分
け
、
道
宣
律
師
が
代
表
し
て
い
る
古
代
貴
族
の
既
成
仏
教
の
伽
藍
配
置
の
代
わ
り
に
、
新
し
い
時
代
を
代
表
す
る
幕
府
に
と
っ
て
、
玄
奘
の
『
大

唐
西
域
記
』
の
描
写
に
基
い
た
新
し
い
伽
藍
配
置
が
呈
せ
ら
れ
た
。
意
外
に
も
玄
奘
の
思
想
を
通
じ
て
道
元
の
新
仏
教
的
な
性
格
を
露
に
出
来
る
と
考

え
る
。

　

こ
れ
は
論
文
要
旨
の
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
こ
の
要
旨
に
言
及
さ
れ
て
い
る
荒
牧
博
士
の
論
証
や
観
法
に
影
響
し
た
と
さ
れ
る
「
五
重
唯
識
」

や
伽
藍
配
置
の
新
旧
の
相
異
な
ど
が
、
論
文
本
文
中
に
は
具
体
的
に
な
に
も
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
荒
牧
博
士
の
論
文
を
直
に
調

べ
よ
う
と
思
っ
て
、
本
文
中
で
指
示
さ
れ
た
注
記
を
見
て
も
、『
敦
煌
秘
笈
』
に
あ
る
当
該
箇
所
の
影
印
を
見
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
、「
五
重
唯
識
」

の
こ
と
な
ら
、
指
示
が
な
く
と
も
基
の
『
大
乗
法
苑
義
林
章
』「
唯
識
義
林
」
の
「
出
体
」
で
説
か
れ
る
基
独
自
の
中
国
風
術
語
に
よ
る
概
論
を
指
す
こ
と

く
ら
い
は
分
か
る
の
で
、
そ
の
中
国
風
概
論
が
禅
の
観
法
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
な
ら
大
い
に
あ
り
そ
う
だ
と
は
思
え
る
も
の
の
、
本
文
中
に
は
な
ん
の

説
明
も
な
い
の
で
、
影
響
の
具
体
性
に
つ
い
て
は
私
に
は
全
く
分
か
ら
な
い）

20
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。
ま
た
、
伽
藍
配
置
の
件
は
本
稿
の
問
題
で
も
あ
る
か
ら
、
両
者
の
配
置
の

違
い
な
ど
は
ぜ
ひ
と
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
本
文
中
に
は
全
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
肝
心
な
こ
と
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
大
き
な
誤
解
が
私
に
生
じ
た
と
す
れ
ば
御
指
摘
頂
き
、
再
論
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
私

が
一
番
言
い
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
方
法
論
的
な
意
味
で
の
「
古
い
こ
と
」
と
「
新
し
い
こ
と
」
と
は
な
に
か
と
い
う
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
私

が
か
か
る
問
題
を
口
に
し
た
の
は
、
思
想
史
上
に
認
め
ら
れ
る
「
古
い
も
の
が
新
し
い
も
の
を
隠
す
」
と
い
う
現
象
に
関
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
例
を
出

し
な
が
ら
、
パ
ー
リ
仏
教
の
正
統
派
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
開
祖
の
釈
尊
よ
り
も
古
い
か
も
し
れ
な
い
人
口
に
膾
炙
し
易
い
馴
染
み
の
古
い
偈
頌
が
、
真

に
新
し
い
革
新
的
な
仏
教
の
教
義
を
後
に
な
っ
て
か
ら
被
い
隠
し
て
骨
抜
き
に
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
こ
と
を
知
っ
て
、
正
統
説
か
ら
見
れ
ば
「
雑
魚
」
の

よ
う
な
、か
か
る
偈
頌
群
を
中
心
と
す
る
古
い
も
の
を
、「
補
足
付
随
的
な
部
類
（K

huddaka-nika

|ya
）」
と
し
て
経
蔵
の
最
末
尾
の
第
五
番
目
に
閉
じ
込
め
た
、
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と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
時
で
あ
る）

21
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。
当
時
の
私
の
発
言
は
厳
密
な
論
証
を
経
た
も
の
で
は
な
い
単
な
る
感
想
に
し
か
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
が
、
現
在
は
パ
ー
リ
聖
典
編
纂
の
か
か
る
視
点
か
ら
の
本
格
的
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
今
後
の
進
展
に
益
々
期
待
し
た

い）
22
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。

　

ジ
ラ
ー
ル
教
授
の
上
記
の
論
文
は
、
右
の
ご
と
き
パ
ー
リ
聖
典
編
纂
史
の
研
究
な
ど
と
は
関
係
な
い
が
、「
古
い
も
の
」
と
「
新
し
い
も
の
」
を
ど
う
捉

え
る
か
と
い
う
問
題
に
は
関
係
が
あ
る
。
玄
奘
が
中
国
仏
教
界
に
齎
し
た
「
新
し
い
も
の
」
と
は
、
当
然
異
論
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
唯
識
関
連
典
籍
は

勿
論
の
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、『
大
毘
婆
沙
論
』
や
『
倶
舎
論
』
な
ど
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
典
籍
を
、
論
理
学
の
典
籍
を
も
含
め
て
、
新
た
な
翻
訳
に
よ
っ
て

中
国
に
将
来
し
定
着
さ
せ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
膨
大
な
典
籍
を
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
将
来
す
る
玄
奘
の
往
復
の
旅
が
い
か
に
過
酷
な
も
の
で

あ
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い）

23
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が
、
そ
の
過
酷
さ
と
求
法
の
固
い
決
意
を
謳
っ
た
『
唐
三
蔵
哭
西
天
行
記
』
が
荒
牧
博
士
の
論
証
ど
お
り
玄
奘
の
真
撰
だ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
多
く
の
人
が
感
動
す
る
情
緒
的
な
「
古
い
も
の
」
で
し
か
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
「
古
い
も
の
」
で
あ
る
玄
奘
の
当
該
詩
頌
の
数

句
を
洞
山
良
价
や
雲
門
匡
真
な
ど
が
語
録
中
に
引
用
し
て
い
る）

24
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と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
、
玄
奘
の
禅
定
観
と
臨
済
宗
や
曹
洞
宗
の
禅
と
を
関
連
付
け
、
そ

の
禅
の
系
譜
を
、
玄
奘
の
弟
子
と
な
っ
て
帰
朝
し
た
日
本
の
道
昭
以
下
、
更
に
は
実
朝
や
明
恵
や
栄
西
や
道
元
な
ど
の
中
世
に
ま
で
延
長
す
る
の
は
、
私

か
ら
す
れ
ば
疑
い
も
な
く
「
古
い
も
の
」
に
よ
っ
て
「
新
し
い
も
の
」
を
隠
す
こ
と
に
荷
担
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か

か
る
「
古
い
も
の
」
の
系
譜
の
発
掘
が
、
恰
も
鎌
倉
新
仏
教
の
到
来
で
も
あ
る
か
の
ご
と
き
「
新
し
い
も
の
」
の
発
見
と
摩
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
正
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
「
古
い
も
の
」
と
「
新
し
い
も
の
」
と
の
問
題
に
関
し
、
以
上
で
注
意
は
喚
起
し
え
た
と
信
じ
る
の
で
、
こ
こ
で
、「
伽
藍
」
に
関
す
る
『
宝
慶
記
』
の

当
該
節
に
目
を
転
じ
た
い
。
そ
の
一
節
で
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
四
種
の
寺
院
と
し
て
禅
院
と
教
院
と
律
院
と
徒
弟
院
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
用
例
と
し
て
は
、「
伽
藍
」
が
教
院
に
言
及
す
る
道
元
の
問
中
で
「
寺
院
の
規
矩
、
伽
藍
の
屋
舎
の
用
否
」
と
用
い
ら
れ
、「
僧
伽
藍
」
が
禅

院
に
言
及
す
る
師
の
答
中
で
「
そ
の
〔
青
原
と
南
嶽
の
児
孫
〕
所
住
の
と
こ
ろ
（
処
）
の
僧
伽
藍
」
と
用
い
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
二
箇
所
で
あ
る
。
前
者
で

は
対
句
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
「
寺
院
」
と
「
伽
藍
」
は
ほ
ぼ
同
義
で
、し
か
も
「
屋
舎
」
と
あ
る
の
で
建
物
が
含
意
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

後
者
で
は
祖
師
た
ち
の
住
む
処
が
意
図
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
雨
露
を
凌
げ
る
建
物
で
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
周
囲
の

敷
地
ま
で
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
る
に
、「
寺
院
」
や
「
寺
」
が
「
僧
伽
藍
」
の
訳
語
だ
と
す
れ
ば
、
如
淨
も
道
元
も
閲
覧
し
て
い

た
可
能
性
の
高
い
『
釈
氏
要
覧
』
で
は
、「
僧
伽
藍
摩
」
の
説
明
中
の
最
末
尾
に
「
或
云
、
毘
呵
羅
（viha

|ra

）。
此
云
、
遊
止
処
。」
と
あ
っ
て）
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、
両
語
が
相
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適
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
で
も
、sa m

4ghâra

|m
a

とviha

|ra

と
が
、
あ
る
意
味
で
同
義
と
さ
れ
る
例
は

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
例
を
、
以
下
に
三
つ
、
甲　

ヴ
ィ
ニ
ー
タ
デ
ー
ヴ
ァ
の
『
律
分
別
語
句
解
説
』
と
、
乙　

玄
奘
の
『
西
域
記
』
と
、
丙　

義
浄
の
『
求
法
高
僧
伝
』
と
よ
り
示
す）

26
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。

　

甲　
〔
教
団
〕
所
有
地
（[sa m

4gha-]a

|ram
a

）
と
い
う
の
は
、
寺
院
（viha

|ra

）
で
あ
る
（[dge ’dun gyi] kun dga ’ ra ba zhes bya ba ni gtsug lag khang 

ngo//

）。

　

乙　

縛
喝
国
（
中
略
）、
城
外
西
南
、
有
納
縛
（nava

、
唐
言
、
新
）
僧
伽
藍
（sa m

4ghâram
a

）。

　

丙　

路
過
縛
渇
羅
、
到
納
婆
毘
訶
羅
（nava-viha

|ra

、
唐
云
、
新
寺
）、
覩
如
来
澡
盥
及
諸
聖
跡
。

　

甲
は
、
律
文
献
、
唯
識
文
献
、
論
理
学
文
献
に
通
暁
し
て
い
た
イ
ン
ド
の
学
僧
の
解
釈
と
し
て
信
頼
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
乙
も
丙
も
、
世
界
宗
教
と

し
て
の
仏
教
展
開
の
拠
点
と
な
っ
た
北
西
イ
ン
ド
か
ら
ほ
ぼ
直
接
に
仏
教
が
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
古
代
バ
ク
ト
リ
ア
（B

actria

）
に
あ
っ
た
同
一
の
寺

院
に
関
す
る
玄
奘
と
義
浄
と
い
う
最
も
信
頼
に
足
る
二
人
の
学
僧
の
報
告
だ
け
に
、
同
じ
施
設
がnava-sa m

4ghâra

|m
a

と
もnava-viha

|ra

と
も
呼
ば
れ

て
い
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る）
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。
従
っ
て
、
あ
る
意
味
でsa m

4ghâra

|m
a

とviha

|ra

は
同
義
と
見
做
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
献
よ
り

も
先
に
更
に
長
い
歴
史
を
も
つ
イ
ン
ド
で
は
、抑
々
仏
教
は
定
住
地
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
、そ
の
後
、寄
進
さ
れ
て
教
団
所
有
地
と
な
っ

た
庭
園
（a

|ra

|m
a

）
や
園
林
（vana

）
や
空
地
（avaka

|śa
）
に
、
寺
（viha

|ra

）
や
楼
閣
（pra

|sa

|da

）
や
散
策
堂
（ca n

4kram
a-ku t

4

）
や
僧
房
（layana

）
や
仏
殿

（gandha-ku t

4

）
や
霊
廟
（caitya

）
や
仏
塔
（stu

|pa

）
な
ど
の
施
設
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
次
第
に
、
前
者
が
「
教
団
所
有
地
（sa m

4ghâra

|m
a

）」、
そ

こ
に
造
ら
れ
る
後
者
、
取
り
分
け
、
寺
は
、「
快
適
に
す
む
場
所
」
の
語
感
を
残
し
つ
つ
も
、
建
造
物
の
意
味
を
強
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

パ
ー
リ
文
献
で
も
、sa m

4ghâra

|m
a

が
明
確
な
形
で
登
場
す
る
の
は
か
な
り
後
代
の
こ
と
に
な
る
よ
う
で）
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、
比
較
的
初
期
の
そ
れ
で
は
、
例
え
ば
、
ジ
ェ
ー

タ
ヴ
ァ
ナ
の
ア
ナ
ー
タ
ピ
ン
ダ
ダ
の
庭
園
に
（Jetavane A

na

|thapi n

4d

4ikassa a
|ram

e, Jetavane A
na

|thapi nd4
4adasyâra

|m
e

）、
あ
る
い
は
、
そ
の
空
地
に
（oka

|se, 

avaka

|śe

）、
①
寺
（viha

|ra

）、
②
楼
閣
（pa

|sa

|da, pra

|sa

|da

）、
③
小
屋
（m

a nd4
4apa
）、
④
個
室
（parive n

4a

）、
⑤
倉
庫
（kot

4t

4haka, ko st4
4haka

） 

、
⑥
集
会
堂

（upa tt4
4ha

|na-sa

|la

|, upastha

|na- śa

|la

|

）、
⑦
散
策
処
（ca n

4kram
a, ca n

4kram
a n

4a

）、
⑧
散
策
堂
（ca n

4kram
ana-sa

|la

|, ca n

4kram
a-ku t

4

）、
⑨
池
（pokkhara n

4, 

pu s

4kari n

4

）、
⑩
庭
園
（a

|ra

|m
a

）
な
ど
が
造
ら
れ
た
、
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
多
い）
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。

　

こ
こ
で
、a

|ra

|m
a

か
らsa m

4ghâra

|m
a

へ
と
い
う
呼
称
の
変
遷
の
問
題
を
離
れ
て
、
律
蔵
の
「
規
則
条
文
（pra

|tim
ok s

4a

）」
中
に
永
くa

|ra

|m
a

の
ま
ま

で
留
ま
っ
て
い
た
用
例
と
し
てadhy-a

|ra

|m
a

（ajjh-a

|ra

|m
a

）
の
語
句
を
含
む
「
自
白
罪
」
第
五
九
条
「
拾
得
物
地
関
与
自
白
罪
（longs pa ’i gzhir gtogs 
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pa ’i ltung byed, *udgr

4h
ta-tala-gata-pa

|yantika

）」
の
条
文
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い）
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。
こ
の
条
文
で
は
、
前
節
辞adhi-（ajjh-

）
の
付
さ
れ
たa

|ra

|m
a

の
解

釈
が
問
題
と
な
る
が
、
左
に
示
す
の
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
を
中
心
と
し
た
第
五
九
条
全
体
の
文
字
通
り
の
意
味
で
の
暫
定
的
拙
訳
で
あ
る
。

　

ま
た
お
よ
そ
い
か
な
る
比
丘
で
あ
れ
、
貴
金
石
（rin po che, ratna, ratana

）
あ
る
い
は
貴
金
石
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
自
ら
の
手
で
取
り
上
げ
あ
る

い
は
取
り
上
げ
さ
せ
る
な
ら
ば
、
所
有
地
に
関
る
（kun dga ’i ra bar gtogs pa, adhya

|ra

|m
a-gata

）
場
合
（’dug pa

）
あ
る
い
は
住
居
に
関
る
（gnas khang 

du gtogs pa, adhya
|va
|sa

）
場
合
を
除
い
て
、
自
白
罪
で
あ
る
。
比
丘
は
、
所
有
地
に
関
る
場
合
あ
る
い
は
住
居
に
関
る
場
合
に
は
、
貴
金
石
あ
る
い
は
貴

金
石
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
次
の
よ
う
に
「
こ
れ
の
持
主
で
あ
る
人
が
〔
後
で
〕
取
り
に
来
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
気
持
ち
で
、
取
り
上
げ
る
べ

き
で
あ
〔
り
取
り
上
げ
さ
せ
る
べ
き
で
あ
〕
る
。
こ
れ
が
、
そ
の
場
合
に
お
け
る
慣
例
（cho ga, sam

aya

）
で
あ
る
。

　

こ
の
条
文
中
の
問
題
の
前
節
辞
の
付
さ
れ
たa

|ra

|m
a

とa

|va

|sa

を
含
む
語
句
は
、
そ
の
「
分
別
」
中
の
解
釈
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る）
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。

　
「
所
有
地
に
関
る
場
合
」
と
い
う
の
は
、
所
有
地
外
に
お
い
て
（kun dga ’i ra ba ’i phyi rol na

）
で
あ
る
。「
住
居
に
関
る
場
合
」
と
い
う
の
は
、
所
有

地
内
に
お
い
て
（kun dga ’i ra ba ’i nang na

）
で
あ
る
（
在
寺
中
、
及
以
、
俗
舎
）。

　

か
か
る
説
明
は
、
仏
教
で
は
「
内
に
」
と
解
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
問
題
の
前
節
辞
を
「
上
に
」
や
「
超
え
て
」
と
解
し
て
、
前
者
を
「
所
有
地
を
超
え

た
と
こ
ろ
に
属
す
（adhya

|ra

|m
a-gata

）」
教
団
所
有
地
外
の
街
中
や
家
々
、
後
者
を
「
住
居
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
属
す
（adhya

|va

|sa-gata

）」
教
団
所
有
地
内

の
敷
地
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と
で
も
推
測
す
る
他
は
な
い
が
、
目
下
の
私
と
し
て
は
こ
れ
以
上
の
詮
索
を
重
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、

語
句
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
解
釈
の
方
を
変
更
し
た
今
の
例
で
は
な
く
、
新
た
な
語
句
を
加
え
て
意
味
を
明
瞭
に
し
た
条
文
の
例
と
し
て
、「
告
白
罪
（so sor 

bshags par bya ba, pratide śan
ya

）」
全
四
条
の
場
合
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。「
告
白
罪
」
と
は
、比
丘
が
教
団
所
有
地
外
で
食
事
に
関
す
る
規
則
を
破
っ

た
場
合
に
、
そ
の
件
を
教
団
に
戻
っ
て
比
丘
た
ち
に
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
罪
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
状
態
を
明
瞭
に
し
よ
う
と
し
た
た

め
で
あ
ろ
う
か
、『
根
本
説
一
切
有
部
律
』
の
「
告
白
罪
」
四
条
の
全
て
に
は
、そ
の
罪
を
犯
し
た
現
場
か
ら
「
外
に
向
か
い
〔
教
団
〕
所
有
地
に
帰
っ
て
（phyi 

rol kun dga ’ ra bar song ste/dong ste, bahir a

|ra

|m
a m

4 gatva

|

）」
比
丘
た
ち
に
そ
の
件
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
の
条
文
中
に
、
今
カ
ッ
コ

で
括
っ
た
語
句
が
挿
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
こ
こ
に
報
告
し
て
お
く）

32
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若
干
脇
道
に
逸
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
、
も
う
一
度
、「
自
白
罪
」
第
五
九
条
に
戻
っ
て
、
そ
の
「
分
別
」
中
の
落
し
物
に
関
す
る
話
の
若
干

を
見
て
お
き
た
い
。
貨
幣
経
済
の
進
展
と
共
に
仏
教
が
大
き
く
展
開
し
た
北
西
イ
ン
ド
で
は
、
落
し
物
も
単
な
る
宝
石
類
な
ど
で
は
な
く
金
貨
な
ど
の
入
っ

た
財
布
も
あ
り
え
た
か
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ー
ナ
ー
ラ
金
貨
（di na ra, d

na

|ra

）
で
一
杯
に
な
っ
た
財
布
の
話
が
、
こ
の
「
分
別
」
中
に
二
話
ほ
ど
出
て
く
る
。
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次
に
示
す
の
は
、
知
恵
者
と
し
て
有
名
な
ヴ
ィ
シ
ャ
ー
カ
ー
・
ム
リ
ガ
ー
ラ
マ
ー
ト
リ
が
子
供
に
自
分
は
財
を
失
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
知
ら
し
め
る

た
め
に
マ
ン
グ
ー
ス
皮
の
よ
う
な
財
布
（sre m

o lta bu ’i rkyal bu, *nakulaka-bhastra

|

）
を
デ
ィ
ー
ナ
ー
ラ
金
貨
で
充
た
し
て
十
字
路
に
置
い
た
が
結
果
的

に
彼
女
の
言
っ
た
通
り
に
財
布
は
奪
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
話
に
続
く
、
第
二
話
で
あ
る）

33
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比
丘
が
所
有
地
に
関
る
と
こ
ろ
で
（kun dga ’i ra bar gtogs pa na, adhya

|ra

|m
a-gate

、
行
至
寺
外
）
デ
ィ
ー
ラ
ー
ナ
金
貨
で
充
た
さ
れ
た
マ
ン
グ
ー
ス
皮

の
よ
う
な
財
布
が
落
ち
て
い
る
の
を
見
た
後
で
、
そ
の
場
に
あ
る
人
が
来
た
の
で
、
彼
は
そ
の
人
に
、「
や
あ
、
お
前
様
、
こ
の
マ
ン
グ
ー
ス
皮
の
よ
う

な
財
布
は
貴
方
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
か
。」
と
言
っ
た
。〔
そ
の
人
〕「
上
人
様
、そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。」〔
上
人
〕「〔
で
は
〕
持
っ
て
行
き
な
さ
い
。」

彼
が
そ
れ
を
持
っ
て
忽
ち
に
し
て
去
っ
て
し
ま
う
と
、
別
な
人
が
頭
を
汗
塗
れ
に
し
て
泣
き
な
が
ら
遣
っ
て
来
て
、
彼
は
言
っ
た
。「
上
人
様
、
貴
方
様

は
マ
ン
グ
ー
ス
皮
の
よ
う
な
財
布
を
御
覧
遊
ば
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
か
。」と
。
そ
の
比
丘
は
言
っ
た
。「
あ
る
人
が
持
っ
て
行
き
ま
し
た
よ
。」と
。
彼〔
の

も
の
〕
は
そ
の
マ
ン
グ
ー
ス
皮
の
よ
う
な
財
布
を
得
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
正
気
を
失
い
心
も
掻
き
乱
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ち
こ
ち
を

探
す
に
も
異
常
な
あ
り
方
で
懊
悩
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
状
況
を
比
丘
た
ち
が
世
尊
に
申
し
上
げ
る
と
、
世
尊
は
仰
っ
た
。「
そ
の
よ
う
に
卒
爾
に
対
言

す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
に
、
マ
ン
グ
ー
ス
皮
の
よ
う
な
財
布
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
い
か
ほ
ど
の
重
さ
の
も
の
か
、
質
す
べ
き
で
あ
る
。
も

し
も
特
徴
に
当
た
っ
て
言
っ
た
な
ら
ば
与
え
る
べ
き
で
あ
り
、
も
し
も
特
徴
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
言
っ
た
な
ら
ば
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
。」
と
。

　

こ
れ
に
続
く
話
で
、
落
と
し
主
が
来
な
い
時
に
は
「
教
団
の
倉
庫
（dge ’dun gyi m

dzod, *sa m

4ghasya ko śa h

4

）
に
入
れ
て
置
く
べ
き
で
あ
る
。」
と
い
う

よ
う
な
指
示
も
出
て
く
る
の
で
、
持
ち
帰
ら
れ
た
拾
得
物
は
「
教
団
所
有
地
」
内
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
拾
得
物
そ
の
も
の
が
あ
っ
た
当

該
話
の
上
引
の
場
所
の
表
現
が
、「
所
有
地
に
関
る
と
こ
ろ
で
」
と
訳
し
た
意
味
よ
り
は
、
先
の
「
分
別
」
中
の
説
明
の
ご
と
く
「
所
有
地
外
に
お
い
て
」

と
い
う
意
味
を
示
唆
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、「
教
団
所
有
地
」
内
部
に
は
、
倉
庫
は
勿
論
、
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
由
来

の
デ
ィ
ー
ナ
ー
ラ
金
貨
も
流
通
す
る
北
西
イ
ン
ド
の
中
で
、
寺
（viha

|ra
、
僧
院
、
寺
院
）
や
香
殿
（gandha-ku t

4

、
仏
殿
）
や
仏
塔
（caitya

）
な
ど
の
建
造
施

設
が
贅
沢
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
状
況
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
律
蔵
の
後
代
に
挿
入
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
話
の
中

に
は
、
僧
院
に
入
っ
た
寄
進
者
や
盗
賊
が
、
傍
に
い
る
「
本
性
住
比
丘
」
で
は
な
く
生
涯
雑
事
に
従
事
し
て
い
る
よ
う
な
比
丘
に
、「
僧
院
（viha

|ra

、
寺
、

寺
院
）」
と
「
廃
墟
（vigata

）」
と
の
違
い
を
尋
ね
た
結
果
、
必
需
品
を
完
備
し
衣
服
な
ど
で
溢
れ
て
い
る
の
が
「
僧
院
」、
か
か
る
も
の
が
欠
如
し
て
い
る

の
が
「
廃
墟
」
で
あ
る
と
返
答
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
化
し
た
掛
け
合
い
問
答
が
、
多
く
の
箇
所
に
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る）
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か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
教
団
所
有
地
（sa m

4ghâra

|m
a

）」
内
に
豊
か
で
華
麗
な
「
僧
院
（viha
|ra

）」
や
「
仏
塔
」
や
「
禅
窟
」
な
ど
を
擁
し
た
仏
教
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施
設
が
、
北
西
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
、
中
国
の
古
都
で
あ
る
洛
陽
な
ど
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
過
程
で
最
も
注
目
さ
れ
た
も

の
の
一
つ
が
先
に
見
た
「
縛
喝
国
」
の“nava-sa m

4ghâra

|m
a ”

即“nava-viha

|ra ”

に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、現
在
は
不
幸
に
し
て
廃
墟
と
し
て
し
か
残
っ

て
い
な
い
中
央
ア
ジ
ア
の
仏
教
施
設
は
、
そ
の
土
地
柄
ゆ
え
に
石
窟
院
が
多
い
が
、
そ
れ
を
通
称
に
従
っ
て
「
禅
定
窟
」
と
し
て
研
究
さ
れ
た
山
部
能
宜

博
士
も
、
か
か
る
石
窟
寺
院
は
、「
禅
定
窟
」
だ
け
を
切
り
離
し
て
個
別
に
見
る
の
で
は
な
く
、
僧
房
窟
、
講
堂
窟
、
礼
拝
窟
な
ど
と
関
連
し
た
一
体
の
も

の
と
見
做
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
最
近
の
研
究
の
成
果
に
注
意
を
促
し
て
お
ら
れ
る）

35
（

。
本
稿
に
お
い
て
、
以
上
の
ご
と
き
「
伽
藍
」
考

を
展
開
し
て
い
る
私
と
す
れ
ば
、
固
よ
り
か
か
る
最
近
の
成
果
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
一
体
化
し
た
仏
教
施
設
が
中
国
語
で
「
寺
」
と

訳
さ
れ
る
が
、
中
国
に
最
初
に
建
造
さ
れ
た
「
寺
」
が
、『
釈
氏
要
覧
』
の
先
に
見
た
「
僧
伽
藍
摩
」
の
次
の
項
目
「
寺
」
に
よ
れ
ば
、
白
馬
寺
と
さ
れ
る）

36
（

。

そ
の
白
馬
寺
の
こ
と
は
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
洛
陽
の
西
の
郊
外
に
あ
る
寺
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
で
は
「
寺
」
と
「
伽
藍
」
は

ほ
ぼ
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
も
の
の
、
説
明
中
に
「
伽
藍
」
が
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
四
例
で
あ
る）

37
（

。

　

①
寺
数
最
多
、
不
可
遍
写
、
今
之
所
録
、
止
大
伽
藍
。（
寺
の
数
は
な
か
な
か
多
く
、
と
て
も
全
部
は
書
き
切
れ
ぬ
た
め
、
こ
こ
に
書
き
留
め
た
の
は
大
伽
藍
だ

け
に
と
ど
ま
る
。）

　

②
〔
景
明
寺
有
三
池
、
…
〕
伽
藍
之
妙
、
最
為
称
首
。（〔
境
内
に
は
三
つ
の
池
が
あ
り
、
…
〕
伽
藍
の
見
事
さ
は
、
こ
の
寺
が
ま
さ
に
筆
頭
で
あ
っ
た
。）

　

③
〔
閹
官
王
桃
湯
所
立
、
王
典
御
寺
、〕
時
閹
官
伽
藍
、
皆
為
尼
寺
、
唯
桃
湯
所
建
僧
寺
、
世
人
称
之
英
雄
。（〔
宦
官
の
王
桃
湯
が
建
て
た
、
王
典
御
寺
、〕

当
時
、
宦
官
の
伽
藍
は
み
な
尼
寺
だ
っ
た
が
、
桃
湯
だ
け
は
僧
寺
を
造
っ
た
の
で
、
世
人
は
彼
を
英
雄
だ
と
讃
え
た
。）

　

④
〔
西
域
烏
場
国
胡
沙
門
曇
摩
羅
所
立
、
法
雲
寺
、〕
伽
藍
之
内
、
花
果
蔚
茂
、
芳
草
蔓
合
、
嘉
木
被
庭
。（〔
西
域
の
烏
場
国
の
沙
門
曇
羅
が
建
て
た
、
法

雲
寺
は
、〕
伽
藍
の
中
は
草
花
や
果
樹
が
茂
り
合
い
、
香
ぐ
わ
し
い
草
々
が
延
び
広
が
り
、
美
し
い
樹
々
が
庭
を
覆
っ
て
い
た
。）

　

以
上
で
も
分
か
る
通
り
、「
寺
」
と
「
伽
藍
」
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
が
、「
寺
の
境
内
に
は
池
が
あ
り
」「
伽
藍
の
中
に
は
草
木
が
あ
る
」
と
解
さ
れ
る
か
ら
、

「
伽
藍
」
と
「
寺
」
と
を
一
応
区
別
し
て
、「
教
団
所
有
地
（sa m

4ghâra

|m
a

）」
た
る
「
伽
藍
」
と
「
境
内
」
に
、
建
物
と
し
て
の
寺
も
池
も
草
木
も
あ
る
と

見
做
し
て
も
大
き
な
過
誤
に
は
な
る
ま
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
道
宣
が
『
四
分
律
行
事
鈔
』
で
言
及
し
て
い
る
「
伽
藍
」
や
「
僧
伽
藍
」
も
か
か

る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
て
差
支
え
な
い
と
思
う
が
、
そ
れ
ら
二
〇
箇
所
程
の
例
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
道
元
も
同
じ
く
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』

「
供
養
諸
仏
」
で
引
用
す
る
、『
摩
訶
僧
祇
律
』
言
及
箇
所
だ
け
を
取
り
上
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い）

38
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因
み
に
、『
摩
訶
僧
祇
律
』
は
、
道
宣
所
釈
の
『
四

分
律
』
が
法
蔵
部
（D

harm
aguptaka

）
所
属
で
あ
る
の
に
対
し
て
、大
衆
部
（M

aha

|sa

|m

4ghika
）
所
属
の
律
で
あ
る
こ
と
は
、周
知
さ
れ
て
い
る
と
は
思
う
が
、
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書
き
添
え
て
置
く
。
当
該
箇
所
は
、「
教
団
所
有
地
」
に
礼
拝
対
象
で
あ
る
仏
塔
を
い
か
に
造
る
べ
き
か
を
問
題
に
し
た
部
分
で
あ
り
、
そ
こ
で
道
宣
は
関

連
経
律
を
示
し
て
こ
の
問
題
を
論
じ
る
が
、
こ
の
引
用
は
そ
の
一
節
で
あ
る
。

　

僧
祇
。
塔
事
者
、
起
僧
伽
藍
時
、
先
規
度
好
地
作
塔
処
。
其
塔
、
不
得
在
南
在
西
、
応
在
東
在
北
。
不
得
、
僧
地
侵
仏
地
。
仏
地
、
不
得
侵
僧
地
。

　

こ
れ
は
、『
摩
訶
僧
祇
律
』
に
よ
れ
ば
、
仏
塔
関
連
で
「
教
団
所
有
地
」
を
敷
設
す
る
場
合
は
、
先
ず
仏
塔
に
相
応
し
い
土
地
を
選
び
、
そ
の
仏
塔
は
寺

院
の
南
や
西
で
は
な
く
必
ず
東
か
北
に
定
め
る
べ
き
で
あ
り
、
完
成
後
は
、
仏
塔
の
あ
る
塔
地
と
寺
院
な
ど
の
あ
る
僧
地
と
は
別
管
理
で
あ
る
、
と
さ
れ

る
と
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
塔
地
と
僧
地
が
別
管
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
衆
部
な
ら
ず
と
も
他
の
部
派
で
も
一
般
的
に
認
め
ら
れ

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
説
一
切
有
部
で
は
、
金
銭
上
の
管
理
さ
え
両
者
は
別
会
計
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
の
で
、
こ
こ

で
再
説
す
る
こ
と
は
し
な
い）
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大
切
な
こ
と
は
、
仏
教
が
伝
播
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
か
か
る
塔
地
や
僧
地
を
擁
し
た
「
教
団
所
有
地
（
伽
藍
）」
が
形

成
展
開
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
伝
統
的
部
派
仏
教
の
伽
藍
に
お
い
て
、
経
の
伝
承
も
律
の
増
広
も
論
の
議
論
も
大
乗
経
典
の
創
作
読

誦
も
行
わ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
日
本
に
も
仏
教
が
伝
わ
り
、
そ
の
最
初
期
に
造
ら
れ
た
最
大
級
の
伽
藍
が
飛
鳥
の
「
大

官
大
寺
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
造
営
着
手
を
伝
え
る
『
日
本
書
記
』
の
舒
明
天
皇
九
年
（
六
三
七
年
）
七
月
の
行
は
左
の
通
り
で
あ
る）
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詔
し
て
曰
は
く
、「
今
年
、大
宮
及
び
大
寺
を
造
作
ら
し
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
即
ち
百
済
川
の
側
を
以
て
宮
処
と
す
。
是
を
以
て
、西
の
民
は
宮
を
造
り
、

東
の
民
は
寺
を
作
る
。
便
に
書
直
県
を
以
て
大
匠
と
す
。

　

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
大
寺
」
が
「
大
伽
藍
」
の
こ
と
で
、
そ
の
建
造
を
指
揮
し
た
「
大
匠
」
が
「
書
直
県
」、
そ
の
指
揮
の
下
で
工
事
に
従
事
し
た

の
が
「
民
」
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
以
来
の
仏
教
が
定
着
し
た
教
団
に
お
い
て
は
、
伽
藍
建
設
を
指
揮
し
た
の
が
「
現
場
監
督
（nava-karm

ika

）」
の
比
丘
、

現
場
で
働
い
た
の
が
「
教
団
所
属
（sa

|m

4ghika

）」
の
「
守
園
人
（a

|ra

|m
ika

）」
や
「
奴
婢
（da

|s
-da

|sa

）」
で
あ
っ
た
他
は
、
そ
の
伽
藍
建
設
の
実
態
は
ほ
ぼ

同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
仏
教
が
定
着
し
た
日
本
で
は
、
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
伽
藍
建
設
が
進
む
が
、『
続
日
本
紀
』
に
は
「
伽
藍
」

の
用
例
は
六
箇
所
に
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
に
は
、
石
上
宅
嗣
の
寄
進
し
た
阿
閦
寺
に
関
す
る
、
桓
武
天
皇
、
天
応
元
年
（
七
八
一
年
）
六
月
の
行
だ

け
を
示
し
て
お
き
た
い）
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〔
宅
嗣
は
〕
そ
の
旧
宅
を
捨
て
て
阿
閦
寺
と
す
。
寺
の
内
の
一
隅
に
、
特
に
外
典
の
院
を
置
き
、
名
け
て
芸
亭
と
曰
ふ
。
如
し
好
学
の
徒
有
り
て
就
き

て
閲
せ
む
と
欲
ふ
者
に
は
恣
に
聴
せ
り
。
仍
て
条
式
を
記
し
て
後
に
貽
せ
り
。
そ
の
略
に
曰
は
く
、「
内
外
の
両
門
、
本
一
体
と
為
り
。
漸
と
極
と
は
異

な
る
に
似
た
れ
ど
も
、
善
く
誘
け
ば
殊
な
ら
ず
。
僕
、
家
を
捨
て
て
寺
と
し
、
心
を
帰
す
る
こ
と
久
し
。
内
典
を
助
け
む
が
為
に
外
書
を
加
へ
置
く
。
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地
は
是
れ
伽
藍
な
り
。
事
須
ら
く
禁
戒
す
べ
し
。
庶
は
く
は
、
同
じ
き
志
を
以
て
入
る
者
は
、
空
有
に
滞
る
こ
と
無
く
し
て
兼
ね
て
物
我
を
忘
れ
、
異

代
に
来
ら
む
者
は
、
塵
労
を
超
え
出
で
て
覚
地
に
帰
せ
む
こ
と
を
」
と
い
ふ
。

　

こ
れ
は
、
旧
宅
を
寺
と
し
て
寄
進
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
地
で
あ
る
「
伽
藍
」
に
外
典
の
院
や
寺
の
建
物
が
あ
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

ま
で
に
見
て
き
た
「
教
団
所
有
地
」
に
寺
な
ど
の
建
物
が
あ
る
と
い
う
イ
ン
ド
以
来
の
慣
例
は
守
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
る
に
、
そ
れ
か
ら

八
〇
〇
年
近
く
を
経
た
一
五
六
五
年
の
大
坂
の
大
火
に
よ
る
本
願
寺
焼
失
に
関
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
宣
教
師
フ
ロ
イ
ス
の
『
日
本
史
』
に
お
け
る
記
述
は
、
次

の
通
り
で
あ
る）
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そ
れ
は
恐
る
べ
き
大
火
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
富
裕
で
あ
っ
た
仏
僧
の
城
も
御
殿
も
、
ま
た
日
本
中
で
も
っ
と
も
華
麗
な
寺
院
の
一

つ
で
あ
っ
た
（
寺
院
）（hum

 dos m
ais sum

ptuozos tem
plos que havia em

 Japão

）
も
、
灰
燼
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
〔
か
ら
で
あ
る
〕。

　

こ
の
「
寺
院
（tem

plo

）」
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
宣
教
師
が
用
い
て
い
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
先
に
見
た
『
日
葡
辞
書
』
の
「
伽
藍
」
や
「
七
堂
伽
藍
」
の

説
明
中
の“tem

plo ”

と
大
差
な
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
見
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
現
在
参
照
可
能
な
仏
教
関
係
の
大
き
な
辞
書
で
も
、
現
在

の
国
語
辞
典
と
は
異
な
っ
て
、「
伽
藍
」
に
あ
る
「
寺
院
」
と
い
う
意
味
は
押
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

43
（

。
一
方
、
道
元
の
『
宝
慶
記
』
が

一
二
二
三
（
貞
応
二
）
年
か
ら
一
二
二
七
（
安
貞
元
）
年
の
在
宋
中
の
メ
モ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
問
答
が
交
わ
さ
れ
た
の
は
、
極
め
て
大
雑
把
に
言
え
ば
、
上

記
の
阿
閦
寺
の
寄
進
と
本
願
寺
の
焼
失
と
が
あ
っ
た
、
そ
の
両
者
の
中
間
位
の
時
代
に
当
た
る
。
そ
こ
で
の
寺
院
の
使
わ
れ
方
も
、「
伽
藍
に
お
け
る
四
種

の
寺
院
の
様
態
」
と
い
う
よ
う
に
他
と
同
様
の
読
み
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、『
宝
慶
記
』
の
当
該
箇
所
の
他
と
突
出
し
て
異
な
っ
て
い
る
特
異
点
は
、
禅
院

を
優
位
に
立
て
な
が
ら
、
寺
院
を
四
種
に
分
類
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
道
元
の
質
問
が
、
寺
院
と
い
え
ば
禅
院
ば
か
り
と
言
っ
て
よ

い
よ
う
な
宋
代
の
仏
教
界
を
反
映
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
仏
教
を
重
ん
じ
「
禅
宗
」
と
称
す
る
こ
と
を
あ
れ
ほ
ど
忌
避
し
た
道
元
に
し
て
も
や
は

り
時
代
の
子
で
あ
っ
た
か
と
感
じ
ざ
る
を
え
な
い）

44
（

。
そ
し
て
、
そ
の
四
種
中
の
「
徒
弟
院
」
も
ま
た
、「
つ
ち
い
ん
」
と
い
う
宋
音
読
み
が
伝
承
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
宋
代
に
顕
著
と
な
っ
た
寺
院
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
「
徒
弟
」
と
は
、『
釈
氏
要
覧
』
に
よ
れ
ば
、「
徒
弟
、
謂
、
門
徒

弟
子
略
之
也
」
で
あ
り
、
ま
た
、
別
な
箇
所
の
割
注
で
は
、
主
事
た
り
う
る
四
員
を
示
し
た
後
で
「
上
之
四
人
、
皆
不
用
本
処
徒
弟
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

「
本
処
徒
弟
」
と
は
、「
本
性
住
比
丘
」
と
は
逆
に
、「
本
性
住
（
本
処
）
徒
弟
」
の
こ
と
で
、
生
涯
管
理
の
役
職
に
は
就
き
え
ぬ
者
を
指
し
、
彼
ら
の
集
っ

た
施
設
を
「
徒
弟
院
」
と
呼
ん
だ
可
能
性
も
推
測
さ
れ
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
そ
の
差
別
の
実
態
は
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、「
伽
藍
」
に

は
直
接
関
係
な
い
の
で
略
す）

45
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。
す
る
と
、
残
る
は
、「
教
院
」
と
「
律
院
」
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
本
来
別
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で



九
九

伽
藍
考
（
袴
谷
）

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
仏
教
寺
院
に
い
る
出
家
者
は
、
そ
れ
が
属
す
る
部
派
の
「
生
活
」「
習
慣
」
の
規
定
集
で
あ
る
「
律
蔵
」
に
従
っ
て
行
動
し
な
が
ら
、

「
哲
学
」「
思
想
」
の
集
大
成
で
あ
る
「
経
蔵
」
や
「
論
蔵
」
に
従
っ
て
思
索
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
以
上
、
行
動
と
思
索
が
別
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
然
や
親
鸞
や
道
元
や
日
蓮
が
「
学
習
諸
義
」
し
た
比
叡
山
延
暦
寺
は
、
時
代
と
共
に
「
学
習
諸
義
」
は
廃
れ
「
修
道

禅
行
」
が
選
っ
て
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
、
宣
教
師
フ
ロ
イ
ス
に
さ
え
、「
比
叡
山
の
大
学
（a universidade de F

iyenoyam
a

）
や
そ
こ
に
建
て
ら

れ
た
寺
院
や
僧
院
（os tem

plos e m
osterios que aqui estão edificados

））
46
（

」
と
し
て
の
、「
比
叡
山
」
と
い
う
「
教
団
所
有
地
（
伽
藍
）」
に
大
学
や
寺
院
や
僧

院
な
ど
の
あ
る
一
体
の
施
設
と
映
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、唐
代
に
形
成
さ
れ
宋
代
に
大
成
さ
れ
た
禅
宗
は
、「
経
蔵
」
や
「
論
蔵
」
に
よ
る
「
学

習
諸
義
」
を
捨
て
、「
律
蔵
」
に
よ
る
「
修
道
禅
行
」
を
突
出
さ
せ
た
上
で
、
そ
の
「
律
蔵
」
を
「
清
規
」
に
差
し
替
え
ん
と
し
た
。
そ
の
静
か
な
激
変
の

様
を
、
宗
賾
撰
『
禅
苑
清
規
』
の
末
尾
に
付
せ
ら
れ
た
「
百
丈
規
縄
頌
」
は
左
の
よ
う
に
記
し
て
い
る）

47
（

。

　

按
、
百
丈
大
智
禅
師
、
以
禅
宗
肇
、
自
少
室
至
曹
渓
、
已
来
多
居
律
寺
、
雖
則
別
院
、
然
於
説
法
住
持
、
未
合
軌
度
故
、
常
爾
介
懐
。（
中
略
）
於
是

創
意
、
別
立
禅
居
。　
　

昔
時
居
律
寺　
　

別
院
啓
禅
門　
　

大
智
禅
師
後　
　

方
知
祖
道
尊

　

こ
れ
は
、
百
丈
に
託
け
て
、
禅
宗
が
達
磨
（
少
室
）
よ
り
慧
能
（
曹
渓
）
に
始
ま
っ
て
以
来
、
仕
方
な
く
律
院
に
仮
住
ま
い
し
て
き
た
も
の
の
、
そ
こ
で

は
齟
齬
す
る
こ
と
が
多
く
、
な
ん
と
か
そ
れ
を
改
め
よ
う
と
気
に
か
け
て
き
た
（
介
懐
）
が
、
遂
に
百
丈
の
後
に
、
禅
院
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
、

と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
静
か
な
激
変
こ
そ
、
ジ
ラ
ー
ル
教
授
が
先
の
「
論
文
要
旨
」
に
お
い
て
、
日
本
の
鎌
倉
時
代
に
持
ち
込
み
重
ね

合
わ
せ
て
、「
既
成
仏
教
」
に
「
代
わ
」
っ
た
「
新
仏
教
的
な
性
格
」
と
指
摘
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、こ
の
変
化
は
「
古
い
も
の
」
か
ら
「
新

し
い
も
の
」
へ
の
「
豹
変
」
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
由
来
の
古
い
「
生
活
」「
習
慣
」
を
中
国
由
来
の
よ
り
一
層
古
い
「
生
活
」「
習
慣
」
に
「
革
面
」
し
た

だ
け
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
道
元
自
身
、「
禅
院
」
を
優
位
に
置
く
四
種
の
寺
院
へ
の
言
及
は
、
在
宋
中
だ
け
で
あ
っ
て
、
帰
朝
後
に
か
か
る
形

跡
は
認
め
ら
れ
ず
、「
禅
院
」
と
「
教
院
」
と
へ
の
言
及
が
散
在
的
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
道
元
の
帰
朝
後
の
著
述

の
確
認
に
移
る
前
に
、『
宝
慶
記
』
当
該
箇
所
の
道
元
の
質
問
中
よ
り
、
イ
「
教
院
」
に
関
す
る
行
と
、
ロ
「
禅
院
」
に
関
す
る
行
を
引
い
て
お
く）
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。

　

イ
道
元
、
徧
く
経
論
師
の
見
解
を
観
る
に
、
一
代
の
経
律
論
を
解
了
す
る
こ
と
、
独
り
智
者
禅
師
の
み
最
も
勝
れ
た
り
。
謂
つ
べ
し
、
光
前
絶
後
な

り
と
。（
中
略
）〔
し
か
る
に
、
智
者
禅
師
の
法
嗣
〕
慧
聞
禅
師
は
中
観
論
に
依
る
と
い
え
ど
も
、
た
だ
所
造
の
論
文
を
披
く
の
み
に
し
て
、
未
だ
能
造
の

龍
樹
に
遇
わ
ず
。
ま
た
、
未
だ
曾
て
龍
樹
の
印
可
を
蒙
ら
ざ
る
な
り
。

　

ロ
今
、
禅
院
と
称
す
る
は
、
天
下
の
甲
刹
、
諸
山
の
大
寺
な
り
。
衆
を
容
る
る
こ
と
千
に
余
り
、
屋
舎
は
百
に
余
る
。
前
楼
後
閣
、
西
廊
東
廡
、
あ
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た
か
も
皇
居
の
ご
と
し
。
こ
の
儀
は
、
必
ず
こ
れ
仏
祖
の
面
授
口
説
な
ら
ん
。
構
う
べ
き
を
構
え
、
建
つ
べ
き
を
建
つ
、
豊
屋
を
先
と
な
す
べ
か
ら
ざ

る
も
の
か
。
朝
参
暮
請
も
、
定
ん
で
初
祖
の
直
指
た
ら
ん
。
文
に
依
っ
て
義
を
解
す
輩
に
は
、
比
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
こ
の
儀
を
も
っ
て
正
と
な
す

べ
き
か
。
道
元
が
疑
う
と
こ
ろ
は
、
我
が
仏
世
尊
の
世
間
に
出
現
し
た
ま
う
に
は
、
必
ず
古
仏
の
儀
式
に
依
り
た
も
う
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
本
稿
の
課
題
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
師
に
対
し
て
道
元
が
自
分
の
こ
と
を
言
う
一
人
称
が
「
道
元
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
用
法
は
『
宝
慶
記
』
中
に
か
な
り
多
く
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
目
上
の
師
に
対
し
て
自
分
を
客
観
視
し
て
呼
ぶ
こ
と

で
尊
敬
の
意
を
表
す
当
時
の
中
国
で
の
一
般
的
用
法
か
と
私
は
理
解
し
て
い
る
が
、
道
元
が
帰
朝
直
後
に
日
本
語
で
著
し
た
『
弁
道
話
』
で
は
、
版
本
に

よ
り
、「
予
」
と
あ
る
べ
き
が
「
道
元
」
と
あ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
留
意
し
て
お
く
価
値
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い）
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。
し
か
し
、
そ
れ
は
扨
措
き
、
右
引
イ

ロ
の
問
題
点
に
移
ろ
う
。
イ
は
、道
元
が
四
種
の
寺
院
中
「
禅
院
」
に
次
い
で
高
く
評
価
す
る
「
教
院
」
に
つ
い
て
の
問
で
あ
る
が
、か
く
評
価
し
な
が
ら
、

そ
の
不
備
を
、
龍
樹
に
直
接
面
授
し
て
印
可
証
明
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
に
求
め
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ロ
は
、
そ
の
逆
で
、「
禅
院
」
に
つ
き
、
こ

の
伝
統
で
は
、
仏
祖
に
面
授
し
初
祖
に
直
指
し
て
い
る
か
ら
、「
文
に
依
っ
て
義
を
解
す
輩
」
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
「
禅
院
」
の
伝
統
は
優
れ
て
い
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、「
い
か
な
る
か
正
見
と
」「
学
習
す
べ
し
」
と
言
っ
た
晩
年
の
道
元
な
ら
、
そ
の
た
め
に
は
、
経
典
や
論
典
に
基
づ
き
、
正

し
く
「
文
に
依
っ
て
義
を
解
」
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
か
も
し
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
帰
朝
後
の
道
元
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、

四
種
の
寺
院
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
伽
藍
に
つ
い
て
も
、
か
か
る
「
寺
院
」
に
関
連
し
て
で
は
な
く
、
見
出
し
う
る
四
例
中
の
三
例
ま
で
が
、

十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
他
典
籍
か
ら
の
引
用
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、「
禅
」
が
「
仏
教
」
を
排

除
す
る
理
論
で
も
あ
る
こ
と
を
加
味
し
、「
禅
院
」
や
「
禅
寺
」
と
い
う
呼
称
は
、
可
能
な
限
り
避
け
る
の
が
賢
明
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る）
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さ
て
最
後
に
、
上
記
の
三
例
中
、
既
に
触
れ
た
一
例
を
除
く
残
り
二
つ
の
一
方
は
、「
順
現
法
受
業
」
に
関
連
し
て
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
一
節
を
引
く
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
節
は
「
熊
本
生
譚
（R

4k s

4a-ja

|taka

）」
と
称
し
て
も
よ
い
ほ
ど
他
の
典
籍
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
話
な
の
で
、
典
籍
に
よ
り
微
妙
な
違
い

も
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
、『
破
僧
事
』
を
中
心
に
、「
教
団
所
有
地
（sa m
4ghâra

|m
a

）」
と
「
教
団
寺
院
（*sa

|m

4ghika- viha

|ra-

）」
と
両
様
の
用
例
も
確
か

め
得
る
、
そ
の
話
の
大
筋
を
紹
介
し
て
、
結
び
に
向
か
い
た
い）
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。

　

大
昔
、
柴
を
売
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
貧
者
（daridra-puru s

4a, m
i dbul po

）
が
、
山
林
で
悪
天
候
に
遇
っ
て
死
に
そ
う
に
な
っ
た
の
を
、
熊
（r

4k s

4a, 

dom

）
が
熱
心
に
介
護
し
て
助
け
る
が
、
貧
者
が
命
拾
い
し
て
帰
っ
た
時
に
猟
師
（m

r
4ga-lubdhaka, rngon pa

）
に
会
い
、
熊
か
ら
は
報
恩
（pratyupaka

|ra, 

lan glan pa

）
を
願
う
な
ら
自
分
の
住
処
で
あ
る
洞
窟
（guha

|, phug

）
の
こ
と
を
他
人
に
話
さ
ぬ
こ
と
と
言
わ
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
熊
の
話
を
し
て
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し
ま
う
。
猟
師
は
、
熊
を
殺
し
た
な
ら
ば
そ
の
肉
の
分
け
前
を
多
く
与
え
る
か
ら
と
て
、
貧
者
を
説
得
し
、
二
人
で
熊
の
洞
窟
に
行
っ
て
目
的
を
果
た
す
。

し
か
し
、
貧
者
が
分
け
前
の
肉
を
取
ろ
う
と
す
る
や
、
両
手
が
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
猟
師
の
方
は
そ
れ
を
見
て
驚
き
立
ち
去
っ
た
が
、
そ
の
未
曽
有
の

事
件
を
知
っ
た
大
群
衆
が
そ
こ
に
集
ま
り
、
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
（B

rahm
adatta, Tshangs sbyin

）
王
も
そ
こ
に
来
た
。
一
方
、
そ
の
山
の
一
画
に
教
団
所

有
地
（sa m

4ghâra
|m

a, dge ’ dun gyi gtsug lag khang

）
が
あ
っ
た
が
、
王
は
こ
の
件
を
そ
の
比
丘
教
団
（bhik s

4u-sa m

4gha, dge slong gi dge ’ dun

）
に
知
ら

せ
る
べ
き
で
あ
る
と
て
熊
の
皮
（carm

an, pags pa

）
を
取
っ
て
教
団
所
有
地
に
行
き
、
比
丘
た
ち
と
相
談
の
上
で
、
熊
を
火
葬
し
（dhya

|pita, sregs

）、

そ
の
一
画
に
大
き
な
塔
を
建
て
さ
せ
て
（m

aha

|n stu

|pa h

4 prati st4
4ha

|pita h

4, m
chod rten chen po byed du bcug

）
供
養
し
た
。
以
上
の
過
去
世
を
語
っ
た
世

尊
の
結
論
で
は
、
そ
の
時
の
熊
が
自
分
で
あ
り
、
あ
の
恩
を
知
ら
ず
（ak r

4tajña, byas pa m
i gzo ba

）
恩
に
感
じ
な
い
（ak r

4tavedin, byas pa m
i tshor ba

）

貧
者
こ
そ
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
（D

evadatta, lH
a sbyin

）
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　

か
か
る
悲
惨
な
本
生
譚
（ja

|t aka

）
は
、
過
去
世
の
み
な
ら
ず
現
在
世
に
も
い
か
な
る
民
族
に
も
常
に
起
っ
て
い
る
「
生
活
」「
習
慣
」
に
根
差
し
た
「
古

い
も
の
」
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
説
教
者
の
材
料
に
は
さ
せ
ぬ
た
め
、
霊
魂
（a

|tm
an

）
に
訴
え
る
没
我
の
「
離
繋
（A

bgeschiedenheit

）」
に
は
逃

げ
込
ま
ず
、「
知
的
な
議
論
（intellectual argum
ent
）」
を
す
る
「
意
識
（m

ano-vijña

|na

）」
を
も
っ
て
、
民
族
や
党
派
を
突
き
抜
け
、
普
遍
的
な
正
し
い
仏

教
の
「
哲
学
」「
思
想
」
を
追
究
し
た
い
も
の
で
あ
る）
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註
（
以
下
で
用
い
ら
れ
る
略
号
は
、
本
稿
註
27
所
掲
拙
稿
前
者
、
八
│
九
頁
の
表
の
そ
れ
に
従
う
）

（
1
）
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
）、
七
頁
、
二
五
頁
、
註
6
参
照
。

（
2
）Vocabvlario da L

in
gao de Iapam

, 1603

（
影
印
、岩
波
書
店
、一
九
六
〇
年
）, A

 a, p.229, L., A
 b, Svpplem

ento, p.785, L.

：
土
井
忠
生
、森
田
武
、長
南
実
編
訳『
邦

訳　

日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）、
Ａ
ａ
、
二
九
三
頁
、
左
、
Ａ
ｂ
、
七
六
一
頁
、
右
、
参
照
。

（
3
）W

ebster’s N
ew

 U
n

iversal U
n

abridged D
iction

ary, Second E
dition, N

ew
 York, 1979, B

 a, p.1877, col.3, B
 b, p.1159, col.3, B

 c, p.286, col.1

参
照
。

（
4
）
斎
藤
秀
三
郎
、
豊
田
実
増
補
『
熟
語
本
位　

英
和
中
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
）、
Ｃ
ａ
、
一
四
七
〇
頁
、
Ｃ
ｂ
、
八
八
八
頁
、
Ｃ
c
、
一
六
九
頁
参
照
。

（
5
）『
斎
藤　

和
英
大
辞
典
』（
一
九
二
八
年
、
名
著
普
及
会
覆
刻
、
一
九
七
九
年
）、
一
六
六
頁
参
照
。

（
6
）『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
Ｄ
ａ
イ
、
第
三
巻
、
一
一
〇
三
頁
、
Ｄ
ｂ
イ
、
第
六
巻
、
七
九
九
頁
、『
広
辞
苑
』
第
七
版
（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
八
年
）、
Ｄ
ａ
ロ
、
六
二
七
頁
、
Ｄ
ｂ
ロ
、
一
三
〇
〇
頁
参
照
。

（
7
）
大
久
保
道
舟
編
『
古
本
校
定　

正
法
眼
蔵
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）、
順
次
に
、
五
八
三
頁
、
六
六
三
頁
、
六
七
二
頁
、
六
八
四
頁
参
照
。
対
応
の
石
井
修
道

訳
註
書
に
つ
い
て
は
、
後
註
50
参
照
。
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（
8
）こ
の
ラ
ッ
セ
ル
の
言
に
つ
い
て
は
、拙
稿「
仏
教
文
学
に
お
け
る
家（g r

4ha

）と
子
供（putra

）」『
駒
沢
大
学
仏
教
文
学
研
究
』第
二
五
号（
二
〇
二
二
年
二
月
刊
行
予
定
）、

註
20
参
照
。

（
9
）
岸
本
葉
子
「
な
つ
か
し
い
一
冊
」『
毎
日
新
聞
』
朝
刊
、
二
〇
二
一
年
八
月
十
四
日
、
九
面
参
照
。
そ
の
紹
介
対
象
が
、
柴
田
治
三
郎
訳
『
日
本
の
弓
術
』（
岩
波
文

庫
、
一
九
八
二
年
）
で
あ
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
語
原
書
は
、D

ie ritterliche K
u

n
st des B

ogen
schiessen

s, 1936

で
あ
る
が
、
私
は
未
見
。
こ
れ
の
決
定
版
と
さ
れ
る
、

E
ugen H

errigel, Z
en

 in
 der K

u
n

st des B
ogen

schieβ
en

s, 1948, 45. A
uflage, O

.W
.B

arth, 2004

に
は
、R

.F.C
.H

ull(tr.), Z
en

 in
 the A

rt of A
rchery, 1953 , 

V
intage B

ooks, R
andom

 H
ouse, 1989

、
稲
富
洋
次
郎
、
上
田
武
訳
『
弓
と
禅
』（
一
九
五
六
年
、
福
村
出
版
改
版
、
一
九
八
一
年
）
な
ど
の
各
国
語
訳
が
あ
る
が
、

私
の
所
持
し
て
い
る2004

年
版
原
書
や
英
訳
に
は
あ
る
も
の
の
、
稲
富
、
上
田
訳
に
は
な
い
、
鈴
木
大
拙
の
序
文
が
、
厳
格
な
意
味
で
い
つ
か
ら
付
せ
ら
れ
た
の
か
は
目

下
の
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
な
お
、
英
訳
か
ら
の
重
訳
に
は
、
藤
原
正
彦
監
訳
、
藤
原
美
子
訳
『
無
我
と
無
私
』（
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
が
、

当
然
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
の
大
拙
の
序
文
は
な
く
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
そ
の
翻
訳
姿
勢
に
は
色
々
問
題
が
あ
ろ
う
。

（
10
）
柴
田
右
記
訳
書
、
一
〇
三
│
一
〇
四
頁
。
な
お
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
のabegescheidenheit

に
関
し
て
は
、
拙
稿
「「
十
牛
図
」
の
背
景
と
し
て
の
禅
理

論
」『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
第
三
一
号
（
二
〇
一
九
年
十
二
月
）、
八
九
頁
、
註
40
も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、「
離
繋
（visa m

4yoga

）」
に
つ
い
て
は
、

A
bhidharm

akośabha

|s

4ya( P
radhan ed.) , p.91, l.24-p.92, l.6

：
櫻
部
建
『
倶
舎
論
の
研
究　

界
・
根
品
』（
法
蔵
館
、
一
九
六
九
年
）、
三
七
七
頁
参
照
の
こ
と
。

（
11
）Lord R

ussell of Liverpool, T
he Scou

rge of the Sw
astika : A

 Short H
istory of N

azi W
ar C

rim
es, P

hilosophical Library, 1954, p.226

：
大
沢
基
訳
『
人

工
地
獄　

ナ
チ
ス
戦
争
犯
罪
小
史
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
五
七
年
）、
二
一
〇
頁
。
こ
こ
で
の
引
用
冒
頭
に
あ
る
「
一
九
三
五
年
」
は
、
原
書
に
照
ら
し
、
誤
植
と
見
做

し
て
、「
一
九
三
九
年
」
に
訂
正
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
を
知
り
得
た
の
は
、
竹
山
道
雄
『
妄
想
と
そ
の
犠
牲
』、
竹
山
道
雄
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
II
（
藤
原
書
店
、

二
〇
一
七
年
）、
二
八
頁
に
よ
る
。

（
12
）
原
漢
文
な
れ
ど
、
引
用
は
、『
続
日
本
紀
』
四
、
新
日
本
古
典
大
系
15
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）、
三
二
一
│
三
二
三
頁
に
よ
る
。
な
お
、
同
、
三
二
一
頁
、
脚

注
24
、
五
四
八
頁
、
補
注
31
│
二
二
、
ま
た
、G

irard

（
後
註
18
）、
一
二
九
頁
（
横
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
）「
学
習
諸
義
」
と
「
修
道
禅
行
」
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
拙
書
『
日
本
仏
教
文
化
史
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）、
七
三
│
七
四
頁
、
八
八
│
九
三
頁
参
照
。
な
お
、

こ
の
対
立
に
関
し
て
は
、
前
者
の
権
力
者
側
に
立
つ
道
鏡
の
後
者
に
対
す
る
圧
力
も
看
過
で
き
な
い
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
常
に
あ
る
「
新
し
い
も
の
」
に
対
す
る
「
古

い
も
の
」
の
抵
抗
の
あ
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

（
14
）
池
田
魯
参
『『
宝
慶
記
』　

道
元
の
入
宋
求
法
ノ
ー
ト
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）、
五
九
│
六
四
頁
、
伊
藤
秀
憲
訳
註
『
宝
慶
記
』、
原
文
対
照
現
代
語
訳
道
元

禅
師
全
集
、
第
一
六
巻
（
春
秋
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
二
│
二
四
頁
参
照
。
原
漢
文
な
れ
ど
、
引
用
は
、
後
者
の
、
二
二
頁
、
二
三
頁
に
よ
る
。

（
15
）
拙
書
『
仏
教
文
献
研
究
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
三
年
）、
五
〇
│
五
五
頁
、
特
に
、
五
一
頁
参
照
。

（
16
）
大
久
保
前
掲
編
書
（
前
註
7
）、
六
八
九
頁
。
仏
教
の
邪
見
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
二
十
種
有
身
見
考
」『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
第
二
九
号
（
二
〇
一
七

年
十
二
月
）、
八
一
│
一
〇
九
頁
参
照
。

（
17
）
例
え
ば
、『
宝
慶
記
』
の
、
第
六
節
（
池
田
前
掲
書
、
二
六
│
二
九
頁
：
伊
藤
前
掲
訳
註
書
、
一
二
│
一
三
頁
）
の
『
首
楞
厳
経
』
と
『
円
覚
経
』
の
真
偽
に
関
す
る
問
、

第
八
節
（
同
、
三
一
│
三
三
頁
：
一
三
│
一
四
頁
）
の
「
撥
無
因
果
」
に
関
す
る
問
、
第
一
四
節
（
同
、
四
二
│
五
〇
：
一
七
│
二
〇
頁
）
の
仏
教
を
禅
宗
と
称
す
る
こ



一
〇
三

伽
藍
考
（
袴
谷
）

と
へ
の
問
、
第
一
六
節
（
同
、
五
六
│
五
九
頁
：
二
一
│
二
二
頁
）
の
「
業
障
本
来
空
」
へ
の
問
、
な
ど
は
、
師
の
前
で
解
決
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
道
元
が

生
涯
に
亘
っ
て
模
索
し
て
い
っ
た
問
で
あ
る
こ
と
は
、
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
ま
で
を
読
め
ば
分
か
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
18
）
池
田
前
掲
書
（
前
註
14
）、
八
四
│
一
〇
〇
頁
：
伊
藤
訳
註
書
（
前
註
14
）、
三
三
│
三
八
頁
参
照
。
原
漢
文
に
つ
い
て
は
、
前
者
、
一
六
七
│
一
七
一
頁
、
後
者
、

九
五
│
九
六
頁
参
照
。
な
お
、
分
節
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
両
者
は
異
な
っ
て
お
り
、
前
者
は
第
二
七
節
、
後
者
は
第
二
八
節
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た

い
。
因
み
に
、
ジ
ラ
ー
ル
教
授
が
こ
の
節
を
英
訳
を
伴
っ
て
考
察
し
て
い
る
の
は
、F

rédéric G
irard,  “X

uanzang
玄
奘

（602-664

） and the schools of D
hya

|na in 
Japan(Zen) ”

、『
東
洋
研
究
』
第
一
九
六
号
（
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、二
〇
一
五
年
七
月
）、一
一
五
│
一
五
八
頁
（
横
）
中
の
、一
三
五
│
一
四
一
頁
（
横
）
で
あ
る
。

（
19
）G

irard,  ibid. 

、一
五
八
頁
（
横
）。『
敦
煌
秘
笈
』
の
当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
、杏
雨
書
屋
編
集
『
敦
煌
秘
笈　

影
片
冊　

一
』（
武
田
科
学
振
興
財
団
、二
〇
〇
九
年
）、

五
五
一
│
五
五
二
頁
参
照
。

（
20
）「
五
重
唯
識
」
に
つ
い
て
は
、『
大
乗
法
苑
義
林
章
』、大
正
蔵
、四
五
巻
、二
五
八
頁
中
│
二
六
〇
頁
上
参
照
。「
五
重
唯
識
」
と
は
、イ
ン
ド
唯
識
の
「
真
如
（tathata

|

）」

を
根
幹
の
「
場
所
」
と
す
る
「
滅
の
三
規
定
」
に
従
い
な
が
ら
も
、そ
れ
を
よ
り
中
国
的
な
表
現
の
「
遣
虚
存
実
識
」「
捨
濫
留
純
識
」「
摂
末
帰
本
識
」「
隠
劣
顕
勝
識
」「
遣

相
証
性
識
」
と
い
う
五
重
の
観
点
か
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、中
国
土
着
の
「
古
い
も
の
」
へ
の
影
響
は
よ
り
あ
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
、「
滅
の
三
規
定
」

に
つ
い
て
は
、
拙
書
『
唯
識
文
献
研
究
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
三
│
一
〇
〇
頁
、
特
に
、
七
三
頁
、
九
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
五
重
の
最
後
「
遣
相

証
性
識
」
中
の
「
相
」
と
「
性
」
と
の
中
国
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
8
）、
註
45
も
参
照
の
こ
と
。

（
21
）
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
六
│
八
〇
頁
、
特
に
、
七
一
頁
参
照
。

（
22
）
清
水
俊
史
『
上
座
部
仏
教
に
お
け
る
聖
典
論
の
研
究
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。

（
23
）
桑
山
正
進
、
袴
谷
憲
昭
『
玄
奘
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
一
年
、
新
訂
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

（
24
）G

irard, op. cit.（
前
註
18
）、
一
二
九
│
一
三
五
頁
（
横
）
参
照
。

（
25
）『
釈
氏
要
覧
』、
大
正
蔵
、
五
四
巻
、
二
六
二
頁
中
。

（
26
）
甲
『
律
分
別
語
句
解
説
』、D

.ed., N
o.4114, Tshu, 28b3 : P.ed., N

o.5616, W
u, 34b1

、
乙
『
西
域
記
』、
大
正
蔵
、
五
一
巻
、
八
七
二
頁
下
：
水
谷
真
成
訳
『
大
唐

西
域
記
』（
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）、
四
〇
頁
、
注
1
、
桑
山
ａ
、
二
八
九
│
二
九
〇
頁
、
丙
『
求
法
高
僧
伝
』、
大
正
蔵
、
同
、
二
頁
上
、
桑
山
ａ
、
二
四
七
│
二
四
八
頁
。

甲
の
著
者
ヴ
ィ
ニ
ー
タ
デ
ー
ヴ
ァ
に
つ
い
て
は
、三
枝
充
悳
編
『
イ
ン
ド
仏
教
人
名
辞
典
』（
法
蔵
館
、一
九
八
七
年
）、四
三
│
四
四
頁
（
松
本
史
朗
執
筆
）
参
照
。
な
お
、

厳
密
に
言
え
ば
、甲
の
例
は
、sa m

4ghâra

|m
a =

 viha

|ra

を
示
す
も
の
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
に
註
を
付
す
段
階
で
気
付
き
、慌
て
てsa m

4gha 

を
補
う
羽
目
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
よ
り
適
切
な
例
と
し
て
は
、
後
註
51
を
参
照
さ
れ
た
い
。
因
み
に
、
私
の
不
備
を
若
干
補
い
得
る
例
を
漢
訳
か
ら
挙
げ
て
お
け
ば
、『
十
誦
律
』「
比
尼
誦
」

に
、「
阿
藍
（a

|ra

|m
a

）
者
、
僧
伽
藍
（sa m

4ghâra

|m
a

）。
僧
伽
藍
中
、
多
諸
別
房
。
別
房
中
、
有
種
種
制
限
。」（
大
正
蔵
、
二
三
巻
、
四
一
九
頁
上
）
と
あ
り
、a

|ra

|m
a

に sa m

4gha

を
補
い
得
よ
う
。

（
27
）
世
界
宗
教
と
し
て
の
仏
教
展
開
の
拠
点
た
る
北
西
イ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
仏
教
経
済
思
想
研
究
序
説
」（
一
）『
仏
教
経
済
研
究
』
第
四
七
号
（
駒
沢
大
学
仏
教

経
済
研
究
所
、二
〇
一
八
年
五
月
）、一
〇
│
二
一
頁
、同
「
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
。
北
西
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
で
活
躍
し
た
人
種
の
言
語
の
問
題
に
触
れ
た
『
大
毘
婆
沙
論
』
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
書
（
前
註
15
）、
二
〇
六
│



一
〇
四

伽
藍
考
（
袴
谷
）

二
〇
九
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
『
大
毘
婆
沙
論
』
当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
、
従
来
気
付
か
ず
に
過
ぎ
て
き
て
し
ま
っ
た
が
、
夙
に
、
こ
の
箇
所
は
中
村
元
博
士
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
私
の
不
明
を
お
詫
び
す
る
と
共
に
、
改
め
て
、
中
村
元
『
イ
ン
ド
思
想
と
ギ
リ
シ
ア
思
想
と
の
交
流
』（
春
秋
社
、
一
九
五
九
年
）、

三
七
〇
│
三
七
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
勿
論
、同
じ
資
料
に
対
し
て
も
、ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
は
人
に
よ
り
異
な
る
が
、中
村
博
士
が
「
博
喝
羅
」
を
明
確
に“Sogdiana ”

と
特
定
さ
れ
て
い
る
言
語
問
題
か
ら
は
、視
界
は
中
央
ア
ジ
ア
へ
と
拡
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
ソ
グ
ド
人
に
関
す
る
新
た
な
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、森
安
孝
夫『
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝
国
』（
興
亡
の
世
界
史
5
、
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
特
に
、
八
七
│
一
三
六
頁
、
九
五
頁
の
「
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
の
オ
ア
シ
ス
都
市
」
の
地
図
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（
28
）Y.O

usaka, M
.Yam

azaki, K
.R

.N
orm

an, In
dex to the Vin

aya-pit

4aka, T
he P

ali Text Society, O
xford, 2001, p.605

に
よ
る
限
り
、
パ
ー
リ
律
蔵
に
お
け

るsa m

4gha

|ra

|m
a

の
使
用
例
は
、M

aha

|khan
dhaka, I.57, Vinaya-P

i t

4aka, P.T.S., Vol.I, p.84

に
見
出
し
う
る 

二
例
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
パ
ー
リ
の
註
釈

Sam
an

tapa

|sa

|dika

|, P.T.S., Vol.V, p.1012

に
も
、
あ
る
と
す
れ
ばll.31-32

の
間
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
語
を
含
む
節
へ
の
言
及
は
な
い
。
当
該
節
は
、
未
成
年
の

沙
弥
に
対
す
る
罰
則
で
、必
ず
し
も
歓
迎
で
き
る
話
で
は
な
く
、そ
の
有
罪
の
沙
弥
に
、後
で
除
外
規
定
は
設
け
ら
れ
る
も
の
の
、「
全
て
の
教
団
所
有
地
（sa m

4ghâra

|m
a

）

を
閉
鎖
（a

|vara n

4a

）
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
対
応
の
、
南
伝
蔵
、
三
巻
、
一
四
二
│
一
四
三
頁
も
参
照
の
こ
と
。
問
題
の
語
の
渡
邊
照
宏
訳
は
「
僧
園
」
で
あ
る
。

な
お
、蔵
外
で
は
、Nida

|n
akatha

|, “Santikenida

|na ”, Ja

|taka, P.T.S., Vol.I, p.92, l.14-p.94, l.28

の
ア
ナ
ー
タ
ピ
ン
ダ
ダ
の
「
祇
園
精
舎
寄
進
成
立
譚
」
中
のp.94

に
、

sa m

4ghâra

|m
a

は
集
中
的
に
現
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
のN

ida

|n
akatha

|

は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
も
あ
る
比
較
的
新
し
い
資
料
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
全
て
に
つ
い
て
は
、
藤

田
宏
達「
仏
伝
資
料
の
一
考
察
―
―『
ニ
ダ
ー
ナ
カ
タ
ー
』覚
え
書
―
―
」古
田
紹
欽
博
士
古
稀
記
念
論
集『
仏
教
の
歴
史
的
展
開
に
見
る
諸
形
態
』（
創
文
社
、一
九
八
一
年
）、

一
八
八
│
二
一
三
頁
に
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
の
パ
ー
リ
文
献
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
藤
田
宏
達
訳
「
因
縁
物
語
」、
中
村
元
監
修
・
補
注
、
ジ
ャ
ー

タ
カ
全
集
1
（
春
秋
社
、
一
九
八
四
年
）、
一
〇
六
│
一
〇
八
頁
参
照
。
こ
の
語
の
藤
田
訳
も
「
僧
園
」
で
あ
る
。

（
29
）
以
上
の
、「
ジ
ェ
ー
タ
ヴ
ァ
ナ
（
祇
園
）」
の
「
庭
園
（a
|ra
|m

a

）」
や
「
空
地
（oka

|sa, avaka

|śa

）」
に
種
々
の
施
設
が
建
造
さ
れ
た
と
い
う
話
は
、パ
ー
リ
律
蔵
の
、『
入

雨
安
居
犍
度
（Vassu

pan
a

|yikakkhan
dhaka, Vars

4a

|vastu
）』、Vinaya-P

i t

4aka, P.T.S., Vol.I, pp.139-142

：
南
伝
蔵
、
三
巻
、
二
四
八
│
二
五
三
頁
と
、『
臥
坐
具

犍
度
（Sen

a

|san
akkhan

dhaka, Śayan
a

|san
avastu

）』、Vinaya-P
i t

4aka, P.T.S., Vol.II, pp.154-159

：
南
伝
蔵
、
四
巻
、
二
三
七
│
二
四
四
頁
と
か
ら
、
必
要
と
思

わ
れ
る
語
を
任
意
に
引
き
抜
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
御
海
容
頂
き
た
い
。
な
お
、
各
パ
ー
リ
語
の
「
犍
度
」
名
の
次
に
補
っ
た
の
は
、
北
西
イ
ン
ド
で
用
い
ら
れ
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
事
」
名
で
あ
る
。

（
30
）「
自
白
罪
」
第
五
九
条
の
名
称
は
、M

vyu
t., N

o.8483, ratna-sa m

4sparśa : rin po che la reg pa

の
よ
う
に
、「
捉
宝
戒
」
も
し
く
は
こ
れ
に
準
じ
る
も
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
、『
律
分
別
』
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
示
す
名
称
に
従
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
示
し
た
条
文
の
拙
訳
は
、D

.ed., N
o.3, Ja, 239b6-240a1 : P.ed., N

o.1032, N
ye, 

225b1-3

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
相
当
の
パ
ー
リ
条
文
は
、
第
八
四
条
で
あ
る
が
、
こ
の
条
文
の
諸
訳
対
照
を
含
む
解
釈
に
つ
い
て
は
、
平
川
ｃ 

④
、
二
五
〇
│

二
六
九
頁
参
照
。
義
浄
訳
条
文
は
、
大
正
蔵
、
二
三
巻
、
八
四
六
頁
下
、
一
二
│
一
五
行
で
あ
る
。

（
31
）D

.ed., N
o.3, Ja, 240a3-4 : P.ed., N

o.1032, N
ye, 225b1-3. 

カ
ッ
コ
内
に
補
っ
た
の
は
、
義
浄
訳
、
大
正
蔵
、
二
三
巻
、
八
四
六
頁
下
、
一
八
│
一
九
行
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
省
略
が
あ
り
、こ
れ
は
、条
文
本
文
中
の
「
在
寺
内
、及
、白
衣
舎
」
の
ほ
ぼ
繰
り
返
し
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
も
し
拙
訳
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、「
所
有
地
外
」
が
「
俗

舎
」、「
所
有
地
内
」
が
「
在
寺
中
」
で
、
前
後
逆
と
な
ろ
う
。



一
〇
五

伽
藍
考
（
袴
谷
）

（
32
）「
告
白
罪
」全
四
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、平
川
ｃ 

④
、三
八
三
│
四
四
七
頁
参
照
。
そ
の
四
条
各
中
の「
外
に
向
か
い〔
教
団
〕所
有
地
に
帰
っ
て
」に
相
当
す
る
チ
ベ
ッ

ト
訳
文
に
つ
い
て
は
、D

.ed., N
o.3, N

ya, 228a2, 230a6, 233a4, 239a3 : P.ed., N
o.1032, Te, 212a3-4, 214a5, 216b8, 222b3

参
照
。
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
文“bahir a

|ra

|m
a m

4 gatva

|”

に
つ
い
て
は
、H

aiyan H
u-von H

inüber(hg.), D
as B

hiks

4u
-P

ra

|tim
oks

4asu

|tra der M
u

|lasarva

|stiva

|din
s, anhand der 

Sanskrit-H
andschriften aus Tibet und G

ilgit sow
ie unter B

erücksichtigung der tibetischen und chinesischen Ü
bersetzungen, 2003

（
公
刊
さ
れ
て
い
な

い
が
、
ネ
ッ
ト
で
公
開
中
）、p.54, l.20, p.55, l.6, l.14, p.56, l.6

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
33
）D

.ed., N
o.3, Ja, 239a3-7 : P.ed., N

o.1032, N
ye, 224b6-225a2. 

対
応
義
浄
訳
は
、
大
正
蔵
、
二
三
巻
、
八
四
六
頁
中
、
二
三
│
二
八
行
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
ナ
ー
ラ

金
貨
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
27
後
者
）、
三
頁
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
1
）、
一
五
│
二
三
頁
参
照
。
な
お
、d

na

|ra

は
、『
倶
舎
論
』
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
、“dong 

tse ”

と
意
訳
さ
る
も
、
こ
こ
で
は
音
写
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
。

（
34
）
こ
の
例
は
多
く
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
拙
書
『
仏
教
教
団
史
論
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
三
二
九
頁
、
三
三
一
頁
に
示
し
た
例
を
指
摘
す
る
に
留
め

て
お
き
た
い
。

（
35
）山
部
能
宜「「
禅
定
窟
」再
考
―
―
イ
ン
ド
・
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
敦
煌
に
い
た
る「
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
」窟
の
展
開
―
―
」ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論
集『
中
央
ア
ジ
ア
Ｉ　

ガ
ン
ダ
ー

ラ
〜
東
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
九
年
）、
四
七
三
│
四
九
八
頁
、
特
に
、
四
七
四
頁
参
照
。

（
36
）『
釈
氏
要
覧
』、大
正
蔵
、五
四
巻
、二
六
二
頁
中
、二
七
行
│
下
、五
行
参
照
。
ま
た
、「
寺
」
の
漢
字
の
意
味
に
つ
い
て
は
、白
川
静
『
字
統
』（
平
凡
社
、一
九
八
四
年
）、

三
八
〇
頁
参
照
。

（
37
）『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
、
白
馬
寺
に
つ
い
て
は
、
大
正
蔵
、
五
一
巻
、
一
〇
一
四
頁
中
│
下
、
以
下
の
四
例
に
つ
い
て
は
、
同
、
①
九
九
九
頁
上
、
二
一
│
二
二
行
、
②

一
〇
一
〇
頁
中
、八
行
、③
一
〇
一
四
頁
中
、二
一
│
二
二
行
、④
一
〇
一
五
頁
上
、一
九
行
参
照
。
な
お
、カ
ッ
コ
内
に
示
し
た
日
本
語
訳
は
、入
矢
義
高
訳
『
洛
陽
伽
藍
記
』

（
中
国
古
典
文
学
大
系
、
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
）、
①
三
頁
下
、
②
五
九
頁
下
、
③
七
五
頁
下
、
④
七
七
頁
上
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
38
）『
四
分
律
行
事
鈔
』、大
正
蔵
、四
〇
巻
、一
三
四
頁
上
。
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
割
注
は
こ
こ
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。『
摩
訶
僧
祇
律
』に
つ
い
て
は
、大
正
蔵
、二
二
巻
、

四
九
八
頁
上
参
照
の
こ
と
。
道
元
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
前
掲
編
書
（
前
註
7
）、
六
六
三
頁
参
照
。
な
お
、『
四
分
律
行
事
鈔
』
に
お
け
る
「
伽
藍
」「
僧
伽
藍
」

の
使
用
例
の
所
在
箇
所
に
関
す
る
大
正
蔵
デ
べ
検
の
指
示
範
囲
は
広
す
ぎ
る
の
で
、
こ
こ
に
、
私
の
確
認
し
た
限
り
で
の
所
在
箇
所
を
示
し
て
お
け
ば
、
三
九
頁
中
、
六
行
、

八
行
、
一
一
行
、
六
三
頁
下
、
二
二
行
、
六
五
頁
中
、
二
八
行
、
二
九
行
、
六
五
頁
下
、
一
八
行
、
二
〇
行
、
七
〇
頁
上
、
二
九
行
、
九
〇
頁
上
、
一
二
行
、
一
一
五
頁
中
、

一
一
行
、
一
一
五
頁
下
、
二
行
、
一
一
九
頁
中
、
二
二
行
、
一
一
九
頁
下
、
二
行
、
一
三
行
、
一
七
行
、
一
三
四
頁
上
、
一
六
│
一
七
行
、
一
三
七
頁
上
、
一
五
行
、
一
六
行
、

一
五
〇
頁
上
、
七
行
で
あ
る
。

（
39
）
前
掲
拙
稿
（
前
註
1
）、
一
一
│
一
三
頁
参
照
。

（
40
）『
日
本
書
紀
』
下
（
日
本
古
典
文
学
大
系
68
、岩
波
書
店
、一
九
六
五
年
）、二
三
三
│
二
三
四
頁
。
原
漢
文
な
る
も
、訓
読
箇
所
に
よ
っ
て
示
す
。
な
お
、こ
の
「
大
寺
」

た
る
「
大
官
大
寺
」
に
つ
い
て
は
、木
下
正
史
『
飛
鳥
幻
の
寺
、大
官
大
寺
の
謎
』（
角
川
選
書
、角
川
書
店
、二
〇
〇
五
年
）、特
に
、八
一
│
一
一
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
41
）
原
漢
文
な
れ
ど
、引
用
は
、『
続
日
本
紀
』（
前
註
12
）
五
（
一
九
九
九
年
）、二
〇
一
頁
に
よ
る
。
な
お
、「
伽
藍
」
の
用
例
六
箇
所
と
は
、前
註
12
と
今
の
場
合
を
除
き
、

原
漢
文
で
は
な
く
訓
読
箇
所
で
示
す
が
、『
続
日
本
紀
』（
前
註
12
）
二
（
一
九
九
〇
年
）、
三
一
三
頁
、
三
（
一
九
九
二
年
）、
五
一
頁
、
四
、二
九
九
頁
、
五
、一
二
七
頁



一
〇
六

伽
藍
考
（
袴
谷
）

で
あ
る
。
ま
た
、a

|ra

|m
ika

に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
27
前
者
）、
一
四
│
一
八
頁
、da

|s
-da

|sa

に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
1
）、
一
一
頁
参
照
。
更
に
、

Silk M
an

agin
g, pp.42-73(a

|ra

|m
ika), pp.75-99(nava-karm

ika)

を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
42
）P.Lu ís F

róis, H
istoria de Japam

, E
di ção anotada por José W

icki, Vol.II, Lisboa, 1981, pp.6-7 

： 

松
田
毅
一
、川
崎
桃
太
訳
『
フ
ロ
イ
ス　

日
本
史
』
3
（
中

央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
）、
二
一
八
頁
。
な
お
、
こ
の
大
火
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
同
訳
、
二
二
六
頁
、
注
19
参
照
の
こ
と
。

（
43
）
そ
の
典
型
的
な
大
辞
典
よ
り
一
例
を
示
せ
ば
、『
望
月　

仏
教
大
辞
典
』
第
四
巻
（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
三
三
年
）、
三
〇
四
〇
頁
、
第
三
段
の
「
僧
伽
藍
」
の

項
目
下
に
、「
具
に
僧
伽
羅
摩
、
僧
伽
羅
磨
に
つ
く
り
、
略
し
て
伽
藍
と
云
ひ
、
衆
園
と
訳
し
、
或
は
梵
漢
兼
挙
し
て
僧
園
、
僧
院
と
も
称
し
、
又
単
に
阿
藍a

|ra

|m
a

と
云
ひ
、

園
と
訳
す
。
即
ち
衆
僧
の
居
住
す
る
房
舎
（
毘
訶
羅
）
等
を
建
設
す
べ
き
敷
地
を
指
し
、
転
じ
て
土
地
及
び
建
造
物
を
含
む
寺
院
の
総
称
と
な
れ
り
。
十
誦
律
第
五
十
六

に
「
地
法
と
は
仏
、地
を
受
く
る
こ
と
を
聴
す
。
僧
伽
藍
と
為
す
が
故
に
、僧
の
坊
舎
を
起
す
こ
と
を
聴
す
が
故
な
り
」
と
云
へ
る
は
其
の
原
義
〔
で
あ
る
。〕」（
以
下
略
）

と
あ
る
。「
七
堂
伽
藍
」
に
つ
い
て
は
、
同
、
第
二
巻
、
一
九
一
〇
頁
、
第
二
段
│
一
九
一
一
頁
、
第
二
段
参
照
。
因
み
に
、
比
較
的
古
い
『
太
子
伝
古
今
目
録
抄
』、
大

日
本
仏
教
全
書
、
第
一
一
二
冊
、
聖
徳
太
子
伝
叢
書
（
名
著
普
及
会
覆
刻
版
、
一
九
七
九
年
）、
二
六
頁
下
に
は
、「
一
伽
藍
者
、
塔
、
金
堂
、
講
堂
、
鐘
楼
、
経
蔵
、
僧

坊
、
食
堂
。
此
七
種
、
一
伽
藍
云
也
。」
と
あ
る
（
コ
ロ
ナ
禍
中
こ
の
文
献
を
見
え
た
の
は
池
田
道
浩
氏
の
お
蔭
で
あ
り
、
こ
こ
に
深
謝
申
し
上
げ
る
）
が
、
近
世
の
『
尺

素
往
来
』、
群
書
類
従
、
第
九
輯
（
一
九
三
二
年
）、
五
一
七
頁
上
で
は
、「
七
堂
者
、
山
門
、
仏
殿
、
法
堂
、
庫
裏
、
僧
堂
、
浴
室
、
東
司
也
。」
と
あ
り
、
前
者
で
は
「
伽

藍
」
の
中
に
七
堂
が
あ
る
が
、
後
者
で
は
た
だ
建
物
だ
け
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
現
代
の
辞
書
に
近
く
思
え
る
。

（
44
）『
宝
慶
記
』、池
田
前
掲
書
（
前
註
14
）、四
二
│
五
〇
頁
：
伊
藤
前
掲
訳
書
（
前
註
14
）、一
七
│
二
〇
頁
参
照
。
帰
朝
後
の
『
正
法
眼
蔵
』「
仏
道
」、大
久
保
前
掲
編
書
（
前

註
7
）、
三
七
六
│
三
七
七
頁
に
は
、「
み
だ
り
に
あ
や
ま
り
て
い
は
く
、
仏
祖
正
伝
の
正
法
眼
蔵
涅
槃
妙
心
、
み
だ
り
に
こ
れ
を
禅
宗
と
称
す
。
祖
師
を
禅
祖
と
称
す
、

学
者
を
禅
師
と
号
す
。
あ
る
い
は
禅
和
子
と
称
し
、
或
禅
家
流
の
自
称
あ
り
。
こ
れ
み
な
僻
見
を
根
本
と
せ
る
枝
葉
な
り
。
西
天
東
地
、
従
古
至
今
、
い
ま
だ
禅
宗
の
称

あ
ら
ざ
る
を
、
み
だ
り
に
自
称
す
る
は
、
仏
道
を
や
ぶ
る
魔
な
り
、
仏
祖
の
ま
ね
か
ざ
る
怨
家
な
り
。」
と
あ
り
、
こ
の
口
吻
は　

取
り
分
け
「
仏
道
」
に
は
多
い
が
、「
禅

院
」
に
つ
い
て
は
そ
う
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
45
）『
釈
氏
要
覧
』
の
、
前
者
は
、
大
正
蔵
、
五
四
巻
、
二
六
六
頁
上
、
後
者
は
、
同
、
三
〇
一
頁
下
参
照
。
ま
た
、
池
田
前
掲
書
（
前
註
14
）、
九
一
頁
、「
徒
弟
院
」
へ

の
註
記
参
照
。「
本
性
住
比
丘
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
1
）、
三
二
頁
の
「
付
記
」、
お
よ
び
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
8
）、
註
42
を
付
し
た
箇
所
の
本
文
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
46
）F

róis, op. cit.（
前
註
42
）, Vol.I, p.149. 

ま
た
、
松
田
，
川
崎
前
掲
訳
書
（
前
註
42
）、
五
七
│
五
八
頁
参
照
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
訳
文
の
ま
ま
で
は
な
く
、
若
干
訳
し

換
え
ら
れ
て
い
る
。

（
47
）
鏡
島
元
隆
、
佐
藤
達
玄
、
小
坂
機
融
『
訳
註　

禅
苑
清
規
』（
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
九
七
二
年
）、
三
四
〇
│
三
四
二
頁
参
照
。
引
用
は
、
三
四
〇
頁
の
漢
文
に
よ
る
。

後
半
四
句
は
頌
を
追
い
込
み
で
示
し
た
。

（
48
）『
宝
慶
記
』、
池
田
前
掲
書
（
前
註
14
）、
イ
は
、
八
八
頁
、
ロ
は
、
八
九
頁
：
伊
藤
前
掲
訳
書
（
前
註
14
）、
イ
は
、
三
三
│
三
四
頁
、
ロ
は
、
三
五
│
三
六
頁
。
原

漢
文
な
る
も
、
引
用
は
、
後
者
の
訓
読
に
よ
る
。

（
49
）「
道
元
」
か
「
予
」
か
の
問
題
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
道
元
の
『
人
天
眼
目
』
批
判
と
曹
洞
宗
」『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
第
三
〇
号
（
二
〇
一
九
年
一
月
）、



一
〇
七

伽
藍
考
（
袴
谷
）

一
二
六
頁
参
照
。

（
50
）「
伽
藍
」
や
「
僧
伽
藍
」
に
つ
い
て
の
道
元
の
言
及
引
用
に
つ
い
て
は
、
前
註
7
で
、
大
久
保
編
書
に
よ
っ
て
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
、
十
二
巻
本
に
つ
き
、
石
井
修

道
訳
註
『
正
法
眼
蔵
』、原
文
対
照
現
代
語
訳
道
元
禅
師
全
集
に
よ
れ
ば
、第
八
巻
（
春
秋
社
、二
〇
一
一
年
）、一
九
六
│
二
〇
八
頁
（
二
九
四
│
二
九
五
頁
、二
〇
〇
（
一
））、

第
九
巻
（
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年
）、
一
九
│
二
三
頁
（
二
〇
〇
頁
、
二
〇
（
一
））、
同
、
五
九
│
六
三
頁
（
二
一
二
頁
、
六
〇
（
一
））
で
あ
る
。
所
在
頁
直
後
の
カ
ッ

コ
内
は
、
註
記
の
あ
る
頁
と
註
記
番
号
を
示
し
て
い
る
の
で
、
引
用
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
を
参
照
の
こ
と
。

（
51
）
右
の
石
井
註
は
、『
大
毘
婆
沙
論
』
を
指
示
す
る
だ
け
で
、
出
典
と
し
て
は
そ
れ
で
充
分
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
熊
本
生
譚
」
に
は
、
話
の
流
布
に
拡
が
り
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
干
潟
龍
祥
『
本
生
経
類
の
思
想
史
的
研
究
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
五
四
年
）、
附
録
、
本
生
経
類
照
合
全
表
、
七
九
頁
、
巻
114
に
対
す
る
記
載

中
で
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
刊
行
書
も
加
え
て
列
挙
す
れ
ば
、『
大
智
度
論
』、
大
正
蔵
、
二
五
巻
、
四
一
三
頁
下
、
二
六
行
│
四
一
四
頁
上
、
一
五
行
、『
破
僧

事
』、
大
正
蔵
、
二
四
巻
、
一
七
七
頁
上
、
二
六
行
│
下
、
一
八
行
：Sam

4ghabhedavastu( G
noli ed.), II, p.104, l.12-p.106, l.20 : D

.ed., N
o.1, N

ga, 182a2-183b1 
: P.ed., N

o.1030, C
e, 172b2-173b4 

、『
方
広
大
荘
厳
経
』、
大
正
蔵
、
三
巻
、
五
六
六
頁
下
、
一
│
二
行
：L

alitavistala( Lefm
an ed.), I, p.168, ll.15-18

：
外
薗
幸

一
『
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
の
研
究
』
上
巻
（
大
東
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）、
九
四
一
頁
、
第
42
頌
で
あ
る
。
因
み
に
、
本
稿
の
基
づ
い
た
『
破
僧
事
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
原
典
で
は
、
以
下
の
要
約
中
に
示
し
た
よ
う
に
、“sa m

4ghâra

|m
a ”

に
対
応
す
る
チ
ベ
ッ
ト
訳
がdge ’dun gyi kun dga ’ ra ba

で
は
な
く“dge ’dun gyi gtsug lag 

khang ”

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
典
がsa m
4ghâra

|m
a

とsa

|m

4ghgika- viha

|ra-/sa m

4gha-viha

|ra

と
い
う
よ
う
に
異
な
っ
て
い
た
か
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
者
がa

|ra

|m
a

をviha

|ra

と
同
じ
と
読
み
込
ん
で
訳
し
た
た
め
に
起
こ
っ
た
違
い
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
註
26
で
扱
っ
た
、sa m

4ghâra

|m
a =

 viha

|ra

の
例

に
は
な
ろ
う
か
と
思
う
。

（
52
）「
知
的
な
議
論
（intellectual argum
ent

）」
と
い
う
語
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
8
）
の
同
じ
箇
所
で
引
用
し
た
ラ
ッ
セ
ル
の
一
節
中
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
な
お
、

こ
こ
で
私
の
言
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
1
）
の
末
尾
、
二
四
頁
で
述
べ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
て
頂
け
る
な
ら
、
こ
ん
な
幸
せ

な
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
二
一
年
九
月
二
十
四
日
）




