
一
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澤
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〇
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坐
禅
（dhya

|na

）
を
実
践
し
禅
宗
を
呼
称
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
必
ず
仏
教
の
「
学
習

（śiks

4a

|

）」
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
道
元
は
そ
の
こ
と
を
「
仏
道
」
巻
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

1
（

。

　

た
と
ひ
禅
那
（dhya

|na

）
な
り
と
も
、
禅
宗
と
称
す
べ
か
ら
ら
ず
。
い
は
ん
や
禅
那
い
ま
だ
仏
法
の
総
要
に
あ
ら
ず
。
し
か
あ
る
を
、
仏
仏
正

伝
の
大
道
を
、
こ
と
さ
ら
禅
宗
と
称
す
る
と
も
が
ら
、
仏
道
は
未
夢
見
在
な
り
、
未
夢
聞
在
な
り
、
未
夢
伝
在
な
り
。
禅
宗
を
自
号
す
る
と
も

が
ら
に
も
、
仏
法
あ
る
ら
ん
と
聴
許
す
る
こ
と
な
か
れ
。
禅
宗
の
称
、
た
れ
か
称
し
き
た
る
。
諸
仏
祖
師
の
禅
宗
と
称
す
る
、
い
ま
だ
あ
ら
ず
。

し
る
べ
し
、
禅
宗
の
称
は
、
魔
波
旬
の
称
す
る
な
り
。
魔
波
旬
の
称
し
き
た
ら
ん
は
、
魔
党
な
る
べ
し
、
仏
祖
の
児
孫
に
あ
ら
ず
。

　

か
か
る
指
摘
の
後
で
、
道
元
は
、
仏
祖
の
児
孫
に
あ
ら
ざ
る
「
立
宗
称
よ
り
こ
の
か
た
の
小
児
子
等
は
、
本
を
た
づ
ぬ
べ
き
道
を
学
せ
ざ
る
に

よ
り
て
、
い
た
づ
ら
に
末
に
し
た
が
ふ
な
り）

2
（

」
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
禅
宗
の
徒
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
仏
教
の
徒
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の
本
を
尋
ね
る
べ
く
仏
教
を
「
学
習
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
道
元
は
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
学
習
」
の
意
味
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
が
、「
意
味
（B

edeutung

）」
と
「
意
義
（Sinn

）」
と
の
違
い
に
つ
い
て
、
フ
レ
ー
ゲ

が
「「
宵
の
明
星
（A

bendstern

）」
と
「
明
け
の
明
星
（M

orgenstern
）」
の
意
味
（B

edeutung

）
は
同
一
（dieselbe

）
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
表
現

の
意
義
（Sinn

）
は
同
一
で
は
な
い）

3
（

」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
は
私
も
注
意
を
惹
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、物
的
に
同
一
の
指
示
対
象
で
あ
る
「
金

星
」
と
は
違
っ
て
、
名
詞
と
は
い
え
動
詞
的
要
素
の
強
い
「
学
習
」
の
場
合
は
、
表
現
の
意
義
も
多
く
同
一
の
意
味
は
な
か
な
か
求
め
難
い
が
、

一
応
か
か
る
方
向
性
は
頭
に
置
い
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
道
元
が
い
か
な
る
表
現
で
「
学
習
」
を
用
い
て
い
る
か
を
『
正
法

眼
蔵
』
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
以
下
の
①

－

⑪
の
巻
よ
り
の
一
四
例
が
知
ら
れ
る）

4
（

。
列
挙
は
巻
の
執
筆
年
代
に
従
い
、
巻
名
直
後
の
カ
ッ
コ

内
に
示
し
た
も
の
が
そ
の
西
暦
年
で
あ
る
。

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味

袴　

谷　

憲　

昭



一
〇
六

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

　

①
「
谿
声
山
色
」（
一
二
四
〇
年
）　

前
仏
い
は
く
、
不
親
近
国
王
・
王
子
・
大
臣
・
官
長
・
婆
羅
門
・
居
士
。
ま
こ
と
に
仏
道
を
学
習
せ
ん
人
、
わ
す

れ
ざ
る
べ
き
行
儀
な
り
。
菩
薩
初
学
の
功
徳
、
す
す
む
に
し
た
が
う
て
か
さ
な
る
べ
し
。（
二
二
一
頁
：
三
巻
、
一
四
六
頁
）

　

②
「
伝
衣
」（
一
二
四
〇
年
）　

わ
れ
ら
い
ま
、
曠
劫
以
来
い
ま
だ
あ
は
ざ
る
仏
法
を
見
聞
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
仏
衣
を
見
聞
し
、
仏
衣
を
学
習
し
、

仏
衣
を
受
持
す
る
こ
と
え
た
り
。
す
な
は
ち
こ
れ
、
ま
さ
し
く
仏
を
み
た
て
ま
つ
る
な
り
。（
二
九
七
頁
：
四
巻
、
五
四
頁
）

　

③
「
袈
裟
功
徳
」（
一
二
四
〇
年
）　

わ
れ
ら
あ
ひ
が
た
き
仏
法
に
あ
ふ
た
て
ま
つ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
仏
袈
裟
正
伝
の
法
孫
と
し
て
、
こ
れ
を
見
聞
し
、

学
習
し
、
受
持
す
る
こ
と
を
え
た
り
。
す
な
は
ち
こ
れ
如
来
を
み
た
て
ま
つ
る
な
り
。（
六
三
〇
頁
：
八
巻
、
九
二
頁
）

　

③
別
本
「
心
不
可
得
」（
一
二
四
一
年
）　

イ
タ
ヅ
ラ
ニ
西
川
ニ
流
落
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
天
津
橋
ニ
オ
モ
ヒ
ワ
タ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
仏
道
ノ
身
心
ヲ
保
任
ス
ベ

ク
ハ
、
仏
道
ノ
智
通
ヲ
学
習
ス
ベ
シ
。（
七
二
頁
）

　

⑤
「
古
鏡
」（
一
二
四
一
年
）　

童
子
こ
の
四
句
の
偈
を
と
く
こ
と
も
、曽
人
に
学
習
せ
る
に
あ
ら
ず
。
曾
或
従
経
巻
に
あ
ら
ず
、曽
或
従
知
識
に
あ
ら
ず
、

円
鏡
を
さ
さ
げ
て
か
く
の
ご
と
く
と
く
な
り
。
師
の
幼
稚
の
と
き
よ
り
、
か
が
み
に
む
か
ふ
を
常
儀
と
せ
る
の
み
な
り
。
生
知
の
弁
慧
あ
る
が
ご
と
し
。

（
一
七
七
頁
：
三
巻
、
一
〇
頁
）

　

⑥

－

１
「
仏
性
」（
一
二
四
一
年
）　

学
道
転
疎
な
る
に
よ
り
て
、
い
ま
の
失
誤
あ
り
。
い
ま
仏
道
の
晩
学
初
心
、
し
か
あ
る
べ
か
ら
ず
。
た
と
ひ
覚
知

を
学
習
す
と
も
、
覚
知
は
動
著
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
た
と
ひ
動
著
を
学
習
す
と
も
、
動
著
は
恁
麼
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
も
し
真
箇
の
道
著
を
会
取
す
る

こ
と
あ
ら
ば
、
真
箇
の
覚
知
覚
了
を
会
取
す
べ
き
な
り
。（
一
五
頁
：
一
巻
、
七
九
│
八
〇
頁
）

　

⑥

－

２
「
仏
性
」（
同
）　

す
で
に
諸
仏
体
を
以
表
し
き
た
れ
る
身
現
な
る
が
ゆ
へ
に
、
円
月
相
な
り
。
し
か
あ
れ
ば
、
一
切
の
長
短
方
円
、
こ
の
身
現

に
学
習
す
べ
し
。
身
と
現
と
に
転
疎
な
る
は
、
円
月
相
に
く
ら
き
の
み
に
あ
ら
ず
、
諸
仏
体
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。（
二
三
頁
：
一
巻
、
一
〇
三
頁
）

　

⑥

－

３
「
仏
性
」（
同
）　

月
は
円
形
な
り
、
円
は
身
現
な
り
。
円
を
学
す
る
に
、
一
枚
銭
の
ご
と
く
学
す
る
こ
と
な
か
れ
、
一
枚
餅
に
相
似
す
る
こ
と

な
か
れ
。
身
相
円
月
身
な
り
、
形
如
満
月
形
な
り
。
一
枚
銭
・
一
枚
餅
は
円
に
学
習
す
べ
し
。（
二
五
頁
：
一
巻
、
一
一
一
頁
）

　

⑥

－

４
「
仏
性
」（
同
）　

お
ほ
よ
そ
仏
性
は
、
い
ま
の
慮
知
念
覚
な
ら
ん
と
見
解
す
る
こ
と
さ
め
ざ
る
に
よ
り
て
、
有
仏
性
の
道
に
も
、
無
仏
性
の
道

に
も
、
通
達
の
端
を
失
せ
る
が
ご
と
く
な
り
。
道
取
す
べ
き
と
学
習
す
る
も
ま
れ
な
り
。
し
る
べ
し
、
こ
の
疎
怠
は
廃
せ
る
に
よ
り
て
な
り
。
諸
方
の

粥
飯
頭
、
す
べ
て
仏
性
と
い
ふ
道
得
を
、
一
生
い
は
ず
し
て
や
み
ぬ
る
も
あ
る
な
り
。
あ
る
い
は
い
ふ
、
聴
教
の
と
も
が
ら
仏
性
を
談
ず
、
参
禅
の
雲

衲
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
く
の
や
か
ら
は
、真
箇
是
畜
生
な
り
。
な
に
と
い
ふ
魔
党
の
、わ
が
仏
如
来
の
道
に
ま
じ
は
り
け
が
さ
ん
と
す
る
ぞ
。



一
〇
七

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

聴
教
と
い
ふ
こ
と
の
仏
道
に
あ
る
か
、
参
禅
と
い
ふ
こ
と
の
仏
道
に
あ
る
か
。
い
ま
だ
聴
教
・
参
禅
と
い
ふ
こ
と
、
仏
道
に
は
な
し
と
し
る
べ
し
。（
二
六

頁
：
一
巻
、
一
一
三
│
一
一
四
頁
）

　

⑦
「
坐
禅
箴
」（
一
二
四
二
年
）　

彫
龍
を
愛
す
る
よ
り
、
す
す
み
て
真
龍
を
愛
す
べ
し
。
彫
龍
・
真
龍
と
も
に
雲
雨
の
能
あ
る
こ
と
、
学
習
す
べ
し
。

遠
を
貴
す
る
こ
と
な
か
れ
、
遠
を
賤
す
る
こ
と
な
か
れ
，
遠
に
慣
熟
な
る
べ
し
。
近
を
賤
す
る
こ
と
な
か
れ
、
近
を
貴
す
る
こ
と
な
か
れ
、
近
に
慣
熟

な
る
べ
し
。（
九
一
│
九
二
頁
：
二
巻
、
一
五
│
一
六
頁
）

　

⑧
「
栢
樹
子
」（
一
二
四
二
年
）　

こ
れ
ら
の
道
得
を
も
て
、
院
門
の
潔
白
し
り
ぬ
べ
し
。
い
ま
こ
の
蹤
跡
を
学
習
す
べ
し
。
僧
衆
お
ほ
か
ら
ず
、
不
満

二
十
衆
と
い
ふ
は
、
よ
く
す
る
こ
と
の
か
た
き
に
よ
り
て
な
り
。（
三
四
九
頁
：
四
巻
、
二
〇
三
頁
）

　

⑨
「
身
心
学
道
」（
一
二
四
二
年
）　

仏
道
を
学
習
す
る
に
、
し
ば
ら
く
ふ
た
つ
あ
り
。
い
は
ゆ
る
心
を
も
て
学
し
、
身
を
も
て
学
す
る
な
り
。
心
を
も

て
学
す
る
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
諸
心
を
も
て
学
す
る
な
り
。
そ
の
諸
心
と
い
ふ
は
、
質
多
心
・
汗
栗
駄
心
・
矣
栗
駄
心
等
也
。（
中
略
）
身
学
道
と
い
ふ
は
、

身
に
て
学
道
す
る
な
り
。
赤
肉
団
の
学
道
な
り
。
身
は
学
道
よ
り
き
た
り
、
学
道
よ
り
き
た
れ
る
は
と
も
に
身
な
り
。（
三
六
│
三
九
頁
：
一
巻
、
一
四
一
│

一
五
〇
頁
）

　

⑩
「
都
機
」（
一
二
四
三
年
）　

も
し
よ
く
仏
説
の
ご
と
く
学
習
す
る
と
い
ふ
は
、
円
覚
か
な
ら
ず
し
も
身
心
に
あ
ら
ず
、
菩
提
涅
槃
に
あ
ら
ず
、
菩
提

涅
槃
か
な
ら
ず
し
も
円
覚
に
あ
ら
ず
、
身
心
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。（
二
〇
八
頁
：
三
巻
、
一
〇
八
│
一
〇
九
頁
）

　

⑪
「
三
時
業
」、
別
本
「
三
時
業
」（
一
二
五
三
年
）　

し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
行
者
か
な
ら
ず
邪
見
な
る
こ
と
な
か
れ
。
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
。
ま
づ
因
果
を
撥
無
し
、
仏
法
僧
を
毀
謗
し
、
三
世
お
よ
び
解
脱
を
撥
無
す
る
、
と
も
に
こ
れ
邪

見
な
り
。（
六
八
九
頁
、
六
九
七
頁
：
九
巻
、
七
九
頁
）

　

右
に
、
道
元
の
「
学
習
」
の
用
例
を
列
挙
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
「
学
習
」
の
対
象
や
目
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
を
端
的
に
目
的
語
で
示

し
た
用
例
は
、
①
②
③
④
⑦
⑧
⑨
で
、
順
次
に
、「
仏
道
」「
仏
衣
」「
こ
れ
（
仏
法
）」「
仏
道
ノ
智
通
」「
彫
龍
・
真
龍
と
も
に
雲
雨
の
能
あ
る
こ
と
」「
蹤
跡
」

「
仏
道
」
を
目
的
語
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
用
例
⑩
も
文
脈
上
「
仏
説
の
ご
と
く
（
仏
説
を
）」
と
読
め
る
の
で
、
こ
の
用
例
に
加
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
こ
れ
ら
の
語
の
内
容
を
調
べ
て
み
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
一
般
の
「
学
習
」
の
対
象
や
目
的
の
よ
う
に
必
ず
し
も
分
か
り
易
い
も
の
で

は
な
い
こ
と
に
直
ぐ
気
づ
く
。
例
え
ば
、
②
の
「
伝
衣
」
も
普
通
の
「
学
習
」
の
対
象
と
し
て
馴
染
み
や
す
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
い

う
の
も
こ
の
「
学
習
」
が
「
仏
仏
正
伝
の
衣
法
」
と
い
う
こ
の
巻
の
衣
を
象
徴
と
す
る
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
円
環
す
る
正
伝
の
仏
法
に
包
ま
れ
た
中
で



一
〇
八

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
特
徴
は
、
用
例
⑪
を
除
く
他
の
用
例
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
⑤
と
⑥
の
四
例

全
て
は
そ
の
特
徴
を
前
面
に
押
し
出
し
た
も
の
と
見
做
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
⑤
は
、
こ
の
巻
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
古
鏡
」
即
ち
「
諸
仏
大
円
鑑
」
と
い

う
完
結
し
た
円
環
の
中
で
「
同
参
同
見
」
さ
れ
る
、
人
に
学
習
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
生
得
の
智
慧
を
讃
美
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
分
普
通
の
「
学

習
」
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
⑥

－

１
、２
、３
、４
の
四
例
は
、「
仏
性
」
と
い
う
こ
の
巻
の
一
大
テ
ー
マ
で
あ
る
完
結
し
た
円
環
の
文
字
通

り
の
「
円
月
相
」
に
お
け
る
、
慮
知
念
覚
に
よ
ら
な
い
「
学
習
」
を
語
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
一
般
の
「
学
習
」
の
領
域
を
超
え
た
意
義
を
含
意
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
一
三
例
と
は
異
な
っ
て
、
そ
の
最
後
の
⑩
「
都
機
」
巻
か
ら
ほ
ぼ
十
年
後
に
執
筆
さ
れ
た
用
例
⑪
に
は
、「
学
習
」

に
因
む
上
記
の
曖
昧
さ
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
の
「
学
習
」
内
容
と
は
、「
を
」
で
示
さ
れ
た
目
的
語
で
は
な
い
が
、「
と
」
に
よ
っ
て
明
確
に
指
示

さ
れ
て
い
る
文
節
全
体
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、「
な
に
が
仏
教
の
正
見
で
あ
り
邪
見
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
」
を
、生
き
て
い
る
限
り
（
か
た
ち
を
つ
く
す
ま
で
、

ya

|vaj j
vam

、
生
涯
）「
学
習
す
べ
し
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
場
合
の
明
確
な
「
学
習
」
内
容
と
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
邪
見
」
と
は
仏
法
僧
を
誹
謗
し
因

果
や
三
世
や
解
脱
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
正
見
」
と
は
そ
の
逆
で
仏
法
僧
を
尊
重
し
因
果
や
三
世
や
解
脱
を
肯
定
し
て
議

論
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
生
涯
の
「
学
習
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
限
り
、
縦
令
神
か
ら
の
啓
示
で
あ
っ
た

と
し
て
も
受
け
取
る
の
が
人
間
で
あ
る
以
上
、
言
葉
だ
け
の
議
論
に
よ
っ
て
正
邪
を
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
道
元
が

こ
の
箇
所
で
か
か
る
主
張
を
な
し
て
い
る
の
は
、「
中
有
」
を
巡
っ
て
で
は
あ
る
が
、
課
題
の
追
究
は
こ
の
問
題
だ
け
に
限
ら
ず
仏
教
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
に

及
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
問
題
は
「
中
有
」
一
つ
に
限
っ
て
も
複
雑
で）

5
（

、
こ
こ
で
こ
の
問
題
を
拡
げ
る
用
意
は
な
い
が
、
道
元
の
思
想
的
変
化

に
関
す
る
私
の
過
去
の
発
言
の
誤
り
と
そ
の
曖
昧
さ
と
に
つ
い
て
、
反
省
の
弁
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
私
は
、
上
記
の
用
例
①

－

⑩
の
よ
う
な
道
元
の
思

想
が
「
本
覚
思
想
」
と
呼
ば
れ
て
も
仕
方
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
そ
れ
を
曖
昧
に
し
て
、
道
元
晩
年
の
用
例
⑪
の
よ
う
な
明
確
な
変
化
を
論
拠
に
、
道

元
が
あ
た
か
も
首
尾
一
貫
し
て
「
本
覚
思
想
」
を
批
判
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
論
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
誤
り
を
、
松
本
史
朗
博
士
は
『
弁

道
話
』
の
「
心
常
相
滅
」
を
よ
り
正
確
な
「
身
滅
心
常
」
と
呼
び
換
え
た
上
で
、
道
元
の
「
よ
く
生
滅
に
う
つ
さ
れ
ぬ
心
性
わ
が
身
に
あ
る
こ
と
」
と
い

う
表
現
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
私
の
論
文
「
差
別
事
象
を
生
み
出
し
た
思
想
的
背
景
に
関
す
る
私
見
」
で
私
が
「
身
滅
心
常
」
説
だ
け
を
「
本
覚
思
想
」
と

呼
び
、
そ
こ
で
は
ま
だ
用
例
⑪
の
よ
う
な
道
元
の
立
場
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る）

6
（

。

　

こ
こ
で
、「
心
性
」
と
は
「
仏
性
」
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
正
に
如
来
蔵
思
想
で
あ
り
、dh

a

|tu-v a

|da

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
論

文
に
お
け
る
袴
谷
氏
の
議
論
に
は
、
大
き
な
問
題
が
二
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
身
滅
心
常
」
説
を
「
本
覚
思
想
」
と
呼
ん
だ
こ
と
、
お
よ
び
、「
身
滅



一
〇
九

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

心
常
」説
を
批
判
し
た
際
の
道
元
自
身
の
思
想
的
立
場
に
つ
い
て
全
く
考
察
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
重
要
な
の
は
後
者
で
あ
り
、袴
谷
氏
は
、「
本

覚
思
想
」、
つ
ま
り
、
“如
来
蔵
思
想
＝dha

|tu-va

|da

”を
批
判
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
道
元
の
思
想
的
立
場
は
仏
教
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
そ

れ
故
、
氏
は
、「
本
覚
思
想
」
を
批
判
し
た
稀
有
な
思
想
家
と
し
て
、
道
元
を
讃
美
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

私
は
こ
の
松
本
博
士
の
批
判
を
全
く
正
し
い
と
思
っ
て
お
り
、
そ
の
批
判
は
松
本
博
士
も
右
引
の
直
後
の
記
述
で
触
れ
て
お
ら
れ
る
一
九
九
一
年
の
御

自
身
の
論
文
「
深
信
因
果
に
つ
い
て

│
道
元
の
思
想
に
関
す
る
私
見

│
」
で
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
時
点
で
も
私
は
『
道

元
と
仏
教　

十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
道
元
』
の
「
あ
と
が
き
」（
一
九
九
一
年
十
二
月
二
日
執
筆
）
と
い
う
今
考
え
れ
ば
大
変
失
礼
な
形
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
批
判
の
正
し
さ
は
認
め
て
い
た
の
で
あ
る）

7
（

。
た
だ
、
私
自
身
は
そ
の
「
あ
と
が
き
」
で
も
述
べ
た
「
あ
る
種
の
効
果
を
狙
っ
た
」

道
元
讃
美
に
由
来
す
る
不
厳
密
な
態
度
を
払
拭
で
き
な
い
嫌
い
が
あ
る
の
で
、
当
分
は
道
元
か
ら
遠
ざ
か
る
べ
し
と
の
思
い
が
強
か
っ
た
が
、
松
本
博
士

御
自
身
は
、
そ
の
間
に
も
、
“如
来
蔵
思
想
＝dha

|tu-va

|da

”の
仮
説
を
よ
り
厳
密
に
す
べ
く
、
そ
れ
を
「
仏
性
内
在
論
」
と
「
仏
性
顕
在
論
」
と
に
二
分

さ
れ
、
こ
れ
を
『
弁
道
話
』
の
分
析
に
も
適
用
さ
れ
、
上
引
箇
所
に
続
く
と
こ
ろ
で
、
左
の
よ
う
な
図
式
を
提
示
さ
れ
て
い
る）

8
（

。

　
　
　
　
　
「
身
滅
心
常
」
説
＝
「
仏
性
内
在
論
」
＝
道
元
の
批
判
対
象

　
　
　
　
　
「
身
心
一
如
」
説
＝
「
仏
性
顕
在
論
」
＝
道
元
自
身
の
立
場

　

私
に
は
こ
の
図
示
も
明
解
で
正
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
前
者
に
対
す
る
後
者
の
道
元
の
批
判
の
立
場
も
的
確
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
る
に
、
道
元
か
ら
当
分
は
離
れ
て
み
よ
う
と
決
意
し
た
私
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
私
の
懸
案
に
な
っ
て
い
た
、
説
一
切
有
部
の
『
雑
阿
含
経
』
第
二
九
六

経
や
そ
の
一
連
の
関
連
経
典
な
ど
に
示
さ
れ
る
「
如
来
が
出
現
し
よ
う
が
し
ま
い
が
（utpa

|da

|d va

| tatha

|gata

|na

|m
 anutpa

|da

|d va

|

）」
確
定
さ
れ
て
い
る
と
さ

れ
た
「
法
住
」“tathata

|” “dharm
ata

|”

な
ど
の
連
語
中
の
特
にtathata
|

に
注
目
し
、
そ
れ
が
化
地
部
を
介
し
て
説
一
切
有
部
下
の
唯
識
説
の
「
一
切
法
の

真
如）

9
（

」
と
な
り
、更
に
ア
サ
ン
ガ
（A

sa n

4ga

、無
著
）
の
『
阿
毘
達
磨
集
論
（A

bhidharm
asam

u
ccaya

）』
に
お
い
て
、当
の
「
真
如
（tathata

|

）」
を
「
場
所
」

と
す
る
実
践
哲
学
が
構
築
さ
れ
、
こ
の
「
場
所
の
哲
学
」
が
特
に
真
諦
（P

aram
a

|rtha

）
を
介
し
て
中
国
に
伝
え
ら
れ
、
智
顗
や
吉
蔵
の
教
学
と
も
な
っ
た）

10
（

、

な
ど
と
指
摘
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、
上
来
の
見
解
は
散
在
的
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
嫌
い
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
上
引
の
「
仏
性
内
在
論
」

「
仏
性
顕
在
論
」
の
評
価
に
も
関
り
う
る
と
の
観
点
か
ら
、『
阿
毘
達
磨
集
論
』
の
私
が
「
滅
の
三
規
定
」
と
呼
ん
だ
「
場
所
の
哲
学
」
を
要
約
し
て
お
き

た
い）

12
（

。
そ
の
三
規
定
と
は
、
（α）
「
そ
こ
に
お
い
て
滅
が
あ
れ
ば
そ
の
場
所
が
真
如
で
あ
る
（yasya

|m
 nirodha h

4 sa

| tathata

|

）」
と
（β）
「
そ
れ
に
よ
っ
て
滅
が

あ
れ
ば
そ
の
手
段
が
道
で
あ
る
（yena nirodha h

4 sa m
arga h

4

）」
と
（γ）
「
そ
の
滅
な
る
そ
の
主
体
が
煩
悩
の
不
生
で
あ
る
（yo nirodha h

4 sa kle ś ânutpa

|da h

4

）」



一
一
〇

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
場
所
」
を
中
心
に
「
場
所
の
哲
学
」
と
し
て
一
纏
め
に
す
れ
ば
、「
真
如
（tathata

|

）
と
い
う
場
所
に
お
い
て
道
（m

a

|rga

）
と
い

う
手
段
に
よ
っ
て
煩
悩
の
不
生
（kle ś ânutpa

|da

）
と
い
う
滅
そ
の
も
の
と
し
て
の
主
体
が
現
れ
る
」
と
見
做
す
の
が
「
場
所
の
哲
学
」
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
ま
ず
「
一
切
法
の
真
如
」
と
し
て
の
「
場
所
」
た
る
「
真
如
」
が
真
実
在
と
し
て
無
条
件

に
前
提
さ
れ
た
上
で
、
な
に
ご
と
も
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
な
く
、
か
か
る
「
場
所
」
の
中
に
六
道
輪
廻
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
内
包
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
前
提
の
上
で
、
そ
の
完
結
さ
れ
た
「
場
所
」
の
中
で
無
常
の
「
身
」
に
内
在
し
て
い
た
「
心
」
が
前
者
の
滅
に
よ
っ
て

常
住
な
る
「
真
如
」
の
「
場
所
」
に
帰
る
と
考
え
ら
れ
て
い
れ
ば
「
身
滅
心
常
」
説
で
「
仏
性
内
在
論
」、
完
結
さ
れ
た
「
場
所
」
の
中
で
諸
法
が
顕
在
し

て
い
る
こ
と
を
実
感
し
「
身
」
も
「
心
」
も
常
住
な
る
「
真
如
」
の
「
場
所
」
と
居
な
が
ら
に
し
て
一
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
れ
ば
「
身
心
一
如
」
説

で
「
仏
性
顕
在
論
」、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
問
題
の
「
場
所
」
と
し
て
の
「
真
如
」
自
体
が
躍
動
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、

こ
れ
が
、
中
国
以
東
の
仏
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
躍
動
し
て
い
る
と
見
做
す
「
真
如
隨
縁
」
と
「
場
所
」
は
動
か
ず
と
見
做
す
「
真
如
凝
然
」
と
の
対
立

と
な
る
の
で
あ
る）

13
（

。
な
お
、
こ
れ
に
は
「
真
如
」
は
「
生
因
」
か
「
依
因
（
建
立
因
）」
か
と
い
う
問
題
も
絡
む
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
が
、
上
引
の
松

本
論
文
で
、
松
本
博
士
が
当
該
論
文
の
な
っ
た
後
で
、
周
貴
華
教
授
と
山
部
能
宜
博
士
の
批
判
に
返
答
す
る
形
で
末
尾
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と）

14
（

に
他
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
れ
に
こ
れ
以
上
触
れ
ず
、
上
述
中
の
松
本
博
士
の
用
語
で
道
元
の
用
例
①

－

⑩
の
思
想
的
立
場
を
要
約
し
て
お
け
ば
、

道
元
は
「
身
心
一
如
」
説
に
立
つ
「
仏
性
顕
在
論
」
者
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
「
真
如
隨
縁
」
肯
定
者
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
私
の
側
か
ら
一
言
加
え
得

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
全
て
が
「
場
所
」
た
る
「
真
如
」
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
「
真
如
」
が
仏
教
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
化
と
共
に
徐
々
に
仏
教
に
浸
透
し
て
き
た
思
想
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
「
如
来
が
出
現

し
よ
う
が
し
ま
い
が
」
確
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
縁
起
の
因
果
を
人
類
に
初
め
て
説
い
た
釈
尊
の
存
在
す
ら
「
真
如
」
の
外
に
は
無

用
と
な
っ
て
し
ま
う
以
上
、
そ
の
よ
う
な
「
場
所
の
哲
学
」
を
、
私
た
ち
は
、
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
仏
教
の
立
場
か
ら
、
道
元
を
含
め
て
批
判
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
正
し
い
仏
教
と
は
誰
か
一
人
の
発
言
で
決
め
ら
れ
押
し
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
な
に
が
仏
教
と
し
て
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
か
が
慎
重
に
議
論
し
合
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
点
を
明
示
し
た
の
が
、
晩
年
の
道
元
の
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
巻
第
八
「
三
時
業
」
中
の
上
引
用
例
⑪
の
生
涯
「
学
習
」
の
勧
め
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
尤
も
、
十
二
巻
本
の
巻
第
三
「
袈
裟
功
徳
」
に
は
、
晩
年
と
は
言
え
な
い
「
任
治
元
（
一
二
四
〇
）
年
」
の
奥
付
を
も
つ
「
伝
衣
」
と
ほ
ぼ
同

じ
記
述
の
短
文
が
末
尾
に
添
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
残
り）

15
（

、
全
体
を
一
様
に
晩
年
と
し
て
扱
う
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く



一
一
一

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

と
も
「
三
時
業
」
の
如
上
の
仏
教
の
生
涯
「
学
習
」
の
勧
め
に
お
い
て
は
、
道
元
の
明
白
な
思
想
的
変
化
が
認
め
ら
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
、「
宗

祖
無
謬
説
」
に
立
っ
て
道
元
の
無
変
化
を
評
価
す
る
よ
り
は
、
か
か
る
明
白
な
思
想
的
変
化
を
認
め
る
方
が
一
層
高
く
道
元
を
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と

に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
も
の
で
あ
る）

16
（

が
、
こ
こ
で
は
道
元
に
な
ぜ
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
「
仏
性
顕
在
論
」
の
「
場
所
」
た
る
「
真
如
」
の
中
で
躍
動
し
て
い
る
か
に
さ
え
見
え
る
道
元
が
、
そ
の
円
環
す
る
「
一
顆
明
珠）

17
（

」
内
で
の
仏
仏
祖
祖
の

嗣
法
を
禅
的
世
界
観
と
し
て
語
り
な
が
ら
、
そ
の
「
場
所
」
を
突
き
破
っ
て
い
る
か
に
感
じ
ら
れ
る
時
が
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
引
用
し
た
「
仏
道
」
巻

の
一
節
で
す
ら
、「
仏
仏
正
伝
の
大
道
」
を
語
り
な
が
ら
、「
仏
祖
の
児
孫
」
と
し
て
釈
迦
牟
尼
仏
の
教
え
に
連
な
ろ
う
と
す
る
勢
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
こ
と
は
道
元
を
読
む
誰
し
も
が
感
じ
て
い
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
元
が
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
の
名
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
は
夥
し
い
数

に
上
る
の
で
あ
る）

18
（

。
こ
の
単
独
の
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
へ
の
言
及
の
多
さ
は
、
諸
仏
に
関
し
て
は
そ
れ
以
上
の
数
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
、
初
め
て

人
類
に
仏
教
の
教
え
を
示
し
た
歴
史
上
の
釈
尊（Śa

|kyam
uni

、釈
迦
牟
尼
）に
対
す
る
道
元
の
思
い
入
れ
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、

そ
の
釈
尊
が
説
か
れ
た
教
え
に
対
す
る
真
偽
決
着
の
想
い
の
強
さ
は
若
い
頃
か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
に
私
に
は
感
じ
ら
れ
、
か
か
る
道
元
の
思
い
が
時
々
不

思
量
の
禅
す
ら
突
き
破
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
の
が
、
若
き
道
元
の
在
宋
中
の
メ
モ
と
さ
れ
る
『
宝
慶
記
』
の
師
弟
の
問
答
の
中

で
の
仏
教
の
了
義
か
不
了
義
か
を
決
す
る
こ
と
に
関
す
る
道
元
の
師
へ
の
質
問
で
あ
る）

19
（

。
尤
も
、
そ
の
場
で
は
、
道
元
の
鋭
い
質
問
の
矛
先
も
師
の
返
答

を
前
に
し
て
静
か
に
納
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
か
か
る
質
問
が
晩
年
の
上
引
の
用
例
⑪
ま
で
へ
も
継
続
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い

わ
け
で
も
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
仏
教
の
生
涯
「
学
習
」
は
私
た
ち
に
も
続
け
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
こ
の
道
元
の
釈
尊
観
は
、
十
八
問
答
を
示
す
流
布
本
『
弁
道
話
』
の
第
四
問
答
と
第
五
問
答
と
の
間
に
衞
藤
即
應
博
士
が
「
教
主
論
」
と

呼
ぶ
別
な
問
答
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
正
法
寺
本
を
加
筆
増
広
本
と
見
做
す
か
削
除
修
訂
本
と
見
做
す
か
の
判
定
に
も
大
き
く
関
る
問
題
で
あ
る
が
、
今
は

こ
の
問
題
に
深
入
り
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
加
筆
増
広
説
を
提
起
し
た
私
見
に
対
す
る
菅
野
優
子
氏
の
批
判）

20
（

が
あ
り
、

そ
の
批
判
に
よ
っ
て
私
も
知
る
こ
と
を
得
た
角
田
泰
隆
博
士
の
正
法
寺
本
第
五
問
答
削
除
説）

21
（

が
あ
る
の
で
、
こ
の
両
見
解
だ
け
に
は
簡
単
に
触
れ
て
お
き

た
い
。
菅
野
氏
は
、
私
が
加
筆
増
広
と
し
た
箇
所
を
丁
寧
に
点
検
さ
れ
て
反
論
を
展
開
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
私
も
そ
こ
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
。
そ

の
菅
野
氏
の
綿
密
な
道
元
関
連
文
献
照
合
に
は
大
い
に
敬
意
を
払
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
私
の
加
筆
増
広
説
提
起
の
動
機
と
も
な
っ
て
い
る
、
古

い
通
念
が
新
し
い
批
判
を
隠
す
傾
向
に
あ
る
編
纂
史
に
つ
き
そ
の
隠
蔽
部
分
を
引
き
剥
が
す
の
が
研
究
で
あ
る
と
の
観
点
は
一
顧
だ
に
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
に
感
じ
る
の
は
残
念
で
あ
る）

22
（

。
因
み
に
、
私
が
『
弁
道
話
』
の
加
筆
増
広
箇
所
と
思
う
も
の
は
、
微
妙
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
に
は
せ
よ
、
十
三
群
に



一
一
二

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

分
け
て
論
じ
ら
れ
た
が
、
今
は
本
稿
と
も
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
正
法
寺
本
の
「
教
主
論
」
と
さ
れ
る
第
五
問
答
だ
け
を
再
論
す
る
。
私
が
菅
野
氏
の
批

判
後
に
知
っ
た
角
田
説
は
、
全
十
九
問
答
か
ら
な
る
正
法
寺
本
の
中
で
こ
の
第
五
問
答
の
み
が
坐
禅
に
無
関
係
で
残
り
の
十
八
問
答
全
て
が
坐
禅
に
関
係

す
る
問
答
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
の
異
質
性
に
基
づ
い
て
、
こ
の
「
教
主
論
」
の
第
五
問
答
が
流
布
本
で
は
削
除
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る）

23
（

。
角
田
博
士

が
こ
の
第
五
問
答
の
「
教
主
論
」
に
容
易
に
違
和
感
を
覚
え
ら
れ
た
こ
と
に
は
敬
服
す
る
他
は
な
い
が
、
そ
の
同
じ
違
和
感
を
、
私
な
ら
、「
弁
道
話
」
と

い
う
テ
ー
マ
ゆ
え
問
答
に
お
い
て
も
坐
禅
に
絡
む
問
題
だ
け
を
中
心
に
し
て
論
述
し
た
が
後
に
な
っ
て
著
者
自
身
か
編
纂
者
が
「
教
主
論
」
の
必
要
を
感

じ
た
状
況
で
別
な
テ
ー
マ
と
知
り
つ
つ
周
り
と
可
能
な
限
り
馴
染
む
よ
う
な
形
で
挿
入
し
た
も
の
の
や
は
り
無
理
な
加
筆
だ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
こ
と
、
と

解
釈
し
て
い
た
と
思
う
。
尤
も
、
こ
の
「
教
主
論
」
は
、
他
宗
の
「
教
主
論
」
が
「
釈
迦
の
外
に
教
主
あ
り
」
と
す
る
法
身
説
に
立
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
当
方
の
教
主
は
化
身
と
し
て
の
歴
史
上
の
釈
尊
で
あ
っ
て
よ
い
と
の
趣
も
示
し
て
い
る
の
で
、
前
言
の
ご
と
く
、
歴
史
的
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
を
重
ん
じ

て
い
た
道
元
に
か
か
る
発
言
が
あ
っ
て
も
当
然
と
見
做
せ
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
最
初
の
執
筆
時
か
ら
こ
の
「
教
主
論
」
が
あ
っ
た
と
認
め

る
こ
と
に
は
や
は
り
抵
抗
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
こ
こ
で
敢
え
て
一
言
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
「
教
主
論
」
に
は
、
先
に
見
た
『
宝
慶
記
』
の

釈
尊
の
教
え
に
つ
い
て
の
了
義
不
了
義
決
着
の
必
要
性
や
、「
三
時
業
」
の
用
例
⑪
の
仏
教
に
つ
い
て
の
正
邪
決
着
の
必
要
性
を
、
議
論
に
求
め
る
よ
う
な

素
振
は
全
く
認
め
ら
れ
ず
、
理
由
も
示
さ
ず
に
相
手
を
外
道
か
天
魔
と
決
め
付
け
、
精
々
再
び
出
直
し
て
来
れ
ば
そ
の
非
を
教
え
て
や
ろ
う
と
い
う
語
勢

が
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
道
元
の
言
葉
と
す
る
な
ら
ば
余
り
聞
き
た
く
は
な
い
文
言
で
は
あ
る
が
、
編
纂
上
の
加
筆
か
削
除
か
の
判
定
に
は
か
か

る
感
情
も
入
り
混
じ
っ
て
難
し
く
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
加
筆
や
削
除
や
修
正
は
今
日
で
も
行
わ
れ
る
と
い
う
ほ
ん
の
一
例
だ
け
を
指
摘
し

た
後
で
、
再
び
仏
教
の
「
学
習
」
の
問
題
に
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

と
は
い
え
、
余
り
に
も
些
細
な
例
で
却
っ
て
顰
蹙
を
買
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
、
私
が
文
献
編
纂
に
つ
き
「
古
い
も
の
が
新
し
い
も
の
を

隠
す
」
と
言
う
と
き
に
な
に
を
意
図
し
て
い
る
か
を
理
解
し
て
頂
く
一
例
に
は
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
道
元
没
後
残
さ
れ
た
文
書
の
保
存
・
伝
承
・

編
纂
・
修
訂
は
曹
洞
宗
教
団
内
に
お
い
て
秘
匿
裡
に
進
め
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
江
戸
期
の
編
纂
を
経
て
、
そ
の
全
貌
が
近
代
に
な
っ
て
次
第
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
行
く
中
で
、
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
姿
が
明
る
み
に
な
る
の
は
一
九
三
〇
年
、
正
法
寺
本
『
弁
道
話
』
を
含
む
『
正
法
眼
蔵
雑
文
』

の
そ
れ
は
一
九
三
五
年
頃
と
さ
れ
て
い
る）

24
（

。
か
か
る
動
向
の
中
で
、
永
平
寺
三
十
五
世
晃
全
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
、
同
五
十
世
即
中
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ

た
の
が
、
九
五
巻
よ
り
な
る
「
本
山
版
（
永
平
寺
本
）」
で
あ
る
。
そ
の
「
本
山
版
」
の
巻
九
一
に
は
「
道
心
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、「
秘
密

正
法
眼
蔵
」
で
は
「
仏
道
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
同
名
を
避
け
る
た
め
か
、
本
来
の
題
名
「
仏
道
」
が
「
道
心
」
に
変
え
ら
れ
た
も
の
で



一
一
三

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

あ
る）

25
（

。
そ
の
改
題
の
根
拠
は
当
の
巻
冒
頭
に
「
仏
道
ヲ
モ
ト
ム
ル
ニ
ハ
、
マ
ズ
道
心
ヲ
サ
キ
ト
ス
ベ
シ
」
と
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
ら
し
い
が
、
現
在
の
校

訂
者
に
よ
っ
て
は
一
例
を
除
い
て
「
仏
道
」
に
復
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
文
献
学
的
に
は
正
し
い
処
置
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
問
題
の
一
例
と
は
、
最

も
近
時
の
出
版
に
お
い
て
再
び
「
道
心
」
に
戻
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る）

26
（

。
し
か
る
に
、
私
が
こ
の
場
合
に
「
古
い
も
の
」
と
見
做
し
て
い
る

の
は
「
道
心
」
で
あ
り
、「
新
し
い
も
の
」
と
は
「
仏
道
」
を
指
す
。
後
者
の
場
合
な
ら
道
元
が
そ
の
題
名
に
選
ん
だ
「
仏
道
」
に
よ
り
「
学
習
」
に
は
そ

こ
へ
向
か
う
目
標
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
前
者
の
場
合
な
ら
「
仏
道
」
の
「
学
習
」
に
色
々
あ
り
う
る
方
法
や
段
階
の
中
で
最
重
要
視

さ
れ
た
「
道
心
」
だ
け
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
よ
り
他
の
要
素
が
軽
視
さ
れ
て
し
ま
う
惧
れ
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
道
心
」
の
古
さ
と
い
う
の
は
、
仏

教
文
献
に
親
し
ん
で
い
る
人
な
ら
ば
、「
道
心
」
と
はbodhi-citta

の
音
写
語
「
菩
提
心
」
と
共
に
そ
の
意
訳
語
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

多
く
の
場
合
は
か
か
る
原
語
の
意
味
も
意
識
せ
ず
、
中
国
以
東
の
漢
字
の
「
道
」
に
由
来
す
る
日
本
の
古
代
か
ら
馴
染
ん
で
き
た
「
土
着
」
化
し
た
山
岳

の
坐
禅
と
も
違
和
感
の
な
い
と
い
う
意
味
で
の
古
さ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
場
合
に
は
、
日
本
だ
け
に
限
ら
ず
、
ま
た
宗
教
集
団
だ
け
に
限
ら
ず
、

そ
の
集
団
が
硬
直
し
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
無
批
判
に
「
土
着
思
想
」
が
取
り
込
ま
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
以
上
の
横
道
か
ら
、
こ
こ
で
約
束
通
り
、
仏
教
の
「
学
習
」
の
問
題
に
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
「
学
習
」
は
、
仏
典
の
イ
ン
ド
側
の
原
語

で
あ
るŚIK

S

4-

に
由
来
す
る
動
詞
や
準
動
詞
や
名
詞
が
漢
訳
で
「
学
習
」
あ
る
い
は
「
学
」
や
そ
の
活
用
に
伴
っ
て
変
化
し
た
語
な
ど
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た

も
の
が
古
代
に
日
本
に
将
来
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
余
り
変
化
す
る
こ
と
な
く
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
思
う
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
続

日
本
紀
』
養
老
二
年
十
月
の
条
に
「
講
論
衆
理
、
学
習
諸
義
」
と
あ
る）

27
（

の
は
、
今
日
で
も
そ
の
ま
ま
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仏
典
の
直
接
の
例
と
し
て
、

比
較
的
新
し
い
が
、
義
浄
訳
『
破
僧
事
』
か
ら
引
け
ば
、「
菩
薩
学
習
（śik s

4a n

4a

）
書
業
」
が
あ
る）

28
（

。
し
か
し
、
よ
り
説
得
的
に
「
学
習
」
の
用
例
を
道
元

に
絡
め
て
示
そ
う
と
す
れ
ば
、
道
元
の
好
ん
で
引
く
仏
典
の
一
つ
で
あ
る
『
般
若
経
』
の
場
合
を
確
か
め
て
み
る
の
が
良
い
と
思
う
。
そ
の
道
元
は
、

七
十
五
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
最
後
の
巻
で
あ
る
「
出
家
」
に
お
い
て
、玄
奘
訳
だ
と
直
ぐ
分
か
る
「
大
般
若
波
羅
蜜〔
多
〕経
第
三
」
と
い
う
指
示
の
下
に
「
初

会
」
中
の
菩
薩
と
し
て
の
釈
尊
が
出
家
後
の
願
い
を
語
る
一
節
を
引
用
し
、
更
に
、
十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
最
初
の
巻
で
あ
る
「
出
家
功
徳
」
に
お
い

て
も
、
そ
の
同
文
を
引
用
し
、
そ
の
直
前
に
は
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』「
初
会
」
と
並
行
関
係
に
あ
る
羅
什
訳
『
大
品
般
若
経
』
か
ら
も
並
行
文
を
示
し

て
い
る
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る）

29
（

。
そ
の
箇
所
を
、
羅
什
訳
の
原
典
と
も
い
う
べ
き
『
二
万
五
千
頌
般
若
経
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
か
ら
拙
訳
で
示

せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る）

30
（

。

　

更
に
ま
た
、
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
よ
、
般
若
波
羅
蜜
に
お
い
て
実
践
す
る
菩
薩
大
士
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
察
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
一
体
ど
う
し
た
ら



一
一
四

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

私
は
い
つ
い
か
な
る
日
で
あ
れ
出
家
で
き
る
で
あ
ろ
う
そ
の
同
じ
日
に
無
上
正
等
覚
を
現
覚
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
そ
の
同
じ
日
に
法
輪
を
転
じ

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
私
が
法
輪
を
転
じ
て
い
る
間
に
、
無
量
の
ア
サ
ン
キ
エ
ー
ヤ
の
数
の
有
情
た
ち
は
塵
な
く
垢
れ
を
離
れ
て
諸
法
に
関
す
る

法
眼
が
清
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
無
量
の
ア
サ
ン
キ
エ
ー
ヤ
の
数
の
有
情
た
ち
は
〔
苦
を
〕
受
け
ず
に
諸
漏
よ
り
（anupa

|da

|y âsravebhya h

4, nye 

bar len pa m
ed par zag pa rnam

s las

）
31
（

）
諸
心
が
解
脱
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
無
量
の
ア
サ
ン
キ
エ
ー
ヤ
の
数
の
有
情
た
ち
は
無
上
正
等
覚
よ
り
退
か

ざ
る
も
の
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
思
っ
て
、
般
若
波
羅
蜜
に
お
い
て
学
習
す
べ
き
で
あ
る
（praj ña

|pa

|ram
ita

|ya

|m

4 śik s

4itavyam
, shes rab kyi pha 

rol du phyin pa la bslab par bya

）。

　

ŚIK
S

4-

の
動
詞
的
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
学
習
す
べ
き
」
の
目
的
語
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
動
詞
の
願
望
法
で
示
さ
れ
て
い
る
菩
薩
と

し
て
の
釈
尊
の
願
い
が
そ
の
目
的
で
あ
ろ
う
。「
私
が
法
輪
を
転
じ
て
い
る
間
に
」
の
前
の
願
い
が
「
自
利
」
で
あ
り
、
後
の
願
い
が
「
利
他
」
で
あ
る
。

な
お
、
漢
訳
は
「
当
学
般
若
波
羅
蜜（
多
）」
と
依
格
で
扱
わ
れ
て
い
るpa

|ram
ita

|

を
目
的
語
と
し
て
訳
す
例
が
多
く
、
現
代
語
訳
で
も
漢
訳
に
倣
う
も
の

が
眼
に
付
く
。
こ
の
件
を
含
め
て
、praj ña
|pa

|ram
ita

|ya

|m

4 śik s

4itavyam

を
巡
る
状
況
を
、
よ
り
早
期
の
文
献
で
あ
る
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
冒
頭
で
確

か
め
て
み
て
も
、
状
況
は
似
た
り
寄
っ
た
り
で
あ
る
が
、
却
っ
て
「
い
か
な
る
法
に
お
い
て
も
学
習
し
な
い
（na kasm

i m

4ścid dharm
e śik s

4ate

）」
と
あ
っ

て
目
的
語
が
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
の
感
を
受
け
る）

32
（

。
こ
れ
は
、『
般
若
経
』
の
空
の
思
想
が
目
的
語
を
明
示
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
へ
の

執
着
を
避
け
よ
う
と
し
た
せ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
に
は
、
仏
教
教
団
内
で
は
、『
般
若
経
』
な
ど
よ
り
は
ず
っ
と
基
本
的
文
書
で
あ
っ
た
は
ず
の
『
規

則
条
文
綱
領
（P

ra

|tim
oks

4asu

|tra

）』
に
よ
っ
て
、
教
団
内
部
で
の
「
学
習
」
の
実
態
を
推
測
し
て
み
た
い
。
左
に
示
す
の
は
、（
根
本
）
説
一
切
有
部
の
「
自

白
罪
（pa

|yantika

）」
第
七
五
条
「
学
習
誘
発
拒
否
自
白
罪
（śik s
4ôpasa m

4ha

|ra-pratik s

4epa-pa

|yantika

）」
で
あ
る）

33
（

。

　

ま
た
お
よ
そ
い
か
な
る
比
丘
で
あ
れ
、
比
丘
た
ち
に
よ
っ
て
、「
氏
よ
、
貴
方
は
こ
の
学
習
（bslab pa, śik s

4a

|

）
に
お
い
て
学
習
す
べ
き
で
あ
る
（bslob 

par bya, śik s

4itavya

）。」
と
告
げ
ら
れ
た
と
き
に
、
彼
ら
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
、「
私
は
持
経
者
と
持
律
者
と
持
論
母
者
で
あ
る
比
丘
た
ち
に
質
問
す

る
ま
で
は
、
幼
稚
（byis pa, ba

|la

）
で
蒙
昧
（rm

ongs pa, m
u

|d

4ha

）
で
明
晰
で
な
く
（m

i gsal ba, avyakta

）
善
巧
で
な
い
（m

i m
khas pa, aku śala

）
貴
方

た
ち
の
言
葉
に
よ
っ
て
こ
の
学
習
に
お
い
て
学
習
す
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。」
と
言
っ
た
な
ら
ば
、
自
白
罪
で
あ
る
。
充
分
に
知
ろ
う
と
望
む
比
丘

も
ま
た
こ
の
学
習
に
お
い
て
学
習
す
べ
き
で
あ
り
、
持
経
者
と
持
律
者
と
持
論
母
者
で
あ
る
比
丘
た
ち
に
も
質
問
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
こ
で

の
軌
範
で
あ
る
。

　

こ
の
条
文
中
で
も
、śik s

4itavya

の
直
前
の
語
は
依
格
で
示
さ
れ
たśik s

4a

|

で
あ
る
が
、よ
り
古
型
を
保
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
パ
ー
リ
律
の
並
行
文
で
は
、



一
一
五

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

こ
れ
相
応
の
直
前
の
語
はsikkha

|-pada

（
学
習
の
基
本
）
で
や
や
異
な
る
が
、
依
格
でsikkha

|-pade

と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
従
っ
て
、

こ
れ
を
直
訳
的
に
理
解
す
れ
ば
、そ
の
意
味
は
「
学
習
の
基
本
も
し
く
は
学
習
に
お
い
て
学
習
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、こ
の
場
合
に
は
、

『
般
若
経
』
と
は
違
っ
て
、
そ
の
「
学
習
」
の
目
的
や
対
象
が
経
律
論
の
三
蔵
で
あ
る
こ
と
は
文
脈
上
確
実
で
あ
る）

34
（

。
そ
の
三
蔵
を
「
学
習
」
し
て
い
な
い

も
の
が
、
こ
こ
で
は
、「
幼
稚
な
（ba

|la

）」「
蒙
昧
な
（m

u

|d

4ha

）」「
明
晰
で
な
い
（avyakata

）」「
善
巧
で
な
い
（aku śala

）」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
四
連
語
を
私
は
「
未
学
習
の
四
連
語
」
と
呼
び
、
そ
の
反
対
の
状
態
を
指
す
「
幼
稚
で
な
い
（aba

|la

）」「
蒙
昧
で
な
い
（am

u

|d

4ha

）」「
明
晰

な
（vyakta

）」「
善
巧
な
（ku śala

）」
を
「
学
習
の
四
連
語
」
呼
び
、
双
方
を
合
し
て
、「
学
習
／
未
学
習
の
四
連
語
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
て
い
る）

35
（

も
の
の
、

そ
の
初
出
と
私
が
想
定
し
た
『
雑
阿
含
経
』
第
一
一
七
七
経
の
菩
薩
に
冠
さ
れ
た
「
不
愚
（aba

|la

）
不
痴
（am

u

|d

4ha

）
聡
明
（vyakta

）
黠
慧
（ku śala

）」
の

四
連
語
も
必
ず
し
も
当
初
か
ら
揃
っ
て
い
た
語
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た）

36
（

。
た
だ
し
、
こ
の
四
連
語
が
『
十
誦
律
』
か
ら
『
根
本
説
一
切
有
部
律
』

が
整
え
ら
れ
て
い
く
間
に
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
は
確
実
で
、例
え
ば
、未
比
定
の
恐
ら
く
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
関
連
の
文
献
中
に
そ
の
先
駆
形
態
が
認
め
ら
れ
、

ま
た
、
私
の
言
う
「
作
善
主
義
」
が
窺
わ
れ
る
『
法
華
経
』「
化
城
喩
品
」
に
も
そ
の
兆
し
が
感
じ
ら
れ
る）

37
（

。
か
か
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
以
下

に
は
、
そ
れ
が
定
着
し
た
『
根
本
説
一
切
有
部
律
』
に
お
け
る
用
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
今
後
「
懺
悔
問
答
句
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
一

種
の
定
型
句
で
、
問
は
王
や
居
士
な
ど
に
よ
り
、
答
は
「
福
田
」
た
る
世
尊
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る）

38
（

。

　

問　
「
世
尊
よ
、〔
私
は
〕
罪
を
犯
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
善
逝
よ
、〔
私
は
〕
罪
を
犯
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。（
続
い
て
罪
の
内
容
を
述
べ
た
後
で
そ
れ
は
）
実

に
幼
稚
な
ま
ま
で
の
蒙
昧
な
ま
ま
で
の
明
晰
な
き
ま
ま
で
の
善
巧
な
き
ま
ま
で
〔
の
行
為
で
〕
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
徳
よ
、
こ
の
私
は
罪
を
犯
し
た
と

認
知
し
罪
を
犯
し
た
と
見
知
し
ま
し
た
の
で
、
ど
う
か
お
慈
悲
で
す
か
ら
（anukam

pa

|m
 upa

|da

|ya

）、
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
。」

　

答　
「
大
王
よ
、貴
殿
が
こ
の
よ
う
に
罪
を
犯
し
た
と
認
知
し
罪
を
犯
し
た
と
見
知
し
、見
知
し
た
後
で
更
に
懺
悔
し
（a

|de śayasi

）、将
来
に
（a

|yatya

|m

）

律
儀
を
護
る
（sa m

4varam
 a

|padyase

）
な
ら
、貴
殿
の
諸
々
の
善
法
は
消
滅
す
る
こ
と
な
く
（na ha

|ni h

4

）
増
大
（v r

4ddhi

）
だ
け
が
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。」

　

右
の
定
型
的
「
懺
悔
問
答
句
」
は
一
種
の
「
懺
悔
滅
罪
」
を
告
げ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
ま
た
善
法
の
増
大
も
告
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

増
大
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
人
に
危
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
悪
心
を
懐
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
悪
心
を
避
け
る
た
め
に
、（
根
本
）
説
一

切
有
部
の
律
文
献
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
対
人
学
習
奨
励
句
」
と
称
し
て
も
良
い
よ
う
な
定
型
句
が
登
場
す
る）

39
（

。

　
（
人
に
殺
害
や
危
害
を
加
え
る
よ
う
な
悪
心
の
生
起
を
諌
め
た
後
で
）
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



一
一
六

仏
教
の
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学
習
」
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味
（
袴
谷
）

（śik s
4itavya

）。
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
（savij ña

|naka

）
身
体
（ka

|ya

）
に

対
し
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

　

こ
の
定
型
句
中
の
「
認
識
を
も
っ
た
身
体
」
と
い
う
の
を
、
私
は
、
生
物
一
般
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
認
識
（vij ña

|na

）
を
含
ん
で
い
る
ゆ
え
に
、

人
間
の
身
体
と
捉
え
、
そ
の
人
間
に
対
し
て
危
害
を
加
え
な
い
よ
う
に
「
学
習
」
す
る
こ
と
を
こ
の
句
は
示
唆
し
て
い
る
と
見
做
し
て
句
全
体
を
「
対
人

学
習
奨
励
句
」
と
呼
び
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
定
型
句
を
、（
根
本
）説
一
切
有
部
独
自
の
も
の
と
判
定
さ
れ
た
平
岡
聡
博
士
の
御
見
解

は
極
め
て
重
要
と
考
え
ら
れ
る）

40
（

。
そ
の
論
拠
と
し
て
同
博
士
が
示
す
の
が
、Ś

iks

4a

|sa
m

u
cca

y
a

に
“a |rya-Sarva

|stiva

|da

|na

|m

4 pa t

4hyate

（
聖
説
一
切
有
部

の
も
の
た
ち
に
読
誦
さ
れ
て
い
る
）”と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
問
題
の
定
型
句
を
含
む
一
節
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
一
節
は
、
定
型
句
中
の
「
比
丘
た
ち
よ
」

が
特
定
の
個
人
「
ウ
パ
ー
リ
ン
よ
」
に
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、同
じ
個
人
名
を
も
つD

ivy
a

|va

|d
a

n
a

の
話
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、

Ś
iks

4a

|sa
m

u
cca

y
a

もD
ivy

a

|va
d

a
|n

a

も
、
万
一
失
わ
れ
ず
に
現
存
し
て
い
る
な
ら
、
い
ず
れ
突
き
止
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
説
一
切
有
部
の
律
蔵

の
話
か
ら
こ
れ
を
引
用
し
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
更
に
、
平
岡
博
士
は
、
そ
の
経
典
的
淵
源
と
し
て
、A -y

u
h

4p
a

ry
a

n
ta

su

|tra

と
説
一
切
有
部
の
『
雑

阿
含
経
』
第
一
二
七
八
経
や
『
別
訳
雑
阿
含
経
』
第
二
七
六
経
も
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る）

41
（

が
、
こ
れ
も
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
そ
の
漢
訳
両
経
の
対
応
経
典

と
目
さ
れ
る
パ
ー
リ
のSa m

4yutta-N
ika

|ya, V
I.1.10., K

oka

|liko

やSuttanipa

|ta, III.10., K
oka

|liy
a

su
tta

は
、「
人
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
口
に
斧
を
も

ち
人
を
悪
口
で
傷
つ
け
た
結
果
地
獄
に
堕
ち
る
」
と
い
う
意
味
の
漢
訳
と
同
じ
偈
を
有
し
、
比
丘
コ
ー
カ
ー
リ
カ
が
舎
利
弗
や
目
連
に
悪
心
を
懐
い
た
の

で
地
獄
に
堕
ち
た
と
い
う
同
じ
話
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
話
を
受
け
た
「
対
人
学
習
奨
励
句
」
を
示
す
こ
と
は
し
て
い
な
い）

42
（

。
因
み
に
、
そ
れ
を
示
す

A -yu
h

4paryan
tasu

|tra

の
箇
所
は
、
次
の
通
り
で
あ
る）

43
（

。

　

デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
仲
間
で
あ
る
比
丘
コ
ー
カ
ー
リ
カ
は
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
と
マ
ウ
ド
ガ
リ
ヤ
ー
ヤ
ナ
と
の
二
人
に
対
し
て
悪
心
を
生
じ
た
の
で

（citta m

4 pradu

|s

4ya, zhe sdang gi sem
s bskyed pas

）
自
ら
の
肉
体
の
ま
ま
で
（sva- śar

re n

4âiva, rang gi lus de nyid kyis

）〔
八
寒
地
獄
の
最
後
の
〕
大
蓮

華
と
い
う
大
地
獄
に
生
じ
た
。（
以
下
「
比
丘
た
ち
よ
、
し
か
ら
ば
そ
れ
ゆ
え
に
」
の
「
対
人
学
習
奨
励
句
」
で
あ
る
が
省
略
）

　

こ
の
コ
ー
カ
ー
リ
カ
を
パ
ー
リ
で
は
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
仲
間
や
弟
子
と
は
見
做
さ
な
い
伝
承
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、A -y

u
h

4p
a

ry
a

n
ta

su

|tra

は
、

明
ら
か
に
彼
を
「
教
団
破
壊
」
を
し
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
に
「
父
王
殺
害
」
を
唆
し
た
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
仲
間
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
本
経
が
説
一

切
有
部
の
伝
承
の
内
に
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る）

44
（

。
そ
の
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
『
破
僧
事
』
の
話
の
一
部
に
は
「
懺
悔
問
答
句
」
も
「
対
人
学
習
奨
励
句
」

も
共
に
出
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
は
、
同
じ
部
派
の
『
律
雑
事
』
の
「
シ
ャ
カ
族
滅
亡
譚
」
に
出
る
「
対
人
学
習
奨
励
句
」
の
例
を
簡
単
に
見
て
お



一
一
七

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

き
た
い）

45
（

。

　

仏
教
誕
生
の
地
で
あ
る
ガ
ン
ジ
ス
河
中
流
域
地
方
で
は
、
釈
尊
生
誕
の
シ
ャ
カ
族
の
都
城
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
は
釈
尊
晩
年
に
は
コ
ー
サ
ラ
国
に
滅
ぼ

さ
れ
、
そ
の
コ
ー
サ
ラ
国
も
や
が
て
マ
ガ
ダ
国
に
征
服
さ
れ
る
と
い
う
歴
史
を
辿
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
素
材
と
し
て
な
っ
た
の
が
「
シ
ャ
カ
族
滅

亡
譚
」
で
あ
る
。
そ
の
主
人
公
は
ヴ
ィ
ル
ー
ダ
カ
（
’Phags skyes po, Viru

|d

4haka

、
悪
生
）
で
、
コ
ー
サ
ラ
国
王
プ
ラ
セ
ー
ナ
ジ
ッ
ト
と
シ
ャ
カ
族
の
奴
婢
出

自
の
娘
で
王
妃
と
な
っ
た
マ
ー
リ
カ
ー
と
の
間
に
生
ま
れ
た
息
子
と
さ
れ
る
。
そ
の
息
子
と
同
じ
日
に
生
ま
れ
て
友
人
と
し
て
育
っ
た
の
が
帝
師
の
息
子

マ
ー
ト
リ
ピ
ー
ダ
カ
（M

a la gnod, *M
a

|t r

4p
d

4aka

，
苦
母
）
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ル
ー
ダ
カ
は
そ
の
出
自
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
シ
ャ
カ
族
が
自
分
を
悪
し
様
に
言
っ

て
い
る
と
思
っ
て
怨
念
を
も
ち
、
彼
ら
を
滅
ぼ
さ
ん
と
の
意
を
固
め
、
友
人
の
マ
ー
ト
リ
ピ
ー
ダ
カ
は
更
に
そ
れ
を
嗾
け
た
。
シ
ャ
カ
族
は
三
度
に
亘
っ

て
悲
痛
な
叫
び
を
上
げ
た
と
さ
れ
る
が
、
機
を
窺
っ
て
い
た
ヴ
ィ
ル
ー
ダ
カ
が
マ
ー
ト
リ
ピ
ー
ダ
カ
と
共
に
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
に
攻
め
込
ん
で
シ
ャ
カ

族
を
殲
滅
し
た
の
が
そ
の
三
度
目
で
あ
る
。
こ
の
シ
ャ
カ
族
滅
亡
に
至
る
間
に
は
、
シ
ャ
カ
族
に
は
「
見
諦
（bden pa m

thong ba, satya-dar śana

）」
の
も

の
が
多
く
、「
見
諦
」
の
も
の
は
人
の
み
な
ら
ず
生
物
の
命
も
奪
わ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
例
外
的
に
、「
見
諦
」
を
得
て
い
な
か
っ

た
た
め
に
大
軍
を
指
揮
し
て
戦
っ
た
シ
ャ
カ
族
の
シ
ャ
ン
バ
カ
（Sham

bhaka

、
閃
婆
）
が
そ
の
殺
戮
を
悔
い
て
後
に
釈
尊
に
帰
依
し
た
と
い
う
話
も
挿
入
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
局
シ
ャ
カ
族
は
滅
亡
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
滅
亡
を
齎
し
た
コ
ー
サ
ラ
国
と
そ
れ
を
指
揮
し
た
二

人
に
つ
い
て
語
る
釈
尊
の
「
対
人
学
習
奨
励
句
」
を
含
む
言
葉
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
コ
ー
サ
ラ
の
種
族
は
こ
れ
よ
り
七
日
後
に
蛇
に
睨
ま
れ
た
ま
ま
で
相
続
を
絶
た
れ
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
迷
妄
の
人
ヴ
ィ

ル
ー
ダ
カ
も
ま
た
マ
ー
ト
リ
ピ
ー
ダ
カ
と
共
に
七
日
後
に
火
に
焼
か
れ
て
悲
嘆
の
声
を
発
し
つ
つ
無
間
（m

nar m
ed pa, av

ci

）
大
地
獄
に
堕
ち
る
で
あ

ろ
う
。（
以
下
「
比
丘
た
ち
よ
、
し
か
ら
ば
そ
れ
ゆ
え
に
」
の
「
対
人
学
習
奨
励
句
」
で
あ
る
が
省
略
）

　

こ
の
「
対
人
学
習
奨
励
句
」
を
含
む
話
は
、
説
一
切
有
部
系
の
文
献
に
今
後
ま
だ
ま
だ
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
上
記
の
話
中
で
も
見
ら
れ
る
、「
果

報
自
受
偈
」
と
称
さ
れ
る
も
の
及
び
「
果
報
自
受
偈
」
を
含
む
「
業
報
の
原
理
」
と
称
さ
れ
る
章
句
は
、（
根
本
）説
一
切
有
部
の
律
蔵
中
に
現
に
夥
し
く
認

め
ら
れ
て
い
る）

46
（

。「
果
報
自
受
偈
」
が
こ
の
よ
う
に
重
視
さ
れ
る
の
は
、
人
の
行
為
（
業
）
に
も
厳
格
な
因
果
関
係
を
求
め
る
仏
教
、
取
り
分
け
説
一
切
有

部
の
「
哲
学
」「
思
想
」
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
教
団
の
「
生
活
」「
習
慣
」
に
因
む
事
態
の
記
録
集
成
で
あ
る
律
蔵
の
特
に
説

話
部
分
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
「
土
着
思
想
」
の
影
響
が
及
び
や
す
い
。
そ
の
結
果
は
、「
自
業
自
得
」
の
話
に
「
堕
地
獄
」
な
ど
の
脅
し
が
加
わ
る
こ
と
に

な
る
が
、
一
方
で
は
、
鞭
の
代
り
に
飴
と
ば
か
り
に
、
同
時
に
「
懺
悔
滅
罪
」
的
な
話
も
勧
め
ら
れ
、
既
に
見
た
「
父
王
殺
害
」
の
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
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ル
王
の
話
で
は
、「
懺
悔
滅
罪
」
の
結
果
、
王
に
は
盤
石
の
安
心
の
境
地
で
あ
る
「
無
根
信
」
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る）

47
（

。
こ
の
「
無
根
信
」
の

解
釈
に
つ
い
て
は
、
説
一
切
有
部
の
『
大
毘
婆
沙
論
』
で
も
問
題
に
さ
れ
議
論
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
平
川
彰
博
士
は
、
か
か
る
「
哲
学
」「
思
想
」

上
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
な
く
、
阿
含
時
代
か
ら
行
き
成
り
大
乗
仏
教
に
飛
ん
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る）

48
（

。

　

阿
含
時
代
に
は
重
大
視
さ
れ
な
か
っ
た
阿
闍
世
王
の
殺
父
の
罪
を
、
宗
教
的
な
重
罪
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
大
乗
仏
教
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す

で
に
最
初
期
の
大
乗
経
典
に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
支
婁
迦
讖
訳
の
『
阿
闍
世
王
経
』
二
巻
は
、
殺
父
の
罪
を
犯
し
た
阿
闍
世
王
の
救
済
を
説
く
経

典
で
あ
る
。
こ
の
経
は
異
訳
が
、
笠
法
護
に
よ
っ
て
『
文
殊
支
利
普
超
三
昧
経
』
二
巻
、
法
天
に
よ
っ
て
『
未
曽
有
正
法
経
』
六
巻
と
し
て
訳
さ
れ
て

い
る
。
失
訳
の
『
放
鉢
経
』
も
こ
の
部
分
訳
で
あ
る
。
な
お
チ
ベ
ッ
ト
訳
も
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
経
で
は
王
舎
城
の
耆
闍
崛
山
に
居
ら
れ
た
釈
尊
の
所
へ
、

阿
闍
世
王
が
来
て
、
種
々
に
質
問
す
る
。（
中
略
）
仏
陀
の
教
誡
に
よ
っ
て
、
諸
法
の
不
生
を
悟
り
、
仏
陀
に
た
い
し
て
自
己
の
殺
父
の
罪
を
懺
悔
す
る
。

そ
の
あ
と
さ
ら
に
文
殊
師
利
の
教
え
を
聞
い
て
無
生
法
忍
を
得
る
。
そ
し
て
諸
法
の
自
性
は
本
真
実
で
あ
り
、
染
に
非
ら
ず
、
淨
に
非
ら
ず
と
悟
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
文
殊
師
利
が
阿
闍
世
王
に
た
い
し
「
逆
罪
を
犯
し
た
者
は
地
獄
に
入
る
と
、
仏
陀
が
記
別
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
問
う
た

の
に
た
い
し
て
も
、
阿
闍
世
王
は
、
諸
法
は
空
の
故
に
、
生
死
と
涅
槃
は
平
等
で
あ
る
と
答
え
て
、
心
を
動
か
さ
な
い
。（
以
下
、「
そ
し
て
文
殊
師
利
が
阿

闍
世
王
に
た
い
し
「
逆
罪
を
」
の
箇
所
と
重
複
す
る
箇
所
以
下
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら
の
拙
訳
で
の
引
用
）
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
（
’Jam

 dpal, M
a ñju śr

、
文
殊
師
利
、

濡
／
溥
首
）
が
言
っ
た
。「
大
王
よ
、如
来
が
無
間〔
業
〕を
な
し
た
も
の
（m

tsham
s m

ed pa byed pa

）
は
即
刻
地
獄
に
行
く
と
仰
っ
た
と
す
れ
ば
、大
王
よ
、

一
体
貴
方
は
地
獄
に
行
く
の
で
あ
ろ
う
か
。」
と
、
そ
の
よ
う
に
言
う
と
、
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
法
王
子
（szhon nur gyur pa

）
に
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト

ル
王
は
次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
。「
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
よ
、
一
体
如
来
は
、
こ
の
も
の
は
悪
趣
に
行
き
、
こ
の
も
の
は
天
に
行
き
、
こ
の
も
の
は
涅

槃
に
行
く
、
と
て
、
な
ん
ら
か
の
法
を
も
現
覚
し
た
の
か
。」
と
。〔
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
が
〕
言
っ
た
。「
大
王
よ
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
。〔
大

王
が
〕
申
し
上
げ
た
。「
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
よ
、
一
切
法
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
現
覚
し
た
な
ら
ば
、
い
か
な
る
法
で
あ
れ
地
獄
に
赴
い
た
り
天
に
赴

い
た
り
涅
槃
に
赴
い
た
り
す
る
よ
う
な
法
を
私
は
見
て
お
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
よ
、
一
切
法
は
空
た
る
も
の
（ston pa nyid

）
と

し
て
赴
く
も
の
よ
り
も
過
ぎ
去
ら
ず
、
空
性
そ
の
も
の
は
悪
趣
に
赴
く
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ず
天
に
赴
く
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ず
涅
槃
に
赴
く
こ
と
も

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
よ
、法
界
（chos kyi dbyings

）
は
不
雑
（m

a 
’dres pa

）
で
あ
り
、一
切
法
も
ま
た
法
界
の
自
性
を
有
し
て
お
り
（rang 

bzhin can

）、
法
界
は
悪
趣
に
も
赴
か
ず
天
に
も
赴
か
ず
涅
槃
に
も
赴
か
な
い
の
で
す
。
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
よ
、
無
間〔
業
〕（m

tsham
s m

ed pa

）
と
申

し
ま
す
の
は
、
法
界
に
間
隙
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
（m

tsham
s m

a m
chis pa

）
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
（tshig bla dags

）
で
す
。
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
よ
、
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間
隙
の
ご
ざ
ら
ぬ
も
の
は
、
法
界
の
自
性
を
有
し
て
お
り
、
な
ん
で
あ
れ
間
隙
の
ご
ざ
ら
ぬ
も
の
の
自
性
な
の
で
す
。
ま
た
一
切
法
も
そ
の
自
性
で
す
。

マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
よ
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
一
切
法
は
行
く
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
私
は
悪
趣
に
も
赴
か
ず
天
に
も
赴
か
ず
涅
槃
に
も
赴

き
ま
せ
ん
。」
と
。

　

紙
幅
の
関
係
で
こ
れ
以
上
論
を
進
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
述
べ
た
い
こ
と
は
で
き
る
限
り
で
示
し
て
終
息
に
向
か
い
た
い
。
上
引
の
ア
ジ
ャ
ー

タ
シ
ャ
ト
ル
王
は
、
悟
っ
た
ゆ
え
な
の
か
、
こ
の
時
点
で
は
殺
人
と
い
う
罪
の
意
識
を
微
塵
も
感
じ
さ
せ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
に
説
教

を
垂
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
さ
え
与
え
る
の
は
、私
に
『
維
摩
経
』
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
の
王
の
語
る
「
空
性
」
に
移
動
は
な
く
、そ
れ
と
同
値
さ
れ
た
「
法

界
」
自
体
に
も
動
き
は
な
い
。
そ
の
中
で
行
な
わ
れ
る
無
間〔
業
〕（a

|nantarya

）
す
ら
、
充
満
す
る
「
法
界
」
に
託
け
て
「
間
隙
の
な
さ
（an-antara

）」
と

解
釈
さ
れ
て
雲
散
霧
消
し
て
い
る
。
か
か
る
「
場
所
」
と
し
て
の
「
法
界
」
を
根
底
に
置
く
思
想
は
、『
維
摩
経
』
を
私
が
仏
教
で
は
な
い
と
判
断
し
た
意

味
で
、
仏
教
で
は
な
い
。
し
か
も
、
因
果
関
係
に
従
っ
て
「
自
業
自
得
」
た
る
べ
き
業
を
こ
の
よ
う
に
空
無
と
見
做
す
の
は
、
道
元
が
十
二
巻
本
『
正
法

眼
蔵
』
第
七
「
深
信
因
果
」
に
引
く
正
に
「
豁
達
空
撥
因
果
、
莾
莾
蕩
蕩
招
殃
過
」
の
事
態
で
あ
る
。
道
元
は
か
か
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
非
仏
教
的
「
撥

無
因
果
」
を
批
判
し
、「
深
信
因
果
」
を
主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
「
深
信
因
果
」
対
「
撥
無
因
果
」
の
問
題
は
目
下
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
触
れ
な
い）

49
（

。
た
だ
し
、
こ
の
問
題
は
、
仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
と
い
う
課
題
か
ら
見
て
も
極
め
て
重
要
な
の
で
、
経

蔵
や
説
一
切
有
部
を
中
心
と
す
る
論
蔵
の
議
論
に
ま
で
遡
っ
て
研
究
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、「
業
は
あ
り
異
熟
は
あ
る
が
作
者

（ka

|raka

）
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
十
二
支
縁
起
の
「
法
仮
（dharm

a-sa m

4keta

）」
を
説
く
『
勝
義
空
経
』
の
主
張
を
受
け
て
問
題
を
展
開
し
て
い
る
『
倶

舎
論
』
な
ど
の
研
究
で
あ
る
。
し
か
も
、
正
統
派
の
説
一
切
有
部
は
、
最
終
の
究
極
的
「
場
所
」
と
し
て
の
「
真
如
」
を
法
大
系
中
に
は
持
込
ん
で
い
な

い
の
で
、
か
か
る
「
場
所
」
の
全
く
想
定
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
、
作
者
た
る
「
個
人
（pudgala

）」
は
「
凡
夫
（p r

4thagjana

）」
か
ら
「
聖
人
（a

|rya

）」
へ

と
「
煩
悩
の
不
生
」
を
目
指
し
て
「
学
習
」
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
「
個
人
」
は
教
団
内
で
は
「
個
人
所
属
物
（paudgalika

）」
の
所
有
も

許
さ
れ
て
比
較
的
余
裕
を
も
っ
て
か
な
り
自
由
に
「
学
習
」
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
近
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
「
学
習
」
も
教
団
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ

と
な
く
広
く
一
般
に
開
放
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
「
個
人
」
は
、
律
蔵
中
の
説
話
に
あ
る
よ
う
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
「
土
着
思
想
」

に
馴
染
ん
だ
「
生
活
」「
習
慣
」
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
た
り
、
そ
の
「
堕
地
獄
」
で
人
を
脅
し
た
り
し
て
も
人
か
ら
脅
さ
れ
て
も
い
け
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「
堕
地
獄
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
「
哲
学
」「
思
想
」
か
ら
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
の
延
長
た
る
知
的
な
議
論
か
ら
も
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
、
そ
の
議
論
の
基
本
で
あ
る
言
葉
に
つ
い
て
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
と
バ
ー
ウ
ィ
ッ
ク
の
共
著
『
な
ぜ
我
々
だ
け
』
は
、
六
万



一
二
〇

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

年
間
他
の
社
会
と
接
触
の
な
か
っ
た
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
部
族
の
児
が
産
ま
れ
た
時
か
ら
ボ
ス
ト
ン
で
育
っ
た
ら
地
元
の
児
た
ち
と
な
に
か
違
い
が

あ
る
と
考
え
る
必
要
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
言
葉
がthe species M

an

と
し
て
の
人
間
だ
け
に
等
し
く
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
異
言
語
間
の
翻
訳
も
可
能
で
あ
り
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
「
人
間
言
語
の
統
辞
法
（hum

an language syntax

）」
も
成
り
立
つ
の
で

あ
る）

50
（

。
し
か
し
、
そ
の
児
が
か
く
育
ち
な
が
ら
、
あ
る
ロ
シ
ア
人
が
「
特
別
軍
事
作
戦
」
と
言
え
ば
「
戦
争
」
で
な
く
な
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
よ
う
な

言
動
に
及
ぶ
な
ら
、
こ
の
成
人
は
い
く
ら
知
識
が
あ
ろ
う
が
、「
未
学
習
の
四
連
語
」
で
呼
ぶ
よ
う
な
状
態
に
あ
る
と
し
か
言
え
ま
い
。
し
か
も
、
せ
っ
か

く
言
葉
を
与
え
ら
れ
た
人
間
が
、
言
葉
だ
け
に
よ
る
議
論
も
せ
ず
に
、
核
を
含
む
武
力
を
背
景
に
人
を
脅
し
た
り
実
際
戦
争
で
人
を
殺
し
た
り
す
る
こ
と

は
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
父
王
を
殺
し
戦
争
で
多
く
の
人
を
殺
し
た
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
王
は
、
そ
れ
を
深
く
反
省
し
仏
教
徒
と
な
っ
て
「
学
習

の
四
連
語
」
で
呼
ば
れ
る
よ
う
な
状
態
に
達
し
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
現
代
の
仏
教
に
お
い
て
な
ら
、
反
省
し
た
上
で
も
、
そ
の
「
自
業
自
得
」
の
異
熟
は
、

教
団
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
公
開
さ
れ
た
法
廷
に
お
け
る
議
論
を
経
て
「
三
世
実
有
」
の
罪
科
と
し
て
千
年
や
万
年
に
及
ん
で
も
課
せ
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
核
を
含
む
戦
争
に
つ
い
て
は
、
ラ
ッ
セ
ル
が
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
共
にT

h
e R

u
ssell-E

in
stein

 M
a

n
ifesto

に
お

い
て
、「
私
た
ち
は
新
た
な
方
法
で
考
え
る
こ
と
を
学
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（W

e have to learn to think in a new
 w

ay

）。」
と
七
〇
年
近
く
前
に
主
張

し
て
い
る
が
、そ
の
「
学
習
」
と
は
核
戦
争
廃
止
に
向
け
てthe species M

an

と
し
て
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
の
生
涯
（ya

|vaj j
vam

）「
学

習
」
の
意
味
と
は
、
か
か
る
人
の
発
言
を
含
む
「
外
来
思
想
」
を
他
者
か
ら
「
学
習
」
し
、
議
論
だ
け
を
通
し
て
真
偽
を
決
着
し
つ
つ
変
わ
っ
て
い
く
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
　
　
　
註

（
１
） 

大
久
保
道
舟
編
『
古
本
校
定　

正
法
眼
蔵
』
全
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）、
三
七
七
頁
。

（
２
） 

大
久
保
上
記
編
書
、
三
八
一
頁
。

（
３
） G

ottlob F
rege, 

“Über Sinn und B
edeutung

”（1892

）, K
lein

e Schriften
, D

arm
stadt, 1967, pp.143-162, esp., pp.144-145

：
土
屋
俊
訳
「
意
義
と
意
味
に

つ
い
て
」、
坂
本
百
大
編
『
現
代
哲
学
基
本
論
文
集
』
Ｉ
（
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年
）、
三
│
四
四
頁
、
特
に
、
五
│
七
頁
参
照
。

（
４
） 

用
例
の
検
索
は
、加
藤
宗
厚
編
『
修
訂　

正
法
眼
蔵
要
語
索
引
』
上
巻
（
名
著
普
及
会
、一
九
八
七
年
）、四
三
九
頁
に
よ
り
、そ
の
配
列
は
、伊
藤
秀
憲
『
道
元
禅
研
究
』

（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
八
年
）、
一
九
八
│
二
四
五
頁
の
撰
述
年
次
考
の
結
果
を
踏
ま
え
て
の
年
代
順
に
よ
る
。
巻
名
直
後
の
カ
ッ
コ
内
は
そ
の
初
出
年
で
あ
る
。
用
例
提

示
後
の
カ
ッ
コ
内
に
は
、
大
久
保
前
掲
編
書
（
前
註
１
）
の
頁
数
と
、
水
野
弥
穂
子
、
石
井
修
道
訳
註
『
原
文
対
照
現
代
語
訳　

道
元
禅
師
全
集
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
二



一
二
一

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

年
│
二
〇
一
二
年
）
の
巻
数
、
頁
数
と
を
、
順
次
に
示
し
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
） 「
中
有
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、そ
の
「
可
転
」
か
「
不
可
転
」
か
の
問
題
も
絡
み
困
難
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
、道
元
が
晩
年
に
よ
く
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
『
大

毘
婆
沙
論
』
は
固
よ
り
、『
倶
舎
論
』
な
ど
も
参
照
し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、A

bhidharm
akośabha

|s

4ya

（P
radhan ed.

）, p.231, ll.9-
20

：
舟
橋
一
哉
『
倶
舎
論
の
原
典
解
明　

業
品
』（
法
蔵
館
、
一
九
八
七
年
）、
二
六
九
│
二
七
一
頁
と
、
金
子
宗
元
「
断
善
根
と
続
善
根
に
つ
い
て
│
道
元
禅
師
晩
年
の

思
想
的
背
景
と
経
論
引
用
を
中
心
と
し
て
│
」『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
一
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）、
二
四
〇
│
二
一
一
頁
の
み
の
参
照
を
指
示
し
て
お
く
に
止
め
た
い
。

（
６
） 

松
本
史
朗
「
如
来
蔵
思
想
と
本
覚
思
想
」（
初
出
、
二
〇
〇
五
年
）『
仏
教
思
想
批
判
』（
法
蔵
館
、
二
〇
二
一
年
）、
五
一
頁
。

（
７
） 

拙
書
『
道
元
と
仏
教
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
二
年
）、
三
二
九
│
三
三
四
頁
参
照
。

（
８
） 

松
本
上
記
書
、
四
〇
│
七
一
頁
参
照
。
図
式
は
、
五
三
頁
に
よ
る
。

（
９
） 

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
参
照
。

（
10
） 

拙
稿
「『
大
乗
荘
厳
経
論
』
第
一
四
章
第
三
四
│
三
五
頌
の
ア
ス
ヴ
ァ
バ
ー
ヴ
ァ
と
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
と
の
註
釈
」（
初
出
、
一
九
七
九
年
）『
唯
識
文
献
研
究
』（
大
蔵

出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
四
〇
九
│
四
一
八
頁
、
特
に
、
四
一
二
│
四
一
五
頁
参
照
。
ま
た
、
同
拙
書
、
三
七
│
七
七
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）
拙
書
『
仏
教
文
献
研
究
』（
大
蔵
出
版
、二
〇
一
三
年
）、五
九
頁
、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
）、
六
九
│
九
一
頁
な
ど
参
照
。
た
だ
し
、
吉
蔵
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
直
接
的
論
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
12
） 

前
掲
拙
書
（
前
註
10
）、
七
三
頁
を
、
特
に
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
） 

今
と
な
っ
て
は
不
充
分
な
点
も
多
々
あ
る
が
、
拙
稿
「〈
清
浄
法
界
〉
考
」（
初
出
、
一
九
七
六
年
）『
唯
識
思
想
論
考
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
七
五
〇
│

七
八
六
頁
参
照
の
こ
と
。

（
14
） 

松
本
前
掲
書
（
前
註
６
）、
六
六
│
七
一
頁
参
照
。

（
15
） 

そ
の
短
文
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
前
掲
書
（
前
註
１
）、
二
九
八
│
二
九
九
頁
、
六
四
二
│
六
四
四
頁
参
照
。
ま
た
、
こ
の
短
文
に
も
関
る
袈
裟
の
問
題
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
）、
四
五
│
六
七
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
） 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
松
本
史
朗
博
士
が
「
宗
祖
無
謬
説
」
に
立
た
な
い
「
批
判
宗
学
」
を
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
曹
洞
宗
の
「
宗
学
研
究
」
に
新
風
が
吹

き
込
ま
れ
た
か
に
感
じ
た
が
、
現
今
は
そ
れ
程
に
は
感
じ
な
い
。
そ
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
角
田
泰
隆
「
宗
学
考
」『
宗
学
研
究
』
第
四
〇
号
（
一
九
九
八
年
三
月
）、

一
九
│
二
四
頁
、
同
「
宗
学
再
考
」『
駒
沢
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
七
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）、
七
三
│
一
〇
二
頁
、
同
「
宗
学
再
々
考
」『
宗
学
研
究
紀
要
』
第

一
五
号
（
二
〇
〇
二
年
三
月
）、
一
三
│
二
〇
頁
参
照
。
私
は
、
宣
言
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、「
宗
祖
無
謬
説
」
に
立
た
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
宗
祖
で
も
、「
学

習
」
し
て
変
わ
り
う
る
人
こ
そ
尊
敬
に
値
し
よ
う
。

（
17
） 

七
十
五
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
巻
七
「
一
顆
明
珠
」
は
、
大
久
保
前
掲
書
（
前
註
１
）
で
は
、
五
九
│
六
三
頁
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
巻
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
語

に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
道
元
の
世
界
観
を
も
含
め
て
こ
の
語
を
使
用
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

（
18
） 

加
藤
前
掲
索
引
（
前
註
４
）、
一
一
九
八
│
一
二
〇
二
頁
に
よ
れ
ば
、
一
六
一
箇
所
程
を
数
え
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
全
て
が
歴
史
上
の
釈
尊
に
限
定
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
福
田
」
と
し
て
の
釈
尊
讃
美
に
終
わ
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
分
値
引
か
れ
ね
ば



一
二
二

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
言
及
の
多
さ
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。

（
19
） 『
宝
慶
記
』
に
お
け
る
こ
の
了
義
か
不
了
義
か
の
決
着
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
伽
藍
考
」『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
第
三
三
号
（
二
〇
二
一
年
十
二
月
）、

八
五
│
一
〇
七
頁
、
特
に
、
九
〇
頁
参
照
。
し
か
し
、
注
意
し
て
お
い
て
頂
き
た
い
の
は
、
そ
の
若
き
在
宋
中
の
メ
モ
全
て
が
、
か
か
る
観
点
か
ら
評
価
し
う
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
宝
慶
記
』
の
師
よ
り
「
風
鈴
頌
」
を
聞
い
て
感
激
す
る
道
元
の
記
述
は
、「
感
情
」
的
に
誠
に
純
度
の
高
い
も
の
だ
と
私
も
思
っ

て
い
る
が
、「
知
性
」
的
観
点
か
ら
の
「
哲
学
」「
思
想
」
の
真
偽
決
着
の
問
題
に
は
結
び
付
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
20
） 

菅
野
優
子
「『
弁
道
話
』
の
成
立
に
つ
い
て
│
加
筆
増
広
の
問
題
を
中
心
と
し
て
│
」『
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
第
五
四
号
（
二
〇
二
一
年
五
月
）、

四
三
│
六
三
頁
、
同
「『
弁
道
話
』
の
成
立
│
草
案
本
と
流
布
本
の
反
転
の
問
題
に
つ
い
て
│
」『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
五
二
号
（
二
〇
二
一
年
十
月
）、
二
一
一

│
二
二
三
頁
、
同
「『
弁
道
話
』
の
成
立
に
つ
い
て
│
草
案
本
と
流
布
本
の
関
係
│
」『
印
仏
研
』
七
〇
│
一
（
二
〇
二
一
年
十
二
月
）、
二
〇
九
│
二
一
二
頁
、
同
「
正

法
寺
本
『
弁
道
話
』
の
第
五
問
答
に
関
す
る
考
察
」『
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
第
五
五
号
（
二
〇
二
二
年
五
月
）、
五
三
│
六
三
頁
参
照
。

（
21
） 

角
田
泰
隆
「『
弁
道
話
』
の
性
格
」『
宗
学
研
究
』
第
三
一
号
（
一
九
八
九
年
三
月
）、
七
二
│
七
七
頁
参
照
。

（
22
） 

編
纂
史
に
関
る
曹
洞
宗
教
団
の
問
題
に
つ
い
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
一
七
│
一
四
五
頁
、
特
に
、
一
二
八
│
一
二
九
頁
参
照
。
ま
た
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
11
）、
八
三
頁
も
参
照
の
こ
と
。
因
み
に
、
上
記
前
者
拙
稿
の
時
点
で
見
落
と
し

て
い
た
高
崎
直
道
博
士
の
御
業
績
に
つ
い
て
は
、
後
者
、
九
〇
頁
、
註
45
参
照
。

（
23
） 

角
田
前
掲
論
文
（
前
註
21
）、
七
五
頁
参
照
。
そ
こ
に
は
、「
こ
の
問
答
が
十
九
問
答
の
中
で
た
だ
一
つ
坐
禅
に
直
接
関
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
点
は
注
目
す
る
必
要
が

あ
る
（
中
略
）。
直
接
関
ら
な
か
っ
た
か
ら
後
に
削
除
さ
れ
た
と
見
る
ほ
う
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
24
） 

曹
洞
宗
教
団
を
中
心
に
し
た
『
正
法
眼
蔵
』
編
纂
史
に
つ
い
て
は
、
角
田
泰
隆
『
道
元
禅
師
の
思
想
的
研
究
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
）、
五
一
│
一
三
二
頁
参
照
。

十
二
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
の
発
見
に
つ
て
は
、
石
井
前
掲
訳
註
書
（
前
註
４
）、
第
九
巻
、
二
六
三
│
二
六
四
頁
、
そ
れ
の
提
起
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
下
、

三
一
四
頁
ま
で
参
照
。『
正
法
眼
蔵
雑
文
』
の
発
見
と
そ
れ
に
纏
わ
る
問
題
に
関
し
て
は
、
衞
藤
即
応
『
正
法
眼
蔵
序
説
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）、
三
二
│
三
七
頁
、

東
隆
眞
「『
洞
谷
開
山
瑩
山
和
尚
之
法
語　

示
妙
淨
禅
師
』
攷
」（
一
）、
一
│
七
頁
参
照
。

（
25
） 

本
山
版
の
題
名
変
更
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
前
掲
書
（
前
註
１
）、
三
八
九
頁
、
脚
注
＊
、
河
村
孝
道
校
訂
・
註
釈
、
道
元
禅
師
全
集
、
第
二
巻
（
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
）、

五
三
〇
頁
の
頭
注
参
照
。

（
26
） 

右
記
の
両
校
訂
本
は
、
本
山
版
の
「
道
心
」
を
原
の
「
秘
密
正
法
眼
蔵
」
に
あ
っ
た
「
仏
道
」
に
復
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
水
野
前
掲
訳
註
書
（
前
註
４
）、
第
七
巻
、

二
〇
三
頁
は
、
そ
れ
を
再
び
本
山
版
の
「
道
心
」
に
戻
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
、
二
三
二
頁
の
そ
れ
に
対
す
る
注
も
確
認
さ
れ
た
い
。
因
み
に
、
大
久
保
上
記
書
の

脚
注
は
、「
道
心
」
を
本
山
版
の
九
一
巻
と
す
る
が
、
本
山
版
に
基
づ
い
て
い
る
は
ず
の
、
岩
波
文
庫
本
、
下
巻
、
二
四
三
頁
で
は
、
九
三
巻
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

私
は
本
山
版
の
原
本
を
確
認
す
る
状
況
に
な
い
の
で
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
を
指
摘
で
き
な
い
の
を
遺
憾
と
す
る
。

（
27
） 『
続
日
本
紀
』（
二
）、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
13
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）、
四
六
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙

書
『
日
本
仏
教
文
化
史
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）、
七
一
│
八
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
28
） 『
破
僧
事
』、大
正
蔵
、二
四
巻
、一
一
〇
頁
中
、二
三
行
参
照
。対
応
のSan

4ghabhedavastu

（G
noli ed.

）, P
t.I, p.58, ll.2-3

は
“lipi m

4 śik s

4a n

4a

|y ôpanyasta h

4

”、チ
ベ
ッ



一
二
三

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

ト
訳
、D

.ed., N
o.1, G

a, 287b2 : P.ed., N
o.1030, N

ge, 270a5

は
“yi ge slob par gtad nas

”で
あ
る
。

（
29
） 
以
上
の
道
元
の
引
用
箇
所
は
、
大
久
保
前
掲
書
（
前
註
１
）
に
よ
れ
ば
、
順
次
に
、
五
九
七
頁
、
一
五
行
│
五
九
八
頁
、
二
行
、
六
一
一
頁
、
一
一
│
一
四
行
、
四
│

七
行
で
あ
る
。

（
30
） 

右
註
指
摘
の
道
元
の
引
用
箇
所
は
、
玄
奘
訳
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』「
初
会
」、
大
正
蔵
、
五
巻
、
一
六
頁
中
、
一
〇
│
一
六
行
、
羅
什
訳
『
大
品
般
若
経
』、
大

正
蔵
、
八
巻
、
二
二
〇
頁
下
、
二
九
行
│
二
二
一
頁
上
、
六
行
で
あ
る
が
、
こ
の
後
者
の
原
典
に
相
当
す
る
『
二
万
五
千
頌
般
若
経
』
は
、P

añ
cavim

4śatisa

|hasrika

| 
P

rajñ
a

|pa

|ram
ita

|（Takayasu K
im

ura ed.

）, I-1, p.50, ll.8-16 : （D
utt ed.

）, p.33, l.14-p.34, l.5, P.ed., N
o.731, N

yi, 40b3-8

で
あ
る
。以
下
の
拙
訳
は
、こ
れ
に
よ
る
。

（
31
） 

一
応
「〔
苦
を
〕
受
け
ず
に
諸
漏
よ
り
」
と
訳
し
て
は
み
た
が
、
こ
の
読
解
に
は
余
り
自
信
が
な
い
。E

dw
ard C

onze, M
aterials for A

 D
iction

ary of the 
P

rajñ
a

|pa

|ram
ita

| L
iteratu

re, Suzuki R
esearch F

oundation, Tokyo, 1967, p.37

は
こ
の
語
を
採
録
し
、
“from

 the outflow
s w

ithout further clinging

”の
訳

語
を
与
え
て
い
る
。

（
32
） 

本
文
中
に
示
し
たprajña
|pa
|ram

ita

|ya

|m

4 śik s

4ate 

に
つ
い
て
は
、Seishi K

arashim
a, A

 C
ritical E

dition
 of L

okaks

4em
a’s Tran

slation
 of the 

A
st4

4asa

|hasrika

| P
rajñ

a

|pa

|ram
ita

|

（
道
行
般
若
経
校
注
）, T

he International R
esearch Institute for A

dvanced B
uddhology, Soka U

niversity, Tokyo, 2011, 
p.17, n.122

参
照
。
そ
こ
で
、
当
該
語
句
は
、
“he trains in perfect w

isdom
.

”と
依
格
は
忠
実
に
英
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
対
応
漢
訳
は
、
大
正
蔵
、
八
巻
に
よ
れ

ば
、「
学
般
若
波
羅
蜜
」（
四
二
七
頁
上
、
五
行
、
五
三
八
頁
中
、
一
一
│
一
二
行
）、「
学
明
度
無
極
」（
四
八
〇
頁
上
、
一
七
│
一
八
行
）、「
修
学
般
若
波
羅
蜜
多
」（
五
八
九

頁
上
、
二
一
行
）
で
、
い
ず
れ
もprajña

|param
ita
|

を
直
接
の
目
的
語
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
語
句
を
含
む
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
一
節
に
つ
い
て
は
、

A
st4

4asa

|hasrika

| P
rajñ

a

|pa

|ram
ita

|

（Vaidya ed.
）, p.7, l.30-p.8, l.6 

：
梶
山
雄
一
訳
『
八
千
頌
般
若
経
』
Ｉ
、
大
乗
仏
典
２
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
）、
二
二

│
二
三
頁
参
照
。
因
み
に
、
こ
の
問
題
の
語
句
を
、
梶
山
訳
は
、「
知
恵
の
完
成
を
学
ん
で
い
る
」
と
、prajña

|pa

|ram
ita

|

を
、
漢
訳
と
同
様
に
、
直
接
の
目
的
語
の
よ
う

に
訳
し
て
い
る
。
現
代
語
訳
で
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
、K

arashim
a

訳
だ
け
が
依
格
を
そ
の
ま
ま
直
訳
し
て
い
る
が
、
私
も
一
応
は
直
訳
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、K

arashim
a

訳
中
の
“trains

”は
“learns

”の
方
が
良
い
と
も
思
う
。
一
方
、
単
な
る
訳
業
の
上
ば
か
り
で
は
な
く
、
原
典
に
お
い
て
も
、
依
格
に
拘
る
読
み

が
強
力
に
な
っ
て
い
け
ば
、「
学
習
」
の
目
的
を
明
白
に
対
象
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
希
薄
に
な
っ
て
い
き
、
依
格
が
ま
る
で
「
場
所
」
と
し
て
の
「
真
如
」
の
よ
う

に
機
能
し
て
い
く
こ
と
も
危
惧
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

（
33
） 

こ
の
「
自
白
罪
」
第
七
五
条
と
そ
の
「
分
別
」
箇
所
の
一
応
の
考
察
は
、
前
掲
拙
書
（
前
註
11
）、
五
三
│
五
五
頁
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
該
資
料
の
所
在

と
共
に
、
そ
こ
及
び
、
同
、
九
四
頁
、
註
153
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
そ
の
当
時
私
の
参
照
で
き
な
か
っ
た
重
要
参
考
文
献
に
は
、G

eorg von Sim
son

（ed.

）, 
P

ra

|tim
oks

4asu

|tra der Sarva

|stiva

|din
s, Sanskrittexte aus den Turfanfunden X

I, Teil II, Vandenhoeck &
 R

uprecht in G
öttingen, 2000, pp.228-229

と
、

H
aiyan H

u-von H
inüber

（ed.

）, 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 kritisch herausgegeben, 2003

（
未
公
刊
な
る
も
ウ
ェ
ヴ
上
で
参
照
可
能
）, 

pp.50-51

が
あ
る
。『
十
誦
律
』
か
ら
『
根
本
説
一
切
有
部
律
』
へ
の
進
展
に
は
、
こ
の
両
文
献
も
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
基
づ
い
て

い
る
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
旧
拙
訳
か
ら
の
訂
正
は
、
上
記
両
文
献
中
の
後
者
に
よ
っ
て
い
る
。
な
お
、（
根
本
）
説
一
切
有
部
の
「
自
白
罪
」
第
七
五
条
に
対
応
す

る
パ
ー
リ
律
は
、
同
第
七
一
条
で
あ
る
が
、
こ
れ
及
び
、
こ
れ
相
応
の
他
律
と
の
比
較
考
察
に
つ
い
て
は
、
平
川
彰
『
二
百
五
十
戒
の
研
究
』
IV
、
平
川
彰
著
作
集
、
第



一
二
四

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

17
巻
（
春
秋
社
、
一
九
九
五
年
）、
一
一
八
│
一
三
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
34
） 
こ
こ
で
、
本
註
記
番
号
以
下
の
本
文
中
で
触
れ
て
い
る
「
学
習
／
未
学
習
の
四
連
語
」
の
解
釈
を
、
前
註
33
下
の
本
文
中
に
示
し
た
条
文
に
対
す
る
『
律
分
別
』
よ

り
、
拙
訳
で
引
用
し
て
お
き
た
い
。
従
来
の
考
察
の
時
点
で
は
、
四
連
語
中
の
第
四
語ku śala/aku śala

の
確
定
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
確
定
が
な
さ
れ
た
後
で
も

拙
訳
語
に
バ
ラ
つ
き
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
訂
正
も
兼
ね
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
当
該
解
釈
箇
所
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
、「「
幼
稚
な
（byis pa, ba

|la

）」
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
幼
稚
な
も
の
」
と
い
う
の
は
、
悪
し
き
意
向
で
思
考
す
る
も
の
（nyes par bsam

 pa sem
s pa

）
と
悪
し
き
語
で
発
言
す
る
も
の
（nyes 

par sm
ra brjod pa

）
と
悪
し
き
挙
動
で
行
為
す
る
も
の
（nyes par bya ba

’i las byed pa

）
と
で
あ
る
。「
蒙
昧
な
（rm

ongs pa, m
u

|d

4ha

）」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

い
え
ば
、「
蒙
昧
な
も
の
」
と
い
う
の
は
、
持
経
者
で
な
い
も
の
と
持
律
者
で
な
い
も
の
と
持
論
母
者
で
な
い
も
の
と
で
あ
る
。「
明
晰
で
な
い
（m

i gsal ba, avyakta

）」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
明
晰
で
な
い
も
の
」
と
い
う
の
は
、
経
に
明
晰
で
な
い
も
の
と
律
に
明
晰
で
な
い
も
の
と
論
母
に
明
晰
で
な
い
も
の
と
で
あ
る
。「
善

巧
で
な
い
（m

i m
khas pa, aku śala

）」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
善
巧
で
な
い
も
の
」
と
い
う
の
は
、
経
に
善
巧
し
て
い
な
い
も
の
と
律
に
善
巧
し
て
い
な
い

も
の
と
論
母
に
善
巧
し
て
い
な
い
も
の
と
で
あ
る
。」（D

.ed., N
o.3, N

ya, 12a7-b2 : P.ed., N
o.1032, Te, 11a6-8

）
と
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
未
学
習
の
四
連

語
」
と
は
、
第
一
語
に
よ
っ
て
知
的
な
議
論
の
で
き
る
身
語
意
の
三
業
を
身
に
付
け
て
い
な
い
も
の
、
第
二
語
に
よ
っ
て
三
蔵
を
保
持
し
て
い
な
い
も
の
、
第
三
語
に
よ
っ

て
三
蔵
に
明
晰
で
な
い
も
の
、
第
四
語
に
よ
っ
て
三
蔵
に
善
巧
で
な
い
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
、「
学
習
の
四
連
語
」
と
は
、
順
次
に
、
知
的
な
議
論

の
で
き
る
三
業
を
身
に
付
け
て
い
る
も
の
、
三
蔵
を
保
持
し
て
い
る
も
の
、
三
蔵
に
明
晰
な
も
の
、
三
蔵
に
善
巧
な
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

私
は
、
四
連
語
中
の
第
四
語
がku śala/aku śala
で
あ
る
と
確
定
し
た
後
で
、
こ
の
語
は
伝
統
的
仏
教
教
団
内
部
で
も
『
法
華
経
』
が
用
い
るupa

|ya-ku śala/-kau śalya

の
よ
う
な
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
語
を
「
善
巧
な
／
善
巧
で
な
い
」
と
訳
す
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。
こ
の
件
に
関
連
す

る
こ
と
と
し
て
、
後
註
37
も
参
照
の
こ
と
。

（
35
） 

こ
の
呼
称
の
提
示
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
阿
闍
世
王
逸
話
│
無
根
信
考
│
」『
駒
沢
大
学
仏
教
文
学
研
究
』
第
二
六
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
刊
行
予
定
）、
註
45
，
48
を

付
し
た
本
文
箇
所
、
及
び
、
そ
の
二
つ
の
註
記
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
36
） 

現
行
の
『
雑
阿
含
経
』
第
一
一
七
七
経
に
あ
る
四
連
語
が
当
初
か
ら
揃
っ
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
た
の
は
、
右
掲
拙
稿
、
註
45
中
で
触
れ
た
よ

う
に
、
松
田
和
信
氏
の
お
蔭
で
あ
る
。
重
ね
て
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。
今
は
、
個
人
的
に
頂
戴
す
る
こ
と
を
得
た
、
漢
訳
と
現
代
語
訳
と
が
対
照
さ
れ
た
御
草
稿

「K
s

4a

|ran
ad

-su

|tra

」
の
一
日
も
早
い
公
刊
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。
な
お
、
既
刊
の
も
の
で
知
り
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
松
田
和
信
、
出
本
充
代
、
上
野
牧
生
、
田

中
裕
成
、
吹
田
隆
徳
「
毒
蛇
の
喩
え
│
第
26
三
啓
経
の
梵
文
テ
キ
ス
ト
と
和
訳
│
」『
仏
教
大
学
仏
教
学
会
研
究
紀
要
』
第
二
七
号
（
二
〇
二
二
年
三
月
）、
四
七
│
七
八

頁
（
横
）、
特
に
、
七
三
頁
、
註
76
参
照
の
こ
と
。

（
37
） 

例
え
ば
、Sudha Sengupta, 

“Fragm
ents from

 B
uddhist Texts

”, B
u

ddhist Stu
dies in

 In
dia, ed. by P

andeya, M
otilal B

anarsidass, D
elhi/Varanasi/

P
atna, 1975, pp.137-208

の
未
比
定
箇
所
中
のpp.186-187

に
は
、
“nâham

 eka-dharm
am

 api sam
anupa śya

|m
i yena sam

anva

|gato v

（b

）a |lo m
u

|d

4ha avyakta 
asatpuru s

4o veditavya h

4

”の
よ
う
な
表
現
が
多
く
見
ら
れ
、ま
た
、『
法
華
経
』「
化
城
喩
品
」
の
「
諸
根
通
利
智
慧
明
了
」（
大
正
蔵
、九
巻
、二
五
頁
上
、一
九
行
）
と
「
聡

慧
明
達
善
知
」（
同
、
二
五
頁
下
、
二
九
行
）
に
対
応
す
る
、Saddharam

pu
n

d4
4ar

ka
（K

ern/N
anjio ed.

）
に
は
、
順
次
に
、
“pa nd4
4ita

| vyakta

| m
edha

|vina h

4 
ku śala

|[ h

4]

”（p.180, ll.8-9

）
と
“vyakta h

4 pa nd4
4ito nipu n

4o m
edha

|v
 ku śala h

4

”（p.187, ll.5-6
）
と
あ
る
。
な
お
、
私
は
拙
稿
「
仏
教
文
学
に
お
け
る
家
（g r

4ha

）
と



一
二
五

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

子
供
（putra

）」『
駒
沢
大
学
仏
教
文
学
研
究
』
第
二
五
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）、
三
四
頁
に
お
い
て
、「
化
城
喩
品
」
の
「
願
以
此
功
徳　

普
及
於
一
切　

我
等
与
衆
生　

皆
共
成
仏
道
」
に
つ
き
、「
こ
れ
は
元
々
『
法
華
経
』「
化
城
喩
品
」
に
あ
る
頌
で
、
以
来
「
普
回
向
」
と
よ
ば
れ
て
、
誦
し
終
わ
っ
た
経
典
の
功
徳
を
衆
生
に
回
向
す
る

た
め
に
唱
え
る
「
作
善
主
義
」
の
儀
式
の
一
環
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
思
想
表
明
の
頌
で
は
な
い
。」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
新
井

一
光
「
大
乗
仏
教
に
お
け
る
憐
愍
（anukam

pa

|

）」『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
三
五
号
（
二
〇
二
二
年
三
月
）、
三
三
八
│
三
二
八
頁
、
同
「
憐
愍
（anukam

pa

|

）
に
関
す

る
覚
書
」『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第
二
三
回
（
二
〇
二
二
年
六
月
）、
一
五
四
│
一
四
九
頁
で
は
、
そ
の
「
作
善
主
義
」
が
、
私
の
「
所
信
の
慈

悲
の
句
」
と
呼
ぶanukam

pa

|m
 upa

|da

|ya

を
中
心
に
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の
「
所
信
の
慈
悲
の
句
」
は
、
次
註
38
下
の
本
文
所
引
の
「
懺
悔
問

答
句
」
中
に
も
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
は
「
作
善
主
義
」
に
お
け
る
（
イ
）
寄
進
者
が
、
所
信
た
る
（
ロ
）
の
「
福
田
」

に
対
し
て
発
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
り
う
る
。

（
38
） 

こ
こ
で
は
、
一
般
化
し
た
形
で
引
用
し
て
い
る
が
、
実
際
に
私
が
依
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
王
が
釈
尊
に
懺
悔
し
て
い
る
『
破
僧
事
』
の
場
面
で

あ
る
。
そ
の
依
っ
た
原
典
に
つ
い
て
は
、San

4ghabhedavastu

（G
noli ed.

）, P
t.II, p.251, ll.20-24, p.251, l.28-p.252, l.2, D

.ed., N
o.1, N

ga, 284b3-5, 284b6-7 : 
P.ed., N

o.1030, C
e, 261b8-262a2, 262a3-4

参
照
。
因
み
に
、
義
浄
訳
は
欠
落
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
、『
薬
事
』
の
「
懺
悔
問
答
句
」
に
つ
い
て
は
、
八
尾
史
訳
注
『
根

本
説
一
切
有
部
律
薬
事
』（
連
合
出
版
、
二
〇
一
三
年
）、
二
六
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。
八
尾
博
士
は
、
同
頁
、
注
3
で
、
名
称
こ
そ
与
え
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
定
型

句
で
あ
る
と
は
認
定
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
の
で
、
そ
の
問
の
部
分
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
を
示
し
て
お
け
ば
、
“atyayo bhagavann atyaya h

4 sugata yatha

| ba

|lo 
yatha

| m
u

|d

4ho yatha

| avyakto yatha

| aku śala h…
…

4

 tasya m
am

a bhadanta atyaya m

4 ja

|nato 

’tyaya m

4 pa śyato 

’tyayam
 atyaya h

4 pratig r

4h n

4s

4vânukam
pa

|m
 

upa

|da

|ya

”で
あ
る
。
な
お
、定
型
句
と
し
て
扱
っ
た
「
懺
悔
問
答
句
」
で
は
な
く
、実
際
の
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
王
物
語
中
の
一
節
に
つ
て
は
、前
掲
拙
稿
（
前
註
35
）、

註
44
下
所
引
の
（
A

－

1
）
の
箇
所
参
照
。

（
39
） 

そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
を
、San

4ghabhedavastu
（G

noli ed.

）, P
t.II, p.252, ll.24-26

よ
り
引
け
ば
、
“tasm

a

|t tarhi bhik s

4ava eva m

4 śik s

4itavya m

4 yad 
dagdha-shu

|n

4a

|ya

|m
 api citta m

4 na pradu

|s

4ayi s

4ya

|m
a h

4 pra

|g eva savijña

|nake ka

|ya iti

”で
あ
る
。
な
お
、
“citta m

4 na pradu

|s

4ayi s

4ya

|m
a h

4

”は
、
私
に
は
訳
し
難
い

語
句
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
悪
し
き
心
を
起
す
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
」
と
訳
し
た
の
は
当
面
の
意
訳
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
40
） 

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
４
参
照
。
そ
の

一
論
拠
と
し
て
は
、Śiks

4a

|sam
u

ccaya （B
endall ed.

）, p.148, l.13-p.149, l.4, D
.ed., N

o.3940, K
hi, 84a2-7

を
参
照
の
こ
と
。

（
41
） H

isashi M
atsum

ura, 

“A -yu h

4paryantasu

|tra : D
as Su

|tra von der Lebensdauer in den verschiedenen W
elten. Text in Sanskrit und Tibetisch, nach 

der G
ilgit-H

andschrift herausgegeben

”, San
skrit-Texte au

s dem
 bu

ddhistischen
 K

an
on

 : N
eu

en
tdecku

n
gen

 u
n

d N
eu

edition
en

, Vandenhoeck &
 

R
uprecht in G

öttingen, 1989, pp.69-100, esp., p.83, p.97

参
照
。
ま
た
、
二
つ
の
『
雑
阿
含
経
』
の
該
当
箇
所
に
つ
い
て
は
、
順
次
に
、
大
正
蔵
、
二
巻
、
三
五
一

頁
中
│
三
五
二
頁
上
の
末
尾
の
三
五
二
頁
上
、
四
七
〇
頁
上
│
中
の
末
尾
の
四
七
〇
頁
中
参
照
。

（
42
） 

当
該
パ
ー
リ
二
経
典
の
代
表
的
現
代
語
訳
の
み
を
示
せ
ば
、
片
山
一
良
訳
『
相
応
部　

有
偈
篇
』
II
、
パ
ー
リ
仏
典
、
第
三
期
２
（
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、

一
六
八
│
一
七
四
頁
、
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
改
訳
版
、
一
九
八
四
年
）、
一
四
二
│
一
四
八
頁
で
あ
る
。

（
43
） M

atsum
ura, op.cit., p.83, ll.10-15, p.97, ll.13-20. 

な
お
、
同
、p.73

に
、P.ed., N

o.974

と
あ
る
の
は
、N

o.973

の
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
い
、
後
者
の
入
手



一
二
六

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

を
池
田
道
浩
氏
に
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
御
厚
意
に
よ
り
直
ぐ
に
希
望
の
実
現
し
た
こ
と
を
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
後
者
に
よ
る
当
該
箇
所
は
、P.ed., N

o.973, 
Shu, 153b4-6

で
あ
る
。

（
44
） 
パ
ー
リ
伝
に
つ
い
て
は
、
片
山
前
掲
書
（
前
註
42
）、
一
六
八
頁
、
脚
注
１
参
照
。（
根
本
）
説
一
切
有
部
伝
で
の
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
仲
間
で
あ
る
コ
ー
カ
ー
リ
カ
を

始
め
と
す
る
四
人
に
つ
い
て
は
、
拙
書
『
仏
教
教
団
史
論
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
四
〇
頁
参
照
。

（
45
） 「
シ
ャ
カ
族
滅
亡
譚
」
全
体
の
主
要
部
に
つ
い
て
は
、D

.ed., N
o.6, T

ha, 74a6-95a6 : P.ed., N
o.1035, D

e, 71b6-91b5

、
大
正
蔵
、
二
四
巻
、
二
三
四
頁
上
│

二
四
二
頁
上
：
西
本
龍
山
国
訳
『
雑
事
』、
国
訳
一
切
経
、
律
部
二
十
五
、（
一
〇
一
）
│
（
一
三
〇
）
頁
参
照
。
末
尾
の
「
対
人
学
習
奨
励
句
」
を
含
む
一
節
は
、T

ha, 
94b7-95a1 : D

e, 91a7-8

で
あ
る
。
な
お
、G. Tucci, Tibetan

 P
ain

ted Scrolls, II, R
om

a, 1949, pp.456-457

の
“Avada

|na n.12, Story of Viru

|d

4haka

”は
、『
雑
事
』

の
か
か
る
話
を
淵
源
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
は
、
私
が

*M
a

|t r

4p
d

4aka

と
想
定
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
のM

a la gnod

がD
u h

4kham
a

|trika

と
示
さ
れ

て
い
る
が
従
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
出
産
時
に
母
に
苦
痛
を
与
え
た
か
ら
と
い
う
命
名
の
由
来
が
活
か
さ
れ
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
46
） 「
果
報
自
受
偈
」
を
含
む
「
業
報
の
原
理
」
の
章
句
は
、
上
記
の
「
シ
ャ
カ
族
滅
亡
譚
」
の
最
末
尾
に
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
章
句
の
出
所
箇
所
等
に
関
し
て
は
、

平
岡
聡
『
説
話
の
考
古
学
』（
大
蔵
出
版
、二
〇
二
〇
年
）、一
六
七
│
一
六
九
頁
参
照
。「
果
報
自
受
偈
」
あ
る
い
は
「
所
作
業
不
亡
偈
」
に
つ
い
て
は
、佐
々
木
教
悟
「
タ

イ
仏
教
に
お
け
る
業
思
想
」
雲
井
昭
善
編
『
業
思
想
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
九
年
）、
四
八
二
│
四
八
六
頁
、
金
子
宗
元
「
業
不
滅
説
と
道
元
禅
師
│
仏
教
思
想

史
に
於
け
る
所
作
業
不
亡
偈
の
解
釈
を
巡
っ
て
│
」『
宗
学
研
究
紀
要
』
第
一
七
号
（
二
〇
〇
四
年
三
月
）、一
六
二
│
一
三
四
頁
参
照
。
こ
の
偈
の
命
名
を
「
果
報
自
受
偈
」

と
す
る
か
「
所
作
業
不
亡
偈
」
と
す
る
か
は
、
義
浄
訳
の
第
二
句
に
よ
る
か
第
四
句
に
よ
る
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
命
名
の
早
い
佐
々
木
博
士
の
前
者
に
よ
る
。

（
47
） 「
無
根
信
」
を
巡
る
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
王
の
話
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
35
）
参
照
。
な
お
、「
生
活
」「
習
慣
」
と
「
哲
学
」「
思
想
」
と
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
前
掲
拙
書
（
前
註
11
）、
三
│
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
48
） 

平
川
彰
「
大
乗
経
典
の
発
展
と
阿
闍
世
王
説
話
」（
初
出
、
一
九
七
一
年
）『
初
期
大
乗
と
法
華
思
想
』、
平
川
彰
著
作
集
、
第
6
巻
（
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
）、
七
一

│
八
八
頁
参
照
。
以
下
の
引
用
は
、
そ
の
八
三
頁
に
よ
る
。
実
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
35
）
で
、
私
は
こ
の
平
川
論
文
を
見
落
と
し
て
お
り
、
脱
稿
後
に
こ
れ
の
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
が
、
本
稿
で
そ
の
欠
を
補
い
得
る
と
思
っ
て
今
日
に
至
っ
た
。
見
落
と
し
の
結
果
私
の
蒙
っ
た
先
の
最
大
の
難
点
は
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
王
を
扱
い
な
が

ら
『
阿
闍
世
経
』
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
平
川
博
士
も
仰
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
経
に
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
も
あ
る
の
で
、
調
べ
て
み
る
と
、『
デ
ン
カ

ル
マ
目
録
』（Lalou, N

o.257

：
吉
村N

o.256

）
に
は
あ
る
が
、『（
大
乗
の
）涅
槃
経
』
と
同
じ
「
中
国
よ
り
の
所
訳
（rgya las bsgyur

）」
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
記
載
さ

れ
て
い
る
。
重
訳
だ
と
す
れ
ば
そ
の
資
料
的
価
値
は
下
が
る
も
の
の
、
や
は
り
急
遽
必
要
と
な
り
、
ま
た
ま
た
池
田
道
浩
氏
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
快
く
応

じ
て
下
さ
れ
、
今
月
十
三
日
（
木
）
に
受
領
す
る
こ
と
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。
本
文
の
以
下
の
箇
所
に
引
く
、
平
川
博
士
要
約
文
中
の
重
複
部

分
以
下
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
、P.ed., N

o.882, Tsu, 267b2-268a2

で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
対
応
す
る
漢
訳
に
つ
い
て
は
、
大
正
蔵
、
一
五
巻
、
四
〇
二
頁
中
、
二
三
行
│
下
、

五
行
、
四
二
三
頁
下
、
七
│
二
六
行
、
四
四
四
頁
中
、
一
六
│
二
七
行
参
照
。
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
題
名
は
「
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
後
悔
除
去
」
の
意
味
な
の
で
、
こ
れ

は
『
阿
闍
世
王
経
』
か
ら
の
訳
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
と
も
竺
法
護
訳
と
も
必
ず
し
も
ピ
タ
リ
と
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
難
読
の
箇
所
も
多
く
、D

.ed.

を
確
認
し
て
み
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
当
面
は
こ
れ
く
ら
い
で
お
許
し
頂
き
た
い
。
な
お
、
竺
法
護
訳
に
は
、
布
施
浩
岳
国
訳
、
国
訳
一
切
経
、
経
集
部
二
が
あ
る
。

（
49
） 

角
田
前
掲
書
（
前
註
24
）、
四
一
一
│
四
三
四
頁
参
照
。
そ
こ
で
は
、
従
来
提
起
さ
れ
て
き
た
問
題
が
整
理
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
論
及
さ
れ
て
い
な
い
、
金



一
二
七

仏
教
の
「
学
習
」
の
意
味
（
袴
谷
）

子
前
掲
論
文
（
前
註
5
、46
）
な
ど
も
考
察
対
象
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
か
と
思
う
。
こ
こ
で
『
阿
闍
世
王
経
』
と
同
置
さ
れ
た
『
維
摩
経
』
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「『
維
摩
経
』

批
判
」（
初
出
、
一
九
八
七
年
）、
前
掲
拙
書
（
前
註
9
）、
二
二
七
│
二
三
五
頁
参
照
。
ま
た
、
本
文
中
の
こ
れ
以
下
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
『
勝
義
空
経
』
に
つ
い
て
は
、

本
庄
良
文
『
倶
舎
論
註
ウ
パ
ー
イ
カ
の
研
究　

訳
註
篇
』
上
（
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
四
年
）、
三
四
九
│
三
五
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
50
） 

以
上
に
つ
い
て
は
、R

. B
erw

ick &
 N

. C
hom

sky, W
hy O

n
ly U

s : L
an

gu
age an

d E
volu

tion
, T

he M
IT

 P
ress, C

am
bridge/London, 2016, P

aperback 
ed., 2017, esp., p.150 

：
渡
会
圭
子
訳
『
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
言
語
学
講
義
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
七
年
）、
一
九
六
頁
、N

. C
hom

sky, Syn
tactic 

Stru
ctu

res, 1957, M
outon de G

ruyter, B
erlin/N

ew
 York, 2000 : 

福
井
直
樹
、
辻
子
美
保
子
訳
『
統
辞
構
造
論
』（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
二
〇
二
二
年
十
月
二
十
六
日
）




