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公
開
講
演釈

尊
伝
研
究
か
ら
見
た
原
始
仏
教
の
風
景

森　
　
　
　
　

章　
　

司

は
じ
め
に

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
森
章
司
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
「
釈
尊
伝
研
究
か
ら
見
た
原
始
仏
教
の
風
景
」

と
い
う
少
し
変
な
題
目
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
題
目
で
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
こ
の
題
目
の
中
に
入
っ
て
い
る
「
釈
尊
伝
研
究
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
い
た
し
ま
す
。
こ
の
研
究
は
正
式
に

は
「
原
始
仏
教
聖
典
資
料
に
よ
る
釈
尊
伝
の
研
究
」
と
申
し
ま
し
て
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
か
ら
始
め
ま
し
て
、
平
成
が
令
和
に
な
っ

た
年
の
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
ま
で
の
二
十
八
年
間
、
私
が
中
心
と
な
っ
て
数
人
の
東
洋
大
学
時
代
の
教
え
子
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
研

究
で
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
二
〇
一
九
年
の
今
日
と
同
じ
日
付
の
十
一
月
十
六
日
、
つ
ま
り
三
年
前
の
今
日
、
こ
の
研
究
の
二
十
三
冊
に

及
ぶ
研
究
報
告
書
を
送
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
全
国
の
仏
教
学
の
先
生
方
を
ご
招
待
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
完
成
報
告
会
を
行
い
ま
し

た
。
そ
し
て
そ
の
場
で
『
釈
尊
お
よ
び
釈
尊
教
団
形
成
史
年
表
』（
中
央
学
術
研
究
所
、
以
下
『
年
表
』
と
略
す
）
と
『
釈
尊
の
生
涯
に
そ
っ
て

配
列
し
た
事
績
別
原
始
仏
教
聖
典
総
覧
』【
一
】
〜
【
四
】（
中
央
学
術
研
究
所
、
以
下
『
総
覧
』
と
略
す
）
と
い
う
二
つ
の
報
告
書
を
発
表
し
て

終
了
し
ま
し
た
。『
年
表
』
に
は
、
釈
尊
や
釈
尊
教
団
形
成
史
上
の
六
百
余
り
の
事
績
の
ご
く
簡
単
な
項
目
名
し
か
記
入
さ
れ
て
お
り
ま
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せ
ん
の
で
、
こ
の
記
述
を
充
実
さ
せ
た
も
の
を
出
版
し
た
い
と
考
え
、
今
そ
の
作
業
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。『
総
覧
』
は

年
表
記
事
の
元
に
な
っ
た
一
つ
一
つ
の
聖
典
の
概
要
を
紹
介
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
研
究
の
過
程
に
お
い
て
、

あ
る
い
は
研
究
成
果
の
中
で
、
当
初
私
が
考
え
て
い
た
原
始
仏
教
の
風
景
も
だ
い
ぶ
違
っ
て
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
今

の
私
の
目
に
見
え
て
い
る
原
始
仏
教
の
風
景
を
今
日
は
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
、
こ
の
二
十
八
年
間
の
釈
尊
伝
研
究
に
つ
い
て
、
そ
の
全
て
を
自
分
の
力
だ
け
で
や
っ
て
き
た
か
の
よ
う
に
お
話
し
し
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
実
は
、
こ
こ
に
は
他
力
が
は
た
ら
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
研
究
に
は
、
本
当
に
こ
の
方
が
欠
け
た
ら
こ
の
研
究
は
成
り

立
た
な
か
っ
た
と
い
う
、
一
人
の
恩
人
と
言
う
べ
き
人
と
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
こ
の
機
関
が
な
け
れ
ば
こ
の
研
究
が
成
り
立
た
な
か
っ

た
と
い
う
、
そ
う
い
う
一
つ
の
機
関
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
そ
の
お
一
人
と
は
、
こ
の
大
谷
大
学
の
赤
沼
智
善
先
生
（
一
八
八
四—

一
九
三
七
）
で
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
よ
う
に
、

赤
沼
先
生
に
は
『
印
度
佛
教
固
有
名
詞
辞
典
』
と
い
う
大
著
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
漢
巴
四
部
四
阿
含
互
照
録
』
と
い
う
原
始
経
典

の
目
録
の
よ
う
な
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
私
た
ち
の
研
究
は
、
平
成
四
年
か
ら
始
め
ま
し
た
の
で
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
だ

い
ぶ
手
軽
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
パ
ー
リ
語
と
漢
訳
の
原
始
聖
典
を
主
な
材
料
と
し
て
釈
尊
の
生
涯
な
ら
び
に
原
始
仏

教
教
団
の
形
成
過
程
に
関
わ
る
事
績
を
、
細
大
漏
ら
さ
ず
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
を
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ
を
整
理
・
分
析
し
、
読
み

解
く
こ
と
に
よ
っ
て
進
め
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
漢
訳
の
阿
含
経
典
や
『
四
分
律
』『
五
分
律
』
等
の
律
蔵
文
献
は
、
一
人
の
人
物

あ
る
い
は
一
つ
の
地
名
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
漢
訳
語
で
翻
訳
し
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
漢
訳
の
人
名
・
地
名
は
、
同
じ
人
物
・
土
地
で

あ
り
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
名
称
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
を
一
つ
にidentify

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ

の
研
究
の
い
の
一
番
の
作
業
は
、
赤
沼
先
生
の
『
印
度
佛
教
固
有
名
詞
辞
典
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
最
初
の
項
目
か
ら
最
後
の
項
目

ま
で
の
す
べ
て
に
、0001

か
ら5389

ま
で
の
番
号
を
一
つ
ず
つ
付
け
る
こ
と
で
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
「
赤
沼
番
号
」
と
呼
ん
で
お

り
ま
し
た
。5389

と
い
う
番
号
が
最
後
の
番
号
で
す
の
で
、『
印
度
佛
教
固
有
名
詞
辞
典
』
に
は
五
三
八
九
の
固
有
名
詞
が
収
録
さ
れ
て
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い
る
わ
け
で
す
。
例
え
ばG

ijjhakūṭa

す
な
わ
ち
漢
訳
語
の
耆
闍
崛
山
・
霊
鷲
山
は
赤
沼
番
号
で
は1234

で
あ
り
ま
す
の
で
、
パ
ソ
コ
ン

上
で
は
人
名
・
地
名
の
全
て
を
こ
の
番
号
で
管
理
し
た
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
パ
ー
リ
聖
典
や
、
そ
れ
に
対
応
す
る
漢
訳
、
さ
ら
に
漢
訳
の
単
行
経
典
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
対
応
関
係
も
き
ち
ん
と
見
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
た
め
に
『
漢
巴
四
部
四
阿
含
互
照
録
』
を
参
考
書
と
し
て
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の

二
つ
の
赤
沼
先
生
の
書
物
が
な
け
れ
ば
私
た
ち
の
研
究
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
し
て
先
程
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ち
ょ
う
ど
三
年
前
の
今
日
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
十
六
日
に
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
立
正
佼

成
会
と
い
う
教
団
に
、
こ
の
研
究
の
完
成
報
告
会
を
開
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
発
表
し
た
前
述
の
『
年
表
』
と
『
総
覧
』
に

は
、「
赤
沼
智
善
先
生
に
捧
げ
る
」
と
い
う
献
辞
を
つ
け
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
大
学
院
の
修
士
課
程
ま
で
私
の
も
と
に

お
り
、
今
は
大
谷
大
学
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
戸
次
顕
彰
さ
ん
に
、
赤
沼
先
生
の
ご
遺
族
を
探
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
戸
次
さ
ん
と

赤
沼
先
生
は
新
潟
県
の
同
郷
の
出
身
で
す
の
で
調
べ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
と
う
と
う
ご
遺
族
の
方
と
連
絡
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
本
当
に
残
念
な
こ
と
で
し
た
が
、
ご
遺
族
の
了
解
も
い
た
だ
け
な
い
の
に
勝
手
に
先
生
の
お
名
前
を
拝
借
し
て

「
赤
沼
智
善
先
生
に
捧
げ
る
」
と
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
と
考
え
、
献
辞
を
つ
け
る
こ
と
を
断
念
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
私
た

ち
に
と
っ
て
赤
沼
先
生
の
ご
業
績
は
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
も
名
前
を
出
し
ま
し
た
が
、
立
正
佼
成
会
と
い
う
宗
教
教
団
に
は
二
十
八
年
間
、
物
心
両
面
に
わ
た
る
援
助
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
こ
そ
私
の
方
が
「
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
た
い
」
と
言
え
ば
立
正
佼
成
会
は
何
も
言
わ
ず
、
全
て
を
や
っ
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
相
当
お
金
が
か
か
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
研
究
室
も
用
意
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
し
、
そ
の
研
究
室
に
は
助
手
と

し
て
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
常
駐
さ
せ
て
も
ら
い
、
あ
る
い
は
何
回
か
の
イ
ン
ド
へ
の
調
査
を
実
施
し
た
り
な
ど
、
こ
ち
ら
の
要
求
通
り
に
や

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の
研
究
は
立
正
佼
成
会
と
い
う
機
関
が
な
け
れ
ば
成
立
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
機
関
で
す
か
ら

恩
人
と
呼
ぶ
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
立
正
佼
成
会
の
教
団
幹
部
の
人
た
ち
や
信
者
さ
ん
た
ち
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
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そ
う
い
う
方
々
を
私
は
恩
人
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

少
し
前
説
が
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
今
日
の
お
話
は
こ
の
二
十
八
年
間
の
釈
尊
伝
研
究
に
よ
っ
て
見
え
て
き
た
お
釈
迦
さ
ま

時
代
の
風
景
を
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

一　

釈
尊
と
仏
弟
子
た
ち
の
日
常
風
景—

遊
行
中
の
釈
尊
一
行
の
三
日
間—

　

ま
ず
、
最
初
に
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、
い
ま
私
に
見
え
て
い
る
釈
尊
と
仏
弟
子
た
ち
の
日
常
生
活
の
風
景
で
す
。
そ
の
全
体

像
を
お
話
し
す
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
今
日
は
釈
尊
が
六
十
五
歳
の
誕
生
日
を
お
迎
え
に
な
っ
た
、
今
の
暦
で
い
う

二
月
中
旬
の
三
日
間
を
仮
定
し
て
素
描
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
六
十
五
歳
と
い
う
の
は
釈
尊
の
成
道
三
十
年
に
な
り
ま
す

の
で
、
釈
尊
教
団
も
か
な
り
整
備
さ
れ
、
教
団
の
運
営
規
則
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
段
階
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

二
月
中
旬
頃
の
釈
尊
は
、
ち
ょ
う
ど
遊
行
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
り
ま
し
て
、
釈
尊
は
前
年
の
六
十
四
歳
の
雨
安
居
を
王
舎
城
で
過
ご

さ
れ
た
後
、
次
の
雨
安
居
地
で
あ
る
舎
衛
城
に
向
か
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
途
中
の
ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
ー
か
ら
今
の
ガ
ン
ダ
ク
河
（
古

名
：Sadānīrā

）
を
渡
り
、
ク
シ
ナ
ー
ラ
ー
方
面
に
通
じ
る
街
道
筋
に
あ
る
一
つ
の
村
に
宿
泊
さ
れ
た
と
想
定
し
ま
し
た
。
こ
の
村
の
住
民

は
お
よ
そ
五
十
戸
、
五
百
人
ば
か
り
の
人
口
で
、
大
部
分
は
農
民
で
し
た
。
こ
の
街
道
と
十
文
字
に
交
わ
る
村
道
の
交
差
点
が
こ
の
村
の

中
心
地
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
辺
り
に
小
間
物
屋
や
鍛
冶
屋
な
ど
の
数
件
の
店
が
点
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
御
一
行
の
風
景

を
、
こ
の
エ
リ
ア
に
あ
っ
た
一
軒
の
旅
籠
屋
の
主
人
の
見
聞
記
と
い
う
形
で
私
が
描
い
て
み
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
、
私
が
描
い
て
み
た
そ
の
旅
籠
屋
の
主
人
の
見
聞
記
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

＊　
　

＊　
　

＊

　

お
釈
迦
さ
ま
を
筆
頭
と
す
る
三
十
人
の
お
坊
さ
ま
た
ち
（「
ブ
ッ
ダ
を
上
首
と
す
る
三
十
人
の
比
丘
サ
ン
ガ
」）
が
、
村
は
ず
れ
の
僧
院
に
到
着
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さ
れ
た
の
は
夕
方
の
四
時
半
頃
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
僧
院
に
は
八
人
の
お
坊
さ
ま
が
お
住
ま
い
で
す
し
、
そ
の
僧
院
は
決
し
て
大
き
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
釈
迦
さ
ま
を
は
じ
め
と
す
る
三
十
人
の
お
坊
さ
ま
た
ち
の
全
て
を
僧
院
に
お
泊
め
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
五
人
は
私
の
旅
籠
に
、
十
人
は
村
の
周
辺
に
あ
る
二
つ
の
阿
蘭
若
住
処
に
分
宿
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

あ
る
い
は
何
人
か
は
村
外
れ
の
樹
下
で
眠
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

僧
院
内
は
一
時
は
旧
知
の
お
坊
さ
ま
た
ち
の
挨
拶
や
ら
、
僧
院
の
関
連
施
設
の
案
内
や
ら
で
、
少
々
慌
た
だ
し
い
様
子
で
し
た
。
そ
し

て
そ
れ
が
落
ち
着
い
た
頃
、
私
（
旅
籠
屋
の
主
人
）
は
、
一
足
先
に
自
分
の
旅
籠
に
お
泊
め
す
る
五
人
の
お
坊
さ
ま
た
ち
を
ご
案
内
し
ま
し

た
。
五
人
の
う
ち
の
お
二
人
は
年
配
の
お
坊
さ
ま
で
、
他
の
若
い
三
人
の
お
坊
さ
ま
の
和
尚
さ
ま
の
よ
う
で
し
た
。
旅
籠
に
着
く
と
、
お

坊
さ
ま
た
ち
は
井
戸
端
で
洗
顔
さ
れ
た
り
、
水
を
か
ぶ
っ
た
り
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
二
つ
の
お
部
屋
に
入
ら
れ
、
静
か
に
な
り

ま
し
た
。

　

日
が
落
ち
る
頃
に
、
灯
し
と
シ
ロ
ッ
プ
水
を
お
持
ち
い
た
し
ま
し
た
。
お
坊
さ
ま
た
ち
は
一
つ
の
部
屋
に
集
ま
り
、
こ
れ
を
お
飲
み
に

な
り
な
が
ら
静
か
に
語
り
合
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、
夜
も
更
け
ま
す
と
物
音
が
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
お
坊
さ
ま
た
ち
は
縄
で
編

ん
だ
寝
台
で
、
ご
用
意
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
シ
ー
ツ
を
敷
い
て
、
各
自
の
重
衣
（
お
坊
さ
ま
の
着
物
の
中
で
、
一
番
外
側
に
着
て
、
普
段
は
左

肩
に
か
け
て
お
ら
れ
る
、
毛
布
の
よ
う
な
衣
）
に
く
る
ま
っ
て
お
休
み
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
僧
院
内
の
小
屋
に
、
若
い
一
人
の
侍
者
と
お
泊
ま
り
に
な
り
、
夜
の
初
分
に
は
僧
院
に
住
ん
で
い
る
お
坊
さ
ま
の
二
、

三
人
が
小
屋
を
訪
れ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
指
導
を
受
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　

翌
朝
は
空
が
白
み
始
め
た
頃
、
旅
籠
に
お
泊
ま
り
い
た
だ
い
た
お
坊
さ
ま
た
ち
は
起
き
出
し
て
、
井
戸
端
で
洗
顔
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
が
終
わ
る
の
を
見
計
ら
っ
て
、
お
部
屋
に
乳
粥
を
お
持
ち
し
ま
し
た
。
お
坊
さ
ま
た
ち
は
そ
れ
を
召
し
上
が
っ
て
、
そ
の
後
は
室
内
や

庭
に
あ
る
樹
木
の
下
で
坐
禅
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
そ
の
間
に
夜
の
う
ち
に
作
っ
た
多
少
の
食
べ
物
を
持
っ
て
僧
院
に
参
り
ま
し



78

た
。
私
の
旅
籠
は
街
道
か
ら
少
し
離
れ
た
村
道
沿
い
に
あ
り
ま
す
が
、
僧
院
は
街
道
か
ら
村
道
沿
い
に
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
所
に
あ

り
、
そ
の
日
の
お
食
事
は
、
私
た
ち
の
村
の
者
が
食
事
を
持
ち
合
っ
て
、
そ
し
て
食
べ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

私
た
ち
は
僧
院
の
厨
房
で
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
浄
人
（ārām

ika

）
さ
ん
に
指
導
し
て
い
た
だ
い
て
、
食
事
の
用
意
を
い
た
し
ま
し
た
。
浄

人
と
い
う
の
は
、
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
寺
男
の
こ
と
で
す
。
僧
院
内
に
住
ん
で
い
る
在
家
信
者
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
浄
人
さ
ん

の
指
導
で
村
の
人
た
ち
が
持
っ
て
い
っ
た
食
事
を
温
め
た
り
、
再
調
理
し
た
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
に
村
外
れ
に
あ
る
阿
蘭
若
住
処
（
阿
蘭
若
は
森
林
の
こ
と
で
す
が
、
密
林
の
よ
う
な
村
里
か
ら
遠
く
離
れ
た
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
に
住

ん
で
い
る
お
坊
さ
ま
や
、
そ
こ
に
お
泊
ま
り
に
な
っ
た
お
坊
さ
ま
、
私
の
旅
籠
に
お
泊
ま
り
に
な
っ
た
お
坊
さ
ま
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て
、

全
員
が
揃
っ
た
の
を
確
認
し
て
、
犍
稚
を
打
ち
鳴
ら
し
て
食
事
の
合
図
を
さ
れ
ま
し
た
。
午
前
十
時
半
頃
の
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
全
員

が
食
堂
に
坐
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
一
部
の
お
坊
さ
ま
は
庭
の
樹
木
の
下
に
車
座
に
な
っ
て
食
事
を
さ
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
食
堂
で
食
事
を
さ
れ
た
中
に
、
お
釈
迦
さ
ま
も
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
し
て
食
事
が
終
わ
る
と
お
坊
さ
ま
た
ち
は
三
々
五
々
に
立
ち
上
が
っ
て
食
堂
を
出
て
行
か
れ
ま
し
た
が
、
お
釈
迦
さ
ま
と
三
人
の
長

老
比
丘
が
最
後
ま
で
残
ら
れ
、
皆
さ
ま
を
御
接
待
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
私
た
ち
に
、「
あ
な
た
た
ち
に
は
多
く
の
功
徳
が
あ
る
で
あ

ろ
う
」
と
い
う
あ
り
が
た
い
お
言
葉
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

正
午
が
近
づ
き
ま
す
と
、
若
い
お
坊
さ
ま
た
ち
も
お
手
伝
い
を
し
て
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
は
食
堂
の
後
片
づ
け
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

午
後
の
時
間
は
お
坊
さ
ま
た
ち
の
自
由
時
間
の
よ
う
で
、
多
く
の
お
坊
さ
ま
は
人
気
の
な
い
園
林
を
選
ん
で
個
々
別
々
に
坐
禅
に
入
ら

れ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
を
昼
日
住
（divā vihāra

）
と
申
す
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
が
旅
籠
に
戻
り
ま
す
と
、
旅
籠
に
泊
ま
っ
て
い
た
だ
い
た
お
坊
さ
ま
た
ち
は
、
衣
の
繕
い
と
か
、
衣
の
洗
濯
な
ど
を
し
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
は
お
部
屋
に
お
戻
り
に
な
り
、
和
尚
さ
ま
が
お
弟
子
た
ち
を
ご
指
導
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
し
た
。

　

お
釈
迦
さ
ま
は
僧
院
に
ほ
ど
近
い
マ
ン
ゴ
ー
林
に
入
ら
れ
、
侍
者
も
遠
ざ
け
ら
れ
て
お
一
人
で
昼
日
住
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
わ
ざ
わ
ざ



79

僧
院
を
出
ら
れ
て
、
静
か
な
場
所
に
た
だ
一
人
で
禅
定
に
入
ら
れ
る
の
は
、
村
人
た
ち
に
い
つ
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
と
い
う
意
味
だ
そ
う

で
す
の
で
、
私
も
そ
こ
に
行
っ
て
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
直
に
あ
り
が
た
い
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
後
で
聞
き
ま
す
と
、
村
の
二
、
三

人
が
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
ん
な
小
さ
な
村
に
お
釈
迦
さ
ま
が
来
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
滅

多
に
な
い
こ
と
で
す
の
で
、
手
ぐ
す
ね
引
い
て
待
ち
焦
が
れ
て
い
た
と
い
う
感
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

午
後
五
時
頃
に
な
っ
て
、
日
が
傾
き
始
め
ま
す
と
（
二
月
中
旬
頃
の
午
後
五
時
頃
で
す
の
で
、
そ
ん
な
に
日
が
長
く
は
な
い
と
き
で
す
）、
お
釈
迦

さ
ま
は
昼
日
住
を
起
た
れ
て
僧
院
に
戻
ら
れ
ま
し
た
。
講
堂
に
は
十
数
人
の
お
坊
さ
ま
が
お
釈
迦
さ
ま
の
戻
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
お
り
、

庭
に
は
こ
れ
ま
た
十
数
人
の
在
家
信
者
た
ち
が
待
っ
て
お
り
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
は
講
堂
に
入
ら
れ
て
ま
ず
お
坊
さ
ま
た
ち
に
法
を
説

か
れ
、
三
十
分
後
に
は
庭
で
待
っ
て
い
た
私
た
ち
を
講
堂
に
招
き
入
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
一
時
間
ほ
ど
お
話
を
い
た
だ
き
、
ま
た
質

疑
に
も
応
答
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
灯
し
が
必
要
に
な
っ
た
頃
に
「
そ
れ
で
は
み
な
さ
ん
は
ご
随
意
に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
り
、
坐
を
立
た
れ
て
泊

ま
ら
れ
て
い
る
小
屋
に
戻
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
待
ち
か
ね
た
よ
う
に
、
何
人
か
の
僧
院
や
阿
蘭
若
住
処
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
お
坊
さ
ま

た
ち
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
部
屋
を
訪
ね
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
普
段
お
釈
迦
さ
ま
に
お
目
に
か
か
る
機
会
の
な
い
お
坊
さ
ま
た
ち
は
、
私
た

ち
在
家
信
者
以
上
に
お
釈
迦
さ
ま
と
お
会
い
す
る
の
を
待
ち
か
ね
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
そ
の
夜
は
お
釈
迦
さ
ま
が
横
に
な
ら

れ
た
の
は
ほ
ん
の
短
い
時
間
で
、
夜
明
け
前
に
も
お
釈
迦
さ
ま
を
お
訪
ね
し
た
お
坊
さ
ま
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
で
す
。（
一
緒
に
遊
行

し
て
い
る
お
坊
さ
ま
は
そ
れ
こ
そ
毎
日
毎
日
朝
か
ら
晩
ま
で
お
釈
迦
さ
ま
と
一
緒
で
す
。
原
始
経
典
の
場
合
は
、
例
え
ば
「
如
是
我
聞
一
時
仏
在
…
…
」
と
い

う
記
述
に
続
い
て
、
千
二
百
五
十
人
と
か
、
五
百
人
と
か
の
お
坊
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
遊
行
さ
れ
た
と
か
、
一
緒
に
お
寺
に
住
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
し
か
し
、
遊
行
で
も
そ
う
で
す
が
、
実
際
に
千
二
百
五
十
人
や
五
百
人
の
お
坊
さ
ん
た
ち
と
一
緒
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
の
で
、

私
は
三
十
人
に
減
ら
し
て
設
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
普
段
お
釈
迦
さ
ま
と
一
緒
に
生
活
し
て
お
ら
れ
る
比
丘
た
ち
の
集
団
を
「
ブ
ッ
ダ
を
上
首
と
す
る
比
丘
サ

ン
ガ
」
と
言
い
ま
す
。
他
に
は
、
舎
利
弗
や
目
連
な
ど
の
長
老
を
上
首
と
す
る
比
丘
サ
ン
ガ
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
僧
院
や
阿
蘭
若
住
処
に
住
ん
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で
お
ら
れ
る
お
坊
さ
ん
た
ち
は
夜
の
初
分
、
つ
ま
り
夜
を
三
等
分
し
た
最
初
の
部
分
の
初
分
に
は
お
釈
迦
さ
ま
の
部
屋
を
お
訪
ね
し
て
、
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
直

に
教
え
を
聞
い
て
、
ま
た
日
の
出
前
の
真
っ
暗
な
夜
の
後
分
に
も
お
釈
迦
さ
ま
の
部
屋
を
お
訪
ね
し
て
、
ご
指
導
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

で
す
か
ら
お
釈
迦
さ
ま
が
横
に
な
ら
れ
て
休
ま
れ
た
の
は
ほ
ん
の
二
、
三
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。）

　

三
日
目
の
食
事
の
前
に
、
お
釈
迦
さ
ま
は
土
地
の
バ
ラ
モ
ン
の
修
行
者
た
ち
が
集
ま
る
園
林
を
訪
ね
ら
れ
て
議
論
を
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

そ
し
て
そ
の
日
の
お
釈
迦
さ
ま
の
お
食
事
は
、
前
も
っ
て
招
待
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
長
者
さ
ま
の
お
宅
で
、
侍
者
の
若
い
お
坊
さ
ま
と
二

人
で
摂
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
と
き
そ
の
長
者
か
ら
、
僧
院
内
に
小
さ
な
建
造
物
を
建
て
て
寄
進
し
た
い
と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
て
、

そ
れ
を
受
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　

他
の
大
勢
の
お
坊
さ
ま
た
ち
は
、
お
一
人
で
、
あ
る
い
は
数
人
で
連
れ
立
っ
て
、
思
い
思
い
に
こ
の
村
や
近
く
の
村
々
に
入
っ
て
乞
食

を
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
僧
院
に
帰
ら
ず
に
途
中
の
道
端
で
食
事
を
済
ま
さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
れ
ば
、
僧
院
に
持
っ
て
帰
ら
れ
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
で
し
た
。
旅
籠
の
主
の
私
も
庭
に
出
て
お
り
ま
し
た
ら
、
裸
足
で
重
衣
を
き
ち
ん
と
着
ら
れ
て
乞
食
に
回
っ
て

お
ら
れ
る
お
坊
さ
ま
を
何
人
か
お
見
か
け
い
た
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
私
の
と
こ
ろ
に
泊
ま
ら
れ
た
お
坊
さ
ま
た
ち
に
は
、
私
の
方
で
食
事
を
お
出
し
い
た
し
ま
し
た
。
食
事
が
終
わ
る
と
、
若
い
お

坊
さ
ま
は
和
尚
さ
ま
の
鉢
も
洗
わ
れ
、
草
の
上
に
そ
れ
を
伏
せ
て
乾
か
し
て
お
い
で
で
し
た
。

　

そ
し
て
正
午
を
過
ぎ
て
三
十
分
ほ
ど
経
っ
て
か
ら
、
私
の
旅
籠
に
泊
ま
ら
れ
た
お
坊
さ
ま
た
ち
は
、
き
ち
ん
と
身
繕
い
を
し
て
、
私
に

ご
挨
拶
を
さ
れ
て
、
五
人
連
れ
だ
っ
て
僧
院
の
方
に
向
か
っ
て
行
か
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
こ
の
三
十
人
の
お
釈
迦
さ
ま
の
ご
一
行
は
、
僧
院
で
集
合
さ
れ
て
、
十
五
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
次
の
宿
泊
地
の
僧
院
を
目
指
し
て

出
発
さ
れ
ま
し
た
。
僧
院
や
阿
蘭
若
住
処
に
住
ん
で
い
る
お
坊
さ
ま
た
ち
や
私
た
ち
は
、
そ
れ
を
静
か
に
見
送
り
ま
し
た
。
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以
上
、
お
釈
迦
さ
ま
を
筆
頭
と
す
る
三
十
人
の
比
丘
サ
ン
ガ
の
遊
行
の
三
日
間
を
、
旅
籠
の
主
の
見
聞
記
の
形
式
を
借
り
て
ご
報
告
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
今
私
に
見
え
て
い
る
釈
尊
と
仏
弟
子
た
ち
の
日
常
生
活
の
一
端
で
す
。

　

私
た
ち
の
研
究
は
、
簡
単
に
言
え
ば
「
如
是
我
聞
。
一
時
仏
在
…
…
」
と
い
う
お
経
の
お
決
ま
り
の
句
の
中
に
あ
る
「
一
時
（
あ
る
時
）」

が
お
釈
迦
さ
ま
の
生
涯
の
い
つ
頃
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
特
定
す
る
こ
と
が
主
な
作
業
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
原
始
経
典
も
あ
る
い

は
大
乗
経
典
も
、
常
に
「
あ
る
時
」
と
い
う
表
現
で
処
理
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

律
蔵
の
場
合
に
も
「
爾
の
時
」
と
あ
り
、
そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
を
記
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
お
釈
迦
さ
ま
の
一
生
涯

に
わ
た
る
伝
記
が
存
在
し
ま
せ
ん
。
原
始
聖
典
は
、
パ
ー
リ
聖
典
に
し
ろ
漢
訳
聖
典
に
し
ろ
、
全
て
お
釈
迦
さ
ま
や
仏
弟
子
た
ち
の
行
状

記
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
生
の
間
に
ど
ん
な
こ
と
を
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
き
ち
ん
と
わ
か
る
わ
け
で
す
。
た
だ
そ
れ
が
年
代
順
に
並

ん
で
い
な
い
の
で
、
伝
記
に
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
私
た
ち
の
研
究
は
、
原
始
聖
典
の
「
あ
る
時
」
や
「
そ
の
時
」
は
い
つ

だ
っ
た
の
か
を
調
べ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
、
釈
尊
一
行
の
遊
行
の
途
中
と
い
う
設
定
で
、
二
月
中
旬
頃
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
遊
行
す
る
期
間
は
決
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
か
、
雨
安
居
（
夏
安
居
）
を
中
心
と
し
ま
す
と
、
そ
の
後
に
衣
服
を
新
調
す
る
た
め
の
衣
時
や
迦
絺
那
衣
時
の
期

間
が
あ
り
、
雨
安
居
に
入
る
前
に
は
雨
漏
り
な
ど
僧
院
の
修
繕
な
ど
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
遊
行
で
き
る
時
間
は
限

ら
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
聖
典
を
詳
し
く
調
べ
ま
す
と
、
お
釈
迦
さ
ま
が
生
涯
に
雨
安
居
を
過
ご
さ
れ
た
地
名
は
わ
か
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら
を
結
ぶ

交
通
路
さ
え
わ
か
っ
て
お
れ
ば
、
前
年
度
の
雨
安
居
地
は
ど
こ
で
あ
っ
た
か
ら
次
年
度
は
ど
こ
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
推
測
も
つ

い
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
お
釈
迦
さ
ま
や
仏
弟
子
た
ち
の
一
年
の
生
活
の
パ
タ
ー
ン
、
そ
し
て
一
日
の
生
活
パ
タ
ー
ン
、
あ
る
い
は
遊
行
は
ど
の
よ

う
に
な
さ
れ
た
の
か
と
い
う
遊
行
の
パ
タ
ー
ン
、
雨
季
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
さ
れ
た
か
と
い
う
雨
安
居
の
生
活
の
パ
タ
ー
ン
な
ど
を
き
ち

ん
と
想
像
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
、
聖
典
に
書
か
れ
て
い
る
ご
く
僅
か
な
情
報
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と

で
、
こ
の
よ
う
な
作
業
を
や
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二　

人
間
釈
尊
の
素
顔

　

そ
れ
で
は
次
に
、
以
上
の
よ
う
な
風
景
の
中
に
登
場
さ
れ
る
釈
尊
は
ど
の
よ
う
な
方
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
今
の
私
に
見
え
て
い
る
お
釈
迦
さ
ま
は
、
ま
さ
に
人
間
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
い
つ
も
私
の
傍
に
い
て
く
だ
さ
る
よ
う
な
親

し
み
を
感
じ
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
は
お
釈
迦
さ
ま
を
「
隣
の
お
じ
さ
ん
の
よ
う
な
方
」
で
あ
る
と
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

こ
の
研
究
の
完
成
報
告
会
に
は
、
日
本
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
協
会
の
ス
マ
ナ
サ
ー
ラ
長
老
も
来
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
報
告

会
の
後
で
「
隣
の
お
じ
さ
ん
は
よ
か
っ
た
で
す
ね
」
と
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
お
釈
迦
さ
ま
の
こ
と
を
「
隣
の
お
じ

さ
ん
」
な
ん
て
呼
ぶ
の
は
不
謹
慎
極
ま
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
親
し
み
を
込
め
て
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
こ
こ
か
ら
、
そ
の
「
隣
の
お
じ
さ
ん
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
人
間
釈
尊
を
象
徴
す
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
原

始
聖
典
の
記
述
に
沿
っ
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

＊　
　

＊　
　

＊

エ
ピ
ソ
ー
ド
①　

同
宿
し
た
比
丘
プ
ッ
ク
サ
ー
テ
ィ
に
そ
れ
と
わ
か
ら
な
か
っ
た
釈
尊

　

ま
ず
、
同
じ
部
屋
に
泊
ま
っ
た
比
丘
に
そ
れ
が
釈
尊
と
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。

　

あ
る
時
世
尊
は
マ
ガ
ダ
国
を
遊
行
し
て
王
舎
城
に
入
り
、
バ
ッ
ガ
ヴ
ァ
（B

haggava
）
と
い
う
陶
器
職
人
の
も
と
に
赴
い
て
、「
一
夜
を
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過
ご
さ
せ
て
ほ
し
い
」
と
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
陶
師
は
「
先
に
宿
し
て
い
る
出
家
者
（pabbajita

）
が
許
せ
ば
ど
う
ぞ
」
と
答
え
ま
し
た
。

出
家
者
と
は
世
尊
を
師
と
仰
い
で
出
家
し
た
（B

hagavantaṃ
 uddissa pabbajita

）
プ
ッ
ク
サ
ー
テ
ィ
（Pukkusāti

）
で
し
た
が
、
彼
は
釈
尊
と

会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

釈
尊
は
初
転
法
輪
で
五
比
丘
を
教
化
し
て
以
来
し
ば
ら
く
は
、
出
家
を
希
望
す
る
者
た
ち
を
全
て
ご
自
分
の
直
弟
子
と
さ
れ
て
直
接
に

指
導
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
八
年
後
（
成
道
八
年
）
に
こ
れ
ら
直
弟
子
た
ち
が
布
教
に
出
た
旅
先
で
出
家
を
希
望
す
る
者
が
い
た
ら

三
宝
帰
依
を
誓
わ
せ
て
、
自
分
の
弟
子
と
し
て
出
家
さ
せ
て
も
よ
い
と
許
可
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
以
降
は
釈
尊
と
面
識
の
な
い
比
丘

も
生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

釈
尊
は
プ
ッ
ク
サ
ー
テ
ィ
が
自
分
を
師
と
仰
い
で
出
家
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
法
を
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
そ
の
法
を
聞
い

た
プ
ッ
ク
サ
ー
テ
ィ
は
、
自
分
に
法
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
人
が
釈
尊
そ
の
人
だ
と
い
う
こ
と
に
初
め
て
気
が
つ
い
て
、
釈
尊
に
「
友
よ

（āvuso

）」
と
呼
び
掛
け
た
こ
と
を
謝
り
、
釈
尊
の
も
と
で
具
足
戒
を
受
け
た
い
と
願
い
出
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
し
釈
尊
に
三
十
二
相
が
具
わ
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
プ
ッ
ク
サ
ー
テ
ィ
に
も
す
ぐ
に
そ
の
方
が
釈
尊
だ
と
わ
か
っ
た
は
ず
で
す
。

し
か
し
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
釈
尊
に
は
三
十
二
相
が
具
わ
っ
て
お
ら
ず
、
普
通
の
人
間
の
姿
形
を
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す1
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
②　

在
家
者
に
た
し
な
め
ら
れ
る
釈
尊

　

次
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
②
と
し
て
、
釈
尊
も
人
間
ら
し
い
感
情
を
お
持
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

あ
る
と
き
世
尊
は
、
釈
迦
族
の
チ
ャ
ー
ト
ゥ
マ
ー
（C

ātum
ā

）
と
い
う
村
に
滞
在
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
舎
利
弗
と
目
連
を
上
首
と

す
る
多
く
の
比
丘
た
ち
が
世
尊
に
会
う
た
め
に
や
っ
て
来
て
、
彼
ら
と
釈
尊
の
弟
子
た
ち
が
挨
拶
を
交
わ
し
て
騒
が
し
か
っ
た
の
で
、
世

尊
は
彼
ら
を
呼
び
寄
せ
ま
し
て
、「
騒
が
し
い
、
立
ち
去
れ
」
と
𠮟
ら
れ
ま
し
た
。
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そ
の
と
き
、
そ
の
僧
院
の
近
く
の
集
会
堂
で
集
会
を
し
て
い
た
釈
迦
族
の
人
た
ち
が
、
そ
の
こ
と
を
聞
き
ま
し
て
、
釈
尊
の
と
こ
ろ
に

や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
釈
尊
に
「
も
し
こ
の
ま
ま
彼
ら
を
去
ら
し
め
れ
ば
、
せ
っ
か
く
志
を
抱
い
て
出
家
し
た
比
丘
た
ち
が
心
変
わ

り
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
釈
尊
を
な
だ
め
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
釈
尊
は
、
在
家
信
者
か
ら
も
た
し
な
め
ら
れ
る
よ
う
な
方
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す2
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
③　

比
丘
に
反
抗
さ
れ
る
釈
尊

　

次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
比
丘
に
反
抗
さ
れ
る
釈
尊
で
す
。

　

世
尊
は
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
の
ゴ
ー
シ
タ
園
に
住
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
と
い
う
の
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
と
ヤ
ム
ナ
ー
河
が
合

流
す
る
地
点
の
近
く
に
あ
っ
た
大
都
市
で
す
。
そ
の
と
き
、
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
の
サ
ン
ガ
に
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
争
い
が
起
き
、
比
丘
た
ち

が
二
つ
の
派
に
別
れ
て
争
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
派
の
一
人
が
、
世
尊
に
こ
れ
を
調
停
し
て
ほ
し
い
と
要
請
し
ま
し
た
。
し
か
し
他
の
一

派
の
一
人
は
、「
世
尊
よ
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
世
尊
は
何
も
し
な
い
で
現
法
楽
住
に
住
し
て
安
楽
に
過
ご
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
争
い
は

私
た
ち
の
も
の
で
す
か
ら
ほ
っ
と
い
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
断
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
一
派
の
比
丘
が
「
現
法
楽
住
に
住
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
の
は
、「
一
時
的
に
シ
ー
マ
ー
（
界
）
か
ら
出
て
、
こ
の
サ
ン
ガ

か
ら
離
れ
て
い
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
サ
ン
ガ
の
会
議
に
は
サ
ン
ガ
の
全
員
が
参
加
し
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
お
釈
迦
さ
ま
も
そ
の
サ
ン
ガ
の
一
員
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
お
釈
迦
さ
ま
が
い
る
と
、
あ
る
一
派
の
比

丘
に
と
っ
て
は
不
都
合
で
す
か
ら
、
一
旦
こ
の
シ
ー
マ
ー
か
ら
離
れ
て
安
楽
に
現
法
楽
住
に
住
し
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

し
か
し
お
釈
迦
さ
ま
は
、
過
去
世
の
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
王
（
梵
施
王
）
の
故
事
を
話
さ
れ
、
有
名
な
言
葉
で
あ
る
「
怨
み
を
も
っ
て
怨
み

は
消
え
な
い
。
徳
を
も
っ
て
こ
そ
怨
み
は
消
え
る
」
と
説
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
話
を
聞
い
て
も
こ
の
サ
ン
ガ
は
仲
直
り
を
せ
ず
、
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和
合
し
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
釈
尊
は
、
侍
者
の
阿
難
に
も
告
げ
ら
れ
ず
に
た
っ
た
一
人
で
と
ぼ
と
ぼ
と
旅
に
出
ら
れ
ま
し
た
。「
と
ぼ
と
ぼ
」
と
い
う
の
は

私
の
表
現
に
な
り
ま
す
が
、
釈
尊
は
弟
子
た
ち
に
裏
切
ら
れ
て
、
た
っ
た
一
人
で
遊
行
に
出
か
け
る
と
い
う
寂
し
い
思
い
を
な
さ
れ
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
を
し
た
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
の
比
丘
サ
ン
ガ
は
、
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
の
住
民
た
ち
か
ら
の
信
頼
を

失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
比
丘
た
ち
は
在
家
信
者
の
お
布
施
が
な
け
れ
ば
一
日
も
生
活
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
彼
ら
は
信
頼
を
と
り
戻
す
た

め
に
舎
衛
城
ま
で
お
釈
迦
さ
ま
を
追
い
か
け
て
行
っ
て
、
そ
こ
で
サ
ン
ガ
は
和
合
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す3
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
④　
「
私
の
身
・
語
の
上
に
何
ら
か
の
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
自
恣
す
る
釈
尊

　

最
後
に
サ
ン
ガ
の
中
の
釈
尊
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
お
話
し
し
ま
す
。

　

あ
る
と
き
世
尊
は
、
舎
衛
国
の
東
園
鹿
子
母
講
堂
に
五
百
人
の
大
比
丘
サ
ン
ガ
と
共
に
住
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
日
は
ち
ょ
う
ど
雨
安
居

の
最
終
日
で
あ
る
自
恣
の
日
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
、
釈
尊
は
サ
ン
ガ
に
向
か
っ
て
「
比
丘
ら
よ
、
私
は
自
恣
し
ま
す
（handa dāni 

bhikkhave pavārayām
i

）。
私
の
身
・
語
の
上
に
何
ら
か
の
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
告
げ
ら
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
と
も
あ
ろ
う
に
あ
の
お
釈
迦
さ
ま
が
、「
自
分
が
気
づ
か
ず
に
戒
律
を
犯
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
ど
う
ぞ
自
由
に
恣
に

指
摘
し
て
ほ
し
い
」
と
申
し
出
ら
れ
た
の
で
す
。
戒
律
で
は
心
の
中
の
こ
と
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、「
身
・
語
」
と
は
身
体
や
言
葉

に
現
れ
出
た
行
為
の
こ
と
で
す
。
そ
の
行
為
が
戒
律
に
反
す
る
か
反
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
お
釈
迦
さ
ま
は
こ
と

も
あ
ろ
う
に
五
百
人
の
弟
子
の
前
で
申
し
出
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
経
を
読
ん
だ
と
き
、
私
は
な
ぜ
だ
か
も
う
涙
が
出
て
止
ま

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
お
釈
迦
さ
ま
の
「
人
間
宣
言
」
で
あ
る
と
で
も
い
う
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
釈
迦
さ
ま
は
こ
う
い

う
人
な
ん
で
す4
。
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＊　
　

＊　
　

＊

　

や
や
露
悪
的
な
色
が
濃
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
も
し
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
お
釈
迦
さ
ま
は
優
し
い
お
気
持
ち
や
思
い
や
り
の
気

持
ち
、
喜
び
の
気
持
ち
を
も
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
切
り
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら

こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
き
ま
す
。
詳
し
く
は
先
に
ご
紹
介
し
ま
し
た
『
年
表
』
と
『
総
覧
』
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
谷

大
学
の
図
書
館
に
も
寄
贈
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。

三　

釈
尊
を
通
し
て
見
え
る
神
秘
的
風
景

　

以
上
、「
隣
の
お
じ
さ
ん
」
の
よ
う
に
親
し
み
の
感
じ
ら
れ
る
人
間
釈
尊
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
風
景
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
し
か
し
原

始
仏
教
に
は
、
こ
れ
と
は
全
く
別
の
風
景
も
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
全
く
別
の
風
景
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
皆
さ
ん
も
ご
存
知
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、『
大
般
涅
槃
経
』
の
中
で
釈
尊
は
、
死
に
臨
ま
れ
た
そ
の
最
晩
年
に
突
然
、
侍
者
の

阿
難
に
こ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

四
神
足
を
修
し
た
者
は
欲
す
る
ま
ま
に
一
劫
で
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
で
も
寿
命
を
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
劫
」
と
い
う
時
間
の
単
位
は
ど
れ
く
ら
い
の
長
さ
な
の
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
一
劫
は
須
弥
山
世
界
、
す
な
わ
ち
太
陽
系
宇
宙
が

誕
生
し
て
か
ら
滅
び
、
ま
た
再
生
す
る
ま
で
の
時
間
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
千
万
年
か
、
あ
る
い
は
百
億
年
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
神

話
的
な
時
間
で
す
。

　

こ
の
と
き
阿
難
は
、
大
病
さ
れ
た
後
の
お
釈
迦
さ
ま
に
突
然
不
意
に
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
阿
難
は
キ
ョ
ト
ン
と
し
て
、「
ぜ
ひ
寿
命
を
お
留
め
く
だ
さ
い
」
と
願
い
出
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
こ
で
釈
尊
は
、
寿
命
を
捨
て
る
決
心
を
さ
れ
、
付
近
に
い
た
仏
弟
子
た
ち
を
呼
び
集
め
て
、「
三
ヶ
月
後
に
般
涅
槃
す
る
」
と
宣
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言
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
な
か
な
か
理
解
し
難
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
経
典
に
は
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
と
き
に
な
っ
て
初
め
て
阿
難
は
、
こ
と
の
重
大
さ
に
気
が
つ
い
て
、
慌
て
て
「
衆
生
の
幸
福
の
た
め
に
ど
う
か
一
劫
の
間
寿

命
を
お
留
め
く
だ
さ
い
」
と
願
い
出
ま
し
た
。
し
か
し
釈
尊
は
黙
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
阿
難
は
こ
れ
を
二
度
、
三
度
と
繰
り
返
し
ま
し

た
。
す
る
と
釈
尊
は
、「
や
め
な
さ
い
阿
難
よ
、
今
は
如
来
に
願
う
べ
き
時
で
は
な
い
。
あ
な
た
は
如
来
の
悟
り
を
信
じ
て
い
る
の
か
。
先

に
寿
命
を
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
た
と
き
に
あ
な
た
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
あ
な
た
の
咎
で
あ
る
」
と
𠮟
責
さ
れ
ま
し
た5
。

　

こ
こ
に
「
如
来
の
悟
り
（
菩
提
）」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
パ
ー
リ
語
で
はtathāgatassa bodhi

と
い
い
ま
す
。

こ
の
如
来
の
悟
り
と
い
う
の
は
、
こ
の
文
脈
だ
け
か
ら
言
え
ば
、
望
め
ば
一
劫
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
も
寿
命
を
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
悟

り
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
「
こ
れ
は
な
か
な
か
理
解
し
難
い
」
と
今
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
経
文
は
、
釈
尊
が

超
人
化
さ
れ
、
神
話
化
さ
れ
た
後
の
時
代
に
原
始
経
典
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

二
十
八
年
間
も
毎
日
毎
日
、
原
始
経
典
に
向
か
い
合
っ
て
い
た
私
は
、
実
は
こ
れ
も
原
始
仏
教
の
風
景
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
普
通
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
言
葉
と
タ
タ
ー
ガ
タ
と
い
う
言
葉
を
区
別
な
く
、
同
じ
意
味
の
別
の
言
葉
と
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
現
代
人
に
限
ら
ず
、
釈
尊
の
弟
子
た
ち
も
そ
う
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
釈
尊
ご
自
身
は
し
っ
か
り
と
ブ
ッ
ダ
と
如
来
を
区

別
し
て
使
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　

例
え
ば
こ
れ
も
『
大
般
涅
槃
経
』
で
す
が
、
大
病
さ
れ
た
釈
尊
を
心
配
し
た
阿
難
が
、「
気
が
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
世
尊
が

サ
ン
ガ
に
遺
誡
さ
れ
な
い
で
入
滅
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
と
考
え
て
落
ち
着
き
ま
し
た
」
と
言
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
返
答
し
た
釈
尊
の
言

葉
は
次
の
と
お
り
で
す
。

サ
ン
ガ
は
私
に
何
を
期
待
す
る
の
か
。
私
は
誰
彼
な
く
す
べ
て
を
説
い
て
き
た
。
如
来
に
は
諸
々
の
法
に
お
い
て
師
の
握
り
拳
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（ācariya-m
uṭṭhi

）
は
な
い
。
私
は
比
丘
サ
ン
ガ
を
導
こ
う
（ahaṃ

 bhikkhusaṃ
gham

 pariharissām
i

）
と
か
、
比
丘
サ
ン
ガ
は
私
を
頼
っ
て

い
る
（m

aṃ
 uddesiko bhikkhusaṃ

gho

）
と
い
う
よ
う
な
思
い
は
如
来
に
は
な
い
（tathāgatassa kho ānanda na evaṃ

 h

6

oti

）。

　

こ
れ
を
も
う
一
度
読
み
返
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
「
如
来
」
は
明
ら
か
に
釈

尊
ご
自
身
を
指
し
て
お
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
小
学
校
や
中
学
校
の
先
生
が
教
室
で
生
徒
た
ち
に
、「
先
生
は
ね
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え

る
よ
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
遣
い
を
し
ま
す
よ
ね
。
大
学
の
先
生
は
、
あ
ま
り
自
分
の
こ
と
を
「
先
生
」
と
言
わ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

少
な
く
と
も
私
は
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
小
学
校
や
中
学
校
の
子
ど
も
た
ち
に
自
分
の
こ
と
を
「
先
生
は
ね
」
と
自
称
代
名
詞

の
よ
う
に
使
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
も
比
丘
た
ち
に
、「
如
来
は
ね
」「
如
来
は
こ
う
考
え
た
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、「
如

来
」
と
い
う
言
葉
を
自
称
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
自
称
代
名
詞
と
し
て
「
ブ
ッ
ダ
」
の
語
が
使
わ
れ
る
用
例
は
あ

り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
さ
ま
が
ご
自
分
の
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
き
に
は
、
必
ず
「
如
来
」
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
お
釈
迦
さ
ま
ご
自
身
は

「
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
語
と
「
如
来
」
と
い
う
語
を
使
い
分
け
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
に
は
、
ど
う
い
う
意
味
の
違
い
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
そ
の
結
論
を
お
話
し

す
る
と
ま
た
一
時
間
も
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
ち
ょ
う
ど
一
ヶ
月
前
の
十
月
十
六
日
に
横
浜
に
あ
り
ま
す

現
代
仏
教
塾
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
とYouTube

に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
活
字
の
形
で
も
出
版
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
ご
参
照
い
た
だ
き
ま
し
て
、
今
日
は
時
間
の

関
係
も
あ
り
ま
す
の
で
、
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す7
。

　

こ
の
調
査
を
通
じ
て
、
釈
尊
が
ご
自
分
を
如
来
（tathāgata

）
と
呼
ば
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
背
後
に
「
欲
す
る
ま
ま
に
一
劫
で
も
あ
る

い
は
そ
れ
以
上
で
も
寿
命
を
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
神
話
的
な
世
界
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
最

も
端
的
に
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
十
八
不
共
仏
法
の
中
の
「
如
来
の
十
力
」
で
す
。「
十
八
不
共
仏
法
」
は
原
始
仏
教
の
用
語
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
い
わ
ゆ
る
「
十
八
不
共
仏
法
の
十
力
」
と
言
っ
た
方
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
か
と
思
っ
て
、
こ
の
言
葉
を
使
い
ま
す
。
こ
の
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「
如
来
の
十
力
」
は
「
仏
の
十
力
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
、「
ブ
ッ
ダ
」
と
「
如
来
」
の
言
葉
を
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
使
い
分
け
て
い
な
い
漢

訳
経
典
で
も
「
如
来
の
十
力
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
十
力
は
、
ブ
ッ
ダ
で
は
な
く
、「
如
来
が
具
え
る
十
種
の
衆
生
救
済
の
た
め
の

力
」
な
の
で
す
。

　

パ
ー
リ
聖
典
で
は
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

如
来
に
は
、
如
来
の
十
力
（dasa im

āni tathāgatassa tathāgatabalāni

）
が
あ
る
。
こ
れ
を
具
足
す
る
如
来
は
牛
王
の
立
場
を
自
認
し
て

（āsabhaṃ
 ṭhānaṃ

 paṭijānāti

）、
諸
々
の
会
衆
に
お
い
て
師
子
吼
し
て
梵
輪
を
転
じ
る
。

　

こ
れ
は
マ
ッ
ジ
マ
ニ
カ
ー
ヤ
のM

ahāsīhanāda-sutta

と
い
う
経8
で
す
が
、
他
に
も
「
如
来
の
十
力
」
は
パ
ー
リ
聖
典
に
も
漢
訳
聖
典

に
も
た
く
さ
ん
出
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
調
べ
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
の
中
で
は
常
に
「
牛
王
の
立
場
（āsabhaṃ

 ṭhānaṃ

）」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
パ
ー
リ
の
注
釈
書

A
ṭṭhakathā

で
は
、「
最
勝
、
最
上
の
立
場
、
あ
る
い
は
過
去
の
諸
仏
の
立
場
の
意
（āsabhaṃ

 ṭhānan ti seṭṭhaṭṭhānaṃ
, uttam

aṭhānaṃ
. āsabhā 

vā pubba-buddhā, tesaṃ
 ṭhānan ti attho

）。
立
場
（ṭhāna

）
と
は
牛
王
が
四
つ
足
に
よ
っ
て
大
地
を
圧
し
て
立
つ
不
動
の
立
場9
」
と
解
釈
し
て

い
ま
す
。「
牛
王
の
立
場
」
を
、「
過
去
の
諸
仏
の
立
場
」
と
言
い
換
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
と
対
応
す
る
漢
訳
の
『
雑
阿
含
経
』
は

「
先
仏
の
最
勝
処
」
と
訳
し
て
お
り
ま
す11
。
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
の
は
『
雑
阿
含
経
』
だ
け
で
す
が
、「
先
仏
」
と
い
う
の
は
過
去
仏
の

こ
と
で
す
の
で
、「
牛
王
の
立
場
」
と
い
う
の
は
「
過
去
の
諸
々
の
仏
た
ち
が
立
っ
て
い
た
そ
の
立
場
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
こ
こ
で
の
主
旨
は
、
自
分
は
諸
々
の
ブ
ッ
ダ
た
ち
が
通
っ
た
道
を
通
っ
て
ブ
ッ
ダ
と
な
り11
、
諸
々
の
ブ
ッ
ダ
た
ち
が
悟
っ
た
真

理
を
悟
っ
て
ブ
ッ
ダ
と
な
り11
、
諸
々
の
ブ
ッ
ダ
た
ち
が
説
い
た
教
え
を
説
き
、
諸
々
の
ブ
ッ
ダ
た
ち
が
行
っ
た
生
活
の
仕
方
に
よ
っ
て
自

分
も
ま
た
生
活
し
て
い
る
と
い
う
、
釈
尊
が
も
っ
て
い
た
自
覚
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
例
え
ば
「
諸
悪
莫
作
、
衆

善
奉
行
、
自
浄
其
意
、
是
諸
仏

0

0

教
」
と
い
う
の
は
、「
諸
仏

0

0

通
誡
の
偈11
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
四
聖
諦
」
の
教
え
は
「
諸
仏

0

0

最
勝
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の
教
え
（buddhānaṃ

 sām
ukkaṃ

sikā d

11

ham
m

adesanā

）」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
雨
季
が
明
け
た
と
き
に
全
国
か
ら
仏
弟
子
た

ち
が
釈
尊
に
会
う
た
め
に
集
ま
っ
て
く
る
の
も11
、
そ
の
弟
子
た
ち
に
釈
尊
が
「
道
中
に
困
難
は
な
か
っ
た
か
」
と
労
わ
ら
れ
る
の
も
、「
諸0

仏0

の
常
法
（buddhānaṃ

 dham
m

atā, āciṇṇaṃ
 buddhānaṃ

 bhagavantānaṃ

）」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す11
。
こ
れ
ら
を
見
れ
ば
思
い
半
ば
を
過
ぎ
る

と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
お
釈
迦
さ
ま
に
は
決
し
て
ご
自
分
が
仏
教
を
説
き
始
め
た
と
い
う
意
識
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
諸
々
の

ブ
ッ
ダ
た
ち
が
通
っ
た
道
を
辿
っ
て
自
分
も
ブ
ッ
ダ
に
な
り
、
諸
々
の
ブ
ッ
ダ
た
ち
が
悟
っ
た
ダ
ル
マ
を
悟
っ
て
自
分
も
ブ
ッ
ダ
に
な
り
、

諸
々
の
ブ
ッ
ダ
た
ち
が
説
い
た
教
え
を
自
分
も
説
き
、
諸
々
の
ブ
ッ
ダ
た
ち
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
を
自
分
も
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
自

覚
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
如
来
と
い
う
の
は
、「
諸
々
の
過
去
の
仏
た
ち
が
立
っ
て
い
た
そ
の
立
場
を
立
場
と
す
る
者
」
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
れ
を
十
力
中
の
第
一
力
が
端
的
に
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
第
一
力
は
、
玄
奘
訳
の
『
俱
舎
論
』
に
は
「
処
非
処
智
力

（sthānāsthānajñāna-bala

）」
と
訳
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
処
を
処
と
し
て
、
非
処
を
非
処
と
し
て
如
実
に
知
る
智
力11
」
の
こ
と
で
、

こ
の
処
こ
そ
が
「
諸
々
の
過
去
の
仏
た
ち
が
立
っ
て
い
た
そ
の
立
場
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
処
非
処
智
力
は
「
諸
々

の
過
去
の
仏
た
ち
が
立
っ
て
い
た
そ
の
立
場
を
立
場
と
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
そ
う
で
な
い
と
如
実
に
知
る
智
慧
の
力
」
を
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

原
始
聖
典
に
は
、
過
去
仏
を
主
題
と
し
た
『
大
本
経
』
な
ど
の
独
立
し
た
経
も
あ
り
、
釈
尊
が
過
去
の
仏
た
ち
に
言
及
さ
れ
る
の
は
原

始
仏
教
聖
典
の
描
く
普
通
の
風
景
で
す
。
ご
専
門
の
方
は
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
釈
尊
が
過
去
の
仏
た
ち
に
言
及
さ
れ
て
い
る
シ

ー
ン
は
原
始
経
典
の
随
所
に
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
の
複
数
形
も
普
通
に
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
ブ
ッ
ダ
は
こ
の
世
界
に
た

だ
一
人
し
か
い
な
い
と
い
う
の
が
仏
教
の
伝
統
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
次
の
仏
で
あ
る
弥
勒
菩
薩
で
も
五
十
六
億
七
千
万

年
も
後
に
な
ら
な
い
と
出
て
こ
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
お
釈
迦
さ
ま
自
身
も
こ
の
娑
婆
世
界
に
同
時
に
は
二
人
以
上
の
仏
が
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
と
明
言
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
ブ
ッ
ダ
の
複
数
形
が
意
味
す
る
の
は
、
過
去
の
仏
た
ち
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
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で
す
。
釈
尊
の
「
如
来
の
悟
り
」
は
過
去
仏
と
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
如
来
（tathāgata

）
と
い
う
言
葉
は
、「
諸
々

の
過
去
の
ブ
ッ
ダ
た
ち
が
世
界
に
現
れ
て
来
た
よ
う
に
、
そ
の
如
く
に
現
れ
て
来
た
者
」
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
如
来
と
い

う
言
葉
自
体
が
過
去
の
仏
た
ち
が
こ
の
世
界
に
出
現
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
ま
す
。
如
来
と
い
う
の
は
出
現
す
る
も
の
な
の
で
す
。

悟
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
如
来
と
い
う
意
味
で
す
。

　

釈
尊
が
ご
自
分
の
こ
と
を
如
来
（tathāgata

）
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
如
来
と
い
う
言
葉
こ
そ
が
ご
自
分
を
表
現

す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
、
す
な
わ
ち
ご
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
如
来
と
い
う
言
葉
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
過
去
仏
と
な
れ
ば
、
そ
の
世
界
は
神
秘
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

四　

原
始
仏
教
の
神
秘
的
風
景
の
向
こ
う
に
見
え
る
大
乗
仏
教
の
風
景

　

も
う
こ
ん
な
時
間
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
誠
に
唐
突
な
話
と
な
り
ま
す
が
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
「
如
来

寿
量
品
」
の
経
文
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
突
然
釈
迦
牟
尼
仏
が
聴
衆
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
述

べ
ま
す
。

汝
等
よ
、
諦
か
に
聴
け
、
如
来
の
秘
密
・
神
通
の
力
を
。
一
切
世
間
の
天
・
人
及
び
阿
修
羅
は
、
皆
、
今
の
釈
迦
牟
尼
仏
は
、
釈
氏

の
宮
を
出
で
て
、
伽
耶
城
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
道
場
に
坐
し
て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
た
り
と
謂
え
り
。
然
る
に
善
男

子
よ
、
わ
れ
は
実
に
成
仏
し
て
よ
り
已
来
、
無
量
無
辺
百
千
億
那
由
多
劫
な
り
。
…
…
こ
れ
よ
り
来
、
わ
れ
は
常
に
こ
の
娑
婆
世
界

に
あ
り
て
、
法
を
説
き
て
教
化
し
、
亦
、
余
処
の
百
千
万
億
那
由
多
阿
僧
祇
の
国
に
お
い
て
も
、
衆
生
を
導
き
利
せ
り
。
諸
の
善
男

子
よ
、
こ
の
中
間
に
お
い
て
、
わ
れ
は
燃
燈
仏
等
な
り
と
説
き
、
又
復
そ
れ
は
涅
槃
に
入
れ
り
と
言
え
り
。
か
く
の
如
き
は
皆
、
方

便
を
も
っ
て
分
別
せ
し
な
り
。
…
…
如
来
は
諸
の
衆
生
の
、
小
法
を
楽
え
る
徳
薄
く
垢
重
き
者
を
見
て
は
、
こ
の
人
の
た
め
に
、
わ

れ
は
少
く
し
て
出
家
し
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
た
り
と
説
く
な
り
。
然
る
に
、
わ
れ
は
実
に
成
仏
し
て
よ
り
已
来
、
久
遠
な
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る
こ
と
斯
の
若
し11
。

　

こ
こ
に
あ
る
よ
う
な
、
釈
氏
の
宮
を
出
で
て
、
菩
提
道
場
で
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
た
の
は
歴
史
上
の
釈
迦
牟
尼
仏
で
す
。
ま
た

あ
る
と
き
は
燃
燈
仏
、
こ
れ
は
二
十
四
人
の
過
去
仏
の
一
番
最
初
の
仏
で
す
が
、
そ
の
燃
燈
仏
で
あ
る
な
ど
と
説
い
た
。
そ
し
て
そ
の
仏

た
ち
は
、
涅
槃
に
入
っ
た
と
説
い
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
衆
生
の
た
め
に
方
便
と
し
て
分
別
し
て
説
い
た
の
で
あ
っ
て
、

如
来
は
本
当
は
久
遠
実
成
仏
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
久
遠
実
成
の
認
識
・
自
覚
が
、
実
は
歴
史
上
の
釈
迦
牟
尼
仏
の
腹
の
底
に
あ
っ
たtathāgatassa bodhi

を
表
す
も
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
す
。
あ
る
い
は
浄
土
経
典
の
無
量
寿
仏
・
無
量
光
仏
、
あ
る
い
は
『
華
厳
経
』
の
毘
盧
遮
那
仏
な
ど
も
、
こ
れ
ら
は
釈
尊
の
腹

の
中
に
あ
っ
た
如
来
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
想
像
し
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
原
始
仏
教
研
究
の
歴
史
の
中
で
は
、
歴
史
上
の
釈
尊
は
今
日
の
話
の
前
半
部
分
に
ご
紹
介
し
た
人
間
釈
尊
と
し
て
し
か

理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
神
秘
的
な
世
界
を
背
後
に
も
つ
如
来
と
し
て
の
釈
尊
は
、
私
た
ち
の
視
界
の
中
に
入
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
ブ
ッ
ダ
と
如
来
は
区
別
さ
れ
ず
に
、
同
意
異
語
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
こ
れ
に
は
、
釈
尊
ご
自
身
に
も
責
任
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
何
故
か
釈
尊
は
外
道
の
宗
教
者
や
、
お
弟
子
さ
ん
た
ち
か
ら
、「
如

来
の
死
後
は
有
る
か
無
い
か
」
と
問
わ
れ
た
と
き
、「
そ
れ
は
無
記
で
あ
る
（avyākataṃ

 kho m
ayā

）」
と
し
て
、
こ
の
質
問
に
は
答
え
な
か

っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
質
問
の
主
題
は
明
確
に
如
来
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
他
の
質
問
の
主
題
も
如
来
で
あ
っ
た
と
考
え
て

い
ま
す
。
念
の
た
め
、
こ
こ
に
十
無
記
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

① sassato loko ?　

世
界
（
世
間
）
は
永
遠
（
常
住
）
で
あ
る
か
？

② asassato loko ?　

世
界
（
世
間
）
は
永
遠
（
常
住
）
で
な
い
か
？

③ antavā loko ?　

世
界
（
世
間
）
は
辺
が
あ
る
か
？
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④ anantavā loko ?　

世
界
（
世
間
）
は
辺
が
な
い
か
？

⑤ taṃ
 jīvaṃ

 taṃ
 sārīraṃ

 ?　

生
命
と
舎
利
は
同
じ
で
あ
る
か
？

⑥ aññaṃ
 jīvaṃ

 aññaṃ
 sarīraṃ

 ti ?　

生
命
と
舎
利
は
異
な
る
か
？

⑦ hoti tathāgato param
am

 m
araṇā ?　

如
来
は
死
後
に
あ
る
か
？

⑧ na hoti tathāgato param
am

 m
araṇā ?　

如
来
は
死
後
に
な
い
か
？

⑨ hoti ca na ca hoti tathāgato param
am

 m
araṇā ?　

如
来
は
死
後
に
あ
り
か
つ
な
い
か
？

⑩  n’ eva hoti na na ca hoti tathāgato param
am

 m
araṇā ?　

如
来
は
死
後
に
あ
る
の
で
も
な
く
か
つ
な
い
の
で
も
な
い
か
？

　

如
来
の
死
後
が
有
る
か
無
い
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
十
無
記
中
の
⑦
⑧
⑨
⑩
で
す
。
ま
た
、
こ
の
質
問
の
⑤
と
⑥
は
、
生
命

と
舎
利
の
関
係
が
主
題
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
私
が
釈
尊
伝
研
究
で
お
世
話
に
な
っ
た
立
正
佼
成
会
の
附
置
研
究
所
で
あ
る
中
央
学

術
研
究
所
の
『
中
央
学
術
研
究
所
紀
要
』
の
第
五
十
一
号
に
、「
無
記
説
中
の‘sarīra’

の
語
義
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
、
こ

の
舎
利
は
如
来
の
舎
利
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
ま
し
た11
。

　

そ
し
て
①
②
③
④
は
世
界
が
主
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
十
無
記
は
、
六
十
二
見
を
説
い
て
い
る
原
始
経
典
の
『
梵
網
経
』
と
い

う
経
典
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。『
梵
網
経
』
は
、
釈
尊
当
時
の
仏
教
以
外
の
諸
宗
教
の
教
え
を
簡
単
に
説

明
・
紹
介
し
た
も
の
だ
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
経
は
そ
も
そ
も
「
如
来
は
こ
の
よ
う
な

六
十
二
種
の
見
解
に
よ
っ
て
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
如
来
を
理
解
す
る
た
め
に
は
煩
悩
を
滅
し
て
解
脱
す
る
し
か
な
い
」
と
い

う
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
題
は
如
来
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
①
②
③
④
も
如
来
が
主
題
で
あ
る
と
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
こ
の
紀
要
の
次
号
に
は
、
こ
れ
を
論
証
し
よ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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お
わ
り
に

　

時
間
を
超
過
し
て
し
ま
い
ま
し
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
最
後
の
方
を
か
な
り
端
折
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
肝
心
な
こ

と
を
言
い
忘
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最
後
に
、
今
日
の
前
半
部
分
で
話
し
た
「
隣
の
お
じ
さ
ん
」
の
よ
う
な
人
間
釈
尊
と
、
一
方

で
は
後
半
部
分
で
取
り
上
げ
た
神
秘
化
さ
れ
超
人
化
さ
れ
た
釈
尊
と
、
こ
の
一
見
相
容
れ
な
い
二
つ
の
釈
尊
の
関
係
に
つ
い
て
、
今
私
が

考
え
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ブ
ッ
ダ
は
釈
迦
族
の
名
家
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
家
の
ス
ッ
ド
ー
ダ
ナ
を
父
親
に
、
マ
ー
ヤ
ー
を
母
親
に
し
て
、
釈
迦
族
の
宮
か
ら
出
家
を

し
て
、
そ
し
て
ガ
ヤ
ー
の
近
郊
、
す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
で
悟
り
を
開
い
て
、
そ
し
て
八
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な

人
間
と
し
て
の
釈
尊
は
、
一
切
諸
法
の
実
相
を
如
実
に
知
見
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
四
諦
」
や
「
十
二
因
縁
」
や
「
三
法
印
」
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
な
教
え
と
し
て
説
か
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
人
間
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
で
す
。

　

私
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
が
菩
提
樹
の
下
で
悟
ら
れ
た
と
き
に
「
い
や
、
こ
の
悟
り
は
私
の
力
だ
け
で
悟
っ
た
の
で

は
な
い
ぞ
。
昔
々
の
過
去
の
仏
た
ち
が
悟
っ
た
そ
の
悟
り
に
誘
わ
れ
て
、
あ
る
い
は
促
さ
れ
て
、
そ
れ
で
私
は
如
実
知
見
で
き
た
の
で
は

な
い
か
」
と
い
う
よ
う
に
気
が
つ
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
悟
り
が
如
来
（tathāgata

）
と
い
う
言
葉

で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
釈
尊
に
は
、
人
間
釈
尊
の
側
面
と
、
そ
れ
か
ら
過
去
の
仏
た
ち
に
誘
わ
れ
て
悟
り
を
開
い
た
と
い
う
如
来
の
側
面
と
、
こ
の

二
つ
が
背
中
合
わ
せ
に
重
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
如
来
の
死
後
が
有
る
か
無
い
か
と
い
う
よ
う
な
如
来

の
世
界
の
こ
と
を
、
何
故
か
説
こ
う
と
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
、
釈
尊
は
如
来
の
世
界
の
こ
と
を
頑
と
口
を
閉
ざ
し
て
説
こ
う
と
さ

れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
決
意
の
ほ
ど
は
、
こ
の
質
問
を
有
耶
無
耶
に
処
理
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、「
そ
れ
は
無
記
で
あ
る
」
と

解
答
を
拒
否
さ
れ
る
態
度
に
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
十
無
記
で
す
。
如
来
の
世
界
や
如
来
の
仏
塔
に
祀
ら
れ
て
い
る
如
来
の
舎
利
な
ど
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の
こ
と
に
つ
い
て
、
お
釈
迦
さ
ま
は
説
か
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
説
か
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
多
聞
第
一
の
阿
難
で
さ
え
、「
欲
す

る
ま
ま
に
一
劫
で
も
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
で
も
寿
命
を
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
突
然
言
わ
れ
て
も
、
キ
ョ
ト
ン
と
し
て
聞
き
逃
し
て

し
ま
う
の
も
無
理
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
釈
尊
の
ブ
ッ
ダ
の
悟
り
の
背
後
に
、『
法
華
経
』
の
如
来
寿
量
品
の
久
遠
実
成
の
釈
迦
牟
尼
仏
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。『
法
華
経
』
の
前
半
の
迹
門
は
歴
史
上
の
お
釈
迦
さ
ま
が
主
人
公
で
す
が
、
本
門
に
入
る
と
「
実
は
私
は

ゴ
ー
タ
マ
家
か
ら
出
家
を
し
て
三
十
五
歳
で
成
道
し
て
八
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
、
そ
う
い
う
ブ
ッ
ダ
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
如
来
の
悟
り
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
す
。

　

如
来
の
悟
り
は
、
過
去
の
諸
々
の
ブ
ッ
ダ
に
誘
発
さ
れ
た
悟
り
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
原
始
聖
典
は‘sayaṃ

 abhiññāya’

と
言
っ
て
お
り
ま
す
。‘sayaṃ

’
は
普
通
は
「
自
分
の
力
で
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
こ
れ
を
漢
訳
の
『
四
分
律
』
と
『
五
分
律
』
と
『
根

本
有
部
律
』
は
、「
自
然
に
」
と
訳
し
て
お
り
ま
す
。「
自
然
」
と
い
う
の
は
、「
自
然
法
爾
」
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
し

く
釈
尊
の
悟
り
の
中
に
も
、
他
力
の
悟
り
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
他
力
の
悟
り
の
よ
う
な

も
の
の
自
覚
を
釈
尊
は
「
如
来
」
と
自
称
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
『
法
華
経
』
や
『
大
無
量
寿
経
』
あ
る

い
は
『
華
厳
経
』
な
ど
の
大
乗
仏
教
経
典
は
、
釈
尊
が
記
説
さ
れ
な
か
っ
た
ま
さ
し
く
そ
の
如
来
の
世
界
を
説
こ
う
と
し
た
も
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
の
で
す
。

　

以
上
、
雑
漠
な
話
で
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。「
落
ち
」
に
も
「
洒
落
」
に
も
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
私
に
は
「
原
始
仏
教
の
風
景
」
の

そ
の
向
こ
う
に
、
ま
だ
ぼ
ん
や
り
し
た
蜃
気
楼
の
よ
う
な
も
の
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、「
大
乗
仏
教
の
風
景
」
が
見
え
る
の
で
す
。
原
始

仏
教
と
大
乗
仏
教
は
地
続
き
で
繫
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
原
始
仏
教
の
風
景
の
向
こ
う
に
大
乗
仏
教
の
風
景
が
見
え
る
」
と

い
う
こ
と
を
今
日
の
話
の
「
さ
げ
」
に
し
て
、
話
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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註１  
M

N
.140 D

hātuvibhaṅga-s.

（vol. III p. 237

）／『
中
阿
含
』
一
六
二
「
分
別
六
界
経
」（
大
正
一
、
六
九
〇
上
）
講
演
会
終
了
後
に
大
谷
大
学
の
ダ
シ
ュ
・

シ
ョ
バ
・
ラ
ニ
教
授
か
ら
、
ア
ヌ
ル
ッ
ダ
と
ナ
ン
デ
ィ
ヤ
と
キ
ン
ビ
ラ
の
三
人
が
住
し
て
い
た
園
林
を
釈
尊
が
訪
れ
ら
れ
た
時
、
森
の
番
人
が
「
沙
門
よ
、

こ
の
林
に
は
入
っ
て
い
け
な
い
。
三
人
の
比
丘
の
邪
魔
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
拒
ん
だ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
こ
れ
に
相
当
す
る
と
い
う
示
唆
を
い
た
だ

い
た
。Vinaya K

osam
bakkhandhaka

（vol. I p. 350

）／M
N

.128 U
pakkilesa-s.

（vol. III p. 154

）／『
中
阿
含
』
七
二
「
長
寿
王
本
起
経
」（
大
正
二
、
五

三
六
上
）

２  
M

N
.067 C

ātum
a-s.

（vol. I p. 456

）／SN
.022‒080

（vol. III p. 091

）／『
増
一
阿
含
』
四
五—

二
（
大
正
二
、
七
七
〇
下
）／『
舎
利
弗
摩
訶
目
連
遊
四

衢
経
』（
大
正
二
、
八
六
〇
上
）

３  
Vinaya K

osam
bakkhandhaka

（vol. I p. 337

）／『
四
分
律
』「
拘
睒
彌
揵
度
」（
大
正
二
二
、
八
七
九
中
）／『
五
分
律
』「
羯
磨
法
」（
大
正
二
二
、
一
五
八

下
）／『
十
誦
律
』「
俱
舎
彌
法
」（
大
正
二
三
、
二
一
四
上
）／M

N
.048 K

osam
biya-s.

（vol. I p. 320

）／M
N

.128 U
pakkilesa-s.

（vol. III p. 152

）／『
中
阿

含
』
七
二
「
長
寿
王
本
起
経
」（
大
正
一
、
五
三
二
下
）／『
増
一
阿
含
』
二
四—

八
（
大
正
二
、
六
二
六
中
）／『
僧
祇
律
』「
単
提
四
」（
大
正
二
二
、
三
三
三

下
）

４  
SN

.008‒007

（vol. I p. 190

）／『
雑
阿
含
』
一
二
一
二
（
大
正
二
、
三
三
〇
上
）／『
別
訳
雑
阿
含
』
二
二
八
（
大
正
二
、
四
五
七
上
）／『
増
一
阿
含
』
三

二—

五
（
大
正
二
、
六
七
六
中
）／『
解
夏
経
』（
大
正
一
、
八
六
一
中
）

５  
D

N
.016 M

ahāparinibbāna-s.

（vol. II p. 116

）／『
長
阿
含
』
二
「
遊
行
経
」（
大
正
一
、
一
七
上
）

６  
D

N
.16 M

ahāparinibbāna-s.

（vol. II p. 100

）

７  

こ
の
講
演
記
録
は
『
ブ
ッ
ダ
と
如
来—

釈
尊
の
な
か
の
人
間
性
と
永
遠
性
』
と
い
う
書
名
で
、
二
〇
二
三
年
に
恒
河
書
房
よ
り
単
行
書
と
し
て
刊
行
予
定
。

８  
M

N
.012 M

ahāsīhānāda-s.

（
師
子
吼
大
経vol. I p. 069

、
南
伝 09 p. 113

）

９  
M

N
.-A.

（Part II p. 026

）

10 

『
雑
阿
含
』
六
八
四
、
六
八
六
、
七
〇
一
（
大
正
二
、
一
八
六
中
、
一
八
七
中
、
一
八
九
上
）

11 
SN

.012‒065

（vol. II p. 106

）、『
雑
阿
含
』
二
八
七
（
大
正
二
、
八
〇
下
）、『
増
一
阿
含
』
三
八—

四
（
大
正
二
、
七
一
八
下
）

12 

『
雑
阿
含
』
二
八
七
（
大
正
二
、
八
〇
中
）、『
雑
阿
含
』
三
六
九
（
大
正
二
、
一
〇
一
中
）。「
縁
起
と
は
な
に
か
。
生
に
縁
っ
て
老
死
あ
り
と
い
う
の
は
、

諸
々
の
如
来
が
世
に
出
て
も
出
な
く
て
も
こ
の
こ
と
わ
り
は
定
ま
り
、
法
と
し
て
定
ま
り
、
法
と
し
て
確
定
し
た
互
い
に
縁
と
な
る
理
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
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如
来
は
覚
っ
た
」
と
い
う
言
葉
も
こ
れ
を
物
語
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。SN

.012‒020

（vol. II p. 025

）、『
雑
阿
含
』
二
九
六
（
大
正
二
、
八

四
中
）、『
雑
阿
含
』
二
九
九
（
大
正
二
、
八
五
中
）、『
雑
阿
含
』
八
五
四
（
大
正
二
、
二
一
七
中
）。
無
常
・
苦
・
無
我
に
つ
い
て
も
同
様
に
語
ら
れ
る
。

AN
.03‒134

（vol. I p. 286

）

13 
D

ham
m

apada v. 183

、『
法
句
経
』
下
（
大
正
四
、
五
六
七
上
）
他

14 
D

N
.005 K

ūṭadanta-s.

（vol. I p. 148

）、D
N

.104 M
ahāpadāna-s.

（vol. II p. 041

）、U
dāna 5‒3

（p. 049

）、『
中
阿
含
』
一
三
三
「
優
波
離
経
」（
大

正
一
、
六
三
〇
下
）、『
中
阿
含
』
一
六
一
「
梵
摩
経
」（
大
正
一
、
六
八
九
中
）、『
中
阿
含
』
三
八
「
郁
伽
長
者
経
」（
大
正
一
、
四
八
〇
中
）、『
増
一
阿
含
』

一
八—

四
（
大
正
二
、
五
八
九
中
）、『
増
一
阿
含
』
二
三—

一
（
大
正
二
、
六
一
〇
中
）、『
増
一
阿
含
』
二
四—

五
（
大
正
二
、
六
二
三
下
）。

 

　

ま
た
「
諸
仏
の
常
法
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
。『
長
阿
含
』
二
「
遊
行
経
」（
大
正
一
、
一
九
中
）、『
長
阿
含
』
二
一
「
梵
動
経
」（
大
正
一
、
八
八
上
）、

『
長
阿
含
』
二
三
「
究
羅
檀
頭
経
」（
大
正
一
、
八
八
上
）、『
長
阿
含
』
三
〇
「
世
記
経
」（
大
正
一
、
一
三
六
上
、
中
、
下
）、『
雑
阿
含
』
一
一
七
八
（
大
正

二
、
三
一
七
下
）、『
雑
阿
含
』
一
一
七
九
（
大
正
二
、
三
一
九
上
）、『
雑
阿
含
』
一
三
一
二
（
大
正
二
、
三
六
三
中
）、『
五
分
律
』（
大
正
二
二
、
一
一
〇

上
）、『
五
分
律
』（
大
正
二
二
、
一
四
五
下
）、『
増
一
阿
含
』
三
八—

四
（
大
正
二
、
七
一
八
上
）、M

N
.27 C

ūḷahatthipadopam
a-s.

（vol. I p. 183

）

 

　
「
過
去
の
諸
仏
も
現
在
の
私
も
業
論
者
で
あ
り
、
行
為
論
者
で
あ
り
、
精
進
論
者
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
。AN

.03‒135

（vol. I p. 287

）

15 

『
十
誦
律
』「
受
具
足
戒
法
」（
大
正
二
三
、
一
四
八
下
）、『
十
誦
律
』（
大
正
二
三
、
一
一
中
、
六
〇
下
、
七
一
下
、
一
四
八
下
、
一
五
三
上
、
一
六
五
上
、

一
七
三
下
、
一
八
五
上
、
二
八
九
下
、
四
三
八
下
）、『
五
分
律
』（
大
正
二
二
、
九
上
、
五
〇
下
、
一
三
〇
下
）、『
根
本
有
部
律
』（
大
正
二
三
、
七
九
六
中
）、

『
根
本
有
部
律
・
出
家
事
』（
大
正
二
三
、
一
〇
五
二
上
）、Vinaya Pavāraṇakkhandhaka

（vol. I p. 157

）

16 
Vinaya M

ahāvagga

（vol. I pp. 212

、313

、314

）、Vinaya C
ullavagga

（vol. II p. 011

）、Vinaya N
issaggiya 015

（vol. III p. 230

）、『
五
分
律
』

（
大
正
二
二
、
一
二
五
上
、
一
五
三
上
）、『
十
誦
律
』（
大
正
二
三
、
四
五
上
、
六
一
上
、
八
三
上
、
下
、
九
〇
上
、
一
〇
九
上
、
一
一
三
中
、
一
四
一
下
、
一

四
八
下
、
一
五
三
上
、
一
八
一
中
、
二
〇
六
下
、
二
一
八
中
、
二
二
四
下
、
二
八
七
上
、
二
九
〇
中
）、『
大
沙
門
百
一
羯
磨
法
』（
大
正
二
三
、
四
九
三
上
）、

『
根
本
有
部
律
』（
大
正
二
三
、
七
二
二
下
）、『
根
本
有
部
律
・
出
家
事
』（
大
正
二
三
、
一
〇
三
一
上
、
一
〇
四
四
下
、『
根
本
有
部
律
・
羯
恥
那
衣
事
』（
大

正
二
四
、
九
七
中
）

 

　

比
丘
ら
が
食
事
に
招
待
さ
れ
て
い
る
間
に
僧
院
内
を
巡
回
す
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
。『
四
分
律
』（
大
正
二
二
、
六
一
六
下
、
六
九
四
上
、
八
五
七
上
、

八
六
一
中
）、『
十
誦
律
』（
大
正
二
三
、
四
九
中
、
下
、
七
七
上
、
一
八
三
下
）

 

　

招
待
食
か
ら
帰
っ
た
比
丘
に
満
足
し
た
か
と
尋
ね
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
。『
十
誦
律
』（
大
正
二
三
、
八
八
中
、
下
、
一
八
三
下
、
二
〇
五
中
、
二
一
五
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中
、
二
七
二
下
、
四
六
四
上
）、『
根
本
有
部
律
』（
大
正
二
三
、
七
八
〇
上
、
八
一
四
下
）、『
根
本
有
部
律
・
比
丘
尼
』（
大
正
二
三
、
九
七
五
下
）、『
根
本

有
部
律
・
尼
陀
那
』（
大
正
二
四
、
四
四
三
上
）

 
　

罪
を
犯
し
た
ど
う
か
の
事
実
確
認
を
す
る
こ
と
も
「
諸
仏
の
常
法
」
と
さ
れ
て
い
る
。『
五
分
律
』（
大
正
二
二
、
三
中
、
一
二
五
中
）、『
十
誦
律
』（
大
正

二
三
、
一
下
、
一
四
八
上
）、『
根
本
有
部
律
』（
大
正
二
三
、
六
八
〇
下
）、『
根
本
有
部
律
・
比
丘
尼
』（
大
正
二
三
、
九
一
三
上
、
九
三
〇
上
）、『
根
本
有

部
律
・
出
家
事
』（
大
正
二
三
、
一
〇
五
六
中
）

17 
M

N
.012 M

ahāsīhānāda-s.

（vol. I p. 069

）
他

18 

岩
波
文
庫
本
・
下 p. 010 

以
下

19 

森
章
司
「
無
記
説
中
の‘sarīra’

の
語
義
に
つ
い
て
」（『
中
央
学
術
研
究
所
紀
要
』
第
五
一
号
（
二
〇
二
二
）


