
．
〈
－
リ
経
蔵
の
ク
ッ
ダ
カ
・
ニ
カ
ー
ヤ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
ヴ
ィ
マ
ー
ナ
・
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
』
と
『
・
ヘ
ー
タ
・
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
』
の
二

篇
は
、
一
対
を
な
し
、
ど
ち
ら
も
全
篇
韻
文
か
ら
成
る
、
比
較
的
小
部
な
も
の
で
あ
る
。
漢
訳
や
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
佛
典
の
中
に
そ
れ
に

相
当
す
る
も
の
は
存
せ
ず
、
ス
ー
リ
佛
教
特
有
の
典
籍
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
成
立
も
経
蔵
の
中
で
よ
ほ
ど
後
期
に
属
す
る
も
の
と
見

ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
従
来
そ
れ
ほ
ど
多
く
学
者
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

両
篇
は
、
と
も
に
、
ま
っ
た
く
「
業
」
思
想
を
そ
の
基
礎
に
し
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
ヴ
ィ
マ
ー
ナ
・
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
の
説
く
と
こ

ろ
は
、
主
と
し
て
、
天
界
に
生
ま
れ
て
す
ぐ
れ
た
容
色
や
幸
や
富
を
享
け
る
と
い
う
果
報
が
、
前
世
で
な
し
た
福
業
（
君
目
騨
）
あ
る
い

は
善
業
（
冨
目
白
鳥
ロ
闇
冨
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
に
あ
る
。
・
ヘ
ー
タ
・
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
主

と
し
て
、
前
世
の
悪
業
（
葛
冒
箇
白
目
四
）
の
果
と
し
て
、
悪
趣
に
堕
ち
ヤ
マ
の
世
界
に
属
す
る
も
の
と
な
っ
た
亡
者
念
①
８
目
麗
呉
○

園
色
目
巴
○
国
盲
）
、
す
な
わ
ち
餓
鬼
、
が
種
々
の
苦
を
受
け
て
い
る
あ
り
さ
ま
と
、
か
れ
が
そ
の
苦
か
ら
脱
す
る
道
と
、
に
尽
き
る
。
し

た
が
っ
て
、
今
、
佛
教
の
「
業
」
思
想
を
考
察
す
る
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
両
書
は
と
も
か
く
一
つ
の
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

功
徳
を
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と
こ
ろ
で
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
善
因
楽
果
。
悪
因
苦
果
と
い
う
「
業
」
の
理
論
の
柱
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

第
一
に
、
善
（
悪
）
の
行
為
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
に
は
好
ま
し
い
（
好
ま
し
か
ら
ぬ
）
報
い
が
必
然
に
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
「
業
果
の
必
然
性
」
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
の
報
い
は
厳
格
に
個
体
的
で
あ
り
一
個
の
行
為
的
主
体
の
上
に
限
ら
れ
た
問
題
で
あ

る
と
い
う
「
自
業
自
得
性
」
で
あ
る
。
「
業
」
の
理
論
は
、
こ
の
二
原
則
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
善
・
悪
の
根
抵
が
成
り
立
つ
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
道
徳
に
心
理
的
根
拠
を
置
き
、
こ
の
平
常
人
の
世
界
、
出
世
間
（
一
○
冒
扉
胃
轡
）
に
あ
い

対
す
る
意
味
で
の
世
間
（
巨
国
）
、
の
道
徳
的
秩
序
立
て
を
説
く
の
で
あ
る
。

「
業
」
の
こ
の
二
つ
の
原
則
の
支
配
は
、
当
然
は
な
は
だ
厳
格
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
は
、
必
ず
し
も
何
も
の
に
も
ひ
と
し
な
み
に

機
械
的
に
及
ぼ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
常
に
絶
対
不
変
な
も
の
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
Ｌ
・
ド
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
ー
・
プ
サ

ン
が
説
い
た
（
冒
日
。
且
の
９
口
目
冒
侶
の
、
后
冒
》
圃
己
”
）
９
ご
旨
》
輿
と
よ
う
に
、
原
始
佛
典
や
律
典
の
記
述
は
、
確
か
に
し
ば
し
ば

あ
る
意
味
で
こ
の
二
原
則
を
超
え
る
、
外
れ
る
、
あ
る
い
は
破
る
、
も
の
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

人
が
殺
生
な
ど
の
悪
業
を
な
し
た
の
ち
、
そ
れ
を
悔
い
、
向
後
そ
れ
を
捨
棄
す
る
こ
と
を
心
に
誓
う
な
ら
、
こ
れ
は
「
悪
業
の
超
越

（
薗
冒
⑳
閨
冨
日
日
儲
困
困
目
鼻
旨
畠
日
○
）
」
で
あ
る
、
と
い
う
あ
き
患
ｅ
・
餓
悔
の
力
は
悪
業
の
果
の
必
然
を
も
超
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
続
い
て
そ
の
人
が
慈
悲
喜
捨
の
四
無
量
心
に
入
れ
ば
、
「
有
量
の
業
（
冨
日
習
湧
冨
冨
昌
冨
日
日
騨
昌
）
は
」
（
あ
る
い
は
「
業

が
当
然
そ
う
で
あ
る
程
に
多
く
は
」
の
意
に
解
す
尋
へ
き
か
）
そ
の
心
に
残
住
せ
ず
（
ご
沙
四
ぐ
尉
尉
＄
ｇ
滞
留
し
な
い
（
ロ
凹
幽
ぐ
目
葺
冨
ｇ
、
と
い

う
扇
弓
駕
』
』
ロ
畠
臼
》
防
ぐ
膀
巴
。
よ
く
修
せ
ら
れ
た
慈
悲
喜
捨
の
心
は
果
を
引
く
業
の
余
勢
を
消
去
す
る
（
あ
る
い
は
減
量
す
る
）

ﾆニ

九
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右
の
諸
例
は
、
本
来
必
然
で
あ
り
逃
れ
が
た
く
動
か
す
こ
と
の
で
き
ぬ
は
ず
の
悪
報
が
、
改
悔
・
修
習
・
帰
佛
・
罪
の
告
白
な
ど
の

力
に
よ
っ
て
、
軽
減
さ
れ
あ
る
い
は
消
去
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
意
味
で
、
い
ず
れ
も
＄
多
か
れ
少
な
か
れ
「
業
」

の
第
一
の
原
則
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
業
」
の
第
二
の
原
則
の
超
越
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ

れ
は
、
善
業
の
功
徳
が
そ
の
業
の
作
者
以
外
の
者
に
廻
施
さ
れ
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
乗
佛
教
に
至
っ
て

「
廻
向
」
（
窟
風
呂
日
。
》
恵
昌
程
日
四
国
秒
》
冨
国
橿
日
色
目
な
ど
種
禽
の
語
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
い
ま
は
圃
昌
橿
目
“
』
］
四
の
形
に
依
っ
て
お
く
）
と

い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
考
え
方
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

大
乗
佛
教
で
説
か
れ
る
「
廻
向
」
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
二
つ
の
意
味
が
区
別
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
自
己
の

功
徳
を
廻
施
す
る
と
い
う
考
え
方
九
五

の
で
あ
る
。
兇
賊
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
の
ご
と
き
残
虐
非
道
な
人
も
、
佛
陀
に
帰
し
て
は
「
そ
の
な
し
た
悪
業
（
目
圃
昌
冨
白
目
四
目
）
が

善
食
巨
囲
冨
）
に
よ
っ
て
掩
わ
れ
」
る
こ
と
に
な
り
、
「
雲
間
か
ら
出
た
月
の
よ
う
に
か
れ
は
こ
の
世
を
照
ら
す
」
と
い
う
（
旨
』
自
虐
）
。

帰
佛
に
よ
っ
て
大
い
な
る
悪
業
が
よ
り
大
い
な
る
善
に
「
流
わ
れ
」
た
た
め
、
「
幾
年
、
幾
百
年
、
幾
千
年
、
地
獄
に
生
を
受
け
た
で

あ
ろ
う
」
は
ず
の
か
れ
の
業
の
熟
果
は
軽
少
な
ら
し
め
ら
れ
、
か
れ
は
た
だ
、
現
生
に
お
い
て
街
頭
で
投
石
な
ど
に
よ
る
危
害
を
被
る

と
い
う
形
で
そ
れ
を
受
け
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
出
家
者
が
自
窓
に
お
い
て
罪
の
告
白
を
な
し
そ
の
罪
過
を
許
さ
れ
る

（
習
鼻
は
‐
ぐ
口
言
目
口
Ｐ
》
旨
く
茸
‐
］
１
届
）
こ
と
や
、
リ
ッ
チ
ャ
ヴ
ィ
族
出
身
の
優
婆
塞
ヴ
ァ
ッ
ダ
が
「
罪
を
罪
と
見
て
如
法
に
改
悔
す
る

ゆ
え
に
」
そ
の
餓
悔
が
佛
陀
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
話
（
ｇ
ぐ
ｌ
ｇ
）
な
ど
も
、
罪
の
告
白
や
餓
悔
が
、
た
と
え
悪
の
業
果
の
必
然

を
消
し
去
る
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
業
障
を
や
わ
ら
げ
る
力
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

三



善
根
功
徳
を
自
己
の
菩
提
に
廻
向
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
、
自
己
の
善
根
功
徳
を
他
の
人
の
業
苦
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
、

あ
る
い
は
他
の
人
の
菩
提
に
資
す
る
た
め
に
、
廻
向
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
の
場
合
は
、
自
己
か
ら
自
己
へ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
言
う
「
業
」
の
第
二
原
則
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
し
か
し
、
そ
れ
と
通
常
い
う
業
報
の
善
因
楽
果
と
は
明
ら
か
に
相
違
が
あ
る
。
善
業
と
い
う
因
が
、
楽
受
を
得
る
あ
る
い
は
善
趣

に
生
ま
れ
る
と
い
う
果
を
感
ず
る
の
は
、
あ
く
ま
で
輪
廻
の
領
域
の
中
で
の
有
漏
の
因
果
の
理
と
し
て
そ
う
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ

こ
で
は
、
行
者
が
、
み
ず
か
ら
希
っ
て
、
善
根
功
徳
を
無
漏
な
る
菩
提
浬
藥
に
廻
向
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
の
冨
昌
‐

ロ
ッ
ョ
“
ご
由
の
語
を
「
廻
向
」
と
解
す
る
の
は
あ
る
い
は
適
当
で
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
も
と
も
と
、
（
善
根
功
徳
の
）
方
向

を
転
ず
る
こ
と
、
（
そ
れ
を
菩
提
に
）
ふ
り
向
け
る
こ
と
、
の
意
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
（
善
根
功
徳
を
菩
提
に
）
変
化
せ
し
め
る

こ
と
、
熟
変
あ
る
い
は
熟
成
せ
し
め
る
こ
と
、
の
意
で
あ
る
と
見
る
、
へ
き
か
も
知
れ
な
い
。
稀
な
例
で
あ
る
が
パ
ー
リ
経
論
の
中
で
こ

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
冨
凰
目
白
目
の
語
を
、
註
釈
家
が
説
明
す
る
際
、
穏
己
目
目
鼻
は
冒
吋
巷
沙
Ｃ
Ｏ
鼻
と
、
冒
凰
圖
冨
は

菌
凰
冨
一
烏
画
と
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
舟
橋
一
哉
『
佛
教
と
し
て
の
浄
土
教
』
八
八
’
九
○
頁
、
九
四
頁
註
④
。
同
国
侭
の
牌
○
画
》

圃
国
⑳
目
○
も
．
駕
巴
。
し
か
し
、
も
し
こ
こ
の
冨
ロ
目
白
四
国
四
の
語
義
が
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
業
果
の
熟
す
る

こ
と
を
意
味
し
て
用
い
ら
れ
る
ぐ
ぢ
型
畠
の
語
と
は
上
述
の
点
に
お
い
て
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
事
実
区
別
さ
れ
て

さ
て
、
冒
風
目
冒
塑
ご
少
の
第
二
義
は
、
自
己
の
善
根
功
徳
を
他
者
に
ふ
り
向
け
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
、
ま
さ
し
く

「
廻
向
」
の
訳
語
が
相
応
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
「
業
」
の
第
二
原
則
の
超
越
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
、
と
言
え

よ
う
。
冒
己
冨
目
曽
国
あ
る
い
は
そ
の
類
語
を
こ
の
意
味
に
用
い
る
例
は
・
ハ
ー
リ
三
蔵
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
（
た
だ
、
功
徳
を

い
る
の
で
造
め
る
。

０
１
〕
一
、
、

千
ノ
ュ
ノ



で
な
く
、
施
物
を
「
廻
し
向
け
る
」
意
で
富
早
く
目
白
の
語
を
用
い
た
例
は
、
律
典
に
わ
ず
か
に
見
え
る
（
舟
橋
、
同
上
言
、
八
八
頁
。

Ｑ
，
三
目
望
扇
）
）
‐
こ
れ
は
大
乗
佛
教
に
至
っ
て
初
め
て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
も
お
そ
ら
く
第
一
の
意
味
の
用
例
よ
り
も
少
し
後

に
な
っ
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
そ
う
い
う
意
味
の
「
廻
向
」
の
考
え
方
、
「
業
」
の
原

則
の
第
二
を
破
る
よ
う
な
考
え
方
自
体
、
は
原
始
佛
典
の
中
に
全
然
存
し
な
い
か
と
い
え
ば
、
け
っ
し
て
そ
う
で
な
い
。
恩
早
く
３
日

を
語
根
と
す
る
語
で
は
な
い
が
、
甲
の
な
し
た
善
業
の
功
徳
を
乙
の
た
め
に
向
け
る
（
す
な
わ
ち
、
廻
施
す
る
）
こ
と
を
意
味
す
る
語
が

。
〈
－
リ
の
語
彙
の
中
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
脚
‐
只
臼
恥
（
時
に
目
‐
く
昌
小
あ
る
い
は
四
曰
く
１
画
‐
二
ａ
ら
を
語
根
と
す
る
も
の

で
、
『
ウ
ダ
ー
ナ
』
『
テ
ー
リ
ー
・
ガ
ー
タ
ー
』
『
長
部
』
『
増
支
部
』
コ
ハ
ー
・
ヴ
ァ
ッ
ガ
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
『
・
ヘ
ー

タ
・
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
』
に
こ
と
に
多
く
現
わ
れ
る
。
ま
た
パ
ー
リ
・
テ
キ
ス
ト
以
外
に
『
デ
ィ
ヴ
ィ
ャ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』
や
『
ア
ヴ
ァ

ダ
ー
ナ
・
シ
ャ
タ
カ
』
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

パ
ー
リ
経
。
律
蔵
を
通
じ
て
二
三
度
現
わ
れ
る
偶
（
９
＄
〉
ロ
澤
麗
・
量
国
届
圏
）
の
中
で
、
倒
昌
函
蔵
は
「
（
人
が
、
神
々
に
食
ミ
・
）
施

（
１
騨
罵
三
目
）
を
（
亀
Ｒ
‐
）
）
向
け
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
他
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
偶
を
よ
く
読
む
と
、
そ
れ

は
、
人
が
直
接
神
に
向
け
て
何
か
の
施
物
を
奉
献
す
る
こ
と
を
云
う
の
で
は
な
い
こ
と
が
解
る
。
人
が
実
際
に
お
こ
な
う
の
は
「
戒
を

具
え
、
自
制
あ
り
、
梵
行
を
行
ず
る
（
出
家
者
）
た
ち
に
食
を
供
す
る
」
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
布
施
行
（
す
な
わ
ち
福
業
）

を
、
布
施
者
は
み
ず
か
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
「
神
々
に
施
を
向
け
る
」
よ
う
に
は
た
ら
か
せ
得
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
や
が
て

そ
の
人
は
神
々
の
恵
み
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
偶
に
い
う
所
の
意
趣
で
あ
る
。
別
な
散
文
の
一
経
（
シ
ョ
胃
ｇ
）
で

功
徳
を
廻
施
す
る
と
い
う
考
え
方
九
七

四



『
・
ヘ
ー
タ
・
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
餓
鬼
、
す
な
わ
ち
悪
趣
に
堕
し
た
亡
者
、
に
対
し
て
も
人
は
直
接
施
物
を
贈
与
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
衣
服
を
も
た
ぬ
女
の
餓
鬼
を
感
ん
で
衣
服
を
与
え
よ
う
と
す
る
商
人
た
ち
に
、
彼
女
は
言
う
。
「
あ
な
た
が
手

ず
か
ら
こ
の
手
に
与
え
て
下
さ
っ
て
も
、
そ
れ
は
私
を
恵
む
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
宮
四
目
葛
冒
冒
ｇ
鳥
名
園
丘
）
。
こ
こ
に
い
る
こ

の
優
婆
塞
は
正
等
覚
者
の
信
心
深
い
弟
子
（
笛
＆
旨
の
座
日
日
平
の
Ｐ
日
目
且
冒
出
ぐ
鳥
○
）
で
す
。
こ
の
人
に
〔
そ
の
衣
服
を
〕
着
て
も

け
」
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

は
、
一
優
婆
夷
が
比
丘
僧
伽
に
食
を
供
養
し
（
ｇ
ｏ
茜
昌
瀞
邑
窪
冨
Ｈ
昌
閨
ｇ
て
‐
そ
の
施
与
（
目
』
国
）
に
対
し
て
生
ず
る
功
徳
（
宮
目
色
）

は
す
べ
て
毘
沙
門
天
王
の
楽
（
“
鳥
冨
）
の
た
め
に
な
れ
か
し
と
念
ず
る
と
、
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
毘
沙
門
天
王
に
「
施
（
８
房
目
目
）

を
向
け
る
（
倒
昌
＄
ｇ
」
効
果
を
も
つ
こ
と
に
な
り
～
や
が
て
毘
沙
門
天
王
の
た
め
の
「
も
て
な
し
（
創
肖
昏
昌
菌
．
の
ぎ
．
倒
貸
胃
制
Ｖ

鼻
詳
冒
ゞ
亀
習
い
急
）
」
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
『
テ
ー
リ
ー
・
ガ
ー
タ
ー
』
の
中
に
見
え
る
命
Ｓ
）
９
ｍ
》
臼
』
）

と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
世
尊
の
足
に
触
れ
て
敬
礼
し
そ
の
身
の
廻
り
を
右
に
透
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
、
他
の
人
に
（
こ
こ
で
は
別

れ
去
っ
た
妻
に
）
「
施
を
向
け
る
」
こ
と
を
得
る
、
も
の
と
思
わ
れ
る
。

初
め
の
二
例
に
よ
れ
ば
、
人
は
、
直
接
神
々
に
物
な
ど
を
奉
献
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
出
家
者
を
供
養
す
る
な
ど
と
い
う
福

業
、
あ
る
い
は
善
業
、
の
功
徳
を
も
っ
て
間
接
的
に
、
神
々
の
方
に
「
施
を
向
け
る
」
と
い
う
結
果
を
生
ま
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ

の
人
は
神
を
喜
ば
せ
神
か
ら
の
恵
み
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
が
そ
の
よ
う
に
し
て
神
に
施
を
捧
げ
る
こ
と
は
、
神

の
側
か
ら
希
望
す
る
こ
と
て
も
あ
る
（
シ
』
く
急
）
。
第
三
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
佛
陀
に
礼
拝
す
る
と
い
う
行
為
は
そ
れ
自
体
大
き
な
福
業

で
あ
っ
て
↑
同
じ
く
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
間
接
的
に
他
に
「
施
を
向
け
る
」
と
い
う
効
果
を
生
じ
得
る
。
そ
し
て
施
を
向
け
る
対
象
は

必
ず
し
も
神
の
よ
う
な
存
在
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
「
施
」
は
、
そ
れ
を
望
ん
だ
（
冒
詞
ざ
ご
か
っ
て
の
妻
に
「
向

し
、

プ
ノ



ら
っ
て
、
〔
そ
れ
に
よ
っ
て
〕
私
に
施
を
向
け
て
下
さ
い
（
目
色
日
騨
合
匡
合
旨
騨
日
呂
尉
騨
）
。
そ
う
す
れ
ば
私
は
幸
せ
と
な
り
、
す
、
へ

て
欲
す
る
も
の
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
、
」
と
。
商
人
た
ち
は
そ
の
優
婆
塞
を
洗
浴
さ
せ
香
油
を
塗
り
衣
服
を
贈
っ
て

「
〔
そ
れ
に
よ
っ
て
〕
彼
女
に
施
を
向
け
た
（
苗
の
出
Ｑ
鳥
戸
甘
口
Ｐ
日
倒
ｅ
“
匡
昌
）
」
。
「
向
け
ら
れ
た
〔
施
〕
（
曽
昌
昌
言
目
）
」
に
は
即
座
に

「
果
（
吾
四
房
）
」
が
現
わ
れ
、
彼
女
は
美
し
い
衣
服
を
着
け
て
眼
前
に
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
弓
ぐ
口
ｅ
。
ま
た
、
あ
る
女

餓
鬼
の
痩
せ
衰
え
た
姿
を
「
な
さ
け
深
い
聖
者
（
日
ロ
昌
圃
罵
目
時
○
）
」
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
が
見
た
。
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
は
、
比
丘
た
ち
に
僅

か
の
食
物
と
布
と
飲
物
と
を
布
施
し
て
（
蜀
茸
巴
；
そ
れ
を
も
っ
て
彼
女
に
「
施
を
向
け
た
（
§
匡
合
旨
磐
日
留
置
）
」
。
僅
か
な
食
物
な

の
に
、
そ
の
「
果
令
冨
匿
）
」
と
し
て
、
餓
鬼
の
境
涯
に
あ
り
な
が
ら
彼
女
は
一
千
年
の
間
種
々
な
味
の
食
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
り

同
じ
く
伽
か
な
布
と
飲
物
な
の
に
、
そ
の
「
果
」
と
し
て
彼
女
は
大
量
の
高
価
な
衣
料
と
美
し
い
池
の
水
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
（
ｙ

自
ら
。
ま
た
、
サ
ー
リ
プ
ヅ
タ
の
母
も
餓
鬼
の
世
界
念
①
国
］
烏
四
）
に
生
ま
れ
て
飢
と
渇
と
に
苦
し
ん
で
い
た
。
「
子
よ
。
わ
が
た
め

に
布
施
せ
よ
。
布
施
を
な
し
て
、
〔
そ
れ
に
よ
っ
て
〕
わ
れ
に
〔
施
を
〕
向
け
よ
（
且
日
出
旨
出
目
困
巨
）
」
と
い
う
母
の
叫
び
を
聞
い

て
、
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
は
友
と
は
か
っ
て
、
四
つ
の
小
屋
を
作
っ
て
、
そ
の
小
屋
と
食
物
と
を
四
方
僧
伽
（
ｏ
胃
且
日
の
○
ｍ
目
唾
〕
○
）
に
布

施
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
母
に
「
施
を
向
け
た
（
§
匡
台
旨
四
日
且
国
）
」
。
先
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
「
果
」
が
生
じ
て
サ
ー
リ
プ
ッ

タ
の
母
の
苦
患
は
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
呼
冒
巴
。
ポ
ッ
タ
。
〈
－
ラ
長
老
の
父
母
兄
弟
も
、
同
じ
く
死
し
て
餓
鬼
と
生
ま
れ
、
飢
え

に
苦
し
ん
で
い
て
、
そ
れ
を
長
老
に
訴
え
た
。
「
憐
ん
で
く
れ
。
な
さ
け
深
い
〔
お
前
〕
は
布
施
を
し
て
、
わ
れ
ら
に
〔
施
を
〕
向
け

て
く
れ
（
園
熾
目
時
○
ｓ
言
倒
煙
ロ
３
９
出
言
冒
○
）
、
」
と
。
そ
こ
で
長
老
は
、
他
の
十
二
人
の
比
丘
に
求
め
て
彼
ら
が
托
鉢
に
よ
っ
て
得

た
食
を
す
尋
へ
て
提
供
し
（
二
匂
薗
蔚
ｇ
て
も
ら
い
、
僧
伽
を
招
い
て
そ
れ
を
布
施
し
て
、
「
こ
れ
が
わ
が
縁
者
ら
の
た
め
と
な
れ
、
縁

者
た
ち
は
幸
い
な
れ
（
巨
騨
目
日
の
目
ご
邑
曾
冒
買
）
甘
》
、
烏
冨
薗
ご
昇
巨
倒
圃
旨
）
」
と
願
い
つ
つ
、
父
母
兄
弟
に
〔
施
を
〕
向
け
た

功
徳
を
廻
施
す
る
と
い
う
考
え
方
九
九



（
胃
〕
ぐ
胤
回
昏
閏
○
回
目
目
回
目
・
沙
ご
園
目
ご
Ｏ
）
。
「
向
け
ら
れ
」
た
施
に
対
す
る
果
と
し
て
、
即
座
に
さ
ま
ざ
ま
な
食
物
が
現
わ
れ

そ
れ
に
よ
っ
て
餓
鬼
ら
は
安
楽
を
得
た
、
と
い
う
（
ｙ
日
巴
。

こ
れ
ら
の
場
合
、
布
施
（
蜀
口
抄
）
を
お
く
る
相
手
と
し
て
の
出
家
者
、
僧
伽
‐
阿
羅
漢
、
あ
る
い
は
信
心
深
い
優
婆
塞
、
な
ど
は

「
畑
」
で
あ
る
。
布
施
者
（
目
蔚
冨
）
は
「
農
夫
」
で
あ
る
。
布
施
さ
れ
る
物
ａ
当
冒
号
少
日
日
四
）
は
「
種
子
」
で
あ
る
（
曳
角
］
）
。

施
（
３
乙
合
旨
沙
）
を
「
向
け
（
倒
鬮
は
）
四
ご
鼠
臼
閏
威
】
且
含
困
ｇ
」
ら
れ
た
餓
鬼
（
あ
る
い
は
神
々
、
時
に
は
他
の
人
）
は
そ
の
「
果
」

を
享
受
し
、
布
施
者
は
功
徳
（
冒
創
四
）
に
よ
っ
て
「
増
長
し
」
て
天
界
に
到
る
、
と
い
う
。
こ
こ
に
「
施
を
向
け
る
」
と
い
う
語
で
表

現
せ
ら
れ
て
い
る
考
え
方
は
、
大
乗
佛
教
で
善
根
功
徳
を
他
の
人
（
多
く
は
亡
者
）
に
「
廻
向
」
す
る
と
い
う
考
え
方
と
、
同
じ
線
上

に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
厳
密
な
意
味
で
の
「
自
業
自
得
」
の
原
則
を
超
え
る
も
の
て
あ
る
こ
と
も
、
明
ら
か
で
あ

ラ
つ
話
フ
ｒ

（
昭
和
四
十
九
年
度
文
部
省
科
研
「
総
合
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
）

一
○
○


