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古
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和
音

は
じ
め
に

仏
教
で
は
、
肉
体
の
束
縛
を
離
れ
、
輪
廻
の
鎖
を
断
ち
、
完
全
な
る
涅
槃parinirvān

・a

の

境
地
に
入
る
こ
と
を
最
終
目
的
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
我ātm

an

の
否
定
に

あ
た
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
後
に
天
へ
生
じ
る
と
い
う
ル
ー
ト
も
ま
た
、
仏
教
の
中
で

は
伝
統
的
に
示
さ
れ
て
き
た
。
天
へ
生
じ
る
こ
と
は
、
肉
体
を
離
れ
た
の
ち
も
我
が
あ
る
と

い
う
前
提
に
立
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
思
想
で
あ
り
、
本
来
的
な
仏
教
の
ス
タ
ン
ス
と
は
矛
盾

す
る
関
係
に
あ
る
。
矛
盾
を
は
ら
み
つ
つ
も
涅
槃
と
生
天
と
が
伝
統
的
に
説
か
れ
て
き
た
こ

と
は
長
ら
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
か
る
状
況
は
、
生
天
が
古
代
イ
ン
ド
社
会
に

お
い
て
看
過
し
が
た
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

天
の
観
念
は
、
仏
教
以
前
よ
り
イ
ン
ド
世
界
に
根
付
い
て
い
た
諸
信
仰
の
な
か
で
伝
統
的

に
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
し
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
に
お
け
る
天
／
天
界
理
解
は
、
そ
う
し

た
他
宗
教
に
由
来
す
る
概
念
を
取
り
入
れ
つ
つ
成
長
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

た
だ
し
、
仏
教
で
の
天
界
は
、
迷
い
の
世
界
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
仏
教
興
起

以
前
の
イ
ン
ド
の
伝
統
に
反
し
て
、
決
し
て
高
い
地
位
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

そ
う
し
た
仏
教
側
の
公
式
見
解
と
は
相
矛
盾
す
る
、
天
を
重
視
す
る
意
識
も
仏
教
内
部
に
散

見
さ
れ
る
。
な
か
で
も
兜
率
天
は
、
欲
の
世
界
を
離
れ
切
れ
て
い
な
い
天
人
た
ち
の
住
処
で

あ
る
欲
界
内
に
位
置
し
な
が
ら
、
次
代
の
ブ
ッ
ダ
が
地
上
へ
と
降
り
立
つ
前
に
待
機
す
る
場

所
と
し
て
の
役
割
を
付
帯
さ
れ
て
き
た
。
地
上
に
降
り
立
つ
前
の
釈
尊
や
、
釈
尊
滅
後
の
次

代
の
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
弥
勒
菩
薩
の
待
機
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
低
い
扱
い

を
受
け
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
も
い

え
る
天
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
言
及
は
あ
り
つ
つ
も
統
合
的
考
察
は

ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
研
究
ノ
ー
ト
で
は
、
仏
教
に
お
け
る
天
界
が
人
々
に
い
か
に
理
解
さ
れ
、
受

容
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
準
備
段
階
と
し
て
、
古
代
イ
ン
ド
を
主
た
る

対
象
に
、
天
に
か
か
わ
る
研
究
を
と
り
ま
く
状
況
の
整
理
を
行
い
た
い
。

一
、
仏
教
に
お
け
る
天

仏
教
に
お
け
る
「
天
」
は
、
仏
教
に
帰
依
す
る
人
々
や
、
仏
教
に
か
か
わ
る
環
境
を
守
護

す
る
役
目
を
帯
び
た
尊
格deva

を
指
す
場
合
と
、
そ
う
し
た
尊
格
の
居
住
空
間deva-loka

（1）

を
あ
ら
わ
す
場
合
と
が
あ
る
と
一
般
に
解
説
さ
れ
て
き
た
（2）
。
か
か
る
天
／
天
界
に
つ
い
て

は
、
仏
教
以
前
よ
り
イ
ン
ド
に
根
付
い
て
い
た
諸
信
仰
の
な
か
で
伝
統
的
に
重
視
さ
れ
て
お

り
、
仏
教
の
諸
天
／
天
界
に
つ
い
て
も
、
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
他
教
の
天
に
ル
ー
ツ
を

持
つ
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
そ
の
筆
頭
と
な
る
の
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の

神
々
と
し
て
し
ら
れ
る
帝
釈
天Indra

と
梵
天Brahm

ā

で
あ
ろ
う
。
両
者
は
、
仏
教
説
話
中

に
も
し
ば
し
ば
登
場
し
、
重
要
な
役
割
を
担
う
。

な
か
で
も
「
梵
天
勧
請
」
の
説
話
は
そ
の
好
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
魔
を
下
し
、
菩
提
樹

下
で
悟
り
の
境
地
に
至
っ
た
釈
尊
は
、
し
か
し
自
身
の
悟
り
の
内
容
を
他
者
に
語
る
こ
と
を

た
め
ら
う
。
そ
ん
な
釈
尊
の
も
と
に
、
梵
天
が
参
じ
て
広
く
法
を
説
く
よ
う
要
請
し
た
と
い

う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
、
数
あ
る
仏
伝
の
シ
ー
ン
の
中
で
も
特
に
重
要
な
場
面
の
ひ
と
つ
と

し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
場
面
は
仏
伝
図
と
し
て
も
好
ま
れ
、
悟
り
を
決
意
し
た
釈
尊
の
後
ろ

で
合
掌
す
る
梵
天
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
対
に
な
る
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
帝
釈
天
の
姿
が
数

多
く
造
形
化
さ
れ
た
【
図
１
】（3）
。

図 1　梵天勧請
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梵
天
と
帝
釈
天
と
が
セ
ッ
ト
で
表
現
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、「
三
十
三
天
降
下
」
の
説
話

も
ま
た
、
本
件
に
関
し
て
示
唆
的
で
あ
る
。
本
説
話
は
、
釈
尊
が
、
自
身
を
出
産
し
て
間
も

な
く
亡
く
な
り
、
天
界
に
生
じ
て
い
た
生
母
・
摩
耶M

āyā

の
も
と
を
訪
れ
て
説
法
を
行
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
地
上
の
人
々
か
ら
の
要
請
が
あ
り
、
人
間
界
へ
帰
還
す
る
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
で
あ
る
。
釈
尊
の
生
涯
の
う
ち
の
重
大
な
出
来
事
と
し
て
「
八
大
事
」
の
ひ
と
つ
に
か

ぞ
え
ら
れ
、
釈
尊
が
こ
の
と
き
降
り
立
っ
た
地
と
さ
れ
る
サ
ン
カ
ー
シ
ャSam

・kāśya

は
「
八

大
聖
地
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
な
ど
、
仏
伝
の
な
か
で
も
一
定
の
比
重
が
置
か
れ
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

か
か
る
説
話
を
あ
ら
わ
す
仏
伝
図
で
は
、
釈
尊
の
地
上
へ
の
帰
還
に
際
し
て
創
ら
れ
た
天

界
と
地
上
と
を
つ
な
ぐ
階
段
を
、
左
右
に
梵
天
と
帝
釈
天
を
従
え
て
降
下
す
る
釈
尊
の
姿
が

印
象
的
に
表
現
さ
れ
る
【
図
２
】（4）
。「
三
十
三
天
降
下
」
図
も
ま
た
、
数
多
く
の
遺
例
が
現

存
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
神
々
と
釈
迦
と
の
関
係
性
が
視
覚
的
に
示
さ
れ
る
。

梵
天
や
帝
釈
天
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
で
も
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
尊
格
で
あ
る
こ
と
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
彼
ら
の
仏
教
説
話
中
に
お
け
る
登
場
は
、
イ
ン
ド
の
伝
統
宗

教
に
対
す
る
仏
教
の
優
位
性
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
て
き
た

傾
向
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
イ
ン
ド
社
会
で
よ
く
知
ら
れ
た
な
じ
み
深
い
神
々
を
取

り
込
む
と
と
も
に
、
仏
教
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
低
位
の
存
在
と
し
て
印
象
付
け
て
き
た
、
と

い
う
こ
と
も
出
来
る
。

空
間
と
し
て
の
天
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
る
。
帝
釈
天
の
住
す
る
三
十

三
天
／
忉
利
天T

rāyastrim

・śa-deva-loka

や
、
梵
天
の
治
め
る
梵
界Brahm

a-loka

は
、
仏

教
以
前
か
ら
広
く
認
知
さ
れ
、
憧
憬
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
ら
メ
ジ
ャ
ー
な
天
界
も
ま
た
、
仏
教
に
お
い
て
は
い
ま
だ
迷
い
か
ら
抜
け
出
せ
て
い
な

い
も
の
た
ち
の
世
界
と
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
高
い
地
位
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
特
に
三

十
三
天
や
兜
率
天
な
ど
の
欲
界
に
含
ま
れ
る
天
界
は
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。

な
お
、
天
の
世
界
を
五
道
や
六
道
の
ひ
と
つ
と
位
置
づ
け
、
迷
い
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を

強
調
す
る
向
き
は
、
教
義
と
し
て
語
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
造
形
化
も
行
わ
れ
、
視
覚
に
訴
え

か
け
る
工
夫
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
イ
ン
ド
内
部
で
は
唯
一
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石

窟
第
十
七
窟
に
「
五
趣
生
死
輪
」
図
の
遺
例
が
存
し
、
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
左
側
壁
上
部
に
大
き
く

迷
い
の
世
界
の
有
り
様
が
描
か
れ
る
【
図
３
】（5）
。
生
死
輪
の
う
ち
下
部
は
剥
落
し
て
い
る
も

の
の
、
上
部
に
は
三
十
三
天
の
様
子
と
比
定
さ
れ
る
描
写
が
み
ら
れ
る
（6）
。
天
の
世
界
が
、
輪

廻
し
た
の
ち
の
行
き
先
と
し
て
は
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
で
も
な
お
輪

廻
の
輪
の
中
に
あ
る
こ
と
が
視
覚
的
に
も
示
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
天
／
天
界
を
取
り
巻
く
状
況
か
ら
は
、
従
来
の
イ
ン
ド
の
伝
統
を
取
り

入
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
が
仏
教
的
枠
組
み
の
中
で
下
位
に
再
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
一
方
で
、
後
述
の
よ
う
に
、
仏
教
が
比
較
的
初
期
の
段
階
か
ら
生
天
論
に
言
及
し
て
い

る
形
跡
が
あ
る
こ
と
、
仏
教
が
成
長
を
遂
げ
る
中
で
や
が
て
天
の
構
造
が
整
理
さ
れ
、
様
々

な
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
る
状
況
を
鑑
み
る
と
、
涅
槃
を
最
上
と
す
る
は
ず
の
「
正
統
的
な
」

仏
教
教
団
の
な
か
に
あ
っ
て
も
無
視
で
き
な
い
程
度
に
生
天
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
こ
と
、
あ

る
い
は
、
生
天
が
社
会
の
な
か
で
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
状
況
が

想
像
さ
れ
る
。

図 2　三十三天降下
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二
、
目
的
地
と
し
て
の
天

生
天
に
つ
い
て
の
具
体
的
検
証
に
際
し
て
は
、
主
に
次
第
説
法
を
扱
う
研
究
の
中
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
傾
向
に
あ
る
（7）
。
死
後
に
天
上
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
説
く
生
天
論
は
、

次
第
説
法
の
な
か
の
三
論
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
し
て
説
明
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
生
天
論
を

含
め
た
次
第
説
法
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
も
検
証
が
進
め
ら
れ
て
き
た
（8）
。

次
第
説
法anupubbi-kathā, ānupubbi-kathā

と
は
、
施
論dāna-kathā

、
戒
論sīla- 

kathā

、
生
天
論sagga-kathā

の
三
論
に
始
ま
る
説
法
を
指
し
、
と
り
わ
け
、
在
家
信
者
、

あ
る
い
は
未
信
者
に
説
く
教
え
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
単
に

三
論
の
み
を
説
く
も
の
で
は
な
く
、
布
施
の
功
徳
を
説
き
、
そ
の
の
ち
に
持
戒
の
功
徳
を
説

き
、
そ
れ
ら
の
功
徳
に
よ
っ
て
生
天
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
た
う
え
で
四
諦
を
説
く
、
と

い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
解
脱
を
す
す
め
る
と
こ
ろ
ま
で
が
セ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
が
テ
キ
ス

ト
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
（9）
。
か
か
る
状
況
を
踏
ま
え
て
真
野
は
、
仏
教
の
生
天
は
、
古

期
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
生
天
思
想
を
全
面
的
に
引
き
継
い
で
仏
教
教
義
の
中
に
包
摂
し
て
い
っ

た
も
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
た
だ
し
「
仏
教
の
生
天
は
、
生
天
で
完
全
で
は
な
く
、
生

天
が
解
脱
を
実
現
し
、
解
脱
を
約
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
、
解
脱
と

完
全
に
分
離
し
た
も
の
で
な
く
、
表
裏
関
係
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
て
い

る
（10）
。
生
天
は
、
快
楽
主
義
的
な
天
界
へ
と
生
じ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
向

き
も
未
だ
根
強
い
が
、
次
第
説
法
全
体
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
解
脱
を
最

終
目
的
に
す
え
た
そ
の
前
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
意

識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
出
家
者
に
と
っ
て
「
生
天
を
望
む
こ
と
は
五
つ
の
束
縛
の
一
つ
で
あ
る
」
と
す
る

テ
キ
ス
ト
も
あ
る
一
方
で
（11）
、
天
に
生
じ
る
出
家
者
の
姿
を
特
段
の
批
判
な
し
に
述
べ
る
事

例
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（12）
。
こ
う
し
た
相
矛
盾
す
る
資
料
か
ら
は
、
生
天
が
出
家

に
も
在
家
に
も
関
心
を
持
た
れ
た
こ
と
、
も
し
く
は
生
天
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
た
社
会
背
景
が
見
い
だ
せ
る
。
か
か
る
込
み
入
っ
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

整
理
を
踏
ま
え
て
一
定
の
傾
向
を
見
出
す
べ
く
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
が
、
少
な
く

と
も
生
天
が
仏
教
に
と
っ
て
無
視
し
が
た
い
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
、
出

家
在
家
の
別
を
問
わ
ず
興
味
を
持
た
れ
た
天
界
と
は
、
い
か
な
る
場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
天
界
へ
の
関
心

天
界
が
ど
う
い
っ
た
場
所
な
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
主
に
仏
教
の
宇
宙
論
を

め
ぐ
る
研
究
成
果
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
傾
向
に
あ
る
（13）
。
仏
教
典
籍
の
中
で
も
、
仏

教
に
お
け
る
宇
宙
観
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
は
、
特
に
左
記
の
経
典
群
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
（14）
。

　
『
長
阿
含
経
』「
世
記
経
」（15）

　
『
大
楼
炭
経
』（16）

　
『
起
世
経
』（17）

　
『
起
世
因
本
経
』（18）

図 3　五趣生死輪
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本
研
究
の
関
心
事
で
あ
る
兜
率
天
を
含
む
六
欲
天
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
経
典
内
で
解
説

さ
れ
る
。
な
お
、
四
経
の
う
ち
、『
大
楼
炭
経
』、『
起
世
経
』、『
起
世
因
本
経
』
は
『
長
阿
含

経
』「
世
記
経
」
の
同
本
異
訳
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
、
基
本
的
な
内
容
は
近
し
い
（19）
。

六
欲
天
と
は
、
人
間
／
人
間
界
よ
り
は
高
位
に
位
置
す
る
も
の
の
、
い
ま
だ
欲
望
に
と
ら

わ
れ
た
尊
格
／
世
界
を
指
し
、
人
間
の
住
む
地
上
に
近
い
も
の
か
ら
順
に
、
四
天
王
天
、
三

十
三
天
、
夜
摩
天
、
兜
率
天
、
楽
変
化
天
、
他
化
自
在
天
を
指
す
。
先
に
示
し
た
経
典
群
の

な
か
で
は
、
六
欲
天
を
含
む
各
天
の
位
置
や
規
模
、
身
長
や
寿
命
の
違
い
な
ど
が
列
挙
さ
れ

て
お
り
、
天
界
が
重
層
的
に
存
在
す
る
様
が
示
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
天
界
の
構
造
な
ど
に
つ
い
て
は
三
十
三
天
を
中
心
に
説
明
が
な
さ
れ
、
他
の
天

の
説
明
は
省
略
傾
向
に
あ
る
。
各
天
の
天
主
に
つ
い
て
も
、
三
十
三
天
の
天
主
を
帝
釈
と
し

つ
つ
も
、
他
の
天
に
つ
い
て
は
天
界
の
名
称
と
天
主
の
名
称
を
お
お
む
ね
同
じ
く
し
て
お
り
、

尊
格
と
し
て
の
天
と
そ
の
住
居
と
し
て
の
天
界
が
示
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
天
界
の
説
明

が
優
先
さ
れ
、
天
主
に
つ
い
て
は
明
確
な
説
明
意
識
が
乏
し
い
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ

る
（20）
。
ま
た
、
こ
れ
ら
四
経
で
は
、
六
欲
天
が
欲
界
で
あ
る
こ
と
は
示
さ
れ
つ
つ
も
、
歓
楽

的
な
様
子
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
天
が
歓
楽
的
な
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
生

天
が
願
わ
れ
た
と
す
る
意
見
も
根
強
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
根
拠
と
し
て
、
こ
れ
ら
四
経

を
あ
げ
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

む
し
ろ
歓
楽
的
な
天
界
の
様
子
は
『
正
法
念
処
経
』（21）
「
観
天
品
」
の
な
か
で
比
較
的
ま
と

ま
っ
た
形
で
示
さ
れ
る
。「
観
天
品
」
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
六
欲
天
中
、
四
天
王
天
、

三
十
三
天
、
夜
摩
天
の
み
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
天
女
た
ち
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
愛
欲

に
倦
む
こ
と
の
な
い
天
界
の
絢
爛
た
る
様
子
が
詳
細
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
、

ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
饗
宴
図
を
は
じ
め
、
仏
塔
や
仏
教
寺
院
の
装
飾
に
み
ら
れ
る
非
仏
教
的
モ

テ
ィ
ー
フ
と
の
関
連
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
考
古
美
術
資
料
と
共
に
、
当
時
の
天
界
理
解
の

一
側
面
を
検
証
す
る
う
え
で
示
唆
に
富
む
（22）
。

そ
の
他
、
重
層
的
な
天
の
構
造
が
よ
り
整
然
と
整
理
さ
れ
た
も
の
と
し
て
広
く
影
響
力
を

持
っ
た
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
や
、
独
自
の
発
展
を
見
せ
る
『
立
世
阿
毘
曇
論
』（23）
な
ど
も
、

仏
教
が
天
界
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
両

者
は
そ
れ
ぞ
れ
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
も
直
接
間
接
に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
仏

教
思
想
の
伝
播
と
変
遷
の
過
程
を
考
え
る
う
え
で
も
有
用
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に

つ
い
て
は
既
に
重
厚
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、
古
代
イ
ン
ド
世
界
に
お
け
る
天
／
天
界
受
容

の
観
点
か
ら
改
め
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

四
、
生
天
の
候
補
地

見
て
き
た
よ
う
に
、
仏
教
で
は
様
々
な
天
界
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
天
を
め
ぐ
る
教
義
的

発
展
や
関
心
の
度
合
い
と
と
も
に
整
理
も
な
さ
れ
て
き
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
天
界
の
う
ち
、

い
か
な
る
天
界
へ
の
生
天
を
人
々
は
目
指
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

人
々
が
願
っ
た
で
あ
ろ
う
生
天
先
に
つ
い
て
の
専
論
は
、
現
状
で
は
管
見
の
限
り
見
当
た

ら
な
い
。
し
か
し
、
従
来
明
言
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
三
十
三
天
、
梵
天
、
兜
率
天
が
、
生
天

先
の
候
補
地
と
し
て
想
定
さ
れ
て
き
た
傾
向
に
あ
り
（24）
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
見
解
に
は
、

様
々
な
経
典
に
説
か
れ
る
事
例
が
論
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
定
の
説
得
力
を

も
つ
。
一
方
で
、
論
拠
と
さ
れ
て
き
た
経
典
の
内
容
が
、
い
か
な
る
地
域
の
い
か
な
る
時
期

に
成
立
し
た
も
の
な
の
か
、
ま
た
、
ど
の
程
度
の
実
際
的
な
影
響
力
が
あ
っ
た
も
の
な
の
か

を
文
献
資
料
の
み
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
困
難
も
伴
う
。
そ
こ
で
、
生
天
先
に
関
す
る

人
々
の
意
識
に
つ
い
て
、
時
代
的
・
地
理
的
状
況
を
整
理
す
る
目
的
の
も
と
、
イ
ン
ド
各
地

に
残
さ
れ
る
、
あ
る
程
度
の
原
位
置
が
わ
か
る
寄
進
名
等
の
石
刻
資
料
を
対
象
に
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
、
整
理
・
検
証
を
行
っ
た
（25）
。

と
こ
ろ
で
、
本
件
に
関
連
し
て
中
国
で
は
、
少
な
く
と
も
南
北
朝
期
ま
で
に
は
、
希
望
す

る
往
生
先
を
明
記
し
た
石
刻
資
料
が
一
定
数
確
認
さ
れ
て
い
る
（26）
。
そ
こ
で
、
中
国
に
お
い

て
隋
が
国
家
統
一
を
図
る
六
世
紀
を
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
し
て
イ
ン
ド
側
の
資
料
を
確
認
し

て
み
た
が
、
現
状
で
イ
ン
ド
側
の
石
刻
資
料
中
に
は
、
具
体
的
な
生
天
先
の
希
望
を
明
示
し

た
例
が
見
当
た
ら
な
い
。
本
検
証
は
今
後
に
引
き
続
き
継
続
予
定
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
生
天
先
の
希
望
を
表
明
す
る
こ
と
は
石
刻
資
料
中
で
は
必
ず
し
も
一
般
的
で
な
い
可

能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
中
国
側
と
は
異
な
る
様
相
を
示
し
て
お
り
、
慎

重
に
検
討
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
が
生
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
に
な
る
が
、
イ
ン

ド
側
の
在
銘
資
料
の
傾
向
と
し
て
、
寄
進
者
や
、
寄
進
者
と
縁
故
の
あ
る
人
物
の
名
が
記
さ

れ
る
例
や
、
寄
進
に
よ
る
果
報
が
廻
向
さ
れ
る
よ
う
に
と
願
う
文
言
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。

天
界
往
生
に
布
施
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
確
認
し
た
次
第
説
法
を
め
ぐ
る
状
況
を

み
る
限
り
、
あ
る
程
度
一
般
に
も
認
知
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
段

階
で
は
、
生
天
も
含
め
た
何
ら
か
の
果
報
を
意
識
し
た
寄
進
行
為
は
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、

生
天
先
を
含
む
果
報
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
明
記
す
る
習
慣
や
必
要
性
が
な
か
っ
た
、

あ
る
い
は
、
明
記
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
ニ
カ
ー
ヤ
や
仏
伝
文
献
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
い
っ
た
資
料
中
に
は
、
生
天
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の
行
き
先
、
あ
る
い
は
生
天
後
に
所
属
し
て
い
る
天
界
の
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
例
が
散

見
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
、
石
刻
資
料
中
に
み
ら
れ
る
特
定
の
天
へ
生
じ
る
こ
と
を
必
ず
し
も

希
望
し
て
い
な
い
態
度
と
の
差
に
つ
い
て
は
、
今
後
に
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
と
な
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

以
上
、
天
を
め
ぐ
る
研
究
の
状
況
を
、
四
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
か
ら
整
理
し
て
き
た
。
天
や
生

天
に
関
し
て
は
、
仏
教
学
の
み
な
ら
ず
考
古
学
や
美
術
史
学
、
歴
史
学
な
ど
各
分
野
か
ら
研

究
が
す
す
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
有
益
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
た
だ
し
、
経
論
や
ジ
ャ
ー
タ

カ
、
考
古
美
術
資
料
、
碑
文
資
料
な
ど
、
資
料
ご
と
に
天
や
生
天
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
が
異

な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
必
ず
し
も
統
合
的
な
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
今
回

の
各
ト
ピ
ッ
ク
に
お
け
る
課
題
の
整
理
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
今
後
は
従
来
の
天
を
め
ぐ
る

研
究
蓄
積
に
導
か
れ
つ
つ
、
さ
ら
な
る
検
討
を
加
え
る
と
と
も
に
、
断
片
的
に
残
る
資
料
の

ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
す
す
め
、
天
受
容
の
様
相
の
解
明
を
目
指
し
た
い
。

註（1） 

そ
の
ほ
か
に
もdeva-nagara

、sagga

、sagga-patha
、sagga-pada

な
ど
、
天
界

を
示
す
タ
ー
ム
は
広
く
散
見
さ
れ
る
。

（2） 

た
と
え
ば
『
仏
教
文
化
事
典
』
で
は
「
天
部
の
諸
尊
は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
神
話
や
民

間
信
仰
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
神
々
が
仏
教
に
取
り
入
れ
ら

れ
て
、
仏
教
を
守
護
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
如
来
、
菩
薩
、
明
王
が

人
々
を
彼
岸
（
悟
り
）
に
導
く
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
天
部
の
諸
尊
は
、

仏
教
の
教
え
や
教
え
を
信
じ
行
お
う
と
す
る
人
々
を
種
々
の
障
害
か
ら
守
護
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
（
中
略
）
一
般
に
神
的
存
在
お
よ
び
そ
の
住
居
と
し
て
の
天
を
意
味

し
て
い
る
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
解
説
の
傾
向
は
そ
の
他
の
仏
教
系
辞
典
で
も
同
様
に

看
取
さ
れ
、
概
説
と
し
て
正
鵠
を
射
て
い
る
と
い
え
る
が
、
一
方
で
こ
う
し
た
解
説
の

枠
に
お
さ
ま
ら
な
い
天
界
表
現
に
つ
い
て
も
改
め
て
目
を
向
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
金

岡
秀
友
・
柳
川
啓
一
監
修
、
菅
沼
晃
・
田
丸
徳
善
編
集
『
仏
教
文
化
事
典
』、
佼
成
出
版

社
、
一
九
八
九
年
、
六
五
頁
。

（3） 

図
１　
「
梵
天
勧
請
」　

ロ
リ
ヤ
ー
ン
・
タ
ン
ガ
イ
出
土
、
緑
色
片
岩
、
三
三
・
五
×
三
一

×
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
ラ
ホ
ー
ル
博
物
館
所
蔵
（Inv. N

o. G-85

）、
栗
田
功
『
ガ

ン
ダ
ー
ラ
美
術
Ⅰ　

改
訂
増
補
版　

仏
伝
』、
図
版
番
号
二
五
一
、
二
玄
社
、
二
〇
〇
三

年
。
な
お
、
梵
天
勧
請
図
に
つ
い
て
は
、
特
に
以
下
を
参
照
し
た
。
長
谷
山
説
子
「「
帝

釈
窟
説
法
」
の
説
話
と
図
像 

― 

ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
け
る
「
１６
人
の
バ
ラ
モ
ン
の
訪
仏
」

「
梵
天
勧
請
」
と
の
混
淆
を
中
心
に
」、『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
三
二
、

二
〇
一
〇
年
、
一
二
二-

一
三
九
頁
、
宮
治
昭
『
イ
ン
ド
仏
教
美
術
史
論
』、
中
央
公
論

美
術
出
版
、
二
〇
一
〇
年etc.

（4） 

図
２　
「
三
道
宝
階
降
下
」　

ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
出
土
、
灰
色
片
岩
、
二-

三
世
紀
、
四

九
・
五
×
五
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
美
術
館

所
蔵
（Inv. N

o. I. S. 11-1947

）、
田
辺
勝
美
・
前
田
耕
作
編
集
『
世
界
美
術
大
全
集　

東
洋

篇
』
十
五
、
図
版
番
号
一
四
〇
、
小
学
館
、
一
九
九
九
年
。
な
お
、
三
十
三
天
降
下
図

に
つ
い
て
は
、
特
に
以
下
を
参
照
し
た
。
肥
塚
隆
「「
従
三
十
三
天
降
下
」
図
の
図
像
」、

『
待
兼
山
論
叢　

美
学
篇
』
十
一
、
一
九
七
八
年
、
二
九-

四
八
頁
、
小
泉
惠
英
「
古
代

イ
ン
ド
の
従
三
十
三
天
降
下
図 

― 

パ
キ
ス
タ
ン
・
ザ
ー
ル
デ
リ
ー
遺
跡
出
土
品
を
中
心

に
」、『M

useum

』
五
九
八
、
二
〇
〇
五
年
、
七-

三
五
頁
。

（5） 

図
３　
「
五
趣
生
死
輪
図
」
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
第
十
七
窟
ヴ
ェ
ラ
ン
ダ
左
壁
上
部
、
ヴ
ァ
ー

カ
ー
タ
カ
時
代
（
五
世
紀
後
半
）、
約
一
九
五
×
二
六
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
現
地
、
撮
影

筆
者
。

（6） 

『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雜
事
』
に
は
、
精
舎
の
装
飾
と
し
て
「
五
趣
生
死
輪
」
を
描

く
よ
う
に
示
さ
れ
る
。
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
第
十
七
窟
の
「
五
趣
生
死
輪
」
図
に
関
し

て
は
、
特
に
以
下
を
参
照
し
た
。
平
岡
三
保
子
「
イ
ン
ド
の
生
死
輪
図 

― 

ア
ジ
ャ
ン

タ
ー
壁
画
の
作
例
に
つ
い
て 

― 

」、
立
川
武
蔵
編
『
曼
荼
羅
と
輪
廻 

― 

そ
の
思
想
と
美

術 

― 

』、
佼
成
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
二
七
〇-

二
九
六
頁
、
定
金
計
次
「A

janta

第
17
窟
の
「
五
趣
生
死
輪
」
壁
画 

― 

各
区
画
の
主
題
比
定
と
諸
問
題 

― 

」、『
西
南
ア

ジ
ア
研
究
』
四
二
、
一
九
九
五
年
、
二
〇-

四
三
頁
、
福
山
泰
子
「
第
一
七
窟
に
お
け

る
「
帝
釈
窟
説
法
」
図
の
意
味 

― 「
五
趣
生
死
輪
」
図
と
の
関
連
か
ら
」、『
ア
ジ
ャ
ン

タ
ー
後
期
壁
画
の
研
究
』、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
一
八
九-

二
〇
四
頁
。

（7） 

初
期
仏
教
に
お
け
る
生
天
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
と
く
に
以
下
を
参
照
し

た
。
辻
本
鐵
夫
『
原
始
仏
教
に
於
け
る
生
天
思
想
の
研
究
』、
顯
眞
學
苑
出
版
部
、
一
九

三
六
年
、
藤
田
宏
達
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
生
天
思
想
」、『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』

一
九-
二
、
一
九
七
一
年
、
九
〇
一-

九
〇
九
頁
、
舟
橋
一
哉
『
原
始
仏
教
思
想
の
研

究 

― 

縁
起
の
構
造
と
そ
の
実
践
』、
法
蔵
館
、
一
九
七
三
年
、
真
野
龍
海
「
初
期
仏
教

124

研究ノート［天界理解と天界表現の諸相 ― 古代インドを中心に ―］打本 和音

京都芸術大学 紀要「Genesis 27」



に
於
け
る
生
天
と
解
脱
」、『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
四
四
、
一
九
七
八
年
、
四
九-

六
四

頁etc.
（8） 
次
第
説
法
の
定
型
句
の
特
徴
の
検
証
を
試
み
た
鮫
島
に
よ
る
と
、
釈
尊
に
よ
る
次
第
説

法
を
説
く
と
の
宣
言
に
始
ま
り
、
帰
依
も
し
く
は
出
家
を
申
し
出
る
と
こ
ろ
ま
で
を
次

第
説
法
の
定
型
句
と
考
え
た
と
き
、
南
伝
の
五
ニ
カ
ー
ヤ
と
ヴ
ィ
ナ
ヤ
で
はSam

・yutta 
N

ikāya
を
除
く
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
二
四
例
、
北
伝
四
阿
含
で
は
二
三
例
が
確
認
さ
れ
、

律
で
も
『
五
分
律
』、『
摩
訶
僧
祇
律
』、『
四
分
律
』、『
十
誦
律
』、『
根
本
説
一
切
有
部

毘
奈
耶
』
の
す
べ
て
に
定
型
表
現
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
たsagga-kathā

と
い
う

タ
ー
ム
に
着
眼
し
つ
つ
、
次
第
説
法
に
準
じ
る
と
み
な
し
う
る
表
現
を
検
証
し
た
石
上

は
、
ニ
カ
ー
ヤ
と
ア
ッ
タ
カ
タ
ー
で
そ
れ
ぞ
れsagga-kathā

が
示
す
意
味
が
異
な
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
石
上
和
敬
「
施
論
、
戒
論
、
生
天
論
」、『
印
度
學
佛
敎
學
研

究
』
四
一-

二
、
一
九
九
三
年
、
一
〇
一
六-

一
〇
一
四
頁
、
鮫
島
有
理
「
次
第
説
法
と

は
ど
の
よ
う
な
説
法
か 

― 

施
論
、
戒
論
、
生
天
論
は
誰
に
説
か
れ
る
の
か
？
」、『
印
度

學
佛
教
學
研
究
』
六
六-

一
、
二
〇
一
七
年
、
四
一
五-

四
一
二
頁
。

（9） 
ānupubbi-kathan ti, dānānantaram

・ sīlam

・ sīlānantaram

・ saggam

・ saggānan-
taram

・ m
aggan ti evam

・ anupat

・ipāt

・ikatham

・. bhagavā hi pat

・ham
am

・ het-
unā saddhim

・ assādam

・ dassetvā, tato satte vivecetum
・ nānā-nayehi ādīna-

vam

・ pakāsetvā, ādīnava-vanena sam

・vigga-hadayānam
・ nekkham

m
agun

・

avibhāvana-m
ukhena ca vivat

・t

・am

・ dasseti.

（U
dānaat・t・hakathā, p. 281

）
 

「
次
第
の
説
と
は
、
布
施
に
続
い
て
戒
を
、
戒
に
続
い
て
天
を
、
天
に
続
い
て
道
を
と
い

う
、
か
く
の
ご
と
き
次
第
の
説
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
世
尊
は
は
じ
め
に
因
と
共
に
楽
味

を
示
し
て
、
そ
の
後
、
有
情
た
ち
を
遠
離
さ
せ
る
た
め
に
種
々
の
方
法
で
危
難
を
明
ら

か
に
し
、
危
難
を
聞
く
こ
と
で
心
が
動
い
た
者
た
ち
に
出
離
の
徳
を
明
確
に
示
す
こ
と

を
通
じ
て
解
脱
を
示
す
」（
訳
文
参
照
：
鮫
島
二
〇
一
七
）

（10） 

真
野
龍
海
「
初
期
仏
教
に
於
け
る
生
天
と
解
脱
」、『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
四
四
、
一
九

七
八
年
、
五
〇
頁
。

（11） 
D

īgha N
ikāya, III, p.239; M

ajjhim
a N

ikāya, I, p. 102 etc.

（12） 

た
と
え
ばSam

・yutta N
ikāya

で
は
「
七
人
の
比
丘
が
解
脱
し
て
無
煩
天
に
生
ま
れ
た
」

aviham

・ upapannāse vim
uttā satta bhikkhavo 

（Sam

・yutta N
ikāya p. 3 5

）
と
、
比

丘
が
解
脱
後
に
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
特
に
注
意
を
払
わ
れ
ず
に
言
及
さ
れ
る
。

（13） 

な
か
で
も
、
定
方
に
よ
る
一
連
の
著
作
の
影
響
力
は
大
き
い
。
定
方
晟
『
須
弥
山
と
極

楽 

― 

仏
教
の
宇
宙
観 

― 

』（
講
談
社
現
代
新
書
三
三
〇
）、
講
談
社
、
一
九
七
三
年
、『
仏
教

に
み
る
世
界
観
』（
レ
グ
ル
ス
文
庫
一
二
二
）、
第
三
文
明
社
、
一
九
八
〇
年
、『
イ
ン
ド
宇
宙

誌 

― 

宇
宙
の
形
状
・
宇
宙
の
発
生
』
春
秋
社
、
一
九
八
五
年
、『
イ
ン
ド
宇
宙
論
大
全
』

春
秋
社
、
二
〇
一
一
年 etc.

（14） 

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
仏
教
の
宇
宙
観
に
関
す
る
、
よ
り
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
内
容
を
含
む

記
述
や
断
片
的
言
及
が
阿
含
経
類
や
注
釈
書
類
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
。

（15） 

佛
陀
耶
舍
・
竺
佛
念
訳
『
長
阿
含
経
』「
世
記
経
」（
大
正
蔵
一
、
Ｎ
ｏ
．
一
）　
『
長
阿
含
経
』

に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
語
は
ガ
ン
ダ
ー
リ
ー
で
あ
る
こ
と
、
法
蔵
部
と
の
関
わ
り
が
深

い
こ
と
が
、
前
田
や
辛
嶋
を
中
心
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
前
田
惠
學
『
原
始
仏
教
聖
典

の
成
立
史
研
究
』、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
六
四
年
、
辛
嶋
静
志
『『
長
阿
含
経
』
の
言

語
の
研
究 

― 

音
写
語
分
析
を
中
心
と
し
て 

― 

』、
平
川
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。

（16） 

法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』（
大
正
蔵
一
、
Ｎ
ｏ
．
二
三
）

（17） 

闍
那
崛
多
等
訳
『
起
世
経
』（
大
正
蔵
一
、
Ｎ
ｏ
．
二
四
）

（18） 

達
磨
笈
多
訳
『
起
世
因
本
経
』（
大
正
蔵
一
、
Ｎ
ｏ
．
二
五
）

（19） 

た
だ
し
、
完
全
な
合
致
を
み
せ
て
は
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
経
典
群
の
成
立
に
つ
い
て
は

な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
丘
山
新
ほ
か
『
現
代
語
訳
「
阿
含
経
」 

― 

長
阿
含
経 

― 

』

六
、
平
河
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。

（20） 

こ
の
件
に
関
連
し
て
、『
大
智
度
論
』
で
は
、
六
欲
天
中
の
夜
摩
天
、
兜
率
天
、
楽
変
化

天
、
他
化
自
在
天
の
天
主
を
魔
王
と
し
て
い
る
点
も
示
唆
的
で
あ
る
。
各
天
主
に
つ
い

て
は
校
を
改
め
た
い
。「
魔
王
常
來
嬈
佛
、
又
是
一
切
欲
界
中
主
。
夜
摩
天
、
兜
率
陀
天
、

化
樂
天
、
皆
屬
魔
王
（
中
略
）
問
曰
、
先
已
説
天
世
界
、
今
何
以
復
説
天
。
答
曰
、
天
世

界
是
四
天
王
忉
利
天
、
魔
是
他
化
自
在
天
」（
大
正
蔵
二
五
、
Ｎ
ｏ
．
一
五
〇
九
、
一
三
四
ｃ-

一
三
五
ａ
）

（21） 

般
若
流
支
訳
『
正
法
念
処
経
』（
大
正
蔵
十
七
、
Ｎ
ｏ
．
七
二
一
）（Ā

rya-saddharm
a-sm

r

・ty-up-

asthāna-sūtra

）　

東
魏
の
元
象
元
年
か
ら
武
定
元
年
の
間
（
五
三
八-

五
四
三
）
の
訳
と
さ
れ
、

チ
ベ
ッ
ト
訳
は
あ
る
も
の
の
梵
本
の
存
在
は
確
認
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、『
正
法
念
処

経
』
に
よ
っ
て
集
成
さ
れ
た
こ
と
を
語
る
『
諸
法
集
要
経
』（Saddharm

asam
uccaya

）（
大

正
蔵
十
七
、
Ｎ
ｏ
．
七
二
八
）
を
は
じ
め
多
数
の
経
典
で
引
用
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
イ

ン
ド
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
経
典
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
。
水
野
は
そ
の
梵
本
が

紀
元
後
二
世
紀
ご
ろ
に
成
立
し
た
も
の
と
想
定
し
て
お
り
、
古
代
イ
ン
ド
世
界
に
お
け

る
造
形
作
品
の
考
察
に
際
し
て
も
重
要
で
あ
る
。
山
邊
習
學
「
正
法
念
処
経
解
題
」、『
国
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訳
一
切
経　

経
集
部
』
八
、
大
東
出
版
社
、
一
九
三
三
年
、
水
野
弘
元
「
正
法
念
処
経

に
つ
い
て
」、『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
十
二-

一
、
一
九
六
四
年
、
三
八-

四
七
頁
。

（22） 

本
件
に
関
わ
る
論
考
の
う
ち
、
主
と
し
て
参
照
し
た
の
は
以
下
。
田
辺
勝
美
「
ガ
ン
ダ
ー

ラ
の
い
わ
ゆ
る
饗
宴
図
浮
彫
に
つ
い
て 

― 

新
資
料
の
紹
介
を
中
心
に 

― 

」、『
仏
教
芸

術
』
一
三
七
、
一
九
八
一
年
、
三
五-

五
六
頁
、
同
『
仏
像
の
起
源
に
学
ぶ
性
と
死
』、

柳
原
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
杉
本
卓
洲
『
イ
ン
ド
仏
塔
の
研
究 

― 

仏
塔
崇
拝
の
生
成
と

基
盤 
― 
』、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
三
年
、
小
谷
仲
男
「
ガ
ン
ダ
ー
ラ
坐
仏
台
座
の
酒

宴
浮
彫
」、『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
六
一
、
二
〇
〇
四
年
、
一-

一
九
頁
、
入
澤
崇
「
ガ

ン
ダ
ー
ラ
仏
教
徒
は
何
を
願
っ
た
か 

― 

碑
文
に
み
ら
れ
る
「
利
益
・
安
楽
」
を
考
え

る 

― 

」、『
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
資
料
集
成
と
そ
の
統
合
的
研
究　

研
究
成
果
報
告
書
』

一
、
二
〇
一
三
年
、
一
九
五-

二
〇
四
頁
、
田
辺
理
『
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
教
彫
刻
と
生

天
思
想
』、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
二
二
年 etc.

（23） 

眞
諦
訳
『
佛
説
立
世
阿
毘
曇
論
』（
大
正
蔵
三
二
、
Ｎ
ｏ
．
一
六
四
四
）（Lokaprajñapty-abhidhar-

m
a-śāstra

）　

梵
本
は
伝
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ビ
ル
マ
や
タ
イ
で
知
ら
れ
るLokapaññat-

ti

が
、
様
々
な
編
集
は
加
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
パ
ー
リ
語
版
に
あ
た
る
こ

と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
岡
野
は
立
世
阿
毘
曇
論
な
ら
び
にLokapaññatti

の

所
属
部
派
は
正
量
部
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。Paul M

us La lum
ière sur 

les six voies : tableau de la transm
igration bouddhique d’après des sources 

sanskrites, pāli, tibétaines et chinoises en m
ajeure partie inédites, Paris : 

Institut d’ethnologie, 1939; Eugène D
enis La Lokapaññatti et les idées cos-

m
ologiques du bouddhism

e ancien, Paris : A
telier Reproduction des 

thèses, U
niversité de Lille III, 2

 vols. 1977; 

岡
野
潔
「
イ
ン
ド
正
量
部
の
コ
ス

モ
ロ
ジ
ー
文
献
、
立
世
阿
毘
曇
論
」、『
中
央
学
術
研
究
所
紀
要
』
二
七
、
一
九
九
八
年
、

五
五-

九
一
頁
。

（24） 

一
般
的
な
生
天
先
と
し
て
三
十
三
天
を
想
定
し
て
い
る
と
思
し
き
論
考
は
、
数
多
く
見

受
け
ら
れ
る
。
一
方
、
た
と
え
ば
雲
井
の
よ
う
に
「
仏
教
興
起
以
前
の
天
界
を
代
表
す

る
梵
天
界
だ
ろ
う
か
。
ご
く
常
識
的
に
は
（
中
略
）
兜
率
天
を
意
味
し
て
い
る
、
と
み
る

の
が
順
序
で
あ
ろ
う
」
と
、
兜
率
天
を
想
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
雲
井
昭
善
「
兜
率
天

考
」、
塚
本
啓
祥
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
塚
本
啓
祥
教
授
還
暦
記
念
論
文
集　

知
の
邂
逅 

― 

佛
教
と
科
学
』、
佼
成
出
版
、
一
九
九
三
年
、
一
三
二
頁
。

（25） 

主
た
る
確
認
対
象
は
以
下
で
あ
り
、
今
後
こ
れ
ら
資
料
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
資

料
に
つ
い
て
も
さ
ら
な
る
確
認
を
要
す
る
。
静
谷
正
雄
『
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
目
録
』、
平

楽
寺
書
店
、
一
九
七
九
年
、
塚
本
啓
祥
『
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
の
研
究
』
Ⅰ-

Ⅲ
、
平
楽

寺
書
店
、
一
九
九
六-

二
〇
〇
三
年
。

（26） 

本
件
に
関
し
て
は
、
主
に
以
下
を
参
照
し
た
。
佐
藤
智
水
『
北
魏
仏
教
史
論
考
』（
岡
山

大
学
文
学
部
研
究
叢
書
一
五
）、
岡
山
大
学
文
学
部
、
一
九
九
八
年
、
倉
本
尚
德
『
北
朝
仏
教

造
像
銘
研
究
』、
法
蔵
館
、
二
〇
一
六
年 etc.
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