
　
　
　

古
代
イ
ン
ド
仏
教
説
話
文
学
に
お
け
る
「
願
」
の
諸
相

　
　
　
　
　

彌　

永　
　

信　

美　

　
　
　

は
じ
め
に

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
彌
永
で
す
。
ご
丁
寧
な
ご
紹
介
、
恐
れ
入
り
ま
す
。
今
回
、
こ
ち
ら
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
、
ど
ん
な
話
題
に
し
た
ら
い
い
か
、
だ
い
ぶ
迷
っ
た
あ
げ
く
、
ず
っ
と
昔
に
書
き
か
け
た
ま
ま
発
表
に
い
た
ら
な
か
っ

た
仕
事
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
そ
れ
に
手
を
加
え
れ
ば
お
話
の
材
料
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
表
題
に
挙
げ
た
よ
う

な
題
目
に
し
て
み
ま
し
た
。

　

ず
っ
と
昔
に
書
き
か
け
た
仕
事
、
と
申
し
ま
し
た
が
、
実
は
、
仏
教
学
の
勉
強
を
始
め
た
一
番
最
初
に
自
分
だ
け
の
た
め
に
書
き
か

け
た
の
が
、
こ
の
論
文
で
し
た
。
最
初
か
ら
少
し
脱
線
に
な
り
、
ま
た
私
事
に
わ
た
る
こ
と
で
恐
縮
で
す
が
、
ぼ
く
が
仏
教
に
興
味
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
十
代
の
終
わ
り
の
頃
に
、
パ
リ
に
い
て
、
日
本
学
の
先
生
だ
っ
た
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
先
生

の
講
義
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
先
生
は
、
御
専
門
は
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
平
安
時
代
の
文
学
で
し
た
が
、

二
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仏
教
が
た
い
へ
ん
お
好
き
で
、
当
時
、
ギ
メ
博
物
館
の
日
本
の
仏
像
を
整
理
す
る
お
仕
事
を
始
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
仏
教

図
像
学
の
講
義
を
し
て
お
ら
れ
、
そ
れ
が
ぼ
く
に
と
っ
て
は
す
ば
ら
し
く
新
鮮
で
、
学
問
と
い
う
も
の
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た

最
初
で
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
日
本
に
帰
り
、
大
学
に
行
く
あ
て
も
な
く
、
仕
事
に
つ
く
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
家
で
あ
れ
こ
れ
本
を
読

ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
た
ま
た
ま
柳
田
国
男
の
『
妹
の
力
』
や
五
来
重
先
生
の
『
高
野
聖
』
な
ど
を
読
ん
で
、
一
遍
上
人

や
時
宗
の
こ
と
を
研
究
し
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
手
始
め
に
一
遍
上
人
の
『
別
願
和
讃
』
を
仏
訳
で
き
な

い
か
、
な
ど
と
考
え
た
の
で
す
が
、
ま
ず
、
そ
の
題
名
の
「
別
願
」
と
い
う
こ
と
ば
に
引
っ
か
か
り
ま
し
た
。「
別
願
」
と
は
な
に
か
、

そ
も
そ
も
「
願
」
と
は
な
に
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
、
何
も
分
か
り
そ
う
に
な
い
、
と
い
う
の
が
出
発
点
で
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
藤
田
宏
達
先
生
の
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
と
い
う
大
著
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
が
出
た
ば
か
り
で
、

「
願
」
に
か
ん
す
る
あ
た
り
を
拾
い
読
み
し
ま
し
た
が
、
仏
教
学
の
基
礎
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
理
解
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
頃
は
、
仏
典
を
読
む
に
も
漢
文
が
（
も
ち
ろ
ん
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
な
ど
も
）
ぜ
ん
ぜ
ん
読
め
な
い
状
態
で
す
し
、

ま
た
経
典
も
手
近
に
は
な
い
の
で
、
お
経
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
た
も
の
を
い
く
つ
か
手
に
入
れ
て
、
ぱ
ら
ぱ
ら
め
く
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
中
の
一
つ
に
、
今
日
の
お
話
で
た
く
さ
ん
使
う
こ
と
に
な
る
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
漢
訳
仏
典
の
説
話
集
の
翻
訳
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
本
で
、
大
蔵
経
の
本
縁
部
を
中
心
に
、
律
文
献
や
『
大
智
度
論
』
の
説
話
な
ど
も
含
め
、
全
部
で
五
百
の

物
語
を
選
ん
で
仏
訳
し
た
も
の
で
す
。
付
属
の
第
四
巻
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
の
要
約
と
類
話
や
図
像
な
ど
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

リ
フ
ァ
レ
ン
ス
が
挙
げ
ら
れ
、
非
常
に
便
利
な
索
引
も
つ
い
て
い
ま
す
。
な
に
よ
り
も
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
仏
訳
が
、
正
確
か
つ
平
易

で
読
み
や
す
く
、
今
で
も
ぼ
く
に
は
読
め
な
い
よ
う
な
漢
文
を
す
ら
す
ら
と
読
ん
で
い
て
、
羨
ま
し
い
限
り
で
す
。
そ
れ
で
、
お
も
に

シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
こ
の
本
の
説
話
要
約
の
部
分
を
読
み
、「
願
」
の
問
題
に
関
連
し
そ
う
な
も
の
を
選
ん
で
い
く
つ
か
の
説
話
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
み
ま
し
た
。
今
な
ら
ば
、
電
子
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
た
大
正
蔵
の
本
縁
部
な
ど
を
対
象
に
し
て
「
願
」
と
か
「
誓
願
」
な
ど

二
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を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
検
索
す
れ
ば
、
も
っ
と
ず
っ
と
大
量
の
材
料
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
逆
に
材
料
が

多
す
ぎ
て
整
理
の
し
よ
う
が
な
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
事
実
、
た
と
え
ば
『
賢
愚
経
』
だ
け
で
三
百
三
十
二
箇
所
、『
六
度
集
経
』

だ
け
で
百
七
十
三
箇
所
の
「
願
」
が
見
つ
か
り
ま
す
！
）。

　

も
う
一
つ
、
今
日
の
お
話
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
源
学
の
ま
ね
事
の
よ
う
な
こ
と
に
ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
い
く
ら
か

フ
ラ
ン
ク
先
生
の
講
義
を
真
似
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ク
先
生
は
フ
ラ
ン
ス
東
洋
学
の
「
最
後
の
巨
人
」
の

一
人
と
も
い
え
る
世
代
の
方
で
、
中
国
学
は
ド
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
先
生
や
ス
タ
ン
先
生
、
仏
教
学
は
ポ
ー
ル
・
ミ
ュ
ス
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は

ル
イ
・
ル
ヌ
ー
先
生
な
ど
を
師
匠
と
し
て
イ
ン
ド
か
ら
日
本
に
至
る
す
べ
て
の
地
域
に
つ
い
て
、
非
常
に
広
い
知
識
を
持
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
講
義
は
、
つ
ね
に
遡
及
的
で
、
中
国
の
問
題
に
つ
い
て
は
中
国
に
、
仏
教
の
事
象
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
必
ず

イ
ン
ド
に
遡
っ
て
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
ぼ
く
自
身
は
ま
っ
た
く
不
肖
の
弟
子
で
、
イ
ン
ド
に
つ
い
て
も
中
国
に
つ
い
て
も
ま
る
で
不
案

内
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ま
ね
事
の
よ
う
に
「
起
源
に
遡
ろ
う
」
と
す
る
思
考
の
癖
の
よ
う
な
も
の
を
身
に
つ
け
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
も
の
の
考
え
方
自
体
に
批
判
が
あ
り
う
る
こ
と
は
、
よ
く
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
二
十
代
の
は
じ
め
に
最
初
に
手
を
染
め
か

け
た
仕
事
に
こ
う
い
う
痕
跡
が
あ
る
こ
と
は
、
今
と
な
っ
て
は
懐
か
し
い
気
持
が
し
ま
す
。

　

結
局
、
こ
の
論
文
は
、
七
十
枚
程
度
タ
イ
プ
し
た
も
の
が
、
昔
の
フ
ァ
イ
ル
の
中
に
し
ま
っ
て
あ
り
ま
す
。
大
乗
の
「
願
」
の
概
念

に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
考
え
た
あ
た
り
で
、自
分
が
あ
ま
り
に
も
力
不
足
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
中
断
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
れ
で
も
、

あ
る
程
度
形
が
整
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
を
フ
ラ
ン
ク
先
生
に
お
送
り
し
て
見
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
こ
う
い
う
勉
強
を
し
た
い
の
な
ら

ま
ず
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
勉
強
し
な
さ
い
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
仏
教
語
彙
辞
典
『
法
宝
義
林
』
の
編
集
の
仕
事
を
手
伝
う
と

い
い
か
ら
、
紹
介
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
、
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
方
は
、
結
局
手
も
付
け
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、『
法
宝
義
林
』
の
編
集
の
お
手
伝
い
は
フ
ラ
ン
ク
先
生
の
ご
紹
介
で
始
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
ぼ
く
の
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生
涯
を
ほ
ぼ
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
実
際
に
は
非
常
に
中
途
半
端
な
も
の
で
す
が
、
ぼ
く
自
身
に
と
っ

て
は
あ
る
意
味
で
思
い
出
深
い
仕
事
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
ま
た
、
ひ
と
言
付
け
加
え
る
な
ら
、
こ
の
仕
事
を
し
た
頃
は
、
漢
文
な
ど
ま
っ

た
く
読
め
な
か
っ
た
時
期
で
し
た
か
ら
、
日
本
語
の
他
に
フ
ラ
ン
ス
語
が
少
し
で
き
る
程
度
で
、
こ
の
く
ら
い
の
こ
と
は
で
き
た
、
と

い
う
一
つ
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
見
て
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
「
願
」pranidhana 

の
語
源
的
意
味

　

と
い
う
わ
け
で
、
本
題
に
入
り
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
最
初
に
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
が
、
今
日
の
お
話
に
は
論
旨
と
か
主
張
と
い

う
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、
た
だ
、
古
代
イ
ン
ド
の
仏
教
説
話
（
そ
れ
も
、
実
際
に
使
う
の
は
漢
訳
文
献
ば
か
り
で
す
）
に
は
こ
う
い

う
お
も
し
ろ
い
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
例
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
、「
願
」
の
概
念
が
文
学
と
し
て
も
非
常
に
興
味
深
い
題
材
を
提
供
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
今
後
の
研
究
課
題
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
る
だ
け
で
す
の
で
、
そ
の
お
つ

も
り
で
お
聞
き
く
だ
さ
る
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
何
分
、
仏
教
の
勉
強
を
始
め
た
ば
か
り
の
頃
の
仕
事
で
、
先
行
研
究

の
よ
う
な
も
の
は
、（
藤
田
先
生
の
ご
本
以
外
に
は
）
ま
っ
た
く
勉
強
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
先
日
、『
印
仏
研
』
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
「
願 

and

説
話
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
し
て
み
た
限
り
で
は
、
あ
ま
り
た
く
さ
ん
の
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
す
が
、
何
し
ろ

無
知
で
す
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
そ
れ
と
は
別
に
、「
願
」
と
非
常
に
近
い
概
念
と
し
て
、「
真

実
語
」（satyavanacana

）
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
つ
い
最
近
、
こ
こ
に
お
い
で
の
石
井
公
成
先
生
か
ら
、
駒

澤
大
学
の
奈
良
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
数
人
の
方
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
こ
と
を
お
教
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
い
く
つ
か
は
勉

強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、「
願
」
と
は
微
妙
に
異
な
る
点
も
あ
る
よ
う
で
、
今
回
は
あ
ま
り
直
接
に
お
話
す
る
こ
と
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
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最
初
に
、「
願
」
と
か
「
誓
願
」
と
い
う
の
は
、
と
く
に
大
乗
仏
教
で
菩
薩
の
誓
願
と
し
て
、
た
と
え
ば
浄
土
思
想
な
ど
で
非
常
に

重
要
な
意
義
を
持
つ
わ
け
で
す
が
、
今
日
の
お
話
し
は
、
い
わ
ば
そ
の
「
前
史
」
と
も
い
う
べ
き
「
願
」
の
概
念
の
あ
り
方
を
説
話
文

学
の
中
に
見
て
い
こ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
漢
語
の
「
願
」
や
「
誓
願
」
に
当
た
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
、
ふ
つ
うpranidhana

と
い
う
語
で
、
こ
れ
は
語
根 D

H
A-

にpra-ni-

が
く
っ
つ
い
た
も
の
で
す
。
動
詞
と
し
て
は
、
原
義
的
に
は
「
前
に
置
く
、
置
く
」
と

い
う
よ
う
な
意
味
で
、
さ
ら
に
「
触
れ
る
、
視
線
や
思
い
を
（
そ
の
方
向
に
）
向
け
る
、
注
意
を
集
中
す
る
、
考
え
る
、
思
慮
す
る
」

と
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。名
詞
と
し
て
のpranidhana

は
、「
誰
々
に
対
し
て
恭
し
く
振
る
舞
う
、何
々
に
対
し
て
の
注
意
、

あ
る
い
は
深
い
瞑
想
」
な
ど
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。 DH

A- 

と
い
う
語
根
は
非
常
に
重
要
で
、
イ
ン
ド
‐
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
で
は * dhe- 

に

復
元
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ア
語
の tithem

i
（
置
く
）
や
ラ
テ
ン
語
の facio （
置
く
）、
ま
た
現
代
の
言
語
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
の faire

、
英
語
の 

to do

な
ど
の
語
源
と
な
っ
た
こ
と
ば
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の D

H
A-  

は
、「
置
く
、
据
え
る
、
適
用
す
る
」
な
ど
の
意
味
が
あ

り
ま
す
が
、ル
ヌ
ー
氏
に
よ
れ
ば
ヴ
ェ
ー
ダ
で
は
、「
創
造
的
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
語
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。

要
す
る
に
何
ら
か
の
方
向
性
を
も
っ
た
行
為
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
た
め
の
努
力
や
集
中
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
わ
れ

ま
す
。
創
造
に
か
か
わ
る
語
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
努
力
、
集
中
、
と
い
う
と
、
す
ぐ
さ
ま
思
い
浮
か
ば
れ
る
の
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
や
ブ
ラ
ー

フ
マ
ナ
に
多
く
見
ら
れ
る
古
代
イ
ン
ド
の
創
造
神
話
で
す
。
原
初
の
「
無
」
か
ら
あ
る
精
神
が
生
ま
れ
、「
私
は
存
在
し
た
い
」
と
念

じ
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
熱
を
生
じ
、そ
の
熱
か
ら
煙
が
生
ま
れ
、光
が
生
ま
れ
、光
線
が
生
じ
ま
す
。
そ
れ
が
創
造
神
プ
ラ
ジ
ャ
ー

パ
テ
ィ
と
な
り
、プ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
が
こ
の
宇
宙
を
創
造
す
る
、と
い
う
神
話
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、強
く
念
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
熱

tapas

」
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
創
造
の
力
を
持
つ
、
と
い
う―

―

こ
こ
で
言
う tapas

は
、
苦
行
で
も
あ
っ
て
、
念
じ
る
力
が
熱
／
苦
行
に

変
換
さ
れ
、
そ
れ
が
創
造
、
つ
ま
り
現
実
の
世
界
に
変
換
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
の
考
え
方
が
、
古
代
イ
ン
ド
の
創
造
神
話
の
基
本
に
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
は
、
覚
え
て
お
い
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
が
、
非
常
に
自
動
的
に
作
動
す
る
プ
ロ
セ
ス

二
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で
あ
り
、
一
種
の
呪
術
的
な
世
界
観
を
構
成
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
藤
田
先
生
は
、
仏
教
以
外
の
イ
ン
ド
思
想
に
お
い
て
、
仏
教
の
「
願
」
に
相
当
す
る
の
は
、
こ
の
世
で
の
願
望
を
来
世
で
実

現
す
る
と
い
うkratu

（
決
意
、
決
心
、
あ
る
い
は
「
意
向
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
と
い
い
ま
す
）
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

仏
教
の
「
願
」
が
、
積
ん
だ
功
徳
に
対
す
る
報
い
と
し
て
叶
え
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、kratu

と
は
別
に
、tapas

す
な
わ
ち
「
熱

／
苦
行
」
と
そ
れ
に
よ
っ
て
叶
え
ら
れ
る vara

（「
願
い
事
」）
が
、
イ
ン
ド
思
想
で
見
ら
れ
る
仏
教
的
「
願
」
に
も
っ
と
も
よ
く
対
応

す
る
観
念
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
イ
ン
ド
思
想
と
い
う
大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
の
「
願
」（
あ
る
い
は
「
真
実
語
」）
の

観
念
の
位
置
づ
け
は
、
今
後
の
大
き
な
課
題
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
　
　

原
始
経
典
に
お
け
る
「
願
」

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
仏
教
の
話
題
に
移
り
、
ま
ず
パ
ー
リ
語
の
古
い
仏
典
に
つ
い
て
ひ
と
言
述
べ
ま
す
。
パ
ー
リ
語
で
は
、pranidhana

に
対
応
す
るpanidhana

と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
が
、
一
般
に
は
そ
れ
よ
り
も
、panidhi

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
で
す
（
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
もpranidhi

と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
）。
藤
田
先
生
に
よ
れ
ば
、
ニ
カ
ー
ヤ
な
ど
の
古
い
経
典
で
は
、panidhi

と
い

う
語
は
、
布
施
や
持
戒
な
ど
の
功
徳
を
積
ん
だ
在
家
の
信
者
が
、
死
に
際
し
て
天
や
長
者
の
家
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
願
う
場
合
の

「
願
」
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
「
願
」
は
輪
廻
の
世
界
の
中
で
、
因
果
応
報
の

法
則
に
の
っ
と
っ
て
機
能
す
る
こ
と
で
あ
り
、
世
俗
の
人
々
に
は
意
味
が
あ
る
け
れ
ど
、
解
脱
を
目
的
と
す
る
出
家
者
に
と
っ
て
は
、

無
意
味
で
あ
る
ば
か
り
か
、
解
脱
へ
の
道
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
わ

す
の
が
、「
三
解
脱
門
」
ま
た
は
「
三
三
昧
」
と
い
う
三
つ
の
瞑
想
法
の
中
の
一
つ
が
、「
無
願
三
昧
」（apranihita sam

adhi

）
と
呼
ば

れ
る
三
昧
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。「
三
三
昧
」
と
は
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
、「
空
三
昧
」
に
よ
っ
て
「
我
と
我
所
が
空
で
あ
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る
こ
と
」
を
観
じ
、「
無
相
三
昧
」
で
「
空
で
あ
る
が
ゆ
え
に
差
別
の
相
が
な
い
」
こ
と
を
観
じ
、さ
ら
に
「
無
願
三
昧
」
に
よ
っ
て
「
相

が
な
い
の
だ
か
ら
何
一
つ
願
い
求
め
る
べ
き
も
の
は
な
い
こ
と
」
を
観
じ
る
、
と
い
う
瞑
想
法
の
セ
ッ
ト
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

藤
田
先
生
に
よ
れ
ば
、
原
始
経
典
でpanidhi

と
い
う
語
が
「
出
家
者
の
精
進
勇
猛
の
決
意
を
表
わ
す
」
意
味
で
用
い
ら
れ
た
例
は
非

常
に
少
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
例
の
一
つ
は
、T

heragatha, 222-223

で
、
パ
ッ
チ
ャ
ヤ
長
老
の
言
葉
と
し
て
、「
わ
た

し
が
精
舎
に
入
っ
た
時
に
、
心
に
誓
願
が
起
っ
た
。
妄
執
の
矢
が
引
き
抜
か
れ
な
い
あ
い
だ
は
、
わ
た
し
は
食
べ
な
い
で
あ
ろ
う
、
飲

ま
な
い
で
あ
ろ
う
。精
舎
か
ら
出
て
は
行
く
ま
い
、云
々
」と
書
か
れ
て
い
る
箇
所
で
す
。も
っ
と
も
、原
始
仏
典
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、『
増

一
阿
含
経
』
に
は
、五
種
類
の
「
出
世
間
の
食
」（
食
べ
物
）
を
説
く
教
説
の
中
で
、禅
食
、念
食
、八
解
脱
食
、喜
食
と
並
ん
で
「
願
食
」

が
あ
る
、と
い
う
箇
所
が
あ
る
の
で
（
大
正
蔵
、第
二
巻
、七
七
二
ペ
ー
ジ
中
段
一
九
行
）、ア
ー
ガ
マ
・
ニ
カ
ー
ヤ
に
属
す
る
仏
典
で
も
、

「
願
」
が
出
世
間
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
、
あ
る
程
度
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
出
家
者
に
と
っ
て
は
、「
願
」
は
解
脱
へ
の
妨
げ
に
な
る
、
と
い
う
の
が
上
座
部
的
な
仏
教
の
基
本
的
な
考
え
方
で
、
た
と

え
ば
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』801

で
は
「
か
れ
は
こ
こ
で
、
両
極
端
に
対
し
、
種
々
の
生
存
に
対
し
、
こ
の
世
で
も
、
来
世
で
も
、「
願

う
こ
と
」（panidhi

）
が
な
い
」
と
い
う
詩
句
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
「
願
」
が
否
定
的
な
意
味
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
例
で
す
。
後
の

コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
文
献
で
は
、
こ
の
場
合
の
「
願
」
は
「
渇
愛
」（tanha~

trsna

）
の
意
味
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
、
死
後
、
た
と
え
ば
天
に
生
ま
れ
変
わ
り
た
い
、
と
望
み
、
そ
の
た
め
に
修
業
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
天
へ
の
転
生
を

対
象
に
し
た
固
執
で
あ
り
、渇
愛
で
あ
る
、と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
れ
は
、『
大
毘
婆
沙
論
』
で
「
無
願
三
昧
は
戒か
い
ご
ん
じ
ゅ

禁
取
を
対
治
す
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
結
び
つ
き
ま
す
（
大
正
蔵
、
第
二
八
巻
、
一
七
二
ペ
ー
ジ
上
段
七
行
）。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
天
へ
の
転

生
の
た
め
に
戒
を
守
る
、
と
い
う
よ
う
な
修
業
を
戒
め
る
た
め
に
、
何
も
の
を
も
望
ま
な
い
、
と
い
う
訓
練
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
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た
と
え
、
在
家
の
人
で
も
、
よ
り
良
い
生
を
願
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
と
え
ば 

M
ajjhim

a N
ikaya

に
は
、
ダ
ー
ナ
ン
ジ
ャ
ー
ニD

hananjani

と
い
う
婆
羅
門
が
臨
終
の
時
に
、
舎
利
弗
が
梵
天
に
生
ま
れ
る
こ
と

を
教
え
、
世
尊
の
と
こ
ろ
に
帰
る
と
、
世
尊
は
、
彼
の
婆
羅
門
は
ほ
か
に
為
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
に
、
梵
天
界
な
ど
と
い
う
低
い
と

こ
ろ
に
生
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
、
と
舎
利
弗
を
責
め
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
舎
利
弗
は
「
こ
れ
ら
の
婆
羅
門
は
梵
天
界
に
愛

着
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
梵
天
に
転
生
す
る
道
を
教
え
ま
し
た
」
と
述
べ
ま
す
が
、
世
尊
は
た
だ
「
婆
羅
門
は
す
で
に
死
ん
で
、
梵

天
界
に
生
ま
れ
た
」
と
答
え
ま
す
（II, p. 184-196

）。
あ
る
い
は
ま
た
、『
雜
譬
喩
経
』
に
は
、
あ
る
長
者
が
「
人
天
中
の
福
楽
」
が

思
い
の
ま
ま
に
な
る
よ
う
に
、
と
い
う
「
呪
願
」
を
立
て
た
上
で
十
万
人
の
沙
門
に
飯
食
を
出
し
て
供
養
す
る
と
、
年
老
い
た
長
老
が
、

こ
の
人
は
こ
の
布
施
に
よ
っ
て
大
罪
を
受
け
る
だ
ろ
う
、
と
予
言
し
ま
す
。
疑
問
に
思
う
大
衆
に
対
し
て
、
長
老
は
次
の
よ
う
に
答
え

ま
す
。「
た
し
か
に
、こ
の
功
徳
に
よ
っ
て
、長
者
は
「
人
天
中
の
福
楽
」
を
受
け
る
に
相
違
な
い
が
、そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
「
躁
慢
」

の
心
を
生
じ
、
仏
や
沙
門
を
敬
わ
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
そ
の
た
め
、「
無
量
阿
僧
祇
劫
」
の
あ
い
だ
、
悪
道
に
堕
ち
て
苦
し
む
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
、
も
し
、
今
、「
聖
道
に
心
を
凝
ら
す
」
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
報
い
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
答
え

ま
す
（
大
正
蔵
、
第
四
巻
、
五
二
八
ペ
ー
ジ
下
段
一
一
〜
二
八
行; C

inq cents contes, N
o. 184: II, p. 48-49; IV, p. 30

）。―
―

と

は
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
や
は
り
例
外
的
で
、
た
と
え
ば
『
雜
宝
蔵
経
』
の
あ
る
説
話
で
は
、
両
親
を
失
っ
て
貧
し
く
な
っ
た
あ
る
長
者

の
息
子
が
窘
利
天
が
い
か
に
素
晴
ら
し
い
か
、
と
い
う
話
を
聞
き
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
苦
労
し
て
金
を
作
り
、
僧
に
振

る
舞
っ
て
よ
い
報
い
を
受
け
た
、
と
い
う
物
語
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
（
大
正
蔵
、
第
四
巻
、
四
六
九
ペ
ー
ジ
中
段
七
行
〜
下
段
一
六
行; 

C
inq cents contes, III, p. 42-43; IV, p. 63; notes, IV, p. 209

）。

　

人
々
が
「
願
」
を
立
て
る
の
は
、
必
ず
し
も
臨
終
の
時
に
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
、
願
の
お
も
な
目
的
は
、
次

の
生
で
何
に
生
ま
れ
変
わ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
業
と
そ
れ
に
対
す
る
報
い
が
つ
ね
に
働
い
て
い
ま
す
。
と
は
言
っ
て
も
、

二
八

_
_

_
̃



そ
れ
だ
け
だ
と
、
菩
薩
の
誓
願
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
部
派
仏
教
で
は
、
菩
薩
が
成
仏
す
る
過

程
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
説
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
大
衆
部
で
は
、
菩
薩
は
最
初
の
阿
僧
祇
劫
の
間
は
衆

生
の
た
め
に
慈
悲
の
心
か
ら
悪
趣
に
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
も
、
業
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
転
生
す
る
が
、
そ
の
後
は
、
願
い
の
ま
ま
に

転
生
で
き
る
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
菩
薩
の
行
は
、
あ
る
段
階
を
越
え
る
と
、
業
と
そ
の
報
い
と
い
う
因
果
応
報
の
法
則
を
超
越
す

る
力
を
持
つ
、
と
考
え
ら
れ
た
と
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　

説
話
文
学
に
お
け
る
「
願
」

　

だ
い
た
い
以
上
の
こ
と
を
予
備
知
識
と
し
て
、
お
も
に
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
『
五
百
の
説
話
集
』
か
ら
「
願
」
に
か
か
わ
る
説
話
を
い

く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
ま
す
。
一
つ
、
前
も
っ
て
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
以
下
の
説
話
で
「
願
」
と
か
「
誓
願
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ

て
い
て
も
、そ
れ
ら
が
必
ず
し
も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のpranidhana

に
対
応
す
る
か
ど
う
か
は
確
か
め
て
い
な
い―

―

と
い
う
よ
り
、

対
応
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
文
が
な
い
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
確
か
め
よ
う
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
　

優
婆
夷
の
願

　

で
は
、
い
く
つ
か
の
説
話
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
非
常
に
単
純
な
例
で
す
。
道
略
、
鳩
摩
羅
什
訳
と
い
う
『
衆
経
撰
雑
譬

喩
』
に
次
の
よ
う
な
話
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
優
婆
夷
が
朝
夕
世
尊
に
供
養
を
捧
げ
る
の
で
、
世
尊
は
「
ど
ん
な
願
が
あ
る
の
か
」
尋
ね

ま
す
。
優
婆
夷
は
、
四
人
の
子
ど
も
が
ほ
し
い
、
と
い
い
ま
す
。
長
男
は
金
持
ち
の
商
人
、
次
男
は
豊
か
な
農
夫
、
三
男
は
役
人
に
な
っ

て
家
族
を
守
り
、
四
男
は
出
家
し
て
家
族
や
一
切
の
人
々
を
救
済
す
る
、
そ
ん
な
四
人
の
子
ど
も
が
ほ
し
い
、
と
答
え
ま
す
。
釈
尊
は
、

そ
の
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
た
、
と
言
い
ま
す
。
優
婆
夷
は
喜
ん
で
家
に
帰
り
、
し
ば
ら
く
す
る
と
一
人
の
男
の
子
が
生
ま
れ
ま
す
。
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母
親
は
、
そ
の
子
を
こ
よ
な
く
愛
し
ま
す
。
子
ど
も
が
大
き
く
な
っ
て
、
な
ぜ
わ
た
し
を
そ
れ
ほ
ど
愛
し
て
く
れ
た
の
で
す
か
、
と
母

に
尋
ね
る
と
、
母
は
、
昔
、
世
尊
を
供
養
し
て
願
っ
た
こ
と
を
話
し
ま
す
。
す
る
と
、
子
ど
も
は
、
母
の
願
い
の
ま
ま
に
、
ま
ず
商
人

に
な
り
、次
に
農
夫
に
な
り
、次
に
役
人
に
な
り
、最
後
に
出
家
し
て
阿
羅
漢
と
な
っ
て
、両
親
と
一
切
人
を
救
済
し
ま
す
。
最
後
に
、「
こ

の
よ
う
に
福
徳
を
積
ん
で
願
を
発
す
る
な
ら
、
な
に
ご
と
も
成
就
し
な
い
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
物
語
が
し
め
く
く
ら
れ

ま
す
（「
是
以
作
福
発
願
但
在
心
志
。
無
往
不
得
也
」
大
正
蔵
、
第
四
巻
、
五
三
九
ペ
ー
ジ
下
段
一
二
行
〜
五
四
〇
ペ
ー
ジ
上
段
八
行; 

C
inq cents contes, II, p. 115-117, no. 223; sum

m
ary, IV, p. 35

）。―
―

こ
の
物
語
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、
優
婆
夷
が
望
む

四
人
の
息
子
の
職
業
が
、
ま
さ
に
デ
ュ
メ
ジ
ル
の
言
う
イ
ン
ド
‐
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
の
「
三
機
能
」
に
合
致
す
る
こ
と
で
す
。
長
男
と

次
男
の
商
業
と
農
業
は
、
第
三
機
能
の
二
つ
の
側
面
に
当
た
り
ま
す
し
、
三
男
の
家
族
を
守
る
「
役
人
」
と
い
う
の
は
、
軍
や
戦
に
関

係
す
る
「
第
二
機
能
」
に
当
た
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
阿
羅
漢
は
宗
教
機
能
で
あ
る
「
第
一
機
能
」
に
当
た
り
ま
す
。

　
　
　

在
家
夫
婦
の
願

　

も
う
一
つ
、こ
の
話
が
お
も
し
ろ
い
の
は
、こ
れ
を
ち
ょ
う
ど
逆
転
さ
せ
た
よ
う
な
物
語
が
、『
経
律
異
相
』
に
出
て
い
る
こ
と
で
す
（
出

典
は
「
出
譬
喩
経
第
十
卷
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
何
に
当
た
る
の
か
、
未
調
査
で
す
）（
大
正
蔵
、
第
五
三
巻
、
二
三
七
ペ
ー

ジ
下
段
六
行
〜
一
八
行; C

inq cents contes, III, p. 267-268, no. 477; sum
m

ary, IV, p. 77; notes, IV, p. 239

）。
あ
る
子
ど
も

が
な
い
夫
婦
が
、
天
の
社
に
供
養
し
て
、
子
ど
も
を
授
け
て
ほ
し
い
、
と
願
い
ま
す
。
し
ば
ら
く
し
て
、
妻
が
妊
娠
し
ま
す
が
、
産
ま

れ
た
の
は
人
間
の
子
ど
も
で
は
な
く
、四
つ
の
物
体
で
し
た
。一
つ
は
米
が
た
く
さ
ん
入
っ
た
栴
檀
の
枡
、も
う
一
つ
は
甘
露
が
入
っ
た
瓶
、

も
う
一
つ
は
宝
物
が
入
っ
た
袋
、
最
後
は
七
節
の
杖
で
、
夫
婦
は
、
子
ど
も
が
ほ
し
い
と
願
っ
た
の
に
こ
ん
な
物
を
も
ら
っ
て
も
し
か
た

が
な
い
、
と
嘆
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
物
は
す
べ
て
魔
法
の
物
体
で
、
枡
や
瓶
や
袋
は
無
尽
蔵
、
杖
は
誰
か
が
襲
っ
て
く
る
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と
ひ
と
り
で
に
相
手
を
叩
き
の
め
す
杖
で
し
た
。
こ
う
し
て
夫
婦
は
誰
も
が
う
ら
や
む
長
者
と
な
り
、
最
後
に
国
王
が
宝
物
を
奪
お
う

と
兵
を
遣
わ
し
て
も
、
杖
が
軍
隊
を
追
い
払
い
、
夫
婦
は
無
事
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
物
語
で
す
。
こ
こ
で
も
、
四
つ
の

魔
法
の
物
体
は
、
枡
と
袋
が
イ
ン
ド
‐
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
の
第
三
機
能
の
二
つ
の
側
面
を
表
わ
す
と
言
え
ま
す
し
、
杖
は
明
ら
か
に
第

二
機
能
に
当
た
り
ま
す
。
ま
た
、「
甘
露
」（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
はam

rta

）
は
宗
教
的
な
意
味
を
も
っ
た
物
体
で
、こ
の
説
話
で
も
「
万

病
を
癒
す
薬
」
と
い
う
形
で
出
て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
第
一
機
能
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。―

―

ま
た
、
前
の
物
語

で
は
仏
に
供
養
す
る
功
徳
に
よ
っ
て
願
が
叶
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
『
経
律
異
相
』
の
話
で
は
、「
天
の
社
」
に
対
す
る
供
養
で
も
、
在

家
の
人
の
願
が
同
じ
よ
う
に
叶
え
ら
れ
る
、
と
語
ら
れ
て
い
る
点
が
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
の
説
話
に
も
イ
ン
ド
‐
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
の
影
響
が
は
っ
き
り
見
え
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
覚
え
て
お

い
て
も
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
説
話
の
中
に
残
存
し
た
非
常
に
些
細
な
影
響
で
、
仏
教
特
有
の
文
化
の
よ
り

大
き
な
側
面
に
デ
ュ
メ
ジ
ル
の
理
論
に
当
て
は
ま
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
今
後
の
課
題
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
　
　

争
う
ピ
シ
ャ
ー
チ
ャ

　

今
の
『
経
律
異
相
』
の
説
話
と
似
た
魔
法
の
物
体
が
現
わ
れ
る
説
話
は
、
ほ
か
に
も
見
つ
か
り
ま
す
。
そ
の
一
例
と
し
て
（
こ
れ
に

は
「
願
」
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
）、僧
伽
斯
那
と
求
那
毘
地
訳
と
い
う
『
百
喩
経
』
に
見
え
る
毘
舍
闍
の
話
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
（
大
正
蔵
、

第
四
巻
、五
四
九
ペ
ー
ジ
上
段
二
七
行
〜
中
段
一
五
行; C

inq cents contes, II, p. 185-186, no 277; sum
m

ary, IV, p. 41; note, p. 

167

）。
二
人
の
毘
舍
闍
鬼
＝
ピ
シ
ャ
ー
チ
ャ
が
、
箱
と
杖
と
靴
を
共
有
し
て
い
て
、
互
い
に
そ
れ
ら
を
独
り
占
め
し
よ
う
と
喧
嘩
を
し

て
い
る
、
そ
こ
に
一
人
の
人
が
通
り
か
か
り
、
何
で
そ
ん
な
に
喧
嘩
を
し
て
い
る
の
か
尋
ね
ま
す
。
毘
舍
闍
た
ち
が
言
う
に
は
、
箱
は
一

切
の
衣
食
に
必
要
な
も
の
が
出
て
く
る
無
尽
の
箱
で
、
杖
は
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
と
誰
に
も
襲
わ
れ
な
い
無
敵
の
杖
、
ま
た
靴
は
そ
れ
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を
履
い
て
い
れ
ば
ど
こ
に
で
も
飛
ん
で
い
け
る
魔
法
の
靴
だ
、
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
通
り
掛
か
り
の
人
は
、
で
は
、
二
人
と

も
ち
ょ
っ
と
離
れ
て
い
れ
ば
、
平
等
に
分
け
て
喧
嘩
が
収
ま
る
よ
う
に
し
て
や
る
、
と
言
い
ま
す
。
毘
舍
闍
た
ち
が
少
し
離
れ
る
と
、

男
は
箱
と
杖
を
持
ち
、
靴
を
履
い
て
、
飛
び
立
っ
て
、
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
い
る
毘
舍
闍
た
ち
に
、
こ
れ
で
喧
嘩
の
種
は
な
く
な
っ
た

だ
ろ
う
、
と
言
っ
て
虚
空
を
去
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
箱
と
杖
が
イ
ン
ド
‐
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
の
第
三
機
能
と
第
二
機
能
に

当
た
り
、
魔
法
の
靴
が
第
一
機
能
に
当
た
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　

頂
生
王
説
話

　

次
に
見
る
の
は
、
康
僧
会
訳
の
『
六
度
集
経
』
に
語
ら
れ
た
「
頂
生
王
」（
ム
ー
ル
ダ
ジ
ャ M

urdhaja

王
）
と
呼
ば
れ
る
王
の

物
語
で
す
（
大
正
蔵
、
第
三
巻
、
二
一
ペ
ー
ジ
下
段
一
八
行
〜
二
二
ペ
ー
ジ
中
段
一
五
行; C

inq cents contes, I, p. 137-142, no.40; 

sum
m

ary, IV, p. 8; note, IV, p. 107-109
）。
こ
の
王
は
、「
聖
な
る
王
」
で
あ
り
、
か
つ
「
仁
な
る
王
」
で
（「
王
既
聖
且
仁
」）、

彼
が
願
う
こ
と
は
、
す
べ
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
実
現
し
ま
す
。
彼
は
ま
ず
、
七
日
七
夜
、
空
か
ら
金
と
銀
の
銭
が
雨
と
な
っ
て
降
る
こ
と

を
願
い
、
次
に
東
西
南
北
に
領
土
が
拡
が
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
願
い
が
す
べ
て
実
現
し
て
全
地
表
を
統
治
す
る
王
と
な
っ

た
後
、
彼
は
窘
利
天
に
昇
り
、
帝
釈
天
が
死
ん
で
自
分
が
そ
の
位
に
就
き
た
い
と
望
み
ま
す
。
そ
の
「
悪
念
」
を
抱
い
た
と
た
ん
に
、

彼
の
神
通
は
力
を
失
い
、
地
上
に
堕
ち
て
病
気
に
な
り
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
王
の
話
は
、『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
や
『
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
・

プ
ラ
ー
ナ
』
で
も
マ
ー
ン
ダ
ー
ト
リM

andhatri

と
い
う
名
前
で
語
ら
れ
て
お
り
、
仏
典
で
も
『
賢
愚
経
』
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
経
典

で
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
王
は
、
た
ん
に
「
聖
で
あ
り
仁
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
と
く
に
功
徳
を
積

ん
だ
わ
け
で
も
修
業
を
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
願
っ
た
こ
と
が
す
べ
て
実
現
す
る
、
と
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
仏
教
の
理
屈
に

合
わ
な
い
側
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
か
、『
六
度
集
経
』
で
は
物
語
の
最
後
に
、
こ
の
王
は
釈
尊
の
前
世
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
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生
で
功
徳
を
積
ん
だ
た
め
に
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
、
と
い
う
付
け
足
し
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
も
い
く
ら
か
苦
し

い
言
い
訳
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
先
に
、
デ
ュ
メ
ジ
ル
の
イ
ン
ド
‐
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
研
究
の
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
の

説
話
の
主
人
公
の
王
も
、
イ
ン
ド
‐
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
の
「
最
初
の
王
」
に
か
ん
す
る
神
話
の
タ
イ
プ
に
非
常
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。

　
　
　

沙
弥
の
邪
願

　

次
に
『
衆
経
撰
雑
譬
喩
』
か
ら
、
龍
王
に
な
っ
た
沙
弥
の
話
を
ご
紹
介
し
ま
す
（
大
正
蔵
、
第
四
巻
、
五
三
三
ペ
ー
ジ
下
段
一
九
行

〜
五
三
四
ペ
ー
ジ
上
段
七
行; C

inq cents contes, II, p. 87-88, no. 207; sum
m

ary, IV, p. 33; note, p. 159

）。
あ
る
阿
羅
漢
が
い

つ
も
龍
宮
に
行
っ
て
も
て
な
し
を
受
け
、
説
法
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
習
慣
に
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
弟
子
の
沙
弥
が
師
匠
の
鉢

の
底
に
つ
い
て
い
た
飯
粒
を
食
べ
て
み
る
と
、
非
常
に
お
い
し
い
の
で
、
師
匠
の
床と
こ

（
身
体
を
横
た
え
る
寝
椅
子
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

う
）
の
底
に
し
が
み
つ
い
て
一
緒
に
龍
宮
に
忍
び
込
み
ま
す
。
龍
王
は
そ
れ
を
見
つ
け
、
一
度
だ
け
、
と
い
う
こ
と
で
、
沙
弥
も
共
に
も

て
な
し
ま
す
。
沙
弥
は
、食
事
が
美
味
で
あ
り
、龍
女
が
美
し
い
こ
と
を
見
て「
大
貪
着
」の
心
を
発
し
、こ
の
龍
王
か
ら
龍
宮
を
奪
っ
て
、

こ
こ
に
住
も
う
、と
い
う
誓
願
を
立
て
、
寺
に
帰
っ
て
一
心
に
布
施
と
持
戒
に
励
み
ま
す
（「
一
心
布
施
持
戒
。
専
求
所
願
早
作
龍
身
」）。

し
ば
ら
く
し
て
寺
の
周
り
を
右
遶
し
て
い
る
と
足
の
下
に
水
が
湧
き
出
す
の
を
発
見
し
、
願
が
叶
え
ら
れ
る
時
が
き
た
の
を
悟
っ
て
、

師
匠
が
水
に
入
っ
た
大
池
の
淵
か
ら
袈
裟
を
頭
に
か
ぶ
っ
て
飛
び
込
み
ま
す
（
是
時
遶
寺
。
足
下
水
出
。
自
知
必
得
作
龍
。
径
至
師

本
所
入
処
大
池
水
辺
。
以
袈
裟
覆
頭
而
入
水
中
」）。
す
る
と
た
ち
ま
ち
死
ん
で
大
龍
と
な
り
、「
福
徳
が
大
き
い
ゆ
え
に
」
前
の
龍
王

を
殺
し
て
自
分
が
龍
宮
の
主
人
に
な
り
ま
す
。―

―

こ
の
物
語
も
、
非
常
に
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
た
く
さ
ん
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
あ

り
ま
す
。
た
と
え
ば
康
孟
詳
、
康
僧
會
共
訳
の
『
旧
雑
譬
喩
経
』
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
は
、
前
半
は
や
や
別
の
展
開
が
あ
り
、
後
半
は

三
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同
じ
物
語
で
す
（
大
正
蔵
、
第
四
巻
、
五
一
一
ペ
ー
ジ
下
段
一
六
行
〜
五
一
二
ペ
ー
ジ
上
段
一
五
行; C

inq cents contes, I, p. 358-360, 

no. 94; sum
m

ary, IV, p. 17-18; note, p. 139

）。
そ
こ
で
は
、
師
匠
が
「
龍
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
す
る
な
ど
愚
か
な
こ
と
だ
。

お
ま
え
は
沙
弥
で
、
ま
だ
得
道
は
し
て
い
な
く
て
も
必
ず
窘
利
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
畜
生
で
あ
る
龍
よ
り
も
百
倍
も
す
ぐ

れ
た
場
所
だ
」
な
ど
と
沙
弥
を
説
得
し
ま
す
が
（「
彼
雖
有
殿
舎
七
宝
婦
人
捲
女
。
故
為
畜
生
耳
。
汝
為
沙
弥
。
雖
未
得
道
。
必
生
窘

利
天
上
。
勝
彼
百
倍
」）、
沙
弥
は
答
え
も
せ
ず
、
昼
夜
龍
に
生
ま
れ
る
こ
と
ば
か
り
思
っ
て
絶
食
し
、
病
気
に
な
っ
て
死
ん
で
、
龍
の

子
ど
も
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、『
大
唐
西
域
記
』
で
は
、
こ
れ
は
カ
ピ
シ
の
伝
説
と
し
て
物
語
ら
れ
て
い
ま
す
（
大
正
蔵
、

第
五
十
一
巻
、
八
七
四
ペ
ー
ジ
中
段
一
九
行
〜
八
七
五
ペ
ー
ジ
上
段
一
三
行
）。
物
語
は
、『
衆
経
撰
雑
譬
喩
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
こ

こ
で
は
沙
弥
の
誓
願
が「
悪
願
」と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す（「
即
起
悪
願
。
恨
師
忿
龍
。
願
諸
福
力
於
今
悉
現
断
此
龍
命
。

我
自
為
王
」）。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
が
こ
の
悪
龍
を
退
治
す
る
、
と
い
う
物
語
が
後
日
談
と
し
て
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
説
話
で
は
、
嫉
妬
や
貪
欲
に
よ
る
「
悪
願
」
で
も
、
布
施
や
持
戒
と
い
っ
た
修
業
を
支
え
と
す
れ
ば
、
い
わ
ば
自
動
的
に
叶
え
ら

れ
る
、
と
い
う
点
が
注
目
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　

側
女
の
怨
念

　

そ
の
次
は
、や
は
り
『
衆
経
撰
雑
譬
喩
』
に
見
え
る
長
い
物
語
で
す
（
大
正
蔵
、第
四
巻
、五
四
〇
ペ
ー
ジ
上
段
二
八
行
〜
下
段
二
九
行; 

C
inq cents contes, II, p. 119-124, no. 225; sum

m
ary, IV, p. 35; note, p. 162

）。
こ
の
話
に
つ
い
て
は
、
昔
、
い
く
ら
か
脚
色

を
施
し
た
要
約
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
引
用
す
る
こ
と
を
お
許
し
下
さ
い
。

昔
、
あ
る
と
こ
ろ
に
二
人
の
妻
を
養
っ
て
い
る
男
が
い
た
。
正
妻
の
方
は
石
女
で
子
ど
も
が
な
か
っ
た
が
、
側
女
に
端
正
な
男
の

三
四

（
22
）

（
23
）



子
が
生
ま
れ
た
。
正
妻
は
内
心
大
い
に
嫉
妬
し
た
が
、外
面
は
母
親
以
上
に
そ
の
子
ど
も
を
可
愛
が
る
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
。

そ
し
て
一
年
ば
か
り
た
っ
て
、
誰
も
疑
う
者
が
い
な
く
な
っ
た
頃
、
彼
女
は
そ
っ
と
子
ど
も
の
頭
頂
に
針
を
刺
し
て
、
見
え
な
く

な
る
ま
で
深
々
と
埋
め
込
ん
だ
。
子
ど
も
は
泣
き
叫
ん
だ
が
、
原
因
不
明
の
ま
ま
七
日
の
ち
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
子
の
母
親
は
、今
に
も
死
な
ん
ば
か
り
に
嘆
き
悲
し
ん
だ
が
、そ
の
う
ち
そ
れ
が
正
妻
の
し
わ
ざ
だ
っ
た
こ
と
を
見
抜
い
て
、

心
に
復
讐
を
誓
っ
た
。―

―

そ
こ
で
彼
女
は
お
寺
に
行
っ
て
坊
さ
ん
た
ち
に
尋
ね
た
。「
私
の
心
中
の
願
が
か
な
う
に
は
、
ど
ん
な

功
徳
を
積
ん
だ
ら
よ
い
で
し
ょ
う
？
」
坊
さ
ん
が
言
う
に
は
、「
汝
は
八
関
斎
を
守
る
べ
し
。
す
な
わ
ち
欲
す
る
と
こ
ろ
、
意
の
如

く
に
な
る
で
あ
ろ
う
」。
そ
れ
で
、
彼
女
は
そ
れ
を
忠
実
に
守
り
、
八
つ
の
戒
を
修
し
た
あ
げ
く
に
、
七
日
の
ち
に
死
ん
で
し
ま
っ

た
。

　

こ
こ
か
ら
、
彼
女
の
復
讐
劇
が
始
ま
る
。
さ
て
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
石
女
だ
っ
た
正
妻
に
急
に
子
ど
も
が
授
か
っ
て
、
美
し

い
女
の
子
が
生
ま
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
歳
に
な
る
と
、
そ
の
子
も
ポ
ッ
ク
リ
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
正
妻
に
は
次
々
に
女

の
子
が
生
ま
れ
た
が
、
ど
の
子
も
二
歳
、
三
歳
、
四
歳
、
五
歳
、
六
歳
、
七
歳
で
死
ん
で
し
ま
う
。
最
後
に
生
ま
れ
た
の
は
、
こ

れ
ま
で
よ
り
さ
ら
に
美
し
い
輝
く
ば
か
り
の
子
ど
も
で
、
と
う
と
う
十
四
歳
ま
で
育
ち
、
許
い
い
な
づ
け
嫁
も
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
い
よ
い
よ

婚
礼
の
前
日
と
い
う
そ
の
晩
に
、
そ
の
子
も
ま
た
ポ
ッ
ク
リ
と
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
正
妻
は
死
ぬ
ほ
ど
嘆
き
、
棺
の
蓋
を
す
る
こ

と
も
許
さ
ず
、
死
ん
で
ま
す
ま
す
美
し
く
な
っ
て
い
く
娘
の
顔
に
た
だ
見
入
っ
て
い
た
。

　

こ
う
し
て
二
十
日
も
た
っ
た
頃
、
あ
る
阿
羅
漢
が
、
す
べ
て
を
知
っ
て
正
妻
を
助
け
よ
う
と
考
え
、
乞
食
僧
に
扮
し
て
彼
女
の

家
に
や
っ
て
き
た
。
彼
女
は
、「
そ
ん
な
お
坊
さ
ま
に
お
会
い
す
る
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
」と
断
る
が
、そ
の
坊
さ
ん
は
ど
ん
ど
ん
入
っ

て
き
て
、「
し
か
し
奥
さ
ん
、
昔
お
宅
に
い
た
お
側
女
さ
ん
は
今
は
ど
こ
に
お
ら
れ
る
の
で
す
か
、
亡
く
な
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
が
」

と
問
い
掛
け
る
。
彼
女
は
ギ
ク
ッ
と
し
て
答
え
ず
に
い
る
と
、
坊
さ
ん
は
た
た
み
か
け
て
問
う
。「
そ
の
お
側
女
さ
ん
の
お
子
さ
ん

三
五
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も
亡
く
な
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
死
に
方
を
さ
れ
た
の
で
す
か
」。

　

彼
女
は
、
心
中
深
く
恥
じ
て
黙
っ
て
い
る
。
と
、
坊
さ
ん
は
さ
ら
に
と
ど
め
を
刺
し
て
、

「
あ
な
た
は
人
の
子
を
殺
し
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
母
親
は
嘆
き
の
あ
ま
り
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
母
親
が
、
あ

な
た
の
娘
に
な
っ
て
前
後
七
回
も
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
よ
。
あ
な
た
の
敵
か
た
き

は
、
そ
の
お
側
女
な
の
だ
。
悲
嘆
の
毒
で
あ
な
た
を

呪
い
殺
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
あ
の
母
親
な
の
で
す
。
試
し
に
死
ん
だ
娘
さ
ん
の
棺
を
の
ぞ
い
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」。

　

ハ
ッ
と
思
っ
て
彼
女
が
棺
の
置
い
て
あ
る
部
屋
に
戻
っ
て
み
る
と
、
さ
っ
き
ま
で
美
し
く
横
た
わ
っ
て
い
た
娘
の
屍
体
は
、
今
は

す
っ
か
り
腐
爛
し
て
あ
ま
り
の
臭
気
に
近
づ
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
こ
で
彼
女
は
は
じ
め
て
す
べ
て
を
悟
り
、
阿
羅
漢
に
懇
願

し
て
言
っ
た
。

「
こ
の
罪
多
い
私
に
、
戒
を
授
け
て
下
さ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
な
っ
て
は
お
す
が
り
で
き
る
の
は
あ
な
た
様
以
外
に
ご

ざ
い
ま
せ
ん
」。

「
そ
れ
で
は
明
日
、
寺
に
来
な
さ
い
」
と
い
う
坊
さ
ん
の
こ
と
ば
に
、
は
じ
め
て
心
安
ら
か
に
な
っ
て
彼
女
は
一
晩
を
す
ご
し
た
。

　

し
か
し
「
元
側
女
」
は
そ
れ
で
は
お
さ
ま
ら
な
い
。
彼
女
は
た
ち
ま
ち
毒
蛇
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
次
の
日
、
寺
へ
急
ぐ
正
妻
の

道
を
ふ
さ
い
だ
。
正
妻
は
怖
ろ
し
い
蛇
に
足
も
す
く
ん
で
、
動
く
こ
と
も
な
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
日
は
も
は
や
暮
れ
か
か
る
。
彼
女

は
た
だ
、「
お
坊
さ
ま
、
お
助
け
下
さ
い
」
と
祈
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

そ
れ
を
知
っ
た
阿
羅
漢
は
、
駆
け
つ
け
て
き
て
、
蛇
に
向
か
っ
て
言
う
。「
お
前
は
世
々
に
亙
っ
て
こ
の
女
と
同
じ
家
に
側
女
と

し
て
嫁
い
で
き
て
、
二
人
と
も
互
い
に
憎
み
合
い
、
恐
ろ
し
い
罪
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
業
が
積
も
っ
て
、
現
世
に
至
っ
て
こ
の
有

り
様
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
罪
は
み
な
許
さ
れ
た
と
し
て
も
、
い
ま
こ
の
女
の
行
く
手
を
断
と
う
も
の
な
ら
、
未
来
永
劫
、

地
獄
の
責
め
苦
に
あ
う
の
だ
ぞ
」。
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蛇
も
こ
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
、
は
じ
め
て
過
去
の
何
世
に
も
亙
る
正
妻
と
の
恐
ろ
し
い
確
執
の
記
憶
が
甦
り
、
そ
の
お
ぞ
ま
し

さ
に
も
た
げ
て
い
た
鎌
首
も
地
面
に
置
い
て
、た
だ
恥
じ
入
る
ば
か
り
だ
っ
た
。こ
れ
を
見
た
阿
羅
漢
は
、呪
願
を
立
て
て
こ
う
言
っ

た
。

「
汝
ら
二
人
は
、幾
世
も
の
あ
い
だ
互
い
を
憎
み
苦
し
め
合
っ
て
き
た
。
今
、こ
の
時
を
も
っ
て
、そ
れ
ら
の
罪
が
終
わ
る
よ
う
に
。

こ
の
願
に
よ
っ
て
、
世
々
、
互
い
に
悪
意
を
抱
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
」。

　

こ
う
し
て
両
名
が
そ
れ
ぞ
れ
罪
を
悔
い
て
恥
じ
入
る
と
、
蛇
は
す
な
わ
ち
命
を
終
え
て
、
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
そ
し
て

彼
の
聖
僧
の
説
教
を
聞
い
て
歓
喜
し
、
彼
に
従
っ
て
戒
を
受
け
、
信
心
深
い
優
婆
夷
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

お
聞
き
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
一
箇
の
見
事
な
恐
怖
短
編
小
説
で
、
こ
れ
だ
け
複
雑
で
お
も
し
ろ
い
物
語
が
紀
元
五
世
紀
の
初
め
に
語

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
驚
き
で
す
。
こ
う
し
た
も
の
が
翻
訳
さ
れ
て
い
た
六
朝
時
代
は
、中
国
で
は
い
わ
ゆ
る
「
志
怪
小
説
」

が
書
か
れ
て
い
た
時
代
で
す
が
、
こ
の
物
語
な
ど
、
そ
う
し
た
純
中
国
製
の
文
学
に
比
べ
て
は
る
か
に
モ
ダ
ン
な
感
じ
が
す
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
説
話
を
見
る
と
、
イ
ン
ド
起
源
の
仏
教
文
学
が
、
そ
の
後
の
東
ア
ジ
ア
の
文
学
や
感
性
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、

計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、結
婚
の
直
前
に
美
し
い
女
が
腐
乱
死
体
に
変
っ
て
し
ま
う
、と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、

た
と
え
ば
鳩
摩
羅
什
の
『
維
摩
経
』
に
対
す
る
注
釈
に
も
見
ら
れ
、
そ
の
後
、
た
と
え
ば
中
国
に
お
け
る
観
音
菩
薩
の
女
性
化
に
大
き

な
意
味
を
も
っ
た
「
馬
郎
婦
」
の
説
話
で
も
大
々
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
大
乗
的
な
仏
教
説
話
の
一
つ
の
元

型
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
に
連
な
る
も
の
で
す
。
さ
ら
に
、
女
同
士
の
嫉
妬
、
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
仏
教
の
女
性
差
別
的
な
言
説
の
重
要
な

要
素
と
な
っ
て
い
ま
す
し
、
怨
念
に
満
ち
た
女
が
蛇
に
変
身
す
る
、
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
も
、
有
名
な
『
道
成
寺
縁
起
』
な
ど
で
広
く

知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

（
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さ
て
、「
願
」の
問
題
に
関
し
て
は
、こ
の
説
話
に
は
、一
つ
に
は「
側
女
」の
怨
念
に
基
づ
い
た
願
が
、「
八
関
斎
」を
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
善
悪
と
か
か
わ
り
な
く
、
い
わ
ば
自
動
的
に
実
現
す
る
と
い
う
、
一
種
の
呪
術
的
な
働
き
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
と
同
時
に
、
阿

羅
漢
の「
呪
願
」に
よ
っ
て
、こ
れ
ま
で
世
々
に
重
ね
ら
れ
て
き
た
二
人
の
女
の
間
の
宿
業
が
、一
瞬
の
う
ち
に
ご
破
算
に
さ
れ
て
し
ま
う
、

と
い
う
不
思
議
な
働
き
を
も
つ
願
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
阿
羅
漢
の
「
呪
願
」
は
、
阿
羅
漢
が
こ
れ
ま
で
積
み

重
ね
て
き
た
数
え
き
れ
な
い
功
徳
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
先
に
、
部
派
仏
教
の
大
衆
部
の
教
説
で
、
第
二
阿
僧
祇
劫
以
後

の
菩
薩
は
、
業
の
法
則
と
は
無
関
係
に
、
願
に
よ
っ
て
望
む
生
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
わ
れ
て
い
た
の
と
似
た
よ
う

な
、
一
種
の
超
自
然
的
な
願
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
説
話
に
は
、
正
妻
が
側
女
の
子
ど
も
の
頭
に
針
を
刺
し
て
殺
す
、
と
い
う
き
わ
め
て
印
象
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
『
賢
愚
経
』
の
長
い
説
話
で
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
（
大
正
蔵
、
第
四
巻
、
三
六
八
ペ
ー
ジ
上
段
二
八
行
〜
中
段
一
六
行
、
以

下;  C
inq cents contes, IV, note, p. 162

）。
た
だ
、
こ
の
場
合
は
、
子
ど
も
を
殺
さ
れ
た
疑
い
を
も
っ
た
側
女
が
、
正
妻
を
問
い
詰
め

る
と
、
正
妻
は
「
も
し
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
な
ら
、
後
の
生
で
夫
が
蛇
に
殺
さ
れ
て
も
い
い
、
子
ど
も
が
水
に
溺
れ
て
も
、
狼
に
食

べ
ら
れ
て
も
い
い
、
自
分
が
生
き
埋
め
に
さ
れ
て
も
い
い
、
自
分
で
自
分
の
子
ど
も
を
食
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
も
い
い
」
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
不
幸
に
襲
わ
れ
て
も
い
い
、
と
い
う
「
呪
誓
」
を
立
て
、
そ
の
後
そ
れ
ら
の
不
幸
が
す
べ
て
実
現
す
る
、
と
い
う
設
定
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
の
「
呪
誓
」
は
、
あ
る
人
物
が
言
う
こ
と
が
真
実
で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
が
起
る
よ
う
に
、
と
い
う
、

先
に
も
述
べ
た
「
真
実
語
」satyavacana

の
一
種
で
あ
っ
て―

―
も
っ
と
も
、
普
通
の
「
真
実
語
」
は
、
そ
れ
を
発
し
た
人
の
利
益
に

な
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
ま
さ
に
逆
に
働
き
、
恐
ろ
し
い
結
果
を
も
た
ら
し
ま
す
が―

―

、「
真
実
語
」
の
概
念
が
「
呪
誓
」

と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
正
妻
と
側
女
」
の
話
は
、
物
語
と
し
て
は
と
て
も
お
も
し
ろ
い
の
で
す
が
、
少
し
で
も
「
現
実
」
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
と
、

（
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）
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恐
ろ
し
く
奇
妙
な
話
で
す（
他
の
説
話
で
も
、み
な
同
じ
問
題
を
含
ん
で
い
ま
す
が
、こ
の
話
は
と
く
に「
リ
ア
ル
」な
印
象
が
あ
る
の
で
、

「
現
実
の
こ
と
と
し
て
考
え
」
や
す
い
側
面
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
）。
た
と
え
ば
『
衆
経
撰
雑
譬
喩
』
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
、
側
女
が
生

ま
れ
変
わ
っ
て
す
ぐ
に
死
ん
で
し
ま
う
娘
は
、「
現
実
」
な
の
か
、「
幻
影
」（
幽
霊
、
怨
霊
）
な
の
か
。
そ
の
た
め
に
嘆
き
悲
し
む
正
妻

の
嘆
き
や
悲
し
み
は
「
現
実
」
な
の
か
、「
幻
影
」
な
の
か
。
ま
た
、『
賢
愚
経
』
の
話
で
、
正
妻
の
「
逆
・
真
実
語
」
の
結
果
と
し
て
、

正
妻
自
身
が
後
世
で
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
の
は
仕
方
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
せ
い
で
「
蛇
に
殺
さ
れ
る
夫
、
水
に
溺
れ
る
子
ど
も
、

狼
に
食
べ
ら
れ
る
子
ど
も
、
母
に
食
わ
れ
る
子
ど
も
」
な
ど
な
ど
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
、
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
が
「
現
実
」
と
感
じ
る
よ
う
な
こ
と
と
、
こ
う
し
た
願
や
真
実
語
の
観
念
に
基
づ
く
「
現
実
」
と
で
は
、
ま
っ
た
く
意
味
が

違
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
「
業
の
法
則
」
あ
る
い
は
「
真
実
」
の
力
に
の
っ
と
っ
て
成
立
す
る
世
界
は
、
わ
れ
わ
れ
現

代
に
生
き
る
人
間
が
普
通
に
考
え
る
世
界
と
は
ま
っ
た
く
違
い
、
現
代
人
的
な
感
覚
か
ら
言
え
ば
、
す
べ
て
が
物
語
的
な
仮
構
に
囲
い

込
ま
れ
た
世
界
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
も
し
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
超
自
然
的
で
あ
り
、
呪
術
的
で
あ
る
と
思
え
る
よ
う

な
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
「
自
然
法
則
」（
た
と
え
ば
「
業
の
法
則
」
や
「
真
実
」
の
力
）
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
世
に
超
自
然
的
な

こ
と
や
呪
術
的
な
こ
と
は
（
そ
の
「
業
の
法
則
」
そ
の
も
の
を
破
棄
し
て
し
ま
う
阿
羅
漢
の
「
呪
願
」
の
よ
う
な
力
を
除
け
ば
）
最
初

か
ら
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
、「
願
」
の
意
味
を
考
え
る
時
に
、
も
っ
と
も
根
本
的
な
問
題
だ
と

思
い
ま
す
。

　
　
　

六
牙
の
白
象

　

次
は
、
吉
迦
夜
と
曇
曜
の
共
訳
『
雑
宝
蔵
経
』
や
『
六
度
集
経
』
な
ど
に
見
え
る
六
牙
の
白
象
の
物
語
で
す
。
こ
れ
も
、
パ
ー
リ
語

の
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
や
『
大
智
度
論
』、『
大
唐
西
域
記
』
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
非
常
に
多
く
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
あ
る
有
名
な
本

（
27
）
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生
譚
の
一
つ
で
す
。
こ
こ
で
は
『
雑
宝
蔵
経
』
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
要
約
し
ま
す
（
大
正
蔵
、
第
四
巻
、
四
五
三
ペ
ー
ジ
下
段
二
四
行
〜

四
五
四
ペ
ー
ジ
中
段
一
一
行;  C

inq cents contes, IV, p. 100-102

）。
菩
薩
は
前
生
で
、象
の
群
れ
の
王
、六
牙
の
白
象
と
し
て
生
ま
れ
、

Bhadra
と Subhadra

と
い
う
二
人
の
妻
を
も
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
時
、
三
頭
が
散
歩
し
て
い
る
時
、
白
象
が
美
し
い
蓮
の
花
を
見

つ
け
て
バ
ド
ラ
ー
に
上
げ
よ
う
と
し
ま
す
が
、ス
バ
ド
ラ
ー
が
横
か
ら
そ
れ
を
横
取
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
た
バ
ド
ラ
ー
は
、

「
夫
は
ス
バ
ド
ラ
ー
を
愛
し
て
い
る
、わ
た
し
は
愛
さ
れ
て
い
な
い
」と
思
い
込
み
、嫉
妬
の
心
を
起
こ
し
ま
す
。
バ
ド
ラ
ー
は
、日
ご
ろ
、

山
の
中
に
あ
っ
た
仏
塔
に
花
を
捧
げ
て
供
養
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
場
所
に
行
っ
て
「
人
と
し
て
生
ま
れ
、
前
生
の
こ
と
を
知
っ
て

白
象
の
牙
を
抜
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」
と
い
う
願
を
立
て
、
山
の
上
か
ら
身
投
げ
し
て
自
殺
し
ま
す
。
こ
う
し
て
ヴ
ィ
デ
ー
ハ
の

王
女
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
バ
ド
ラ
ー
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
王
の
妃
と
な
り
、「
前
世
の
怨
み
を
思
い
出
し
て
」
白
象
の
六
つ
の
牙

を
取
っ
て
く
る
こ
と
を
強
要
し
ま
す
。
そ
れ
を
依
頼
さ
れ
た
猟
師
は
、
信
心
深
い
白
象
を
騙
す
た
め
に
袈
裟
を
身
に
つ
け
て
、
白
象
に

毒
矢
を
射
か
け
ま
す
。
白
象
は
、
自
分
自
身
で
牙
を
抜
き
、
そ
れ
を
猟
師
に
与
え
て
、「
こ
の
布
施
に
よ
り
、
一
切
衆
生
の
三
毒
の
牙
を

抜
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」
と
い
う
願
を
立
て
ま
す
。
一
方
、牙
を
受
け
取
っ
た
王
妃
は
、後
悔
の
念
に
駆
ら
れ
、功
徳
を
積
ん
で
「
誓

言
」
を
発
し
、「
白
象
が
後
の
生
で
仏
陀
に
な
り
、
わ
た
し
は
そ
の
法
に
従
っ
て
出
家
し
て
阿
羅
漢
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」
と

い
う
願
を
立
て
ま
す
。

　

最
初
の
バ
ド
ラ
ー
の
願
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
邪
願
」
と
同
様
の
願
で
す
が
、
牙
を
猟
師
に
与
え
る
白
象
の
願
は
、
典
型
的
な

菩
薩
の
願
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
最
後
の
王
妃
の
願
は
、
自
分
自
身
が
後
の
生
で
阿
羅
漢
に
な
る
、
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
白

象
が
仏
陀
に
な
る
よ
う
に
、
と
い
う
願
で
、
教
義
的
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
願
と
言
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
　
　

然
灯
授
決
経
（
油
売
の
女
）

（
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）
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次
は
、や
は
り
『
六
度
集
経
』
に
見
え
る
「
然
灯
授
決
経
」
と
い
う
説
話
で
す
（
大
正
蔵
、第
三
巻
、三
八
ペ
ー
ジ
下
段
四
行
〜
三
九
ペ
ー

ジ
上
段
七
行; C

inq cents contes, I, p. 263-266, no 73; sum
m

ary, IV, p. 13-14; note, p. 130

）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、拙
著
『
観

音
変
容
譚
』
で
要
約
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
文
章
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

昔
、
菩
薩
は
女
人
と
し
て
生
ま
れ
た
。
若
く
し
て
寡
婦
と
な
っ
た
が
、
操
を
守
り
三
宝
に
帰
依
し
て
、
貧
し
い
な
が
ら
油
を
売
っ

て
暮
ら
し
て
い
た
。
あ
る
時
、
彼
女
は
一
人
の
年
老
い
た
沙
門
が
当
時
の
仏
陀
に
灯
火
を
捧
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、

毎
日
欠
か
さ
ず
彼
に
油
を
布
施
し
、
そ
の
お
蔭
で
老
沙
門
は
世
尊
に
灯
を
燃
や
し
て
供
養
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
る
沙
門
が
、

こ
の
老
沙
門
の
功
徳
が
彼
に
ど
の
よ
う
な
福
を
も
た
ら
す
か
を
問
う
た
の
に
対
し
て
、
世
尊
は
彼
は
「
無
数
劫
」
の
後
、
正
覚
を

得
て
三
界
を
導
く
仏
陀
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
授
記
〔
予
言
〕
し
た
。
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
油
売
り
の
女
は
世
尊
に
訴
え
て
言
っ

た
。「
老
沙
門
が
捧
げ
た
灯
火
の
油
は
、
わ
た
し
が
お
布
施
と
し
て
差
し
上
げ
た
も
の
で
す
。
あ
の
方
が
仏
陀
に
な
れ
る
の
な
ら
、

わ
た
し
に
も
記
〔
仏
陀
と
な
る
予
言
〕
を
授
け
て
下
さ
い
」。
世
尊
は
女
に
告
げ
て
言
わ
れ
た
。「
女
人
の
身
で
は
仏
陀
、
縁
覚
、

梵
天
、
帝
釈
天
、
魔
王
、
転
輪
聖
王
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
も
の
に
な
る
に
は
〔
女
身
の
〕
穢
体
を
捨
て
て
〔
男

身
の
〕
清
浄
身
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
れ
を
聞
い
た
女
は
、
身
を
清
め
て
か
ら
高
い
塔
に
登
り
、「
い
ま
、
こ
の
穢
体
を

飢
え
渇
い
た
衆
生
に
恵
み
ま
す
。
願
わ
く
は
男
身
を
得
、仏
陀
と
な
る
記
〔
予
言
〕
を
授
け
ら
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
願
を
立
て
て
、

そ
の
ま
ま
地
上
に
身
を
踊
ら
せ
た
。
し
か
し
、
世
尊
は
女
の
至
誠
の
心
を
知
っ
て
、
地
面
を
天
の
網
の
よ
う
に
柔
ら
か
く
し
た
。

地
上
に
落
ち
た
女
は
身
体
に
は
傷
を
負
わ
ぬ
ま
ま
、男
身
に
化
し
て
い
た
。
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
「
男
」
は
限
り
な
く
喜
び
、

世
尊
の
も
と
に
赴
い
て
将
来
仏
陀
と
な
る
記
を
授
け
ら
れ
た
。
先
に
授
記
さ
れ
た
老
沙
門
が
（
後
の
世
に
釈
迦
牟
尼
仏
と
な
る
菩

薩
に
そ
の
号
を
授
け
た
）「
錠
光
仏
」（D

ipam
kara

） 

の
前
身
で
あ
り
、
油
売
り
の
女
が
の
ち
の
釈
迦
牟
尼
仏
自
身
の
前
身
だ
っ

（
30
）
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た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
油
売
の
女
の
願
も
、
ま
さ
に
菩
薩
の
願
で
あ
り
、
女
人
五
障
の
教
説
を
説
く
仏
陀
に
対
し
て
、
捨
身
に
よ
る
自
殺
と
い
う
「
最

終
手
段
」
に
訴
え
て
「
変
成
男
子
」
を
実
践
し
た
と
い
う
例
で
す
。

　
　
　

利
他
行
の
願

　

先
に
、
天
や
長
者
に
な
る
こ
と
を
願
う
願
が
、
解
脱
を
目
的
と
す
る
出
家
者
に
と
っ
て
は
妨
げ
に
な
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
い

ま
し
た
が
、
次
に
ご
紹
介
す
る
『
六
度
集
経
』
の
巻
頭
の
説
話
は
、
大
乗
的
な
利
他
行
の
視
点
か
ら
、
そ
の
問
題
へ
の
一
つ
の
答
え
を

出
し
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
（
大
正
蔵
、
第
三
巻
、
１
ペ
ー
ジ
上
段
二
一
行
〜
中
段
一
一
行; C

inq cents contes, I, p. 5-7, N
o. 1; IV, 

p. 1; p. 85

）。
そ
の
物
語
に
よ
れ
ば
、
昔
、
菩
薩
は
巨
大
な
功
徳
を
積
ん
で
、
世
界
の
十
方
が
そ
の
重
み
に
揺
ら
い
で
い
ま
し
た
。
帝

釈
天
は
、
自
分
の
地
位
が
簒
奪
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
菩
薩
の
前
に
地
獄
の
様
子
を
現
出
さ
せ
、
そ
の
中
で
布
施
行
を
行
な
っ
た
者
が

太
山
地
獄
で
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
せ
ま
し
た
。「
布
施
を
し
て
人
々
を
救
っ
た
者
は
、
死
後
、
こ
の
よ
う
に
地
獄
で
苦
し
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
あ
な
た
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
何
の
益
が
あ
る
で
し
ょ
う
」。
菩
薩
が
そ
の
地
獄
の
亡
者
に
尋
ね
て
み
る
と
、

た
し
か
に
家
財
を
空
に
し
て
人
々
を
救
っ
た
報
い
で
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
に
あ
っ
て
い
る
、
と
答
え
ま
す
。
菩
薩
は
、
帝
釈
天
に
「
で

は
こ
れ
ら
の
亡
者
た
ち
に
救
わ
れ
た
人
々
は
ど
う
な
る
の
で
す
か
」と
尋
ね
る
と
、「
そ
の
人
々
は
命
を
終
え
て
天
に
昇
る
」と
答
え
ま
す
。

菩
薩
は
「
も
し
あ
な
た
の
言
う
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
わ
た
し
の
願
う
と
こ
ろ
で
す
。
わ
た
し
は
人
々
の
た
め
に
彼
ら
を
救
っ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
み
ず
か
ら
を
危
う
く
す
る
こ
と
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
菩
薩
の
す
ぐ
れ
た
志
を
示
す
も
の
で
す
。

わ
た
し
は
、
仏
に
な
っ
て
衆
生
を
涅
槃
に
導
き
、
輪
廻
に
帰
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
す
」
と
答
え
ま
す
。
帝
釈
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天
は
、
そ
の
答
え
に
驚
い
て
叩
頭
し
、「
実
際
に
は
、
人
々
の
た
め
に
布
施
行
を
行
な
っ
た
人
が
太
山
地
獄
に
堕
ち
る
よ
う
な
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
徳
の
た
め
に
天
地
が
動
揺
し
、
わ
た
し
の
位
が
奪
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
た
め
に
、
あ
な
た
の
よ
う

な
聖
人
を
騙
そ
う
と
し
た
の
で
す
」
と
詫
び
て
去
っ
て
い
っ
た
、―

―

と
い
う
物
語
で
す
。

　

先
に
『
六
度
集
経
』
か
ら
帝
釈
天
の
地
位
を
脅
か
そ
う
と
す
る
「
頂
生
王
」
の
物
語
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、
今
の
説
話
は
、
そ
う

し
た
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
的
な
世
界
観
に
対
す
る
仏
教
か
ら
の
答
え
を
表
わ
す
も
の
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　

大
力
毒
龍
の
本
生

　

次
は
、『
大
智
度
論
』
の
第
十
四
巻
に
見
え
る
「
大
力
毒
龍
」
の
本
生
譚
で
す
（
大
正
蔵
、
第
二
五
巻
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
上
段
一
二
行

〜
二
八
行
）。
菩
薩
は
、
こ
の
時
、「
大
力
毒
龍
」
と
し
て
生
ま
れ
、
弱
い
者
は
そ
の
視
線
に
触
れ
る
だ
け
で
、
強
い
者
で
も
そ
の
息
を

か
け
ら
れ
る
だ
け
で
死
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
あ
る
日
、
毒
龍
は
「
一
日
の
戒
」
を
守
る
た
め
に
、
静

か
な
森
に
入
っ
て
瞑
想
に
ふ
け
り
ま
し
た
。そ
の
う
ち
、疲
れ
て
う
た
た
寝
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
龍
は
寝
る
と
蛇
の
姿
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
へ
、
猟
師
が
や
っ
て
き
て
、
蛇
が
美
し
い
文
様
の
皮
を
し
て
い
る
の
を
見
て
驚
喜
し
、
国
王
に
献
上
す
れ
ば
喜

ば
れ
る
に
違
い
な
い
と
考
え
て
、
刀
で
そ
の
皮
を
剥
い
で
し
ま
い
ま
す
。
龍
は
、
掌
を
返
せ
ば
国
を
覆
す
ほ
ど
の
力
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
日
は
戒
を
守
っ
て
い
る
の
で
、
仏
陀
の
言
葉
に
従
い
、
身
の
苦
し
み
は
省
み
ず
、
な
す
が
ま
ま
に
さ
せ
ま
す
。
こ
う
し
て
身
体
中

の
皮
を
剥
が
れ
た
龍
は
、
赤
い
肉
を
さ
ら
し
た
ま
ま
、
太
陽
に
あ
ぶ
ら
れ
、
水
に
入
っ
て
身
体
を
癒
そ
う
と
動
こ
う
と
し
ま
す
が
、
そ

こ
に
小
さ
な
虫
が
集
ま
っ
て
き
て
、
そ
の
肉
を
食
い
は
じ
め
ま
す
。
龍
は
、
動
け
ば
虫
を
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
ま
ま
じ
っ

と
し
て
、苦
し
み
に
耐
え
ま
す
。「
今
日
、わ
た
し
は
こ
の
身
体
を
虫
た
ち
に
布
施
し
よ
う
。わ
た
し
は
仏
に
な
る
た
め
に
こ
の
肉
を
捧
げ
、

こ
の
命
を
捨
て
よ
う
。
そ
し
て
後
の
世
で
仏
に
な
っ
た
時
は
、法
を
施
し
て
こ
の
志
を
遂
げ
よ
う
」。
龍
は
こ
の
よ
う
な
誓
い
を
立
て
て
、

（
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身
体
が
乾
き
、
命
が
絶
え
ま
す
。
そ
し
て
す
ぐ
さ
ま
、
窘
利
天
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
れ
も
、
典
型
的
な
持
戒
に
よ
る
捨
身
の
説
話
で
、
そ
の
最
後
の
「
誓
い
」、「
誓
願
」
は
、
一
見
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
は
や
や
性

格
が
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
「
願
」
の
多
く
は
、
死
ぬ
直
前
に
、
基
本
的
に
自
分
の
利
益
の
た
め
に
天
に
生
ま
れ
変

わ
り
た
い
と
か
、
龍
に
生
ま
れ
変
わ
り
た
い
、
と
願
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
願
は
、
こ
と
の
善
悪
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
に
積
ん

だ
功
徳
に
基
づ
い
て
い
わ
ば
自
動
的
に
実
現
す
る
も
の
で
し
た
が
、
今
の
「
毒
龍
」
の
願
は
、
完
全
に
利
他
的
な
願
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
の
目
的
も
一
種
の
「
努
力
目
標
」
で
あ
っ
て
、
一
見
、
自
動
的
に
成
就
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
た
と

え
ば
「
願
行
」（pranidhana-carya

）
と
い
う
よ
う
な
概
念
も
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
と
は
言
っ
て
も
、
こ
う
し
た
願
も
、
同
じ
「
願
」

pranidhana

と
い
う
観
念
で
あ
る
限
り
は
、
積
み
重
ね
た
功
徳
、
善
根
に
基
づ
い
て
、
あ
る
方
向
、
目
的
を
目
指
す
心
の
集
中
で
あ
り
、

そ
の
善
根
の
力
に
よ
っ
て
自
動
的
に
実
現
す
る
と
い
う
呪
術
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
願
が
、
純
粋
に
説
話
的
な
願
と
違
う
の
は
、
こ
の
種
の
願
に
お
い
て
は
、
願
と
行
、
す
な
わ
ち
功
徳
を
積
む
行

な
い
自
体
と
が
、
き
わ
め
て
接
近
し
、
ほ
と
ん
ど
同
一
化
し
て
い
る
こ
と
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　

僧
伽
羅
刹
の
真
実
語

　

最
後
に
、
一
つ
だ
け
中
国
で
書
か
れ
た
文
献
か
ら
例
を
挙
げ
ま
す
。
こ
れ
は
、『
僧
伽
羅
刹
経
』
へ
の
序
文
で
、『
出
三
蔵
記
集
』
に

収
録
さ
れ
た
も
の
で
す
（
大
正
蔵
、
第
五
五
巻
、
七
一
ペ
ー
ジ
中
段
一
〇
行
〜
一
五
行
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、『
僧
伽
羅
刹
所
集
経
』
の
撰

者
と
し
て
知
ら
れ
る
僧
伽
羅
刹Sangharaksa

は
、
死
に
際
し
て
、「
も
し
わ
た
し
が
善
根
を
植
え
、
力
を
得
た
大
士
（
＝
菩
薩
）
と

な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
誤
り
で
な
い
の
な
ら
、
わ
た
し
は
こ
の
木
の
下
に
立
ち
、
こ
の
葉
を
手
に
持
っ
た
ま
ま
死
に
、
那
羅
延
ほ
ど
の
力

の
大
象
の
勢
い
を
も
っ
て
し
て
も
、
毛
髪
ば
か
り
も
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
た
と
え
荼
毘
に
付
さ
れ
て
も
、
こ
の

.

.

_
_

_
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葉
を
焼
く
こ
と
は
か
な
わ
な
い
だ
ろ
う
」
と
誓
っ
て
、
立
っ
た
ま
ま
死
ん
だ
。
罽け

い

に貳
王
（
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
）
は
み
ず
か
ら
近
づ
い
て
動

か
そ
う
と
試
み
た
が
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
つ
い
に
、
巨
象
に
そ
れ
を
挽
か
せ
た
が
、
そ
れ
で
も
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
ま
た
、
遺
体
を
荼
毘
に
付
し
た
が
、
そ
の
手
が
持
っ
て
い
た
葉
を
焼
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
言
い
ま
す
。
原
文
に
は
、「
誓

い
」
と
か
「
誓
言
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
実
際
に
「
誓
言
」
が
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
こ
れ
は
、

す
で
に
菩
薩
に
な
っ
た
者
に
よ
る
「
真
実
語
」
の
一
種
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
死
に
際
し
て
遺
体
に
何
ら
か
の
超
自
然

的
な
兆
候
が
見
え
る
と
か
、あ
る
い
は
異
香
が
漂
う
、天
か
ら
音
楽
が
聞
こ
え
る
、な
ど
の
現
象
が
、死
ん
だ
人
が
聖
人
で
あ
っ
た
証
拠
、

ま
た
そ
の
人
の
極
楽
往
生
の
証
拠
と
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
は
、後
世
の
日
本
の
往
生
伝
な
ど
で
頻
繁
に
見
え
る
モ
テ
ィ
ー
フ
で
す
が
、

こ
れ
は
そ
の
中
で
も
古
い
例
に
属
す
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、
説
話
文
学
に
現
わ
れ
る
「
願
」
の
あ
り
方
を
、
い
く
つ
か
の
事
例
に
即
し
て
見
て
き
ま
し
た
。
在
家
の
人
の
子
ど
も
を
授
か

り
た
い
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
願
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
邪
願
」、
あ
る
い
は
菩
薩
の
願
な
ど
、「
願
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
非
常
に
多

く
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ご
理
解
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
場
合
、「
願
」
は
物
語
の
展
開
の
主
要
な

ポ
イ
ン
ト
で
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
ま
す
。
単
純
な
願
か
ら
宗
教
的
な
願
へ
、
と
い
う
形
で
順
序
づ
け
て
お
話
し
ま
し
た
が
、
も
ち

ろ
ん
こ
れ
は
年
代
的
な
順
序
で
も
な
い
し
、
た
と
え
ば
「
上
座
部
的
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
へ
」
と
い
う
目
的
論
的
歴
史
観
に
沿
っ
た
順

序
で
も
な
く
、
ま
っ
た
く
便
宜
的
な
分
類
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
全
体
と
し
て
見
た
時
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
願
の
呪
術
性
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一
定
の
条
件
さ
え
そ
ろ
え
ば
、
願
は
い
わ
ば
自
動
的
、
自
律
的
に
実
現
す
る
も
の
の
よ
う
で
す
。

　

最
後
に
、
一
つ
だ
け
付
け
加
え
た
い
の
は
、
二
〇
〇
六
年
九
月
に
立
命
館
大
学
で
行
な
わ
れ
た
「
儀
礼
の
力
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
シ

四
五
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ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、「
密
教
儀
礼
と
「
念
ず
る
力
」」
と
い
う
題
で
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
お
話
し
た
「
念
ず
る
力
」

と
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
願
」
は
、
あ
る
意
味
で
近
い
け
れ
ど
、
同
時
に
微
妙
な
点
で
違
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
お
話
し
た
「
念
ず
る
力
」
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
し
ま
せ
ん
が
、
要
す
る
に
、
と
く
に

日
本
の
密
教
儀
礼
で
は
、
目
的
を
成
就
さ
せ
る
た
め
の
情
念
と
か
念
ず
る
力
の
よ
う
な
も
の
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
、
し
か
し
、
一
般
の
儀
礼
次
第
な
ど
に
は
、
そ
う
し
た
面
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
充
分
に
顧
み
ら
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
設
を
立
て
て
、
問
題
提
起
を
し
て
み
ま
し
た
。
今
日
の
お
話
の
「
願
」
は
、
た
し
か
に
、
そ

う
い
う
儀
礼
に
お
け
る
「
念
ず
る
力
」
に
近
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
自
体
が
非
常
に
呪
術
的
な
観
念

で
、「
願
」
に
見
合
う
だ
け
の
条
件
、
す
な
わ
ち
功
徳
の
積
み
重
ね
が
あ
れ
ば
、「
願
う
力
」
そ
の
も
の
の
強
さ
に
あ
ま
り
関
係
な
く
、

そ
の
ま
ま
成
就
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
側
面
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
願
」
の
観
念
自
体
が
、
日
本
文
化
の

中
で
は
や
や
変
質
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

　

た
い
へ
ん
雑
駁
な
お
話
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
へ
ん
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
長
い
間
、
ご
静
聴
、
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

注
（
１
）
フ
ラ
ン
ク
先
生
の
こ
の
関
係
の
仕
事
は
、
現
在
日
本
語
で
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
著
、
仏
蘭
久
淳
子
訳
『
日
本
仏
教
曼
荼
羅
』（
藤
原

書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
お
よ
び
同
著
、
同
訳
『「
お
札
」
に
み
る
日
本
仏
教
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）Edouard Chavannes, C

inq cents contes et apologues extraits du Tripitaka chinois, 2e ed., Paris, A
drien- M

aisonneuve, 

1962, I-IV.

題
名
は
『
漢
訳
大
蔵
経
か
ら
抽
出
し
た
五
百
の
説
話
と
寓
話
』
と
訳
せ
る
。

（
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（
３
）
講
演
の
後
で
、
石
井
公
成
氏
か
ら
日
本
仏
教
学
会
編
『
仏
教
に
お
け
る
誓
願
』（
京
都
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
こ
と
を
ご

教
示
い
た
だ
い
た
。
以
下
で
は
、
注
で
こ
の
論
集
に
収
録
さ
れ
た
研
究
を
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。
記
し
て
石
井
氏
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
４
）
奈
良
康
明
「「
真
実
語
」
に
つ
い
て―

―

仏
教
呪
術
の
一
側
面
」、『
日
本
佛
教
學
會
年
報
』
第
三
十
八
號
「
佛
教
と
文
学
・
芸
術
」（
一
九
七

〇
年
）
一
九
〜
三
八
ペ
ー
ジ
。

　
　

W
akahara, Yusho.迸

The Truth-utterance (satyavacana) in M
ahayana Buddhism

,亜

『
仏
教
学
研
究
』
第
五
十
六
号
（
二
〇
〇

二
年
）p. 58-69.

若
原
雄
昭
「「
真
実
の
力
」」（
基
調
報
告
１
）、『
仏
教
史
学
研
究
』
第
四
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
五
年
一
月
）
三
二
〜
四
七
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
前
注
に
引
い
た
若
原
雄
昭
氏
の迸The Truth-utterance (satyavacana) in M

ahayana Buddhism
亜

は
、「
真
実
語
」
の
研
究
が
こ

れ
ま
で
ジ
ャ
ー
タ
カ
な
ど
の
説
話
文
学
を
中
心
に
な
さ
れ
て
き
て
、
大
乗
仏
典
に
お
け
る
真
実
語
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
小
論
で
は
逆
に
、「
願
」
の
研
究
が
こ
れ
ま
で
多
く
が
大
乗
仏
教
に
お
け
る
願
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
説
話
文
学
で
も

願
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

（
６
）
高
橋
審
也
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
誓
願
の
意
義
に
つ
い
て
」、
注
３
前
掲
書
、
三
二
〜
三
三
ペ
ー
ジ
は
「pranidhana

ま
た
は pranidhi 

は pra+ni+
\ /dha

と
い
う
動
詞
よ
り
の
派
生
語
で
あ
る
。pra
は「
前
に
」と
い
う
意
味
で
あ
り
、ni 

は「
下
に
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

prani\ /dha

は
「
前
に
置
く
」
と
い
う
意
味
と
な
る
。
そ
し
て
、そ
こ
か
ら
、「（
時
間
的
に
）
前
方
に
（
未
来
に
）
心
を
置
く
」
と
い
う
意
味
と
な
り
、

「
未
来
に
心
を
傾
け
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
未
来
に
何
か
を
願
う
」
と
い
う
意
味
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
い
う
。

（
７
）
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
著
、
蔵
持
不
三
也
・
他
訳
『
イ
ン
ド=

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
制
度
語
彙
集
』
言
叢
社
、
一
九
八
七
年
、
Ⅱ
、
九
五
ペ

ー
ジ
に
よ
れ
ば
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のdha-

は
ラ
テ
ン
語
のfacio

や
ギ
リ
シ
ア
語
のtithem

i

を
産
み
出
し
た
イ
ン
ド=

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
語

根 dhe-

、
す
な
わ
ち
「
据
え
る
、
置
く
、
定
立
す
る
」
に
由
来
し
て
い
る
。dhe-

は
、
た
ん
に
対
象
を
地
面
に
置
く
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
創

_
_

_
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造
的
に
据
え
る
、
確
固
と
し
て
存
在
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う
。

（
８
）Louis Renou, E

tudes vediques et paniniennes, I, Paris, E. de Boccard, 1955, p.2:迸
dha- se dit de l' oeuvre creatrice sous 

toutes ses form
es.亜 

（
９
）
た
と
え
ば
『
タ
イ
ッ
ト
リ
ー
ヤ
・
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
』2, 2, 9, 1-10

の
次
の
一
節
。「
太
初
に
お
い
て
宇
宙
は
実
に
無
で
あ
っ
た
。
天
も
大
地

も
空
気
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
唯
一
の
非
存
在
は
精
神
と
な
り
、
存
在
し
た
い
と
欲
し
た
。
彼
は
熱
を
発
し
、
そ
の
熱
か
ら
煙
が
生
ま
れ
た
。

彼
は
さ
ら
に
熱
を
発
し
、
そ
の
熱
か
ら
火
が
生
ま
れ
た
。
彼
は
さ
ら
に
熱
を
発
し
、
そ
の
熱
か
ら
光
が
生
ま
れ
た
。
彼
は
さ
ら
に
熱
を
発
し
、

そ
の
熱
か
ら
光
線
が
生
ま
れ
た
。〔
中
略―

―

そ
こ
か
ら
流
星
が
生
ま
れ
、
天
が
生
ま
れ
、
大
洋
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て―

―

〕
そ
こ
か
ら
プ

ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
が
発
生
し
た
。
プ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
が
も
ろ
も
ろ
の
存
在
を
発
し
た
」。Sylvain Levi, L

a D
octrine du sacrifice dans 

les B
rahm

anas, 2e ed., Paris, P.U
.F, 1966, p. 14 and n. 1

の
仏
訳
に
よ
る
。
ま
た
、
辻
直
四
郎
著
『
イ
ン
ド
分
明
の
曙
』（
岩
波
新

書
、
一
九
六
七
年
）
一
四
六
ペ
ー
ジ
な
ど
も
参
照
。

（
10
）
古
い
時
代
の tapas

の
観
念
に
つ
い
て
は
、原
實
著
『
古
典
イ
ン
ド
の
苦
行
』
春
秋
社
、一
九
七
九
年
、一
〜
六
ペ
ー
ジ
、と
く
に
五
〜
六
ペ
ー
ジ
、

注
７
に
挙
げ
ら
れ
た
文
献
が
参
照
で
き
る
。
古
典
時
代
の tapas

に
つ
い
て
は
、
同
書
全
体
が
も
っ
と
も
詳
し
い
。

（
11
）
藤
田
宏
達
著
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
四
〇
五
〜
四
〇
八
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
12
）Tapas

と vara

に
つ
い
て
は
、
原
實
、
前
掲
書
、
一
九
三
〜
二
三
〇
ペ
ー
ジ
が
詳
し
い
。

（
13
）
森
祖
道
「
パ
ー
リ
仏
教
に
お
け
る
誓
願
」、
注
３
前
掲
書
、
二
五
〜
二
八
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
パ
ー
リ
語
で
は panidhi/panidhana

だ
け
で

な
く
、patthana

お
よ
びabinihara

と
い
う
語
も
、
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。

（
14
）
藤
田
宏
達
、
前
掲
書
、
四
〇
二
〜
四
〇
四
ペ
ー
ジ
、
参
照
。
ま
た
高
橋
審
也
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
誓
願
の
意
義
に
つ
い
て
」、
三
六
〜

三
九
ペ
ー
ジ
、
徳
岡
亮
英
「
生
天
か
ら
願
行
具
足
ま
で
」、
注
３
前
掲
書
、
五
一
ペ
ー
ジ
、
な
ど
も
参
照
。
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（
15
）
高
橋
審
也
、
同
上
論
文
、
三
四
ペ
ー
ジ
お
よ
び
注
14
も
参
照
。

（
16
）
藤
田
宏
達
著
、
前
掲
書
、
四
〇
五
ペ
ー
ジ
、
注
14
参
照
。
し
か
し
高
橋
審
也
、
同
上
論
文
四
〇
〜
四
二
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
例
は

「
少
し
く
存
在
す
る
」
と
い
う
。（
四
例
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）。

（
17
）
藤
田
宏
達
著
、
前
掲
書
、
四
〇
四
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
注
10
、
高
橋
審
也
、
同
上
論
文
、
三
四
ペ
ー
ジ
、
森
祖
道
「
パ
ー
リ
仏
教
に
お
け
る
誓

願
」、
二
一
〜
二
二
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
18
）Etienne Lam

otte, H
istoire du bouddhism

e indien. I, D
es origines a l'ere Saka (Bibliotheque du M

useon, 43), Louvian, 

Institut orientaliste, reim
pression 1967, p. 694

、
ま
た
藤
田
宏
達
著
、
前
掲
書
、
四
一
二
ペ
ー
ジ
も
参
照
。

（
19
）
デ
ュ
メ
ジ
ル
の
イ
ン
ド
‐
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
の
「
三
機
能
」
は
、「
第
一
機
能
＝
宗
教
的
、
ま
た
は
法
的
な
至
上
権
、
第
二
機
能
＝
戦
闘
機
能
、

第
三
機
能
＝
生
産
／
富
の
機
能
」
の
三
つ
で
あ
る
。G

eorges D
um

ezil, M
ythe et epopee, I, L'Ideologie des trois fonctions dans les 

epopees des peuples indo- europeens, Paris, G
allim

ard, 1968

参
照
。

（
20
）D

um
ezil, M

ythe et epopee, II. Types epiques indo- europeens:  un heros, un sorcier, un roi, Paris, G
allim

ard, 1971, p. 

258-259

お
よ
び
同
書
、
第
三
部p. 239-374

参
照
。

（
21
）
ま
た
、E

tienne Lam
otte, L

e T
raite de la grande vertu de sagesse de N

agarjuna (M
ahaprajnaparam

itasastra), II 

[Bibliotheque du M
useon, vol. 18] Louvain, Institut O

rientaliste, 1949, reim
pr. 1967, p. 994-996

も
参
照
。

（
22
）
拙
著『
大
黒
天
変
相
』、法
蔵
館
、二
〇
〇
二
年
、第
Ⅸ
章
、注
69
、
水
谷
眞
成
訳
『
大
唐
西
域
記
』、平
凡
社
、
中
国
古
典
文
学
大
系
22
、一
九
七
一

年
、
五
三
ペ
ー
ジ
下
段; Lam

otte, L
e Traite de la grande vertu de sagesse de N

agarjuna, Louvain, 1949, reim
pr. 1966, I, p. 188, 

n. 1; p. 548-554

注
、
も
参
照
。

（
23
）
拙
稿
「
仏
教
の
超
‐
存
在
論
と
魔
術
的
宇
宙―

―

雑
談
・
オ
バ
ケ
の
存
在
学
・
Ⅱ
」、『
ユ
リ
イ
カ―

―

詩
と
批
評
』
一
九
八
四
年
九
月

四
九

辜
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五
〇

号
、
二
四
三
〜
二
四
五
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
引
用
に
当
た
っ
て
文
体
を
い
く
ら
か
改
変
し
た
。

（
24
）
拙
著『
観
音
変
容
単
』、法
蔵
館
、二
〇
〇
二
年
、神
話
モ
テ
ィ
ー
フ
索
引lxv/c-lxvi/a

「
美
女
と
腐
乱
死
体（
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
）」
参
照
。

（
25
）
女
性
同
士
の
嫉
妬
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ばM

ax M
oerm

an, L
ocalizing Paradise: K

um
ano P

ilgrim
age and the R

eligious 

L
andscape of P

rem
odern Japan, Cam

bridge and London:  H
arvard U

niversity Press, 2005, p. 193-194, p. 219-220

な
ど
、

ま
た
蛇
に
変
身
す
る
女
性
に
つ
い
て
は
、Bernard Faure, T

he Pow
er of D

enial: B
uddhism

, P
urity, and G

ender, Princeton U
niv. 

Press, 2003, p. 316-324
参
照
。

（
26
）
し
か
し
、
阿
羅
漢
の
「
呪
願
」
も
、
も
し
当
事
者
た
ち
の
悔
悛
が
な
け
れ
ば
機
能
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
仏
菩
薩
の
慈
悲
の
願
が
、
ど

の
よ
う
に
働
く
か
を
考
え
る
場
合
、
重
要
な
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
親
鸞
的
な
「
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
で
は
、
悔
悛
は
救
済
の

条
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

（
27
）
わ
れ
わ
れ
に
は
「
超
自
然
」
と
思
え
る
こ
と
が
「
自
然
法
則
」
の
範
囲
内
で
起
る
、
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
、
イ
ン
ド
の
説
話
文
学
の
世

界
に
は
「
冥
界
／
異
界
」
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え

ば
正
妻
に
怨
み
を
抱
い
て
死
ん
だ
側
女
が
、
復
讐
の
た
め
に
す
ぐ
さ
ま
正
妻
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
、
二
歳
、
三
歳
な
ど
で
死
ん
で
し
ま
う
、
と

い
う
よ
う
な
話
は
、
日
本
（
た
と
え
ば
江
戸
時
代
の
日
本
）
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
幽
霊
の
話
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。
イ
ン
ド
で
も
、

地
獄
の
亡
霊
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
地
獄
と
い
う
「
界
・
道
」
に
、
人
間
や
動
物
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
の
と
同
様
に
「
生
ま
れ
た
」
と
い

う
だ
け
で
、
同
じ
「
こ
の
世
」
に
属
す
る
存
在
で
あ
る
。
中
国
や
日
本
の
よ
う
な
幽
霊
、
死
霊
、
生
霊
な
ど
は
、
イ
ン
ド
に
は
存
在
し
な
い
の

で
は
な
い
か
。
イ
ン
ド
の
仏
教
文
学
が
中
国
や
日
本
に
翻
訳
／
翻
案
さ
れ
る
過
程
で
、
冥
界
の
観
念
が
ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
か
は
、

興
味
深
い
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。―

―

前
注
23
に
引
用
し
た
拙
稿
も
参
照
さ
れ
た
い
。



（
28
）Lam

otte, L
e Traite de la grande vertu de sagesse de N

agarjuna, II, p. 716-717 

注; H
obogirin, p. 317b-318a, s.v. chikusho 

参
照
。

（
29
）
パ
ー
リ
語
の
ジ
ャ
ー
タ
カChadanta- jataka

も
参
照
。
香
川
孝
雄
「
本
願
思
想
の
源
流
」、
注
３
前
掲
書
、
二
ペ
ー
ジ
お
よ
び
注
６
、
徳

岡
亮
英
「
生
天
か
ら
願
行
具
足
ま
で
」、
五
七
ペ
ー
ジ
、
な
ど
参
照
。

（
30
）
拙
著
『
観
音
変
容
単
』
二
七
四
〜
二
七
五
ペ
ー
ジ
。

（
31
）Lam

otte, L
e Traite de la grande vertu de sagesse de N

agarjuna, II, p. 853-855

参
照
。

（
32
）Paul D

em
ieville, "La Yogacarabhum

i de Sangharaksa", B
ulletin de l'E

cole Franç aise d'E
xtrem

e-O
rient, no. 44, 1954, p. 

364

参
照
。

（
33
）
講
演
後
に
、
石
井
公
成
氏
か
ら
、
次
の
よ
う
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
す
な
わ
ち
、

　

禅
宗
で
は
、
樹
木
に
手
を
か
け
て
死
ぬ
例
は
、
史
実
が
な
く
て
後
代
の
創
作
ば
か
り
と
言
わ
れ
る
三
祖
僧
犧
が
そ
う
で
あ
っ
て
、『
歴
代
法
宝

記
』
で
は
、

大
師
食
畢
。
告
衆
人
歎
言
。
坐
為
寄
。
唯
吾
生
死
自
由
。
一
手
攀
会
中
樹
枝
。
掩
然
立
化
。（
柳
田
聖
山
『
初
期
の
禅
史
』
Ⅱ
「
禅
の
語
録
」

三
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
、
八
三
ペ
ー
ジ
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
を
誇
張
し
た
の
か
、
死
ん
だ
後
、
押
し
て
も
動
か
な
い
例
と
し
て
は
、
我
が
強
く
て
有
名
だ
っ
た
禅
者
の
鄧
隠
峯
（
馬
祖
道
一
の
弟
子
）

の
死
に
方
に
つ
い
て
、『
景
徳
伝
灯
録
』
が
、

師
既
顕
神
異
。慮
成 : 

惑
衆
遂
入
五
台
。於
金
剛
窟
前
将
示
滅
。先
問
衆
云
。諸
方
遷
化
坐
去
臥
去
吾
嘗
見
之
。還
有
立
化
也
無
。衆
云
。有
也
。

師
云
。
還
有
倒
立
者
否
。
衆
云
。
未
嘗
見
有
。
師
乃
倒
立
而
化
。
亭
亭
然
其
衣
順
体
。
時
衆
議
舁
就
荼
毘
屹
然
不
動
。
遠
近
瞻
視
驚
歎
無
已
。

五
一
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五
二

師
有
妹
為
尼
。
時
在
彼
乃
俯
近
而
咄
曰
。
老
兄
疇
昔
不
循
法
津
。
死
更
病
惑
於
人
。
於
是
以
手
推
之
。
歯
然
而
斫
遂
就
闍
維
。
収
舎
利
入

塔
（
大
正
蔵
、
第
五
一
巻
、
二
五
九
ペ
ー
ジ
下
段
三
行
〜
一
一
行
）

と
描
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

　

記
し
て
石
井
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
33
）
石
井
公
成
「
初
期
中
国
仏
教
に
お
け
る
現
世
的
誓
願
信
仰
の
流
行
と
衰
退
」、
注
３
前
掲
書
、
は
、
お
も
に
中
国
に
お
け
る
「
現
世
的
誓
願

信
仰
」（「
こ
の
世
で
た
だ
ち
に
霊
異
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
す
る
」
よ
う
な
誓
願
）
を
分
析
し
て
、
中
国
で
は
、「
至
誠
を
も
っ
て

訴
え
れ
ば
超
越
的
な
存
在
が
必
ず
応
じ
る
と
い
う
中
国
的
な
感
応
」
の
観
念
に
基
づ
い
た
誓
願
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
引
用
は
一
九
六

ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
二
〇
〇
〜
二
〇
一
ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
や
『
今
昔
物
語
』
な
ど
の
説
話
が
比
較
分
析
さ
れ
て
、『
日
本
霊
異
記
』

で
は
、
主
人
公
が
危
難
に
際
し
て
仏
菩
薩
に
「
助
か
っ
た
ら
こ
れ
こ
れ
い
た
し
ま
す
」
と
誓
約
し
て
奇
跡
的
に
助
け
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
同

じ
説
話
が
『
今
昔
物
語
』
で
は
仏
菩
薩
自
身
の
慈
悲
の
誓
願
に
よ
っ
て
奇
跡
が
起
る
、
と
い
う
形
に
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
一
九
三
〜
一
九
五
ペ
ー
ジ
参
照
）。
こ
の
論
文
は
、
今
後
の
研
究
の
方
向
を
示
す
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。


