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一

ハ
リ
バ
ッ
タ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー
ラ
ー
研
究
（
八
）

―
第
一
六
、
一
八
、
二
八
、
三
〇
話
の
和
訳
―

岡
　
　野
　
　
　
　
　潔

イ
ン
ド
の
仏
教
詩
人
ハ
リ
バ
ッ
タ
（
活
動
期
は
四
世
紀
後
半
？
）
の
作
っ
た
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー
ラ
ー
』
の
翻
訳
を
続
け
て
き
た
が
、

今
回
は
第
一
六
、
一
八
、
二
八
、
三
〇
話
の
四
つ
の
章
の
和
訳
を
示
し
た
い
。
こ
の
う
ち
第
一
六
と
一
八
と
二
八
話
は
世
界
初
の
翻

訳
で
あ
る
。

ハ
リ
バ
ッ
タ
の
作
品
は
、
三
四
話
あ
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
（
本
生
話
）
が
本
体
部
分
で
あ
る
が
、
真
作
か
疑
わ
し
い
最
後
の
第
三
五
話
の

仏
伝
の
章
も
加
え
れ
ば
、全
部
で
三
五
話
か
ら
成
る
。『
哲
学
年
報
』
に
お
け
る
私
の
連
載
の
一
回
目
で
は
、ハ
ー
ン
校
訂
の
梵
文
に

依
り
第
一
〜
第
五
話
の
五
つ
の
章
を
、
第
二
回
に
は
第
六
〜
八
と
第
一
一
話
の
四
つ
の
章
を
訳
し
た
。
ま
た
第
三
回
で
は
第
一
二
、

一
四
、
一
九
、
二
〇
話
の
四
つ
の
章
を
、
第
四
回
で
は
第
二
二
、
二
四
、
二
六
、
三
二
話
の
四
つ
の
章
を
訳
し
た
。
そ
の
次
か
ら
は

新
た
に
出
版
さ
れ
た
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ベ
校
訂
の
梵
文
に
依
り
、
第
五
回
で
は
第
二
三
、
二
七
、
三
四
話
の
三
つ
の
章
を
、
第
六
回
で
は

長
大
な
第
二
五
話
の
一
つ
の
章
を
、
第
七
回
で
は
第
九
、
二
一
、
二
九
、
三
一
、
三
三
話
の
五
つ
の
章
を
訳
し
た
。
こ
れ
ら
に
今
回

の
四
つ
の
話
を
加
え
る
と
、
私
が
こ
れ
ま
で
和
訳
し
得
た
の
は
全
部
で
三
〇
話
と
な
る
。

一



二

私
が
こ
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
自
分
で
立
て
た
原
則
は
二
つ
あ
り
、そ
の
一
つ
は
、高
校
・
大
学
で
の
教
育
教
材
に
使
え
る
よ
う
に
、

直
訳
体
を
避
け
て
、専
門
家
で
は
な
い
多
く
の
人
に
読
み
や
す
い
文
体
で
の
和
訳
を
心
が
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、も
う
一
つ
は
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
梵
語
）
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
欠
損
が
あ
っ
て
も
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
（
蔵
訳
）
か
ら
そ
の
欠
け
た
箇
所
を
補
っ
て

訳
し
、
話
の
全
体
の
形
を
示
そ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
回
和
訳
を
示
す
第
一
八
話
に
お
い
て
だ
け
は
、
残
念
な
が
ら

そ
の
二
番
目
の
原
則
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
第
一
八
話
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
は
八
三
の
詩
節
を
含
む
長
い
章
で
、
梵
文
が
欠
け

た
部
分
が
あ
ま
り
に
大
き
い
。
そ
の
欠
損
箇
所
を
全
部
埋
め
る
た
め
の
蔵
訳
か
ら
の
和
訳
を
締
切
ま
で
に
作
る
こ
と
は
難
し
く
、
諦

め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
重
要
な
第
六
六
詩
節
以
降
の
部
分
の
み
を
訳
し
た
。

今
回
私
が
和
訳
す
る
章
は
実
に
ど
れ
も
梵
文
の
欠
損
が
著
し
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
梵
文
写
本
の
欠
損
状
況
を
少
し
説
明
す
れ

ば
、
第
一
六
話
の
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
仙
は
、
章
の
冒
頭
で
梵
文
の
少
し
の
欠
損
が
あ
り
、
そ
の
後
は
梵
文
が
あ
る
が
（1+

 

〜 17

）、
そ

の
後
は
章
の
最
後
ま
で
梵
文
の
欠
損
（18+

 

〜 36

）
が
続
く
。
第
一
八
話
の
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
王
は
、
梵
文
が
そ
の
章
の
最
後
（67+

 

〜 83+

）
に
し
か
存
在
し
な
い
。
第
二
八
話
の
名
探
偵
パ
ダ
カ
も
、
梵
文
が
そ
の
章
の
最
後
（ 33  

〜 43+

）
に
し
か
存
在
し
な
い
。
第

三
〇
話
の
鏡
面
王
は
、章
の
開
始
部
で
梵
文
が
欠
け
、中
間
部
（11+

 

〜 32+

）
の
み
梵
文
が
存
在
し
、そ
の
後
章
末
ま
で
（ 33  

〜 43+

）

梵
文
が
欠
け
る
。

こ
の
和
訳
で
は
、
前
回
も
そ
う
し
た
よ
う
に
、
文
頭
や
段
落
の
初
め
に
ア
ス
テ
リ
ス
ク （
＊
） 

を
付
け
た
箇
所
が
、
梵
文
の
欠
損
の

た
め
、
私
が
蔵
訳
か
ら
補
っ
て
訳
し
た
所
で
あ
る 　
。

私
は
計
八
回
続
い
た
こ
の
訳
の
連
載
に
お
い
て
、
梵
文
の
欠
損
が
な
い
章
か
ら
翻
訳
を
行
っ
て
ゆ
く
方
針
を
立
て
た
た
め
、
連
載

の
最
終
回
に
は
こ
の
よ
う
に
梵
文
の
欠
損
が
大
き
い
章
ば
か
り
を
訳
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
第
三
五
話
の
仏
伝
を
除
い
て
、
こ

の
八
年
間
（
連
載
の
八
回
分
）
で
、
少
な
く
と
も
梵
文
が
部
分
的
に
で
も
現
在
存
在
し
て
い
る
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
章
す
べ

（
1
）

二



ハリバッタ・ジャータカマーラー研究（８）

三

て
に
和
訳
を
作
り
、
発
表
し
え
た
こ
と
は
、
振
り
返
る
と
、
何
や
ら
不
思
議
な
因
や
縁
に
導
か
れ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
運
に
恵
ま
れ

た
仕
事
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
翻
訳
を
し
た
と
い
う
よ
り
、
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
う
し
て

大
多
数
の
章
の
翻
訳
が
済
め
ば
、
次
の
研
究
段
階
と
し
て
、
諸
学
者
は
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
作
品
全
体
を
論
じ
、
ま
た
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー

ラ
や
ゴ
ー
パ
ダ
ッ
タ
な
ど
の
チ
ャ
ン
プ
ー
体
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
の
他
の
仏
教
詩
人
た
ち
と
の
比
較
に
進
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

第
三
五
話
の
釈
尊
の
仏
伝
『
サ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
タ
シ
ッ
ダ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
』（Sarvārthasiddhajātaka

）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト

を
内
包
す
る
ネ
パ
ー
ル
伝
承
本
で
あ
る
『
シ
ャ
ー
キ
ャ
シ
ン
ハ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
と
い
う
作
品
（
第
三
五
話
へ
の
付
加
増
広
が
作
品
の
後

半
で
な
さ
れ
た
本
）
の
梵
文
が
、
す
で
に
外
薗
幸
一 （1993

） 

に
よ
っ
て
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る 

　
。
こ
の
外
薗
訳
は
ハ
ー
ン
校
訂
の

（
当
時
出
版
準
備
中
の
）
梵
文
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
蔵
訳
と
東
大
写
本
一
本
を
も
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
外
薗
博
士
に

よ
っ
て
ま
ず
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
第
三
五
話
を
半
分
ほ
ど
内
に
含
む
仏
伝
作
品
が
訳
さ
れ
、
そ
の
後
に
私
が
合
計
三
〇
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
の

話
を
訳
し
た
の
で
、ハ
リ
バ
ッ
タ
の
全
三
五
話
の
う
ち
、日
本
語
訳
が
全
く
な
さ
れ
な
い
で
残
っ
て
い
る
話
は
あ
と
四
つ
だ
け
と
な
っ

た
。
そ
れ
ら
の
四
つ
の
話
は
ど
れ
も
、
梵
文
が
全
く
存
在
し
な
い
、
全
部
蔵
訳
だ
け
か
ら
訳
さ
ね
ば
な
ら
な
い
章
で
あ
る 

　
。

今
回
和
訳
を
発
表
す
る
四
つ
の
話
の
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
に
順
次
解
説
し
た
い
。

第
一
六
話
の
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
（K

āśisundara

）
仙
の
話
は
、「
戒
の
波
羅
蜜
」（
完
全
な
る
戒
）
に
属
す
る
話
の
一
つ
で
あ
る
。
菩
薩

た
る
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
は
国
王
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
、
若
く
し
て
自
ら
苦
行
林
に
赴
き
、
出
家
生
活
を
送
る
。
出
家
者
と

は
い
え
美
貌
の
青
年
で
あ
っ
た
の
で
、
キ
ン
ナ
リ
ー
の
娘
が
彼
に
近
づ
い
て
そ
の
若
さ
と
美
し
さ
を
讃
え
、
彼
に
苦
行
者
の
戒
を
捨

て
て
女
と
楽
し
む
よ
う
、
説
得
を
試
み
る
。
し
か
し
彼
は
美
し
い
誘
惑
者
た
る
そ
の
娘
に
対
し
て
、
若
さ
が
無
常
で
あ
っ
て
、
必
ず

老
い
と
死
が
到
来
す
る
こ
と
、
ま
た
苦
行
林
で
の
隠
遁
生
活
が
世
俗
の
生
活
よ
り
安
楽
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
、
彼
女
を
納

（
2
）

（
3
）
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四

得
さ
せ
る
。
ま
た
こ
の
過
去
話
の
最
後
に
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
基
本
形
に
従
い
、
現
在
世
（
釈
尊
の
時
代
）
に
起
き
た
事
件
の
話
も
示
さ

れ
る
。
そ
の
事
件
で
は
釈
尊
の
教
化
に
よ
っ
て
青
蓮
（
ク
ヴ
ァ
ラ
ヤ
ー
）
と
い
う
見
事
な
踊
り
手
で
あ
る
女
が
若
さ
の
驕
り
を
捨
て
、

他
の
舞
踏
家
の
女
た
ち
と
共
に
彼
女
は
出
家
し
た
。
そ
の
青
蓮
こ
そ
が
過
去
世
に
お
け
る
か
の
キ
ン
ナ
リ
ー
の
娘
で
あ
っ
た
。

次
に
第
一
八
話
の
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
（Priyapiṇḍa

）
王
の
話
は
「
忍
辱
の
波
羅
蜜
」（
完
全
な
る
忍
辱
）
に
属
し
て
お
り
、
菩
薩
の
忍
辱

（
瞋
恚
の
念
を
起
こ
さ
ず
忍
び
堪
え
る
こ
と
）
を
説
く
べ
き
話
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
章
で
菩
薩
た
る
主
人
公
が
示
す
忍
辱
は
、
良
い

為
政
者
が
当
然
も
つ
べ
き
徳
性
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
驚
く
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
『
忍
辱
仙
人
』
の
話
が
示
す

よ
う
な
自
我
を
極
限
ま
で
制
す
る
苦
行
的
な
行
為
と
し
て
の
忍
辱
で
は
な
く
、す
べ
て
の
王
が
持
つ
べ
き
美
徳
と
し
て
の
忍
辱
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
は
「
戦
争
を
可
能
な
限
り
回
避
す
る
た
め
の
忍
辱
」
も
含
ま
れ
る
。

こ
の
話
の
主
題
は
王
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
し
ま
う
戦
争
で
あ
る
。
作
者
は
恐
ら
く
こ
の
話
で
、
戦
争
の
悲
惨
を
回
避
す
る

た
め
に
諸
王
は
好
戦
的
な
態
度
を
捨
て
て
相
互
に
我
慢
・
忍
辱
を
示
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
き
た
い
の
で
あ
ろ
う 　
。
こ

の
話
は
ガ
ン
ガ
ー
デ
ィ
パ
テ
ィ
ヤ
と
い
う
王
都
に
い
る
メ
ー
ル
王
か
ら
始
ま
る
。
メ
ー
ル
王
は
あ
る
外
出
の
時
に
、
北
方
か
ら
様
々

な
家
畜
を
連
れ
て
や
っ
て
来
た
旅
の
商
人
た
ち
と
会
い
、
北
の
国
が
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ダ
ン
ダ
（rdo rje dbyug pa can

）
と
い
う
偉
大
な
王

の
統
治
の
も
と
で
繁
栄
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
怒
り
を
抱
き
、
対
抗
心
を
抱
い
て
そ
の
国
に
戦
争
を
し
か
け
る
。
し
か
し
戦
況
は

思
わ
し
く
な
く
、
メ
ー
ル
王
は
大
臣
た
ち
か
ら
説
得
さ
れ
て
敗
北
を
認
め
、
講
和
を
申
し
入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
講
和
の
後
、

メ
ー
ル
王
は
自
分
の
大
事
な
愛
す
る
娘
を
戦
勝
国
の
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ダ
ン
ダ
王
に
花
嫁
と
し
て
差
し
出
し
た
。
そ
の
結
婚
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
の
が
菩
薩
（
釈
尊
の
前
世
）
た
る
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
で
あ
る
。
本
章
は
八
三
詩
節
か
ら
成
る
が
、
主
人
公
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
が
世
に

誕
生
し
て
話
に
登
場
す
る
の
は
な
ん
と
第
六
〇
詩
節
を
過
ぎ
て
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
章
の
構
成
上
、
本
来
は
話
の
重
心
が
忍
辱
で

名
高
い
菩
薩
の
活
躍
に
置
か
れ
る
べ
き
に
も
関
わ
ら
ず
、
菩
薩
の
誕
生
の
前
に
あ
る
二
つ
の
国
の
開
戦
・
戦
闘
・
戦
争
の
終
結
の
有

（
4
）

四
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五

様
を
作
者
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
第
四
九
詩
節
ま
で
ず
っ
と
芸
術
的
に
詳
細
に
表
現
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
に
熱
心
に
な
っ
た
結
果
、
章
の
語

り
が
全
体
的
に
戦
争
描
写
に
偏
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
王
家
の
出
身
ら
し
い
作
者
は
戦
争
の
文
学
表
現
に
強
い
関
心

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
戦
争
の
終
結
後
、
や
が
て
菩
薩
が
大
人
に
な
り
、
父
の
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ダ
ン
ダ
王
が
亡
く
な
っ
た
後
に
王
位

を
継
い
で
北
の
国
王
に
な
っ
た
時
、
再
び
両
国
の
間
に
戦
争
の
危
機
が
訪
れ
る
。
長
年
メ
ー
ル
王
が
心
の
奥
底
に
抱
き
続
け
て
き
た

敗
戦
の
屈
辱
感
、
な
ら
び
に
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
王
の
治
め
る
国
に
い
て
若
い
王
を
倒
し
て
権
力
を
握
り
た
い
と
願
う
ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
と

い
う
邪
悪
な
大
臣
の
策
謀
に
よ
り
、
つ
い
に
メ
ー
ル
王
は
復
讐
戦
を
決
意
し
、
自
分
の
孫
に
あ
た
る
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
の
国
に
対
し
て

宣
戦
布
告
を
す
る
に
至
る
。
平
和
を
願
う
菩
薩
は
自
国
に
メ
ー
ル
軍
が
攻
め
込
む
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、や
む
な
く
軍
を
ガ
ン
ガ
ー

川
ま
で
出
動
さ
せ
、
そ
の
後
彼
は
う
ま
く
戦
闘
の
開
始
を
止
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
話
が
終
結
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
戦
争

の
回
避
を
も
た
ら
し
た
最
大
の
要
因
は
、
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
王
が
メ
ー
ル
王
に
示
し
た
忍
辱
の
態
度
と
い
う
よ
り
、
菩
薩
た
る
そ
の
王

が
有
す
る
或
る
別
の
不
思
議
な
特
殊
能
力
、
す
な
わ
ち
ベ
ー
リ
ー
鼓
の
音
に
よ
っ
て
天
の
食
物
や
飲
物
を
生
じ
さ
せ
る
力
の
お
か
げ

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
本
話
は
菩
薩
の
忍
辱
を
強
調
し
つ
つ
も
、
戦
争
の
回
避
は
王
の
忍
辱
と
い
う
美
徳
だ
け
で
は
実
現
し
え
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
点
で
こ
の
戦
争
と
平
和
を
め
ぐ
る
物
語
は
、
忍
辱
の
大
切
さ
を
教
え
る
話
と
し
て
は
や
や
説
得
力
に
欠

け
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
私
は
今
回
こ
の
章
の
第
六
六
詩
節
以
降
の
み
の
部
分
を
翻
訳
し
た
。
菩
薩
の
誕
生
以
後
に
進
む
本
話

の
最
重
要
な
部
分
が
、
章
全
体
の
最
後
の
四
分
の
一
に
あ
っ
て
、
そ
の
部
分
だ
け
は
幸
運
に
も
梵
文
が
ほ
ぼ
存
在
し
て
い
る
の
で
、

少
な
く
と
も
そ
の
部
分
だ
け
は
こ
の
連
載
最
後
の
機
会
に
訳
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
菩
薩
の
誕
生
以
前
に
あ
っ
た
長
い

戦
争
の
描
写
部
分
の
訳
が
欠
け
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
本
話
の
筋
は
ほ
ぼ
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
、
本
論

文
の
翻
訳
の
末
尾
に
本
話
の
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
ク
シ
ェ
ー
メ
ー
ン
ド
ラ
の
作
品
の
第
百
三
章
の
テ
ク
ス
ト
の
和
訳
も
載
せ
た
。

次
に
第
二
八
話
の
パ
ダ
カ
（Padaka

）
の
話
は
、
名
探
偵
の
如
く
犯
罪
に
明
敏
な
知
性
を
発
揮
す
る
美
し
い
青
年
（
も
し
く
は
中
高
生

五
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く
ら
い
の
年
の
少
年
）
の
パ
ダ
カ
が
主
人
公
と
な
り
、
都
で
の
盗
難
事
件
の
解
決
の
た
め
に
王
の
も
と
で
犯
罪
調
査
に
働
く
と
い
う
話

な
の
で
、分
類
上
「
智
慧
の
波
羅
蜜
」（
完
全
な
る
智
慧
）
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
話
は
ま
ず
、菩
薩
た
る
パ
ダ
カ
の
異
常
な
出
自
を
語

る
た
め
、
父
た
る
婆
羅
門
と
母
た
る
キ
ン
ナ
リ
ー
の
出
会
い
の
出
来
事
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
両
親
の
異
類
婚
か
ら
生
ま
れ
た
少
年
で

あ
る
パ
ダ
カ
は
そ
の
頭
脳
に
よ
り
盗
人
が
残
し
た
足
跡
（
パ
ダ
）
な
ど
の
現
場
の
痕
跡
の
観
察
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち
犯
人
を
見
出
す
こ

と
が
出
来
た
こ
と
か
ら
、パ
ダ
カ
と
呼
ば
れ
た
。
彼
は
父
を
長
年
閉
じ
込
め
て
い
た
母
の
洞
窟
を
去
っ
て
、父
と
一
緒
に
ヴ
ァ
ー
ラ
ー

ナ
シ
ー
の
王
宮
に
行
き
、
父
か
ら
王
に
紹
介
さ
れ
て
、
王
都
の
数
々
の
盗
難
を
解
決
す
る
た
め
に
活
動
を
開
始
し
た
。
悪
人
の
王
宮

付
き
司
祭
が
嫉
妬
を
覚
え
る
ほ
ど
パ
ダ
カ
は
立
派
に
犯
人
検
挙
に
活
躍
し
、
王
の
信
頼
を
得
る
が
、
や
が
て
一
つ
の
盗
難
事
件
を
め

ぐ
っ
て
彼
に
大
き
な
試
練
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
厄
介
な
、
或
る
意
味
で
最
も
扱
い
が
難
し
い
事
件
で
あ
っ
て
、
王
が
犯
し
た
罪

を
明
ら
か
に
し
、
王
自
身
が
犯
人
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
王
の
前
で
彼
は
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
事
件
は
実
は
盗
難
捜
査
に

有
能
す
ぎ
る
パ
ダ
カ
が
盗
人
た
ち
の
仲
間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
司
祭
の
疑
い
を
晴
ら
す
目
的
も
あ
っ
て
王
が
パ
ダ
カ
の
捜

査
力
を
試
そ
う
と
わ
ざ
と
仕
組
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
パ
ダ
カ
は
最
初
は
王
の
立
場
を
慮
っ
て
か
、
犯
人
が
王
で
あ
る
こ
と
を
様
々

な
喩
え
を
用
い
て
ま
わ
り
く
ど
く
示
す
が
、
あ
く
ま
で
王
が
と
ぼ
け
る
の
で
、
最
後
に
は
は
っ
き
り
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

こ
の
喩
え
が
面
白
い
。
そ
し
て
王
宮
の
家
来
た
ち
が
笑
う
中
で
彼
は
王
座
の
下
か
ら
盗
品
を
掘
り
だ
し
て
事
件
を
解
決
し
て
み
せ
、

試
練
を
や
り
と
げ
た
彼
は
王
か
ら
褒
美
を
も
ら
う
。
話
は
パ
ダ
カ
の
王
宮
で
の
説
法
で
終
わ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
を
説
く
パ
ー
ト
が

ハ
リ
バ
ッ
タ
の
ど
の
章
に
も
必
ず
入
っ
て
教
え
を
詩
で
示
す
の
は
、
作
者
が
こ
の
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー
ラ
ー
』
と
い
う
法
話
た
る
べ

き
作
品
を
単
な
る
仏
教
説
話
の
集
成
に
し
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

第
三
〇
話
の
鏡
面
王
（Ā

darśam
ukha, 

ア
ー
ダ
ル
シ
ャ
ム
カ
）
の
話
は
、「
智
慧
の
波
羅
蜜
」
に
属
し
、
驚
く
べ
き
智
慧
を
発
揮
す
る
王

と
し
て
の
活
動
が
菩
薩
の
前
生
話
と
し
て
語
ら
れ
る
。
話
は
国
王
に
な
る
た
め
の
資
格
テ
ス
ト
に
あ
た
り
、王
子
の
鏡
面
（
菩
薩
）
が

六
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七

示
し
た
智
慧
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
始
ま
る
。
五
番
目
の
王
子
で
あ
っ
た
鏡
面
は
、
父
王
の
遺
言
に
従
っ
て
王
に
な
る
資
格
と
し
て
王

子
た
ち
全
員
に
課
せ
ら
れ
た
四
つ
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
た
後
、
隠
さ
れ
た
宝
の
位
置
を
め
ぐ
る
謎
の
詩
の
意
味
を
説
き
明
か
す
こ
と

で
、
彼
の
勝
れ
た
王
の
資
質
と
知
性
を
示
し
、
め
で
た
く
国
王
に
即
位
す
る
。
そ
の
後
大
き
く
場
面
が
変
わ
っ
て
、
話
は
哀
れ
で
お

か
し
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
婆
羅
門
ダ
ン
デ
ィ
カ
（D

aṇḍika

）
を
中
心
に
し
て
コ
ミ
カ
ル
な
調
子
で
進
行
す
る
。
こ
の
人
物
は
次
々

に
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
、
意
図
せ
ず
し
て
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
っ
て
し
ま
う
。
彼
は
王
へ
の
告
訴
を
欲
す
る
怒
っ
た
人
々

た
ち
（
牛
を
失
っ
た
婆
羅
門
・
馬
を
失
っ
た
馬
飼
・
手
斧
を
失
っ
た
大
工
・
嬰
児
を
失
っ
た
母
親
）
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
、無
理
や
り
鏡
面
王
の

も
と
へ
連
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
王
宮
へ
の
旅
の
途
中
で
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
様
々
な
人
や
生
き
物
か
ら
鏡
面
王
へ
の
伝
言
を
頼
ま
れ
る

が
、
そ
れ
ら
の
伝
言
は
そ
れ
ぞ
れ
奇
妙
な
事
の
謎
の
解
明
を
王
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
行
が
王
宮
に
た
ど
り
着
く
と
、
鏡
面

王
の
裁
き
の
場
面
と
な
る
。
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
多
く
の
罪
で
告
訴
さ
れ
る
が
、
彼
を
憐
れ
む
王
は
そ
れ
ら
の
告
発
を
す
べ
て
退
け
、
ダ

ン
デ
ィ
カ
を
無
罪
放
免
と
す
る
。
さ
ら
に
王
は
ダ
ン
デ
ィ
カ
が
伝
言
と
し
て
他
の
者
た
ち
か
ら
依
頼
さ
れ
て
き
た
謎
を
一
つ
一
つ
智

慧
を
も
っ
て
解
き
明
か
し
た
後
、
そ
の
一
つ
の
謎
が
指
し
示
す
隠
れ
た
宝
の
あ
り
か
を
ダ
ン
デ
ィ
カ
に
教
え
て
や
り
、
彼
を
貧
乏
か

ら
解
放
し
て
幸
せ
に
し
た
。
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
こ
の
章
に
つ
い
て
は
重
要
な
古
い
パ
ラ
レ
ル
文
献
が
三
つ
あ
り
、
話
の
部
分
ご
と
に
四

つ
の
文
献
の
間
で
細
か
な
比
較
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
比
較
の
作
業
を
通
し
て
、H

ahn （1973

） 

が
示
し
た
よ
う
に
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
彼

の
種
本
と
な
っ
た
聖
典
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
大
胆
に
変
え
な
が
ら
独
自
の
創
作
を
行
っ
た
か
が
、
あ
る
程
度
見
え
て
く
る
。

こ
の
三
月
で
私
は
退
職
を
迎
え
る
た
め
、『
哲
学
年
報
』上
の
翻
訳
の
連
載
も
こ
れ
が
最
後
と
な
る
。
私
と
い
う
研
究
者
の
限
ら
れ
た
力
を

最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
人
文
科
学
研
究
院
が
常
に
提
供
し
て
く
れ
た
最
高
の
研
究
環
境
に
た
い
し
、感
謝
の
念
に
堪
え
な
い
。
二
〇

年
以
上
に
わ
た
っ
て
毎
年
こ
の
年
報
に
拙
稿
を
掲
載
さ
せ
て
も
ら
え
た
こ
と
は
誠
に
恵
ま
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
年
で
設
立
百
周
年
を

七



八

迎
え
る
歴
史
あ
る
文
学
部
で
日
々
講
義
が
で
き
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
大
き
な
勉
強
の
励
み
で
あ
っ
た
。
九
大
イ
ン
ド
哲
学
史
講
座
の
初

代
教
授
で
日
本
の
イ
ン
ド
仏
教
説
話
学
の
土
台
を
作
り
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
作
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー
ラ
ー
』
の
全
文
和
訳
な
ど
を
成
し
遂

げ
た
干
潟
龍
祥
先
生
と
、
ド
イ
ツ
で
の
恩
師
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ハ
ー
ン
先
生
は
、
私
が
九
大
印
哲
の
学
部
・
大
学
院
で
営
む
べ
き
学
問
の
目

標
で
あ
り
続
け
た
。̶

 

文
学
部
百
周
年
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

第
一
六
話

　カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
仙
ジ
ャ
ー
タ
カ 　

*

戒
に
専
心
し
、
命
が
断
た
れ
て
も
〔
持
律
の
〕
決
意
を
守
る
性
質
を
も
つ
者
た
ち
は
、
天
女
た
ち
の
戯
れ
に
よ
っ
て
も
心
の

堅
固
さ
を
ゆ
る
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。〔
一
六
・
一
〕

◇
　*

次
の
様
に
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。̶

 

王
都
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
で
、あ
ら
ゆ
る
徳
性
を
有
す
る
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
王
に
、菩

薩
（
釈
尊
の
前
世
）
で
あ
る
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
と
い
う
名
の
息
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
偉
大
な
心
の
方
（
菩
薩
）
は
、
他
の
生
に

お
い
て
集
積
し
た
智
慧
に
よ
っ
て
正
法
ど
お
り
の
修
戒
を
心
が
け
、
青
春
の
始
ま
り
に
お
い
て
も
、
魅
惑
的
な
容
姿
を
も
つ
女
た
ち

と
の
官
能
的
な
領
域
で
の
不
品
行
に
陥
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

*

彼
は
王
権
と
い
う
も
の
が
、
他
の
人
た
ち
に
お
い
て
、
災
い
や
偽
善
、
貪
瞋
痴
、〔
物
や
人
へ
の
〕
執
著
、
驕
り
と
尊
大
さ
、
ま

た
我
執
に
依
る
こ
と
、
寂
滅
〔
の
道
〕
と
違
う
こ
と
、
善
い
世
界
（
善
趣
）
へ
の
門
を
閉
ざ
し
悪
い
世
界
（
悪
趣
）
へ
の
墜
落
を
得
る

こ
と
、〔
生
に
〕
疲
れ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
、『
知
足
』（
自
足
）
を
失
わ
せ
る
こ
と
〔
へ
と
導
く
も
の
〕
と
認
識
し
、
ま
た
、
(a) 

寂
滅

の
最
高
の
因
た
る
『
無
明
の
滅
』
が
あ
る
、
(b) 

積
み
つ
つ
あ
る
種
々
の
徳
性
に
よ
る
歓
び
が
あ
る 　
、
(c) 

世
の
人
々
に
母
の
如
く

安
ら
ぎ
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
、
出
家
〔
と
い
う
生
き
方
〕
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
、
安
楽
さ
に
恵
ま
れ
て
い
て
も
副
王
た
る

（
5
）

（
6
）

八
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九

地
位
を
う
ち
捨
て
て
、
感
官
の
群
を
〔
統
制
し
〕
鎮
め
て
、
ま
る
で
頼
れ
る
友
〔
に
依
る
か
〕
の
よ
う
に
『
知
足
』
に
依
っ
て
、
苦

行
者
と
し
て
の
出
家
生
活
に
住
し
、

山
の
基
部
の
よ
う
に
堅
固
な
心
を
も
つ
彼
は
、
山
林
の
中
に
鹿
や
孔
雀
や
チ
ャ
コ
ー
ラ
鳥
の
群
に
満
ち
て
い
る
中
庭
の
あ
る
、

草
葺
き
の
庵
を
建
て
る
と
、
黒
羚
羊
の
皮
を
纏
っ
て
、
(a) 

人
の
群
（
苦
行
者
た
ち
）
を
聖
者
の
道
に
導
く
、
(b) 

心
の
寂
静
の
た

め
の
〔
内
な
る
〕
平
静
さ
を
作
る
、
苦
行
を
行
い
ま
し
た
。〔
一
六
・
二
〕

上
へ
と
昇
り
ゆ
く
『
禅
定
』
と
い
う
階
段
の
連
続
に
よ
っ
て
、
(a) 『
心
』
と
い
う
門
番
に
〔
そ
の
所
在
を
〕
遠
く
か
ら
教
え
て

も
ら
っ
た
、
(b) 『
迷
妄
』
と
い
う
闇
を
滅
し
て
浄
ら
か
な
、
(c) 

心
地
よ
き
『
五
神
通
』
と
い
う
棲
家
へ
と
彼
は
登
り
着
き
ま
し

た
。〔
一
六
・
三
〕

◇
　
さ
て
そ
の
偉
大
な
心
の
方
（
菩
薩
）
は
あ
る
時
、
禅
定
か
ら
立
ち
あ
が
る
と
、
果
実
や
根
菜
を
採
る
た
め
に
そ
の
草
庵
か
ら
出

て
、道
々
後
ろ
に
つ
い
て
く
る
鹿
に
伴
わ
れ
な
が
ら
、ま
る
で
風
に
揺
れ
て
い
る
枝
と
い
う
手
を
も
つ
沢
山
の
果
実
を
実
ら
せ
た
樹
々

か
ら
〔
手
招
き
で
〕
招
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
白
い
砂
州
に
サ
ー
ラ
サ
鶴
た
ち
や
番
い
の
チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ァ
ー
カ
鳥
た
ち
の
休
ん

で
い
る
月
の
光
の
よ
う
に
浄
ら
か
な
水
を
湛
え
た
小
川
を
い
く
つ
も
眺
め
な
が
ら
、
海
の
よ
う
に
深
い
心
を
も
つ
人
と
し
て
、
快
さ

が
自
然
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
山
林
の
内
部
空
間
の
中
を
ず
っ
と
歩
い
て
ゆ
き
ま
し
た
。

あ
ち
こ
ち
を
彼
が
遊
歩
し
て
い
る
と
、
(a) 

平
岩
の
上
に
坐
っ
て
い
る
、
(b) 

熟
し
た
椰
子
の
実
に
似
た
乳
房
を
も
つ
、
(c) 

雲
が
消

散
し
た
浄
ら
か
な
三
日
月
の
姿
に
似
て
黄
金
の
か
け
ら
を
思
わ
せ
る
ほ
っ
そ
り
し
た
体
を
し
た
、
(d) 

珊
瑚
の
よ
う
に
唇
が
赤
く
、
(e) 

蓮
の
花
弁
に
似
た
大
き
な
目
を
し
た
、(f) 

若
枝
で
作
っ
た
耳
輪
を
つ
け
て
い
る
、(g) 

細
い
彎
曲
し
た
眉
毛
の
線
を
も
つ
、(h) 

蕾
〔
と

い
う
指
〕
の
優
美
な
蓮
の
よ
う
な
手
を
し
た
、(i) 

蓮
華
座
を
離
れ
た
女
神
シ
ュ
リ
ー
の
如
き
、(j) 

芳
香
あ
る
花
々
に
充
た
さ
れ
た
豊

か
な
髪
を
も
つ
、(k) 

ま
る
で
山
の
森
林
の
内
部
空
間
す
べ
て
を
美
と
化
し
つ
つ
あ
る
、(l) 

水
晶
の
如
き
無
垢
の
白
い
歯
の
燦
め
く
光

九



一
〇

と
い
う
花
糸
に
飾
ら
れ
た
一
輪
の
睡
蓮
の
如
き
容
を
も
つ
、
(m) 

天
か
ら
堕
ち
て
き
た
ア
プ
サ
ラ
ス
（
天
女
）
の
よ
う
で
あ
る
、
一
人

の
キ
ン
ナ
リ
ー
（
妖
精
的
な
種
族
の
女
）
が
、
そ
の
彼
〔
の
姿
〕
を
見
ま
し
た
。〔
見
て
〕
そ
の
彼
の
容
貌
の
美
し
さ
に
心
惹
き
つ
け
ら

れ
た
彼
女
は
、「
ま
ず
は
行
っ
て
み
よ
う
。
仙
人
の
息
子
で
あ
る
あ
の
方
に
強
く
憧
れ
て
い
て
も
、
何
か
他
の
口
実
を
使
っ
て 

　
、
少

し
会
話
を
し
て
み
よ
う
」
と
考
え
る
と
、
彼
の
近
く
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。

低
く
甘
い
調
子
の
心
を
う
っ
と
り
さ
せ
る
歌
声
を
も
っ
て
、
獣
た
ち
の
耳
す
ら
引
き
寄
せ
る
声
を
響
か
せ
、

ま
た
蜜
蜂
（
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
）
の
群
が
下
に
降
り
て
く
る
と
驚
い
て
目
を
く
る
く
る
動
転
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
胴
が
細
く
て
華

奢
な
体
を
し
た
彼
女
は
、
顔
を
や
や
上
の
ほ
う
に
向
け
て
、
新
芽
の
あ
る
林
の
樹
々
の
枝
を
引
き
寄
せ
て
は
、
ゆ
っ
く
り
と
そ

の
花
々
を
集
め
て
い
ま
し
た
。〔
一
六
・
四
〕

彼
の
前
に
立
つ
と
、
(a) 

ほ
っ
そ
り
し
た
体
の
線
を
も
ち
、
(b) 〔
胸
当
て
の
〕
ド
ゥ
ク
ー
ラ
布
が
ず
り
落
ち
る
の
を
両
の
乳
房
が

く
い
止
め
て
い
る
、
そ
の
女
は
、
頬
笑
み
が
飾
っ
た
美
し
い
顔
で
少
し
会
釈
し
て
み
せ
、
甘
い
嬌
態
を
仄
か
に
示
し
ま
し
た
。

〔
一
六
・
五
〕

眉
毛
と
い
う
〔
よ
く
動
く
〕
踊
り
子
が
作
る
美
に
よ
っ
て
甚
だ
魅
力
的
な
顔
を
も
ち
な
が
ら
も
、
心
中
に
起
こ
っ
た
〔
愛
の
〕

焔
で
心
が
一
杯
に
な
っ
て
い
る
そ
の
キ
ン
ナ
リ
ー
は
、
彼
の
愛
欲
を
慎
む
心
の
前
で
は
〔
彼
を
誘
う
〕
少
し
の
機
会
も
得
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
稲
妻
も
、
雲
の
無
い
空
に
お
い
て
は
、
起
こ
る
機
会
が
少
し
も
得
ら
れ
な
い
よ
う
に
。〔
一
六
・
六
〕

(a) 

額
が
巻
毛
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
て
お
り
、
(b) 

目
に
魅
力
が
あ
っ
て
愛
ら
し
い
、
(c) 

顔
を
う
つ
む
か
せ
て
い
る
、
(d) 

綺
麗
な
歯

を
し
た
、
(e) 

ほ
っ
そ
り
し
た
体
を
も
つ
彼
女
を
、
愛
欲
を
克
服
し
て
い
る
か
の
牟
尼
は
、
蔑
む
こ
と
も
な
く
、
見
つ
め
て
い
ま

し
た
。〔
一
六
・
七
〕

唇
を
ふ
る
わ
せ
、
悶
え
る
か
の
よ
う
な
荒
い
呼
吸
を
懸
命
に
な
す
彼
女
は
、
羞
恥
を
も
っ
て
何
か
の
言
葉
を
言
お
う
と
し
て
、

（
7
）

一
〇



ハリバッタ・ジャータカマーラー研究（８）

一
一

爪
先
で
蓮
の
葉
を
裂
き
な
が
ら
、
ま
る
で
風
に
打
た
れ
た
蔓
の
よ
う
に
、
深
く
お
辞
儀
し
ま
し
た
。〔
一
六
・
八
〕

◇
　
菩
薩
の
も
と
に
来
て
最
初
に
丁
重
な
挨
拶
の
言
葉
を
な
し
た
後
に
、こ
う
言
い
ま
し
た
。「
偉
大
な
仙
人
様
、有
益
な
忠
告
を
得

た
い
と
の
願
い
か
ら
私
は
少
し
お
話
し
し
た
い
の
で
す
。
も
し
妨
げ
で
な
け
れ
ば
、
お
聞
き
下
さ
い
。」̶

　
菩
薩
は
答
え
ま
し
た
。

「
安
心
し
て
お
話
し
下
さ
い
。」

キ
ン
ナ
リ
ー
は
言
い
ま
し
た
。「
あ
な
た
が
お
持
ち
の
、
こ
の
愛
神
（
カ
ー
マ
神
）
の
姿
を
も
越
え
る
美
し
さ
、
― 

こ
の
、
点
々

と
ま
ば
ら
に
ア
ン
ジ
ャ
ナ
粉
の
よ
う
な
青
黒
い
髭
が
う
っ
す
ら
出
て
暗
い
色
合
い
を
得
た
両
頬
の
、
満
月
を
も
恥
じ
入
ら
せ
る
ほ
ど

に
美
し
い
お
顔 

― 
ニ
ヤ
グ
ロ
ー
ダ
（
バ
ン
ヤ
ン
樹
）
の
や
や
熟
し
た
果
実
の
形
を
し
て
い
る
唇
が
あ
り
、
青
い
蓮
華
に
似
た
目
が

あ
る
、
こ
の
、
新
し
い
ジ
ャ
ス
ミ
ン
花
や
月
や
雪
の
よ
う
に
〔
真
っ
白
い
〕
歯
列
と
い
う
、
葯
に
飾
ら
れ
た
睡
蓮
を
思
わ
せ
る
お
顔
、

― 

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
、
(a)
『
青
春
』
と
い
う
造
形
家
が
日
々
増
強
さ
せ
て
き
た
輝
か
し
い
〔
肉
体
〕
美
が
あ
り
、
(b) 

睡
蓮
の

花
蕊
の
よ
う
に
色
白
で
、
(c) 

ア
シ
ョ
ー
カ
樹
の
若
枝
の
よ
う
に
華
奢
で
優
美
な
手
足
が
あ
り
、
(d) 

と
て
も
広
い
胸
を
も
ち
、
(e) 

あ

た
か
も
〔
あ
な
た
を
〕
愛
し
む
『
美
』〔
の
女
神
〕
に
抱
き
し
め
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
、あ
ら
ゆ
る
人
の
心
を
魅
す
る
、愛
神
が

依
る
器
で
あ
る
、
お
体
は
、〔
あ
な
た
の
こ
の
居
場
所
と
〕
な
ん
と
似
つ
か
わ
し
く
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
か 

― 〔
あ
な
た
が
お
住

み
に
な
っ
て
い
る
〕
(a) 

老
人
た
ち
が
住
む
に
ふ
さ
わ
し
い
、
(b) 

ど
こ
か
で
採
り
集
め
ら
れ
て
き
た
、
も
と
も
と
口
に
合
わ
な
い
、
が

さ
が
さ
し
た
根
菜
や
果
実
の
食
糧
し
か
な
い
、(c) 

固
い
ク
シ
ャ
草
の
針
の
た
め
に
歩
く
の
が
辛
い
土
地
で
あ
り
、(d) 

歩
行
困
難
な
山

の
斜
面
も
あ
り
、
(e) 

お
び
た
だ
し
い
猛
獣
の
声
が
恐
ろ
し
い
、
こ
の
、
森
の
奥
の
住
処
と
。

か
の
天
女
（
ア
プ
サ
ラ
ス
）
た
ち
も
、
も
し
あ
な
た
の
こ
の
愛
神
の
容
姿
を
も
越
え
る
〔
美
し
い
〕
お
体
を
見
た
な
ら
、
神
々
へ

の
強
い
興
味
を
失
っ
て
、
高
い
志
を
お
も
ち
の
あ
な
た
の
方
に
、
熱
い
関
心
を
置
く
こ
と
で
し
ょ
う
。〔
一
六
・
九
〕

苦
行
者
の
娘
た
ち
も
、
も
し
こ
う
し
て
、
青
春
の
美
し
さ
を
も
つ
あ
な
た
を
眺
め
た
な
ら
、
愛
神
の
放
っ
た
矢
に
心
を
射
貫
か

一
一



一
二

れ
て
、
苦
行
に
ち
っ
と
も
熱
が
入
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。〔
一
六
・
一
〇
〕

と
て
も
大
き
な
眼
を
お
も
ち
の
、
あ
な
た
の
こ
の
、
月
の
如
く
に
心
を
奪
う
お
顔
を
見
な
か
っ
た
な
ら
、
一
人
の
若
い
女
の
体

が
、
弓
を
引
き
絞
る
愛
の
神
に
よ
り
、
窶
れ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
に
。〔
一
六
・
一
一
〕

雲
を
脱
し
た
月
の
如
き
、
あ
な
た
の
こ
の
皎
々
と
輝
く
美
を
も
つ
お
顔
に
視
線
を
留
め
た
な
ら
、
雌
鹿
た
ち
で
す
ら
、
き
っ
と

目
を
不
動
の
ま
ま
留
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
、
あ
あ
鹿
の
目
を
も
つ
方
よ
。〔
一
六
・
一
二
〕

あ
な
た
の
手
は
し
ず
か
に
女
の
顔
を
仰
向
け
に
さ
せ
て
〔
そ
の
額
の
上
の
〕
テ
ィ
ラ
カ
（
額
飾
り
）
を
い
つ
ま
で
も
ず
っ
と
描
い

て
あ
げ
る
の
に
向
い
て
い
ま
す
。
な
の
に
、
そ
の
上
品
な
手
を
ど
う
し
て
あ
な
た
は
沢
山
の
薪
を
運
ぶ
た
め
に
お
使
い
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
か
。〔
一
六
・
一
三
〕

花
開
い
た
ば
か
り
の
新
鮮
な
カ
ル
ニ
カ
ー
ラ
花
（
モ
ミ
ジ
バ
ウ
ラ
ジ
ロ
）
の
よ
う
に
白
い
、
あ
な
た
の
こ
の
お
体
は
、
宝
石
で
出

来
た
煌
び
や
か
な
装
飾
品
と
最
上
等
の
衣
裳
に
ふ
さ
わ
し
い
の
に
、
ど
う
し
て
ご
わ
ご
わ
し
た
襤
褸
布
・
黒
羚
羊
の
毛
皮
・
木

の
皮
の
衣
を
纏
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。〔
一
六
・
一
四
〕

新
鮮
な
睡
蓮
た
ち
の
間
を
さ
ま
よ
う
一
匹
の
蜜
蜂
の
よ
う
に
、
あ
な
た
の
こ
の
目
の
視
線
は
愛
す
る
女
た
ち
の
顔
の
間
を
さ
ま

よ
っ
て
い
る
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
す
。
天
与
の
美
貌
を
お
持
ち
の
方
よ
。
決
し
て
沢
山
の
猛
獣
が
棲
む
森
林
の
間
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。〔
一
六
・
一
五
〕

富
を
望
ま
ぬ
心
を
も
ち
、
苦
行
者
の
誓
戒
に
よ
り
〔
自
ら
の
〕
願
望
を
お
縛
り
に
な
っ
て
、
あ
な
た
が
出
て
し
ま
わ
れ
た
宮
殿

は
、
あ
ら
ゆ
る
享
楽
を
な
す
人
々
に
満
ち
て
い
て
も
、
灯
明
が
吹
き
消
え
て
し
ま
っ
た
家
の
よ
う
に
、
も
う
輝
く
こ
と
は
な
い

で
し
ょ
う
。〔
一
六
・
一
六
〕

◇
　
こ
れ
以
上
の
多
言
は
無
用
で
す
ね
。
私
に
は
親
友
で
あ
る
キ
ン
ナ
ラ
の
若
い
娘
が
お
り
ま
す
。
そ
の
ひ
と
の
前
で
は
容
姿
を
誇

一
二
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一
三

り
に
す
る
天
界
の
女
た
ち
で
さ
え
〔
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
〕
恥
じ
入
る
ほ
ど
で
す
。
そ
の
ひ
と
は
、
山
の
森
林
の
内
部
空
間
を
彷
徨

い
歩
い
て
い
る
あ
な
た
を
眺
め
て
か
ら
、
何
か
し
ら
異
常
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
い
、
日
々
、
体
は
青
白
く
瘠
せ
て
ゆ
き
、
吐
く
熱

い
溜
息
で
唇
を
熱
し
な
が
ら
、
花
々
を
撒
き
散
ら
し
た
心
地
よ
い
ベ
ッ
ド
の
中
に
い
て
も
睡
眠
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。『
夜
』

の
女
神
の
お
顔
の
額
飾
り
で
あ
る
月
を
嫌
っ
て
い
ま
す
。
春
の
季
節
に
、
満
開
と
な
っ
た
マ
ン
ゴ
ー
の
花
々
の
枝
と
接
触
し
て
黄
褐

色
に
染
ま
っ
た
風
が
吹
く
園
林
の
中
に
い
て
も
、
心
楽
し
め
ず
に
い
ま
す
。
軽
く
て
冷
た
い
、
月
輪
の
よ
う
に
白
い
、
幾
重
も
の
蓮

根
の
繊
維
の
腕
輪
を
つ
け
た
ま
ま
の
そ
の
ひ
と
を
、
女
友
達
（
付
き
人
）
の
衆
も
、
ど
う
し
て
も
心
慰
め
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
彼

女
は
恥
じ
ら
っ
て
目
を
伏
せ
た
ま
ま
で
、
柘
榴
樹
の
花
に
形
が
似
た
足
の
親
指
の
先
で
線
を
地
の
土
の
上
に
描
き
な
が
ら
、
誰
も
い

な
い
場
所
に
い
る
時
、〔
私
に
〕
恋
に
落
ち
た
出
来
事
を
話
し
て
聞
か
せ
、「
友
よ
、
こ
れ
が
私
の
今
の
状
態
な
の
で
す
」
と
、
そ
う

言
っ
て
、
萎
れ
た
チ
ャ
ン
パ
カ
（
金
厚
朴
）
の
花
環
の
よ
う
に
青
白
く
瘠
せ
た
、
そ
の
四
肢
〔
の
有
様
〕
を
示
し
、
そ
し
て
私
を
あ
な

た
の
も
と
に
派
遣
し
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
た
と
え
あ
な
た
が
女
性
と
逢
う
こ
と
を
お
避
け
に
な
っ
て
お
ら
れ
て
い
て
も
、
ど
う
か
憐
愍
の
お
心
に
依
り
、
愛
の

焔
に
焼
か
れ
て
い
る
私
の
友
の
心
を
鎮
火
し
て
、
そ
の
心
に
安
ら
ぎ
を
与
え
て
あ
げ
て
下
さ
い
。〔
一
六
・
一
七
〕

長
い
間
あ
ら
ゆ
る
芸
に
磨
き
を
か
け
た
美
し
い
女
た
ち
と
と
も
に
楽
し
む
快
楽
、
そ
れ
こ
そ
が
森
に
住
む
苦
行
者
た
ち
が
も
つ

苦
行
の
果
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 

― 

そ
う
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
す
。」〔
一
六
・
一
八
〕

◇
　
す
る
と
菩
薩
は
彼
女
自
身
が
〔
秘
か
に
〕
い
だ
く
そ
の
願
い
を
認
識
し
、*

語
り
ま
し
た 　
。

*

「
ご
婦
人
、
ま
ず
は
教
え
て
下
さ
い
。
そ
の
キ
ン
ナ
リ
ー
は
年
齢
に
お
い
て
あ
な
た
よ
り
勝
っ
て
い
る
の
で
す
か
、
或
い
は
そ
う

で
な
い
の
で
す
か
。」 ̶

 

彼
女
は
答
え
ま
し
た
。「
彼
女
は
私
よ
り
も
年
齢
が
勝
っ
て
い
ま
す
。」 　

 ̶

　
菩
薩
は
言
い
ま
し
た
。「
も

し
そ
う
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
他
な
ら
ぬ
あ
な
た
に
お
い
て
今
ま
さ
に
私
が
見
て
い
る
肉
体
と
は
別
の
よ
う
に
〔
そ
の
女
性
を
〕

（
8
）（
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一
四

見
る
の
で
す
。」

*

先
に
は
あ
な
た
の
言
葉
は
甘
美
な
も
の
と
し
て
生
じ
た
の
で
す
が
、
今
は
同
じ
そ
の
〔
言
葉
〕
が
ひ
ど
く
苦
い
響
き
を
も
ち

ま
す
。
今
は
あ
な
た
か
ら
最
初
に
そ
れ
が
出
た
時
の
よ
う
な
甚
だ
快
い
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。〔
一
六
・
一
九
〕

*
新
鮮
な
花
は
心
を
奪
い
ま
す
が
、
完
熟
を
得
た
同
じ
そ
の
花
は
美
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
瞬
時
に
絶
え
ず
変
わ
り
ゆ
く
物
事
に

お
い
て
、
一
体
全
体
、
何
が
恒
常
不
変
の
め
で
た
さ
を
も
つ
も
の
と
し
て
現
れ
う
る
で
し
ょ
う
か
。〔
一
六
・
二
〇
〕

*

月
初
に
至
っ
た
月
が
も
つ
、
か
細
い
姿
は
心
に
適
う
も
の
で
す
。
し
か
し
同
じ
月
を
、
ほ
か
の
日
に
な
る
と
多
く
の
者
は
そ

う
は
思
い
ま
せ
ん
。「
新
し
い
」
と
判
断
さ
れ
た
奇
麗
な
も
の
は
、す
べ
て
の
生
き
物
に
と
っ
て
、魅
力
的
な
も
の
に
見
え
る
の

で
す
。〔
一
六
・
二
一
〕

◇
　*

ま
た
、
ご
婦
人
よ
、
青
春
期
に
い
く
ら
か
入
っ
た
あ
な
た
自
身
の
上
に
お
い
て
、
(a) 

髪
の
房
は
〔
や
が
て
〕
白
く
な
り
、
(b) 

心
を
奪
う
そ
の
容
貌
の
美
し
さ
は
衰
え
、
(c) 

眼
・
眉
間
の
す
べ
て
の
部
分
に
た
る
み
が
生
じ
、
(d) 

歯
に
は
隙
間
が
あ
い
て
、
(e) 

動

作
は
ひ
ど
く
不
安
定
と
な
り
、
(f) 

絶
え
間
な
く
思
考
が
言
葉
と
合
致
し
な
く
な
り
、
(g) 

諸
の
感
覚
器
官
の
門
（
目
や
耳
な
ど
）
が
閉

じ
塞
が
れ
て
ゆ
く
、
(h) 

あ
た
か
も
隙
を
ね
ら
う
ピ
シ
ャ
ー
チ
ー
（
病
を
も
た
ら
す
鬼
女
）
の
如
く
に
〔
生
き
物
の
体
を
〕
苦
し
め
る
、

老
い
と
い
う
も
の
を
、
来
て
い
な
い
の
に
来
て
い
る
よ
う
に
〔
思
い
描
い
て
〕
見
る
時
、
そ
の
〔
年
嵩
の
〕
キ
ン
ナ
リ
ー
に
お
い
て

は
、
ま
し
て
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

*

あ
な
た
の
若
い
時
期
は
過
ぎ
つ
つ
あ
る
の
で
す
。
し
ば
し
、
心
を
集
中
し
て
聞
き
な
さ
い
。

〔*

た
と
え
ば
、
死
者
の
〕
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
部
所
か
ら
血
を
滴
ら
せ
始
め
て
、
厚
く
凝
固
し
た
血
に
覆
わ
れ
る
時
、
心
を
有
す

る
者
の
誰
が
、
人
々
の
心
を
魅
了
し
欲
望
を
生
じ
た
快
楽
〔
の
行
為
〕
に
対
し
て
、
嫌
悪
の
心
を
生
じ
な
い
で
し
ょ
う
か
。〔
一

六
・
二
二
〕

一
四
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一
五

*

こ
こ
に
あ
る
、
髪
・
骨
が
あ
り
管
・
腱
で
繋
が
っ
て
い
る
一
体
の
ば
ら
け
た
女
の
骨
が
、
身
体
の
構
成
部
分
で
は
な
い
か
の

よ
う
に
見
る
〔
誤
っ
た
〕
認
識
か
ら
、
迷
妄
の
思
考
を
も
つ
者
は
、
快
楽
へ
の
思
い
に
よ
り
、
迷
い
で
あ
る
〔
体
へ
の
〕
愛
著

に
至
る
の
で
す
。〔
一
六
・
二
三
〕

*

ま
た
、
快
楽
に
よ
っ
て
人
々
と
繋
が
っ
て
い
る
か
ら
、
別
離
の
苦
が
人
々
を
襲
う
の
で
す
。〔
す
べ
て
の
〕
苦
は
、
原
因
の
集

起
か
ら
成
り
立
つ
性
質
の
も
の
で
す
。
そ
れ
故
に
、
欲
望
を
い
だ
い
て
〔
異
性
を
〕
思
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
す
。〔
一
六
・
二
四
〕

*

あ
た
か
も
、
一
匹
の
羅
刹
の
恐
ろ
し
い
姿
が
地
面
か
ら
姿
を
現
し
た
時
に
〔
そ
れ
を
〕
産
出
し
た
者
が
ま
さ
に
そ
の
〔
羅
刹
〕

に
対
し
て
恐
怖
す
る
の
と
同
じ
様
に
、
こ
れ
ら
世
の
人
々
も
、
自
ら
作
っ
た
業
（
行
為
）
で
あ
る
多
く
の
苦
し
み
に
襲
わ
れ
て
恐

怖
し
ま
す
。〔
一
六
・
二
五
〕

*

三
界
を
苦
し
め
る
こ
の
『
三
つ
の
苦
』（
老
病
死
）
が
生
じ
る
中
で
あ
っ
て
も
、こ
れ
ら
の
世
の
人
々
が
も
し
穢
れ
な
く
暮
ら
す

な
ら
、
一
切
の
中
で
最
も
勝
れ
た
自
性
と
誕
生
を
も
つ
、
そ
ん
な
勝
れ
た
神
と
し
て
〔
天
に
〕
生
じ
る
で
し
ょ
う
。〔
一
六
・
二
六
〕

◇
　*

さ
ら
に
、
ご
婦
人
よ
、
あ
な
た
は
〔
先
ほ
ど
〕
こ
う
提
案
さ
れ
ま
し
た 

― 『
恐
ろ
し
い
蛇
や
多
く
の
獣
た
ち
に
と
っ
て
の

棲
家
で
あ
る
森
を
捨
て
て
、
あ
な
た
は
〔
愛
す
る
女
た
ち
の
間
で
〕
眺
め
を
楽
し
む
こ
と
を
な
す
べ
き
だ
』
と 　
。
ど
う
か
こ
の

〔
考
え
〕
を
聞
き
な
さ
い
。

*

と
て
も
大
き
な
幸
福
を
生
じ
さ
せ
る
故
に
、
寂
静
の
心
を
も
つ
者
（
苦
行
者
）
た
ち
の
〔
住
む
〕
森
を
眺
め
る
時
、
(a) 

ア
ル

ジ
ュ
ナ
樹
の
花
房
に
よ
る
芳
香
が
あ
り
、
(b) 

象
た
ち
の
〔
香
ば
し
い
〕
マ
ダ
液
が
付
い
た
稠
林
を
も
つ
山
や
、〔
一
六
・
二
七
〕　

*

と
て
も
速
く
流
れ
る
小
川
や
、
森
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
に
、
幸
福
感
を
味
わ
っ
て
い
る
牟
尼
た
ち
の
心
に
と
っ
て
は
、
ど
う
し

て
〔
こ
れ
ら
地
上
の
〕
快
い
美
し
い
土
地
も
、神
々
の
〔
味
わ
う
天
で
の
〕
大
き
な
幸
福
感
の
よ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ

う
か
。〔
一
六
・
二
八
〕

（
10
）

一
五



一
六

*

世
俗
的
な
生
を
有
し
家
住
を
な
す
人
々
は
、他
者
に
〔
生
活
の
資
を
〕
請
い
求
め
る
こ
と
の
憂
悩
と
苦
し
み
を
も
ち
ま
す
。
し

か
し
苦
行
林
に
住
し
、『
知
足
』（
自
足
）
と
い
う
宝
を
有
す
る
者
た
ち
に
お
い
て
は
、〔
一
六
・
二
九
〕

*
人
に
も
の
を
請
い
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
怖
れ
に
よ
る
苦
悩
を
、
誰
も
得
て
い
な
い
し
、〔
未
来
に
〕
得
る
こ
と
も
な
い
し
、
過

去
に
得
た
こ
と
も
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
は
次
の
点
を
見
て
と
る
べ
き
で
す
。

*

も
し
蜜
蜂
た
ち
が
〔
象
の
こ
め
か
み
の
〕
マ
ダ
液
を
欲
す
る
こ
と
が
無
い
な
ら
、〔
彼
ら
は
〕
象
に
よ
っ
て
耳
の
先
で
払
い
落

と
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。〔
わ
ず
か
な
〕
幸
せ
の
か
け
ら
を
得
る
た
め
に
他
者
に
従
属
す
る
こ
と
、そ
れ
は
『
悪
い
生

存
』
の
原
因
を
生
じ
る
だ
け
な
の
で
す
。〔
一
六
・
三
〇
〕

*

女
た
ち
を
伴
っ
て
ひ
た
す
ら
喉
の
渇
き
の
如
く
鎮
ま
る
こ
と
が
な
い
渇
愛
の
中
に
暮
ら
し
て
い
る
悪
い
人
々
が
『
怒
り
』
の

弓
を
も
っ
て
発
す
る
『
罵
倒
』
の
矢
も
、
も
う
決
し
て
、〔
森
に
棲
む
〕
彼
ら
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。〔
一
六
・
三
一
〕

◇
　*

こ
の
よ
う
に
苦
行
者
が
も
つ
こ
れ
ら
の
功
徳
（
利
点
）
を
知
っ
て
、
あ
な
た
が
青
春
の
驕
り
を
退
け
る
こ
と
は
、
自
ら
こ
れ
ら

感
官
を
よ
く
制
御
す
る
た
め
に
、
大
事
な
こ
と
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
、
そ
う
言
い
ま
し
た
。

*

す
る
と
菩
薩
が
教
示
し
た
『
法
』
と
い
う
水
の
灌
頂
に
よ
り
、
愛
の
火
を
鎮
め
た
彼
女
は
、「
あ
あ
す
ば
ら
し
い
。
よ
く
お
説
き

に
な
ら
れ
ま
し
た
」
と
言
っ
て
、
偉
大
な
心
の
方
（
菩
薩
）
を
深
く
拝
礼
し
な
が
ら
、
或
る
一
つ
の
地
に
去
っ
て
、
彼
か
ら
教
え
ら
れ

た
禅
定
の
方
法
を
開
始
し
ま
し
た
。

*

そ
の
後
、
菩
薩
は
自
分
の
木
葉
の
庵
に
入
り
、
燃
え
る
薪
で
火
を
祀
り
、
静
か
に
ゆ
っ
く
り
美
味
の
果
実
の
食
事
を
取
っ
て

か
ら
、
四
禅
に
心
を
繋
ぎ
止
め
ま
し
た
。〔
一
六
・
三
二
〕

◇
　*

か
く
し
て
、
天
女
に
も
似
た
そ
の
キ
ン
ナ
リ
ー
は
、
菩
薩
を
恋
い
慕
っ
た
も
の
の
、
心
の
落
ち
つ
き
を
得
て
、「
あ
の
方
は
誓

戒
を
破
ら
な
か
っ
た
の
だ
」
と
考
え
、戒
律
の
ゆ
え
に
〔
彼
に
〕
恭
敬
を
な
す
べ
き
で
あ
る
と
〔
考
え
ま
し
た
〕。
男
性
と
の
様
々
な

一
六
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一
七

享
楽
も
戒
律
を
妨
げ
る
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
に
愛
著
し
な
い
こ
と
が
善
い
と
〔
思
い
ま
し
た
〕。

◇
　〔
現
在
世
物
語
〕　*

さ
て
〔
王
舎
城
で
〕
青
蓮
（
ク
ヴ
ァ
ラ
ヤ
ー
）
と
い
う
舞
台
劇
の
踊
り
手
で
あ
る
女
が
、〔
他
の
〕
踊
り
子
た

ち
と
一
緒
に
、
竹
林
〔
精
舎
〕
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
仏
・
世
尊
（
釈
尊
）
の
も
と
で
、〔
わ
ざ
と
〕
踊
り
と
歌
を
演
じ
て
み
せ
た
時
、
世

尊
は
彼
ら
に
老
い
〔
の
姿
〕
を
お
示
し
に
な
り
、〔
彼
女
ら
が
も
つ
〕
若
さ
の
驕
り
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
後
、
彼
ら
を
阿
羅
漢
果
へ

と
導
き
入
れ
ま
し
た
。〔
そ
の
時
〕
世
尊
は
比
丘
た
ち
の
前
で
、
こ
の
前
生
話
の
教
え
（
キ
ン
ナ
リ
ー
の
話
）
を
説
か
れ
た
の
で
す 　
。

〔
そ
れ
に
よ
れ
ば
〕
こ
の
青
蓮
と
い
う
名
の
彼
女
が
〔
過
去
世
に
〕
か
の
キ
ン
ナ
リ
ー
の
娘
だ
っ
た
の
で
す 　
。

*

(a) 

薄
明
に
似
た
〔
色
合
い
を
し
た
〕、
(b) 

細
い
体
に
は
快
い
、
(c) 

踝
ま
で
垂
れ
た
法
衣
を
着
け
た
、
(d) 

落
ち
つ
い
て
い
て
大

地
の
如
き
自
性
を
も
つ
、
(e) 
美
し
い
睫
毛
の
あ
る
、
(f) 

耳
の
近
く
ま
で
の
び
る
〔
大
き
な
〕
眼
を
し
た
〔
彼
女
は
〕、
人
々
か

ら
誉
め
讃
え
ら
れ
な
が
ら
、『
明
瞭
な
言
葉
』
と
い
う
花
を
お
与
え
に
な
る
導
師
た
る
、寂
静
の
三
昧
に
住
し
て
い
る
仏
が
お
坐

り
に
な
っ
た
、
美
し
い
踊
り
子
た
ち
の
場
所
に
入
り
ま
し
た
。〔
一
六
・
三
三
〕

*

比
丘
尼
の
衣
を
纏
っ
た
者
と
し
て
、
青
蓮
と
い
う
こ
の
女
性
が
出
家
し
た
の
で
、〔
そ
れ
を
見
て
〕
残
り
の
舞
踏
家
の
女
た
ち

は
、〔
同
じ
〕
そ
の
衣
を
纏
っ
た
者
と
し
て
出
家
し
ま
し
た
。〔
一
六
・
三
四
〕

*

リ
ー
ダ
ー
〔
た
る
青
蓮
〕
に
従
っ
た
、
比
丘
尼
の
衣
が
美
し
い
、
残
り
の
舞
踏
家
の
娘
た
ち
は
〔
こ
う
し
て
〕
感
官
の
寂
静

へ
と
入
り
ま
し
た
。〔
一
六
・
三
五
〕

〔
章
を
閉
じ
る
祈
願
の
言
葉
〕 　

*

誓
願
の
力
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
、
私
た
ち
す
べ
て
の
者
が
、
求
め
る
法
に
近
づ
け
た
の
で
す
。
ど
う
か
私
た
ち
が
輪
廻
的
生
存

を
断
ち
切
る
た
め
の
幸
運
を
与
え
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。〔
一
六
・
三
六
〕

（
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）

（
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）

（
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一
八

『
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
〔
仙
〕
ジ
ャ
ー
タ
カ
』、〔
第
二
部
類
の
〕
第
六
話
〔
終
わ
る
〕。

第
一
八
話
　プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
王
ジ
ャ
ー
タ
カ 　

*

感
官
に
苦
し
め
ら
れ
る
〔
官
能
的
〕
領
域
の
快
楽
か
ら
退
く
こ
と
を
欲
す
る
、
年
老
い
た
王
（
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ダ
ン
ダ
）
は
、
学
び

聞
く
性
質
を
も
ち
、
戒
に
習
熟
し
た
、
彼
の
息
子
（
菩
薩
、
釈
尊
の
前
世
）
に
〔
即
位
の
〕
灌
頂
を
行
っ
て
か
ら
、
神
の
住
所
（
天

界
）
に
去
り
ま
し
た
。〔
一
八
・
六
六
〕

◇
　*

〔
或
る
時
〕
菩
薩
が
、
父
か
ら
受
け
継
い
だ
正
法
の
王
国
を
統
治
し
な
が
ら
、「
私
の
王
宮
に
お
い
て
、
神
の
食
物
や
衣
や
装

飾
品
、
何
で
も
が
〔
欲
す
る
通
り
に
〕
出
現
す
れ
ば
よ
い
の
に
」
と
思
考
す
る
と
、
そ
の
途
端
す
ぐ
に
彼
の
欲
す
る
も
の
す
べ
て
が

現
れ
出
ま
し
た
。

*

彼
は
親
し
い
者
（
プ
リ
ヤ
）
た
ち
に
も
ピ
ン
ダ
（
施
食
の
お
握
り
）
を
捧
げ
て
敬
意
を
示
す
こ
と
を
悦
ぶ
の
で
、
そ
れ
故
、
プ
リ
ヤ

ピ
ン
ダ
と
い
う
、
彼
に
適
し
た
名
前
が
世
の
人
々
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

*

ま
た
、
彼
の
神
力
に
よ
っ
て
、
ベ
ー
リ
ー
鼓
（
鍋
形
太
鼓
）
の
音
の
連
続
が
聞
こ
え
た
〔
範
囲
の
〕
彼
の
領
土
に
住
む
者
た
ち
の

家
々
に
、
欲
し
た
通
り
の
神
の
食
物
が
出
現
し
ま
し
た
。

*

さ
て
〔
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
の
臣
下
の
〕
ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
と
い
う
名
の
悪
し
き
大
臣
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
悪
辣
な
心
か
ら
、
こ
の
よ

う
に
考
え
ま
し
た
。「
な
ん
と
か
し
て
、
あ
の
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
を
策
略
に
よ
っ
て
、
閻
魔
の
家
（
冥
府
）
に
導
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う

す
れ
ば
こ
の
〔
国
の
〕
人
々
は
私
の
支
配
を
受
け
る
も
の
と
な
ろ
う
。」

*

敵
愾
心
に
よ
っ
て
考
え
た
り
話
し
た
り
の
諸
行
為
を
な
す
者
た
ち
は
、
自
性
を
堕
落
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
そ
れ
故
そ

（
14
）
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一
九

の
敵
愾
心
を
、
毒
蛇
の
如
く
に
、
愚
か
者
た
ち
が
い
る
山
に
捨
て
去
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
作
者
の
感
想
）〔
一
八
・
六
七
〕

◇
　*
そ
の
後
邪
悪
な
自
性
を
も
つ
ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
は
メ
ー
ル
〔
王
〕
に
手
紙
を
送
り
、
次
の
よ
う
に
伝
え
ま
し
た
。「
あ
の
プ
リ
ヤ

ピ
ン
ダ
は
あ
な
た
の
敵
〔
で
あ
っ
た
国
王
〕
の
息
子
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
あ
の
者
を
策
略
か
武
勇
に
よ
っ
て
殺
す
な
ら
、
ジ
ャ
ン
ブ

洲
（
閻
浮
提
）
全
部
を
閣
下
が
統
治
で
き
る
で
し
ょ
う 　
。
私
も
〔
い
ざ
と
な
れ
ば
〕
閣
下
の
側
に
つ
く
つ
も
り
で
す
。」

す
る
と
邪
悪
な
大
臣
〔
の
手
紙
〕
に
よ
っ
て
勇
気
づ
け
ら
れ
た
メ
ー
ル
は
、
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
に
使
者
を
送
り
ま
し
た
。
そ
の
使
者

は
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
の
も
と
に
や
っ
て
来
る
と
、
メ
ー
ル
か
ら
の
伝
言
を
こ
の
よ
う
に
告
げ
ま
し
た
。

「
あ
な
た
の
父
が
来
て
、
こ
の
私
の
民
は
財
を
奪
わ
れ
、
悲
悩
を
味
わ
っ
た
の
だ
。
今
や
、
私
の
大
軍
勢
に
よ
る
破
壊
を
あ
な
た

も
同
じ
様
に
耐
え
忍
ぶ
が
よ
い
。」〔
一
八
・
六
八
〕

◇
　
そ
の
時
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
は
使
者
の
言
葉
を
聞
き
、〔
考
え
ま
し
た
〕。「
も
し
メ
ー
ル
〔
の
軍
〕
が
こ
こ
に
来
る
な
ら
、こ
の
私
の

民
は
、
彼
ら
の
戦
象
た
ち
に
園
林
を
食
い
荒
ら
さ
れ
て
し
ま
う
し
、
残
忍
な
兵
た
ち
に
よ
っ
て
財
産
を
奪
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
戦

闘
と
な
れ
ば
、
鋭
い
武
器
に
よ
っ
て
夥
し
い
人
と
象
馬
た
ち
が
殺
さ
れ
て
ゆ
き
、
大
変
不
幸
な
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
故
こ
の
今
が
、
行
動
を
起
こ
す
べ
き
時
だ
。」
そ
う
熟
慮
す
る
と
、
そ
の
使
者
に
言
い
ま
し
た
。「
私
が
軍
を
伴
っ
て
、
敬
す

べ
き
方
々
（
メ
ー
ル
の
軍
）
の
も
と
に
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
、
私
が
自
ら
出
向
い
て
行
く
と
伝
え
て
ほ
し
い
。」

そ
の
使
者
は
「
そ
う
し
ま
す
」
と
答
え
る
と
、
戻
っ
て
、
メ
ー
ル
に
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
か
ら
の
伝
言
を
話
し
ま
し
た
。

そ
の
後 

(a) 

ま
る
で
世
界
終
末
の
風
の
力
に
よ
っ
て
か
き
乱
さ
れ
た
海
が
立
て
る
か
の
よ
う
な
深
く
重
々
し
い
音
響
を
立
て
る
、(b) 

あ
た
り
四
方
の
空
間
を
雄
象
ら
の
マ
ダ
の
匂
い
で
薫
ら
せ
て
い
る
、(c) 
太
陽
光
に
よ
っ
て
き
ら
き
ら
燦
め
く
鎧
と
投
槍
の
尖
端
の
輝

き
を
も
つ
、(d) 

風
に
躍
り
翻
る
色
と
り
ど
り
の
旗
や
の
ぼ
り
が
美
し
い
、巨
大
な
軍
隊
に
取
り
ま
か
れ
な
が
ら
菩
薩
は〔
南
下
し
て
〕

ガ
ン
ガ
ー
河
の
岸
ま
で
達
す
る
と
、〔
大
臣
〕
ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
に
次
の
よ
う
に
語
り
ま
し
た
。「
行
っ
て
、
わ
が
母
方
の
祖
父
（
メ
ー

（
15
）
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二
〇

ル
王
）
に
こ
う
伝
え
な
さ
い
。

『〔
私
の
〕グ
ル
（
精
神
の
師
）
よ
り
も
大
事
な
親
族
で
あ
る
や
さ
し
い
性
質
の
あ
な
た
と
、自
性
浄
ら
か
な
私
と
の
戦
争
に
、い
っ

た
い
何
の
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
』
と
。」〔
一
八
・
六
九
〕

◇
　
す
る
と
か
の
悪
人
ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
は
、
来
て
門
衛
に
用
件
を
伝
え
、
入
場
を
許
さ
れ
、
座
を
与
え
ら
れ
る
と
、
人
の
い
な
い
所

で
こ
っ
そ
り
〔
次
の
様
な
〕
嘘
の
言
葉
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、メ
ー
ル
を
憤
激
さ
せ
ま
し
た
。「
大
王
様
、プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
か
ら

の
伝
言
を
お
聞
き
下
さ
い
。」「
拝
聴
し
よ
う
」
と
メ
ー
ル
が
答
え
る
と
、ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
は
こ
う
言
い
ま
し
た
。「
破
滅
へ
向
か
う
思

考
を
も
つ
、
未
熟
な
る
精
神
の
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
は
次
の
如
く
、
閣
下
に
語
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

『
ラ
イ
オ
ン
の
よ
う
に
高
い
矜
持
を
も
つ
私
が
、た
だ
ち
に
ガ
ン
ガ
ー
川
の
〔
向
こ
う
の
〕
岸
辺
に
到
着
し
た
時
、あ
な
た
が
も

し
諸
方
を
見
渡
し
た
な
ら
、
あ
な
た
は
ど
う
し
て
怯
え
る
一
匹
の
羚
羊
の
よ
う
に
身
を
震
わ
せ
な
が
ら
〔
そ
の
場
に
〕
立
ち
尽

く
さ
な
い
で
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
』
と
。〔
一
八
・
七
〇
〕

◇
　「
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
傲
慢
な
伝
言
を
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
は
私
に
送
っ
て
き
た
の
か
」と
メ
ー
ル
王
は
思
い
、ま
す
ま
す
激
し
く

怒
り
の
焔
で
心
が
燃
え
上
が
り
ま
し
た
。
激
怒
し
て
い
る
メ
ー
ル
を
見
て
、更
に
ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
は
言
い
ま
し
た
。「
閣
下
、プ
リ
ヤ

ピ
ン
ダ
は
あ
な
た
様
に
対
し
て
わ
ず
か
な
無
礼
も
な
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、

力
あ
る
者
を
不
意
に
攻
撃
し
た
と
し
て
も
、
弱
者
は
必
ず
滅
ぶ
も
の
で
す
。
一
匹
の
蛾
は
薪
に
よ
っ
て
燃
え
る
、
燦
め
く
炎
の

あ
る
火
の
中
に
、
自
ら
の
破
滅
に
向
か
っ
て
落
ち
て
ゆ
く
の
で
す
。」〔
一
八
・
七
一
〕

◇
　
鎧
を
つ
け
た
象
や
馬
や
戦
車
や
歩
兵
た
ち
に
囲
ま
れ
て
、
戦
争
を
強
く
欲
す
る
メ
ー
ル
は
、
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
の
軍
司
令
部
（
王

の
所
在
地
）
の
近
く
へ
と
布
陣
し
ま
し
た
。
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
は
、
神
々
が
も
つ
飛
行
船
（
ヴ
ィ
マ
ー
ナ
）
に
形
が
似
た
、
櫂
を
漕
ぐ
こ
と

で
勢
い
よ
く
推
進
す
る
大
き
な
船
に
乗
り
、
皆
が
誉
め
歌
う
称
讃
の
声
を
受
け
な
が
ら
、
勝
れ
た
親
し
い
人
々
に
囲
繞
さ
れ
、
ガ
ン

二
〇
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二
一

ガ
ー
川
の
水
波
の
戯
れ
を
克
服
し
て
〔
つ
い
に
対
岸
に
〕
上
陸
す
る
と
、
沐
浴
し
香
を
塗
っ
て
、
食
事
の
時
間
に
〔
神
の
食
物
を
出

現
さ
せ
る
た
め
〕
ベ
ー
リ
ー
鼓
（
鍋
形
太
鼓
）
を
打
ち
鳴
ら
さ
せ
ま
し
た
。

ど
こ
ま
で
も
諸
方
の
空
間
を
満
た
し
な
が
ら
遥
か
遠
く
ま
で
鳴
り
響
き
続
け
る
そ
の
ベ
ー
リ
ー
鼓
の
音
は
、
突
然
出
現
し
た
雨

雲
の
雷
音
に
よ
く
似
て
い
て
、
不
気
味
に
思
う
メ
ー
ル
の
耳
を
も
満
た
し
ま
し
た
。〔
一
八
・
七
二
〕

◇
　
当
惑
し
た
メ
ー
ル
は
ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
に
尋
ね
ま
し
た
。「
あ
の
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
は
今
、
何
を
な
そ
う
と
欲
し
て
い
る
の
か
。」̶

 

ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
は
答
え
ま
し
た
。「
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
は
今
、ベ
ー
リ
ー
鼓
の
音
に
よ
っ
て
天
の
食
物
や
飲
物
を
生
じ
さ
せ
、部
下
た
ち

と
共
に
食
べ
よ
う
と
欲
し
て
い
る
の
で
す
。」

メ
ー
ル
は
言
い
ま
し
た
。「
じ
つ
に
彼
が
こ
ん
な
福
徳
の
威
力
を
有
し
て
い
る
以
上
、そ
の
彼
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
私
や
ま
わ
り
の

家
来
た
ち
の
上
に
燃
え
輝
く
稲
妻
を
落
と
す
か
も
し
れ
ぬ
。
だ
が
し
か
し
、
あ
の
私
の
娘
の
息
子
（
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
）
は
い
つ
も
忍
辱

（
堪
忍
）
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
か
ら
、
き
っ
と
私
の
こ
と
を
思
い
遣
っ
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。
あ
あ
全
く
、

お
前
が
私
を
こ
の
よ
う
に
偉
大
な
王
と
戦
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
は
、
―
お
前
の
ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
と
い
う
名
前
は
、
正
真

正
銘
の
『
悪
意
を
も
つ
者
』
と
い
う
立
場
で
、
そ
の
名
の
通
り
だ
。」〔
一
八
・
七
三
〕

◇
　
さ
て
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
は
密
偵
た
ち
を
通
じ
て
、
メ
ー
ル
が
不
安
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、
う
ま
く
方
便
を
も
っ
て
彼
を

受
け
容
れ
て
あ
げ
よ
う
と
考
え
、
秘
密
の
工
作
員
た
ち
に
よ
り
、
そ
ち
ら
の
〔
陣
の
〕
場
所
で
次
の
よ
う
に
噂
を
流
さ
せ
ま
し
た
。

〔
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
は
こ
う
語
っ
て
い
る
ら
し
い
〕
― 『
も
し
あ
な
た
が
迷
妄
に
よ
り
、私
と
講
和
を
結
ば
な
い
な
ら
ば
、そ
の

時
私
は
忍
辱
を
捨
て
、
怒
り
に
縛
ら
れ
た
心
で
、
(a) 

火
の
輝
き
に
よ
っ
て
諸
方
角
の
隅
々
ま
で
照
ら
す
、
(b) 

重
く
轟
く
雷
音
を

も
つ
、
稲
妻
を
あ
な
た
の
上
に
落
と
す
』
と
。〔
一
八
・
七
四
〕

◇
　
メ
ー
ル
は
そ
の
報
せ
を
得
る
と
、
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
と
講
和
を
結
び
ま
し
た
。
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
は
そ
の
王
を
自
分
の
居
留
す
る
家

二
一



二
二

に
連
れ
て
き
て
、
正
し
く
し
き
た
り
通
り
に
高
い
敬
意
を
示
し
ま
し
た
。
す
る
と
メ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
を
何
度
も

大
い
に
誉
め
讃
え
ま
し
た
。「
立
派
だ
、
愛
し
い
子
よ
、

善
良
な
人
た
ち
は
自
分
の
徳
性
を
隠
そ
う
と
し
、
人
々
の
前
に
置
か
れ
て
敬
わ
れ
て
も
、
本
当
に
恥
ず
か
し
が
る
も
の
だ
。
し

か
し
そ
れ
で
も
、
私
は
人
々
の
前
で
、
あ
な
た
を
誉
め
讃
え
た
い
の
だ
。
私
の
心
は
深
い
情
感
を
も
っ
て
、
あ
な
た
に
強
く
惹

き
つ
け
ら
れ
る
。〔
一
八
・
七
五
〕

あ
な
た
が
も
つ
徳
性
の
証
拠
を
見
知
っ
た
故
に
、
私
は
慕
わ
し
さ
の
思
い
か
ら
、
つ
い
饒
舌
に
な
る
。
満
開
の
マ
ン
ゴ
ー
樹
の

花
房
を
見
た
時
、
ど
う
し
て
蜜
蜂
が
黙
っ
て
お
と
な
し
く
し
て
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。〔
一
八
・
七
六
〕

お
お
、
あ
な
た
が
有
す
る
、
宝
石
や
装
飾
品
を
思
わ
せ
る
『
徳
性
』〔
の
光
輝
〕
は
、
海
に
い
た
る
ま
で
、〔
空
の
あ
ら
ゆ
る
〕

『
方
角
』
の
女
神
た
ち
を
飾
り
立
て
る
も
の
だ
。
ま
た
、
あ
な
た
の
『
名
声
』
と
い
う
〔
輝
か
し
い
〕
ド
ゥ
ク
ー
ラ
布
を
身
に

纏
っ
た
こ
の
大
地
は
、
自
ら
の
美
に
よ
っ
て
、
天
を
笑
う
か
の
よ
う
だ
。〔
一
八
・
七
七
〕

生
き
物
た
ち
に
お
い
て
、
あ
な
た
が
も
つ
徳
性
は
、
大
き
さ
と
浄
ら
か
さ
に
お
い
て
、
他
の
者
た
ち
が
も
つ
徳
性
を
は
る
か
に

超
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
湖
沼
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
高
ま
っ
た
波
た
ち
を
、
乳
海
に
お
け
る
盛
り
上
が
っ
た
大
き
な
波
が
は
る
か

に
超
え
る
よ
う
な
も
の
だ
。〔
一
八
・
七
八
〕

生
き
物
た
ち
に
お
け
る
『
悪
し
き
見
解
』
と
い
う
闇
を
打
ち
払
い
、『
正
法
』
と
い
う
光
の
円
を
広
げ
な
が
ら
、自
分
の
聡
明
さ

に
よ
っ
て
『
高
い
理
性
を
も
つ
者
た
ち
』
と
い
う
夜
咲
き
の
白
蓮
た
ち
を
開
花
さ
せ
る
、智
慧
か
ら
出
来
た
月
が
昇
っ
た 

―

そ
れ
が
あ
な
た
だ
。〔
一
八
・
七
九
〕

〔
賢
者
た
ち
が
集
う
〕
会
堂
に
坐
っ
た
人
々
は
、最
高
の
知
者
で
あ
る
あ
な
た
が
〔
そ
こ
に
〕
居
な
い
時
、そ
の
会
堂
を
真
っ
暗

で
あ
る
と
思
う
だ
ろ
う
。
徳
性
に
よ
っ
て
輝
か
し
い
あ
な
た
が
居
る
時
、
火
が
ラ
ン
プ
に
灯
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
会
堂
は
と

二
二
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二
三

て
も
眩
し
く
輝
く
。〔
一
八
・
八
〇
〕

自
ら
の
輝
か
し
さ
に
よ
っ
て
〔
あ
な
た
は
〕
満
月
を
す
ら
羞
恥
さ
せ
、
そ
れ
を
大
地
の
あ
ら
ゆ
る
蓮
池
の
中
に
潜
ら
せ
て
し
ま

う
。
ま
た
、
あ
な
た
が
も
つ
名
声
は
、
ハ
ン
サ
鳥
（
コ
ブ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
）
の
群
に
似
て
、
無
限
の
岸
辺
を
越
え
ゆ
き
、
遍
く
飛
び

ゆ
く
も
の
だ
。〔
一
八
・
八
一
〕

日
長
石
と
月
長
石
は
、
太
陽
お
よ
び
月
の
光
〔
に
曝
さ
れ
た
〕
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
火
と
水
と
を
生
じ
る
。
原
因
と
プ
ロ

セ
ス
な
く
し
て
、
結
果
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
あ
な
た
は
そ
の
両
者
を
う
ち
捨
て
て
、
他
者
〔
救
済
〕
の
た
め
に
努

力
し
て
い
る
。〔
一
八
・
八
二
〕

◇
　
私
に
は
、
か
く
の
如
き
、
神
の
如
き
威
神
力
を
も
つ
、
宝
石
の
よ
う
な
孫
（
娘
の
息
子
、
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
）
が
生
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
私
に
こ
れ
以
上
望
む
も
の
は
無
い
。」

菩
薩
は
、
本
性
と
し
て
残
忍
な
心
を
も
つ
ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
の
そ
の
邪
悪
な
性
を
〔
と
が
め
ず
〕
容
赦
し
ま
し
た
。

い
つ
も
確
た
る
心
を
も
つ
彼
（
菩
薩
）
は
、
盛
大
な
歓
待
を
も
っ
て
メ
ー
ル
を
敬
い
、
ま
た
〔
祖
父
の
国
の
〕
人
々
を
正
し
い
道

に
導
き
入
れ
て
か
ら
、風
に
打
た
れ
る
白
樺
の
樹
々
が
あ
る
雪
の
山
を
越
え
て
、〔
北
方
の
〕
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
よ
う
に
白
い
自
ら

の
都
城
へ
と
去
り
ま
し
た
。〔
一
八
・
八
三
〕

◇
　
―
さ
あ
、
こ
の
よ
う
に
か
の
世
尊
が
菩
薩
で
あ
っ
た
時
に
、
悩
害
が
な
さ
れ
よ
う
と
も
忍
辱
（
堪
忍
）
の
心
を
弱
め
る
こ
と

が
な
か
っ
た
こ
と
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
、
あ
な
た
方
は
忍
辱
の
修
習
に
よ
っ
て
、
自
己
を
浄
化
す
べ
き
で
す
。

『
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
〔
王
〕
ジ
ャ
ー
タ
カ
』、〔
第
二
部
類
の
〕
第
八
話
〔
終
わ
る
〕。

二
三



二
四

第
二
八
話
　足
跡
を
追
う
人
パ
ダ
カ 　

*
鋭
い
智
慧
に
よ
っ
て
〔
謎
に
〕
驚
く
こ
と
な
く
、
世
の
人
々
の
た
め
に
役
立
ち
続
け
て
い
る
、
最
高
の
真
実
の
追
求
に
お
い

て
果
敢
な
る
心
を
も
つ
者
た
ち
に
、
い
っ
た
い
誰
が
驚
き
を
生
じ
な
い
で
し
ょ
う
か
。〔
二
八
・
一
〕

◇
　*

次
の
様
に
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。̶

 

王
と
し
て
の
徳
性
す
べ
て
を
具
備
し
た
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
王
が
〔
自
身
の
輝
き
で
〕
飾

る
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
の
王
宮
に
、
真
夜
中
の
明
月
を
思
わ
せ
る
、
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
の
学
に
習
熟
し
た
或
る
一
人
の
婆
羅
門
が
い
ま

し
た
。
家
住
者
た
ち
を
護
り
な
が
ら
、
火
の
供
養
を
一
心
に
な
す
彼
は
、
世
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
か
ら
供
養
を
受
け
つ
つ
、
家
住
生
活

を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

*

或
る
時
、
彼
は
薬
草
の
た
め
に
、
(a) 

沢
山
の
鹿
の
群
に
満
ち
、
(b)
と
て
も
密
生
し
た
樹
々
の
暗
が
り
が
あ
り
、
(c) 

水
辺
の
樹
々

の
沢
山
の
根
が
〔
水
流
に
〕
振
り
動
か
さ
れ
揺
れ
て
い
る
と
て
も
き
れ
い
な
川
が
あ
る
、
山
の
林
の
奥
に
入
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

*

治
療
困
難
な
重
い
病
気
を
断
つ
た
め
の
薬
草
の
荷
物
を
担
い
で
、
川
の
近
く
に
あ
る
或
る
大
岩
の
平
ら
な
面
の
上
に
あ
が
っ
て
、

疲
れ
を
癒
し
て
い
る
と
、
(a) 〔
肌
が
〕
新
鮮
な
カ
ル
ニ
カ
ー
ラ
の
花
の
よ
う
に
白
く
、
(b) 

動
か
な
い
蜜
蜂
の
群
の
よ
う
に
黒
い
髪
房

を
〔
紐
で
〕
結
ん
で
い
る
、(c) 

蓮
の
花
び
ら
に
〔
形
が
〕
似
た
目
を
も
つ
、(d) 

金
色
の
芭
蕉
の
髄
の
よ
う
な
き
れ
い
で
ふ
っ
く
ら
し

た
二
本
の
太
腿
を
も
つ
、(e) 

若
さ
の
初
期
に
重
た
く
な
っ
た
乳
房
の
荷
に
よ
っ
て
細
身
の
体
が
苦
し
げ
な
、(f) 

ウ
エ
ス
ト
が
ほ
っ
そ

り
し
た
、
(g) 

ま
る
で
山
や
森
を
美
し
く
飾
る
た
め
に
業
（
カ
ル
マ
）
と
い
う
鍛
冶
工
が
〔
姿
を
〕
作
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
、
一
人

の
キ
ン
ナ
リ
ー
（
妖
精
的
な
キ
ン
ナ
ラ
族
の
娘
）
を
見
ま
し
た
。
彼
は
彼
女
の
美
し
い
姿
に
ひ
ど
く
心
が
奪
わ
れ
ま
し
た
が
、な
ん
と
か

本
心
に
返
り
ま
し
た
。

（
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二
五

*

彼
か
ら
目
を
離
せ
な
く
な
り
、〔
荒
い
〕
呼
吸
に
よ
っ
て
顕
れ
出
た
歯
が
美
し
い
そ
の
キ
ン
ナ
リ
ー
は
、
わ
な
な
く
心
で
、
隙

を
知
る
愛
神
の
矢
の
た
め
に
苦
し
み
ま
し
た
。〔
二
八
・
二
〕

*
心
と
耳
に
歓
び
を
与
え
る
歌
声
に
よ
っ
て
鹿
た
ち
に
す
ら
思
慕
を
生
じ
さ
せ
る
そ
の
女
性
は
、
花
々
を
ゆ
っ
く
り
採
り
集
め

な
が
ら
、
か
の
婆
羅
門
の
そ
ば
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。〔
二
八
・
三
〕

*

耳
に
接
す
る
ほ
ど
の
〔
大
き
な
〕
目
を
し
た
、
月
の
瑞
相
の
絵
の
よ
う
な
、
見
目
う
る
わ
し
い
彼
女
を
見
て
、
生
き
物
の
心

を
迷
乱
さ
せ
る
愛
神
の
〔
恋
の
〕
矢
の
標
的
に
彼
は
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。〔
二
八
・
四
〕

*

す
る
と
彼
女
は
恐
怖
に
満
ち
て
〔
急
に
〕
枝
を
投
げ
捨
て
、
手
を
ひ
ど
く
震
わ
せ
な
が
ら
彼
に
頼
み
ま
し
た 　

 

― 「
婆
羅

門
の
長
よ
、
ど
う
か
〔
視
線
を
妨
げ
て
〕
目
を
悩
ま
す
こ
れ
ら
の
蜜
蜂
か
ら
、
恐
ろ
し
さ
で
い
っ
ぱ
い
の
私
を
お
守
り
下
さ

い 　
。」〔
二
八
・
五
〕

*

そ
こ
で
彼
は
す
ぐ
に
立
ち
上
が
る
と
、
月
の
よ
う
な
顔
、
雌
鹿
の
目
の
よ
う
に
大
き
な
目
を
も
つ
彼
女
に
言
い
ま
し
た
。「
あ

な
た
の
目
を
悩
ま
す
蜜
蜂
を
私
が
防
ぎ
ま
す
。
芭
蕉
の
よ
う
な
腿
を
有
す
る
ひ
と
よ
、
怖
が
ら
な
い
で
こ
れ
ら
の
花
を
集
め
な

さ
い
。」〔
二
八
・
六
〕

◇
　*

こ
う
言
う
と
、

*

彼
は
彼
女
の
顔
に
向
か
っ
て
く
る
蜜
蜂
を
追
い
払
い
続
け
ま
し
た
。
そ
の
キ
ン
ナ
リ
ー
は
花
々
を
集
め
終
わ
っ
て
か
ら
言
い

ま
し
た
。「
こ
れ
ら
の
蜜
蜂
か
ら
あ
な
た
様
（
聖
子
）
は
私
を
守
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
助
け
て
下
さ
っ
た
方
に
は
、
必
ず
お
礼

す
べ
き
で
す
。〔
二
八
・
七
〕

◇
　*

で
す
の
で
、
聖
者
よ
、
ど
う
か
い
ら
し
て
下
さ
い
。
私
の
家
に
お
い
で
に
な
っ
て
、
休
息
し
、
そ
の
場
所
に
適
し
た
食
物
を

お
食
べ
に
な
ら
れ
て
、
ご
自
身
の
住
ま
い
に
お
帰
り
に
な
っ
て
下
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
彼
は
「
そ
う
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
同
意

（
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二
六

し
て
、そ
の
キ
ン
ナ
リ
ー
と
一
緒
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
後
そ
の
キ
ン
ナ
リ
ー
は
入
口
の
門
を
塞
い
で
い
る
大
岩
を
取
り
除
け
る
と
、

「
聖
者
よ
、
こ
の
石
洞
へ
お
入
り
下
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
其
処
に
入
る
と
、
石
洞
の
門
を
再
び
〔
そ
の
大
岩
で
〕
遮
蔽
し
ま
し

た
。*

そ
の
後
、
其
処
で
羞
恥
の
た
め
に
顔
を
伏
せ
、
乳
房
を
両
手
で
覆
い
隠
し
な
が
ら
、
彼
女
は
微
笑
む
と
、
甘
美
な
言
葉
で
語

り
か
け
、
愛
の
熱
望
の
思
い
に
よ
り
、
ま
る
で
天
界
の
遊
び
女
の
よ
う
に
〔
彼
と
〕
戯
れ
ま
し
た
。〔
二
八
・
八
〕

*

愛
神
に
よ
っ
て
彼
と
一
緒
に
心
が
射
貫
か
れ
た
、
見
事
な
〔
臍
の
上
部
に
あ
る
〕
三
条
の
し
わ
の
線
に
よ
っ
て
美
し
い
腹
部

を
も
つ
彼
女
に
よ
っ
て
、
そ
の
婆
羅
門
は
熱
愛
す
る
心
の
幸
せ
を
味
わ
い
な
が
ら
、
夜
を
瞬
時
の
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。〔
二
八
・

九
〕

◇
　*

そ
の
後
〔
石
の
洞
窟
で
一
緒
に
住
み
始
め
た
〕
或
る
時
、そ
の
キ
ン
ナ
リ
ー
の
胎
内
に
菩
薩
（
釈
尊
の
前
世
）
が
生
じ
ま
し
た
。

時
の
経
過
の
後
、
あ
ら
ゆ
る
善
相
に
飾
ら
れ
、
自
身
の
体
か
ら
発
す
る
光
に
よ
っ
て
眩
し
く
輝
き
な
が
ら
、
彼
は
ま
る
で
神
の
子
の

よ
う
に
、
彼
女
か
ら
生
ま
れ
出
ま
し
た
。

*

生
ま
れ
て
八
年
経
つ
と
、
彼
は
父
の
も
と
で
沢
山
の
論
書
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
星
々
の
計
算
で
も
全
く
す
ら
す

ら
と
説
明
で
き
る
力
（
弁
才
）
が
彼
に
生
じ
ま
し
た
。

*

そ
の
後
彼
は
母
に
伴
わ
れ
て
そ
の
〔
洞
窟
の
〕
外
に
出
る
と
、
知
り
得
る
知
識
の
残
り
を
悉
く
学
び
知
る
た
め
牟
尼
（
聖
者
）
た

ち
に
近
づ
き
仕
え
、そ
し
て
彼
ら
か
ら
も
知
識
を
す
べ
て
学
ん
で
理
解
す
る
と〔
洞
窟
に
戻
り
〕、近
づ
い
て
父
に
言
い
ま
し
た
。「
父

上
、
足
跡
の
按
排
〔
を
見
る
こ
と
〕
に
よ
っ
て
さ
え
私
は
盗
人
を
知
り
え
る
の
で
す
。」̶

　
父
は
尋
ね
ま
し
た
。「
盗
人
の
足
跡
に

お
い
て
、〔
そ
こ
か
ら
〕
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
知
り
え
る
の
か
、
言
っ
て
ご
ら
ん
。」̶

　
彼
は
答
え
ま
し
た
。

*

「
恐
れ
の
心
を
も
つ
〔
犯
人
〕
の
足
跡
を
よ
く
理
解
す
る
と
、
足
指
を
激
し
く
動
か
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
つ
い
に
〔
足
指
が
〕

二
六
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二
七

土
だ
ら
け
に
な
り
ま
す
。
全
く
〔
土
に
〕
ま
み
れ
た
状
態
に
な
る
こ
と
で
、均
等
な
歩
行
が
失
わ
れ
ま
す
。〔
歩
む
〕
素
早
さ
の

故
に
、
ス
テ
ッ
プ
の
前
部
（
足
先
）
に
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
い
ま
す
。」〔
二
八
・
一
〇
〕

*
大
変
な
知
性
を
も
つ
彼
は
〔
残
さ
れ
た
〕
足
跡
（
パ
ダ
）
の
按
排
か
ら
盗
人
を
認
識
す
る
知
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
、
そ
れ
故
、

パ
ダ
カ
と
い
う
名
で
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。〔
二
八
・
一
一
〕

◇
　*

そ
の
後
或
る
時
、
か
の
偉
大
な
心
の
方
（
菩
薩
）
は
、
花
や
果
実
や
根
菜
を
運
ん
で
来
る
た
め
に
母
が
〔
洞
窟
の
外
に
〕
去
っ

た
間
に
、
父
に
尋
ね
ま
し
た
。「
も
と
も
と
〔
父
上
が
〕
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
土
地
は 　
こ
こ
な
の
で
す
か
。
そ
れ
と
も
他
の
ど
こ

か
に
あ
る
の
で
す
か
。」̶
　
婆
羅
門
は
答
え
ま
し
た
。「
息
子
よ
。
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
と
い
う
王
様
の
宮
殿
が
あ
る
地
、
そ
こ
が

私
の
生
ま
れ
た
場
所
だ
。」̶
　
パ
ダ
カ
は
言
い
ま
し
た
。

*

「
父
上
、
も
し
こ
こ
（
洞
窟
）
に
住
み
な
が
ら
、
生
ま
れ
た
土
地
を
恋
し
く
思
う
の
で
し
た
ら
、
ど
う
し
て
私
と
一
緒
に
今
す

ぐ
行
か
な
い
の
で
す
か
。
賢
者
ら
の
集
会
場
で
様
々
な
論
書
が
解
説
さ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
る
言
葉
を
聴
き
た
い
の
で
、私
に
と
っ

て
も
興
味
が
と
て
も
あ
る
の
で
す
。」〔
二
八
・
一
二
〕

◇
　*

婆
羅
門
は
答
え
ま
し
た
。「
息
子
よ
、〔
出
口
の
〕
こ
こ
に
あ
る
、
と
て
も
重
い
大
岩
を
取
り
除
け
る
た
め
の
力
が
も
し
お
前

に
あ
る
な
ら
、年
若
き
人
よ
、そ
の
時
〔
わ
れ
ら
は
今
〕
外
に
出
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
よ
う
。」̶

　
す
る
と
パ
ダ
カ
は
そ
の
大
岩
を

無
造
作
に
取
り
除
け
て
し
ま
い
、
父
と
一
緒
に
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
行
き
ま
し
た
。

*

そ
の
パ
ダ
カ
の
手
を
握
っ
た
ま
ま
、
そ
の
婆
羅
門
は
〔
王
宮
の
〕
門
の
番
人
た
ち
に
よ
っ
て
押
し
の
け
ら
れ
な
が
ら
外
に
立
っ

て
い
る
多
く
の
人
た
ち
の
中
に
包
ま
れ〔
立
っ
て
〕い
ま
し
た
。
近
く
に
い
る
仔
象
や
雌
象
た
ち
の
背
に
い
た
属
国
の
王
た
ち
が〔
王

宮
に
〕
入
り
ゆ
き
ま
し
た
。
呼
ば
れ
て
、
急
い
で
進
み
ゆ
く
使
者
が
入
り
ま
し
た
。
近
く
に
あ
る
門
で
は
空
に
な
っ
た
馬
た
ち
が
口

か
ら
吐
い
た
唾
液
の
泡
が
地
面
の
上
に
雫
し
て
い
ま
し
た
。
王
の
謁
見
の
時
を
待
ち
望
む
、
白
い
服
を
着
て
掌
の
上
に
花
々
を
か
ざ

（
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二
八

し
た
召
使
た
ち
が
、
ま
た
坐
る
敷
物
を
持
つ
再
生
族
の
人
々
（
婆
羅
門
な
ど
）
が
、
門
を
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。

*
左
肩
に
剣
を
載
せ
て
い
る
歩
兵
隊
が
一
隅
に
ず
ら
り
と
立
ち
並
ぶ
、〔
謁
見
の
〕
会
堂
で
の
集
合
の
時
に
な
っ
た
の
で
、
ブ
ラ
フ

マ
ダ
ッ
タ
王
の
王
宮
の
召
使
た
ち
を
眺
め
な
が
ら
、〔
彼
ら
親
子
は
〕
門
衛
に
訊
ね
聞
い
た
後
、
中
に
入
り
ま
し
た
。〔
父
の
婆
羅
門

は
〕
獅
子
座
に
坐
る
王
に
向
か
っ
て
勝
利
・
祝
福
の
言
葉
を
述
べ
る
た
め
、
前
に
進
み
出
て
、
こ
う
言
い
ま
し
た
。

*

「
王
様
、
パ
ダ
カ
と
い
う
こ
の
私
の
息
子
は
、
盗
人
を
足
跡
（
パ
ダ
）
か
ら
知
り
う
る
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
し
民
の
た
め
に

お
使
い
に
な
れ
ば
、〔
彼
ら
を
〕
守
る
の
に
役
立
ち
ま
す
。
そ
れ
故
、あ
な
た
様
は
ど
う
か
こ
の
者
を
ご
忍
受
下
さ
い
ま
す
よ
う

に
。」〔
二
八
・
一
三
〕

◇
　*

す
る
と
か
の
王
は
、
パ
ダ
カ
を
眺
め
て
驚
嘆
の
思
い
を
も
っ
て
言
い
ま
し
た
。

*

「
こ
の
者
は
、
黄
金
を
う
ち
消
す
ほ
ど
に
〔
輝
か
し
い
〕
光
を
そ
な
え
た
姿
を
も
ち
、
そ
の
胸
は
ラ
イ
オ
ン
の
よ
う
に
広
い
。

爪
は
す
べ
ら
か
で
光
沢
あ
り
、
顔
容
〔
の
美
〕
は
月
を
超
え
る
ほ
ど
だ
。
髪
は
蜜
蜂
の
よ
う
に
黒
く
、
両
目
は
大
き
く
輝
き
を

も
つ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
の
者
が
持
つ
知
性
も
そ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。」〔
二
八
・
一
四
〕

◇
　*

そ
の
よ
う
に
か
の
王
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
パ
ダ
カ
を
大
変
歓
迎
し
ま
し
た
。
す
る
と
菩
薩
（
パ
ダ
カ
）
は
〔
お
願
い
を
〕
言
い

ま
し
た
。

*

「
王
様
、
も
し
私
が
教
示
し
た
〔
犯
人
〕
が
、
或
る
家
に
住
む
、
恐
れ
に
満
ち
た
眼
を
も
つ
者
で
あ
っ
た
時
は
、
ど
う
か
そ
の

人
を
あ
な
た
様
は
殺
さ
な
い
で
や
っ
て
下
さ
い
。」〔
二
八
・
一
五
〕

◇
　*

「
そ
う
し
よ
う
」
と
い
う
王
の
言
葉
を
聞
い
て
、パ
ダ
カ
は
王
宮
に
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
知
恵
を

も
つ
そ
の
パ
ダ
カ
が
居
る
地
域
で
は
盗
人
た
ち
は
他
人
の
財
物
を
奪
い
取
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
た
め
、
彼
は
〔
彼
ら
を
〕
巡

視
す
る
な
ど
の
方
法
を
も
っ
て
仕
事
を
営
み
ま
し
た
。

二
八
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二
九

*

鉄
が
中
に
仕
込
ま
れ
て
い
な
い
門
を
も
つ
、
人
々
が
幸
せ
に
眠
り
に
落
ち
て
い
る
家
々
の
財
産
が
盗
み
去
ら
れ
た
時
は
、
彼

は
夜
中
に
屋
敷
の
中
に
立
ち
ま
し
た
。〔
二
八
・
一
六
〕

◇
　*
さ
て
或
る
時
、
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
王
は
上
等
の
馬
車
に
乗
り
、
随
身
の
者
た
ち
を
伴
っ
て
、
馬
上
に
い
る
プ
ロ
ー
ヒ
タ
（
宮
廷

祭
僧
）
と
一
緒
に
話
し
な
が
ら
〔
お
出
か
け
に
な
り
〕、(a) 

昇
っ
た
時
の
三
日
月
の
よ
う
に
姿
が
と
て
も
美
し
い
取
り
巻
き
の
女
た
ち

と
園
林
で
過
ご
す
、
(b) 

酩
酊
し
た
、
(c) 

と
て
も
喜
ん
で
い
る
人
た
ち
が
い
る
自
分
の
都
〔
の
様
子
〕
を
ご
覧
に
な
り
な
が
ら
、
そ
の

外
に
出
て
ゆ
き
ま
し
た
。

*

す
る
と
或
る
場
所
で
、
(a) 
肩
の
あ
た
り
や
、
お
さ
げ
を
結
ん
で
花
を
つ
け
た
髪
房
か
ら
〔
離
れ
落
ち
て
し
ま
っ
て
〕
ま
る
で
門

楼
（
ト
ー
ラ
ナ
）
か
ら
離
れ
落
ち
た
屋
根
飾
り
を
思
わ
せ
る
、
(b) 

服
布
の
へ
り
の
一
箇
所
で
衣
服
と
ゆ
る
く
結
ん
で
あ
る
だ
け
の
、
真

珠
の
首
飾
り
を
持
つ
、
バ
ド
ラ
ー
と
い
う
名
の
高
級
遊
女
が
、
強
い
酔
い
の
た
め
に
眠
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
を
〔
王
は
〕
眺

め
て
、
プ
ロ
ー
ヒ
タ
に
言
い
ま
し
た
。「
聖
者
（
プ
ロ
ー
ヒ
タ
）
は
〔
こ
の
機
会
に
〕、
偉
大
な
知
性
を
も
つ
パ
ダ
カ
の
能
力
を
ご
覧
に

な
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

*

明
ら
か
に
酩
酊
の
た
め
、
深
い
眠
り
が
生
じ
て
い
る
こ
の
女
に
お
い
て
は
、〔
衣
と
〕
結
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
〔
結
び
が
〕
ゆ

る
い
真
珠
の
首
飾
り
を
、
誰
か
或
る
人
が
解
き
外
し
て
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。」〔
二
八
・
一
七
〕

◇
　*

す
る
と
邪
悪
な
性
質
を
も
つ
そ
の
プ
ロ
ー
ヒ
タ
は
、
本
性
か
ら
奸
詐
の
心
を
も
ち
、
菩
薩
の
徳
性
が
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
に
我

慢
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、こ
う
言
い
ま
し
た
。「
パ
ダ
カ
が
悪
党
た
る
こ
と
を
閣
下
は
ご
存
知
で
な
い
の
で
す
。
そ
れ
故
、あ
の
者
が

そ
の
よ
う
な
諸
徳
性
の
偉
大
な
性
質
を
も
つ
と
お
語
り
に
な
る
の
で
す
。」̶

　
王
は
尋
ね
ま
し
た
。「
で
は
彼
の
悪
徳
と
は
い
か
な

る
も
の
か
。」̶

　
プ
ロ
ー
ヒ
タ
は
答
え
ま
し
た
。

*

「
あ
の
パ
ダ
カ
は
自
分
が
狡
猾
な
盗
人
で
あ
る
の
で
、
夜
中
に
家
々
で
財
を
奪
う
者
た
ち
を
、
閣
下
の
も
と
で
明
ら
か
に
し
て

二
九
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い
る
の
で
す
。」〔
二
八
・
一
八
〕

◇
　*

そ
こ
で
か
の
王
は
、「
で
は
こ
の
よ
う
に
私
が
〔
自
ら
〕
行
為
す
れ
ば
、
聖
者
よ
、
あ
な
た
は
パ
ダ
カ
が
偉
大
な
性
質
の
持
ち

主
で
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
」
と
、
そ
う
言
っ
て
、
車
か
ら
降
り
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
は
自
ら
そ
の
高
級
遊
女
か

ら
そ
の
真
珠
の
首
飾
り
を
取
り
去
っ
て
、
三
度
〔
都
を
〕
右
回
り
に
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
か
ら
、
自
分
の
宮
殿
が
あ
る
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ

シ
ー
に
戻
り
来
て
、
ま
さ
に
獅
子
座
（
王
座
）
が
あ
る
場
所
で
地
面
を
掘
っ
て
、〔
そ
れ
を
〕
置
き
ま
し
た
。

*

そ
の
後
、
そ
の
高
級
遊
女
は
酔
い
が
切
れ
て
、
意
識
を
取
り
戻
し
、
眠
り
か
ら
す
っ
か
り
醒
め
る
と
、
衣
の
ふ
ち
を
見
ま
し
た
。

「
あ
あ
何
て
こ
と
、誰
か
が
私
の
真
珠
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
盗
っ
て
し
ま
っ
た
！
」
そ
う
考
え
る
と
〔
す
ぐ
王
宮
に
〕
や
っ
て
来
て
、王

の
所
に
進
み
出
ま
し
た
。

*

「
王
様
、誰
か
が
、眠
り
に
陥
っ
て
い
た
私
の
衣
の
ゆ
る
ん
だ
結
び
目
を
ほ
ど
い
て
、重
た
い
ペ
ン
ダ
ン
ト
の
宝
石
が
付
い
た
、

月
光
の
よ
う
に
〔
眩
し
い
〕
真
珠
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
盗
ん
だ
の
で
す
。」〔
二
八
・
一
九
〕

◇
　*

す
る
と
か
の
王
は
、
プ
ロ
ー
ヒ
タ
の
見
て
い
る
前
で
、
パ
ダ
カ
を
呼
ん
で
、
命
じ
ま
し
た
。「
こ
の
バ
ド
ラ
ー
が
も
つ
高
価
な

真
珠
の
首
飾
り
が
、
何
者
か
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
。
そ
れ
故
、
盗
人
を
〔
調
べ
て
〕
告
げ
な
さ
い
。」

*

そ
こ
で
パ
ダ
カ
は
外
に
出
ま
し
た
。〔
現
場
の
〕
足
跡
の
按
排
を
よ
く
観
察
し
、
都
を
三
度
、
ぐ
る
ぐ
る
と
右
回
り
に
回
っ
て
か

ら
、
王
の
宮
殿
に
入
っ
て
き
て
、
獅
子
座
の
下
を
よ
く
観
察
し
、
幾
度
も
繰
り
返
し
王
の
顔
を
見
て
、
そ
の
偉
大
な
知
性
の
者
は
頬

笑
み
ま
し
た
。

*

王
は
言
い
ま
し
た
。「
そ
の
笑
い
は
何
故
か
。
さ
あ
言
い
な
さ
い
。」̶

　
パ
ダ
カ
は
答
え
ま
し
た
。「
閣
下
、私
が
見
る
と
こ
ろ
、

こ
の
バ
ド
ラ
ー
の
真
珠
の
首
飾
り
を
奪
っ
た
そ
の
盗
人
は
、
卑
し
い
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。」̶

　
王
は
言
い
ま
し
た
。「
で
は

言
い
な
さ
い
。」̶

　
パ
ダ
カ
は
答
え
ま
し
た
。「
閣
下
は
ど
う
か
喩
え
を
一
つ
お
聞
き
に
な
っ
て
下
さ
い
。」 三

〇
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三
一

*

大
地
を
維
持
す
る
お
方
よ
（
王
様
）、
或
る
所
で
、
壺
作
り
を
生
業
と
す
る
人
が
、
険
し
い
斜
面
の
土
を
一
側
面
か
ら
掘
っ
て

い
ま
し
た
が
、
や
り
方
を
大
き
く
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
を
崩
れ
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
地
に
〔
埋
も
れ
て
〕
彼
は

体
が
圧
迫
さ
れ
、
苦
し
み
に
苛
ま
れ
て
、
そ
の
刹
那
、
こ
の
言
葉
を
叫
び
ま
し
た
。〔
二
八
・
二
〇
〕

*

『
こ
の
地
（
土
、
大
地
）
の
お
か
げ
で
、
大
き
な
樹
々
が
生
じ
、
ま
た
生
き
物
た
ち
に
享
受
さ
れ
る
た
め
穀
物
も
生
じ
る
の
だ
。

〔
そ
れ
な
の
に
〕
ま
さ
に
そ
の
地
が
〔
自
ら
〕
今
日
、私
の
体
を
押
し
潰
し
て
し
ま
う
な
ら
、こ
の
世
界
で
ど
う
し
て
私
が
幸
せ

を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
』、
と
。」〔
二
八
・
二
一
〕

◇
　*

〔
パ
ダ
カ
は
〕
こ
う
言
っ
て
、
沈
黙
し
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
王
は
パ
ダ
カ
に
言
い
ま
し
た
。「
さ
あ
、
は
っ
き
り
言
い
な
さ

い
。」̶

　
パ
ダ
カ
は
答
え
ま
し
た
。「
も
し
こ
の
〔
喩
え
の
〕
後
で
も
、
閣
下
が
も
っ
と
は
っ
き
り
答
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
ま
れ
る

の
で
し
た
ら
、
で
は
、
別
の
喩
え
を
語
り
ま
し
ょ
う
。

*

火
を
供
養
す
る
、
或
る
名
高
い
再
生
族
（
婆
羅
門
）
が
い
ま
し
た
。
儀
軌
ど
お
り
に
火
を
供
養
し
て
い
る
の
に
、
彼
は
そ
の
焔

に
よ
っ
て
手
を
焼
か
れ
て
し
ま
い
、
火
が
全
身
に
燃
え
広
が
っ
た
た
め
、
こ
の
言
葉
を
叫
び
ま
し
た
。〔
二
八
・
二
二
〕

*

『
私
は
こ
の
火
を
毎
日
供
物
で
供
養
し
て
き
た
。
敬
信
の
心
を
も
っ
て
礼
拝
し
て
き
た
。
そ
れ
な
の
に
、他
な
ら
ぬ
こ
の
火
が

私
を
焼
く
な
ら
、
生
き
物
た
ち
に
と
っ
て
一
体
何
が
依
り
処
と
な
り
え
る
と
い
う
の
か
』
と
。」〔
二
八
・
二
三
〕

◇
　*

こ
れ
だ
け
言
う
と
、
パ
ダ
カ
は
再
び
沈
黙
し
ま
し
た
。
王
は
言
い
ま
し
た
。「
私
に
は
あ
な
た
の
そ
の
言
葉
が
よ
く
理
解
で
き

な
い
。
だ
か
ら
、も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
意
味
と
な
る
よ
う
、語
り
な
さ
い
。」̶

　
パ
ダ
カ
は
答
え
ま
し
た
。「
偉
大
な
王
よ
、も
っ

と
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
別
の
〔
言
葉
〕
を
も
望
ま
れ
る
の
で
し
た
ら
、
で
は
お
聞
き
下
さ
い
。

*

「
或
る
一
人
の
婆
羅
門
が
沐
浴
を
す
る
た
め
川
の
水
に
入
り
ま
し
た
が
、押
し
流
さ
れ
て
し
ま
い
、次
の
よ
う
に
叫
び
ま
し
た
。

『
水
は
生
き
物
を
生
か
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
苦
し
み
、
流
さ
れ
て
ゆ
く
。
で
は
一
体
、
何
者
に

三
一
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二

わ
が
依
り
処
を
求
め
た
ら
よ
い
の
か
』、
と
。」〔
二
八
・
二
四
〕

◇
　*

こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、
パ
ダ
カ
は
再
び
沈
黙
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
王
は
再
び
彼
に
言
い
ま
し
た
。「
偉
大
な
婆
羅
門
よ
、

と
て
も
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う
に
言
い
な
さ
い
。」̶

　
パ
ダ
カ
は
答
え
ま
し
た
。「
も
し
そ
う
で
し
た
ら
、
閣
下
は
ど
う
か
お
聞
き

に
な
っ
て
下
さ
い
。

*

或
る
森
に
鳥
た
ち
が
長
い
間
、
色
々
な
樹
木
の
種
子
を
食
べ
な
が
ら
棲
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
な
の
に
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
森

か
ら
生
じ
た
、
激
し
い
勢
い
を
も
っ
た
赤
々
と
照
ら
す
火
に
よ
っ
て
、
毎
晩
彼
ら
は
猛
烈
に
焼
か
れ
た
の
で
す
。〔
二
八
・
二
五
〕

*

深
い
森
の
お
か
げ
で
、
鳥
た
ち
は
木
蔭
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
森
か
ら
火
が
生
じ

た
な
ら
、
彼
ら
は
一
体
ど
こ
に
依
り
処
を
求
め
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。」〔
二
八
・
二
六
〕

◇
　*

王
は
言
い
ま
し
た
。「
さ
あ
、
言
葉
の
意
味
を
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う
、
あ
な
た
は
言
い
な
さ
い
。」̶

　
パ
ダ
カ
は
答
え
ま

し
た
。「
で
は
大
王
様
、
と
て
も
は
っ
き
り
分
か
る
喩
え
を
お
聞
き
下
さ
い
。

*

穀
物
の
生
育
を
願
う
或
る
一
人
の
農
夫
が
、
歓
び
を
も
っ
て
軛
を
握
り
、
犂
で
畑
を
耕
し
て
い
ま
し
た
。〔
二
八
・
二
七
〕

*

す
る
と
親
を
敬
い
、
い
つ
も
熱
心
で
、
若
く
て
大
き
な
眼
を
も
つ
彼
の
娘
が
、
ご
飯
を
持
っ
て
、
急
い
で
畑
の
地
に
や
っ
て

来
ま
し
た
。〔
二
八
・
二
八
〕

*

彼
の
指
図
ど
お
り
に
ご
飯
の
容
器
を
置
い
た
時
、〔
彼
女
の
〕
腰
帯
か
ら
腰
布
が
ほ
ど
け
外
れ
て
、
落
ち
ま
し
た
。〔
二
八
・
二
九
〕

*

そ
の
彼
は
裸
の
彼
女
を
見
る
と
、
農
村
民
の
心
か
ら
生
じ
た
、
善
悪
の
判
断
を
な
く
し
た
激
し
い
欲
望
の
思
い
を
も
ち
ま
し

た
。〔
二
八
・
三
〇
〕

*

そ
の
時
彼
女
は
羞
恥
と
恐
怖
の
あ
ま
り
、
目
に
涙
を
浮
か
べ
、
手
を
震
わ
せ
、
視
線
を
さ
迷
わ
せ
た
の
で
す
。
愛
神
に
よ
る

法
の
生
類
へ
の
勝
利
が
訪
れ
た
時 　
、
彼
女
は
惨
め
な
姿
と
な
っ
て
、
苦
し
み
ま
し
た
。〔
二
八
・
三
一
〕

（
20
）
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三
三

*

力
ず
く
の
や
り
方
で
、し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
苦
し
む
娘
に
し
て
し
ま
い
、彼
は
後
悔
を
生
じ
、苦
し
み
に
焼
か
れ
て
、〔
こ

の
よ
う
に
〕
言
い
ま
し
た
。「
わ
が
娘
よ
、
す
べ
き
で
な
い
事
を
こ
の
よ
う
に
な
す
私
に
対
し
て
、
ど
う
し
て
お
前
は
今
日
、
抵

抗
し
な
か
っ
た
の
か
。」〔
二
八
・
三
二
〕

*

羞
恥
し
な
が
ら
そ
の
娘
は
父
に
言
い
ま
し
た 　
。

『
父
よ
、苦
し
む
私
が
頼
れ
る
の
は
、あ
な
た
し
か
い
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
に
よ
っ
て
こ
の
大
き
な
不
品
行
が
生
じ
る
の
で
あ

れ
ば
、
私
は
今
や
一
体
、
ほ
か
の
い
か
な
る
者
に
救
い
を
求
め
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
』、
と
。〔
二
八
・
三
三
〕

ま
さ
に
主
た
る
者
の
所
か
ら
大
き
な
災
い
が
生
じ
く
る
場
合
、
そ
の
〔
下
に
い
る
〕
人
々
に
、
ど
う
し
て
す
ば
ら
し
い
幸
せ
が

生
じ
え
る
で
し
ょ
う
か
。〔
二
八
・
三
四
〕

も
し
燦
め
き
輝
く
光
を
も
つ
灯
明
が
自
ら
、
黒
闇
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
灯
光
あ
る
家
を
願
う
者
た
ち
は
一
体
ど

こ
に
灯
光
を
求
め
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。」〔
二
八
・
三
五
〕

◇
　
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、か
の
偉
大
な
方
（
菩
薩
）
は
沈
黙
し
ま
し
た
。
王
は
言
い
ま
し
た
。「
あ
な
た
は
こ
れ
ま
で
〔
あ
れ
こ
れ
〕

説
明
し
て
く
れ
た
が
、
一
体
何
の
こ
と
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。」̶

 

パ
ダ
カ
は
言
い
ま
し
た
。「
も
し
大
王
様
が
他
の
喩
例
を
示

す
こ
と
に
よ
っ
て
も
言
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
が
お
分
か
り
に
な
ら
な
い
の
で
し
た
ら
、
で
は
き
っ
ぱ
り
明
白
に
申
し
上
げ
ま
す
。

他
な
ら
ぬ
あ
な
た
様
が
、
あ
の
プ
ロ
ー
ヒ
タ
殿
も
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
誰
の
目
に
も
若
い
女
と
わ
か
る
、
園
林
の
奥
で
眠
っ

て
い
た
ご
婦
人
か
ら
、
真
珠
の
首
飾
り
を
お
奪
い
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。」　〔
二
八
・
三
六
〕

◇
　
王
は
言
い
ま
し
た
。「
で
は
、私
に
よ
っ
て
そ
れ
は
ど
こ
に
置
か
れ
た
の
か
。」̶

　
パ
ダ
カ
は
答
え
ま
し
た
。「
そ
う
訊
か
れ
る

の
で
し
た
ら
、
で
は
、
こ
の
獅
子
座
を
ど
う
か
離
れ
て
下
さ
い
。」〔
王
が
〕
獅
子
座
を
離
れ
る
と
、

そ
の
後
、
笑
う
家
来
た
ち
に
見
つ
め
ら
れ
な
が
ら
、
彼
（
パ
ダ
カ
）
は
そ
の
地
面
を
掘
り
返
し
て
、
眠
る
白
い
蛇
の
よ
う
な
と
て

（
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）
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三
四

も
美
し
い
真
珠
の
首
飾
り
を
掴
み
出
し
ま
し
た
。〔
二
八
・
三
七
〕

そ
の
場
で
王
と
家
臣
た
ち
は
、
最
高
の
真
実
か
ら
常
に
離
れ
な
い
知
性
を
も
つ
彼
の
判
断
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
悪
人

た
る
性
質
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
た
心
を
も
ち
、
善
良
な
人
々
を
嘲
っ
て
い
る
か
の
プ
ロ
ー
ヒ
タ
は
、
激
怒
し
ま
し
た
。〔
二
八
・
三
八
〕

な
ぜ
な
ら
、
世
の
人
々
か
ら
高
く
称
え
ら
れ
る
徳
性
あ
る
人
た
ち
が
も
つ
勝
れ
た
性
質
の
完
璧
さ
に
、
羨
望
に
覆
わ
れ
た
心
を

も
つ
悪
人
た
ち
は
、
全
く
我
慢
で
き
な
い
か
ら
で
す
。〔
二
八
・
三
九
〕

◇
　
か
の
遊
女
は
そ
の
真
珠
の
首
飾
り
を
受
け
取
る
と
、
心
か
ら
歓
喜
し
て
自
分
の
家
に
帰
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

菩
薩
は
座
席
に
坐
る
と
、
王
と
家
来
た
ち
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
正
道
へ
の
導
き
と
な
る
説
法
を
し
ま
し
た
。

「
こ
れ
ら
世
の
人
々
が
も
つ
そ
の
幸
せ
の
達
成
は
、い
つ
も
禍
に
伴
わ
れ
な
が
ら
来
る
も
の
で
す
。
祝
福
は
、毒
蛇
が
も
つ
猛
毒

と
共
に
生
ま
れ
る
か
の
よ
う
で
す
。〔
二
八
・
四
〇
〕

快
楽
を
望
ん
で
、
利
益
の
た
め
、
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
す
る
者
た
ち
は
、〔
同
時
に
〕
地
獄
の
火
が
生
じ
さ
せ
る
大
き
な
苦
し

み
を
見
て
い
な
い
の
で
す
。〔
二
八
・
四
一
〕

『
心
』
と
い
う
蟻
塚
に
潜
ん
で
い
る
『
願
望
』
と
い
う
雌
の
毒
蛇
は
、官
能
的
な
領
域
に
盲
目
的
に
沈
ん
で
い
る
落
ち
つ
き
の
な

い
人
々
に
対
し
、致
命
的
弱
点
を
探
し
て
は
噛
み
つ
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
〔
そ
の
蛇
は
〕『
内
的
寂
静
』
の
快
い
安
ら
か
さ
の

お
か
げ
で
『
知
足
』（
自
足
）
と
い
う
〔
蛇
除
け
の
〕
呪
文
を
得
て
い
る
人
を
遠
く
避
け
る
の
で
す
。〔
二
八
・
四
二
〕

〔
生
活
の
〕
み
じ
め
さ
の
故
に
「
享
楽
を
得
た
い
」
と
の
心
を
も
つ
者
は
、
過
労
を
無
視
し
て
、
他
の
人
に
仕
え
て
働
き
ま
す
。

し
か
し
斧
の
刃
の
よ
う
な
、
苦
を
生
じ
さ
せ
る
〔
他
者
へ
の
〕『
奉
仕
』
は
、〔
働
き
手
の
〕
誰
を
も
苦
し
め
ず
に
お
く
で
し
ょ

う
か
。
も
し
人
が
永
続
す
る
完
全
な
幸
せ
を
欲
す
る
な
ら
、『
知
足
』
に
依
る
べ
き
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、『
願
望
』
と
い
う
火

は
も
は
や
『
知
足
』
に
安
住
し
た
心
を
焼
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。」〔
二
八
・
四
三
〕

三
四
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三
五

◇
　
そ
の
時
か
の
王
は
「
実
に
そ
う
だ
、
よ
く
説
い
た
」
と
言
っ
て
菩
薩
を
称
讃
し
、
大
き
な
敬
意
を
も
っ
て
供
養
し
、
自
分
の
住

ま
い
を
寄
進
し
ま
し
た
。

パ
ダ
カ
は
父
か
ら
許
可
を
得
て
、
夫
と
息
子
と
の
別
離
に
苦
し
む
〔
母
の
〕
キ
ン
ナ
リ
ー
を
い
た
わ
っ
て
喜
ば
せ
、
連
れ
て
来
る

と
、
或
る
地
で
〔
終
生
〕
幸
せ
を
得
ま
し
た 　
。

『
パ
ダ
カ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
』、〔
第
三
部
類
の
〕
第
八
話
〔
終
わ
る
〕。

第
三
〇
話
　鏡
面
王
ジ
ャ
ー
タ
カ 　

*

窮
状
の
中
に
い
る
他
者
を
救
い
出
す
、
そ
の
方
（
菩
薩
）
が
お
持
ち
の
智
慧
は
い
つ
も
成
果
が
あ
り
、
そ
の
〔
助
け
ら
れ
た
〕

人
々
は
、
他
者
か
ら
の
様
々
な
災
禍
に
因
っ
て
悩
苦
す
る
こ
と
が
な
く
な
り
ま
す
。〔
三
〇
・
一
〕

◇
　*

次
の
様
に
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。̶

　
王
都
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
で
、
ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
王
が
天
に
逝
か
れ
る
と
、
そ
の
後

ま
も
な
く
大
臣
た
ち
は
多
く
の
都
民
た
ち
を
呼
び
、次
の
よ
う
に
告
げ
ま
し
た
。「
王
様
の〔
遺
さ
れ
た
〕言
葉
を
お
聞
き
な
さ
い 　
。

*

そ
れ
は
か
く
の
如
く
で
す
。
私
の
五
人
の
息
子
の
う
ち
、
或
る
者
が
〔
こ
れ
ら
の
事
を
〕
な
し
う
る
な
ら
、
す
な
わ
ち
、（
一
） 

〔
そ
の
者
が
〕
空
中
に
位
置
し
て
い
る
獅
子
座
を
掴
ま
え
る
こ
と
、（
二
） 王
冠
が
自
ら
頭
頂
に
載
る
こ
と
、（
三
） 手
で
持
た
れ
て
な

い
白
傘
が
浮
動
す
る
こ
と
な
く
そ
の
頭
上
に
立
つ
こ
と
、（
四
） 〔
後
宮
の
〕
女
た
ち
が
〔
彼
を
出
迎
え
る
た
め
に
〕
面
前
で
立
ち
上

が
る
こ
と
、（
五
） そ
の
者
が
正
し
い
意
味
の
と
お
り
に
、
次
の
詩
を
説
明
で
き
る
こ
と̶

*

『
外
と
内
に
あ
る
宝
、
外
で
も
内
で
も
な
い
宝
、
蓮
た
ち
に
覆
わ
れ
た
水
に
〔
あ
る
宝
〕、
樹
と
石
た
ち
の
根
元
に
〔
あ
る

（
22
）

（
23
）

（
24
）
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三
六

宝
〕』 　
。〔
三
〇
・
二
〕

◇
　*

〔
そ
れ
ら
五
事
を
な
し
え
た
〕
そ
の
者
に
〔
王
位
の
〕
灌
頂
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
〔
王
は
〕
お
語
り
に
な
っ
た
の
で

す
。」

*

す
る
と
都
民
た
ち
は
「
王
様
が
お
命
じ
に
な
っ
た
お
言
葉
は
法
規
同
然
で
あ
り
、
そ
の
通
り
に
達
成
さ
れ
る
べ
き
で
す
」
と
申

し
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ら
の
課
題
が
順
々
に
与
え
ら
れ
る
と
、
四
人
の
〔
年
上
の
〕
王
子
た
ち
に
お
い
て
は
、
求
め
に
応

え
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
鏡
面
（
ア
ー
ダ
ル
シ
ャ
ム
カ
、
鏡
お
も
て
の
如
き
〔
輝
か
し
き
〕
顔
色
を
も
つ
者
）
と
い
う
名
の
、
末

の
五
番
目
の
王
子
は
、
菩
薩
（
釈
尊
の
前
世
）
で
し
た
が
、

*

(a) 

ラ
イ
オ
ン
の
如
き
勇
猛
さ
を
そ
な
え
、
(b) 

真
実
の
誓
い
の
力
を
も
ち
、
(c)
〔
そ
の
座
に
〕
登
ら
ん
と
願
い
、
(d)
『
不
善
』

と
い
う
敵
を
〔
心
か
ら
〕
消
し
去
っ
て
い
る
、
そ
の
彼
は
、
虚
空
に
出
現
し
て
〔
浮
か
ん
で
〕
い
る
獅
子
座
を
、
地
面
よ
り
掴

ま
え
ま
し
た
。〔
三
〇
・
三
〕

*

〔
次
に
〕
彼
に
(a) 

黄
金
の
柄
の
あ
る
、
(b) 

真
珠
や
宝
石
の
鈴
が
付
い
た
、
(c) 

満
月
の
影
像
の
如
き
煌
び
や
か
な
日
傘
も
〔
出

現
し
〕、
頭
上
で
ひ
と
り
で
に
停
止
し
ま
し
た
。〔
三
〇
・
四
〕

*

〔
そ
の
後
〕
(a) 

プ
ロ
ー
ヒ
タ
（
宮
廷
祭
僧
）
が
彼
の
前
で
捧
げ
持
っ
た
、
(b) 

ち
ら
ち
ら
と
絶
え
ず
燦
め
く
、
(c) 

諸
宝
石
の
放
つ

光
に
薄
膜
の
よ
う
に
包
ま
れ
た
、
(d) 『
暁
山
』（
東
の
地
平
に
あ
る
山
）
に
あ
る
〔
夜
明
け
の
〕
太
陽
の
姿
に
似
た
、
王
冠
が
自
ら

〔
彼
の
〕
頭
頂
に
載
り
ま
し
た
。〔
三
〇
・
五
〕

*

ま
た
そ
の
後
、
あ
た
か
も
〔
朝
の
太
陽
を
見
て
〕
蓮
た
ち
が
起
き
上
が
る
よ
う
に
、
知
性
の
光
の
輝
き
に
よ
っ
て
闇
を
追
い

や
る
そ
の
太
陽
の
如
き
菩
薩
を
見
て
、
王
付
き
の
女
た
ち
が
〔
座
か
ら
〕
立
ち
上
が
っ
て
示
し
た
、
笑
い
で
美
し
い
容
は
、
ま

る
で
蓮
池
で
目
覚
め
た
蓮
の
花
た
ち
の
よ
う
で
、
と
て
も
き
れ
い
に
輝
き
ま
し
た
。〔
三
〇
・
六
〕

（
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三
七

◇
　*

次
に
、
か
の
大
臣
た
ち
は
そ
の
〔
謎
の
〕
詩
を
持
ち
出
し
て
、
言
い
ま
し
た
。「
王
子
様
、
今
、
こ
の
詩
の
意
味
を
分
か
る
よ

う
に
説
明
な
さ
っ
て
下
さ
い
。」
す
る
と
か
の
菩
薩
は
復
唱
し
て
か
ら
、
こ
う
語
り
ま
し
た
。「
隠
さ
れ
た
宝
（
伏
蔵
）
が
、
こ
の
宮
殿

の
〔
敷
居
の
〕
内
側
に
、
ま
た
そ
の
外
側
に
、
ま
た
そ
の
中
間
（
敷
居
の
真
下
）
に
、
ま
た
侍
女
衆
の
た
め
の
浴
池
に
、
ま
た
王
の
侍

者
の
マ
ン
ゴ
ー
樹
の
下
に
、
ま
た
獅
子
座
の
下
に
あ
る
な
ら
、
そ
れ
で
こ
の
詩
の
意
味
が
明
白
と
な
る
は
ず
だ
。」　
そ
こ
で
か
の
大

臣
た
ち
は
そ
の
す
べ
て
の
場
所
か
ら
諸
々
の
宝
を
次
々
に
掘
り
出
し
ま
し
た
。

*

か
く
し
て
、
都
城
に
お
い
て
民
衆
が
大
臣
た
ち
と
共
に
歓
喜
す
る
中
を
、
菩
薩
は
正
式
に
灌
頂
を
受
け
、
国
を
統
べ
る
地
位

に
立
ち
ま
し
た
。〔
三
〇
・
七
〕

*

王
が
そ
の
地
で
国
を
正
し
く
治
め
る
さ
ま
は
、
天
界
で
神
々
の
王
（
イ
ン
ド
ラ
）
が
な
す
の
と
同
様
で
し
た
。
福
徳
に
依
っ
て

資
産
が
増
大
し
た
の
で
、
世
の
人
々
は
幸
福
を
得
て
、
長
く
い
つ
ま
で
も
歓
び
ま
し
た
。〔
三
〇
・
八
〕

*

王
が
そ
の
統
治
に
お
い
て
〔
悪
徳
の
〕
汚
れ
を
離
れ
て
い
る
な
ら
、そ
れ
に
よ
っ
て
民
は
ま
す
ま
す
繁
栄
す
る
も
の
で
す
。
あ

た
か
も
雲
か
ら
離
れ
て
〔
薄
暗
く
〕
濁
ら
さ
れ
て
い
な
い
太
陽
の
下
で
、
美
と
繁
栄
の
女
神
が
蓮
の
群
落
に
宿
る
よ
う
に
。〔
三

〇
・
九
〕

◇
　*

さ
て
、
そ
の
国
に
ダ
ン
デ
ィ
カ
と
い
う
名
の
婆
羅
門
が
住
ん
で
い
ま
し
た 　
。
彼
は
(a) 

絶
え
ず
貧
乏
の
苦
し
み
に
陥
っ
て
い

た
た
め
に
〔
悩
ん
で
〕
心
乱
れ
、(b) 

仔
象
の
頭
の
毛
の
よ
う
な
ば
さ
ば
さ
に
乱
れ
た
髪
と
髭
を
生
や
し
、(c) 

ひ
ど
く
大
き
な
体
格
を

し
て
い
た
た
め
木
造
り
の
食
糧
庫
の
よ
う
な
外
見
を
有
し
、(d) 
か
っ
か
と
燃
え
る
胃
袋
の
火
の
た
め
〔
空
腹
を
〕
耐
え
忍
ぶ
こ
と
が

困
難
で
あ
り
、
(e) 

小
蛇
た
ち
が
這
い
進
む
が
如
き
曲
が
り
く
ね
っ
た
血
管
の
網 　
に
覆
わ
れ
て
い
る
不
格
好
な
形
の
太
い
脛
を
も

ち
、
(f) 

仔
象
の
額
の
隆
起
部
に
よ
く
似
た
膝
頭
を
も
ち
、
(g) 

ビ
ル
ヴ
ァ
（
ゾ
ウ
ノ
リ
ン
ゴ
）
の
実
の
か
た
ち
の
腫
瘍
が
足
に
あ
り
、
(h) 

も
う
片
方
の
足
は
〔
皮
膚
病
で
〕
老
人
の
舌
の
よ
う
に
ざ
ら
ざ
ら
に
荒
れ
て
ひ
び
割
れ
て
お
り
、(i) 

牛
の
し
っ
ぽ
と
目
を
思
わ
せ
る

（
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）

（
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醜
い
目
を
し
、
(j) 

あ
ち
こ
ち
欠
け
た
隙
間
が
あ
る
黒
い
歯
を
も
ち
、
(k) 

至
る
所
に
ブ
ツ
ブ
ツ
黒
斑
が
あ
る
太
い
鼻
柱
を
も
ち
、
(l) 

ひ
ど
く
荒
れ
た
滑
ら
か
で
な
い
指
の
爪
を
も
ち
、(m) 

福
徳
に
欠
け
て
い
る
た
め
自
分
の
家
人
た
ち
に
す
ら
嫌
悪
を
生
じ
さ
せ
て
お
り
、

(n) 
物
乞
い
に
行
く
時
に
い
つ
も
卑
し
い
人
々
が
〔
侮
蔑
的
に
〕
ぴ
く
り
と
動
か
す
『
眉
毛
』
の
弓
に
よ
っ
て
放
た
れ
る
『
不
敬
』
と

い
う
毒
を
塗
っ
た
『
拒
絶
』
の
矢
た
ち
を
阻
止
し
よ
う
と
も
せ
ず
、(o) 

貧
窮
の
苦
し
み
の
あ
ま
り
に
心
に
鎧
を
つ
け
る
の
を
や
め
た

彼
は
、

*

眉
を
ぴ
く
り
と
動
か
す
卑
し
い
者
た
ち
に
も
の
を
請
い
求
め
る
こ
と
を
恐
れ
た
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
、
ま
る
で
蛇
た
ち
に
対

し
て
恐
れ
を
感
じ
な
い
よ
う
に
。〔
彼
は
〕
彼
ら
に
よ
っ
て
『
何
で
も
知
る
者
』
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
渇
望
〔
と
い
う
も
の
を
知

る
〕
学
問
は
、〔
そ
の
〕
毒
に
対
す
る
薬
だ
か
ら
で
す
。〔
三
〇
・
一
〇
〕

◇
　*

〔
あ
る
時
〕
彼
は
同
類
の
婆
羅
門
か
ら
二
頭
の
牛
を
借
り
て
、耕
作
の
仕
事
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
そ
の
二
頭
の
牛
が
犂
の
労

働
で
す
っ
か
り
疲
労
し
た
た
め
、〔
犂
を
〕
外
し
て
や
り
、彼
は
畑
の
へ
り
で
眠
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す
る
と
其
処
で
寝
て
い
る
間

に
二
頭
の
牛
は
い
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
ゆ
る
ゆ
る
と
〔
力
な
く
〕
立
ち
上
が
り
、「
あ
あ
困
っ
た
、二
頭
の
牛
が
盗
人
た
ち

に
盗
ら
れ
た
」
と
思
い
悩
み
な
が
ら
、
森
じ
ゅ
う
を
く
ま
な
く
歩
き
回
っ
て
い
る
と
、
な
ん
と
か
二
頭
の
牛
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出

来
た
の
で
、か
の
バ
ラ
モ
ン
に
手
渡
し
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
婆
羅
門
は
彼
に
こ
う
言
い
ま
し
た
。「
今
日
は
お
前
さ
ん
の
家
に
繋
い

で
、私
の
こ
の
二
頭
の
牛
に
草
を
与
え
て
や
れ
。
翌
朝
、私
は
家
に
連
れ
帰
る
こ
と
に
し
よ
う
。」
彼
は
「
そ
う
し
ま
す
」
と
承
知
し

ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
そ
の
二
頭
の
牛
た
ち
は
森
へ
と
逃
げ
出
て
い
っ
て
し
ま
い
、
彼
は
〔
そ
の
間
〕
再
び
眠
気
の
支
配
に
陥
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
二
頭
は
ま
た
先
と
同
様
に
行
方
知
ら
ず
と
な
り
ま
し
た
。〔
そ
れ
を
知
っ
て
〕か
の
婆
羅
門
は
ダ
ン
デ
ィ
カ
の
所
に

来
て
言
い
ま
し
た
。「
二
頭
の
牛
を
返
せ
。」
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
答
え
ま
し
た
。
*

「〔
昨
日
〕
行
っ
た
時
に
丁
重
に
あ
な
た
に
『
こ
の
老
い
た
二
頭
の
牛
を
〔
こ
の
〕
家
で
受
け
渡
し
ま
す
』
と
私
は
言
い
ま
し

三
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た
よ
。
過
失
あ
る
〔
あ
な
た
の
〕
せ
い
で
す
。
そ
の
時
ど
う
し
て
〔
そ
こ
で
〕
受
け
取
ら
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
ど
う
し
て
今

日
に
な
っ
て
あ
れ
ら
を
あ
な
た
に
渡
せ
る
で
し
ょ
う
か
。」〔
三
〇
・
一
一
〕

◇
　*
婆
羅
門
は
言
い
ま
し
た
。「
ダ
ン
デ
ィ
カ
よ
。
お
互
い
に
異
な
っ
た
こ
と
を
言
い
合
う
、
こ
ん
な
争
い
を
誰
が
分
か
る
だ
ろ
う

か
。
子
供
の
よ
う
な
こ
の
言
い
争
い
が
何
の
役
に
立
と
う
か
。
も
う
や
め
よ
う
。
鏡
面
王
（
ア
ー
ダ
ル
シ
ャ
ム
カ
）
の
御
前
に
訴
え
出

る
た
め
、
我
ら
は
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。」

*

そ
う
言
う
と
、
彼
は
無
理
や
り
引
っ
張
っ
て
い
き
ま
し
た
。*

彼
ら
が
次
第
に
進
み
行
く
と
、
一
人
の
馬
飼
が
森
の
中
で
馬
た
ち

を
引
き
連
れ
て
い
ま
し
た
が
、
一
匹
の
馬
が
道
を
外
れ
、
別
の
方
へ
と
駆
け
去
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
馬
飼
は
ダ
ン
デ
ィ
カ

に
呼
び
か
け
ま
し
た
。「
今
、
道
を
失
っ
た
そ
の
忌
々
し
い
馬
を
止
め
て
く
れ
！
」 　
　
そ
こ
で
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
馬
を
止
め
よ
う
と
し

て
、
石
を
投
げ
ま
し
た
。

そ
の
馬
が
、
馬
た
ち
の
蹄
の
音
が
喧
し
く
響
く
街
道
を
捨
て
て
去
り
つ
つ
あ
っ
た
時
、
彼
が
投
げ
た
石
の
た
め
、
そ
の
馬
の
す

ね
は
折
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。〔
三
〇
・
一
二
〕

そ
の
馬
飼
は
、
憂
え
る
ダ
ン
デ
ィ
カ
を
、
懲
罰
を
く
れ
て
や
る
に
価
す
る
者
と
し
て
、
首
に
縄
を
縛
り
つ
け
、
何
度
も
棒
で
打

ち
す
え
る
と
、
こ
う
言
い
ま
し
た
。〔
三
〇
・
一
三
〕

「
あ
の
馬
の
す
ね
を
砕
い
て
お
い
て
、
お
前
は
今
ど
こ
に
立
ち
去
る
つ
も
り
だ
。
さ
あ
、
裁
い
て
も
ら
う
た
め
、
今
か
ら
王
宮
に

行
こ
う
。」〔
三
〇
・
一
四
〕

◇
　
彼
ら
二
人
（
婆
羅
門
と
馬
飼
）
に
引
き
立
て
ら
れ
て
ゆ
く
途
中
で
、
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
(a) 

対
岸
か
ら
川
の
中
程
ま
で
〔
水
を
〕
渡
り

来
た
、
(b) 

頭
の
上
に
大
き
な
包
み
を
載
せ
、
(c) 

手
斧
を
歯
で
く
わ
え
て
い
る
一
人
の
大
工
を
見
る
と
、
こ
う
呼
び
か
け
ま
し
た
。

「
お
い
棟
梁
、
川
の
深
み
に
進
み
ゆ
く
時
は
、
し
っ
か
り
手
斧
を
歯
で
く
わ
え
て
お
け
。
そ
れ
は
そ
の
う
ち
落
ち
る
か
も
知
れ

（
28
）
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四
〇

ぬ
。
頭
が
足
り
ぬ
お
前
さ
ん
に
、
私
は
そ
の
事
を
忠
告
す
る
。」〔
三
〇
・
一
五
〕

◇
　
す
る
と
そ
の
大
工
は
、
怒
り
が
生
じ
さ
せ
た
、
眉
の
吊
り
あ
が
っ
た
物
凄
い
顔
で
、
彼
に
答
え
ま
し
た
。

「
ま
ず
は
自
分
を
こ
そ
戒
め
ろ
、大
変
利
口
な
人
よ
。
な
ぜ
お
れ
に
対
し
て
無
意
味
に
教
え
諭
す
。
あ
ん
た
は
お
れ
の
師
で
は
な

い
。」〔
三
〇
・
一
六
〕

激
怒
で
心
が
煮
え
く
り
か
え
っ
た
そ
の
大
工
が
そ
う
叫
ん
だ
途
端
、
あ
っ
と
い
う
間
に
そ
の
口
か
ら
手
斧
は
川
の
水
の
中
に
落

ち
て
ゆ
き
ま
し
た
。〔
三
〇
・
一
七
〕

す
る
と
そ
の
大
工
は
そ
の
川
を
渡
っ
て
き
て
、
怒
り
の
あ
ま
り
ダ
ン
デ
ィ
カ
を
掴
ま
え
る
と
、
縄
で
そ
の
首
を
固
く
縛
り
、
こ

う
言
い
ま
し
た
。〔
三
〇
・
一
八
〕

「
も
し
、
こ
の
喉
元
ま
で
達
す
る
川
を
お
れ
が
渡
り
つ
つ
あ
る
時
、
あ
ん
た
が
教
え
諭
し
た
り
し
な
か
っ
た
な
ら
、
そ
れ
に
返
事

し
よ
う
と
唇
を
動
か
し
た
口
か
ら
、
お
れ
の
手
斧
が
水
へ
落
ち
る
こ
と
が
な
か
っ
た
は
ず
だ
。〔
三
〇
・
一
九
〕

さ
あ
、
よ
く
切
れ
る
刃
先
を
も
つ
あ
の
手
斧
を
、
こ
の
水
か
ら
引
き
上
げ
て
、
お
れ
に
返
し
て
く
れ
。
も
し
あ
ん
た
が
水
に
潜

れ
な
い
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
で
は
、
来
い
！
お
れ
た
ち
二
人
は
王
宮
に
行
く
。」〔
三
〇
・
二
〇
〕

◇
　
そ
れ
で
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
そ
の
大
工
に
引
っ
張
ら
な
が
ら
、
ひ
ど
く
怯
え
て
歩
き
始
め
ま
し
た
。
し
だ
い
に
夏
の
太
陽
光
に
よ
っ

て
ひ
ど
く
体
が
苦
し
め
ら
れ
た
そ
の
〔
一
行
の
〕
す
べ
て
の
者
た
ち
は
、
(a) 

密
生
す
る
パ
ラ
ー
シ
ャ
樹
（
ハ
ナ
モ
ツ
ヤ
ク
ノ
キ
）
の
陰

に
坐
っ
て
い
る
牛
た
ち
の
群
が
い
る
、(b) 

近
く
の
水
飲
み
場
・
四
阿
の
中
庭
に
腰
を
下
ろ
し
て
喉
が
渇
い
た
旅
人
た
ち
が
水
を
飲
ん

で
い
る
、(c) 

住
居
の
戸
口
か
ら
〔
庭
に
〕
撒
か
れ
た
バ
リ
供
養
〔
の
食
物
〕
を
見
つ
け
た
カ
ラ
ス
た
ち
が
嬉
し
げ
に
次
々
に
舞
い
下

り
て
い
る
、(d) 

或
る
場
所
で
は
食
事
の
時
刻
ゆ
え
に
食
器
が
洗
わ
れ
て
い
る
、(e) 

ま
た
別
の
所
で
は
住
居
の
内
壁
を
塗
る
作
業
が
い

ま
進
め
ら
れ
て
お
り
、
(f) 

立
ち
の
ぼ
る
ア
グ
ニ
ホ
ー
ト
ラ
（
火
神
へ
の
護
摩
）
の
煙
の
臭
い
が
あ
た
り
に
漂
い
、
(g) 

別
の
或
る
所
で
は

四
〇
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四
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坐
っ
た
ま
ま
〔
欲
し
そ
う
に
〕
顔
を
上
げ
て
い
る
犬
が
食
事
途
中
の
牛
飼
い
を
見
つ
め
て
お
り
、(h) 

ま
た
杵
に
打
た
れ
て
搗
き
砕
か

れ
て
い
る
途
中
の
胡
麻
か
ら
は
よ
い
香
り
が
流
れ
出
て
、(i) 

ま
た
或
る
場
所
で
は
様
々
な
食
事
を
享
け
て
い
る
最
中
で
あ
る
特
別
客

の
人
々
（
施
食
を
受
け
る
婆
羅
門
た
ち
）
が
い
る
、
或
る
一
つ
の
村
に
、
正
午
近
く
、
休
息
の
た
め
に
入
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
其
処
で
、

一
人
の
酒
売
り
の
女
が
ダ
ン
デ
ィ
カ
に
言
い
ま
し
た
。「
尊
い
お
方
、あ
な
た
に
施
食
を
差
し
上
げ
ま
す
よ
」と
。
そ
こ
で
ダ
ン
デ
ィ

カ
は
彼
ら
に
言
い
ま
し
た
。

「
こ
の
女
性
か
ら
作
法
に
従
い
、
私
が
施
食
を
受
け
取
っ
て
い
る
間
、
お
情
け
で
す
か
ら
、
ど
う
か
ち
ょ
っ
と
、
こ
こ
で
私
を

待
っ
て
て
下
さ
い
。」〔
三
〇
・
二
一
〕

◇
　
そ
こ
で
彼
ら
婆
羅
門
と
馬
飼
と
大
工
は
〔
縄
か
ら
〕
彼
を
ほ
ど
い
て
や
っ
て
、
言
い
ま
し
た
。「
ゆ
く
が
よ
い
。
施
食
を
受
け

取
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
戻
っ
て
来
い
よ
。」「
は
い
」
と
彼
は
答
え
、
そ
の
酒
売
り
女
が
奥
の
部
屋
に
〔
施
食
を
取
り
に
〕
入
っ
て
ゆ
く

と
、
そ
の
間
に
、
彼
は
衣
の
布
に
覆
わ
れ
て
寝
椅
子
で
眠
っ
て
い
た
赤
ん
坊
の
上
に
〔
う
っ
か
り
〕
坐
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
小
さ
な
赤
子
は
体
を
そ
の
豚
の
よ
う
な
汚
い
体
を
し
た
婆
羅
門
の
大
き
な
水
甕
の
よ
う
な
腹
の
重
さ
に
押
し
潰
さ
れ
て
、

体
が
ね
じ
れ
関
節
が
外
れ
て
し
ま
っ
て
、
苦
し
げ
に
泣
き
叫
び
、
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。〔
三
〇
・
二
二
〕

◇
　
そ
の
時
、〔
奥
か
ら
〕
そ
の
若
い
女
が
飛
び
だ
し
て
来
て
、
ダ
ン
デ
ィ
カ
を
〔
寝
椅
子
か
ら
〕
立
た
せ
、
そ
の
嬰
児
が
死
ん
で
い

る
の
を
見
る
と
、「
あ
あ
何
て
こ
と
！
お
前
に
こ
の
乳
飲
み
子
が
殺
さ
れ
ち
ま
っ
た
、
あ
あ
、
私
の
小
さ
な
息
子
が
」
と
叫
び
、
さ
ん

ざ
ん
泣
き
喚
い
て
か
ら
、ダ
ン
デ
ィ
カ
を
掴
ま
え
、「
来
い
！
私
ら
は
裁
き
を
受
け
る
た
め
王
宮
に
行
く
の
だ
」
と
言
い
ま
し
た
。
ダ

ン
デ
ィ
カ
は
答
え
ま
し
た
。

「
ま
ず
は
今
、あ
な
た
が
考
え
て
い
た
施
食
を
私
に
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
裁
き
の
た
め
、あ
な
た
と
王
宮
に
行
く
こ
と
に
し
ま

す
。」〔
三
〇
・
二
三
〕

四
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四
二

◇
　
若
い
女
は
喚
き
ま
し
た
。

「
恥
知
ら
ず
め
！
図
体
ば
か
り
で
か
い
婆
羅
門
よ
、私
の
あ
の
小
さ
な
子
を
殺
し
て
お
い
て
、泣
い
て
い
る
私
に
ま
だ
施
食
を
求

め
る
の
か
！
」〔
三
〇
・
二
四
〕

◇
　
そ
う
言
っ
て
、
彼
女
も
彼
を
ぐ
る
ぐ
る
縛
っ
て
し
ま
い
、
他
の
者
た
ち
と
一
緒
に
、
鏡
面
王
の
宮
殿
へ
と
出
発
し
ま
し
た
。

付
き
人
た
ち
を
伴
っ
た
或
る
一
人
の
高
い
家
柄
の
女
性
が
、父
の
家
に
行
く
途
中
で
し
た
が
、〔
路
上
で
〕
ダ
ン
デ
ィ
カ
を
認
め
ま

し
た
。
そ
こ
で
彼
に
、
彼
女
は
「
和
上
、
ど
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
答
え
ま
し
た
。

「
高
貴
な
ご
婦
人
、私
は
自
分
で
行
き
た
く
て
行
く
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
運
が
な
く
て
無
力
な
私
は
、悪
い
心
の
人
た
ち
に
よ

り
、
無
理
や
り
に
王
宮
に
引
っ
張
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。」〔
三
〇
・
二
五
〕

◇
　
す
る
と
彼
ら
は
彼
に
言
い
ま
し
た
。「
へ
え
な
ん
と
、
罪
の
無
い
苦
行
者
様
が
王
宮
に
引
っ
張
ら
れ
て
ゆ
く
ん
だ
と
さ
。」

良
家
の
女
性
は
言
い
ま
し
た
。「
和
上
、
偉
大
な
知
恵
を
も
つ
鏡
面
王
に
、
次
の
よ
う
に
尋
ね
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。

私
が
夫
の
家
に
居
る
時
、
私
の
こ
の
心
は
い
つ
も
父
の
家
（
実
家
）
に
強
い
思
い
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
父
の
家
に

居
る
時
は
、
私
は
激
し
い
切
望
を
も
っ
て
夫
の
家
の
こ
と
を
思
い
続
け
て
し
ま
う
の
で
す
。〔
三
〇
・
二
六
〕

こ
ん
な
〔
矛
盾
す
る
〕
願
望
が
も
う
私
の
心
を
悩
ま
さ
な
い
よ
う
に
す
る
方
法
を
、
偉
大
な
知
性
を
も
つ
か
の
王
様
こ
そ
は
ご

存
知
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。」〔
三
〇
・
二
七
〕

◇
　
そ
の
後
、
(a) 

輝
く
金
属
の
棒
を
思
わ
せ
る
青
黒
い
皮
膚
を
し
た
、
(b) 

二
つ
の
舌
を
ち
ら
ち
ら
と
出
す
、
一
匹
の
蛇
が
蟻
塚
か
ら

出
て
来
る
と
、
ダ
ン
デ
ィ
カ
に
言
い
ま
し
た
。「
お
お
大
婆
羅
門
、
ど
う
か
私
が
言
う
言
葉
ど
お
り
に
、
あ
な
た
か
ら
鏡
面
王
に
尋
ね

て
く
れ
な
い
か
。

ど
う
し
て
私
は
巣
穴
の
外
に
出
る
と
、
怒
り
（
忍
辱
の
敵
）
が
起
こ
り
、
こ
の
心
が
火
の
よ
う
に
か
っ
か
と
燃
え
た
が
る
の
か
。

四
二
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四
三

ま
た
、
ど
う
し
て
そ
こ
（
巣
穴
）
に
い
る
時
に
は
、
怒
り
が
消
え
失
せ
、
ま
る
で
三
昧
に
専
念
し
た
牟
尼
の
よ
う
に
、
心
が
安
ら

か
に
鎮
ま
る
の
か
、
と
。」〔
三
〇
・
二
八
〕

◇
　
ま
た
そ
の
後
、
葦
の
茂
み
の
下
か
ら
一
匹
の
テ
ィ
ッ
テ
ィ
リ
鳥
（
キ
ジ
科
シ
ャ
コ
）
が
出
て
来
て
、
言
い
ま
し
た
。「
大
婆
羅
門

よ
、
私
が
言
う
言
葉
ど
お
り
に
、
あ
な
た
か
ら
鏡
面
王
に
尋
ね
て
く
れ
。

こ
こ
の
葦
の
茂
み
の
中
に
居
る
と
、
私
は
と
て
も
強
い
自
信
を
得
ら
れ
る
。
な
の
に
、
そ
れ
以
外
の
所
に
居
る
と
、
ど
う
し
て

私
は
心
乱
れ
た
〔
不
安
な
〕
状
態
に
な
る
の
か
、
と
。」〔
三
〇
・
二
九
〕

◇
　
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
〔
彼
ら
に
〕
答
え
ま
し
た
。「
も
し
こ
れ
ら
の
人
た
ち
か
ら
私
が
解
放
さ
れ
た
時
は
、こ
の
伝
言
を
す
べ
て
王
様

に
伝
え
ま
す
。」 　

さ
て
〔
長
い
道
を
経
て
〕
次
第
に
彼
ら
が
進
む
う
ち
、
太
陽
が
『
日
没
山
』（
西
の
地
平
線
に
あ
る
山
）
の
頂
に
か
か
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
彼
ら
は
皆
、一
本
の
ニ
ヤ
グ
ロ
ー
ダ
（
バ
ン
ヤ
ン
）
の
樹
の
下
、草
の
茂
み
の
所
で
野
宿
を
営
み
ま
し
た
。
そ
し
て
夜
半
に
な
り
、

彼
ら
が
す
っ
か
り
寝
入
っ
て
し
ま
う
と
、
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
次
の
様
に
考
え
ま
し
た
。「
も
し
も
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
れ
〔
終
に
〕

彼
ら
に
裁
判
で
負
け
て
し
ま
っ
た
と
し
た
ら
、そ
の
後
、『
ど
ん
な
や
り
方
で
罰
を
与
え
て
や
ろ
う
か
』
と
思
っ
て
い
る
王
の
家
来
た

ち
か
ら
私
は
責
め
苛
ま
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
大
変
な
苦
痛
に
私
は
と
て
も
耐
え
ら
れ
や
し
な
い
。
い
っ
そ
ニ
ヤ

グ
ロ
ー
ダ
樹
に
登
っ
て
、
自
殺
し
よ
う
。」

そ
う
考
え
る
と
、
彼
は
な
ん
と
か
拘
束
の
縄
を
ほ
ど
き
、
ニ
ヤ
グ
ロ
ー
ダ
樹
の
上
に
登
る
と
、
自
ら
首
を
吊
り
ま
し
た
。

す
る
と
ヴ
ェ
ー
タ
ー
ラ
鬼
に
似
た
〔
大
き
な
〕
体
を
も
っ
た
彼
の
過
度
の
重
量
に
よ
っ
て
、
そ
の
樹
の
枝
が
ぼ
き
り
と
音
を
立

て
て
折
れ
ま
し
た
。〔
三
〇
・
三
〇
〕

た
ち
ま
ち
、
巨
体
を
も
つ
そ
の
彼
は
、
首
に
縄
を
付
け
た
ま
ま
、〔
下
方
に
〕
寝
て
い
た
叢
林
警
備
隊
の
長 　
の
真
上
に
落
下

（
29
）

（
30
）

四
三



四
四

し
ま
し
た
。〔
三
〇
・
三
一
〕

片
腕
が
折
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
叢
林
警
備
隊
長
は
恐
怖
の
あ
ま
り
混
乱
し
て
立
ち
上
が
り
、
次
の
様
に
喚
き
叫
ん
で
、
仲
間

た
ち
を
起
こ
し
ま
し
た
。〔
三
〇
・
三
二
〕

◇
　「
あ
の
ニ
ヤ
グ
ロ
ー
ダ
樹
か
ら
落
ち
て
き
た
ピ
シ
ャ
ー
チ
ャ
（
食
肉
鬼
）
に
、
お
れ
の
腕
は
折
ら
れ
た
。
さ
あ
、
お
前
た
ち
は
ラ

ン
プ
を
点
け
ろ
。」
す
る
と
そ
の
場
に
い
た
生
ま
れ
つ
き
臆
病
な
者
た
ち
は
「
ピ
シ
ャ
ー
チ
ャ
」
と
聞
く
と
、た
ち
ま
ち
四
方
八
方
に

姿
を
く
ら
ま
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

他
の
者
た
ち
が
ラ
ン
プ
を
灯
し
て
み
る
と
、
か
の
婆
羅
門
が
、
落
下
し
た
怪
我
の
痛
み
で
呻
吟
し
、
も
が
い
て
い
る
の
を
発
見
し

ま
し
た
。
そ
れ
を
眺
め
る
と
、「
悪
心
の
お
前
の
せ
い
で
、
叢
林
警
備
隊
長
殿
の
腕
が
折
れ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
さ
あ
、
来
い
。
王
宮

に
行
く
ぞ
」
と
言
い
、
夜
が
明
け
る
時
に
そ
の
叢
林
を
守
る
人
た
ち
は
彼
を
他
の
者
た
ち
と
一
緒
に
、
王
宮
へ
と
連
れ
て
ゆ
き
ま
し

た
。そ

の
後
〔
王
の
〕
謁
見
の
時
間
に
な
る
と
、
ダ
ン
デ
ィ
カ
と
共
に
そ
の
す
べ
て
の
者
た
ち
は
門
衛
に
よ
っ
て
鏡
面
王
の
前
に
導
か

れ
ま
し
た 　
。

*

そ
の
婆
羅
門
は
あ
ま
り
の
恐
怖
に
、
卒
倒
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す
る
と
ひ
た
す
ら
三
界
を
益
せ
ん
と
努
め
て
い
る
か
の
王

（
鏡
面
王
）
は
、
そ
の
彼
を
見
て
、
憐
れ
み
の
思
い
に
心
を
濡
ら
し
ま
し
た
。〔
三
〇
・
三
三
〕

◇
　*

彼
ら
（
起
訴
者
）
の
全
員
が
順
々
に
ダ
ン
デ
ィ
カ
の
罪
科
を
述
べ
立
て
ま
し
た
。

*

す
る
と
か
の
王
は
〔
内
心
〕「
こ
う
し
よ
う
。̶

 

私
は
方
便
（
救
済
の
手
立
て
）
を
も
っ
て
こ
の
婆
羅
門
を
解
き
放
っ
て
や
ろ

う
」
と
考
え
て
、
告
げ
ま
し
た
。「
ど
う
し
て
お
前
た
ち
は
裁
判
を
得
ず
し
て
、
こ
の
婆
羅
門
を
痛
め
つ
け
、
縛
り
つ
け
、
ひ
ど
く
苦

し
ま
せ
て
連
れ
て
き
た
の
か
。
そ
れ
で
は
、
お
前
た
ち
全
員
も
処
罰
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」 　

（
31
）

（
32
）

四
四
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四
五

*

そ
う
告
げ
る
と
、
彼
ら
は
「
も
し
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
な
ら
、
ど
う
か
、
こ
の
婆
羅
門
を
解
き
放
っ
て
下
さ
い
」
と
答
え
ま
し

た
。
彼
ら
は
処
罰
を
恐
れ
て
彼
を
解
放
し
て
や
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
に
戻
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

*
歓
喜
の
心
を
抱
く
そ
の
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
、
祝
福
の
言
葉
を
も
っ
て
〔
王
を
〕
讃
え
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
良
家
の
女
を
は
じ
め

と
す
る
か
の
者
た
ち
よ
り
〔
預
か
っ
て
き
た
〕
言
葉
を
質
問
し
ま
し
た
。
す
る
と
か
の
王
は
聞
い
て
、こ
う
答
え
ま
し
た
。「
そ
の
良

家
の
女
に
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
あ
げ
な
さ
い
。

*

夫
の
家
に
行
く
と
、
父
の
家
〔
に
戻
る
こ
と
〕
を
ま
た
欲
す
る
理
由
は
、
他
の
男
た
ち
（
結
婚
前
に
交
際
し
た
男
た
ち
）
へ
の
欲

に
焼
か
れ
て
悩
苦
が
生
じ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
に
揺
れ
動
い
て
、
火
が
炭
に
〔
執
ら
わ
れ
続
け
る
〕
よ
う
に
、
あ
な
た
が

他
の
男
た
ち
に
執
ら
わ
れ
た
心
を
も
つ
限
り
、
落
ち
つ
き
を
得
る
こ
と
は
な
い
。〔
三
〇
・
三
四
〕

*

も
し
〔
揺
れ
て
苦
し
む
〕
心
を
治
し
た
い
の
な
ら
、
そ
れ
ら
の
者
た
ち
を
心
か
ら
遠
ざ
け
な
さ
い
。
無
益
な
妄
念
に
迷
わ
さ

れ
て
い
る
人
た
ち
は
誰
も
安
ら
ぎ
を
も
て
な
い
の
で
す
。〔
三
〇
・
三
五
〕

*

ま
た
、
蛇
に
は
〔
こ
う
〕
伝
え
な
さ
い
。
も
し
あ
な
た
が
安
ら
ぎ
を
欲
す
る
な
ら
、
何
か
の
生
き
物
に
出
会
っ
て
も
怒
る
べ

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〔
三
〇
・
三
六
〕

*

怒
り
の
火
を
燃
や
す
者
、̶

 

そ
の
者
は
自
分
の
心
が
燃
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
人
〔
の
心
〕
も
焼
い
て
い
る
の
で
す
。

迷
妄
の
心
を
も
つ
者
は
、
必
ず
地
獄
の
燃
え
る
火
の
た
め
の
薪
に
な
る
で
し
ょ
う
。〔
三
〇
・
三
七
〕

◇
　*

ま
た
、
テ
ィ
ッ
テ
ィ
リ
鳥
に
は
次
の
様
に
言
い
な
さ
い
。

*

葦
の
茂
み
の
下
に
宝
が
あ
っ
て
、
そ
の
お
か
げ
で
、
そ
こ
に
い
る
と
、
あ
な
た
に
と
て
も
強
い
自
信
が
生
じ
る
の
だ
、
と
。〔
三

〇
・
三
八
〕

◇
　*

〔
婆
羅
門
よ
〕、
そ
の
宝
を
掘
り
出
せ
ば
、
あ
な
た
は
貧
乏
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
幸
せ
に
家
住
の
生
活
を
守
っ
て
ゆ
け

四
五



四
六

る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
も
う
立
ち
去
っ
て
よ
い
。」

*
そ
の
時
、
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
格
別
の
知
力
を
も
つ
そ
の
王
の
知
性
に
驚
嘆
の
思
い
を
生
じ
て
、
尋
ね
ま
し
た
。「
大
王
様
、
あ
な
た

様
に
ど
ん
な
誓
願
が
お
あ
り
に
な
る
の
か
、
そ
れ
を
お
話
し
下
さ
い
ま
せ
ん
か
。」̶

 

菩
薩
は
答
え
ま
し
た
。

 
*

「
無
上
の
悟
り
を
有
し
、
寂
滅
を
得
る
こ
と
を
私
は
願
っ
て
い
る
の
で
す 

̶
 

三
界
の
〔
生
存
の
〕
海
に
没
し
て
い
る
こ
れ

ら
の
生
類
を
引
き
揚
げ
〔
救
出
す
る
〕
た
め
に
。」〔
三
〇
・
三
九
〕

◇
　*

ダ
ン
デ
ィ
カ
は
言
い
ま
し
た
。

*

「
あ
な
た
様
が
悟
り
を
得
て
、
無
知
の
闇
を
断
ち
切
ら
れ
た
時
に
は
、
ど
う
か
〔
私
も
弟
子
と
し
て
〕
あ
な
た
様
か
ら
お
教
え

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
。」̶

 

彼
（
王
）
は
同
意
の
返
事
を
し
ま
し
た
。〔
三
〇
・
四
〇
〕

◇
　*

そ
の
後
、
そ
の
バ
ラ
モ
ン
は
去
っ
て
、
か
の
〔
王
の
〕
語
っ
た
こ
と
を
そ
れ
ら
の
〔
依
頼
し
た
〕
者
た
ち
に
報
告
し
た
後
、
そ

の
宝
を
掘
り
出
し
、
歓
喜
し
て
、
家
族
の
人
た
ち
と
と
も
に
富
に
よ
っ
て
貧
乏
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
幸
せ
に
過
ご
し
ま
し

た
。

*

さ
て
〔
あ
る
時
〕、
或
る
大
臣
の
長
が
〔
王
た
る
〕
菩
薩
に
対
し
幾
度
も
、
花
を
糸
で
結
ん
だ
花
環
の
如
き
次
の
よ
う
な
讃
歎
の

詩
篇
を
も
っ
て
、
深
い
敬
意
を
表
し
ま
し
た
。「
閣
下
が
自
性
と
し
て
お
も
ち
の
、
こ
れ
ほ
ど
偉
大
な
知
に
、
誰
が
驚
嘆
の
思
い
を
起

こ
さ
な
い
で
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。

*

山
に
あ
る
火
は
遠
く
か
ら
で
も
煙
の
推
理
に
よ
っ
て
推
測
で
き
ま
す
。
こ
の
世
界
で
推
理
す
る
人
が
推
理
す
べ
き
対
象
領
域

を
も
つ
時
、
推
理
の
知
性
に
よ
り
推
理
可
能
な
事
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
凡
人
は
疑
わ
し
き
も
の
に
対
し
て
疑
い
を
起

こ
す
だ
け
で
す
が
、
疑
い
を
消
し
去
る
知
性
を
有
す
る
あ
な
た
様
の
よ
う
な
方
た
ち
は
、
感
覚
器
官
を
越
え
て
い
る
も
の
に
す

ら
、
直
接
知
覚
を
有
す
る
か
の
よ
う
で
す
。〔
三
〇
・
四
一
〕

四
六
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四
七

*

弱
い
心
を
も
つ
こ
れ
ら
世
の
人
々
は
、
感
覚
器
官
〔
の
快
楽
〕
に
支
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
故
、
智
者
た
ち
は
そ
れ
ら
（
五

感
覚
）
を
「
イ
ン
ド
リ
ヤ
（
強
力
な
も
の
）」
と
呼
ん
で
、支
配
し
ま
す
。
あ
な
た
様
は
あ
ら
ゆ
る
知
の
対
象
の
彼
岸
に
ま
で
到
達

し
な
が
ら
、感
覚
器
官
を
よ
く
支
配
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
あ
な
た
様
に
対
し
て
何
ら
支
配
力
（
影
響
力
）
を
持
ち
得
な
い
「
イ
ン

ド
リ
ヤ
」
と
は
〔
あ
な
た
様
に
と
っ
て
〕
価
値
の
低
い
知
の
対
象
を
さ
す
言
葉
な
の
で
す
。〔
三
〇
・
四
二
〕

*

イ
ン
ド
ラ
神
（
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ダ
ラ
）
の
お
か
げ
で
天
界
が
そ
の
様
で
あ
る
が
如
く
、〔
今
や
〕
地
上
の
国
土
（
ヴ
ァ
ス
ン
ダ
ラ
ー
）
が

最
高
の
幸
せ
を
有
す
る
の
は
、輪
廻
的
生
存
の
断
滅
（
涅
槃
）
を
め
ざ
す
お
心
を
も
つ
あ
な
た
様
の
お
か
げ
で
す
」
と
。〔
三
〇
・
四

三
〕

◇
　̶

 *

さ
あ
、
こ
の
よ
う
に
、
か
の
世
尊
（
釈
尊
）
が
菩
薩
で
あ
っ
た
時
、
沢
山
の
過
患
が
あ
る
王
権
（
王
国
）
す
ら
も
う
ま
く
守

り
運
営
す
る
こ
と
で
、
偉
大
な
智
慧
者
と
い
う
性
質
に
よ
り
、
困
苦
に
陥
っ
た
者
た
ち
を
お
救
い
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を

よ
く
考
え
て
、〔
あ
な
た
た
ち
は
〕
仏
・
世
尊
に
対
し
て
ひ
と
す
じ
に
信
心
を
も
つ
者
と
し
て
あ
り
続
け
な
さ
い
。

*

『
鏡
面
王
（
ア
ー
ダ
ル
シ
ャ
ム
カ
）
ジ
ャ
ー
タ
カ
』、〔
第
三
部
類
の
〕
第
一
〇
話
〔
終
わ
る
〕。

〔
比
較
資
料
〕
ク
シェー
メ
ー
ン
ド
ラ
作
『
菩
薩
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
の
祈
願
成
就
の
蔓
』

第一〇
三
章
　プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ 　

幸
福
と
祝
祭
の
数
々
に
よ
っ
て
天
界
の
よ
う
な
享
楽
に
恵
ま
れ
た
、
輝
く
真
珠
の
首
飾
り
や
最
上
等
の
衣
、
冠
・
日
傘
・
払
子
が

白
く
眩
し
く
微
笑
む
、
栄
耀
の
さ
ま
は
、
偉
大
な
心
の
者
た
ち
が
も
つ
善
行
〔
の
業
果
〕
を
示
す
も
の
で
す
。〔
一
〇
六
・
一
〕

（
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四
八

か
つ
て
世
尊
は
、「
大
き
く
高
ま
っ
た
正
法
に
よ
り
富
と
偉
大
な
力
の
発
生
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
教
示
し
て
、〔
次
の
〕
教
え

を
、
驚
く
比
丘
た
ち
に
お
説
き
に
な
っ
た
の
で
す
。〔
一
〇
六
・
二
〕

或
る
別
の
生
に
お
い
て
、
ま
だ
無
上
の
智
慧
（
仏
の
悟
り
）
と
い
う
栄
光
に
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
時
で
も
、
私
は
善
行
〔
の
果
〕

を
示
す
、
驚
く
べ
き
栄
耀
を
所
有
し
て
い
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
三
〕

ウ
ッ
タ
ラ
ー
パ
タ
（
北
路
）
に
あ
る
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
と
い
う
名
の
都
城
に
、
金
剛
杵
を
持
つ
神
（
イ
ン
ド
ラ
）
の
如
き
、

ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
チ
ャ
ン
ダ
（vajracaṇḍa

）
と
い
う
名
の
王
が
い
ま
し
た 　
。〔
一
〇
六
・
四
〕

彼
は
都
城
ガ
ン
ガ
ー
デ
ィ
パ
テ
ィ
ヤ
を
治
め
る
王
で
あ
る
メ
ー
ル
を
〔
戦
争
で
〕
打
ち
負
か
し
た
後
、
ロ
ー
ヒ
ニ
ー
と
い
う
名
の

そ
の
王
の
娘
を
月
の
如
き
彼
は
得
ま
し
た
。
ま
る
で
月
が
〔
最
愛
の
月
宿
で
あ
る
〕
ロ
ー
ヒ
ニ
ー
を
得
る
よ
う
に
。〔
一
〇
六
・
五
〕

そ
の
王
は
彼
女
と
の
間
に
太
陽
（
ミ
ト
ラ
）
の
如
き
光
輝
を
も
つ
息
子
を
も
う
け
ま
し
た
。
誕
生
と
同
時
に
現
れ
た
、色
と
り
ど
り

の
（citra

）
宝
石
の
日
傘
を
有
す
る
そ
の
子
は
す
ば
ら
し
く
輝
き
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
六
〕

そ
の
王
子
が
も
つ
福
徳
の
威
力
に
よ
っ
て
、常
に
〔
彼
が
〕
心
に
願
う
だ
け
で
生
じ
る
神
々
し
い
装
飾
品
と
食
べ
物
の
享
受
を 　
、

都
城
の
住
民
た
ち
は
得
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
七
〕

彼
の
お
か
げ
で
、
愛
好
さ
れ
る
（
プ
リ
ヤ
）
享
受
食
た
る
握
り
飯
（
ピ
ン
ダ
）
が
都
城
に
満
ち
溢
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
そ
の
王
子

は
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
と
い
う
名
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
八
〕

父
王
の
死
後
、
彼
が
王
権
を
得
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
方
角
に
そ
の
名
声
は
拡
が
り
ま
し
た
。
彼
は
自
身
の
願
望
の
と
お
り
に
、
あ
ら

ゆ
る
生
き
物
た
ち
に
、
食
べ
物
の
享
受
の
完
全
な
達
成
を
実
現
し
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
九
〕

さ
て
邪
悪
な
思
い
を
も
つ
ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
と
い
う
名
の
大
臣
は
、
彼
を
う
と
ま
し
く
思
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
徳
性
あ
る
者

を
憎
む
の
が
悪
人
た
ち
の
自
性
だ
か
ら
で
す
。〔
一
〇
六
・
一
〇
〕

（
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四
九

そ
の
彼
は
、
か
の
王
（
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
）
の
母
方
の
祖
父
で
あ
る
メ
ー
ル
王
に
幾
本
も
の
秘
密
の
手
紙
を
送
り
、
昔
の
屈
辱
の
記
憶

を
呼
び
覚
ま
さ
せ
、
戦
争
を
欲
す
る
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
一
一
〕

忽
然
と
湧
き
上
が
っ
た
激
し
い
怒
り
を
最
も
燃
え
立
た
せ
た
彼
（
メ
ー
ル
）
は
、
怒
濤
の
如
き
軍
を
も
っ
て
、
孫
（
娘
の
息
子
、
プ
リ

ヤ
ピ
ン
ダ
）
を
打
ち
滅
ぼ
す
こ
と
を
望
ん
で
、
使
者
た
ち
を
送
り
、〔
か
く
〕
通
告
し
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
一
二
〕

『
孫
よ
、あ
な
た
は
私
の
仇
敵
の
息
子
だ
。
あ
な
た
の
邪
悪
な
父
は
わ
が
勢
力
圏
の
環
を
大
き
く
欠
け
た
も
の
に
し
て
し
ま
い
、ま

た
『
栄
誉
』（kīrti
）
の
女
神
の
如
き
わ
が
娘
を
奪
い
取
っ
た
。〔
一
〇
六
・
一
三
〕

そ
の
切
り
取
ら
れ
た
領
土
を
自
発
的
に
明
け
渡
す
が
よ
い
。
も
し
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
私
が
自
ら
進
軍
し
て
、
あ
な
た
を
国
の
辺

境
地
帯
で
庇
護
を
求
め
る
客
人
〔
の
身
分
〕
に
し
て
や
ろ
う
。』〔
一
〇
六
・
一
四
〕

母
方
の
祖
父
か
ら
の
こ
の
通
告
を
聞
き
、
王
は
国
民
が
大
き
な
破
壊
に
曝
さ
れ
る
こ
と
を
憐
れ
ん
で
、
彼
ら
を
安
心
さ
せ
る
た
め

に
〔
軍
を
率
い
て
国
を
〕
去
り
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
一
五
〕

講
和
と
戦
争
と
を
準
備
し
て
、
彼
は
幾
多
の
船
に
よ
り
夥
し
い
数
の
兵
を
率
い
て
川
を
渡
り 　
、
ガ
ン
ガ
ー
の
川
辺
に
位
置
す
る

母
方
の
祖
父
の
都
城
に
達
し
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
一
六
〕

大
臣
や
家
臣
た
ち
の
一
団
に
伴
わ
れ
て
い
る
彼
が
軽
く
心
に
思
っ
た
だ
け
で
出
現
す
る
天
界
の
食
べ
物
を
目
撃
し
た
た
め
、
メ
ー

ル
王
は
「
こ
の
者
は
神
だ
」
と
思
っ
て
彼
を
尊
敬
し
、
自
ら
彼
の
も
と
に
赴
く
と
、
涙
を
浮
か
べ
て
抱
擁
し
、
あ
ら
ゆ
る
宝
を
奉
じ

て
深
い
敬
意
を
示
し
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
一
七
〜
一
八
〕

愛
情
深
い
態
度
を
も
っ
て
そ
の
王
か
ら
恭
し
く
も
て
な
さ
れ
た
彼
（
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
）
は
、
自
分
の
都
城
に
戻
る
と
、
閻
浮
提
（
南

贍
部
洲
）
す
べ
て
の
人
々
を
天
の
食
事
の
出
現
に
よ
っ
て
歓
ば
せ
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
一
九
〕

〔
そ
の
時
の
〕
富
財
の
達
成
に
関
し
て
、比
丘
た
ち
は
仏
陀
に
そ
の
〔
前
世
の
業
の
〕
行
為
を
質
問
し
ま
し
た
。
す
る
と
一
切
智
者

（
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五
〇

は
彼
ら
に
そ
の
豊
か
さ
の
原
因
を
お
語
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
二
〇
〕

彼
（
仏
）
は
別
の
生
に
お
い
て
、
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
住
む
ム
ー
リ
カ
と
い
う
名
の
婆
羅
門
で
し
た
。
そ
の
彼
は
病
気
で
衰
弱

し
た
独
覚
（
辟
支
仏
）
が
健
康
状
態
を
取
り
戻
す
ま
で
、
薬
に
よ
る
治
療
を
行
い
、
ま
た
太
陽
の
熱
射
の
中
で
、
色
模
様
が
き
れ
い
な

（citra

）
日
傘
を
か
ざ
し
続
け
ま
し
た 　
。
そ
の
福
徳
に
よ
っ
て
〔
次
世
で
〕
王
た
る
日
傘
を
も
つ
王
と
な
り
、
天
の
食
事
を
享
受
す

る
者
に
な
っ
た
の
で
す
。〔
一
〇
六
・
二
一
〜
二
二
〕

私
が
そ
の
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
で
し
た
。
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
が
〔
大
臣
〕
ド
ゥ
ル
マ
テ
ィ
で
し
た
。̶

　
以
上
の
こ
と
を
世
尊
が
お
説

き
に
な
っ
た
の
を
聞
き
、
比
丘
た
ち
は
驚
き
ま
し
た
。〔
一
〇
六
・
二
三
〕

あ
あ
、〔
菩
薩
が
〕
富
と
権
力
と
天
界
の
如
き
享
楽
と
い
う
幸
せ
に
恵
ま
れ
て
、こ
の
地
上
の
世
界
を
〔
王
と
し
て
〕
治
め
ら
れ
た

こ
と
は
じ
つ
に
驚
き
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
長
く
病
を
患
っ
て
大
変
な
窮
状
に
陥
っ
て
い
た
〔
独
覚
〕
を
運
び
出
し
、
救
い
出

し
た
こ
と
で
〔
菩
薩
が
得
た
〕
福
徳
に
よ
っ
て
現
出
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。〔
一
〇
六
・
二
四
〕

̶

　
以
上
、
ク
シ
ェ
ー
メ
ー
ン
ド
ラ
作
『
菩
薩
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
の
祈
願
成
就
の
蔓
』
に
お
け
る
「
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
・
ア
ヴ
ァ

ダ
ー
ナ
」
と
い
う
第
一
〇
三
の
小
枝
（
章
）。

【
注
】

（
1
）   

蔵
訳
は
デ
ル
ゲ
版
（D

）、
北
京
版
（Q

）、
ナ
ル
タ
ン
版
（N

）
を
絶
え
ず
参
照
し
た
。
た
だ
し
ど
の
異
読
を
用
い
て
和
訳
し
た
か
は
い
ち
い
ち
注
に

記
さ
な
い
。
和
訳
を
見
れ
ば
わ
か
る
と
思
う
。

（
2
）   

こ
の
外
薗
幸
一 （1993

） の
訳
が
基
づ
い
た Śākyasiṃ

hajātaka 

の
梵
文
は
一
二
〇
の
詩
節
を
含
む
チ
ャ
ン
プ
ー
体
の
独
立
し
た
作
品
で
あ
り
、H

ahn 

（2007

） 

に
よ
る
校
訂
梵
文
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、Straube （2019

） 

が
出
し
た
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
新
し
い
校
訂
本
の
第
三
五
章 Sarvārthasiddhajātaka 

で
は
、Śākyasiṃ

hajātaka 

の
梵
文
の
中
で
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
蔵
訳
と
合
致
す
る
部
分
の
み
が
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
真
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、蔵
訳
に
無

（
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五
一

い
か
、
一
致
し
て
い
な
い
そ
の
作
品
の
梵
文
の
後
半
部
分
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
、
結
果
的
に
第
五
三
詩
節
ま
で
し
か
な
い
、
ほ
ぼ
半
分
の
長
さ
に
な
っ

た
梵
文
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
前
半
の
み
に
な
っ
た Śākyasiṃ

hajātaka 

の
「
短
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
」
で
あ
る
第
三
五
章
は
、
馬
鳴
の 

B
uddhacarita 

か
ら
の
影
響
が
あ
ま
り
に
露
骨
に
出
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
私
が
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、こ
の
第
三
五
章
の
中
に
ハ
リ
バ
ッ

タ
が
書
い
た
と
は
思
え
な
い
散
文
部
分
が
見
受
け
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は 30+

 

の
長
い
散
文
（Straube 442 -443

）
と 31+

 

の
長
い

散
文
（Straube 444

）
と 32+

 

の
散
文
（Straube 444 -445

）
な
の
で
あ
る
が
、そ
れ
ら
の
散
文
（
外
薗
訳
の
二
三
八
〜
二
四
二
頁
）
は
そ
れ
ま
で
の
ハ

リ
バ
ッ
タ
の
諸
章
と
比
べ
て
、
必
要
以
上
に
衒
学
的
で
、
自
分
の
知
る
特
殊
な
論
書
や
注
釈
書
の
学
識
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
え
、
ど
う
も

ハ
リ
バ
ッ
タ
ら
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
作
品
の
第
一
〜
第
三
四
章
ま
で
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
で
は
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
そ
の
よ
う
な
煩
瑣
な
哲
学
的
な
文

を
長
々
と
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
諸
章
に
お
い
て
彼
が
短
く
語
る
仏
教
学
的
な
説
明
は
イ
ン
ド
仏
教
の
普
通
の
在
家
信
者
で
も
知
っ

て
い
る
程
度
の
常
識
的
な
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
ハ
リ
バ
ッ
タ
は
自
分
と
い
う
詩
人
が
仏
教
聖
典
の
教
理
に
精
通
し
た
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
の
如
く
で

は
な
い
こ
と
を
強
く
自
覚
し
な
が
ら
（
本
作
品
の
『
序
』
の
第
三
詩
節
）、
そ
の
点
か
ら
の
批
判
も
覚
悟
し
て
、
仏
教
学
よ
り
も
詩
作
を
得
意
と
す
る
者

の
立
場
か
ら
、
広
く
一
般
の
人
々
に
よ
っ
て
歓
ば
れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
新
し
い
ジ
ャ
ー
タ
カ
マ
ー
ラ
ー
の
作
成
に
入
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
詩
人

が
第
三
五
章
の
仏
伝
で
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
学
者
的
な
文
を
書
き
始
め
た
の
か
。
大
学
者
で
あ
る
馬
鳴
の B

uddhacarita 

第
一
二
章
を
意
識
す

る
あ
ま
り
、
書
き
方
を
変
え
た
の
か
。
こ
の
異
質
性
は
作
者
が
異
な
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
蔵
訳
に
基
づ
い
て Straube 

に

よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
第
三
五
章
の
梵
文
も
、
そ
の
す
べ
て
の
文
が
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
書
い
た
も
の
な
の
か
、
疑
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
第
三
五
章
は
後
代

の
詩
人 G

opadatta 

が
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
うH

ahn （1985

） 

の
説
も
あ
る
。
先
行
す
る
ア
ー
リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
の
作
品
が
三
四
章
だ
っ
た
た
め
、

そ
れ
を
強
く
意
識
し
た
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
作
品
も
本
来
は
三
四
章
で
完
結
し
て
い
た
と
見
て
よ
く
、
第
三
五
は
な
く
て
も
よ
い
余
計
な
追
加
で
あ
る
。
ハ

リ
バ
ッ
タ
の
蔵
訳
は
一
二
世
紀
の
後
半
に Tshul khrim

s 'byung gnas sbas pa （1107 -1190

） 

と A
laṅkadeva （=

 A
laṃ

kāradeva

） 

の
二
人
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
か
ら
七
五
〇
年
以
上
隔
た
っ
た
時
代
に
な
さ
れ
た
翻
訳
で
あ
る
。
そ
の
蔵
訳
が
一
二
世
紀
に
あ
っ
た
梵
文
テ
ク

ス
ト
の
形
を
伝
え
る
第
三
五
章 Sarvārthasiddhajātaka 

は
内
容
的
に
仏
教
徒
に
と
っ
て
最
も
気
に
な
る
テ
ー
マ
で
あ
る
釈
尊
伝
を
扱
う
た
め
、
も
し
そ

の
章
が
元
々
は
ハ
リ
バ
ッ
タ
に
遡
る
も
の
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、
彼
の
後
の
数
百
年
の
間
に
後
代
の
仏
教
徒
の
手
に
よ
っ
て
付
加
や
再
編
集
が
梵

文
に
施
さ
れ
た
可
能
性
を
疑
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
つ
ま
り
、
ネ
パ
ー
ル
の
仏
教
徒
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
よ
う
な
そ
の
章
へ
の
付
加
と
改
変
の
作
業

が
、
同
じ
様
に
一
二
世
紀
以
前
の
イ
ン
ド
で
も
蔵
訳
が
な
さ
れ
る
前
の
段
階
で
す
で
に
学
者
か
詩
人
に
よ
り
そ
の
章
の
中
で
局
所
的
に
行
わ
れ
た
可
能

性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
第
三
五
章
の
作
者
性
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
疑
問
が
残
る
。

五
一



五
二

（
3
）   

現
時
点
で
未
訳
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
四
つ
の
章
と
は
、
第
一
〇
話
（H

itaiṣin 

蔵
訳 Phan 'dod

）、
第
一
三
話
（Ṛ

ṣi 

蔵
訳 D

rang srong

）、
第
一
五

話
（Ṛ

ṣipañcaka 

蔵
訳 D

rang srong lnga

）、
第
一
七
話
（Tāpasa 

蔵
訳 D

ka' thub pa

）
で
あ
る
。̶

　
な
お
梵
文
が
完
全
に
欠
け
て
い
る
た
め
、
蔵

訳
だ
け
か
ら
全
文
を
訳
さ
ね
ば
な
ら
な
い
諸
章
に
お
い
て
は
、
私
は
第
二
一
話
（
ダ
ル
ダ
ラ
蛇
）
と
第
三
一
話
（
隊
商
主
ス
ヤ
ー
ト
ラ
）
の
、
二
つ
の

章
の
和
訳
を
第
七
回
の
論
文
で
発
表
し
て
い
る
。

（
4
）   

第
一
八
話
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
の
話
の
、
私
が
知
る
唯
一
の
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る K

ṣem
endra 

の B
odhisattvāvadānakalpalatā 

第
百
三
章
の
テ
ク
ス
ト
を

読
む
と
、
忍
辱
、
も
し
く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
言
葉
が
ど
こ
に
も
出
て
こ
な
い
。
こ
の
戦
争
と
平
和
の
話
は
も
と
も
と
忍
辱
を
強
調
し
た
話
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
王
の
話
を
忍
辱
波
羅
蜜
に
属
す
る
話
と
し
て
作
る
こ
と
に
決
め
て
、
む
り
に
忍
辱
の
話
に
仕
立
て
た
の
は
ハ
リ
バ
ッ
タ

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
リ
バ
ッ
タ
は
こ
の
第
一
八
話
の
標
語
と
し
て
忍
辱
を
強
調
し
、第
一
詩
節
を
次
の
よ
う
に
記
す
。「
い
か
な
る
装
飾
品
を
も
た

な
く
て
も
、
そ
の
人
を
美
し
く
飾
る
も
の
が
『
忍
辱
』
で
あ
る
。
力
と
し
て
の
揺
る
が
ぬ
『
忍
辱
』
を
も
つ
、
智
慧
あ
る
者
は
、
た
と
え
武
力
が
あ
っ

て
も
『
忍
辱
』
を
な
し
、『
忍
辱
』
と
い
う
力
を
追
求
す
る
。」（
蔵
訳
か
ら
の
試
訳
）

（
5
）   

第
一
六
話 K

āśisundara 

の
パ
ラ
レ
ル
文
献
と
し
て
は Avadānaśataka 

の
第
七
五
話 K

uvalayā

（
蔵
訳
で
は ut pa la

）
が
あ
り
、
漢
訳
で
は
『
撰
集

百
縁
経
』
の
七
五
「
舞
師
の
女
、
比
丘
尼
と
作
る
の
縁
」
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
ハ
リ
バ
ッ
タ
は
そ
の
梵
文
作
品
か
、
そ
れ
に
近
い
有
部
系
の
伝
承
を

ソ
ー
ス
と
し
て
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
話
は
現
在
世
の
話
（
青
蓮
と
い
う
舞
女
の
出
家
）
と
過
去
世
の
話
（
若
い
ス
ン
ダ
ラ
仙
と
キ
ン
ナ
リ
ー
）

か
ら
成
る
が
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
で
は
過
去
世
の
話
の
ほ
う
が
中
心
で
、
そ
の
話
が
最
初
に
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、Avadānaśataka 

で
は
現
在
世
の
話

の
ほ
う
に
重
心
が
あ
り
、
そ
の
後
に
過
去
世
の
話
が
置
か
れ
る
。
釈
尊
の
世
に
舞
師
の
娘
で
あ
っ
た
青
蓮
（K

uvalayā

）
と
い
う
美
貌
の
舞
女
が
、
竹

林
精
舎
で
踊
り
を
演
じ
、
仏
や
僧
た
ち
に
対
し
て
若
さ
の
驕
慢
を
示
し
た
た
め
、
釈
尊
の
神
力
に
よ
り
老
婆
の
姿
に
変
化
し
た
自
分
の
姿
を
見
せ
ら
れ
、

改
心
し
て
比
丘
尼
に
な
り
阿
羅
漢
果
を
得
る
。
そ
の
青
蓮
の
過
去
世
の
話
と
し
て
、
彼
女
が
菩
薩
（
釈
尊
の
前
世
）
た
る
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
仙
人
を
誘

惑
し
よ
う
と
し
た
キ
ン
ナ
リ
ー
の
娘
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。̶

 

な
お
同
名
の
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
（
カ
ー
シ
の
美
し
い
人
）
が
登
場
す
る
有
部
系

の
話
と
し
て K

ṣem
endra 

作 B
odhisattvāvadānakalpalatā, N

o. 30  （or 29
）, K

āśisundarāvadāna 

が
あ
る
。
こ
の
話
は
、ハ
リ
バ
ッ
タ
の
第
一
六
話
と

は
内
容
が
全
く
異
な
る
話
な
の
で
、
そ
の
話
の
パ
ラ
レ
ル
文
献
の
一
つ
と
見
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
後
宮
の
女
た
ち
に
慕
わ
れ
囲
ま
れ
て
い
る
の
を

見
て
激
し
い
嫉
妬
に
駆
ら
れ
た
王
に
よ
っ
て
体
の
一
部
を
次
々
に
切
断
さ
れ
て
も
耐
え
抜
く
と
い
う
忍
辱
を
示
し
た
主
人
公
の
仙
人
は
、忍
辱
論
者（
ク

シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
・
ヴ
ァ
ー
デ
ィ
ン K

ṣāntivādin 

忍
辱
を
説
く
者
）
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
話
の
多
く
の
パ
ラ
レ
ル
文
献
を
見
て
み
る
と
、
も
と
も
と
古
い

時
代
に
は
主
人
公
の
仙
人
の
固
有
の
名
前
は
ど
う
で
も
よ
く
、
忍
辱
論
者
と
い
う
呼
び
名
だ
け
が
先
に
成
立
し
、
そ
の
呼
び
名
が
あ
る
だ
け
で
よ
か
っ

五
二



ハリバッタ・ジャータカマーラー研究（８）

五
三

た
が
、
し
か
し
い
つ
頃
か
ら
か
説
一
切
有
部
で
は
有
部
律
の
説
話
に
お
い
て
こ
の
忍
辱
論
者
の
仙
人
の
名
を
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
仙
の
話
は
同
一
人
物
た
る
美
貌
の
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
仙
が
別
の
時
に
遭
遇
し
た
異
な
る
出
来
事
を
そ

れ
ぞ
れ
語
っ
て
い
る
話
と
見
な
す
こ
と
も
出
来
な
く
は
な
い
の
で
、
有
部
で
は
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の K

ṣem
endra 

の

第
三
十
章
（
第
二
九
章
）
は Straube （2010

） に
よ
っ
て
梵
文
・
蔵
訳
の
テ
ク
ス
ト
校
訂
と
独
訳
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
章
は
根
本
有
部
律
『
破
僧
事
』
に

あ
る
同
内
容
の
話
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
『
破
僧
事
』
で
の
話
は
梵
文
か
ら
平
岡
聡 （2024 , 5 -14

） 

に
訳
さ
れ
た
。
な
お 

K
ṣem

endra 
は
奇
妙
に
も
同
じ
作
品
中
で
こ
の
忍
辱
仙
人
の
話
を
二
回
作
っ
て
お
り
、
第
三
九
章
（
第
三
八
章
）
は
そ
の
短
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
ち
ら
の
章
に
は
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
と
い
う
固
有
名
が
出
て
こ
な
い
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
二
つ
の
章
の
和
訳
と
し
て
引
田
弘

道
・
大
羽
恵
美
・
山
崎
一
穂
（
二
〇
二
二
）
が
あ
る
。

（
6
）   

第
一
六
話
の
冒
頭
の
所
で
は
こ
の
(b) 

の
文
ま
で
梵
文
が
欠
け
て
お
り
、
次
の
(c) 

の
「
世
の
人
々
に
母
の
如
く
」
で
始
ま
る
文
か
ら
梵
文
が
有
る
。

（
7
）   

キ
ン
ナ
リ
ー
が
「
何
か
他
の
口
実
を
使
っ
て
」
と
考
え
た
、
そ
の
口
実
（apadeśa

）
と
は
、16+

 

の
箇
所
で
語
ら
れ
る
彼
へ
の
相
談
の
内
容
で
あ
る

が
、
実
は
彼
女
が
語
る
、
彼
に
恋
い
焦
が
れ
て
い
る
女
友
達
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

（
8
）   

第
一
六
話
で
梵
文
が
有
る
の
は 18+
 
の
「
認
識
し
」
の
箇
所
ま
で
で
あ
り
、「
語
り
ま
し
た
。」
の
箇
所
以
降
は
蔵
訳
か
ら
の
和
訳
と
な
る
。
こ
れ
以

降
、
章
末
ま
で
梵
文
が
失
わ
れ
て
い
る
。

（
9
）   

こ
の
箇
所
で
私
が
「
年
齢
」
と
訳
し
た
蔵
訳
は na tshod 

で
あ
り
、
そ
の
語
は
梵
語
の vayas 

を
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
語
を
「
若
さ
と

い
う
力
、
若
い
時
期
、
青
春
」
と
訳
す
か
、「
年
齢
」
と
訳
す
か
で
文
の
意
味
が
逆
転
す
る
。「
彼
女
が
私
よ
り
年
齢
が
勝
っ
て
い
る
」
と
訳
す
と
、「
彼

女
は
私
よ
り
年
上
の
人
で
あ
る
」
の
意
味
に
な
る
の
で
、
す
る
と
次
の
文
は
、「
他
な
ら
ぬ
あ
な
た
に
お
い
て
今
ま
さ
に
私
が
見
て
い
る
肉
体
と
は
別
の

よ
う
に
〔
あ
な
た
を
〕
見
る
」
で
は
な
く
、「
‥
‥
と
は
別
の
よ
う
に
〔
そ
の
女
性
を
〕
見
る
」
と
訳
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
訳
し
た
ほ
う
が
、
少

し
後
に
出
て
く
る
「
そ
の
キ
ン
ナ
リ
ー
に
お
い
て
は
、
ま
し
て
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
と
、
整
合
性
が
出
る
。

（
10
）   

先
の
第
一
五
詩
節
で
そ
の
キ
ン
ナ
リ
ー
が
語
っ
た
言
葉
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

（
11
）   Avadānaśataka 

の
第
七
五
話 K

uvalayā 

が
、ハ
リ
バ
ッ
タ
が
本
話
の
ソ
ー
ス
と
し
て
利
用
し
た
そ
の
聖
典
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
過
去
世

物
語
の
短
い
単
純
な
記
事
を
土
台
に
し
て
、
詩
人
が
細
部
を
変
え
つ
つ
話
を
膨
ら
ま
せ
て
本
話
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
は
あ
り
え
る
と
思
う
。

（
12
）   

第
一
六
話
の
第
三
三
詩
節
が
始
ま
る
直
前
に
、
文
脈
的
に
見
て
明
ら
か
に
唐
突
な
か
た
ち
で
、
後
代
の
付
加
と
思
わ
れ
る
二
詩
節
が
記
さ
れ
て
い
る
。

梵
文
が
欠
け
て
い
る
箇
所
な
の
で
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら
訳
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

五
三



五
四

 
 
 「

私
（
釈
尊
）
は
〔
前
世
で
〕
カ
ー
シ
ス
ン
ダ
ラ
と
い
う
、
誓
戒
を
有
す
る
仙
人
で
あ
っ
た
。〔
今
世
で
〕
仏
の
弟
子
衆
に
堕
落
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と

し
た
こ
の
者
た
ち
は
役
者
の
娘
た
ち
で
あ
っ
た
。」〔
付
加
詩
節 

一
〕

 
 
 「

か
の
美
し
い
王
に
対
し
て
も
、
仏
は
こ
れ
ら
の
〔
教
化
の
〕
行
為
を
な
さ
っ
た
。
香
ば
し
い
バ
タ
ー
油
を
注
が
れ
る
と
王
は
、
そ
の
瞬
間
、
都
城
の

民
衆
や
親
族
と
一
緒
に
そ
の
バ
タ
ー
油
の
器
の
中
に
居
た
。」〔
付
加
詩
節 

二
〕

 

こ
の
二
番
目
の
付
加
詩
節
は
文
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
、
話
の
出
典
も
不
明
で
あ
る
。

（
13
）   

最
後
の
第
三
六
詩
節
は
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
章
末
の
定
型
文
に
従
わ
な
い
。
こ
の
第
一
六
話
を
締
め
括
る
、
第
三
三
詩
節
以
降
の
韻
文
が
連
続
す
る
最
後

の
パ
ー
ト
は
、
付
加
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
二
つ
の anuṣṭubh 

詩
節
を
途
中
に
含
む
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
後
代
の
人
に
よ
る
再
編

集
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
書
い
た
本
来
の
形
を
失
っ
て
い
る
。

（
14
）   

第
一
八
話 Priyapiṇḍa 
の
パ
ラ
レ
ル
文
献
と
し
て B
odhisattvāvadānakalpalatā, N

o. 103 , Priyapiṇḍāvadāna 

が
あ
る
。
こ
のK

ṣem
endra 

作
の
第

百
三
章
は Straube （2009
） に
よ
っ
て
梵
文
・
蔵
訳
の
テ
ク
ス
ト
校
訂
と
独
訳
が
な
さ
れ
た
。
ハ
リ
バ
ッ
タ
か
ら
約
六
百
年
後
の
十
一
世
紀
の K

ṣem
endra 

の
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
お
か
げ
で
、
本
話
の
全
体
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
短
く
掴
め
る
し
、
ま
た
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
第
二
四
話
薬
師
ム
ー
リ
カ
の
話
が
、
本

話
の
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
王
の
生
の
直
前
の
前
世
の
話
で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
は
前
世
で
、
薬
師
ム
ー

リ
カ
と
し
て
、
一
人
の
衰
弱
し
た
独
覚
（
辟
支
仏
）
を
救
っ
た
善
行
の
功
徳
に
よ
り
、
天
の
食
物
な
ど
を
い
つ
で
も
得
る
力
を
得
た
と
い
う
（103 , vv. 

21 -22

）。
ム
ー
リ
カ
と
プ
リ
ヤ
ピ
ン
ダ
の
二
つ
の
話
は
、
源
泉
た
る
何
ら
か
の
聖
典
に
お
い
て
一
緒
に
繋
が
っ
て
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の 

K
ṣem

endra 

の
章
は
今
回
「
比
較
資
料
」
と
し
て
本
論
文
の
最
後
に
和
訳
を
提
示
し
た
。
こ
れ
以
外
の
本
話
の
パ
ラ
レ
ル
文
献
は
不
明
で
あ
る
。

（
15
）   

第
一
八
章
の
初
め
か
ら
梵
文
が
欠
損
し
て
い
る
の
で
、
私
は
章
の
途
中
か
ら
訳
を
始
め
て
、   66

〜 67+
 

途
中
ま
で
の
部
分
を
蔵
訳
か
ら
訳
し
た
。「
私

も
閣
下
の
側
に
つ
く
つ
も
り
で
す
」
の
文
か
ら
は
梵
文
が
あ
っ
て
、
章
末
ま
で
梵
文
が
続
く
。

（
16
）   

第
二
八
話 Padaka 

の
パ
ラ
レ
ル
文
献
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

（
17
）   

「
頼
み
ま
し
た
」
と
私
が
訳
し
た
こ
の
箇
所
の
蔵
訳
の
語 sm

an 'gyur te 

は
伝
承
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
箇
所
に
は
「
頼
み
ま
し
た
」
か
「
言
い

ま
し
た
」
に
あ
た
る
動
詞
が
来
る
は
ず
と
推
測
し
て
、
訳
し
た
。

（
18
）   

「
女
性
の
目
を
悩
ま
す
蜜
蜂
」と
い
う
特
殊
な
文
学
モ
チ
ー
フ
の
例
と
し
て
、次
の Śākyasiṃ

hajātaka 35 .22  

の
文
を
参
照
せ
よ
。m

addṛṣṭibādhinam
 

aśāntagatidvirephaṃ
 dūrāt kum

āra vinivāraya tāvad eva /  「
私
は
、
あ
な
た
の
た
め
に
〔
花
を
摘
む
べ
く
〕、
細
微
な
る
蜜
に
充
ち
た
る
、
こ
れ
ら
の

花
に
歩
み
寄
ら
ん
と
す
。
さ
れ
ば
、
わ
が
視
線
を
妨
げ
て
、
音
繁
く
飛
び
交
う
蜜
蜂
を
、
王
子
よ
、
遠
く
よ
り
、
直
ち
に
追
い
払
い
た
ま
え
。」
外
薗
幸

五
四
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五
五

一
（
一
九
九
三
）、
二
三
五
頁
の
訳
。

（
19
）   

蔵
訳
の skyes pha （D ;  pa N

Q

） を skyes * sa 「
生
ま
れ
た
土
地
」
と
修
正
し
た
。

（
20
）   
こ
の
難
し
い
箇
所
の
蔵
訳
は yid 'byung bas ni chos kyi （D ;  kyis N

Q

） sem
s dpa' rgyal ba ni //  'ongs te 

で
あ
る
。

（
21
）   
こ
の
「
羞
恥
し
な
が
ら
そ
の
娘
は
父
に
言
い
ま
し
た
」
の
文
ま
で
を
蔵
訳
か
ら
訳
し
た
。
そ
の
次
の
文
か
ら
は
梵
文
が
あ
る
の
で
、梵
文
か
ら
訳
す
。

（
22
）   

第
二
八
話
を
締
め
括
る
最
後
の
一
文
、「
パ
ダ
カ
は
父
か
ら
許
可
を
得
て
、
夫
と
息
子
と
の
別
離
に
苦
し
む
〔
母
の
〕
キ
ン
ナ
リ
ー
を
い
た
わ
っ
て
喜

ば
せ
、
連
れ
て
来
る
と
、
或
る
地
で
〔
終
生
〕
幸
せ
を
得
ま
し
た
」
は
、
梵
文
写
本
に
は
書
か
れ
て
あ
る
が
、
蔵
訳
に
は
そ
の
文
が
欠
け
て
い
る
。
こ

の
梵
文
と
蔵
訳
の
間
の
伝
承
の
違
い
を
ど
う
見
る
か
は
、学
者
で
意
見
が
分
か
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
キ
ン
ナ
リ
ー
が
菩
薩
の
父
を
愛
す
る
あ
ま
り
、ず
っ

と
彼
を
洞
窟
に
閉
じ
込
め
て
い
た
よ
う
だ
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
た
し
か
に
父
が
母
と
再
び
一
緒
に
暮
ら
す
の
を
拒
否
し
て
、
別
れ
た
ま
ま
、
と

い
う
終
わ
り
方
に
す
る
の
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
話
を
読
む
限
り
、
父
は
長
年
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
さ
ほ
ど
気
に
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ

り
、
夫
婦
と
息
子
が
再
び
一
緒
に
別
の
土
地
で
暮
ら
し
た
と
い
う
終
わ
り
方
の
ほ
う
が
聴
き
手
に
と
っ
て
満
足
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

家
族
全
員
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
い
う
完
結
の
仕
方
の
ほ
う
が
、
話
と
し
て
完
成
度
が
高
い
。
ま
た
第
四
三
詩
節
で
、
他
者
に
奉
公
し
仕
え
る
勤
め
人

と
し
て
の
生
き
方
は
苦
し
み
が
多
く
、
避
け
る
べ
き
こ
と
を
パ
ダ
カ
は
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
詩
節
で
の
彼
の
主
張
か
ら
考
え
れ
ば
、
パ
ダ
カ
は
こ
の

後
、
王
に
仕
え
る
勤
め
人
と
し
て
の
特
殊
な
探
偵
（
現
代
風
に
い
え
ば
特
別
捜
査
官
）
と
し
て
の
仕
事
を
辞
め
て
、
或
る
地
で
幸
せ
に
暮
ら
し
た
、
と

い
う
形
で
話
が
終
わ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
最
後
の
一
文
が
有
っ
た
ほ
う
が
作
品
の
落
ち
つ
き
が
よ
い
。
蔵
訳
の
ほ
う
に

文
が
欠
け
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
単
純
に
梵
文
の
側
で
付
加
が
な
さ
れ
た
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
。

（
23
）   

第
三
〇
話 Ā

darśam
ukha 

鏡
面
王
の
章
は
、
蔵
訳
か
ら
判
断
し
て
全
四
三
詩
節
か
ら
成
る
が
、
梵
文
テ
ク
ス
ト
は 11+

 

散
文
の
途
中
か
ら 32+

 

散
文

の
途
中
ま
で
の
部
分
し
か
な
い
。
つ
ま
り
梵
文
写
本
の
欠
損
に
よ
り
、
梵
文
テ
ク
ス
ト
が
章
の
始
め
と
終
わ
り
で
失
わ
れ
て
お
り
、
章
の
中
間
部
の
み

梵
文
が
存
在
す
る
。H

ahn （1973

） 

は
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
蔵
訳
を
読
む
彼
の
研
究
の
一
連
の
論
文
の
嚆
矢
と
し
て
、
第
三
〇
話
の
鏡
面
王
の
蔵
訳
テ
ク
ス

ト
・
独
訳
・
並
行
話
の
比
較
研
究
・
語
彙
を
示
し
た（
梵
文
写
本
は
こ
の
時
点
で
は
見
つ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
蔵
訳
の
み
を
用
い
た
）。̶

　
本
話

の
パ
ラ
レ
ル
文
献
は 

① 

パ
ー
リ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ N

o. 257  G
ām

aṇicaṇḍajātaka
（
ガ
ー
マ
ニ
チ
ャ
ン
ダ
本
生
）PTS Jātaka, II, 297 -310 .

　
② 

漢
訳

『
賢
愚
経
』、大
正
蔵 N

o. 202 , 427 c28 -429 c5 . 

こ
の
漢
訳
か
ら
蔵
訳
が
作
ら
れ
、更
に
蔵
訳
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
語
訳
も
作
ら
れ
た
。
漢
訳
で
は
第
五
三
話
、

蔵
訳
で
は
第
三
九
話
で
あ
る
。『
賢
愚
経
』
蔵
訳
の
そ
の
章
は H

ahn 

の
『
古
典
チ
ベ
ッ
ト
語
教
本
』（
初
版 1971 , H

am
burg

）
で
練
習
用
の
読
み
物
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
改
訂
第
七
版
の H

ahn （1996

） 

で
は
そ
の
蔵
訳
テ
ク
ス
ト
が Lesestück I （S. 227 -232

） 

に
あ
る
。
そ
の
教
科
書
の
虎
の
巻
で

五
五



五
六

あ
る H

ahn （2003

） 

に
は
独
訳
が
あ
る （S. 23 -32

）。
最
近
出
た B

ialek （2022

） 

の
英
語
に
よ
る
教
本
で
も
そ
の
蔵
訳
テ
ク
ス
ト
が
練
習
用
の
読
み
物 

（pp. 230 -234

） と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
蔵
訳
の
そ
の
話
は
か
つ
て Schiefner &

 R
alston （1882

）, pp. 29 -36  

に
も
英
訳
さ
れ
た
。
　
③ 

根
本
有
部
律

の
薬
事
に
あ
る
鏡
面
王
説
話
。
梵
文
と
蔵
訳
が
あ
り
、
ギ
ル
ギ
ッ
ト
梵
文
写
本
の
薬
事
に
お
け
る
本
話
は N

alinaksha D
utt （1947

）, 115 -122  

と S. 
B

agchi （1967

）, 71 .14 -76 .2  

に
あ
り
、
ま
た
薬
事
の
本
話
の
梵
文
か
ら
の
和
訳
は
八
尾
史 （2013

）, 339 -344  

に
あ
る
。
　
④ K

ṣem
endra 

作 
B

odhisattvāvadānakalpalatā, N
o. 17  （or 18

）, Ā
darśam

ukhāvadāna. 

こ
の
章
は M

. Straube （2009

） に
よ
っ
て
梵
文
と
蔵
訳
の
テ
ク
ス
ト
校
訂
と
独

訳
が
な
さ
れ
た
。
な
お Ā

dāsam
ukha 

王
が
登
場
す
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
二
五
七
話
の
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
全
集
』
第
三
巻
の
訳
註
（pp. 354 -355

）
に
は
、特
に

イ
ン
ド
で
民
間
に
口
承
で
伝
承
さ
れ
た
本
話
の
類
似
話
に
つ
い
て
の
詳
し
い
情
報
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
上
記
の
文
献
と
は
無
関
係
に
、
鏡
面
王
が
有

名
な
「
群
盲
撫
象
」
の
喩
を
説
く
話
と
し
て
、
支
謙
の
『
佛
説
義
足
経
』
巻
上
第
五
「
鏡
面
王
経
」T4  178 a-178 c 

と
『
六
度
集
経
』
第
八
九 T 3 , 

50 c-51 a

（
そ
の
漢
訳
の
文
は
先
の
支
謙
の
経
と
借
用
の
関
係
に
あ
る
）
と
『
長
阿
含
経
』
の
「
世
記
経
」T1  128 c-129 a 

が
あ
る
。
ま
た
「
世
記
経
」

の
異
訳
で
あ
る
『
大
樓
炭
経
』 T1  289 c 

や
『
起
世
経
』 T1  335 b 『
起
世
因
本
経
』 T1  390 a 

に
も
そ
の
王
の
名
が
出
る
（
た
だ
し
『
大
樓
炭
経
』
で
は
王

の
名
が
不
現
面
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く ādarśa 

を a-darśa 

と
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
）。
こ
れ
は
後
代
に
な
っ
て
、
そ
の
喩
を
語
る
時
に
、
登
場

す
る
智
慧
あ
る
王
に
元
々
固
有
の
名
前
が
無
か
っ
た
た
め
、
法
蔵
部
な
ど
い
く
つ
か
の
部
派
で
は
鏡
面
王
の
名
を
借
り
て
き
て
使
う
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。̶

　
こ
の
婆
羅
門
ダ
ン
デ
ィ
カ
（
或
い
は
ダ
ン
デ
ィ
ン
）
の
話
は
、漢
訳
『
賢
愚
経
』
第
五
三
話
と
根
本
有
部
律
『
薬
事
』

の
記
事
に
よ
っ
て
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
説
話
で
あ
る
。
ハ
リ
バ
ッ
タ
は
こ
の
話
を
何
ら
か
の
聖
典
的
伝
承
を
ソ
ー
ス
と
し
て
作
っ
た
は
ず
で
あ

る
が
、そ
の
ソ
ー
ス
と
な
っ
た
伝
承
は
『
薬
事
』
や
『
賢
愚
経
』
の
記
事
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
婆
羅
門
が
逃
走
を
企
て
て
、

塀
か
ら
飛
び
降
り
た
た
め
に
職
工
が
死
ん
だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
薬
事
』『
賢
愚
経
』
に
は
あ
っ
て
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
に
は
欠
け
て
お
り
、
他
方
、
婆
羅
門
が

自
殺
を
企
て
て
失
敗
し
落
下
し
て
、
森
の
見
張
り
た
ち
の
長
（gulm

akādhipa

）
の
片
腕
を
折
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ハ
リ
バ
ッ
タ
だ
け
に
存
在
す
る
が
、

こ
の
異
な
る
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
本
来
は
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、本
話
の
パ
ラ
レ
ル
文
献
た
る
パ
ー
リ
・
ジ
ャ
ー

タ
カ
二
五
七
話
に
あ
る
。
そ
の
話
で
は
ガ
ー
マ
ニ
チ
ャ
ン
ダ
（
ダ
ン
デ
ィ
カ
に
あ
た
る
人
物
）
が
「
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
」
と
思
い
自
殺
を
企
て
て
崖

か
ら
落
下
し
た
た
め
籠
作
り
の
職
人
が
死
ぬ
と
い
う
出
来
事
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
（II, p. 302

）。
そ
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
伝
承
は
ち
ょ
う
ど
、
前
述
の

異
な
る
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
伝
承
の
中
間
に
位
置
す
る
よ
う
な
形
で
あ
り
、両
伝
承
の
間
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

H
ahn （1973

） 

は
パ
ー
リ
文
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
二
五
七
話
と
『
薬
事
』
と
『
賢
愚
経
』
と
ハ
リ
バ
ッ
タ
と
い
う
四
つ
の
文
献
の
記
述
を
比
較
し
て
相
違
を

示
す
が
（S. 51 -57

）、そ
の
論
考
で H

ahn 

博
士
が
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
話
を
根
本
有
部
律
『
薬
事
』
か
ら
派
生
し
た
か
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
諸
伝
承
の
系

五
六
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五
七

統
図
（S. 57

）
に
私
は
賛
成
で
き
な
い
。
ダ
ン
デ
ィ
カ
が
自
殺
を
試
み
た
た
め
森
の
見
張
り
た
ち
の
長
が
片
腕
を
折
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
前
述
の
如

く
、現
存
す
る
『
薬
事
』
だ
け
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。『
薬
事
』
で
は
自
殺
と
い
う
婆
羅
門
の
動
機
が
ど
こ
に
も
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。H

ahn 

博
士
は
、
自
殺
未
遂
と
い
う
劇
的
な
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
作
る
た
め
、
職
工
よ
り
も
森
の
見
張
り
人
の
ほ
う
が
場
所

的
に
自
殺
に
適
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、ハ
リ
バ
ッ
タ
が
職
工
か
ら
森
の
見
張
り
人
へ
と
故
意
に
変
更
し
た
と
推
測
す
る
（S. 54

）。
ジ
ャ
ー
タ
カ

二
五
六
話
の
伝
承
が
逃
走
の
た
め
で
は
な
く
自
殺
未
遂
に
よ
っ
て
結
果
的
に
籠
作
り
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
点
を
重
視
す
る
と
、H

ahn 

博
士
の
よ
う
に
現
存
す
る
『
薬
事
』
の
話
だ
け
を
出
発
点
と
し
て
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
作
話
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
見
方
に
私
は
同
意
で
き
な
い
が
、た
だ
、

ハ
リ
バ
ッ
タ
が
話
を
面
白
く
す
る
た
め
、
聖
典
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
順
番
を
変
え
て
、
自
殺
未
遂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
最
後
に
移
動
さ
せ
、
被
害
者
を
森
の

見
張
り
人
に
変
え
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
博
士
の
推
測
の
通
り
に
、
素
材
の
自
由
な
変
更
と
し
て
扱
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

（
24
）   

話
の
最
初
に
あ
る
、
王
に
即
位
す
る
た
め
の
資
格
確
認
と
し
て
の
王
子
の
試
験
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、『
賢
愚
経
』
の
話
に
は
全
く
欠
け
て
い
る
。『
賢

愚
経
』
に
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
わ
け
は
、
代
わ
り
に
ダ
ン
デ
ィ
カ
の
後
世
の
、
婆
羅
門
の
今
生
の
話
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
鏡
面
が
偉
大
な
智

慧
を
も
つ
王
に
な
る
印
象
を
読
者
に
強
く
与
え
る
そ
の
試
験
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
話
と
『
薬
事
』
の
間
が
相
互
に
と
て
も
近
い
伝
承
関
係

に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
二
五
七
話
で
は
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
大
き
く
内
容
を
異
に
し
、
試
験
の
競
争
相
手
と
な
る
兄
の
王
子
た
ち

が
お
ら
ず
、
鏡
面
王
子
に
三
回
異
な
る
人
間
の
服
装
や
飾
り
を
着
せ
ら
れ
た
猿
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
で
は
王
に
な
る
資
格
試
験
と
い
っ
て
も
、
子
供
の

鏡
面
が
王
に
な
る
に
は
早
す
ぎ
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
幼
稚
な
テ
ス
ト
で
し
か
な
い
。

（
25
）   

こ
の
第
二
詩
節
の
謎
の
詩
で
、
私
が
「
樹
と
石
の
根
元
に
」
と
訳
し
た
所
の
原
文
は shing dang ri bo rnam

s kyi rtsar 

で
あ
っ
て
、
も
し
そ
の
原
文

を
そ
の
通
り
に
素
直
に
「
樹
と
山
々
の
根
元
に
」
と
訳
し
た
場
合
、「
山
々
の
根
元
（
ふ
も
と
）」
で
は
宝
を
探
す
べ
き
場
所
の
範
囲
が
あ
ま
り
に
広
く

な
り
す
ぎ
て
し
ま
い
、
発
見
が
不
可
能
に
な
る
。
隠
さ
れ
た
宝
の
位
置
は
王
宮
の
ど
こ
か
の
場
所
に
限
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
私
は
蔵
訳
の ri 

bo rnam
s 

は
梵
語
の śaila 

の
訳
語
で
は
な
い
か
と
推
測
し
、「
樹
と
山
々
」
で
は
な
く
「
樹
と
石
」
と
解
釈
し
た
。śaila 

に
は
「
山
」
の
ほ
か
に
「
岩
、

石
」
の
意
味
が
あ
る
。
こ
の
後
に
あ
る 6+

 

の
散
文
で
、「
樹
と
石
の
根
元
」
と
い
う
謎
め
い
た
言
葉
は
、「
マ
ン
ゴ
ー
樹
の
根
元
と
、
獅
子
座
（
玉
座
）

の
下
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
な
お
こ
こ
で
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
基
づ
い
た
聖
典
資
料
は
根
本
有
部
律
の
伝
承
と
ど
う
や
ら
違
っ

て
い
た
ら
し
く
、ハ
リ
バ
ッ
タ
の
宝
の
位
置
に
関
す
る
記
述
は
、現
存
す
る
梵
文 M

ūlasarvāstivādavinaya （M
SV

） が
伝
え
る
次
の
文
と
太
字
の
箇
所

が
合
わ
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。『
中
に
あ
る
宝
、
外
に
宝
、
内
と
外
に
あ
る
宝
、
木
の
てっぺ
ん
に
あ
る
宝
、
山
の
頂
上
に
あ
る
宝
、
水
辺

に
あ
る
宝
』（antarnidhir bahirnidhir antarbahirnidhir vṛkṣāgre nidhi˙  parvatāgre nidhir udakā nte nidhi˙ . M

SV
 71 .26 f.;  72 .7 f.

）. ̶
 

な
お
、パ
ー

五
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八

リ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
五
三
九
話
の
マ
ハ
ー
ジ
ャ
ナ
カ M

ahājanaka 

本
生
で
も
、
王
の
遺
し
た
財
宝
の
隠
し
場
所
が
、
謎
の
詩
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
そ
の

詩
に
語
ら
れ
る
十
六
の
財
宝
は
、
例
え
ば
三
番
目
か
ら
五
番
目
が
「
内
の
財
宝
、
外
の
財
宝
、
内
で
も
外
で
も
な
い
財
宝
（anto nidhi, bahi nidhi, na 

anto na bahi nidhi

）」
で
あ
り
、
鏡
面
王
の
話
に
あ
る
謎
の
遺
言
と
共
通
す
る
点
が
多
い
。Jātaka, PTS ed., Vol. 6 , pp. 37 -38 , vv. 11 -13  （131 -133

）. 
安
藤
嘉
則
訳
「
マ
ハ
ー
ジ
ャ
ナ
カ
前
生
物
語
」『
ジ
ャ
ー
タ
カ
全
集
9
』
三
九
頁
。
こ
の
謎
の
遺
言
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
パ
ー
リ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
ほ
か

に
も
あ
り
、
ク
シ
ャ
王
説
話
を
語
る
三
つ
の
梵
語
の
説
話
文
献
た
る M
ahāvastu （ed. Senart, ii, 436 -439

）, B
hadrakalpāvadāna （K

uśasudarśanā-

parvarta 259 a1 -2

）, Vī rakuśā vadā na （7 b2 -4

） で
も
、
父
の
イ
ク
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ク
王
が
隠
さ
れ
た
財
宝
の
場
所
を
王
子
た
ち
に
示
す
謎
の
遺
言
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
出
て
く
る
。C

f. C
hopra （1966

）, pp. 74 -77;  H
ahn （1973

）, S. 52 -53 . 

（
26
）   

根
本
有
部
律
『
薬
事
』
で
の
ダ
ン
デ
ィ
ン
と
い
う
名
前
が
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
話
で
は
ダ
ン
デ
ィ
カ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
気
に
な
る
相
違
点
は
、

そ
れ
が
ハ
リ
バ
ッ
タ
が
も
つ
別
の
ソ
ー
ス
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
詩
人
が
詩
作
の
上
で
施
し
た
小
さ
な
工
夫
な
の
か
、
判
断
が
難
し
い

が
、
し
か
し
『
賢
愚
経
』
第
五
三
話
の
「
檀
膩

」
の
名
は
ダ
ン
デ
ィ
カ
の
音
写
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
名
を
ハ
リ
バ
ッ
タ

の
作
品
か
ら
の
影
響
と
説
明
す
る
立
場
も
あ
り
え
る
の
で
、
悩
ま
し
い
。

（
27
）   

私
が
「
血
管
の
網
」
と
訳
し
た
蔵
訳 rtsa'i dra ba rnam

s 

を
、H

ahn （1973 , S. 73

） は
「
草
の
網
」（ein G

eflecht von G
räsern

） の
意
味
に
取
る
。

（
28
）   

「
‥
‥
馬
を
止
め
て
く
れ
！
」
ま
で
の
文
は
梵
文
の
欠
損
の
た
め
、
蔵
訳
か
ら
訳
し
た
。
次
の
文
、「
そ
こ
で
ダ
ン
デ
ィ
カ
は
‥
‥
」
以
下
は
梵
文
か

ら
訳
す
。

（
29
）   

ダ
ン
デ
ィ
カ
は
王
宮
へ
の
旅
の
途
中
で
様
々
な
生
き
物
た
ち
か
ら
鏡
面
王
へ
の
質
問
の
伝
言
を
依
頼
さ
れ
る
が
、そ
の
伝
言
の
依
頼
の
数
が
ハ
リ
バ
ッ

タ
で
は
三
件
（
嫁
い
だ
良
家
の
女
・
蛇
・
テ
ィ
ッ
テ
ィ
リ
鳥
）、
漢
訳
『
賢
愚
経
』
で
も
三
件
（
雉
・
蛇
・
嫁
い
だ
女
）
で
あ
る
。『
薬
事
』
で
は
六
件

（
カ
ラ
ス
・
鹿
・
蛇
・
テ
ィ
ッ
テ
ィ
ラ
鳥
・
マ
ン
グ
ー
ス
と
蛇
・
嫁
い
だ
女
）
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
二
五
七
話
で
は
十
件
（
村
長
・
娼
婦
・
嫁
い
だ

女
・
蛇
・
鹿
・
テ
ィ
ッ
テ
ィ
ラ
鳥
・
樹
神
・
竜
王
・
苦
行
者
・
婆
羅
門
青
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
三
件
は
『
薬
事
』
の
六
件

よ
り
も
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
テ
ィ
ッ
テ
ィ
リ
鳥
の
質
問
は
宝
の
発
見
に
必
要
で
あ
り
、
嫁
い
だ
女
と
蛇
に
よ
る
二
つ
の
質
問
は
、
そ
れ
ぞ
れ

道
徳
的
な
指
示
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
に
よ
り
、
六
件
の
中
か
ら
そ
の
三
件
が
選
ば
れ
た
とH

ahn （1973 , S. 55

） 

は
推
測
す

る
。

（
30
）   

私
が「
叢
林
警
備
隊
の
長
」と
訳
し
た
原
語
は gulm

akādhipa 

で
、「
叢
林
を
守
る
番
人
の
長
、森
の
見
張
り
た
ち
の
長
」の
意
味
で
あ
ろ
う
。gulm

aka 

は gulm
a 「

茂
み
、
叢
林
」
に
指
小
辞 - ka 

が
つ
い
た
語
で
、adhipa 

は
「
長
、
支
配
人
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
複
合
語
を
蔵
訳
は gel ba'i bdag po

五
八
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五
九

（
叢
の
支
配
者
）
と
訳
し
、
そ
の
蔵
訳
を H

ahn 

博
士
は W

aldaufseher （
森
の
見
張
り
番
）
や W

aldhüter （
森
林
の
守
り
、
森
番
） 

と
訳
し
た
。gulm

a 

は
「
兵
士
た
ち
の
一
部
隊
」
も
意
味
す
る
の
で
、gulm

akādhipa 

は
「
軍
の
小
隊
の
長
、
小
隊
長
」
の
意
味
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
も
生
じ
る
が
、

し
か
し 32+

 

に gulm
aka-rakṣin 「

叢
林
（
森
）
を
守
る
人
た
ち
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
た
め
、「
軍
の
小
隊
長
」
の
意
味
で
は
な
い
と
わ
か
る
。
叢

林
を
守
る
と
い
う
の
は
、
森
林
火
事
を
警
戒
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
31
）   

こ
こ
（32+
）
ま
で
梵
文
が
あ
る
が
、
第
三
三
詩
節
か
ら
は
梵
文
が
章
末
ま
で
欠
損
し
て
い
る
た
め
、「
そ
の
婆
羅
門
は
‥
‥
」
以
後
は
、
蔵
訳
か
ら

訳
す
。

（
32
）   

『
賢
愚
経
』『
薬
事
』
と
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
裁
判
の
場
面
の
記
述
で
は
、
鏡
面
王
は
四
人
の
告
発
者
（
牛
の
所
有
者
た
る
婆
羅
門
・
馬
飼
・
大
工
・
嬰
児

の
母
親
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
申
立
に
対
し
て
別
々
に
裁
き
を
下
す
。
王
は
告
訴
を
取
り
下
げ
さ
せ
る
た
め
に
一
件
一
件
、
ど
の
申
立
に
対
し
て
も
被
告
と

告
訴
人
の
両
方
を
同
時
に
罰
す
る
よ
う
な
判
決
を
下
し
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
牛
の
告
訴
で
は
「
ダ
ン
デ
ィ
ン
の
舌
を
切
れ
。
ま
た
牛
の
所
有
者
た
る
婆

羅
門
も
、
牛
を
見
た
時
す
ぐ
に
繋
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
目
を
抉
り
出
せ
」
な
ど
。
し
か
し
ハ
リ
バ
ッ
タ
で
は
、
鏡
面
王
が
告
訴
者
全
員
の
申

立
を
一
纏
め
に
し
て
却
下
し
て
し
ま
う
。
そ
の
却
下
の
理
由
と
し
て
王
は
、
被
告
を
法
廷
に
連
れ
て
く
る
前
に
不
当
に
虐
待
し
て
苦
し
め
た
と
い
う
こ

と
を
語
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
話
の
大
き
な
相
違
は
、
恐
ら
く
ハ
リ
バ
ッ
タ
の
用
い
た
ソ
ー
ス
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
が
創
作
に
お

い
て
戯
曲
の
よ
う
に
自
由
に
素
材
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ハ
リ
バ
ッ
タ
は
話
の
筋
を
変
更
し
、
王
が
全
員
ま
と

め
て
裁
き
を
下
し
て
告
訴
を
取
り
下
げ
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
個
々
の
申
立
に
対
す
る
判
決
の
細
か
な
記
述
に
踏
み
込
ん
で
多
く
の
詩
節
を
費
や

す
こ
と
を
避
け
た
と
思
わ
れ
る
。
詩
作
上
の
都
合
か
ら
こ
の
よ
う
に
話
の
ソ
ー
ス
（
仏
教
聖
典
）
に
あ
っ
た
細
部
を
大
胆
に
変
更
す
る
こ
と
は
、
ア
ー

リ
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
で
あ
れ
ば
避
け
た
で
あ
ろ
う
が
、
芸
術
詩
と
し
て
の
話
の
完
成
度
に
こ
だ
わ
る
ハ
リ
バ
ッ
タ
は
そ
れ
を
気
に
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
33
）   

こ
のK

ṣem
endra 

作 B
odhisattvāvadānakalpalatā 

第
一
〇
三
章
の
和
訳
は
、Straube （2009 , pp. 196 -201

） 

の
梵
文
と
蔵
訳
の
校
訂
テ
ス
ク
ト
に

依
っ
て
訳
し
た
。
た
だ
し Straube 

博
士
が
見
て
い
な
い
デ
ー
プ
ン
寺
貝
葉 C1 , C2  

を
見
て
修
正
し
た
箇
所
（7 c

）
も
あ
る
。

（
34
）   

ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
チ
ャ
ン
ダ
（vajracaṇḍa, 

蔵
訳 rdo rje gtum

 po

）
と
い
う
王
の
名
は
、ハ
リ
バ
ッ
タ
に
あ
る
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ダ
ン
ダ
（
蔵
訳 rdo rje dbyug 

pa can =
 * vajradaṇḍa

） と
い
う
名
と
伝
承
が
異
な
る
。

（
35
）   103 .7 c 

の
箇
所
で
デ
ー
プ
ン
寺
貝
葉 C2  

は divyābharaṇabhogānubhogo 
と
記
し （199 a3

）、C1  

写
本 

も divyābharaṇabhogānubhogo 

と
読
め
る

（276 a6 , 

写
本
画
像
は
ひ
ど
く
不
鮮
明
）。Straube （2009

） に
よ
れ
ば
、ネ
パ
ー
ル
写
本 A 
は
最
初
に
記
さ
れ
た
読
み （a.c.

） が divyābharaṇabhogānubhogo 

で
あ
り
、
写
字
生
が
後
か
ら
修
正
し
た
読
み （p.c.

） が divyābharaṇavastrānnabhogo 
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
は bhoga 

の
言
葉
遊
び
が
あ
る
デ
ー
プ

五
九
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ン
寺
写
本
の
古
い
読
み
の
方
が
良
い
。
蔵
訳
も
そ
の
古
い
読
み
を
支
持
す
る
。
そ
こ
で
私
は Straube 

校
訂
本
の divyābharaṇavastrānnabhogo 「
神
々

し
い
装
飾
品
と
衣
服
と
食
べ
物
の
享
受
」
の
読
み
に
従
わ
ず
、C1 , C2 , A

 （a.c

） の
読
み
に
従
っ
て
、「
神
々
し
い
装
飾
品
と
食
べ
物
（bhoga

）
の
享
受 

（anubhoga

） を
」
と
訳
す
。

（
36
）   103 .16 b 

の
箇
所
で
、C1 , C2  

は dūra-sainika˙  

の
読
み
を
示
す
が
、
私
は Straube （2009

） の bhūri-sainika˙  

の
読
み
に
従
っ
た
。C1 , C2  

写
本
で 

dū 

と bhū 
の
文
字
は
酷
似
す
る
。

（
37
）   

先
の
第
六
詩
節
（103 .6

）
の
プ
リ
ピ
ン
ダ
の
誕
生
の
場
面
に
、「
色
と
り
ど
り
の
宝
石
の
日
傘
」（citraṃ

 m
aṇicchatraṃ

）
と
い
う
、
こ
こ
と
呼
応

す
る
表
現
が
あ
り
、citra 

と
い
う
共
通
の
形
容
詞
に
よ
っ
て
、
業
の
連
繋
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
第
二
二
詩
節
の
内
容
に
関
連
し
て
、
ハ
リ
バ
ッ
タ
の

第
二
四
話
ム
ー
リ
カ
の
一
四
詩
節
は
次
の
よ
う
に
語
る
。「
太
陽
の
熱
射
を
和
ら
げ
る
た
め
、
彼
は
パ
ラ
ー
シ
ャ
樹
の
葉
か
ら
大
き
な
日
傘
を
作
っ
て
、

独
覚
の
上
に
差
し
掛
け
ま
し
た
。」
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引
田
弘
道
・
大
羽
恵
美
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山
崎一穂
（
二
〇
二
二
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菩
薩
伝
の
如
意
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華
鬘
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ボ
ー
デ
ィ
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
ア
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ァ
ダ
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ナ
・
カ
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パ
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