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釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

仏
陀
を
信
じ
て
忠
実
な
こ
の
亡
命
者
に
よ
っ
て

あ
る
日
、

1
羽
の
ツ
バ
メ
が
や
っ
て
来
て
巣
を
作
っ
た
。

み
影
石
の
よ
う
に
乾
い
て
灰
色
に
な
っ
て
い
る
み
手
の
な
か
に
、

色
あ
せ
た
ミ
ク
チ
ビ
ル
に
ク
ダ
モ
ノ
を
入
れ
に
や
っ
て
来
て
い
た
。

花
ざ
か
り
の
枝
に
さ
え
ず
っ
て
い
た
鳥
た
ち
、
は

け
れ
ど
も
仏
陀
を
愛
し
て
い
た
小
鳥
た
ち
、

仏
陀
は
、
飢
え
に
迫
っ
て
、
死
な
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）

み
腕
を
天
に
上
げ
ら
れ
て
。

み
教
え
が
世
の
慰
め
と
な
っ
た
と
き
、

仏
陀
は
、
深
い
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
退
か
れ
、

み
思
い
を
も
っ
ぱ
ら
ネ
ハ
ン
に
寄
せ
ら
れ
、

メ
イ
想
の
た
め
に
座
せ
ら
れ
た
、

F. 
C
o
p
p
e
e
 

（
中
略
）

…
…
、
つ
ね
に
天
に
さ
し
延
べ
ら
れ
て
い
る
右
の
み
手
の
な
か
に
、

仏
陀
の
忘
我
は
け
っ
し
て
乱
さ
れ
る
様
子
は
な
く
、

こ
の
ツ
バ
メ
は
群
れ
の
な
か
で
山
や
海
を
飛
び
越
え
て
、

（
訳
文
）

仏
陀
の
ッ
．
ハ
メ

（
五
八
一
―
-
)
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d
u
 vol11
（
鳥
に
つ
い
て
）

お
も
む
ろ
に
ミ
カ
シ
ラ
を
転
じ
て
、
見
ら
れ
た

み
手
の
か
ら
に
な
っ
て
い
る
の
を
。
そ
し
て
神
聖
な
隠
ト
ン
者
の
お
ん
目
、

ず
っ
と
前
か
ら
地
上
に
何
物
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
お
ん
目
、
に
は

—

|
F

・
コ
ペ
ー

d
e
 la 
foule. 

1
羽
の
ツ
バ
メ
の
死
に
対
し
子
供
の
ご
と
く
泣
か
れ
た
。

生
を
避
け
生
の
何
物
を
も
欲
し
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
が

仏
陀
は
ま
っ
た
＜
虚
心
と
な
っ
て
い
ら
れ
、

そ
し
て
無
関
心
を
愛
し
ネ
ハ
ン
を
望
ま
れ
た
が
故
に

た
ち
ま
ち
2
滴
の
熱
い
お
ん
涙
が
あ
ふ
れ
た
。

（
中
略
）

そ
し
て
す
べ
て
の
希
望
が
失
わ
れ
た
と
き
、
仏
陀
は

ヒ
マ
ラ
ヤ
が
シ
ラ
ユ
キ
を
い
た
だ
い
た
と
き

ゆ
う
に
数
力
月
が
た
っ
た
と
き
、

ま
た
い
つ
も
暖
か
で
安
ら
か
な
か
れ
の
巣
に
も
ど
っ
て
来
て
い
た
、

無
感
覚
な
メ
イ
想
者
の
み
手
の
ク
ボ
ミ
の
中
に
。

し
か
し
、
つ
い
に
そ
の
鳥
は
も
う
帰
ら
な
く
な
っ
た
。

亡
命
す
る
こ
と
だ
け
の
保
護
を
受
け
て
い
る
鳥
た
ち
が
帰
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら

キ
ク
グ
ニ
の
寒
い
土
地
か
ら
、
毎
冬
、
帰
っ
て
来
て

関
法
第
一
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

二
三
二
（
五
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四
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い
う
ま
で
も
な
く
コ
ペ
ー
は
最
初
は
高
踏
派
（
パ
ル
ナ
ソ
ス
派

L
e
P
a
r
n
a器
e)
に
属
し
、
こ
の
派
は
人
生
を
逃
げ
た
風
で
し
か
も
芸

術
至
上
主
義
で
あ
り
、
従
っ
て
あ
れ
か
こ
れ
か
の
弁
証
法
と
し
て
形
式
論
理
学
で
排
せ
ら
れ
て
い
る
中

(t臼
t
i
u
m
s
e
u
 m
e
d
i
u
m
,
 m
i
d
'
 

dle)
を
認
め
る
。
し
か
し
か
れ
は
す
ぐ
に
こ
の
派
を
去
り
、

日
常
生
活
の
常
識
を
尊
重
し
、
排
中
の
原
理
に
立
っ
て
常
識
的
な
中
庸
（
中

和

mg6tCDIS
こ
h
e
right 
o
r
 g
o
l
d
e
n
 m
e
a
n
,
 le 
juste 
m
i
l
i
e
u
`
d
i
e
 

• 
rechte od. 
g
o
l
d
e
n
e
 Mitte)

を
士
士
張
し
、
そ
の
た
め
「
音
｀
兄

の
平
凡
」

(la
banalite 
d
e
 s
g
t
i
m
e
n
t
,
 banality 
of 
t
h
o
u
g
h
t
 a
n
d
 s
e
n
t
i
m
e
n
t
)
と
い
う
非
難
を
受
け
た
。

ll 

ラ
ン
ス
人
的
な
も
の
の
考
え
方
か
ら
見
て
で
あ
り
、
反
対
に
こ
の
「
偉
大
な
る
平
凡
人
」
'
(
a
great 
c
o
m
m
o
n
e
r
)

こ
そ
は
、
そ
の
思
想

的
変
遷
か
ら
見
て
も
釈
尊
が
サ
バ
ク
ワ
ダ
的
な
「
中
道
」
す
な
わ
ち

1
種
の
弁
証
法
ー
|・neither
n
o
r

の
弁
証
法
ー
~
上
の
「
中
」
を

m
 

去
り
、
う
え
の
ご
と
き
常
識
的
な
「
中
庸
」
を
「
中
道
」
の
名
で
認
め
る
に
至
ら
れ
た
経
過
を
描
写
す
る
に
も
っ
と
も
適
す
る
文
人
の
ひ

と
り
で
あ
ろ
う
。

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

で
に
読
ん
で
い
て
う
え
の
詩
を
物
し
た
と
思
わ
れ
る
。

二
三
三
（
五
八
五
） だ

が
こ
の
酷
評
は
フ

コ
ペ
ー
（
ー
1
9
0
8
)

も
か
な
ら

こ
の
フ
ラ
ソ
ス
の
諺
は
イ
ギ
リ
ス
の
諺
た
る

H
o
m
e
is 
h
o
m
e
,
 h
o
w
e
v
e
r
 h
o
m
e
l
y
 it 

m
a
y
 be,
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
釈
尊
の

sai:p.gha
(
後
述
）
の
お
考
え
を

le
n
i
d
で
説
明
す
る
こ
と
に
わ
た
く
し
が
思
い
及
ん
だ
と

き
、
ま
っ
さ
き
に
連
想
し
た
の
は
う
え
の
フ
ラ
ン
ス
の
諺
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
連
想
が
祝
福
さ
れ
る
ご
と
く
コ
ペ
ー
の
詩
が

ふ
と
思
い
出
さ
れ
た
。
こ
の
詩
は
古
い
む
か
し
一
＿
一
高
入
学
当
時
折
竹
錫
先
生
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
で
い
た
と
き
、
課
外
に
読
ん
だ
も
の

で
、
深
い
感
銘
を
受
け
、
そ
の
後
も
満
43
年
の
長
い
間
そ
の
原
文
を
つ
ね
に
身
近
く
に
保
存
し
て
来
た
。

ず
や
う
え
の
フ
ラ
ン
ス
の
諺
を
連
想
し
、
ま
た
お
そ
ら
く
シ
ー
ト
ゥ
ン
（
後
述
）
の

W
i
l
d
A
n
i
m
a
l
s
 I
 

H
a
v
e
 K
n
o
w
n
,
 1
8
9
8

を
す

A
 c
h
a
q
u
e
 oiseau 
s
o
n
 n
i
d
 est 
beau. 

（
解
説
）



合

(
y
o
g
a
)

の
根
本
原
因
は
楽

(
s
u
k
h
a
)
で
あ
り
、

u
p
a
y
o
g
a
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
は
当

ぞ
れ
行
的
修
定
す
な
わ
ち
苦
行

(tapas)
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
。

は
ま
ず
バ
ー
ル
ガ
ヴ
ァ

(Bhiirgava,

[P]
 
B
h
a
g
a
v
a
)
 ~
人
よ
り
、

[

P

]

 

注

Dノヽ2
 

自
作
、
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
、
付
録
A
参
照
。

本
論
文
、
本
論
、

3

m. p.
参
照
。

こ
の
詩
と
別
に
従
来
、
釈
尊
伝
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
た
も
の
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
（
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
、

S
a
k
y
a
m
u
n
i
,
<
;
;
a
k
y
a
m
u
n
i
)
 

つ
い
で
ア
ー
ラ
ー
ダ
・
カ
ー
ラ
ー
マ

(
A
r
a
9
a
,
K
a
l
a
m
a
,

A
.
I
a
r
a
,
K
a
l
a
m
a
)
と
プ
ド
ゥ
ラ
カ
・
ラ
ー
マ
プ
ト
ゥ
ラ

(
P
u
d
r
a
k
a
,
R
a
m
a
p
u
t
r
a
,

[P]
 
U
d
d
a
k
a
,
R
a
m
a
p
u
t
t
a
)
の
両
仙
人
か
ら
そ
れ

バ
ー
ル
ヴ
ァ
仙
人
は
ジ
ャ
イ
ナ
教

(
J
a
i
n
i
s
m
)
に
属
し
、
ジ
ャ
イ
ナ

教
は

1
種
の
素
朴
実
在
論
と
し
て
無
神
論
（
狭
義
）
た
る
二
元
論
で
あ
り
、

一
切
の
楽
を
減
し
て

を
脱
す
る
。
こ
の
結
合
の
た
め
ョ
ー
ガ
の
苦
行
を
行
な
う
。

命

(jiva)
と
非
命

(ajiva)
を
認
め
、
命
の
非
命
へ
の
結

時
存
在
し
た
唯
物
論
た
る
ロ
ー
カ
ヤ
ク
派

(
L
o
k
a
y
a
t
a
,
順
世
外
道
）
の
極
端
な
享
楽
主
義
の
逆
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
ア
ー
ラ
ー
ダ
ら
の
両

仙
人
は
ウ
。
ハ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
(
U
p
a
n
i
~
a
d
)

哲
学
派
の
サ
ー
ン
キ
ャ
1
1ヨ
ー
ガ

(
S
a
I
J
1
k
h
y
a
,
Y
o
g
a
)

派
に
属
し
た
。
こ
の
派
は
有
神
論
的
、

一
元
論
（
唯
心
論
）
的
立
場
で
あ
り
、

る
自
在
天

(Isvara)
と
の
結
合

(
y
o
g
a
)
を
目
的
と
し
、
こ
の
結
合
す
な
わ
ち

religi0
に
よ
っ
て
霊
魂
の
輪
回
（
リ
ン
ネ
、

s
a
m
s
a
r
a
)

p
u
r
u
~
aと

p
r
a
k
r
t
i

を
認
め
る
も
、
こ
の
世
を
幻
と
見
、
個
人
霊
た
る
p
u
r
u
~
aと
唯
一
神
た

注

D

こ
の
派
の
伝
説
的
始
祖
た
る
カ
ピ
ラ

(Kapila)
仙
人
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
カ
ピ
ラ
ヴ
プ
ス
ト
ゥ
(
[
S
J

Kapilavastu, 
[P] 
Kapilavatthu) 

は
釈
尊
の
ご
生
国
で
あ
る
。
こ
の
派
は
後
に
有
神
論
と
し
て
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
哲
学
の
ヨ
ー
ガ
派
す
な
わ
ち
シ
ヴ
プ
崇
拝
派
と
な
っ
た
。
ま
た
サ
ー

ン
キ
ャ
ョ
ー
ガ
派
は
後
に
単
に
サ
ー
ン
キ
ヤ
と
称
し
、
無
神
論
（
狭
義
）
た
る
二
元
論
と
な
り
、

1
種
の
素
朴
実
在
論
と
な
り
、
行
的
修
定
主
義
と

し
て
、
苦
と
楽
の
両
方
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
か
ら
カ
ー
ス
ト
の
信
仰
を
除
け
ば
サ
バ
タ
ワ
ダ
の
論
議
と
一
致
す
る
。

関
法
第
一
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

二
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釈
尊
は
以
上
の
苦
行
者
た
ち
に
聞
か
れ
た
の
ち
、
そ
の
後
6
年
間
（
あ
る
い
は
12
年
間
）
自
ら
の
考
え
に
よ
る
苦
行
を
行
な
わ
れ
た
。

そ
れ
は
浅
薄
な
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
よ
ら
ず
、
大
体
サ
ー
ン
キ
ャ
11

ヨ
ー
ガ
派
の
考
え
に
よ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
既
述
の
範
囲
の
み
に
お
け
る

同
派
の
考
え
に
従
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
バ
ラ
モ
ン
そ
の
他
4
カ
ー
ス
ト
の
ご
と
き
は
む
ろ
ん
否
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
ご
苦

行
は
ナ
イ
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
ー
河
(
N
a
i
r
a
i
i
j
a
n
a
,
n
a
d
I
`
[
P
]
N
e
r
a
i
i
j
a
n
a
,
n
a
d
I
)
の
ほ
と
り
の
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
ヴ
ァ
ー

(
U
r
u
v
e
l
v
a
,
[
P
]
 U
r
u
,
 

し
か
し
釈
尊
は
つ
い
に
う
え
の
苦
行
の
効
な
き
を
体
験
さ
れ
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
出
て
ナ
イ
ラ
ン
ジ
ャ
ナ
ー
河
に
身
を
洗
わ
れ
、

D

の

の
美
し
い
処
女
ス
ジ
ャ
ー
ク
ー

(Sujata,
善
生
）
の
捧
げ
る
チ
チ
カ
ュ
に
大
い
に
元
気
を
増
し
、

れ
た
が
、
こ
の
た
び
は
苦
行
を
行
な
わ
ず
、

7
日
（
あ
る
い
は
10
日
、
あ
る
い
は
49
日
）
の
間
、

1
本
の
大
い
な
る
ピ
ッ
パ
ラ
樹

A
S
]
p
i
,

ppala, [
E

]

 

p
e
e
p
u
l
)

の
も
と
に
知
的
修
定
た
る
観

(
v
i
p
a
s
y
a
n
a
)

(
広
義
）
を
行
な
い
、
つ
い
に
こ
の
樹
下
に
お
い
て
無
神
論
（
狭
義
）

た
る
二
元
論
、
す
な
わ
ち
1
種
の
素
朴
実
在
論
と
中
道

A
P
]
m
a
j
j
h
i
m
a
 
p
a
t
i
p
a
d
a
,
 
[SJ 
m
a
d
h
y
a
m
i
i
 
p
r
a
t
i
p
a
d
)
＂
ネ
ハ
ン

(P]

n
i
b
b
a
n
a
,
 
[SJ n
i
r
v
i
i
~
a
)

を
悟
る
に
至
ら
れ
た
。
中
道
と
は
こ
の
場
合
、
苦
(
[
P
]
d
u
k
k
h
a
,
 [SJ dul;ikha)

と
楽

(
[
P
]
[SJ s
u
k
h
a
,
 

pl. 
s
u
k
h
a
)
と
を
と
も
に
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
諸
行
無
常
の
こ
の
世
の
両
者
か
ら
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
知
的
修

定
の
期
間
、
お
と
め
ス
ジ
ャ
ー
ク
は
ピ
ッ
パ
ラ
樹
の
も
と
に
座
せ
ら
れ
る
釈
尊
を
拝
し
、
ピ
ッ
パ
ラ
樹
が
バ
ン
ヤ
ン
樹

(
b
a
n
y
a
n
)

に一

見
よ
く
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
樹
の
精
と
し
て
チ
チ
カ
ュ
を
捧
げ
ま
い
ら
せ
て
い
た
。
釈
尊
の
こ
の
ご
成
道
後
、
ピ
ッ
パ
ラ
樹
は
ま

た
ボ
ダ
イ
樹

A
S
J
b
o
d
h
i
d
r
u
m
a
,
 [
E
]
 
bo,tree)

と
も
称
せ
ら
れ
、

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

v
e
l
a
)

の
深
い
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
行
な
わ
れ
た
。

二
三
五
（
五
八
七
）

ひ
と
り

そ
の
後
も
と
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
入
ら

ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
は
ガ
ヤ
ー

(
G
a
y
a
)
城
の
南
に
当
た
っ
た

ゆ
え
も
あ
っ
て
プ
ダ
ガ
ヤ

(
B
u
d
d
h
a
,
G
a
y
a
,
B
o
d
h
 G
a
y
a
)

と
称
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

注

D

来
生
は
悪
趣

(
[
P
]
duggati)

に
生
せ
ず
、
諸
善
根

(kusala,miilanì
sing.
，miila)
に
よ
り
、
善
趣

(sugati)
ー
幸
福
な
る
土
ー
に



生
ず
る
と
の
意
。
悪
趣
と
は
諸
不
善
根
(akusala,m巴
ani)
に
よ
っ
て
生
ず
る
土
。

勾
．
ハ
ラ
モ
ン
教
で
は
黄
金
の
器
に
入
れ
て
す
す
め
た
。
乳
ピ
と
も
い
わ
れ
る
が
、
生
理
学
で
い
う
乳
ビ
（
屎
）
で
は
な
い
。

め
ク
ワ
科
に
属
す
る
。
こ
の
木
の
葉
は
ボ
プ
ラ
の
葉
の
ご
と
く
風
に
よ
く
震
え
、
そ
の
た
め
に
そ
の
樹
下
は
と
く
に
涼
し
い
。
ま
た
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ッ

タ

([S]
asvattha, 
[

P

]

 

assattha)
と
も
い
わ
れ
る
。
ボ
ダ
イ
樹
の
別
名
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

fi.scus
religiosa
の
別
名
は
ボ
ダ
イ
樹

の
名
と
も
関
係
は
あ
る
が
、
バ
ラ
モ
ン
教
で
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
(
<
i名
u)
神
が
そ
の
下
に
生
ま
れ
た
と
信
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
連
想
に
も
基
づ
く
。

日
本
産
の
い
わ
ゆ
る
ボ
ダ
イ
樹
、
ベ
ル
リ
ン
の

U
n
t
e
r
d
e
n
 L
i
n
d
e
n
の
L
i
n
d
e
は
シ
ナ
ノ
キ
科
の
も
の
。

（
な
お
他
の
釈
尊
伝
に
よ
れ
ば
、
う
え
の
無
神
論
た
る
二
元
論
の
と
こ
ろ
が
汎
神
論
（
無
宇
宙
論
）
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
注
意
せ
ら

る
べ
き
で
あ
る
。
）

ご
成
道
後
、
釈
尊
は
大
梵
天
（
M
a
h
a
B
r
a
h
m
a
)
ー
—
諸
行
無
常
の
世
界
の
創
造
主
ー
ー
の
切
な
る
勧
め
に
よ
り
、
そ
の
説
法
に
確
固

た
る
自
信
を
得
ら
れ
、
そ
の
後
40
年
布
教
の
た
め
遍
歴
さ
れ
、

「
諸
行
は
縁
起
す
る
も
の
で
あ
り
、

ク
シ
ナ
ガ
ラ

([SJ
K
u
s
i
n
a
g
a
r
a
,
 [
P
 ?
]
 

K
u
s
i
n
a
r
a
)

に
お
い
て
シ
ャ
ー

ラ

(sala)
樹
の
並
木
の
下
に
床
を
延
べ
し
め
、
そ
の
上
に
て
静
か
に
ご
入
減
を
待
た
れ
つ
つ

た
ゆ
み
な
く
勧
修
せ
よ
。
」
こ
れ
が
如
来
の
最
後
の
コ
ト
パ
で
あ
る
。

^
;
V
a
y
a
-
d
h
a
m
m
a
 sarp.khara, 
a
p
p
a
m
a
d
e
n
a
 sarp.padetha," 
ti 
ayarp. 
T
a
t
h
a
g
a
t
a
s
s
a
 p
a
c
c
h
i
m
a
 vaca. 

と
い
う
ご
遺
訓
を
示
さ
れ
、
極
め
て
安
ら
か
に
ご
入
滅
あ
そ
ば
さ
れ
た
。

こ
の
と
き
大
梵
天
は
空
中
か
ら
ゲ

(
g
a
t
h
a
)
を
も
っ
て
釈
尊
の
聖
訓
に
従
う
べ
き
を
歌
っ
た
が
、
聖
訓
の
こ
の
解
釈
に
従
っ
て
つ
い
で

帝
釈
天
会
S
J
S
a
k
r
a
 D
e
v
a
n
a
r
μ
 
indra, 
[
P
]
 
S
a
k
k
a
 D
e
v
a
n
a
r
μ
 
i
n
d
r
a
諸
天
の
帝
た
る
力
あ
る
も
の
）
も

「
諸
行
は
実
に
無
常
で
あ
る
。
」

(
A
n
i
c
c
a
v
a
t
a
 
s
a
m
k
h
a
r
a
.
)
 

と
の
ゲ
を
な
し
た
。

関
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注
D

ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
は
イ
ン
ド
の
カ
ニ
シ
ュ
カ

(
K
a
nぷ
ka)
王
の
相
談
役
で
あ
り
、
サ
．
ハ
タ
ワ
ダ
派
（
説
一
切
有
部
）
の
主
張
を
な
し
、
王

が
こ
の
主
張
を
支
持
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
典
に
つ
い
て
の
第
4
結
集
を
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
が
招
集
し
、
こ
の
結
果
で
サ
バ
ク
ワ
ダ
の
論
集
が
ま
と

め
ら
れ
た
と
の
説
あ
る
も
、
こ
の
点
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
人
の
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ

(Kiivya,

技
巧
美
文
体
た
る
1
種
の
詩
）
た
る
サ
ウ
ン
ダ
ラ
ナ
ン

ダ
11

カ
ー
ヴ
ィ
ヤ

(Saunclaranancla'kiivya)
は
釈
尊
の
異
母
弟
ナ
ン
ダ
（
N
a
n
d
a
)
が
そ
の
美
し
い
妻
ス
ン
ダ
リ
ー

(Sundari)
ゆ
え
に
「
美
し

い
ナ
ン
ダ
」

(
S
u
n
d
a
r
a
n
a
n
d
a
)
と
呼
ば
れ
た
の
が
、
こ
の
妻
へ
の
愛
着
を
絶
ち
切
り
、
出
家
と
な
り
き
る
物
語
り
で
あ
り
、
こ
の
人
の
叙
事
詩
「
仏

所
行
讃
」
（
本
文
記
述
）
は
1
7
巻
よ
り
成
る
長
編
で
あ
る
が
、
第
1
4
巻
以
下
は
後
世
の
追
加
と
も
言
わ
れ
る
。
な
お
ア
シ
ュ
ヴ
ブ
ゴ
ー
シ
ャ
に
つ
い

て
は
方
広
仏
教
（
大
乗
）
の
イ
ン
ド
的
中
観
派
で
不
苦
不
楽
を
主
張
し
た
と
の
説
あ
る
も
、
今
日
で
は
「
大
乗
起
信
論
」
の
著
者
た
る
馬
鳴
（
メ
ミ

ョ
ウ
）
は
「
仏
所
行
讃
」
や
う
え
の
カ
ー
ヴ
ィ
ヤ
の
作
者
た
る
仏
教
詩
人
と
は
別
の
、
は
る
か
後
世
の
人
と
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
解
に
従
う
ペ

き
で
あ
る
。

ll 

と
は
い
え
布
施

A
S
]
[

P

]

 

d
a
n
a
)
、
布
施
物

([S]
d
a
y
a
k
a
,
 

う
え
の
両
派
と
仏
教
の
両
派
と
の
間
に
非
常
な
差
異
が
あ
っ
た
か
ら
、
う
え
の
仏
伝
で
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
徒
た
る
ス
ジ
ャ
ー
ク
ー
の
な
し

mi 

た
バ
ラ
モ
ン
教
の
供
犠

([SJ
y
a
j
f
i
a
)

を
世
捨
て
人
ー
~
う
え
の
サ
パ
ク
ワ
ダ
派
的
な
中
道
に
基
づ
く
「
出
世
間
」
者
|
|
へ
の
供
養

て
い
た
。

た
だ
釈
尊
成
道
の
内
容
の
受
け
と
り
か
た
で

2
種
に
別
れ
、

(
A穿
a
g
h
o
~
a
,

馬
鳴
）
の
叙
事
詩
「
仏
所
行
讃
」
（
B
u
d
~
h
a
-
c
a
r
i
t
a
)

を
含
む
ア
ゴ
ン
仏
教
（
小
乗
）
、
上
座
部
、

の
ご
と
き
素
朴
実
在
論
を
記
述
し
、
方
広
仏
教
（
大
乗
）
の
イ
ン
ド
的
中
観
派
は
う
え
の
ご
と
き
汎
神
論
（
無
宇
宙
論
）
を
主
張
す
る
。

こ
の
サ
バ
ク
ワ
ダ
派
と
ウ
。
＾
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
傍
系
た
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
と
は
う
え
の
素
朴
実
在
論
と
中
観
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

イ
ン
ド
的
中
観
派
と
ウ
。
ハ
―
ー
シ
ャ
ッ
ド
の
正
系
た
る
ヴ
ェ
ダ
ー
ン
ク
派
は
汎
神
論
（
無
宇
宙
論
）
と
う
え
の
中
観
に
関
す
る
限
り
一
致
し

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

う
え
の
仏
伝
は
だ
い
た
い
同
じ
で
あ
る
が
、

d. 
d
a
y
a
k
a
u
,
 

二
三
七
（
五
八
九
）

サ
パ
ク
ワ
ダ
派
は
う
え

ま
た
う
え
の

‘,'-2
 

pl. 
d
a
y
a
k
a
)

に
関
す
る
解
釈
は
ウ
。
ハ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の ‘,‘-ー

ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ



(
[
S
J
 [
P

]

 

p
u
j
a
)
と
釈
尊
が
と
ら
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
従
来
の
仏
伝
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
は
、
釈
尊
は
う
え
の
意
味
の
、
手
厚

い
供
養
で
世
す
て
人
と
し
て
の
喜
び
を
大
い
に
感
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
を
直
接
の
動
機
と
し
て
う
え
の
ご
と
き
内
容
の
成
道
を
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
仏
伝
に
よ
れ
ば
シ
ャ
ー
ラ
樹
も
「
諸
行
無
常
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
お
り
、

4
組
の
双
樹
の
各
組
の

1

本
は
ご
入
減
の
直
後
に
枯
れ
た
と
い
う
伝
説
も
こ
の
仏
説
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
。
ま
た
仏
伝
で
は
釈
尊
の
ご
説
法
に
つ
い
て
の
ご
自
信

は
「
諸
行
無
常
」
の
世
界
の
創
造
主
た
る
梵
天
の
切
な
る
勧
め
に
基
づ
く
と
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
釈
尊
の
ご
遣
訓
も
う
え
の
ご
と
く
帝
釈

天
に
よ
っ
て
「
諸
行
無
常
」
と
解
せ
ら
れ
る
し
、
こ
の
仏
伝
（
ア
ゴ
ン
部
）
の
漢
訳
で
は
ご
遺
訓
そ
れ
自
身
も
「
諸
行
無
常
」
と
訳
出
せ

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
て
か
く
も
強
調
せ
ら
れ
る
「
諸
行
無
常
」
観
こ
そ
は
う
え
の
ア
ゴ
ン
仏
教
的
な
中
道
と
結
合
す
る
。

注
D
勾

d
甘

a
,
p
a
t
i
は
施
主
で
あ
り
、
日
本
語
の
「
ダ
ン
ナ
」
の
語
源
を
な
し
て
い
る
。

d
a
l
!
:
~
i
n
a

を
布
施
物
と
解
す
る
宗
教
学
字
典
も
あ
る
が
、

d
共
~
i
n
a
=

~) 

;/:j(J),

画
0
"
迅
逗
ぷ
”
が

(clever,

dexterous).
士
I
代
2

イ
ン
ド
人
は
東
を
向
い
て
拝
す
る
慣
習
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
右
は
つ

ね
に
南
で
あ
る
。
し
か
し
近
代
イ
ン
ド
人
の
う
ち
回
教
徒
に
と
っ
て
は
メ
ッ
カ
は
西
に
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
右
は
つ
ね
に
北
で
あ
る
。

の
バ
ラ
モ
ン
教
で
は
供
犠
と
祭
詞

(yajus)
と
相
合
し
て
呪
法
的
信
仰
が
生
ま
れ
、
こ
の
種
の
信
仰
が
．
ハ
ラ
モ
ン
の
絶
対
権
力
の
母
体
と
な
る
。
ャ

ジ
ュ
ー
ル
11

ヴ
ェ
ー
ダ

(Yajur,＜
色
a)

は
こ
の
呪
法
に
関
す
る
聖
典
で
あ
る
。

Y
a
j
u
r
,＜
g
a
^
y
a
j
u
s
+
v
e
d
a
,

(比）

A
m
i
t
a
y
u
r
b
u
d
d
h
a
^

a
m
i
t
a
y
u
s
+
b
u
d
d
h
a
.

供
犠
は
と
く
に
そ
の
た
め
殺
し
た
動
物
の
布
施
を
も
含
み
、

yajfia‘cchaga
(yajfia+c
ぽ
ga)
と
は
供
犠
に
用
い
る
ヤ
ギ

(
c
h
a
g
a
)
。

し
か
る
に
「
諸
行
無
常
」
的
中
道
の
仏
教
—
ー
サ
パ
ク
ワ
ダ
派
や
方
広
仏
教
の
イ
ン
ド
的
中
観
派
な
ど
|
ー
で
は
不
殺
生
（
臣

i
x
p
s
i
i
.
)

の
戒
律
か

ら
動
物
の
肉
の
布
施
は
い
っ
さ
い
認
め
ず
、
従
っ
て
ク
シ
ナ
ガ
ラ
で
釈
尊
が
金
エ
チ
ュ
ン
ダ

(
C
u
n
d
a
)
か
ら
受
け
ら
れ
た
供
養
た
る
ス
ー
カ
ラ
11

マ
ッ
ダ
ヴ
ァ

(siikara,13addava)
は
前
記
の
仏
伝
で
は
イ
ノ
シ
シ
の
肉
で
な
く
、
イ
ノ
シ
シ
の
好
物
で
七
ン
ダ
ン
キ
ノ
コ
で
あ
る
と
し
、
漢
訳
仏

典
で
は
栴
檀
茸
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
古
い
戒
律
を
書
い
た
ア
ゴ
ン
仏
典
に
は
と
く
に
供
養
の
た
め
殺
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
り
あ
わ
せ
の
肉

の
料
理
の
供
養
は
受
け
て
よ
い
と
な
っ
て
い
る
し
、
釈
尊
の
仏
教
（
後
述
）
か
ら
い
っ
て
う
え
の
ス
ー
カ
ラ
11

マ
ッ
ダ
ヴ
ァ
を
、
ア
ル
ヴ
ォ
ン
の
解

関
法
第
一
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

二
三
八
（
五
九

0)



た
と
す
る
と
何
で
あ
ろ
う
か
。

注
Dノヽ2

 す
る
ご
と
く

(
H
e
n
r
i
A
r
v
o
n
,
 
Le B
o
u
d
d
h
i
s
m
e
,
 
II, 
C
h
a
p
.
 I
)

イ
ノ
シ
シ
肉

(sanglier)

と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。

コペ

し
か
し
本
論
に
証
明
す
る
ご
と
く
、
釈
尊
の
「
中
道
」
は
中
庸
で
あ
り
、
従
っ
て
「
諸
行
無
常
」
を
認
め
な
い
。
ゆ
え
に
上
の
物
語
り

に
関
す
る
限
り
、
諸
行
無
常
の
主
張
と
う
え
の
ご
と
き
成
道
内
容
は
す
べ
て
除
か
れ
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
お
と
め
が
供

犠
を
な
し
た
こ
と
は
あ
ろ
う
し
、
シ
ャ
ー
ラ
樹
の
並
木
の
も
と
ご
入
減
が
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
シ
ャ
ー
ラ
樹
は
竜
脳

D
 

香
料
（
フ
ク
バ
ガ
キ
科
）
に
属
し
、

ま
た
う
え
の
サ
バ
ク
ワ
ダ
的
な
中
道
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
釈
尊
の
ご
成
道
に
は
う
え
の
ご
と
き
世
捨
て
人
へ
の
供
養
は
決
し
て
直
接
の

動
機
を
成
立
せ
し
め
る
に
至
る
も
の
で
は
な
く
、

る
ご
と
く
、

ご
入
減
を
予
知
さ
れ
た
釈
尊
が
そ
の
床
の
周
辺
に
ふ
さ
わ
し
い
香
木
と
し
て
選
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
そ
の
他
の
供
養
も
布
施
（
上
述
）
で
あ
る
か
ぎ
り
、
重
点
で
は
な
く
、
後
に
論
ず

6
5
 

釈
尊
は
如
来
に
対
す
る
「
供
養
」

(
p
u
j
a
)

は
よ
く
法
を
受
け
法
を
行
ず
る
こ
と
の
み
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
。

t
 

敬
（
ク
ギ
ョ
ウ
）
」
の
心
（
シ
ン
）
の
「
執
持
（
シ
ュ
ウ
ジ
）
」
が
強
調
せ
ら
れ
る
。

こ
こ
に
「
恭

日
本
の
寺
に
見
る
サ
ラ
双
樹
は
ナ
ッ
ツ
バ
キ
科
に
属
し
、
こ
こ
に
い
う
シ
ャ
ー
ラ
樹
と
は
区
別
せ
ら
れ
る
。

本
論
、

2
5
6
頁
以
下
参
照
。

の
親
鸞
聖
人
（
シ
ン
ラ
ン
シ
ョ
ウ
ニ
ン
）
、
高
僧
和
讃
、
「
本
師
竜
梅
菩
薩
の
／
お
し
へ
を
つ
た
へ
き
か
ん
ひ
と
／
本
願
こ
4

ろ
に
か
け
し
め
て
／
つ

ね
に
弥
陀
を
称
す
べ
し
／
不
退
の
く
ら
ゐ
す
み
や
か
に
／
え
ん
と
お
も
は
ん
ひ
と
は
み
な
／
恭
敬
の
心
に
執
持
し
て
／
弥
陀
の
名
号
称
す
べ
し
」
な

お
仏
光
寺
本
に
は
う
え
の
「
恭
敬
」
に
注
し
て
「
つ
4

し
み
、
う
や
ま
ふ
、
小
乗
を
ば
供
養
と
い
ひ
、
大
乗
を
ば
恭
敬
と
い
ふ
」
と
記
し
て
い
る
。

し
か
ら
ば
釈
尊
が
成
道
に
至
ら
れ
た
直
接
の
動
機
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
世
捨
て
人
と
し
て
の
う
え
の
ご
と
き
お
喜
び
で
な
か
っ

こ
れ
に
答
え
て
仏
伝
を
比
ュ
的
な
詩
と
し
た
の
が
コ
ペ
ー
で
あ
る
。
む
ろ
ん
小
鳥
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
従
来
の
仏
伝
に
も
あ
り
、

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

二
三
九
（
五
九
一
）



が
汎
神
論
（
無
宇
宙
論
）
で
あ
り
、

B

緒

注

D

込

iillll 

ー
も
そ
れ
を
用
い
て
い
る
。

ニ
四

0
(五
九
二
）

し
か
し
そ
れ
は
小
鳥
が
山
中
の
釈
尊
に
果
物
を
運
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
喜
捨
へ
の
世
捨
人
の
喜
び
が
暗
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
「
仏
陀
の
ッ
バ
メ
」
で
最
後
に
強
調
さ
れ
る
の
は
世
捨
人
と
し
て
の
悲
し
み
で
あ
る
。
す
べ
て
世
間
か
ら
隔

絶
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
他
の
動
物
の
生
態
を
見
て
喜
び
を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
ジ
ャ
ン
グ
ル
内
の
釈
尊
の
ご
座
所
を
お
お
う

ビ
ッ
パ
ラ
樹
の
涼
陰
を
求
め
て
巣
を
作
っ
た
留
巣
性
の
ッ
パ
メ
親
子
の
愛
情
に
慰
め
ら
れ
た
釈
尊
が
そ
の
親
鳥
の
つ
い
に
帰
ら
ぬ
死
を
知

ら
れ
た
と
き
の
ご
悲
痛
。
こ
の
「
悲
劇
」
に
よ
っ
て
起
こ
る
、
世
捨
人
と
し
て
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
カ
ク
ル
シ
ス
ー
ー
そ
れ
こ
そ
は
釈

尊
ご
成
道
の
直
接
の
動
機
で
あ
っ
た
。
か
く
考
え
る
と
き
人
間
と
し
て
の
釈
尊
の
こ
の
悲
戯
を
詩
的
に
描
写
し
て
う
え
の
ご
と
き
釈
尊
の

ご
動
機
を
暗
示
す
る
も
の
が
コ
ペ
ー
の
詩
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ひ
と
り
で
航
空
中
、
機
体
の
故
障
で
絶
望
を
感
じ
た
と
き
、
そ
こ
に
飛
ぶ
た
だ
1
匹
の
ハ
ニ
を
見
て
絶
望
感
か
ら
救
わ
れ
た
幾
多
の
実
例
が
あ
る
。

明
治
い
ら
い
、
わ
が
国
仏
教
学
者
の
大
多
数
は
キ
リ
ス
ト
教
の
有
神
論
や
教
父
哲
学
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
原
始
的
宇
宙
論
（
創
造

論
）
に
対
抗
す
る
た
め
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
機
械
論
的
進
化
論
1

明
治
30
年
代
以
後
は
こ
の
説
ま
た
は
こ
れ
に
従
う
ル
ナ
ン
(
E
.
R
e
n
a
n
)

や
ス
ペ
ン
サ
ー

(H.
S
p
e
n
c
e
r
)

の
説
ー
と
結
合
せ
し
め
て
「
仏
教
の
科
学
性
」
を
主
張
し
、
阿
含
経
に
伺
わ
れ
る
釈
尊
の
仏
教
が
無

神
論
（
狭
義
）
で
あ
り
、
諸
行
無
常
を
認
め
て
サ
バ
ク
ワ
ダ
的
中
道
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
発
展
せ
し
め
た
方
広
仏
教

「
諸
行
無
常
」
を
認
め
つ
つ
中
観

(
n
e
i
t
h
e
r

n
o
r
の
弁
証
法
）
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す

る
。
し
か
し
て
諸
行
無
常
観
が
現
世
尊
重
す
な
わ
ち
広
義
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
近
代
思
想
と
調
和
し
な
い
の
に
気
付
く
や
、
う
え

6
 

の
解
釈
を
否
定
せ
ず
教
外
別
伝
と
し
て

either
o
r

の
弁
証
法
を
認
め
、
こ
の
種
の
実
存
主
義
の
う
ち
過
激
な
る
国
家
主
義
が
主
戦
論
哲

関
法
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一
六
巻
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四
•
五
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六
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学
の
最
有
力
者
と
な
り
、

ま
た
こ
の
種
の
実
存
主
義
は
戦
後
に
過
激
個
人
主
義
と
な
り
、
戦
後
の
世
界
に
一
般
的
流
行
と
な
っ
た
青
少
年

A
 

の
モ
ー
ラ
ル

(
m
o
r
a
l
,
la 
m
o
r
a
l
e
)

破
壊
に
け
し
か
け
、
し
か
も
仏
教
を
わ
が
物
顔
に
ふ
る
ま
っ
ナ
し
か
し
こ
れ
ら
の
実
存
主
義
は

}̂ 

真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
立
脚
す
る
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
衝
突
し
、
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
調
和
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
後
の
進
ん
だ
生

t” 

物
進
化
論
を
無
視
す
る
反
科
学
性
あ
る
こ
と
が
そ
の
共
通
の
根
本
的
欠
陥
で
あ
る
に
気
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

注
D
自
作
、
正
統
政
治
学
、

5
頁
以
下
。

勾
ル
ナ
ン
（
ー
1
8
9
2
)

と
ス
ペ
ン
サ
ー

(
|
1
9
0
3
)

は
、
本
人
は
否
定
し
た
が
、

atheiste
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
ス
ペ
ン
サ
ー
は
絶
対
者
は
不
可
知

で
あ
る
と
称
し
た
。

1
9
1
4
,

5

年
頃
、
中
学
生
の
わ
た
く
し
に
時
流
に
便
乗
し
た
ダ
ン
ナ
寺
の
オ
シ
ョ
ウ
が
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
的
進
化
論
で
得
意
気

に
仏
教
を
説
い
た
と
き
、
大
い
な
シ
ョ
ッ
ク
と
と
も
に
強
い
反
発
心
を
感
じ
た
。

の
自
作
、
正
統
政
治
学
、

1
3
0
頁。

心
G
'
b
e
a
t
s
1
1
b
e
a
t
n
i
k
s
と
は

the
beat generation (
~
¥
!
孝
円
年
臨
門
）
の
人
人
。
こ
の
敗
北
青
年
層
と
は
戦
後
の
米
国
や
ロ
ン
ド
ン
に
発
生
し
、

世
の

c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
に
反
逆
す
る
ス
ネ
も
の
で
あ
り
、
ニ
ヒ
ル
（
ニ
ヒ
リ
ス
ト
）
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ヒ
リ
ス
ト
と
は
も
と
の
意
味
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

（
英
の
ナ
イ
ア
リ
ズ
ム
、

nihilism)
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
父
と
子
」
に
伺
わ
れ
る
、
当
時
の
ロ
シ
ャ
の
イ
ン
テ
リ
の
傾
向
で
あ
り
、
自
分
個
人
以
外
の
一
切
を

疑
い
、
従
っ
て
一
切
の
社
会
的
、
政
治
的
権
威
を
否
定
す
る
が
、
自
ら
は
一
定
の
社
会
的
解
決
策
を
持
た
な
い
考
え
で
あ
る
。
戦
後
、
こ
れ
に
従
う

ニ
ヒ
リ
ス
ト
の
う
ち
に
は
、
哲
学
的
主
張
で
お
シ
ャ
レ
を
す
る
も
の
が
あ
り
、
ロ
ン
ド
，
ン
の
も
の
は
日
本
の

N
e
n
,
B
u
d
d
h
i
s
m
や
キ
ニ
ア
ケ
ゴ
ー

ア
を
ほ
の
め
か
し
、
マ
ス
コ
ミ
の
波
に
乗
る
日
本
の
禅
僧
の
う
ち
に
も
「
独
座
大
雄
峰
」
と
い
い
つ
つ
キ
ニ
ア
ケ
ゴ
ー
ア
を
標
榜
す
る
も
の
が
あ
る

（
自
作
、
正
統
政
治
学
、

1
2
6
頁
注
め
）
0

beats
と

beetle,headed
(11stupid)
を
結
合
せ
し
め
た
新
造
語

the
Beatles
も
あ
る
。

の
英
語
で
民
族
的
な
物
の
考
え
方
の
表
現
と
し
て
の

h
u
m
a
n
i
s
m
は
通
常
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
動
物
愛
を
も
含
ん
で
い
る
。
動
物

も

ê
sincere
a
n
d
 p
u
r
e
 "
な
本
能
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
シ
ー
ト
ン
（
次
の
注
）
も
こ
れ
を
持
ち
、
英
国
で

は
動
物
愛
護
法
が
も
っ
と
も
発
達
し
て
い
る
。
こ
の
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
つ
い
に
知
る
に
至
っ
た

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

ニ四一

（
五
九
三
）



注
D

ニ
四
二
（
五
九
四
）

ド
イ
ツ
の
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

(
T
h
o
m
a
s
M
a
n
n
)
は

9"Zauberberg
"
 (
自
作
、
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
、
9
6
頁
参
照
）
を
物
し
、
病
気

恐
怖
症
に
対
し

h
日
ほ
n
i
s
m
に
よ
る
「
精
神
指
導
法
」
を
と
っ
て
ア
ロ
パ
テ
ィ
ー
を
行
な
う
こ
と
な
く
（
前
掲
書
、
3
0
頁
）
、
病
気
恐
怖
に
基
づ
く

n
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
対
し
、
こ
の
恐
怖
に
よ
る
悲
劇
の
い
か
に
恐
る
べ
き
か
を
知
ら
し
め
し
て
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
カ
ク
ル
シ
ス
（
ホ
メ
オ
。
＾
テ
ィ

ー
）
を
行
な
お
う
と
し
た
。

の
シ
ー
ト
ン
は
英
国
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
の
作
家
で
あ
り
、
生
物
進
化
論
者
。
か
れ
は
巣
に
お
け
る
親
鳥
と
子
鳥
と
の
愛
情
的
結
合
は
、
程
度
の
差

こ
そ
あ
れ
、
い
か
な
る
動
物
の
親
子
の
間
に
も
存
し
、
そ
れ
の
強
い
も
の
が
進
化
す
る
と
主
張
し
て
、
教
父
哲
学
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
創
造

論
（
本
文
に
前
述
）
を
修
正
し
た
。
穂
積
重
遠
博
士
は
こ
の
説
を
「
十
戒
自
然
史
」
と
名
付
け
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
「
人
間
だ
か
ら
孝
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
む
し
ろ
話
が
逆
で
、
先
祖
代
代
親
孝
行
を
し
て
い
た
か
ら
人
間
が
出
来
た
の
だ
」
と
記
し
て
い
る
（
同
博
士
、
日
本
の
過
去
現
在

及
び
将
来
、

1
3
8
頁
）
。
シ
ー
ト
ン
の
説
は
1
8
9
8
年
に
発
表
さ
れ
た
が
、

1
9
0
2
,
t
ヰ
に
は
ク
ラ
ボ
ト
キ
ン

(Kropotkin)
の
相
互
扶
助

(
v
z
a
i
m
n
a
y
a

pomosh̀
)
論
（
自
作
、
正
統
政
治
学
、

117頁
）
が
出
た
。

し
か
ら
ば
釈
尊
の
仏
教
は
明
治
い
ら
い
の
わ
が
国
仏
教
学
者
の
大
多
数
の
考
え
る
ご
と
く
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
そ
れ
は
今
日
の

進
ん
だ
生
物
進
化
論
ま
た
は
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
調
和
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
然
ら
ず
、
し
か
も
両
者
と
立
派
に
調
和
す
る
。
こ
の

ll 

生
物
進
化
論
と
の
調
和
は
こ
こ
に
論
ぜ
ず
、
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
調
和
が
立
派
に
存
す
る
こ
と
を
論
述
す
る
。
し
か
も
こ
の
認
識
な

く
し
て
は
仏
教
国
民
と
し
て
な
が
い
歴
史
の
制
約
を
受
け
る
わ
が
国
民
は
じ
め
東
ア
の
諸
国
民
に
と
っ
て
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
永
遠
に

他
者
で
あ
ろ
う
。

自
著
、
正
統
政
治
学
、

3
1
頁、

1
3
6
頁
。
自
著
、
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
、

7
4
頁。

そ
も
そ
も
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
英
国
を
祖
国
と
す
る
近
代
的
代
議
政
治
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
共
通
の
特
色
は
個
人
の
自
由

を
保
障
す
る
た
め
国
民
に
つ
き
次
の
ご
と
き
法
的
平
等
を
認
め
る
。
こ
れ
に

3
種
が
あ
る
。
①
英
国
型
の

:̂
equality
b
e
f
o
r
e
 
(or u
n
-
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d
e
r
)
 
G
o
d
 a
n
d
 t
h
e
 l
a
w
"
と
②
米
国
型
の

^
'
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
o
f
 
t
h
e
 
p
e
o
p
l
e
,
 
b
y
 t
h
e
 people, 
f
o
r
 
t
h
e
 p
e
o
p
l
e
 u
n
d
e
r
 G
o
d
 "
 

C
5
 

(
L
i
n
c
o
l
n
)

と
⑧
フ
ラ
ン
ス
型
の
《
egalite
d
e
v
a
n
t
 la 
loi)
と
あ
る
。
①
・
⑨
と
③
と
の
差
異
は
①
が

'̂the
p
u
b
l
i
c
 "
の
観
念
か
ら

^
^
T
h
e
r
e
 is 
o
n
e
 l
a
w
 f
o
r
 
all,"

の
原
則
を
憲
法
上
認
め
る
に
対
し
、
⑱
と
③
と
は

(
v
o
l
o
n
t
e
d
e
 t
o
u
s
)
か
ら
と
も
に
《
egalite
p
a
r
 

la 
n
a
t
u
r
e
)
を
憲
法
上
認
め
る
も
③
は
《
separation:))
に
よ
り
有
神
論
的
前
提
を
排
除
す
る
。
こ
の
場
合
、
有
神
論
的
前
提
の
も
っ
と

も
強
い
英
国
型
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
結
合
し
、
し
か
も
そ
れ
に
徹
し
、
そ
の
た
め
動
物
愛
を
含
む
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
前
述
）
と
な

注
U
幻
め
め
木
論
文
、

2
5
1
頁、

2
5
2
頁
参
照
。

(
n
'
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 d
e
 l'Eglise 
et 
d
e
 l'Etat.

フ
ラ
ン
ス
は
大
革
命
い
ご
こ
の
政
教
分
離
の
立
て
前
を
と
り
、
公
立
学
校
で
は
宗
教
教
育
を
行
な
わ

な
い
。
し
か
し
国
民
の
私
的
生
活
に
お
い
て
は
、
セ
レ
ー
ス
信
仰
の
つ
よ
い
農
村
を
除
い
て
（
自
著
、
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
、

5
3
頁）、

ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
が
国
民
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
公
私
の
生
活
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教

（
有
神
論
）
が
基
礎
と
な
り
、
社
会
生
活
と
キ
リ
ス
ト
教
の
結
合
は
英
国
の
ば
あ
い
も
っ
と
も
強
い
。
以
上
の
ご
と
き
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
生
活

が
そ
の
諸
国
語
に
反
映
し
て
い
る
。

It
is 
well that 
I
 c
a
m
e
を

T
h
a
n
k
G
o
d
 (
1
1
T
h
a
n
k
 H
e
a
v
e
n
1
1
T
h
a
n
k
 Goodness), I
 ca
m
e
と
い
い
、

ま
た

grilce[s]
a
 D
i
e
u
1
1
p
a
r
 la 
grace d
e
 D
i
e
u
や

G
o
t
t
sei 
D
a
n
k
 !
が
日
常
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
わ
が
国
に
も
「
お
陰
で
」
と
言

う
語
が
あ
る
が
、
う
え
に
比
し
て
宗
教
的
意
義
が
乏
し
い
。
ま
た
神
崎
三
益
医
博
（
日
赤
病
院
長
連
盟
会
長
」
が
1
9
6
6
年
6
月
の
バ
リ
に
お
け
る
学

術
会
議
（
法
律
家
を
も
含
む
）
に
出
席
し
て
そ
こ
で
良
心
の
命
に
従
い
、

G
o
d
に
責
任
を
持
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
と
報
告
し
た
。
わ
が
国
内
で

は
見
ら
れ
ぬ
学
会
の
情
景
で
あ
ろ
う
。

の
英
国
型
「
法
的
平
等
」
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
結
合
に
つ
い
て
は
、
自
著
「
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
」
第
2
版
に
詳
論
。

し
か
る
に
釈
尊
の
仏
教
は
仁
王
法
王

(
g
u
Q
a
d
h
i
p
a
,
d
h
a
r
m
a
r
a
j
a
[
m
D
を
認
め
、
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
こ
と
に
理
想
的
な
英
国
型
に
調

和
す
る
。
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
も
っ
と
も
有
力
な
方
法
は
ア
ゴ
ン
部
の
パ
ー
リ
語
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
ア
シ
ョ
ー
カ
仏
教
の
語
に
よ

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

っ
て
い
る
。

ニ
四
三
（
五
九
五
）
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D

典
国
語
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。

最
後
に
、

う
え
の
ご
と
き
論
旨
に
よ
る
標
題
に
お
い
て

世
の
諸
賢
の
ご
叱
正
と
ご
指
導
を
仰
ぐ
。

,
q
u
e
 
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
す
で
に
わ
が
富
永
半
次
郎
氏
が
ア
ゴ
ン
部
の

c
^
v
a
y
a
d
h
a
m
m
a
saip,khara "
か
ら
「
釈
尊
の
仏
教
」

が
「
諸
行
無
常
」
を
認
め
る
も
の
で
な
く
、
現
世
尊
重
の

1
種
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
強
調
す
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
た
。
こ
れ
は
た
し
か

に
画
期
的
な
研
究
で
あ
り
、
発
表
当
時
、
東
西
両
帝
大
の
仏
教
青
年
会
を
も
感
動
せ
し
め
、
わ
た
く
し
が
「
釈
尊
の
仏
教
」
と
い
う
表
現

を
採
用
し
た
の
も
氏
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
わ
た
く
し
の
イ
ン
ド
原
語
に
よ
る
仏
典
研
究
も
氏
の
研
究
を
京
大
仏
青
の

1
法
学
部
学
生
の

熱
心
な
勧
め
に
よ
っ
て
精
読
し
た
と
き
に
始
ま
る
。
氏
の
研
究
は
有
神
論
の
証
明
で
は
な
い
が
、
わ
た
く
し
は
す
で
に
何
回
も
著
書
ま
た

は
論
文
で
紹
介
し
た
の
で
こ
れ
を
略
し
、
緒
論
に
次
ぐ
本
論
で
は
下
記
す
る
仏
典
。
ハ
ー
リ
諸
語
を
根
拠
と
し
て
の
わ
た
く
し
の
苦
心
し
た

独
創
的
証
明
だ
け
を
論
述
し
、
わ
が
国
を
含
む
東
ア
の
諸
仏
教
国
に
お
け
る
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
達
に
資
し
た
い
。
そ
れ
と
と
も
に

‘,‘、ー

enclitic 
a
n
d
,
 
b
o
t
h
 
A
 
a
n
d
 B
 ;
 A
 
te 
B
 

ヽ`＇ノ2
 

.
)
に
当
た
る
意
味
で
用
い
て
い
る
。
し
か
る
に

enclitic
a
n
d
を
用
い

te, 
A
 
te 
k
a
i
 
B

の
相
関
接
続
詞

(correlative
c
o
n
J
u
n
c
t
1
0
n
s
 

た
形
は
あ
ま
り
に
も
口
語
的
で
題
名
と
し
て
は
一
般
に
不
適
当
で
あ
る
。
従
っ
て
上
の
意
味
を
厳
重
に
現
わ
す
英
文
題
名
と
し
て
う
え
の

b
o
t
h

を
用
い
た
形
で
も
よ
い
訳
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
英
文
題
名
で
は

'
q
u
e
を
用
い
た
ラ
テ
ン
語
を
代
用
す
る
慣
例
が
多
く
、

た
そ
の
方
が
教
養
あ
る
英
語
国
民
I

こ
と
に
法
学
者
に
は
適
切
で
あ
る
か
ら
、

と
っ
て
ラ
テ
ン
語
は
、
わ
が
教
養
人
に
と
っ
て
の
漢
文
の
ご
と
く
、
外
国
語
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
こ
と
に

L
a
w
L
a
t
i
n

と
し
て
古

[
S
k
t
]
u
b
h
a
,
 
[
G
r
]
 
a
.
m
p
h
0
1
9
[
L
]
a
m
b
0
1

に
当
た
る
も
、

[G]beide,

[
F
]
t
o
u
s
 
Jes 
d
e
u
x

の
意
義
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

I
c
h
will 

yoJi 
b
e
i
d
e
m
 n)chts 
wi.ssen,
＂"
]
e
 n
e
 v
e
u
x
 p
a
s
 tous 

Jes deu~.=jjlij1J 

(jjlijA) 
t
i
 1,,-'¥'='t-::。
〔

It寺
(
)
I
 

d
o
 not 
w
a
n
t
 both 
books. 
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か
か
る
代
用
を
行
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
か
れ
ら
に
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釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

II和
L
L
忌
）
存
1

幸
注
f
o
[
G
]
beide, all, _[F] tous
が
バ
ラ
バ
ラ
の
個
の
集
ま
り
を
意
味
す
る
の
が
原
則
で
あ
り
（
た
だ
し

t
o
u
s
deux. [
g
s
e
m、

ble]

を

le
tout 
e
n
s
e
m
b
l
e
の
意
味
に
用
い

tous
les 
d
e
u
x
と
区
別
す
る
人
も
あ
る
）
、
こ
れ
に
反
し
[

E

]

all, 
b
o
t
h
は
、
本
文
の
場
合
に

も
見
る
ご
と
く
、
結
合
の
あ
る
集
ま
り
を
意
味
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
の
は
英
国
人
が

t
h
e
public
饒
念
（
中
庸
的
）
強
く
、
独
仏
人
は

volonte

d
e
 tous
と
そ
の
逆
の
極
端
な

esprit
d
e
 corps
が
強
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
英
国
人
と
独
仏
人
の
間
に
お
け
る
法
的
乎
等
（
本
文
前
掲
）

の
念
の
相
違
と
な
っ
て
も
現
わ
れ
る
。

む
ろ
ん

[
F
]
droit 
public
と
い
う
語
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
語
は

droit
administratif
制
度
と

g
p
r
i
t
d
e
 corps
を
背
景
に
し
て
そ
の
意

義
が
理
解
さ
れ
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
の
英
語
は
な
く
、

public
l
a
w
は
、
別
の
意
味
を
持
つ
。
従
っ
て
こ
の
場
合
の

[
F
]
p
u
b
l
i
c
は
本
文
な
ど

の

t
h
e
public
の
意
味
を
持
た
な
い
。

な
お

t
h
e
public
に
関
し
て
は
[

P

]

m
a
h
i
i
v
a
t
t
h
u
の
m
a
h
a
(
本
論
文
、

2
5
2
頁
）
参
照
。

勾
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
詞
的
複
合
詞
の
相
違
釈
の
1

種
た
る
集
合
相
違
釈

(
s
a
m
i
i
h
i
i
r
a
,
d
v
a
n
d
v
a
)

ー
—
つ
ね
に
中
性
単
数
に
て
変
化
す
る
ー
ー
に

当
た
る
0

paJ;J.i 

cm召
1
1
手。

p
a
d
a
〔男〕

II足。
piiJ;J.i,piida[m]

(中〕

II手
足
。
本
論
文
、

2
3
5
頁
参
照
。
な
お

l
o
k
a
(Ill
召
よ
り
出
た

tri,loka

[
m
]
 
(
中
、
単
〕
、
円
i,Joki
〔
女
、
単
〕
参
照
。

ア
ゴ
ン
部
ス
ー
ト
ラ
ー
~
ア
ゴ
ン
仏
教
の
経
典
l

に
発
見
せ
ら
れ
る
こ
の
語
に
よ
っ
て
釈
尊
の
仏
教
が
有
神
論
的
一
元
論
的
信
仰
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
思
う
に
、
第

5
世
紀
に
天
親
ボ
サ
ッ

(
V
a
s
u
b
a
n
d
h
u
B
o
d
d
h
i
s
a
t
t
v
a
)
が
ス
ー
ト
ラ
に
よ
っ
て
真
実
を
明
ら
か

に
せ
ら
れ
た
と
き
、

ア
ゴ
ン
部
の
こ
の
表
現
を
も
っ
て
有
神
論
的
一
元
論
的
信
仰
を
証
明
す
る
有
力
な
証
拠
と
せ
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

ni 

む
ろ
ん
天
親
ボ
サ
ツ
が
無
量
寿
経
・
法
華
経
．
勝
マ
ン
経
・
ユ
イ
マ
経
な
ど
の
方
広
部
ス
ー
ト
ラ
の
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ

(
u
p
a
d
e
s
a
,
論
議
）

1
a
p
a
r
i
h
菩
i
y
a
(
a
+
p
a
r
i
+
h
a
+
a
n
i
y
a
)
 

2

本
論
ー
。
ハ
ー
リ
語
で
知
る
釈
尊
の
仏
教

ニ
四
五
（
五
九
七
）
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2
3
 

こ
の

a
p
a
r
i
h
a
n
i
y
a
の
場
合
も
そ
れ
で
あ
り
、

[

G

]

 

boetheteon 
[esti] 
tois 
pragmasin 

．． 

の

a
v
1
m
v
a
r
t
a
n
i
y
a

(
a
+＜
i
+
n
i
+
v
r
i
t
+
a
n
i
y
a
)

＂＂avivartiya 
(avivart+iya)11avinivatya""avaivartika""avivartika-

を
造
ら
れ
た
の
は
疑
な
き
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
方
広
部
ス
ー
ト
ラ
は
第
2
世
紀
の
竜
樹
ボ
サ
ッ

(Niigiirjuna
B
.
)
い
ご
に

a. 

出
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
天
親
ポ
サ
ツ
が
無
量
寿
経
の
ウ
。
＾
デ
ー
シ
ャ
に
お
い
て
「
往
還
廻
向
由
他
力
」
を
強
調
せ
ら
れ
た
の
は
小
無

量
寿
経
の

avinivartaniya
(
後
述
）
と
そ
れ
に
あ
た
る
ア
ゴ
ソ
部
ス
ー
ト
ラ
の

aparihiiniya
を
発
見
せ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。

注

D

小
経
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
。

の

曇

鸞

(T̂
an-Luan)
大
師
が
天
親
ボ
サ
ツ
の
ウ
。
＾
デ
ー
シ
ャ
に
コ
メ
ン
ク
ー
ル
を
作
っ
て
「
往
還
廻
向
由
他
力
」
と
せ
ら
れ
た
が
、

¥
 

は
親
鶯
聖
人
の
正
信
偶
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
とn~ 

し
か
ら
ば
つ
ぎ
に
う
え
の
パ
ー
リ
語

a
p
a
r
i
h
a
n
i
y
a
の
意
義
は
い
か
ん
。
こ
の
語
は
「
不
退
」
と
訳
せ
ら
れ
、
混
成
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

「
不
退
転
」
と
通
常
、
訳
せ
ら
れ
る
|
ー
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
語
の
意
味
を
説
明
す
る
に
、
ま
ず
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
お
よ
び

パ
ー
リ
語
の
義
務
分
詞
に
つ
い
て
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
動
詞
の
義
務
分
詞

(obligating
participle)
は
動
詞
的
形
容
詞
（
動

形
容
詞

gerundive,
verbal 
adjective)
と
も
言
わ
れ
、
動
詞
で
あ
っ
て
未
来
の
義
務
（
当
為
）
ま
た
は
必
然
を
示
す
形
容
詞
と
し
て

幻

6
5

用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
パ
ー
リ
語
、
イ
ク
リ
ッ
ク
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
存
す
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
語
尾心

に
、
a
n
i
y
a
,
,
y
a
('iya),,tavya (＇
itavya)
を
、
バ
ー
リ
語
で
は

'
a
n
i
y
a
,
,
y
a
,
,
t
a
b
b
a
を
持
ち
、
通
常
は
他
動
詞
か
ら
作
成
せ
ら
れ
、

「
必
ず
退
転
さ
せ
ぬ
」
と
云
う
義
務
を
如
来
自
ら
が
負
っ
て
い
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
一

）
 

h
 

般
に
解
せ
ら
れ
て
い
る
う
え
の

avinivartaniya
に
当
た
る
。

(av101vartaniya11Tat
a
g
a
t
e
n
a
 av1mvartaniya. 

自
作
、
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
、

40
頁。

[L] memorandum•Delendagt 

Carthago. 
=
 Carthage 
m
u
s
t
 be 
destroyed. 
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p
a
t
r
e
 filioque

の

filius

と
同
じ
く
、

注
D

ll 

方
便
法
身
1
1
報
身
は
、

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

ex

〔与〕
h
u
m
i
n
〔与〕・
11(lit.
It 
is 
to b
e
 c
o
m
e
 to the rescue of t
h
e
 affairs b
y
 you.) 
Y
o
u
 m
u
s
t
 rescue the affairs. b
o
e
t
h
e
0
1
(
H
回芦皿）

=
I
 c
o
m
e
 to 
the 
resue of ... 

(iiil-
は
：
．
に
立
＾
援
す
る
。
）
た
だ
し
日
・
英
・
ギ
リ
シ
ャ
語
の
場
合
、
動
詞
は
自
動
詞
の
形
を
と
る
も
意
味
は
他
動
詞
。

め
自
動
詞
か
ら
作
成
せ
ら
れ
る
と
き
、
非
人
称
的
用
法
が
行
な
わ
れ
る
。
[

S

]

nripel).a 
dhirel).a 
b
h
a
v
i
t
a
v
y
a
m
.
=
 (It 
is 
to 
b
e
 b
e
e
n
 b
y
 a
n
 

intrepid king.) 
A
 k
i
n
g
 m
u
s
t
 b
e
 intrepid.11
（
剛
勇
な
王
で
あ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
）
王
は
剛
勇
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

nri,pa11
〔男〕

（
人
を
護
る
も
の
）
国
王
0

nri11
人。

dhira11
〔
形
〕
剛
勇
な
0

gaxp.tavya11(to b
e
 gone). 
agaxp.tavya11(to b
e
 
c
o
m
e
)
・
[

L

]

M
i
h
i
 

d
o
r
m
i
e
n
d
u
m
 est.

＂＂(It 
is 
to 
b
e
 slept 
b
y
 m
e
.
)
 =
I
 m
u
s
t
 sleep. 

か
く
て

a
p
a
r
i
h
a
n
i
y
a
,
a
v
i
v
a
r
t
a
n
i
y
a

は
有
神
論
的
一
元
論
的
信
仰
を
そ
の
意
味
に
含
ん
で
い
る
。

訳
た
る
「
不
退
」
ま
た
は
「
不
退
転
」
で
は
理
解
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、

カ

ソ

ダ

ソ

ム

ゲ

ソ

こ
の

a
v
i
を

avici

(
無
間
断
、
無
間
）
ー
ー
—
「
阿
鼻
」
と
音
訳
さ
れ
る
ー
—
ー
と
混
同
し
、

を

a
v
i
n
i
v
a
r
t
i
n
(
=
n
o
t
 t
u
r
n
i
n
g
 b
a
c
k
)

と
考
え
た
り
し
て
、
う
え
の
有
神
論
的
信
仰
に
気
付
か
ぬ
も
の
が
あ
る
。

よ
り
も
す
ぐ
れ
た
生

(jati)
を
有
し
、

以
上
に
論
述
し
た
a
v
i
n
i
v
a
r
t
a
n
'
i
y
a

の
意
義
を
裏
書
き
す
る
も
の
は

e
k
a
j
a
t
i
-
p
r
a
t
i
b
a
d
d
h
a

と
い
う
語
で
あ
る
。
人
間

(
m
a
n
u
~
y
a
)

そ
の
一
生

(ekajati)
を
通
じ
、
仏
陀
に
向
か
っ
て

(prati-)

結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
b
a
d
d
h
a

1
1
y
u
k
t
a
)

を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
「
一
生
補
処
」
と
訳
す
る
も
、
そ
の
意
味
は
う
え
の

a
v
i
n
i
v
a
r
t
a
n
i
y
a
を
別
の
語
で
表
現
す
る
以
外

こ
の

b
a
d
d
h
a
を

b
u
d
d
h
a
と
読
み
誤
っ
て
注
解
し
て
い
る
有
名
学
僧
名
の
著
書
も
あ
る
。

以
上
の
ご
と
き
「
不
退
」
・
「
不
退
転
」
・
「
一
生
補
処
」
の
意
味
よ
り
す
れ
ば
、

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
「
不
退
転
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語

絶
対
者
た
る
他
者
ー
す
な
わ
ち
「
他
者
に
し
て
す
べ
て
」

(
t
o
 
h
e
t
e
r
o
n
 k
a
i
 p
a
n
)
＇
~
で

ニ
四
七
（
五
九
九
）

ま
た

a
v
i
v
a
r
t
a
n
i
y
a
な
る
原
語
に
気
付
き
つ
つ
、

し
か
も

こ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
語
の
漢



注

D

象
徴
を
も
っ
て
示
さ
れ
、
ご
誕
生
は
蓮

(
p
a
d
m
a
)

を
も
っ
て
、

あ
り
、
従
っ
て
「
一
に
し
て
す
べ
て
」

(
t
o
h
e
n
 k
a
i
 pa.n)

で
も
な
く
、
相
対
的
他
者
ー
「
一
」

(
t
o
h
e
n
,
 
d
a
s
 E
i
n
e
)

に
対
す
る

注

D

こ
こ
に
い
う
報
身
と
は
摂
取
不
捨
の
み
仏
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は

sall].bhogakayaー

b
o
d
y
of 
c
o
m
p
l
e
t
e
 
e
n
j
o
y
m
e
n
t
を
意
味
す
る
I

に
当
た
る
。
華
厳
経
（
ケ
ゴ
ン
キ
ョ
ウ
）
の
本
尊
ビ
ル
シ
ャ
ナ
仏
も
、
梵
網
（
ボ
ン
モ
ウ
）
経
の
本
尊
ル
シ
ャ
ナ
仏
も
、
天
台
宗
の
ル
シ
ャ
ナ
仏
（
ビ

ル
シ
ャ
ナ
仏
は
法
身
、
シ
ャ
カ
は
応
身
）
も
報
身
仏
で
は
あ
る
が
、
救
い
の
範
囲
は
後
の
2
仏
の
方
が
前
仏
よ
り
広
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
奈
良
大

仏
に
つ
い
て
は
華
厳
経
本
尊
説
と
梵
網
経
本
尊
説
が
対
立
し
て
い
る
。
う
え
の
ビ
ル
シ
ャ
ナ
も
ル
シ
ャ
ナ
（
ル
サ
ナ
）
も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
Vairo,

ciina
の
音
訳
で
あ
り
、
こ
の
音
訳
の
別
を
意
味
の
別
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
中
国
系
ま
た
は
日
本
系
の
特
色
が
あ
る
。

た
だ
し
釈
尊
の
仏
教
に
お
い
て

a
p
a
r
i
h
i
i
n
i
y
a
な
ど
の
動
形
容
詞
の
前
提
と
す
る
、
う
え
の
絶
対
的
他
者
が
、
復
活
の
キ
リ
ス
ト
の
ご

ni 

と
く
、
は
た
し
て
有
形
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
換
言
す
れ
ば
釈
尊
の
仏
教
に
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
ク
の
考
え
が
あ
っ
た
か
否
に

つ
い
て
ア
ゴ
ソ
部
経
典
に
基
づ
く
証
査
は
い
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
釈
尊
の
色
身
が
仏
像
出
現
ま
で
の
期
に
お
い
て
種
々
の

の

ご
成
道
は
ピ
ッ
パ
ラ
栂
を
も
っ
て
、

を
も
っ
て
示
さ
れ
、
こ
の
色
身
が
ご
入
滅
（
大
般
ネ
ハ
ン
）
に
よ
っ
て
わ
れ
ら
人
間
に
と
っ
て
不
可
見
の
境
に
入
ら
れ
た
こ
と
と
そ
の
後

の
釈
尊
を
示
す
に
塔

(
s
t
u
p
a
)
を
も
っ
て
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
右
の
塔
は
釈
尊
の
仏
教
に
お
け
る
、
有
形
な
る
絶
対
的
他
者
を
暗

示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
け
っ
し
て
暗
示

(
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
)

は
芸
術
で
あ
り
、
明
示

(
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
)

は
破
壊
で
あ
る
と
い

う
近
代
的
主
張
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
ガ
ン
ダ
ー
ラ
後
期
に
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
芸
術
の
影
響
と
竜
棚
ボ
サ
ツ
の
方
広
仏
教
の
お

6
ッ

蔭
で
す
ば
ら
し
い
ア
ボ
ロ
仏
の
出
現
と
な
っ
た
。

自
著
、
テ
オ
ー
リ
ア
の
真
義
と
政
治
学
、

39
頁
以
下
。

ご
説
法
は
輪
宝

(
c
a
k
r
a
,
r
a
t
n
a
)

「
他
者
」

(
t
o
h
e
t
e
r
o
n
,
 
d
a
s
 A
n
d
e
r
e
)
-
|ー
で
も
な
い
。

関
法
第
一
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

ニ
四
八
（
六

0
0
)



以
上
に
お
い
て
釈
尊
の
仏
教
は
有
形
な
る
、
絶
対
的
他
者
を
認
め
る
点
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
と
共
通
な
る
こ
と
を
論
述
し
た
。
た
だ

し
現
在
の
キ
リ
ス
ト
教
牧
師
の
大
多
数
に
と
っ
て
神
は
永
遠
に
「
隠
さ
れ
た
神
」

(
D
e
u
s
a
b
s
c
o
n
d
i
t
u
s
)
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
信
仰
で
は
、

神
の
大
愛
は
、
神
に
向
か
っ
て
永
遠
に
結
合
せ
ら
れ
た
も
の
も
こ
れ
を
知
る
よ
し
も
な
い
が
、

が
示
す
ご
と
く
「
自
在
者
」

(
I
u
h
v
a
r
a
)

で
は
な
く
、

え
ら
れ
る
。

注
功

P
e
s
h
i
t
t
a

に
よ
れ
ば

T
h
e
A
c
t
s
 2
0
 :
 2
8

に
e
t
e
h
d
a
m
s
h
i
k
h
a
ー
t
h
e
c
h
u
r
c
h
 o
f
 C
h
r
i
s
t

の
義
ー
と
あ
る
と
こ
ろ
を
、
ラ
ム
サ

dし

a
m
s
a
)

に
よ
れ
ば
キ
リ
ス
ト
単
位
論
者
が
キ
リ
ス
ト
の
人
性
を
否
定
し
て

M
'
s
h
i
k
h
a

を

A
l
o
h
a

に
変
え
（
自
著
、
正
統
政
治
学
、

1
3
7

頁、

1
3
8

頁）、

ニ
ペ
ソ
会
議
で
単
性
論
が
採
用
さ
れ
て
ネ
ス
ト
ル
の
追
放
と
な
っ
た
。
し
か
し
原
始
キ
リ
ス
ト
教
会
は
そ
れ
以
前
か
ら

P
e
s
h
i
t
t
a

に
従
っ
て
キ
リ

ス
ト
両
性
論
者

(
D
y
o
p
h
y
s
i
t
e
s
)

で
あ
っ
た
（
前
掲
、
自
著
、

65
頁
）
。
こ
の
点
で
釈
尊
の
仏
教
に
お
い
て
釈
尊
に
つ
い
て
の

d
y
o
p
h
y
s
i
t
i
s
m
が

認
め
ら
れ
る
に
通
じ
る
。

幻
還
相
回
向
（
ゲ
ン
ソ
ウ
ェ
コ
ウ
）
は
往
相
回
向
を
含
め
て
往
還
回
向
（
オ
ウ
ゲ
ン
ネ
コ
ウ
）
と
言
い
。
「
往
還
回
向
」
は
本
派
本
願
寺
に
よ
る
「
正

"9

と
訳
出
せ
ら
れ
て
い
る
。
往
還
回
向
の
ボ
サ
ッ

(
b
o
d
h
i
,

信
偶
」
英
訳
に
は

^̂
mer-it,transferences
for 
g
o
i
n
g
 f
o
r
w
a
r
d
 a
n
d
 r
e
t
u
r
n
m
g
 

sattva, 
P.L 
b
o
d
h
i
s
a
t
t
v
a
)
は
E
i
[四
1

柚
心
k

ハ
に
も
自
分
と
同
じ
く
妙
果
を
得
し
め
よ
う
と
す
る
こ
と
1

を
行
な
う
点
で
、
こ
れ
を
行
な
わ
な
い

ア
ラ
カ
ン

(
[
S
J

arhat, 
[
P
]
 
arahii)

と
区
別
せ
ら
れ
る
。
ア
ラ
カ
ン
は
他
の
供
旋
，
（
別
述
）
と
尊
敬
を
受
け
る
の
み
。
こ
こ
に
い
う
回
向
と
は

死
者
に
対
す
る
追
善
供
養
を
意
味
す
る
回
向
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ぎ
に
聖
徳
太
子
の
シ
ョ
ー
マ
ン
経
義
疏
（
ギ
シ
ョ
）
に
は
往
相
回
向
の
ボ
サ
ツ
を
七
地
（
シ
チ
ヂ
）
の
名
で
、
還
相
廻
向
の
ボ
サ
ツ
を
「
八
地

以
上
の
ボ
サ
ッ
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

C

八
地
以
上
と
は
八
、
九
、
十
地
の
こ
と
。
ま
た
太
子
の
「
別
体
の
三
宝
」
に
お
け
る

3) 2) 

本
論
、
前
掲
2
3
5
頁。

自
著
、
最
高
文
芸
と
し
て
の
正
統
政
治
学
、
さ
し
え
「
ア
ポ
ロ
仏
」
と
そ
の
説
明
。

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

ニ
四
九
（
六

0
I

)

 

「
不
退
」
の
ボ
サ
ツ
は
「
不
退
」
の
原
語

幻

b
a
d
d
h
a

で
あ
る
と
は
い
え
、
仏
陀
の
大
慈
悲
に
あ
ず
か
り
え
て
還
相
回
向
が
望
み



釈
尊
79
歳
の
お
ん
時
、

Ajatasatru, [
P

J

 

Ajatasattu)
王
は
力
。
ヒ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ

A
S
J
Kapilavastu, [
P

]

 

Kapilavatthu)
と
コ
ー
サ
ラ
I
A
S
]
Kosala, 

[

P

]

 

K
o
s
a
l
a
)
を
統
一
し
、
さ
ら
に
ヴ
リ
ッ
ジ

A
S
J
Vrji, [
P

]

 

Vajji)
に
脅
威
を
感
じ
て
、
こ
れ
に
防
衛
戦
を
進
ん
で
開
始
す
る
の
当

否
を
大
臣
ヴ
ァ
ル
シ
ャ
カ
ー
ラ

A
S
]
V
 arsakara, 
[
P
]
 
V
 assakara) 

の

子
ア
ナ
ン

A
S
]
[
P
]
 
A
n
a
n
d
a
)
に
う
え
の

satta
aparihaniya 
d
h
a
m
.
m
a
の
各
の
「
不
退
法
」

き
ヴ
リ
ッ
ジ
国
に
行
な
わ
れ
る
や
否
や
を
順
次
問
わ
れ
、
各
法
に
つ
き
行
な
わ
れ
る
旨
の
答
え
あ
る
ご
と
に
、
釈
尊
は
ヴ
リ
ッ
ジ
国
の
久

2) 注い

本
論
文
、
2
5
4
頁。

(aparihaniya d
h
a
m
m
a
)
に
つ

を
派
し
て
釈
尊
に
伺
っ
た
と
き
、
釈
尊
は
側
近
に
あ
っ
た
仏
弟

な
お
ア
ゴ
ン
部
ス
ー
ト
ラ
に
お
い
て

a
p
a
r
i
h
a
n
i
y
a
の
地
位
を
う
る
時
点
が
方
広
部
ス
ー
ト
ラ
に
お
い
て

avivartaniya
の
地
位
を

う
る
時
点
と
一
致
す
る
か
否
か
の
点
は
こ
れ
を
肯
定
的
に
解
せ
ら
れ
る
も
、
こ
の
点
は
後
に
論
ず
る
。

以
上
に
お
い
て
ア
ゴ
ソ
部
ス
ー
ト
ラ
の

aparihaniya
の
意
義
を
説
明
す
る
た
め
に
こ
の
語
と
あ
わ
せ
て
方
広
部
ス
ー
ト
ラ
の
諸
語
をll 

説
明
し
た
。
し
か
ら
ば
つ
ぎ
に
う
え
の
。
ハ
ー
リ
語
の
ア
ゴ
ン
部
に
お
け
る
出
所
は
い
か
ん
。
そ
れ
は
ア
ゴ
ソ
部
の
長
部

(
D
i
g
h
a
n
i
k
a
y
a
)

6
5
 

の
大
般
（
ダ
イ
ハ
ツ
）
ネ
ハ
ン
経
(Maha,parinibbana,sutta)
に
お
い
て
つ
ぎ
の
物
語
り
の
中
に
「
七
不
退
法
」

(satta
aparihaniya 

パ
ー
リ
語
仏
典
。
こ
れ
に
相
当
す
る
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
よ
り
の
漠
訳
仏
典
は
長
阿
含
経
。

長
阿
含
経
で
は
遊
行
経
。

ll 

す
で
に
釈
尊
の
信
者
と
な
っ
て
い
た
マ
ガ
ダ

(
M
a
g
h
a
d
a
)
国
の
ア
ジ
ャ
七
（
〔
S
〕
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ゥ
ル

d
h
a
m
m
i
i
)
と
い
う
語
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。

注
⑭

「
仏
」
と
は
方
便
法
身
と
考
え
ら
れ
る
。

関
法
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一
六
巻
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四
・
五
・
六
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ま、"
 

し
く
安
穏
で
あ
る
こ
と
を
保
証
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
拝
聴
し
た
大
臣
の
厚
く
謝
し
て
退
去
し
よ
う
と
す
る
に
当
た
り
、
釈
尊
は
「
汝
は
何

3
 

事
に
も
時
機
を
思
考
す
べ
き
で
あ
る
。
」

(
y
a器
a
d
a
n
i
 tvaip. 
kalaip. 
maii.iiasi,)
と
教
え
ら
れ
、
こ
の
ご
教
訓
に
よ
り
ア
ジ
ャ
セ
王
は

心

宜
戦
を
思
い
止
ま
っ
た
。

注
D

ア
ジ
ャ
セ
。
ダ
イ
バ
ダ
ッ
ク

(Devadatta)
は
極
端
な
禁
欲
主
義
者
で
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
ら
し
か
っ
た
が
、
釈
尊
の
弟
子
と
な
っ
て
か
ら
も
も
と

の
信
仰
を
捨
て
き
れ
ず
、

70
歳
を
越
さ
れ
た
釈
尊
に
教
団
の
指
導
的
地
位
を
求
め
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
、
叛
逆
し
た
。
そ
の
後
マ
ガ
ダ
国
の

ア
ジ
ャ
セ
太
子
（
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
ら
し
い
）
の
帰
依
を
得
、
こ
れ
を
そ
そ
の
か
し
父
王
を
殺
さ
し
め
た
。
ま
た
太
子
は
こ
の
と
き
父
を
救
お
う
と
す

る
母
后
を
も
投
獄
し
た
。
か
く
し
て
王
と
な
っ
た
ア
ジ
ャ
セ
は
そ
の
後
、
反
省
し
釈
尊
に
帰
依
し
た
。
そ
こ
で
王
家
の
支
持
を
失
っ
た
ダ
イ
バ
ダ
ッ

ク
は
も
だ
え
死
ん
だ
。

の
ア
ナ
ン
1
1
釈
尊
の
イ
ト
n
o

釈
尊
ご
成
道
の
年
に
生
ま
れ
る
。
博
覧
強
記
の
点
で
仏
弟
子
中
第
1
と
い
わ
れ
る
。
釈
尊
の
晩
年
に
そ
の
秘
書
と
な

り
、
そ
の
ご
入
減
を
み
と
っ
た
。
ま
た
女
性
の
理
解
深
く
、
か
れ
の
斡
旋
に
よ
っ
て
女
性
の
入
門
が
は
じ
め
て
許
さ
れ
た
。

め

[
S
]
[
P
]
ks.la11
「
時
」
の
ほ
か
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の

kair6s
と
と
も
に
、
「
時
機
」
（
圧
e
right 
t
i
m
e
 for 
action)
を
意
味
す
る
。
ヴ
リ
ッ
ジ

国
の
盟
主
と
し
て
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
(
[
呂V
a
i
s
a
l
i
•
[
P
]

Vess.Ii)
に
都
し
て
い
た
リ
シ
ュ
チ
ャ
ヴ
ィ
ー
国

([SJLiscavi••[P] 

Licchavi) 

は
そ
の
国
民
が
華
美
と
な
り
、
国
内
の
和
合

(saqi.gha)
を
忘
れ
て
外
国
人
と
通
謀
し
た
か
ら
、
つ
い
に
マ
ガ
ダ
国
に
減
ぼ
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

め
こ
の
「
七
不
退
法
」
の
物
語
り
を
主
な
る
資
料
の
1
つ
と
し
て
昭
和
1
9
年
1
0
月
号
の
法
学
論
叢
（
京
大
法
学
会
編
集
）
に
自
作
「
聖
徳
太
子
と
国

民
会
議
」
を
登
載
し
た
。

う
え
の
「
七
不
退
法
」
の
内
容
を
伺
っ
て
、
こ
れ
を
方
広
仏
教
の
語
を
借
り
て
言
え
ば
、

こ
の
「
仏
・
法
・
僧
」
の
「
僧
」
（
器
i:p.gha)

の
う
ち
に
は
「
仁
王
」
を
あ
っ
く
敬
う
こ
と
を
含
み
、
従
っ
て
英
法
の
語
を
借
り
て
云
え

「
僧
」
は
広
義
の

"̂equality
b
e
f
o
r
e
 
(
o
r
 
u
n
d
e
r
)
 
G
o
d
 a
n
d
 t
h
e
 

Iaw"ー
e"legal
e
q
u
a
l
i
t
y
"
と
＾
＾
political
e
q
u
a
l
i
t
y
 "
 

ー
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の

e
q
u
a
l
i
t
y

は
フ
ラ
ン
ス
法
の
《
e
q
u
a
l
i
t
e
d
e
v
a
n
t
 la 

1
~
)
と
区
別
せ
ら
れ
る
。

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

二
五

（六

0
三）

と
は
い
え
む
ろ
ん
、

当
時

「
別
体
の
三
宝
」
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
り
、



「
小
」
と
は

1
個
人
を
言
う
。
従
っ
て
こ
こ
に
「
大
事
」
と

第
一
六
巻
第
四
•
五
・
六
号m

 

の
政
治
的
自
由
は
古
代
的
直
接
民
主
政
治
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
近
代
的
代
議
政
治
に
よ
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
た
だ
し
こ
こ
に
い
う
古

心

代
的
直
接
民
主
政
治
は
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
な
ど
の
認
め
る
ご
と
き
単
な
る
形
式
上
（
法
上
）
の
直
接
民
主
政
治
で
は
な
く
、
釈
尊
の
仏
教
で

は

4
つ
の
カ
ー
ス
ト
別
を
認
め
な
か
っ
た
か
ら
、
事
実
上
の
直
接
民
主
政
治
で
あ
っ
た
。

注

D
「
仁
王
」
に
つ
い
て
は
自
著
、
正
統
政
治
学
、

"11

頁
注
勾
参
照
。
釈
尊
当
時
は
選
挙
王
制
多
く
、
釈
尊
の
父
も
ジ
ン
＾
の
認
め
る
ご
と
く
(Sinha,

g
<
g
e
i
g
n
t
y
 in A
n
c
i
e
n
t
 I
n
d
i
a
n
 Polity, 
p. 
101)
、
か
か
る
王

(riija)
で
あ
っ
た
。

め

1
7
9
3
年
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
＾
＾
egalite
p
a
r
 la n
a
t
u
r
e〉
>
（
生
ま
れ
な
が
ら
の
平
等
）
ー
身
分
の
平
等
を
含
む
l

と^
〈
egalite
d
e
v
a
n
t
 la loi≫ 

（
法
の
前
の
平
等
）
を
結
合
し
て
そ
の
第
3
条
に
「
す
べ
て
の
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
平
等
で
あ
り
、
ま
た
法
の
前
に
平
等
で
あ
る
。
」

(
T
o
u
s
l
e
s
h
o
m
,
 

m
g
s
o
n
t
 e
g
a
u
x
 p
a
r
 la n
a
t
u
r
e
 et d
e
v
a
n
t
 la loi,)
と印
i

し
た
。
こ
れ
よ
り
前
は

egalite
d
e
v
a
n
t
 la loi
ま
た
は

Q
u
a
l
i
t
y
before 
the l
a
w
 

の
語
は
、
米
仏
に
用
い
ら
れ
ず
、
こ
れ
い
ご
は
こ
れ
ら
の
語
は
米
ま
た
は
仏
に
お
い
て
、
う
え
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
意
味
で
憲
法
上
に
用
い
ら
れ
た
。

め
ィ
ン
ド
に
お
け
る
当
時
の
直
接
民
主
政
治
は
仏
教
国
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
機
関
を

sai:p.stha
と
称
し
、
そ
の
議
事
法
は
原
則
と
し
て
全
員
一
致

（
白
コ
ン
マ
、

[
S
]
jftaptikarma, 
[
P
]
 
i
i
a
t
t
i
k
a
m
m
a
)

で
、
例
外
的
に
多
数
決
（
多
語
、

[
S
]
pratijfia, 
[
P
]
 
patififia)
を
行
な
っ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
自
作
、
聖
徳
太
子
と
国
民
会
議
（
京
大
、
法
学
論
叢
、
昭
1
9
、
1
0
月
号
）
に
詳
論
。

の
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
諸
ボ
リ
ス
に
お
い
て
奴
隷
だ
け
は
国
民
会
議
に
出
席
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
奴
隷
は
法
上
は
物
で
あ
り

人
間
で
な
か
っ
た
か
ら
、
た
と
え
奴
隷
の
か
か
る
排
除
ぁ
る
も
そ
れ
は
民
主
政
治
で
あ
る
と
す
る

(G.
Jellinek, 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 Staatslehre, 
3te 

Aufl. S
.
 
719)。
し
か
し
か
く
の
ご
と
き
は
法
学
に
偏
し
た
民
主
政
治
の
考
察
で
あ
り
、
社
会
学
的
、
政
治
学
的
に
民
主
政
治
の
実
体
を
理
解
す
る

も
の
で
は
な
い
。

ま
た
う
え
の
仏
教
的
民
主
政
治
は
「
大
事
」
(
m
a
h
a
,
v
a
t
t
h
u
,
p
l
.
,
v
a
t
t
h
a
v
a
s
)
に
関
し
て
行
な
わ
れ
「
大
事
」
と
は
「
小
事
」

(
h
r
n
a
,
v
.
)

に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
大
」
と
は
各
個
人
の
結
合
し
た
全
体
を
言
い
、

は
国
民
各
個
人
の
全
体
に
関
す
る
「
事
」

(
v
a
t
t
h
u
)

で
あ
る
。
し
か
ら
ば
わ
が
聖
徳
太
子
が
摂
政
と
し
て
制
定
さ
れ
た
「
憲
法
十
七
条
」

関
法

二
五
二
（
六

0
四）



二
五
三
（
六

0
五）

「
衆
」
と
と
も
に
議
論
す
べ
き
旨
を
宣
言
せ
ら
れ
た
の
は
こ
の
仏
教
的
民
主
政

注
D
[
P
]
vatthu, 
pl. 
v
a
t
t
h
a
v
a
s
1
1
[
S
]
 
v
a
s
t
u
 ;
 pl. 
vastavas,

こ
の
語
は
語
根

v
a
s
(
住
む
）
と
関
係
し
、
1

)

the 
seat 
of
…
"
 

t
h
i
n
g
 in 
question

の
義
が
あ
る
°

K
a
p
i
l
a
v
a
t
t
h
u
参
照
。

は
、
元
来
、
バ
ラ
モ
ン
教
に
お
け
る
理
想
的
世
界
君
主
で
あ
り
、
供
養
第
1
主
義
の
も
と
、

ド
傍
系
の
サ
ー
ン
キ
ヤ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
気
付
か
れ
、
長
部
へ
の
も
っ
と
も
不
当
な
る
添
付
を
見
る
。

2
)
 

t
h
e
 

こ
の
「
輪
王
」

つ
ぎ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
う
え
の
「
仁
王
」
は
方
広
部
仏
教
の
用
語
を
も
っ
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ゴ
ン
部
仏
教
と
方
広

ジ
ョ
ウ

部
仏
教
の
両
方
に
認
め
ら
れ
る
「
転
輪
聖
王
」

(
L
S
]
C
a
k
r
a
v
a
r
t
i
,
r
a
j
a
,
 
[

P

]

 

C
a
k
k
a
v
a
t
t
i
,
r
a
j
a
)

と
区
別
せ
ら
れ
る
。

4
つ
の
カ
ー
ス
ト
を
前
提
と
し
て
考
え
ら
れ
、

釈
尊
が
い
ま
だ
父
王
の
家
庭
に
あ
っ
た
と
き
、
世
を
捨
て
ね
ば
か
な
ら
ず
「
輪
王
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
た
。
む
ろ
ん
ァ
ゴ
ン
部

の
長
部
（
前
掲
）
に
は
「
輪
王
」
を
強
調
す
る
経
文
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
長
部
は
、
長
阿
含
の
場
合
が
王
の
「
行
・
住
・
坐
（
座
）
．
臥
」

「
四
衆
」
す
な
わ
ち
「
武
士
衆
」

(
k
h
a
t
t
i
y
a
,
p
a
r
i
s
a
)
・
「
バ
ラ
モ
ン
衆
」

衆」

(
g
a
h
a
p
a
t
i
-
p
.
)
・
「
シ
ャ
モ
ン
衆
」

(samai:ia-p.)
を
前
提
と
す
る
。
従
っ
て
輪
王
経
に
は
サ
バ
タ
ワ
ダ
よ
り
む
し
ろ
ウ
。
ハ
ニ
シ
ャ
ッ

注

D

釈
尊
の
仏
教
に
は
4
う
の
カ
ー
ス
ト
な
く
、
従
っ
て
本
文
の
「
四
衆
」
の
別
が
な
い
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
釈
尊
ご
入
減
後
の
「
四
衆
」
ー
ビ
ク
、

ビ
ク
ニ
、
ウ
バ
ソ
ク
、
ウ
バ
イ
ー
も
な
い
。
釈
尊
当
時
、
み
弟
子
は
ひ
と
し
く
「
シ
ャ
モ
ン
釈
子
」

(
[
S
]
sramaJJa 
sakya,putra, [
P

]

 

samal)a 

sakya,putta)
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
場
合
「
シ
ャ
モ
ン
」
と
は
仏
教
の
中
外
を
問
わ
ず
宗
教
生
活
者
と
い
う
義
で
あ
り
、
「
シ
ャ
モ
ン
」
は
か
な
ら

ず
し
も
「
出
家
」

(
a
n
a
g
a
r
a
)
で
な
く
、
「
在
家
」

(sagara)
・
非
僧
非
俗
で
あ
っ
て
よ
い
。
「
釈
子
」
は
「
釈
種
」

(sakya,jati)

と
も
言
わ
れ
、

シ
ャ
カ
族
一
門
の
義
で
あ
る
。

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
j

の
4
を
前
提
と
す
る
と
異
な
り
、

治
の
宣
言
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

に
お
い
て
政
治
の
「
大
事
」
は
「
独
制
」
す
べ
か
ら
ず
、

(
b
r
a
h
m
a
I
_
l
a
,
p
.
)
・
「
居
士



2
 つ

ぎ
に
釈
尊
の
仏
教
に
お
い
て
う
え
の
「
不
退
転
」
の
地
位
を
得
る
時
機
は
い
つ
と
せ
ら
れ
る
か
の
点
は
う
え
の

a
p
a
r
i
h
a
n
i
y
a
と
い

う
語
の
意
味
か
ら
だ
け
で
は
明
ら
か
に
せ
ら
れ
な
い
。
う
え
の
。
ハ
ー
リ
文
「
大
般
ネ
ハ
ン
経
」
に
は
う
え
の
「
七
不
退
転
法
」
に
つ
い
で

「
七
不
退
法
」
・
「
六
不
退
法
」

(
c
h
a
a. 
d.)
が
こ
の
「
七
」
と
異
な
る
内
容
で
認
め
ら
れ
、

る
が
、

ど
の
「
不
退
法
」
に
つ
い
て
も
こ
の
世
に
お
け
る
「
退
転
」

(parihani)
の
可
能
を
認
め
、

(kala) C
既
述
）
を
考
え
る
べ
き
を
教
え
て
い
ら
れ
、

ーヽー

城
と
な
る
も
の
ぞ
、
」
と
予
言
せ
ら
れ
、

ま
た
こ
の
都
城
す
ら
退
転
の
と
き
あ
る
を
明
言
せ
ら
れ
た
。

安
養
の
土
に
至
っ
て
は
じ
め
て
確
保
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
が
釈
慈
の
仏
教
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
退
転
に
つ
き
釈
尊
は
「
時
機
」

も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
都

こ
の
。
ハ
ー
リ
語
は
混
成
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

d
e
v
a
n
a
r
p
p
r
i
y
a
に
当
た
り
、
「
天
愛
」
と
漠
訳
せ
ら
れ
る
も
、
「
諸
天
に
愛
せ
ら
れ
る
も
の
」

(
[
o
n
e
 
w
h
o
]
 is 
d
e
a
r
 to 
g
o
d
s
)
の
意
を
持
っ
て
お
り
、
仏
教
に
帰
依
後
の
ア
シ
ョ
ー
カ

(
A客
k
a
)
王
は
自
ら
の
称
と
し
て
「
天
愛
」

ま
た
は
「
天
愛
王
」

(
D
e
v
a
n
a
r
p
p
i
y
a
R
a
j
a
,
 
[
M
a
g
.
]
 D
e
v
a
n
a
r
p
p
i
y
a
 R
a
n
y
a
)
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
王
の
君
臨
し
た
マ
ガ
ダ
国
の

首
都
で
あ
り
、
王
が
仏
教
を
四
方
に
伝
え
た
中
心
を
な
し
た
。
ハ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
合
S
]
Pataliputra, 
[P] Pataliputta)

に
つ
い
て
つ
ぎ

の
物
語
り
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
天
愛
」
の
原
語
が
た
と
え
現
存
の
「
長
部
」
に
残
ら
ず
、
従
っ
て
釈
尊
お
自
ら
が
こ
れ
を
用
い
ら
れ
た

か
否
か
は
不
明
な
る
も
、
由
他
力
な
る
往
相
回
向
を
な
す
者
を
示
す
語
と
し
て
適
切
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
諸
天
と
は
む
ろ
ん

還
相
回
向
の
諸
ボ
サ
ッ
で
あ
る
ま
た
次
の
物
語
り
を
考
え
る
と
き
釈
尊
も
お
そ
ら
く
こ
の
「
天
愛
」
な
る
語
を
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ

d
e
v
a
n
a
i
p
p
i
y
a
 

注
D
b
h
a
v
i
s
s
a
t
i
(
別
論
）
参
照
。
本
論
文
、
2
5
5
頁
参
照
。

関
法
第
一
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

し
か
ら
ば
「
不
退
転
」
の
地
位
は

ま
た
。
ハ
ー
タ
リ
都
城
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
は
世
の
た
め
、

い
ず
れ
も
「
不
退
転
」
へ
至
る
の
規
範
で
あ

二
五
四
（
六
0
六）



注
D

二
五
五
（
六

0
七）

注
D
d
e
v
i
i
n
i
i
m
=
d
e
v
a
IJ)
複
数
属
格
。
.
/
p
r
i
1
1
愛
す
る
。
喜
ぶ
。
こ
の
語
根
は
f
r
e
i
•
F
r
i
e
d
e
,

freuen•Freude, 

F
r
e
u
n
d
と
関
係
す
る
。

の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
法
勅
に
は
四
生
の
う
ち
化
生
を
認
め
ず
、
そ
の
代
わ
り
、
種
生
を
認
め
る
。
こ
れ
ア
イ
ク
レ
ー
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ト
の
認
め

る
四
生
に
合
致
し
、
釈
尊
の
仏
教
で
は
こ
れ
に
よ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
湿
生
と
は
ア
パ
ー
リ
ン
(Oparin)
の
認
め
る

spontaneous
g
g
e
r
a
,
 

tion
に
当
た
る
。

マ
ガ
ダ
国
の
首
都
、

王
舎
城

A
S
]
R
a
j
a
g●
ha, 
[P] R
a
j
a
g
a
h
a
)
付
近
に
お
け
る
山
中
の
説
法
に
て
ア
ジ
ャ
セ
王
の
開
戦
を
上
述
の

ご
と
く
思
い
と
ど
ま
ら
し
め
た
釈
尊
は
ま
も
な
く
王
舎
城
か
ら
北
へ
進
み
、
あ
る
大
河
の
ほ
と
り
に
出
ら
れ
た
。
王
舎
城
の
住
民
、
大
臣

ヴ
ァ
ル
シ
ャ
カ
ー
ラ
と
と
も
に
こ
こ
ま
で
釈
尊
を
送
り
来
っ
て
別
れ
を
惜
し
み
、
大
臣
は
王
が
純
然
た
る
防
衛
の
た
め
河
畔
の
。
＾
ー
ク
リ

村

A
S
]
Patali'門
a
m
a
,• 
[P] P.
、g
a
m
a
)

ュ、
[

S

]

parigraha, [P] parigaI].ha)
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

と
祝
福
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
請
わ
れ
る
ま
ま
に
都
城
門
に
み
名
を
与
え
て
「
ガ
ウ
ク
マ
門
」

A
S
]
G
a
u
t
a
m
a
,
d
v
a
r
a
,
 [P] G
.＇d
d
a
v
a
)
 

と
称
せ
ら
れ
た
。
釈
尊
79
歳。

本
論
文
、
粒
4
頁。

に
築
い
て
い
た
都
城
を
示
し
た
。
こ
の
と
き
釈
尊
は
こ
の
都
城
は
諸
天
が
摂
受
（
シ
ョ
ウ
ジ

D
 

「
こ
れ
は
世
の
た
め
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
都
城
と
な
る
も
の
ぞ
、
」

そ
の
後
ア
ジ
ャ
セ
王
の
子
が
王
で
あ
っ
た
と
き
、
国
土
の
成
長
に
応
じ
て
便
宜
上
、
都
を
王
舎
城
か
ら
。
ハ
ー
ク
リ
村
に
移
し
、
そ
の
後

パ
ー
ク
リ
は
。
＾
ー
ク
リ
プ
ト
ラ
と
称
せ
ら
れ
、
な
が
く
マ
ガ
ダ
国
の
首
府
と
な
っ
て
ア
シ
ョ
カ
王
の
と
き
に
及
ん
だ
。

「
天
愛
王
」
の
名

は
マ
ガ
ダ
国
孔
雀
王
朝
第
2
代
で
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
父
王
で
あ
っ
た
ビ
ン
ド
ゥ
サ
ー
ラ

(
B
i
n
d
u
s
a
r
a
)
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
、

る。

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー



同
王
朝
第
3
代
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
よ
っ
て
継
承
せ
ら
れ
も
の
で
あ
る
が
、

ッ
ト
や
。
＾
ー
リ
語
な
ど
に
お
い
て
は
「
馬
鹿
者
」
と
い
う
意
味
で
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
ビ
ン
ド
ゥ
サ
ー
ラ
王
が
「
天
愛
王
」
と

自
ら
を
呼
称
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
バ
ラ
モ
ン
教
か
ら
仏
教
に
改
宗
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
の
「
天
愛
王
」
の
称

幻

を
用
い
た
う
え
の
両
王
（
紀
元
前
第
3
世
紀
）
は
パ
ー
ク
リ
都
城
に
つ
い
て
の
釈
尊
（
紀
元
前
第

5
世
紀
）
の
う
え
の
物
語
り
を
思
い
起

注

D

ひ
ろ
く
「
天
愛
」
と
言
う
称
は
仏
教
外
の
一
般
サ
ン
ス
ク
リ

ア
ジ
ャ
セ
王
の
子
は
父
を
殺
し
て
位
に
つ
い
た
と
の
伝
え
が
あ
り
、
ま
た
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
つ
い
て
そ
の
晩
年
の
不
幸
の
伝
説
が
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
ら
は
サ
パ
ク
ワ
ダ
に
よ
る
諸
行
無
常
観
か
ら
の
創
作
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

勾
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
の
没
落
い
ご
マ
ガ
ダ
国
に
お
い
て
孔
雀
王
朝
の
初
代
王
と
な
っ
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
ク

(Canclragupta)

は
は
じ
め
バ
ラ
モ

ン
教
徒
ー
お
そ
ら
く
サ
ー
ン
キ
ヤ
派
ー
で
あ
り
、
「
実
利
論
」

(Arthasiistra)
ー
政
治
・
経
済
の
書
ー
に
よ
っ
て
1
種
の
啓
蒙
専
制
君
主
政

を
行
な
っ
て
は
じ
め
て
イ
ン
ド
に
大
国
を
建
設
し
た
。
し
か
し
供
犠
（
別
述
）
が
バ
ラ
モ
ン
を
全
知
全
能
の
神
の
ご
と
く
取
扱
う
結
果
を
生
む
こ
と
に

深
い
反
省
を
感
じ
た
ら
し
く
、
晩
年
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
と
な
っ
て
王
位
を
捨
て
位
を
そ
の
子
ビ
ン
ド
ゥ
サ
ー
ラ
に
譲
っ
た
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
伝
説
に

よ
る
と
そ
の
後
、
苦
行
12
年
間
、
断
食
に
よ
っ
て
自
ら
の
死
を
早
め
た
と
い
う
。
か
く
て
即
位
し
た
2
代
王
は
父
王
の
在
位
の
と
き
の
ご
と
き
バ
ラ

モ
ン
教
徒
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
王
の
治
世
の
最
初
の
間
は
か
か
る
バ
ラ
モ
ン
教
徒
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
王
が
は
じ
め
て

「
天
愛
王
」
の
称
を
用
い
た
と
き
は
、
本
文
に
記
す
る
ご
と
く
、
仏
教
へ
改
宗
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

近
時
発
見
せ
ら
れ
た
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
金
石
文
か
ら
前
4
7
2
|
4
8
2
年
を
仏
減
の
年
と
し
、

M
a
x
Muller
も
前
4
7
7
年
説
を
と
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
釈
尊
の
み
こ
と
ば
た
る
。
ハ
ー
リ
語
で
あ
り
、
前
者
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の

m
a
d
h
y
a
m
a
p
r
a
t
i
p
a
d
に
当
た
り
、
と
も
に
「
中

道
」
と
漢
訳
せ
ら
れ
る
。
後
者
は
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
「
供
養
」
と
訳
す
る
。
ま
ず
前
者
よ
り
説
明
す
る
。

3
E
l巴
j
h
i
m
i
i
p
a
t
i
p
a
d
i
i
,
 
piijii 

3) 
こ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

関
法
第
一
六
巻
第
四
•
五
・
六
号

二
五
六
（
六

0
八）



釈
も
出
る
。
こ
れ
に
反
し
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
の

m
a
d
h
y
a
m
a

に
は
う
え
の
い
幻
の
意
味
あ
る
も
、

2) 
注

B

す
る
形
容
詞
と
し
て
も
一
般
に
も
用
い
ら
れ
た
か
ら
適
切
な
表
現
で
あ
っ
た
。

d
h
a
m
m
a
)

・
「
解
脱
」

極
端
に
走
り
、

（
ケ
ダ
ッ
‘

二
五
七
（
六

0
九）

「
中
庸
な
る
」
の
意
味
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

合
S
J
a
r
t
h
a
,
 
[

P

]

 

a
t
t
h
a
)

・
「
情
愛
」

(
[
S
]
[

P

]

 

k
a
m
a
)

・
「
法
」

(
[
S
J
d
h
a
r
m
a
,
 
[

P

]

 

[

S

]

 

m
o
k
i
?
a
,
 
[
P
]
 
m
o
k
k
h
a
)

の
4
が
人
生
の
目
的
と
し
て
考
慮
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
人
人
は
両

一
派
の
も
の
は
「
実
利
」
と
「
性
愛
」
の

2
ー
ー
＇
す
な
わ
ち
こ
の
義
の
楽
会

S
]
[

P

]

 

s
u
k
h
a
,
 
pl. 
s
u
k
h
a
)
ー

の

み

を

（
サ
ー
ン
キ
ャ
派
）
。

他
は
す
べ
て
の
楽
を
否
定
し
、
苦
行
(
[
S
]

d
u
l
;
i
k
h
a
,
 
pl. 
d
u
l
;
i
k
h
a
n
i
,
 [
P

]

 

d
u
k
k
h
a
,
 pl. 
d
u
k
k
h
a
n
i
)

を
法

と
し
て
解
脱
し
よ
う
と
し
（
ジ
ャ

1
ナ
教
・
サ
ー
ン
キ
ャ
ョ
ー
ガ
派
）
、
あ
る
い
は
「
中
道
」
を
標
ボ
ウ
し
て
苦
と
楽
(
s
u
k
h
a
9
9
a
 d
u
l
;
i
k
h
a
9
 

i;a, 

s
u
k
h
a
,
d
u
l
}
k
h
e
 ;
 s
u
k
h
a
,
d
u
k
k
h
a
n
i
)

の
双
方
を
否
定
す
る
不
苦
不
楽

(
a
s
u
k
h
a
,
a
d
u
l
}
k
h
a
)

を
法
と
し
て
解
脱
し
よ
う
と
す
る

苦
行
派
と
同
じ
く
、
諸
行
無
常
観
に
立
ち
楽

を
捨
て
去
る
厳
粛
主
義
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
厳
粛
主
義
は
か
え
っ
て
逆
に
極
端
な
享
楽
主
義
へ
移
り
や
す
く
、

義
と
な
っ
て
人
間
バ
ラ
モ
ン
を
神
化
し
た
。
そ
こ
で
釈
尊
は
諸
行
は
無
常
で
な
く
縁
起
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
（
別
述
）
を
と
ら
れ
る

と
と
も
に
真
の
「
中
道
」
主
義
を
教
え
ら
れ
た
。

ま
た
供
犠
（
前
出
）
中
心
主

釈
尊
の
こ
の
ご
見
解
は
ア
ゴ
ン
部
の
中
部
(
M
a
j
j
h
i
m
a
n
i
k
i
i
y
a
)

に
発
見
せ
ら
れ
る
釈
尊
の
み
教
え
た
る
「
中
道
」
が
苦
と
楽
の
中
庸

で
あ
り
、
釈
尊
は
こ
の
「
中
道
」
を
法
と
し
て
解
脱
を
目
的
と
せ
ら
れ
た
こ
と
で
わ
か
る
。
釈
尊
は
こ
の
解
説
を
「
ネ
ハ
ン
」
(
n
i
b
b
a
n
a
)

の

と
称
せ
ら
れ
た
。
し
か
も
こ
の
場
合
に
釈
尊
の
用
い
ら
れ
た
。
ハ
ー
リ
語
の
う
え
の

m
a
j
j
h
i
m
a

は
「
中
庸
な
る
」

(
m
o
d
e
r
a
t
e
)

を
意
味

本
論
文
、
緒
論
、

2
3
3
頁。

こ
の
パ
ー
リ
語
は
意
味
が
多
く
、

1

)

 
m
i
d
d
l
e
 

釈
尊
の
仏
教
と
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

2
)
 
m
a
j
j
h
a
t
t
h
a
 ;
 neutral, indifferent

の
意
味
も
あ
り
、
幻
の
意
味
か
ら
サ
バ
タ
ワ
ダ
的
解

J

の
最
後
の
も
の
は
一
見
し
て
両
極
端
を
避
け
る
よ
う
で
あ
る
が
、

追
求
し
（
順
世
外
道
）
、

釈
尊
当
時
、
イ
ソ
ド
に
お
い
て
は
「
実
利
」



注
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釈
尊
は
「
中
道
」
に
つ
き
う
え
の
ご
と
き
み
教
え
を
垂
れ
た
も
う
た
。
従
っ
て
釈
尊
の
仏
教
で
は
う
え
の
ご
と
き
供
犠
観
が
認
め
ら
れ

ず
、
ま
た
諸
行
無
常
を
認
め
る
ア
ゴ
ン
仏
教
・
方
広
仏
教
の
供
養
観
が
と
ら
れ
ず
、
既
述
の
ご
と
く
供
養
中
心
主
義
で
な
く
、
恭
敬
中
心

主
義
が
と
ら
れ
如
。
こ
の
こ
と
は
「
長
部
」
の
大
般
ネ
ハ
ン
経
の
仏
伝
に
お
い
て
、

た
ち
合
S
]yak~a, 

[
P
]
 y
a
k
k
h
a
)

が
非
時
花

(
a
k
a
.
l
a
,
p
u
p
p
h
a
)

(
p
u
j
a
)

は
法
を
受
け
法
を
行
ず
る
以
外
に
な
い
と
教
え
ら
れ
た
。
こ
こ
に
釈
尊
の
「
供
養
」
観
が
存
す
る
。

本
論
文
、

2
3
9
頁
参
照
。

関
法
第
一
六
巻
第
四
・
五
・
六
号

如
来
に
対
す
る
真
の
供
養

ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
み
床
を
お
お
う
シ
ャ
ー
ラ
樹
の
鬼
神

を
も
っ
て
釈
尊
に
供
養
し
た
と
き
、

な
お
本
論
の
た
め
に
は

s
a
h
a
,
b
h
a
v
i
s
s
a
t
i

な
ど
の
パ
ー
リ
原
語
に
つ
き
論
述
す
る
必
要
が
あ
る
が
別
の
機
会
に
譲
る
。

二
五
八
（
六
一

0
)




