
原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
桀

-
n
i
b
b
a
n
a
 とp
a
r
i
n
i
b
b
n
a
-

藤

田

宏

達

ば

じ

め
に

二
九
四
七
年
に
ト
ー

マ
ス
 
(
E
.
j
.
t
h
o
n
a
s
)

は
。
n
i
r
v
a
n
a
 
a
n
d

(1
)

P
r
i
n
i
r
v
a
n
a
、

と
い
う
短

い
論
文
を
書
き
、
当
時
の

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の

学
界
に
お
い
て
、
p
r
i
n
i
r
v
a
n
a
 

を
最
終
的
な
 
n
i
r
v
a
n
a
 

す
な
わ
ち
死

に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
n
i
r
v
a
n
a
と
見
る
考
え
方
が
依
然
と
し
て
広

く
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
p
r
i
n
i
r
v
a
n
a
 

は
n
i
r
v
a
n
aと

同
じ
く
現
世
で
得
ら
れ
る
も
の
で
、
.両
語
の
問
の
実
際
上
の
区
別
は
ま

っ
た
く
文
法
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
旨
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
こ
の

(2
)

見
解
は
、

そ
の
後
の
氏
の
著
作
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、

二
九
六
九
年
に

は
ノ
ー
マ
ン
 (
K
.
R
.
N
o
r
n
a
n
)
 

も
リ
ス
・
デ
ヴ
ィ
ッ
ズ
夫
人

(
c
.
a
.
f
.

R
h
y
s
 
D
a
v
i
d
s
 
)
 

が
同
じ
よ
う
な
誤
解
を
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
ト
i

(3
)

マ
ス
の
見
解
に
同
調
し
て
い
る
。

一
方
、

わ
が
国
に
お
け
る
仏
教
の
概
説
書
や
辞
典
等
を
見
る
と
、
必

ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
浬
梨
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

そ

の
中

に

は

n
i
r
v
a
n
a
 

と
p
a
r
i
n
i
r
v
a
n
a
 

の
両
語
の
関
係
に

つ
い
て
は
必
ず

し

も

明
確
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
時
と
し
て
専

門
学
者

の
論
文
に
お
け
る
浬
契

へ
の
言
及
の
中

に
も
見
出
さ
れ
る
。
浬

藥

の
語
は
、
仏
教
の
究
極
の
目
的
を
表
わ
す
用
語
で
あ
る
だ
け
に
、
正

確
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
そ
こ
で
、

い
ま
は

(4
)

原
始
仏
教
の
範
囲
に
お
い
て
、
こ
の
両
語
を
め
ぐ

っ
て
浬
繋
が
ど
の
よ

う
に
説
か
れ
て
い
る
か
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一

浬
葉

の
原
語

浬
築

の
原
語
と
い
え
ば
n
i
b
b
a
n
a
/
n
i
r
v
a
n
a

で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
「浬
葉
」
と
い
う
漢
語
は
、
そ
の
推
定
中
古
音
 
(カ
ー
ル

グ
レ
ン
の
表
記
に
ょ
る
と
n
i
e
t
-
b
u
a
n
)
 

か
ら
見
て
、
パ
ー
リ
語
形
に
類

(
5
)

似
し
た
俗
語
 
(た
と
え
ば
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
で
は
 
n
i
v
a
n
a
)
 

を
音
写

し

た

も
の
で
あ
る
こ
と
、
古
く
は
主
に

「泥
渣
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
宗
教

・
哲
学
に
お
い
て
究
極

の
目

的
を
表
わ
す
語
は

「解
脱
」
で
あ
り
内
す
で
に
仏
教
以
前
か
ら
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
仏
教
は
最
初
期
よ
り
こ

の

「解
脱
」
と

と

も

に

「浬

印
度
学
仏
教
学
研
究
第
三
十
七
巻
第

二
号

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
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原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
藥

(藤

由
)

藥
」
の
藷
を
採
用
し
た
。
原
始
経
典
の
最
古
層
と
目
さ
れ
る

『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
第
四
章

・
第
五
章
の
詩
句

か

ら
 
n
i
b
b
a
n
a
 

(
9
4
0
.
1
0
9
4

e
t
c
.

)
や

そ
の
動
詞
形
n
i
b
b
a
t
i
(915)
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
n
i
b
b
a
n
a
は
通
常
n
i
r
-
√
v
aに由
来
す
る
中
性
名
詞

で
「
吹
き
消
す
こ
と
」
「吹
き
消
し
た
状
態
」
を
意
味
す
る
と
さ

れ

る

が
、
原
始
経
典
で
は
こ
う
し
た
語
源
的
意
味
を
積
極
的
に
示
す
用
例
は

(6
)

見
当
た
ら
な
い
。
語
根
の

く
√
v
a(吹
く
)
 と
い
う
意
味
を
表
出
し
な
い

で
、
単
に

「消
え
る
こ
と
」
「消
滅
」

の
意
味
で
用
い
、
特
に
火

ま

た

は
火
に
讐

え
ら
れ
る
も
の
の
消
滅
を
さ
す
こ
と

が
多

い
。
た

と

え

ば

「灯
火
の
消
滅

(
n
i
b
b
a
n
a

)
の
ご
と
く
心
の
解
脱

(
v
i
m
o
k
k
h
a

)
が
あ

っ

た
」
(
D
N
.
I
I
.
1
5
7
G
;
 
S
N
.
I
.
P
.
1
5
9
G
,
e
t
c

)
と

い
う
よ
う
に
、

そ
れ
は
解
脱
の
境
地
に
讐
え
ら
れ
、
さ
ら
に
解
脱
そ
の
も
の
を
表
わ
す

用
語
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

一
般

に

浬
繋

の
原
義
を

「煩
悩
の
火
を
吹
き
消
す
こ
と
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
し

か

し
実
際

に
は

「吹
く
」
と

い
う
意
味
は
な
く
、
こ
れ
を
た
と
え
ば
蝋
燭

の
火
を

吹
き
消
す
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
解
す
る
の
は
不
適
当
と
い
わ
ね
ば
な
ら

(
7
)

な
い
。
漢
訳
で
も
n
i
b
b
a
n
aを
意
訳
す
る
揚
合
に
は

「滅
」
「寂
滅
」

「滅
度
」
な
ど
を
当
て
て
お
り
、
「吹
く
」
と
い
う
意
味
は
ま

っ
た
く
示

し
て
い
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
は
同
じ
く
解
脱
を
表
わ

す
n
i
r
o
-

d
h
a(止
滅
)
の
訳
語
と
共
通
し
て
い
る
。

n
i
b
b
a
n
a

と
語
形
が
似

て
お
り
、
ほ
ぼ
同
義
的
に
使
わ
れ
る
語
と
し

て
n
i
b
b
u
t
i

(
s
k
t
.
n
i
r
v
r
t
i

)
が
あ
り
、

こ
れ
も
最
古
層

の
詩
句

(
s
n
.

918
,933)
 か
ら
現
わ
れ
る
。
た
だ
原
始
経
典
全
体
と
し
て
は
、
同
じ
く

最
古
層
の
詩
句
 
(
s
n
.1041)
か
ら
、
そ
の
過
去
分
詞
形
n
i
b
b
a
n
a

(
s
k
t
.

n
i
r
v
r
t
a

)
 の
ほ
う
が
多
く
出
て
く
る
。
い
ず

れ

も
n
i
r
-
√
v
r
に

由
来

し
、
も
と
は

「覆
い
を
と
り
さ
る
こ
と
」
「と
き

ほ
こ
さ

れ
た
状
態
」

を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
が
、
た
だ
原
始
経
典
に
は
こ
の
よ
う
な
語
源
的

意
味
で
使
わ
れ
る
用
例
は
見
出
さ
れ
な
い
。
や
は
り
語
根
の
√
v
r
剤

(覆

う
)
と
い
う
意
味
を
表
出
し
な
い
で
、
単
に

「消
滅
」
を
意
味
す

る
点

は
、
n
i
b
b
a
n
a
と
同
じ
事
情
に
あ
る
。
特
に
n
i
b
b
u
t
a
は
動
詞
n
i
b
-

(
8
)

b
a
t
iの過
去
分
詞
の
ご
と
く
に
使
わ
れ
て
お
り
、
漢
訳
で
も

「浬
業
」

の
語
を
当
て
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
浬
盤
の
原
語
は
、
も
ち
ろ
ん
仏
教
独
自

の
用

語
で
は
な
い
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
古
層
経
典
を
見

る
と
、
n
i
v
v
a
n
a
,
n
i
-

(9
)

v
v
u
d
a
,
n
i
v
v
u
t
i
 

が
同
じ
よ
う
に
解
脱

の
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
際
、
語
根
の
く
劃

あ
る
い
は
く
-剤

の
意
味
を
表
出
し
た
例
が
ほ

と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
の
も
原
始
仏
典
と
同
じ

で
あ
る
。
『
ス
ー

ヤ
ガ

ダ
』
に
は

「浬
盤
くは
最
高
で
あ
る
と
ブ

ッ
ダ
た

ち

は

〔説
く
〕
」
(
n
i
v
-

v
a
n
a
m
 
p
a
r
a
m
a
m
 
b
u
d
d
h
a

)
 (1
.11
.22)
と
い
う
句
が
あ
る
が
、

こ
れ

は

『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
で

「浬
薬
は
最
高
で
あ
る
と
ブ

ッ
ダ

た

ち

は

説

く
」
(
n
i
b
b
a
n
a
m
 
p
a
r
a
m
a
 
v
a
d
a
n
t
i
 
b
u
d
d
h
a

)
 (
1
8
4
)
と
い
う
句
と
同

じ
表
現
で
あ
り
、
ジ

ャ
イ
ナ
教
と
仏
教
と
が
同
じ
よ
う
に
浬
藥

の
語
を

重
視
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

他
方
、

バ
ラ
モ
ン
教
文
献
を
見

る

と
、
n
i
r
-
√
v
a
に
由
来
す
る
語
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は
古
く

『
リ
グ

・
ヴ

エ
ー
ダ
』
(X
.
16
.13
)
以
来

使

わ

れ

て

い
る

が
、
し
か
し
仏
教
以
前
の
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ツ
ド
に
は
n
i
r
v
a
n
aが
解
脱

を
表
わ
す
術
語
と
し
て
成
立
し
て
い
た
形

跡

は

な

い
。
こ
の
語
が
解

脱
の
意
味

で
明
確
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は

『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ

(
1
0
)

タ
』

に
な

っ
て
か

ら

で
あ

る
。

特

に
、

そ

の
第

六
巻

の

二
部

分

を

な

す

『
バ
ガ

ヴ

ァ

ツ
ド

・
ギ

ー

タ

ー

』

に

は
n
i
r
v
a
n
aが

単

独

ま
た

は
合

成

語

と

し

て
五

回

(
I
I
,
7
2
;
v
.
2
4
-
2
6
,
v
i
.
1
5
)

も

出

て
く

る

こ
ど

は

よ

く

知

ら

れ

て

い
る
。

『
マ

ハ
ー

バ

ー

ラ

タ
』

に

は
、

こ

の

ほ

か
n
i
r
-

(
1
1
)

v
r
t
a
,
 
n
i
r
v
r
t
i
 

が
同
じ
よ
う
に
解
脱
の
境
地
を
表
わ
す
も
の
と
し

て
用

い
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
浬
葉
は
決
し
て
仏
教
特
有

の
用
語

で
は
な
ぐ
、

仏
教
や
ジ

ャ
イ
ナ
教
が
興
起
し
た
こ
ろ
か
ら
、
沙
門
た
ち
を
中
心
と
し

た
イ
ン
ド
思
想
界
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
用
語
で
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
実
際
、
原
始
経
典

の
中
に

も
、
仏
教
以
外

の

一
般

の
浬
繋
説

(
D
N
.
I
.
p
p
.
3
6
-
8
,
e
t
c
)

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
も

っ
と

も
、

現
存
の
文
献
に
よ
る
限
り
、
浬
桀
と
い
う
用
語
を
最
も
高
揚
し
た
の
は

仏
教
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
語
が
仏
教

の
解
脱
の
境

地
を
表
わ
す
の
に

一
番
ふ
さ
わ
し
い
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
ょ
る
の
で

あ
ろ
う
。二

般
浬
般
木
の
原
語

原
始
経
典
に
お
い
て
は
、
上
述
の
浬
盤
の
原
語
と
相
並
ん
で
、
漢
訳

で
ふ
つ
う

「般
浬
葉
」
と
訳
さ
れ
る
 
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a

(
s
k
t
.
p
a
r
i
n
i

na
)
や
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a

(
s
k
t
.
p
a
r
i
n
i
r
v
a
)

も
頻
繁
に
使

わ

れ

て

い

る
。
『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
の
上
で
み
る
と
、
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a

及

び

そ

の
動
詞
形
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a

は
第
三
章

の
詩
句

(514
,591
,765
)
に
、

p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a

は
第

二
・
第
三

章

の
詩

句

(3
46
,359
,
3
7
0
,
7
3
5
,

7
3
7
,
7
3
9
,
7
5
8
)

に
用
い
ら
れ
、
最
古
層
と
目
さ
れ

る
第
四

・
第
五
章

に
は
現
わ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

こ
れ
に
よ
う
て
n
i
b
b
a
n
a
,
n
i
b
b
u
t
a

よ
り
遅
れ
て
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
と
は
言

い
難

い
。
こ

れ

は

p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a

と
ほ
ぼ
同
じ
用
法
を
示

す
a
b
n
i
n
i
b
b
u
t
a
 

(s
kt
.
a
b
h
-

n
i
r
v
r
t
a
)
 

が
第
二

・
第
三
章
の
み
な

ら
ず
、
第

四

・
第
五
章

の
詩
句

(
7
3
8
,
1
0
8
7
)

に
出
る
点
か
ら
見
て
推
定
し
う
る
と
こ
ろ
で

あ

る
。
お

そ
ら
く
、
n
i
b
b
a
n
a
,
n
i
b
b
u
t
a

と
同
様
に
、
最
初
期

の
仏
教
か
ら
採

用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ジ
ャ
イ
ナ
教
の
古
層
経
典
を
見
て
も
、
p
a
r
i
n
i
v
v
a
n
a

や
p
a
r
i
n
i
v
-

(
1
2
)

v
u
d
a
(
o
r
 
p
a
r
i
n
i
v
v
a
n
a
)

の
語
が
解
脱
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
用
い
ら

(
1
3
)

れ
て
い
る
。
ま
た
a
b
h
i
n
i
v
v
u
d
a
 

が
用

い
ら
れ
て
い

る
点
も
、
原
始

仏
典
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
他
方
、

『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
を

見

る

と
、
n
i
r
v
a
n
a
,
n
i
r
v
r
t
a
 

の
よ
う
に
は
多
く
の
用
例
は
な
い
よ
う
で
あ

る
が
、
た
と
え
ば
解
脱
を
表
わ
す
の
に
p
a
r
i
n
i
v
v
a
n
a

(
X
I
I
.
1
7
1
.
5
0
)

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
例
か
ら
見
て
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
取
り
扱

わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a
 
p
a
r
i
n
i
v
v
a
n
a

の
用
法
は
n
i
b
b
a
m
a
,

原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
繋

(藤

田
)
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原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
藥

(藤

田
)

n
i
b
b
u
t
a

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
れ

ら

は
p
a
r
i
-(完

全
に
、
遍
く
)
と
い
う
接
頭
辞
を
付
し
た
語
で
、
宇
義
ど
お
り
に
は
「完

全
な
浬
盤
」
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

一
般
に
は
最
終
的
な
浬
盤
、

す
な
わ
ち
解
脱
者

の
死
を
表
わ
す
語
と
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前

記
ト
ー
マ
ス
が
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
よ
う
に
、
n
i
b
b
a
n
a
,
n
i
b
b
u
t
a

と
ま

っ
た
く
同
義
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
も
事
実

で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
少
ル
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
浬
葉
は
こ
の
世
に
お
い
て
得
ら
れ
る
と
す
る
の
が

仏
教

の
基
本
的
立
揚
で
あ
る
。
こ
れ
は
ブ

ッ
ダ
が
成
道
時
に
浬
繋
に
達

し
た
こ
と

で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
原
始
経
典
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば

「現
世
に
お
い
て
浬
葉
を
得
る
」

(
p
a
p
u
n
a
t
i
 
d
i
t
t
h
e
 
v
a
 
d
h
a
m
m
e
 
n
i
b
-

b
a
n
a
m
)
(
u
d
.
p
.
3
7
;
a
n
 
i
v
,
p
.
3
5
3
)

と
か
、
浬
盤
が

「
現

に
見

ら
れ
る
も

の
」
(
s
a
n
d
i
t
t
h
i
k
a
)

(
a
n
.
i
.
p
.
1
5
8
;
i
v
.
p
.

453
)
で
あ
る

と
い
う
よ
う
に
、
浬
藥
が
現
世
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

述
べ
て
い
る
。
ジ

ャ
イ
ナ
教

の
古
層
聖
典
に
お
け
る
n
i
v
v
a
n
a
(及
び

(
1
4
)

p
a
r
i
n
i
v
v
a
n
a
)

等

の
用
例
を
見
て
も
、
現
世
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
る
点

は
同
じ
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
六
十
二
見
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
異

端
的
見
解

の
中
に
は
、
五
種
の

「現
法
浬
盤
く論
」
(
d
i
t
t
h
a
d
h
a
m
a
m
i
b
-

b
a
m
a
-
v
a
d
a
)

が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
浬
繋
が
こ
の
世
で
獲
得

さ

れ

る

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
時
の
思
想
界
に
お
け
る
共
通
の

理
解

で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
原
始
経
典
に
お
け
る
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a
,
p
a
r
i
n
i
b
u
t
a

の
用
例
を
見
て
も
、
現
世
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
前
記
の

『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』

の
場
合
を
見
る
と
、
「
サ

ビ

ヤ

よ
、

自

ら

作

っ
た

道

に
よ

っ
て
、

般

浬
葉

に
達

し

(
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
)
、

疑

い
を
越

え

…

…
」

(
5
1
4
)
と

い
う

揚

合

の
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a

は
n
i
b
-

b
a
n
aと

ま

っ
た
く

同

義

で
あ

る
。

こ

れ

は

註

釈

書

(
s
n
a
.
p
.
3
9
5
)

を

見

て

も

そ

う

で

あ

り
、

『
マ

ハ
ー

ヴ

ァ

ス
ト

ゥ
』

(
i
i
i
,
p
.
3
9
5
)

の

対

応

句

で

は
a
b
h
i
n
i
r
v
a
n
a
g
a
t
a

と

し

て

い
る
。

あ

る

い

は

「
智

慧

広
大
に
し
て
、
流
れ
を
渡
り
、
彼
岸
に

達

し
、
般
浬
葉
し

(
p
a
r
i
n
i
b
-

b
u
t
a
)
、

自
ら
安
住
し
て
い
る
牟
尼
に
わ
た
し
は
お
尋
ね
し
ま
す
」(359
)

と
い
う
場
合

の
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a

が
n
i
b
b
u
t
a
と
何
ら
変

わ
ら
な
い
こ

と
も
明
白
で
あ
る
。
後
に
触
れ
る

一
詩
句
を
除

い
て
、
他

の
詩
句
(
3
7
0

46
7
,
7
3
5
,
7
3
7
,
7
3
9
,
7
5
8
)

に
お
け
る
用
法
も
す
べ
て
同
じ
で

あ

る
。

ま
た

『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
に
は

「
漏
尽
に
し
て
光
輝
あ
る
か
れ
ら
は
世
間

に
お
い
て
般
浬
契
し
て
い
る

(
t
e
 
l
o
k
e
 
p
a
r
i
n
i
b
b
u
t
a
)

」
(
8
9
)と

あ

っ

て
、
表
現
の
上
で
も
現
世
の
趣
意
は
明
瞭
で
あ
る
。
類
似
の
表
現
は
、

他
の
経
典
に

「か
れ
は
そ
の
法
を
、

こ
の
世
で
了
知
し
無
漏
な
る
者
と

し
て
般
浬
盤
す
る

(
i
d
h
 
a
n
n
a
y
a
 
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a
)

」

(
a
n
.
i
i
i
.

P
p
.
4
1
g
.
4
3
g
.
e
t
c
)

と
あ
る
詩
句

に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、

(
1
5
)

詩
句

の
中
に
は
現
法
浬
葉
の
意
味
を
示
す
p
a
r
i
n
i
b
b
u
t
a

の
用
例
を
数

多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
用
法
は
散
文
の
部
分
で
も
ま

っ
た
く
同
じ
で

あ
る
。
た
と
え
ば

「
現
世
に
お
い
て
般
浬
盤
す

る
」
(
d
i
r
r
h
e
 
v
a
 
d
h
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m
e
 
p
a
r
i
n
i
b
b
a
y
a
t
i
)
 

(
d
n
.
i
i
.
p
.
9
7
,
s
n
.
i
v
.
1
0
2
,
a
n
,
i
,
p
.

2
0
4
,
e
t
c
)と

い
う

表
現

が

よ
く

用

い
ら

れ
、

さ

ら

に

「
わ

た

く

し

は

…
…
現
世

に
お
い
て

(
d
i
t
t
h
e
 
v
a
 
d
h
a
m
m
e
)

欲
望

な

く
、
浬
葉
を
得

(
n
i
b
b
u
t
a
)
、

清
涼
と
な
り
、
無
取
著
般
浬
繋

(
a
n
u
p
a
d
a
-
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a
)

を
知
ら
し

め
る
」
(
a
n
,
v
.
p
.
6
5
)

と
も
い
う
。
あ
る
い
は

「恐
れ
る

こ
と
な
く
自
ら
般
浬
葉
し

(
p
a
c
c
a
t
a
n
n
 
e
v
a
 
p
a
r
i
n
i
b
b
a
y
a
r
i
)

<
生
は
す

で
に
尽
き
た
。
梵
行
は
す
で
に
完
成
し
た
。
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
終

え
た
。
さ
ら
に
か
か
る
状
態
に
至
る

こ

と

は

な
い
>
と
知
る
」
(
d
n
,

I
I
.
p
.
3
8
.
。
m
n
.
i
.
p
.
6
7
,
e
t
c
)

と
い
う
文
が
型

の
ご
と
く
説
か
れ
る
の

も
、
現
法
浬
葉

の
意
を
示
し
て
い
る
。
ブ

ッ
ダ

の
説
法
に
つ
い
て

「
か

の
世
尊
は

〔
自
ら
〕
般
浬
薬
し
て

(
p
a
r
i
n
i
b
b
u
t
a
)

〔他

の
〕

般
浬
藥

(
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a
)

の
た
め
に
法
を
説
く
」
(
d
n
.
i
i
i
.
p
.
5
5
.
m
n
.
i
.
p
.

235
)
と
い
う
場
合
の
p
a
r
i
n
i
b
b
u
t
a
,
p
a
r
i
n
i
b
b
a
y
a

が
現
世
の
そ
れ

を
さ
し
て

い
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
ブ

ッ
ダ
を
さ
し
て
「
い

ま
だ
般
浬
桀
し
な
い
者
た
ち
を
般
浬
繋
さ
せ
る
者
」
(
a
p
a
r
i
n
i
b
b
r
t
a
n
a
m

p
p
r
i
n
i
b
b
a
p
r
t
a
)

(
m
m
.
i
i
.
p
.
1
0
2
)

と
も

い
う
。

つ
と
に

リ

ス
・
デ

(
1
6
)

ヴ
ィ
ツ
ズ

(
t
w
,
r
h
y
s
 
d
a
v
i
d
s

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
p
a
r
i
-

n
i
b
b
a
y
a
t
i
,
 
p
a
r
i
n
i
b
b
u
t
a

と
い
う
語
は
、
生
き
て
い
る
馬
が

「完
全

に
静
ま
る
 (
=よ
く
調
教
さ
れ
る
)」
(
m
n
,
i
.
p
.
4
4
6
)

の
意
味
で
用
い

ら
れ
る
語
で
も
あ
る
か
ら
、
在
世
中

の
ブ

ッ
ダ
を
形
容
す
る
語
と
し
て

用
い
ら
れ
る
の
に
問
題
が
あ
る
は
ず
も
な
い
。

ち
な
み
に
、
a
b
h
i
n
i
b
b
u
t
a
 

と
い
う
語

は
、
最
古
層

の
詩
句

(
s
n
.

1
0
8
7
)
で
d
i
r
r
h
a
d
h
a
n
m
m
a
b
h
i
n
i
b
b
u
r
a

と

い
う
よ
う

に
、
「現
世
」

の
語
と
合
成
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は
前
記

の
よ
う
に

p
a

r
i
n
i
b
b
u
t
a
 

と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ

の
点

で
も
原
始
仏
教
に
お
け
る
現
法
浬
架
の
用
法
が
古
く
か
ら
確
立
し
て
い

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三

浬
葉
と
死

し
か
る
に
、
原
始
経
典
に
お
い
て
は
、
以
上
に
あ
げ
た
浬
繋
も
し
く

は
般
浬
葉
に
相
当
す
る
原
語
が
、
他
方
こ
の
世
で
浬
藥
を
得
た
者
す
な

わ
ち
解
脱
者

の
死
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ

て

い
る
。
こ
れ

は
、

い
わ
ゆ
る
最
古
層
の
詩
句
に
は
認
め
ら
れ
な

い
も
の
の
、
比
較
的

古

い
詩
句
か
ら
現
わ
れ
る
か
ら
、
か
な
り
早
く
か
ら
の
用
法
と
見
て
よ

い
。
『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
を
見
る
と
、
第
二
章

の
中
の
二
つ

の
詩
句

に
こ
の
用
法
が
見
出
さ
れ
る
。

一
つ
は

「古

い

〔業
〕
は
す

で

に
尽

き
、
新
し
い

〔業
〕
は
生
ず
る
こ
と
は
な
い
。
…
…
賢
者
た
ち
は
こ
の

灯
火

の
よ
う
に
浬
繋
に
入
る

(
n
i
b
b
a
n
t
i
)

」
(
2
3
5
=
k
h
p
.
6
 
1
4
)

と
い

う
句
で
、
こ
の
場
合
の
n
i
b
b
a
n
t
i

は
、
文
脈

の
上
か
ら
い
っ
て
も
、

ま
た
後
の
註
釈
書

(
k
h
p
a
.
p
p
;
1
9
4
-
5
)

で
も
、

解
脱
者
た
ち
の
死
を

意
味
し
て
い
る
。
も
う

二
つ
の
詩
句
は

「智
慧
ゆ
た
か
な
方

よ
、
〔
か

れ

は

〕
般

浬

葉

し
た

(
p
a
r
i
n
i
b
b
a
)

の
か
、

教

え

て
く

だ
さ

い
」
(3
4
6

=
t
h
g
a
.
1
2
6
6
)

と

あ

る
場

合

で
、

こ
れ

は
ヴ

ァ

ン
ギ

ー
サ

比

丘

が

そ

の
師

ニ
グ

ロ
ー
ダ

・
カ

ッ
パ

長
老

の
死

に

つ

い
て
問

う

た

も

の

で

あ

原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
葉

(藤

田
)
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原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
榮

(藤

田
)

り
、

こ
の
こ
と
は
前
文
の
散
文
箇
所
で
、
同
じ
く
p
a
r
i
n
i
b
b
u
t
a

を
も

つ
て
こ
の
長
老
の
死
の
情
況
を
語

っ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。

先
に
現
世
的
な
用
法
の
p
a
r
i
n
i
b
b
u
t
a

に
つ
い
て

「
一
詩
句

を

除

い

て
」
と
記

し
た
の
は
、

こ
の
詩
句

の
こ
と
で
あ
る
。

『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
の
詩
句
で
は
、
右
の
二
例
の
み
で
あ
る
が
、

『
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
』
を
見
る
と
、
も

っ
と
多
く
の
用
例
が
見
出
さ
れ

る
。
た
と
え
ば
「
わ
た
し
は
生
命
尽
き
て

(
j
i
v
i
r
a
s
a
m
k
h
a
y
a
)
、

竹
叢
の

下
で
無
漏

な
る
者

と

し

て

浬
繋
に
入
る
で
あ
ろ
う

(
n
i
b
b
a
y
i
d
d
a
m
)

」

(
9
1
9
)
、「
か

れ
ら

長

老

た

ち

は
、

い
ま

は
浬

繋

に

入

っ
て

し
ま

っ
た

(
n
i
b
b
u
t
a
 
d
a
n
i
)

」
(
9
2
8
)
、
「
ナ

ー

ガ

(
仏
)
は
身

体

を
捨

て

て

(
s
a
r
i
r
a
m

v
i
j
a
h
a
m
)
、

無
漏
な
る
者
と
し
て
般
浬
般
木す
る
で
あ
ろ
う

(
p
a
r
i
n
i
b
b
i
-

s
s
a
r
i
」
(
7
0
4
)
、
「
心

の
安

住

し

た

か

く

の
ご

と

き

人

(
仏
)

に

は
、

す

で

に
呼
吸
が
な
く

(
n
a
h
u
 
a
s
s
a
s
a
p
a
s
s
a
s
o
)
、

…
…
般
混
契
さ
れ
た

(
p
a
r
i

n
i
b
b
u
t
o
)

」
(905
)と
あ
り
、
文
脈
上
死
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ

る
。こ

れ
ら

の
例
で
は
、
解
脱
を
得
た
者

の
死
を
表
わ
す

の
に
、
浬
葉
と

般
浬
葉
の
両
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
そ
の
ほ
か
の
用
例
を

あ
わ
せ
て
み
る
と
、
全
体
と
し
て
は
般
浬
藁
に
当
た
る
語
を
多
く
用
い

(
1
7
)

る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
散
文
経
典
に
な
る
と
、
そ
の
傾
向

が

一
層
強
く
な
り
、
ブ

ッ
ダ
の
死
を
語
る

『大
般
浬
盤
く経
』
(
m
a
h
a
p
a
-

(
1
8
)

r
i
n
i
b
b
a
n
a
-
s
u
t
t
a
n
t
a
)

も
成
立
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で

あ

る
。

ど
う
し
て
n
i
b
b
a
n
a
よ
り
も
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
a

の
ほ
う
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
の
か
。
前
記
ト
ー
マ
ス
に
よ
る
と
、
両
語

の
区
別
は
ま

っ
た
く
文
法
的
な
も
の
で
、
n
i
b
b
a
n
a

が

「浬
葉

の
状
態
」
を
表
わ
す

め
に
対
し

て
、
こ
れ
に
p
a
r
i
-
を
付
す
と

「浬
築

の
状
態

へ
到
達
す
る

こ
と
」
を
表
わ
す
と

い
う
。

こ
の
解
釈
は
ノ
ー

マ
ン
も
是
認
し
て
い
る

が
、

い
ま

一
つ
釈
然
と
し
な
い
。
む
し
ろ
、
p
a
r
i
n
i
b
a
n
a

が
字
義
ど

お
り
に
は

「完
全
な
浬
禦
」
の
意
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
死
に
擬
す
る

表
現
と
し
て
は
、
n
i
b
b
a
n
a

よ
り
も
適
切
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
本
来
こ
の
世
で
獲
得
さ
れ

る

べ

き
浬
藥

(ま
た
は
般
浬

葉
)
が
な
ぜ
死
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
に
い
た

っ
た
の
か
。

こ
の
点
に

つ

い
て
は
、
ま
ず
n
i
b
b
a
n
a
(あ
る
い
は
n
i
b
b
u
t
a
)

と

い
う

語

が

元
来

「消
滅
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。

そ
れ
は
、
火
ま
た
は

火
に
讐
え
ら
れ
る
煩
悩

の
消
滅
を
さ
す
が
、
広
い
意
味
で
は
煩
悩
を
も

つ
人
間
存
在
全
体
の
消
滅
に
も
適
用
さ
れ
る
語
で
あ

っ
た
と

い
え
る
。

し
か
も
、
当
時

二
般
の
輪
廻

・
業
の
思
想
か
ら
み
る
と
、
渥
藁

の
境
地

は
輪
廻
か
ら
の
解
脱
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
た
と

い
こ
の
世
で

浬
架
に
達
し
た
と
し
て
も
、
な
お
前
世
の
業

の
果
報
と
し
て
の
身
体
は

消
滅
し
て
い
な
い
か
ら
、
真
の
意
味
の

「消
滅
」
が
、
身
体
の
消
滅
す

な
わ
ち
死
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
と
見
る
よ
う
に
な
る
の
は
む
し
ろ
自

然
で
あ
る
。
仏
教
前
後
の
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド

の
解
脱
観
を
見
て
も
、
現

世
に
お
い
て
梵
我

一
如
の
解
脱
を
得
る
こ
と
が
説

か
れ
る
も
の
の
、
や

(
1
9
)

は
り
真
の
解
脱
は
死
後
に
達
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
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ジ

ャ
イ
ナ
教
で
も
、
仏
教
と
同
じ
よ
う
に
「完
全
な
浬
藥
」
を
表
わ
す
語

が
現
世
と
死
後
と
の
い
ず
れ
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ジ
ャ

イ
ナ
教
の
苦
行
の
究
極
が
断
食
死
で
あ
り
、
完
全
な
解
脱
は
身
体

の
死

(
2
0
)

を
も

っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
て

み
る
と
、

仏
教
に
お
け
る
浬
藥
が
現
世
の
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
死
と

繕
び
つ
け

て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
当
時

の
思
想

界

二
般
の
動
向
に
対
応
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
原
始
経

典
で
は
浬
繋

の
同
義
語
と
し
て
し
ば
し
ば

ゴ
不
死
」
(
a
m
a
t
a
,
s
k
t
.
a
n
r

t
a
)を
あ
げ
て
い
る
が
、

こ
れ

は

『
リ
グ

・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
以
来
、
理
想

的
。
絶
対
的
な
境
界
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
イ
ン
ド

一
般
の
表
現
に
従

っ
た
も
の
で
、
死
の
単
な
る
否
定
で
は
な
い
か
ら
、
渥
繋
と
死
と
を
結

(
2
1
)

び
つ
け
る
考
え
方
と
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
浬
繋
に
死
の
意
義
が
付
与
さ
れ
、
そ
れ
を
主
に
般
浬

繋
で
表
わ
す
よ
う
に
な

っ
た
が
、
し
か
七
こ
の
語
は
も
と
も
と
浬
繋
と

同
様
に
こ
の
世
に
お
け
る
解
脱
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
実
際
そ
の
用

法
も
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
原
始
経
典
で
は
般
浬

葉
の
語
を
現
世

の
そ
れ
と
見
る
か
、
死
後
の
そ
れ
と
見
る
か
判
断
が

つ

き
か
ね
る
場
合
毛
あ
る
。
た
と
え
ば

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
に
は

「
そ

の

〔
浬
藥

の
〕
境
地
を
正
し
く
了
知
し
て
、
無
漏
な
る
者
た
ち
は
般
浬

契
す
る

(
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
r
i
 
a
n
a
s
a
v
a
)

」
(
7
6
5
=
s
n
,
i
v
.
p
.
1
2
8
g
)

と
い
う

句
が
あ
る
が
、

こ
の
揚
合
の
般
浬
繋

は
現
世
と
も
死
後
と
も
、
ど
ち
ら

に
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
後
代
の
註
釈
書

(
s
n
a
.
p
.
5
1
0
)

で
も
、

こ
の
二
様

の
解
釈
を
認

め

て

い
る
。

こ

の
、
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
t
i

a
n
a
s
v
aと
い
う
句
は

『
ダ

ン
マ
パ
ダ
』
(12
6
)
に
も
出
て
く
る
が
、

そ
こ
で
も
二
様
の
解
読
が
可
能
で
あ
縛
。
そ
の
ほ
か
、
こ
れ
と
同
頚
の

(
2
3
)

句
は

『
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
i
』
等
の
詩
句
に
頻
出
す
る
が
、

や
は
り
現
世

か
死
後
か
の
区
別
を
は
っ
き
り
知
り
得
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
う
し
た

点
か
ら
み
る
と
、
三
ぴび
9
a
が
生
前
の
解
脱
で
、
p
a
r
i
n
i
b
b
a
n
t
i

が
解

脱
者
の
死
を
さ
す
と
い
う
用
法
は
、
原
始
仏
教

の
範
囲
で
は
ま
だ
確
立

し
て
い
な
か

っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四

二
種
浬
葉

界

以
上
の
よ
う
な
浬
藥
と
死
と
を
め
ぐ

っ
て
、
や
が
て
原
始
仏
教
の
お

そ
ら
く
最
終
段
階
に
お
い
て
、
新
た
な
説
が
生

ま

れ
た
。
そ

れ

は
、

(
2
4
)

『
イ
テ
ィ
ヴ

ッ
タ
ヵ
』
(p
.
3
8
)
及
び
相
当
漢
訳

の
み
に
説
か
れ
る

「有

余
浬
藥
界
」

(
s
a
u
p
a
d
i
s
e
s
a
 
n
i
b
b
a
n
a
d
h
a
t
u
)

と

「無
余
浬
葉
界
」
(
a
n
-

u
p
a
d
i
s
e
s
a
 
n
i
b
b
a
d
h
a
r
u
)

と
い
う
二
種

の
浬
藥
界
説
で
あ
る
。
両
者

の

区
別
を
な
す
有
余

・
無
余
と
い
う
漢
訳

(旧
訳
)
の

「余
」
は
u
p
a
d
i

s
e
s
aに
当
た
る
が
、

こ
の
語
は
難
解
で
あ

っ
て
、
正
確
な
意
味

を

確

定
し
に
く
い
。
パ
ー
リ
で
は
u
p
a
d
i
-は

ses
a
(残
余
)
と
合
成
し
て

の
み
用
い
ら
れ
る
語
で
、
語
源
的
に
は

偉
u
p
a
-
a

く
劉

(取
る
)
に
由
来

し
、
u
p
a
d
a
m
a
と
同
じ
く
、
も
と
は
取
著
と
い
う
意
味
に
解
す

る

の

(
2
5
)

が
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
、

し
か
し
い
ま
こ
の
意
味
を
そ
の
ま
ま
に
と
る

と
、
「有
余
浬
般
不界
」
は

「取
著
の
残
余

の
あ
る
浬
繋
界
」
と
な

っ
て
、

原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
葉

(藤

田
)
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原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
藥

(藤

田
)

浬
盤
の
概
念
に
自
家
撞
着
を
き
た
す
こ
と
に
な

る
。
浬
葉

と

は
取
著

(煩
悩
)
を
残
り
な
く
消
滅
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
場
合

の
u
p
a
d
i
s
e
s
a

は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
な
く
、
後

の
註
釈

書

(
i
t
a
,
i
.
p
.
1
6
5
)

が
解
す
る
よ
う
に

「
五
纏

の
残
余
」
の
意
味

に

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
u
p
a
d
iが

「
五
薙
」

の
意
を
含

む
に
い
た

る
経
緯
は
原
始
経
典
の
上
で
は
明
瞭
に
跡
づ
け
ら
れ
な
い
。

も

っ
と
も
、
最
古
層
の
詩
句

(
s
n
,
8
7
6
)

に
a
n
u
p
a
d
i
s
a
の
語
が

二

度
使
わ
れ
、
こ
れ
を
註
釈
書

(
m
n
d
,
p
.
2
8
2
;
s
n
a
.
p
.
5
5
3
)

の
よ
う

に
断
滅
論
者
の
立
揚
を
表
示
す
る
語
と
見
る
な
ら
ば
、
「
五
纏

の
残
余

が
な
い
こ
と
」
す
な
わ
ち
身
心
の
消
滅

の
意
味
に
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
か

(
2
6
)

ら
、
こ
の
用
法
は
相
当
古
く
か
ら
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
文
献
で
は
、
有
余

・
無
余

を
a
o
p
a
d
h
i
s
e
s
a
,
a
n
u
p
a
d
i

S
e
s
a(
o
r
 
n
i
r
u
a
d
h
i
s
e
)

で
表
わ
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
パ
ー
リ
の

u
p
a
d
i
の
代
わ
り
に
u
p
a
d
h
i

ぼ

を
用
い
て
い
る
点
が
異
な

っ
て
い
る
。

u
p
a
d
h
i
と
い
う
語
も
難
解
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は

「依
り
所
」
(漢

訳
は

「依
」
)
の
意
を
示
す
語
で
あ
る
か
ら
、
u
p
a
d
h
i
s
e
s
a

は

「生
存
の

依
り
所
」
と
し
て
の
身
心
の
残
余
と
い
う
身
体
的
意
味
を
よ
り
濃
厚
に

(
2
7
)

示
し
た
表
現
と

い
っ
て
よ
い
。
漢
訳

(新
訳
)
で
も
そ
の
有
無

を

「有

余
依
」
「
無
余
依
」
と
訳
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ

う

に

有
余

・
無
余
は
身
心
の
有
無
を
意
味
す
る
か
ら
、
有
余
浬
般
木界
は
こ
の

世
に
お
い
て
煩
悩
を
断
じ
て
浬
葉
を
得

て
い
る
が
、
な
お
身
体
を
保

っ

て
い
る
問
の
境
界
を
さ
す
の
に
対
し
、
無
依
浬
藥
界
は
煩
悩
も
身
体
も

ま

っ
た
く
消
滅
し
た
死
時
も
し
く
は
死
後

の
、浬
盤
く
の
境
界
を
さ
す
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
種
浬
架
界
説
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、

こ
の
世

で
浬
繋
に
達
し
た
解
脱
者

の
死
後
の
あ
り
方
に
対
す
る
強

い
関
心
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ブ

ッ
ダ
は
如
来
が
死
後
に
存

在
す
る
か
、
存
在
し
な
い
か
と
い
う
形
而
上
学
的
問
題
に

つ

い

て

は

「無
記
」
の
立
場
を
と
り
、
論
議
す
る
こ
と
を
避
け
た
。
解
脱
者

の
死

後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
完
全
な
沈
黙
を
守
る
こ
と
は
、
す
で
に
最
古
層

の
詩
句

(
s
n
.
1
0
7
5
-
6
)

に
現
わ
れ
て
い
る
。
散
文
経
典
を
見

る

と
、

た
と
え
ば
ヤ
マ
カ
比
丘
は

「解
脱
し
た
比
丘
が
死
後
に
存
在
す
る
こ
と

は
な
い
」
旨
を
述
べ
た
と
き
、
比
丘
た
ち
よ
り

「悪

い
見
解
」
で
あ
る

と
批
判
さ
れ
、

さ
ら
に
サ
ー
リ
プ

ッ
タ
よ
り

「
こ

の
現
世

で

は
、
真

に
、
確
か
に
如
来

は

認
知
さ
れ
る
こ
と
が
な

い

(
a
n
u
p
a
l
a
b
b
h
a

n
a
)」
と
教
示
さ
れ
て
、
こ
の
悪
見
を
断
じ
た

(
s
n
.
i
,
p
p
,
1
0
-
1
1
2
)

と
い
う
。

こ
れ
は
、
解
脱
者
も
し
く
は
如
来
の
死
後

の
あ
り
方
は
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
死
後
に
存
在
し
な
い
と

い
う
よ
う
な
断
定
も
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
な

考
え
方
は
、
如
来

の
死
後
に
つ
い
て
無
記
を
説
く
理
由
と
し
て
、
あ
た

か
も

大

海

の

よ

う

に

「
如

来

は
深

遠

で

(
g
a
m
b
n
i
r
a
)
、

無

量

で

(
a
p
p
a

m
eyy
a
)
、測
り
難
い

(
d
u
g
h
a
)

」
(
s
n
.
i
v
.
p
p
3
7
6
-
9
;
m

I
,
p
p
.
4
8
7
-
8
)

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
如
来

の
死

後

の
問
題
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
超
越
し
た
も

の
と
さ
れ

る

の

で

あ
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る
。こ

の
よ
う
に
、
如
来
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
解
脱
者
の
死
後

の
あ
り

方
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
と
も
断
定
し
て
い
な
い
が
、
た
だ
こ
う
し
た

記
述
を
見

る
と
、
当
時
す
で
に
解
脱
者
の
死
後
に
対
し
て
も
未
解
脱
者

の
そ
れ
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
比
丘
や
ゴ
ー
デ
ィ
カ
比
丘
が
自
殺
し
た

へ

と
き
、
か
れ
ら
は
死
後
ブ

ッ
ダ
よ
り
同
じ
よ
う
に

「識

(
v
i
n
n
a
n
a
)

が

と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
般
浬
葉
し
た

(
p
a
r
i
b
b
u
t
a
)

」
(
s
n
,
i
.
p
.
1
2
2
;

III
,p
.124
)
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

こ

の
場
合

の

「識
」
(漢
訳
で
は

「識
神
」
ま
た
は

「神
識
」
)は
ほ
ぼ
霊
魂
に
相
当
す
る
も
の
で
、

こ
の
ブ

ッ
ダ
の
所
説
は
悪
魔
が
登
場
し
て
、
か
れ
ら
二
人
の
比
丘
の
霊
魂

(識
)

の
行
方
を
探
し
て
い
る
の
に
対
し
て
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
「識

が

と

ど
ま
る
こ
と
な
く
」
と
あ
る
の
は
、

二
人
と
も
解
脱
を
得
た
と
認
定
し

た
た
め
に
、
あ
え
て
行
方
不
明
の
よ
う
な
形
で
断
定
を
避
け
た
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
と
も
か
く
解
脱
者
に
対
し
て
も
、

こ
の
よ
う
に
霊
魂

の

行
方
を
求

め
る
と
こ
ろ
に
、
当
時

の

一
般

の
人
々
の
関
心
の
所
在
が
推

知
さ
れ
る
。
如
来
の
死
後
の
有
無

の
問
題

が

「
十
難

無

記
」
(な
い
し

「十
四
難
無
記
」
)
に
数
え
ら
れ
た
の
も
、
解
脱
者
の
死
後
の
あ

り

方

に

つ
い
て
の

一
般
の
関
心
の
深
さ
を
裏
づ
け
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
う
し
た
関
心
に
対
す
る

一
種

の
積
極
的
な
解
答
と
し
て
説
か
れ
た

の
が
無
余
浬
般
木界
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
種
浬
繋
界

の
う
ち

で
こ
れ
だ
け
が

「無
余
浬
繋
界
に
般
浬
繋
す
る
」
と
い
う
定
型
句
を
も

ウ
て
塾
単
独
に
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
お
り
、
有
余
浬
繋
界
よ
り
も
先
に

成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
定
型
句
は

『大
般
浬
桑

経
』
(
d
n
,
i
i
,
1
0
8
.
1
3
6
,
1
4
0
-
1
)

に
多
く
見
出
さ
れ
る
の

で
、
ま
ず
ブ

ッ
ダ

の
死
に
つ
い
て
説
か
れ
、
つ
い
で
解
脱
者

一
般

(
v
i
n

II
.
p
.
2
3
9
;
i
v
.
p
.
2
0
2
,
p
,
5
5
.
e
t
c
.
)

に
も
用
い
ら
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
注
意
す
べ
き
は
、
必
ず
浬
繋
に
d
h
a
r
u

(界
)
の
語
を
と
も
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
語
は
多
義
的
で
あ

る
が
、

こ
こ
で
は
境
界

・
境
地

・
領
域
と
い
う

ほ
ど
の
意
味
で
、
浬
藥

を
得
た
者

の
死
後

の
境
界
を
具
体
的

・
積
極
的

に
表
わ
し
た
も
の
と
い

っ
て
よ
噂
。

そ
し
て

「無
余
浬
繋
界
に
般
浬
繋

す
る
」
と
い
う
場
合
の

「般
浬
葉
」
(
p
a
r
i
n
i
b
b
a
u
a
t
i
,
p
a
r
i
n
i
b
b
t
a
)

が
死
の
意
味
で
使

わ
れ
て

い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

無
余
浬
盤
界

の
観
念
が
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
と
す
る
と
、
し

か
ら
ば
こ
れ
に
対
し
て
生
前
に
浬
契
を
得
た
者
を
い
か
に
表
わ
す
べ
き

か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
理
で
、
こ
こ
に

「有
余
浬
盤
界
」
と
い
う
用

語
が
無
余
浬
繋
界
と
い
う
語
と
の
対
比
で
説
か
れ
る
に
い
た

っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
場
合
の

「有
余
」
の
語
は
依
然
と
し
て

問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
身
心
の
残
余
を
有
す
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
や
は
り
取
著
の
残
余
を
有
す
る

と
い
う
意
味
も
失
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
も

触
れ
た
が
、

ヴ
ァ
ン
ギ
ー
サ
比
丘
は
、
自
分
の
師

ニ
グ

ロ
ー
ダ

.
カ
ッ

パ
長
老
が
死
ん
だ
と
き
、
そ
の
揚
に
居
合
わ
せ
な
か

っ
た
の
で
、
師
が

原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
桑

(藤

田
)
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原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
藥

(藤

田
)

果
た
し
て
解
脱
者
と
し
て
死
ん
だ

(
p
a
r
i
n
g
u
t
a
)

の
か
否
か
に
つ
い

て
疑
念
を
生
じ
、
ブ

ッ
ダ
に

「か
れ
は
浬
榮
を
得
た

(
n
i
b
a
y
i
)

の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
取
著
の
残
余
が
あ
る

(
s
a
u
p
a
d
i
d
e
d
a

有
余
)

の

で
し
ょ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
解
脱
し
た
の
か
、
そ
れ
を
わ
た
し
た
ち
は

聞
き
た
い
の
で
す
」
(
s
n
,
3
5
4
=
t
h
a
g
,
1
2
7
4
)

と
問
う
て
い
る
。

こ
の

揚
合

の
有
余
は
浬
藥
 
(無
余
浬
禦
界
に
相
当
)
 に
相
対
立
す
る
用
語
で
、

生
前
に
浬
盤
を
得

て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
か
ら
、
有
余

浬
般
木界
の
有
余
と
は
意
味
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
も
し
生
前
に
浬
繋
を
得
る
こ
と
な
く
死
を
迎
え
た
と
し

た
ら
、
死
後

の
境
界
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。.
断
ず
べ
き
取
著
を
残

し
た
と
は

い
え
、
浬
葉
に
向
か

っ
て
修
行
し
た
そ
の
効
果
は
ま

っ
た
く

無
に
帰
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
・
も
と
よ
り
そ
う
で
は
な
い
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
原
始
経
典
は
、
修
行
に
専
心
す
る
な
ら
ば

「
二
つ
のへ

果
報

の
う
ち
の
ど
れ
か

一
つ
の
果
報
が
期
待
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現

世
に
お
け
る
証
悟
 
(
d
i
t
t
h
e
 
v
a
 
d
h
a
m
m
e
 
a
n
n
a
)

か
、
あ
る
い
は
取
著

の
残
余

(
u
p
a
d
i
s
e
s
a
)

が
あ
る
な
ら
ば
、
〔
こ
の
世
に
〕
帰
ら
な
い
こ
と

(
a
n
a
g
a
n
i
t
a
)

で
あ
る
」
(
s
n
.
p
.
1
4
0
,
d
n
,
i
i
,
3
1
4
e
c
t
)

と
い
う
。

「現
世
に
お
け
る
証
悟
」
と
は
、
ち
ょ
う
ど
有
余
浬
榮

界

に

相
当
す
る

の
に
対
し
て
、
も
し
そ
れ
が
か
な
わ
ず

「取
著
の
残
余
」
が

あ
る
場
合

で
も
価
死
後
に
は
再
び
こ
の
世
に
は
帰
ら
ず
、
現
世
で
の
修

行
の
効
果

は
決
し
て
無
駄
と
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
趣

旨

で

あ

る
。

「〔
こ
の
世
に
〕
帰
ら
な
い
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
不
還
が
四
沙
門
果

の

(
2
9
)

第
三
果
と
し
て
定
ま
る
以
前
の
表
現
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
こ
に
は
第
三

果
と
し
て
の
不
還
に

「
か
し
こ
に
お
い
て
般
浬

繋

す

る
者
」

(
t
a
t
t
h
a

P
a
r
i
n
i
b
a
y
i
)

と
説
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
観
念

が
す
で
に
含
ま

れ

て

い
ゐ
と
見
て
よ
い
。
換
言
す
れ
ば
、
た
と
い
こ
の
世
で
浬
黎
を
得
る
こ

と
が
で
き
な
く
て
も
、
修
行
の
効
果
に
よ

っ
て
、
死
後
天
界

に

生

ま

れ
、
そ
こ
で
最
終
的
に
浬
繋
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
は
、
浬
繋
と
死
と
の
結
び

つ
き
が
、
解
脱
者
に
つ
い
て
ば

か
り
で
な
く
、
未
解
脱
者
に

つ
い
て
も
広
く
考
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と

(
3
0
)

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

1234

「原
始
仏
教

」

の
用
語

に

つ
い
て
は
、

拙
稿

「
原
始
仏
教

・
初
期
仏
教

・

根
本
仏
教

」
(
『印
度
哲
学
仏
教
学
』
第

二
号
、

一
九
八
七
年
、

二
〇
-

五

六
頁
)

参
照
。

5

こ
の
ほ
か
n
i
r
v
a
n
a
s
a

と

い
う
形

も

一
回
あ
げ

ら

れ

て

い

る
。
9

6
n
i
r
v
a
n
a
s
a

の
語
義
を
含
む
用
法
に
関
す
る
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
中
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村
元

『
原
始
仏
教

の
思
想
上
』
春
秋
社
、

一
九

七
〇
年
、

三
四

噌
「

三
六

九
頁
、

服
部
弘
瑞

「
原
始
仏
教
に
於
け
る
浬
藥

(
n
i
b
b
a
n
a
)

の
語
義

に

就

い
て
」

『
淳
心
学
報
』

第

三
号
、

二
九

八
四
年
、

五

一
-

七
四
頁

(
要

旨
は

『
印
仏
研
』
三
五
-

二
、

二.九
八
七
年
、

二
二

-

二
頁
)

参
照
。
'

7
p
a
n
i
n
i
.
8
,
2
.
5
0

の
n
i
r
v
a
n
o
 
v
a
t
e

と
い
う
規
定
も
参
考

に
さ

れ
よ
う
。

891011
e
b
i
d
.
p
;
2
1
5
6
.
こ

の

ほ

か
n
i
r
v
a
t
a(
X
I
I
.
1
7
1
.
5
9
)
n
i
r
v
t
i

(
x
i
i
.
1
7
1
.
4
5
)

な

ど
。

121314
e
t
c
な
お
、

長
崎
法
潤

「
ジ

ャ
イ

ナ
教

の
解
脱
論
」
『
仏
教
思
想
8

解

脱
』
平
楽
寺
書
店
、

二
九
八

二
年
、

四
〇
五
ー

四
三
二
頁
参
照
。

15

161718

経
名

の
m
a
h
a
p
a
r
i
b
b
a
n
a
-
x
u
t
a
t
a

の
m
a
h
a
-が
p
a
r
i
n
i
b
a
n
a

か
s
u
t
t
a

の
ど
ち
ら

に
か
か
る
か

っ
い
て
は
異
説
が
あ

る
(
c
f
r
.

し
か
し
後
代

に
は

目
m
a
h
a
n
i
g
g
a
n
a

が
術
語
化

し
て
用

い
ら

れ
て
い

る

(
j
a
t
.
i
,
p
.
9
4
.
s
i
a
n
e
s
i
 
m
i
k
n
.
p
.
1
)
。

19
 
坂
井

尚
夫

「
ウ
パ

ニ
シ

ャ
ッ
ド

に
於

け
る
解
脱
思
想
」
(
『
フ

ィ

ロ
ソ
ブ

ィ
ア
』
第

十
七
号
、

一
九

四
九
年
、

二
三
ー

四
五
頁
)
、
『
辻
直

四
郎
著
作

集
』
第

二
巻

法
蔵
館
、

一
九

八

二
年
、
一

五
八
「

一
六

四
頁
参
照
。

20

長
崎
法
潤
、

前
掲
論
文
、

四
二
四
-

八
頁
、

谷
川
泰
教

「
ジ

ャ
イ

ナ
教

の
解
脱
観
ー

仏
教
と
の
交
渉
に
お
い
て
-

」
(『日
仏
年
報
』
第
四
十

四
号
、

二
九
七
九
年
、

横
組

三

一
-
四
八
頁
)

参
照
。

21

雲
井
昭
善

『
仏
教
興
起
時
代

の
思
想
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、

一
九
六

七

年
、

四

一
四
-

四
二
五
頁
参
照
。

22
 
d
h
a
.
i
i
.
p
.
3
7に
は
a
n
d
a
v
a
 
p
a
r
i
n
i
b
b
y
a
n
r
i

と
読

み
か

え

て
お
り
、

こ
の
詩

の
文
脈

か
ら
見

て
、
死
後
と
解

し
た
も

の

で

あ

ろ

う
。

し
か
し
r
d
a
n
a
v
a
g
a
(
e
d
.
f
.
b
e
r
a
d
)
1
.
2
4

の
対
応
句

に
は
n
i
r
v
a
s
y
a
r
i
 
n
i
a
s
r
a
v
a
h

と
あ
り
、
現
世

の
浬
藥
と
解

さ

れ

る

(
中
村
元
訳

『
ブ

ツ
ダ

の

真

理
の
こ
と
ば

感
興

の
こ
と
ば
』

一
六

三

頁
参
照
)
。

23
 
t
h
a
g
.
1
0
0
m
1
6
2
,
3
6
4
,
3
6
9
,
6
7
2
.
a
n
.
i
v
.
p
.
9
8
g

た
だ

し
、

現
世

の
場
合

(
a
n
,
i
i
i
.
4
1
g
.
4
3
g
)
、

死
後

の
揚
合

(
r
h
a
g
,
5
7
6
)

原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
葉

(藤

田
)
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原
始
佛
教
に
お
け
る
浬
葉

(藤

田
)

7
04
)
が
文
脈
上
明
瞭
な
句
も
あ

る
。

24

『
本
事
経
』
巻

三

(『
大
正
蔵
』

一
七
巻
、

六

七

七
頁
上
-

六

七

八
頁

上
)
、
な
お
、

同
じ
く
相
当
経

ど

さ

れ

る

『
増
萱
阿
含
経
』
巻
七

(
『大

正
蔵
』

二
巻
、

五
七
九
頁
上
)

は

「
有
余
浬
繋
界
」

に

不
還
果

を
、

「無

余
浬
藥
界
」
に
阿
羅
漢
果
を
配
し
た
も

の
で
、

異
系
統

の
説
で
あ
る
。

25
 
c
f
.
p
t
s
d
.
s
v
.
u
p
a
d
。
c
p
d
.
s
.
v
.
u
p
a
d
i
-

e
sa

主
な
異
説

を
あ
げ

る
と
、
a
,
p
.
l
o
v
j
o
u
は
u
p
a
d
i
d
eを

「
取
著

の
残
余
」

の

意

と
す
る

(
t
h
e
 
b
h
d
d
h
i
d
t
i
c
 
t
e
c
h
n
i
 
t
e
r
m
s
 
u
p
a
d
a
n
a
 
a
n
g

u
p
a
d
i
d
e
a
,
j
a
o
.
j
j
j
.
1
8
9
8
,
p
p
.

12
6
-1
36
)
。し
か
し
b
h
i
l

k
h
u
 
n
a
n
a
m
o
l
i

は
y
p
a
d
s
e
s
a
が

「
毒
害

の
残
余
」
を
さ
し
て
用

い

ら
れ
て
い
る
用
例

(
m
n
.
p
p
.
2
5
7
-
9
)か
ら
見
て
、

も
と
は
医
学

用
語
で
は
な

か

っ
た
か
と
推
定
す

る
 
(
m
i
n
o
r
 
r
e
a
s
i
n
g
 
l
l
l
u
s

t
r
a
t
o
r
a
.
 
l
o
n
d
o
n
.
 
p
.
2
1
4
.
n
.
5
0
)
。

他

方
l
.
b
h
a
r
r
a
c
y
a

は
u
p
a
d
の
原
義
が

「引
き
受
け
る
は
た
ら
き
、

引
き
受
け
ら
れ

る

も

の
」
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、

「
〔
五
〕
纏

」
を
さ
す
と

い

う

(
y
p
a
d
h
i

26

こ
の
詩
句

の
読
解
に
は
異
説
が
あ

る
。
註
釈
書
に
基
づ

い
た
最
近

の
訳

と
し
て
は
、
中
村
元
訳
(
『ブ

ツ
ダ

の
こ
と
ば
』

一
九

八
四
年
、
二
九
三
頁
)
、

村
上
真
完

・
及
川
真
介

共
訳

(
『
仏

の
こ
と
ば

註

(
三
)
』

二
九
八
八
年
、

七

三
三
頁
)
、
h
s
a
d
d
d
a
r
i
s
s
a

訳

(
r
h
e
 
a
u
r
r
a
-
n
i
g
.
l
o
n
d
o
n

1
9
8
5
.
p
.
1
0
3
)

参
照
。

27
 
y
p
a

は
、
パ

ー
リ
で
も

「
生
存

の
依

り
所

」

の
意
味

で
使

わ
れ
る

が

(
c
f
.
d
k
k
a
o
f
r
 
s
e
 
y
p
a
j
a
k
)
、

し
か
し
二
種
浬
盤
界
説

に

は
こ
の
語
を
用
い
な
い
。

28
 
宮
本
正
尊

(北
海
道
)
「原
始
仏
教
に
お
け
る
悟

り
の
問
題
」
(『
日
仏

年
報
』
第
四
十
四
号
、

一
九
七
九
年
、
三
七
-
八
頁
)
参
照
。

29
 
拙
稿

「
四
沙
門
果
の
成
立
に
つ
い
て
」
(『印
仏
研
』
七
-
二
、
一
九
五

九
年
、
六
九
-
七
八
頁
)
。

30
 
未
解
脱
者
の
う
ち
、
在
家
者
の
得
果
に
つ
い
て
は
、
四
沙
門
果
が
成
立

し
て
か
ら
は
第
三
果
ま
で
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
し
か
し
在
家

者
で
あ
っ
て
も
浬
葉
に
達
し
得
る
と
い
う
の
が
仏
教
本
来
の
考
え
方
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
拙
稿

「在
家
阿
羅
漢
論
」
(『結
城
教
授
頚
寿
記
念

仏
教
思
想
史
論
集
』
大
蔵
出
版
、

一
九
六
四
年
、
五

二
-
七
三
頁
)
参

照
。

〔補
注
〕

浬
藥
に
関
す
る
主
要
な
学
説
に
つ
い
て
は
、
宮
本
正
尊

「解
脱
と

浬
葉
の
研
究
-

近
代
世
界
学
者
の
研
究
を
評
釈
し
て
-

」
(早
稲

田

大
学
大
学
院

『文
学
研
究
科
紀
要
』
第
六
輯
、

一
九
六
〇
年
、

一
-
四
一

頁
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