
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第

一
號
 
昭
和
六
十
三
年
十
二
月

病
気

に
対
す

る

日
本
人
的
態
度
と
仏
教
的

"智
"

に

つ
い
て

中

野

東

禅

一
、
問
題

の
所
在

(
1
)
臓
器
移
植
、
脳
死
等
に
対
し
て
仏
教
は
ど
う
考
え
る
か
、
を
問
う

と
き
壬
日
本
人
的
生
命
観
、
病
気
観
と
仏
教

の
そ
れ
と
が
混
乱
し
、
曖

昧
で
分
ち
が
た
い
。
そ
う
し
た
問
題
を
場
と
し
て
壬
こ
の
両
者
の
異
同

を
は

っ
き

り
さ
せ
る
こ
と
が
壬
教
化
学
の
上
で
は
重
要
な
課

題

で

あ

る
。(2

)タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
ー
に
お
け
る
死
の
受
容
に
つ
い
て
も
仏
教
の

あ
り
方
を
問
う
て
ゆ
く
と
き
壬
必
然
的
に
、
日
本
人
的
な
態
度
と
仏
教

的
態
度
の
混
乱
が
問
題
に
な
る
。

(3
)「
医
療
人
類
学
」
等
の
分
野
が
進
歩
し
、
日
本
人
的
行
動
の
特
徴

を
記
述
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
医
療
は
病
い
を
癒
す
と
い
う
目

的
を
も

っ
た
分
野
で
あ
る
。
仏
教
も

"解
脱
"
と
い
う
迷
い
の
解
決
を

め
ざ
す
目
的
を
も

っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
医
療
人
類
学
は
む
し
ろ
、
分
類
等

の
観
察
を
主
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
治
癒
と
い
や
し
と
い
う
目
的
へ
向

っ

て
の
仏
教
的
あ
り
方
よ
り
も
、
仏
教
を
民
俗
的
な
立
場
で
の
み
把
え
よ

う
と
す
る
態
度
が
、
医
療
人
類
学
等
で
は
多
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
。
何

が
仏
教
で
あ
り
壬
何
は
仏
教
で
な
い
か
が
あ
い
ま

い
な
ま
ま
仏
教
の
生

命
観
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(4
)北
米

ロ
ス

・
ア
ソ
ゼ
ル
ス
の
カ
イ
ザ
ー
病
院

ホ
ス
ピ

ス

の
医

師

が
、
日
系
人
の
癌

へ
の
態
度

の
特
徴
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
は
次
の
よ

う
な
点
で
あ

っ
た
。

(
イ
)
癌
だ
と
わ
か
る
と
、
身
内
だ
け
で
閉
鎖
的
に
な
り
壬
治
療
を
阻
害

す
る
。

(ロ
)医
師
に
質
問
し
な
い
。

(
ハ
)
医
師
が
病
気
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
わ
か

っ
た
よ
う
な
顔
を
す

る
。
し
か
し
、
本
当

の
と
こ
ろ
は
理
解
し
よ
う
と

し
て
い
な
い
。

(
ニ
)
医
師
が
い
な
く
な
る
と
薬
を
飲
ま
な
い
。

こ
れ
ら
を
見
た
だ
け
で
も
、
日
本
人
の
特
徴
が
か
な
り
は
っ
き
り
出

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
に
は

「
医
師

へ
の
お
ま
か
せ
」
と
い
う

態
度
が
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
人
に
は
か
な
り

一
般

的
に
み
ら
れ
る
も
の
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の
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
お
け
る

「
お
ま
か
ぜ
」
と
は
仏
教
で
い
う
と
こ

ろ
の

「
仏

へ
の
お
ま
か
せ
」
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
壬
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

(5
)病
気
に
お
い
て
お
ま
か
せ
と
い
う
と
き
壬
二
つ
の
態
度
が
あ
る
。

絶
対
的
な
威
力
を
も

つ
神
聖
な
力
を
期
待
し
て
そ
れ
を
た
よ
る
と
い
う

態
度
と
、
宗
教
的
真
理

へ
お
ま
か
せ
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
主
体
の
確
立

に
よ
る
お
ま
か
せ
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
筆
者
自
身

の
病
気
体
験
で
感
じ
た
こ
と

は
、
発

病

直
後

は
、
癌

へ
の
恐
怖
と
、
病
名
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
自
分
の
つ
み

へ
の
た
た
り
と
し
て
病
気
を
う
け
と
め
る
態
度
が
心
の
底
に
生
じ
た
。

次
に
奇
蹟
や
神
仏
の
恩
恵
に
対
す
る
期
待
が
生
じ
、
し
か
も
な
お
か
つ

と
り
と
め
の
な
い
動
揺
が
つ
づ
い
て
壬
無
性
に
腹
立
た
し
く
な
っ
て
混

乱
し
た
。

と
こ
ろ
が
病
名
が
わ
か
り
、
治
療
法
が
わ
か
り
、
自
分

の
努
力
す
べ

き
方
法
と
目
標
が
明
示
さ
れ
る
と
、
主
体
性
を
回
復
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
「知
」
が
、
主
体
性
の
回
復
と
恐
怖
と
の
結
節

点

に

あ
り
、
そ
れ
が

「
お
ま
か
せ
」
と
い
っ
て
も
異
る
お
ま
か
せ
を
形
成
す

る
結
節
点

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
6
)
病
気

に
な
る
と
、
そ
れ
は
霊
の
た
た
り
と
壬
自
己
の
つ
み
、
け
が

れ
、
負
い
目
の
結
果
と
し
て
受
け
と
め
る
態
度
は
か
な
り

一
般
的
に
み

ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
霊
の
支
配

へ
の
恐
怖
と
霊
力

へ
の
期
待
と
い
う

病
気
に
対
す
る
日
本
人
的
態
度
と
仏
教
的

"智
"
に
つ
い
て

(中
 
野
)

心
性
が
あ
り
、
こ
れ
が
仏
教
の
仏

へ
の
関
わ
り
方

と
共
通
す
る
面
と
似

て
非
な
る
混
渚
し
た
面
と
が
あ
る
。

(7
)タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
ー
で
は
死
後
を
ど
う
考

え
る
か
壬
死
後

へ
の

希
望
を
も

つ
こ
と
の
内
容
と
そ
の
機
能
が
重
要
な
も
の
と
し
て
現
場
の

医
師
か
ら
壬
仏
教
界

へ
の
問
い
か
け
が
あ
る
。
し
か
し
壬
そ
れ
に
対
し

て
機
能
的
に
教
義
と
民
俗
を
分
け
た
説
明
が
少
な

い
。

な
ど

の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
と
く
に

"
お
ま
か

せ
"
と
い
う
論
理
を
中
心
に
し
て
仏
教
の
智
と

の
関
係
を
考
察
し
て
み

た
い
。

二

国
際

シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム

「
医
療
人
類
学
の
可
能
性
」
を
ふ
ま
え
た
報
告

が

『朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

一
九
八
八
年
二
月

一
九
日
号
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で

「
日
本
的

『
お
ま
か
せ
』
は
、
患
者
が
医
師
と
情
緒
的

に
結
び
つ
く

こ
と
に
よ

っ
て
壬
医
師
の
責
任
感
を
引
き
出

そ

う

と

す

る
。

い
わ
ば
心
理
的
操
縦
術
。
日
本
人
の
中
に
培
わ
れ
て
き
た
伝
統
的

な
知
恵
な
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
、
宗
像
恒
次

・
国
立
精
神
神
経
セ

ソ
タ
ー
社
会
文
化
研
究
室
長
の
分
析
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

患
者
は

「
自
分
は
素
人
で
何
も
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
態
度
を
と

り
、
医
師
は

「
私
は
専
門
家
だ
。
任
せ
な
さ
い
。
」
と
い
う
態
度

に
な

る
。
こ
の
と
き
、
医
師

の
責
任
を
引
き
出
す
と
と
も
に
、
甘
え
と
、
恩

恵

の
期
待
、
努
力
の
放
棄
を
も
た
ら
す
。
医
師

の
方
は
、
自
尊
心
と
、
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病
気
に
対
す
る
日
本
人
的
態
度
と
仏
教
的

"智
"
に
つ
い
て

(中
 
野
)

恩
恵

の
授
与
者
と
し
て
自
分
を
位
置
づ
け
る
。

し
か
し
壬
こ
う
し
た
態
度
は
、
病
状
が
困
難
に
な

っ
た
と
き
、
虚
勢

を
は
ら
せ
壬
真
実
が
い
え
な
く
な
り
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
を
欠
く

こ
と
に
な
る
、
と
い
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
お
ま
か
せ
と
は
、
医
師
を
絶
対
者
に
ま
つ
り
上

げ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
壬
論
理
と
感
情

へ
の
発
展
を
予
測
さ
せ
る
。

ま
か
せ
ら
れ
る
医
師
は
神
聖
性
の
延
長
線
上
の
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
と

い
っ
て
も
よ
い
。

そ
の
こ
と
は
同
時
に
壬
患
者

の
知
性
の
放
棄
に
な

っ
て
い
る
。
お
ま

か
せ
だ
か
ら
努
力
し
な
い
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
壬
甘
え
↓
責

任

へ

の
期
待
↓
恩
恵

へ
の
期
待
↓

(絶
対
者
)
↓

(神
の
分
身
)
と
い
う
心

性
に
よ

っ
て
壬
知
が
放
棄
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 

こ
う
し
た
日
本
人
的
心
性

の
原
型
は
遺
体
観
や
民
俗
的
医
療
行
動

の

中
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

波
平
恵
美
子
氏
の
著
書

『
脳
死

・
臓
器
移
植

・
が
ん
告
知
』
で
は
、

日
航
機
事
故
を
通
し
て
日
本
人
の
遺
体
観
を
考
察
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
、
遺
体
そ
の
も
の
に
故
人
の

"
た
ま
し
い
"
が
宿
る
と
ほ
と
ん
ど
の

人
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

し
か
し
、
遺
体
に
そ
の
人
の
心
、
思
い
、
い
の
ち
の
し
る
し
壬
霊
が

宿
る
と
考
え
つ
つ
、
浄
化
さ
れ
る
完
全
な
霊
と
、
焼
却
さ
れ
る
腐
廃
し

た
肉
体
と

は
、
心
性
と
し
て
は

一
つ
で
あ
り
な
が
ら
壬
相
い
矛
盾

て

い
て
論
理
的
斉
合
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

生
き
て
い
る
問
は
汚
れ
多
い
お
ろ
か
な
人
間
と
し
て
自
覚
し
て
い
る

が
、
死
ぬ
と
と
た
ん
に
そ
こ
に
霊
を
認
め
る
。

こ
の
こ
と
は
、
生
き
て

い
る
人
間
も
ま
た
霊
の

一
分
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ

っ
て
こ
そ
な
り

た
つ
。

つ
ま
り
、
霊
は
死
者
生
者
を
通
じ
て
い
る
生
命

の
力
を
さ
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
な
点
を
意
味
す
る
。
旧
本
人
の
考
え
る
霊
は

人
間
の
好
悪
幸
不
幸
と
い
う
価
値
観
の
中
に
あ

っ
て
、
仏
教
で
言
う
悟

り
の
よ
う
な
救
済
と
し
て
の
真
理
性
を
指
す
も

の
で
な
い
。

人
間
の
上
に
霊
力
が
働
き
出
す
と
い
う
期
待

は
、
真
理
性
と
し
て
の

神
や
仏
や
さ
と
り
の
実
現
を
指
す
の
で
は
な
く

、
霊
力
と
い
う
生
命
力

を
さ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

し
た
が

っ
て
、
さ
き
の
医
師

へ
の
お
ま
か
せ
も
、
智
と
し
て
の
真
理

性

の
働
き
に
ま
か
せ
る
の
で
は
な
く
、
霊
力
と
し
て
の
医
師
の
恩
恵
に

ま
か
せ
る
と
い
う
態
度
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
壬
古
代
の
神
道

に
お
い
て
、
神
と
の

一
致
に
は
壬
人
間
の

側
の
清
明
心
が
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
。

お
ま
か
せ
と
か
智
と
い
う
と
き
、
聖
な
る
も

の
と
の
出
会
い
と
い
う

問
題
と
、
悪
な
る
も

の
か
ら
善

へ
、
劣
な
る
も

の
よ
り
秀
れ
た
も
の
へ

と
い
う
転
換

の
機
能
が
問
題
と
な
る
。

根
岸
謙
之
助
著

『
医
の
民
俗
』
を
か
り
て
、
究
術
と
医
療

に
つ
い
て

見
る
と
、
そ

の
特
徴
は
、
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(
1
)
精
神
錯
乱
を
神

(
霊
)

の
声
と
聞
く

(2
)究
医
と
患
者
は
共
通
の
経
験
気
質
を
も
つ

(3
)高
等

な
神

の
児
力
で
下
等
な
霊
を
退
治
す
る
。

(4
)レ
ヴ

ィ
"
ブ
リ

ュ
ル
に
よ
れ
ば
、
劣
等
社

会
特
有

の
劣
等
型
心
性

に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
集
団
表
象
を
用
い
た
治
療
は
壬
結
局
そ
の
集

団
表
象
か

ら
自
由
に
な
り
え
な
い
。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
(
1
)
の
精
神
錯
乱
を
神

の
声
と
聞
く
と
い
う
態
度

か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

一
つ
は
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
精
神
的
態

勢
が
出
来
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
二
つ
め
は
異
常
で
、
日
常
を
超

え
た
も
の
は
神
の
声
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
壬
神
や
霊
の
声
を
き
き
と

る
人
間
の
側
が

"知
"
で
は
な
く

"
日
常
性
"

の
側
に
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
三
つ
め
は
病
気
は
霊

の
不
安
定
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
い
う

日
本
人
の
か
な
り

一
般
的
態
度
と
共
通
し
て
い
る
。
四
つ
め
は
、
神

の

声
壬
霊

の
暗
示
を
き
き
と
る
と
い
う
と
き
の
心
の
態

勢

に

は

"負

い

目
"
"
恐
怖
"
"
人
間
の
欲
求

の
肯
定
"
と
い
う
も
の
を
前
提
に
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
次
な
る
行
動
は
恩
恵
と
し
て

の
霊
力

へ
の
期
待
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は

"
絶
対
者
"
と
し
て
の
神
や
霊
を
き
き
と
る
知
が
仏
教

と
は
か
な
り
異
る
こ
.と
を
示
し
て
い
る
。

病
気
、
さ
ら
に
は
死
と
い
う
も

の
は
、
人
間
に
と

っ
て
は
不
可
避
で

あ
り
、
不
条
理
で
あ
り
、
ご
都
合
を
こ
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

事
実
と
し
て
の
不
条
理
を
受
容
す
る
知
が
、
お
ま
か
せ
と
い
う
態
度

で

あ
ろ
う
。
以
上
に
見
て
来
た
点
を
ふ
ま
え
て
、

お
ま
か
せ
と
受
容
を
整

理
す
る
と
次

の
よ
う
に
い
え
る
。

(
1
)
お
世
話
に
な
る
と
い
う
負

い
目
と
、
病
気

11
悪
の
因
果

へ
の
負

い

目
が
、
恩
恵
の
期
待
と
な
り
、
霊
力

へ
の
期
待

に
な

っ
た
上
で
の
お
ま

か
せ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
霊
力
の
加
被
を
期
待

し
た
そ
の
上
で
な
お
か

つ

"縁
が
な
か
つ
た
"
と
い
う
形
の
受
容
と
な
る
。

(
2
)
受
容
は

"
納
得
"
で
あ
る
。
納
得
し
受
容
で
き
る
こ
と
と
は
、
そ

の
小
集
団
に
と

っ
て
認
知
さ
れ
、
そ
の
小
集
団

の
正
義
で
あ
る
こ
と
。

病
気
や
死
の
状
態
が
正
常
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が

自
然
で
あ
り
壬
そ
の
自
然
に
ま
か
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(3
)そ
の
病
気
や
死
が
不
可
解

で
納
得
で
き
な

い
と
き
壬
超
自
然
的
な

力

(霊
)
の
支
配
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ

は
、
'人

生
壬
運

命
の
不
条
理
を
霊
の
せ
い
に
し
て
帳
じ
り
あ
わ

せ
を
す
る

こ

と

で
あ

る
。
こ
こ
で
は
霊

へ
の
お
ま
か
せ
=
恩

恵
の
期
待
と
霊

の
た
た
り
と
し

て
納
得
す
る
こ
と
は
裏
表
に
な

っ
て
い
る
。

三

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
人
の
心
性
と
し
て
の
医
療

へ
の
態
度

に
は
、

(
1
)
支
配
者
、
(
2
)
お
ま
か
せ
壬
(
3
)
納
得

(受
容
)
の
三
点
が
重
要
な

ポ

イ

ソ
ト
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
、
仏
教
で
は
こ
の
三
点
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
さ

ぐ

っ
て
み
た
い
。

病
気
に
対
す
る
日
本
人
的
態
度
と
仏
教
的

"智
"
に
つ
い
て

(中
 
野
)
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気
に
対
す
る
日
本
人
的
態
度
と
仏
教
的

"智
"
に
つ
い
て

(中
 
野
)

た
と
え
ば
、
道
元
に
お
い
て
は
死
に
対
し
て
ど
ん
な
態
度
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。
正
法
眼
蔵
で
み
る
と
、

(1
)生
死
は
仏
の
お
ん
の
ち

「生
死
」 

ま
れ
に
人
間
の
身
心
を
保
任
せ
り
、

古
来
の
弁
道
力
な
り
。 
「三
十
七
品
菩
提
分
法
」

(2
)大
聖
は
生
死
を
心
に
ま
か
す
。
生
死
を
身
に
ま
か
す
。
生
死
を
道
に
ま
か

す
。
生
死
を
生
死
に
ま
か
す
。
「行
仏
威
儀
」

(
3
)
生
也
全
機
現
。
死
也
全
機
現

「全
機
」

こ
れ
だ
け
み
た
だ
け
で
も
、
民
俗
的
心
性
に
対
応
し
た
仏
教

の
立
場

が
出
て
く
る
。

(1
)仏
の
い
の
ち
と
い
う
絶
対
者
を
認
め
る
点
で
は
民
俗
的
立
場
と
共

通
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
け
る
絶
対
者
の
内

容

は
異

る
。
そ
れ

は
、
そ
う
し
た
絶
対
者
を
成
立
受
容
す
る
人
間
の
態
度
の
ち
が
い
で
あ

っ
て
、
文
化
宗
教
的
に
そ
の
文
化
に
自
然
に
成
立
し
て
い
る
も

の
で
は

な
く
、
教
育
求
道
と
結
合
し
て
し
か
人
間
の
内
心
に
成
立
し
え
な
い
絶

対
者
で
あ
る
。

(
2
)
お
ま
か
せ
と
い
う
態
度
も
、
両
方
に
共
通
す
る
。
し
か
し
、
お
ま

か
せ
す
る
対
象
た
る
絶
対
者
が
異
る
だ
け
で
な
く
、
お
ま
か
せ
す
る
主

体
が
異
る
。
自
己
の
人
間
的
欲
望
を
善
と
み
る
立
場
と
、
欲
望
を
こ
え

た
静
寂
を
求
め
る
こ
と
で
は
ま

っ
た
く
ち
が
う
。

(3
)こ
の
運
命
と
不
条
理
を
受
容
す
る
仕
方
も
、
ム
ラ
社
会
を
フ
ィ
ル

タ
ー
と
し
て
納
得
す
る
態
度
と
壬
仏
の
本
性
が
人
間
の
あ
り
方

の
上

に

ま
る
出
し
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

(全
機
)
と
い
う
智
と
で
は
異
る

こ

と

が

わ

か

る

。

つ
ま

り

、

絶
対

者

に

し
て

も

、

お

ま

か

せ

に
し

て

も

、
中

心

は
「
智
」

で
あ

る

こ
と

が

わ

か

る
。

そ

こ

で
、

釈

尊

に
お
け

る

「
生

死

」

に

つ

い

て

の
智

を

さ

ぐ

っ
て

み

よ
う

。

(一
)迷

い
と

し

て

の
生
死

(
1
)
死

は
喪

失

で
あ

り
、

執

着

が

喪

失

を

も

た

ら
す

、

と

い
う

こ
と

に

つ

い
て

。
人
が

「
こ
れ
は
わ
が
も

の
で
あ
る
」

と
考
え
る
物
-
そ

れ

は

(
そ

の
人

の
)
死
に
よ

っ
て
失
わ
れ

る
。
わ
れ
に
従

う
人

は
賢
明

に
こ
の

理
を

知

っ

て
、
わ
が
も

の
と
い
う
観
念

に
向

っ
て
は
な
ら
な

い
。
(
ス

ッ
タ

ニ
パ

ー

タ

八
〇

六
)

(2
)自

己

の
死

と

生

存

の
真

理

を

知

ら

な

い
ま

ま

自

己

が

お
わ

る

、

と

い
う

こ
と

に

つ

い
て
。

「
未
だ
も

の
ご
と
を
解

せ
ず
、
嫉
妬

心

の
あ
る
小
人

・
愚
者
に
親

し
み

つ
か

え
る
な
ら
ば

、

こ
こ
で
理
法
を
弁
え
知
る

と
な
く
、
疑

い
を

超

え

な

い

で
、
死
に
至
る
。
(
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
 
三

一
入
)

(
3
)
迷蒙

の
く

り

か
え

し

と

し

て

の
死

舎

利
弗
と
目
健
連

を
憎

ん
だ
た
め
に
、

コ
ー
カ
ー
リ
ヤ
は
腫
物
が
出
来
、

病
死
し

て
、
紅
蓮
地
獄
に
生
れ
た
。
(
ス

ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
、

コ
ー
カ
ー
リ

ヤ
)

(ニ
)死

の
真

実

を

知

る

こ

と
が

死

の
支

配

を

こ
え

て
寂

滅

に

い

た

る

例

。
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(
4
)
い
か
な
る
所
有
も
な
く
、
執
着
し
て
取

る
こ
と
が
な

い
こ
と
、

こ
れ
が

島

(
避
難
所
)

に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
れ
を

ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
と
呼

ぶ
。
そ
れ

は
老
衰
と
死

の
消
滅

で
あ
る
。
(
同

一
〇
九

四
)

(
5
)
バ

ラ
モ
ン
よ
。
名
称
と
形
態
と

に
対
す

る
貧

り
を
全
く
離

れ

た

人

に

は
、
諸

々
の
煩
悩

は
存
在
し
な

い
。
だ

か
ら
、

か
れ
は
死

に
支
配
さ
れ
る
お

そ
れ
が
な

い
。
(
同

一
一
〇
〇
)

(
6
)
つ
ね
に

よ
く
気
を

つ
け
、
自

己
に
固
執
す

る
見
解
を
う

ち
破

っ
て
、
世

界
を
空
な
り
と
観

ぜ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
死
を
わ
た
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。

こ
の
よ
う
に
世
界
を
観
ず

る
人
を
、
死
王

は
見
る

こ
と
が

な

い
。
(
同

二

一
九
)

(三
)生

も

死

も

ご
都

合

以

前

の
無

条

件

の
真

実

の
中

で

の

こ

と

で

あ

る
。

(
7
)
人
間

の
身

を
受
け

る
こ
と

は
難
し

い
。
死
す
べ
き
人

々
に
寿
命
あ

る

の

も
難
し

い
。
正
し

い
教
え
を
聞
く

の
も
難

し
い
。
も
ろ
も
ろ

の
仏

の
出
現
し

た
も
う

こ
と
も
難
し

い
。
(
法
句
経

一
八

二
)

(
8
)
自
分

の
た

め
に
も
、
他
人
の
た
め
に
も
壬

子
を
望

ん
で
は
な
ら
ぬ
。
財

を
も
国
を
も
望

ん

で
は
な
ら
ぬ
。
邪
な
し
か
た
に
よ

っ
て
自
己

の
繁
栄

を
願

う
て
は
な
ら
ぬ
。
(
道
に
か
な

っ
た
)
行

い
あ
り
、

明
ら
か
な
知
慧

あ

り
、

真
理
に
し
た
が

っ
て
お
れ
。
(
同
八
四
)

こ

の
よ

う

に
み

る

と

、

死

の
喪

失

は
執

着

よ

り

生

じ

る

と
指

摘

し

て

い
る

こ
と
が

壬
当

然

の

こ
と

と

は

い

え
注

目

さ

れ

る
。

(
7
)
と
(
8
)
で
は
、
人
間

の
生
命
は
、
無
条
件
な
真
実
そ

の
も

の
を
生
き

て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
は
の
ち
の
仏
の
い
の
ち
と
い
う
考

え
方
に
つ
ら
な
る
と
い

っ
て
よ
い
。

仏
教
に
お
け
る

"知
"
は
、
煩
悩
と
恐
怖
心
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
自

己
の
実
態
に
対
す
る
知
で
あ
り
壬
存
在

の
真
実
性
と
し
て
の
縁
起
観
に

よ
っ
て
、
恐
怖
を
こ
え
る
点
に
あ
る
こ
と
は
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
絶
対
者
、
お
ま
か
せ
、
受
容
が
、
真
理

と
そ
れ

の
知
に
集
約
さ

れ
て
い
る
。

四

仏
教
の
知
と
民
俗
的
態
度
を
並
列
的
に
見
た
が
、
医
療
も
仏
教
も
壬

問
題
解
決
と
い
う
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
患
者
は
状
況
に
よ

っ
て

変
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と

な
る
の
は
、
民
俗
的
心

性
か
ら
主
体
的
知

へ
転
換
し
て
ゆ
く
要
件
と
方
法
を
考
察
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

そ
れ
は

"
知
"
の
育
成
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
手

近
な
問
題
と
し
て
は
、
こ
う
し
た

"知
"
に
よ
る
医
療
現
場

へ
の
協
力

こ
そ
壬
教
化
学
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
知
に
よ
っ
て
ど
ん
な
場
合
は
受
容
し
壬
ど
の

場
合
は
受
容
で
き
な
か
っ
た
か
。
病
状
の
進
化
と
苦
悩
の
変
容
と
知
の

確
立
は
ど
う
関
わ

っ
た
か
を
壬
臨
床
で
実
施
し
観
察
し
て
こ
そ
、
人
間

救
済
と
し
て
の
仏
教
学
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>
 
智
、
教
化
学
、
医
療
人
類
学

(駒
沢
大
学
講
師
)

病
気
に
対
す

る
日
本
人
的
態
度
と
仏
教
的

"
智
"

に

つ
い
て

(中
 
野
)
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