
印
度
學
佛
敏
學
研
究
第
三
十
七
巻
第

一
號

「
昭
和
六
十
三
年
十
二
月

仏

教

福

祉

考

福

田

呆

正

仏
教
か
ら
の
福
祉

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
含
め
て
、
す
で
に
多
く

の
仏

教
学
者
や
仏
教
徒
の
社
会
福
祉
関
係
者
壬
あ
る
い
は
関
心
を
持

つ
方
が

た
の
研
究
が
発
表
さ
れ
累
積
さ
れ
て
お
り
、
今
さ
ら
喋
々
の
言
を
要
し

な
い
が
、
僧
侶
で
あ
り
心
理
学

・
精
神
分
折
学

・
精
神
衛
生
学
か
ら
社

会
福
祉
に
接
近
し
て
壬
肢
体
不
児
由
児
施
設
や
精
神
薄
弱
児
施
設

の
理

事
長
壬
そ
し
て
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
地
域
の
社
会
福
祉
協
議
会
の

理
事
、
西
本
願
寺
派
社
会
福
祉
推
進
協
議
会
の
設
立
運
営
参
画
し
て
い

る
者
と
し
て
、
三

・
四
十
年
経
て
お
り
、

一
私
考
を
述
べ
る
こ
と
を
ご

寛
恕
願
い
た
い
。

社
会
が
専
ら
金
品
物
質
的
な
も
の
が
社
会
福
祉
を
お
ほ

っ
て
い
た
の

で
、
心
の
福
祉

・
精
神
の
福
祉
が
忘
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
必
要
性
を

行
政
当
局

に
、
社
会
福
祉
審
議
会
や
児
童
福
祉
審
議
会
の
委
員

の
立
場

か
ら
訴
え
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
最
近
そ
の
反
省
が
現
わ
れ
て
き

て
い
る
よ
う
に

一
見
み
え
る
。
が
、
し
か
し
福
祉
見
直
し
と
い
う
予
算

削
限
の
安
上
り
方
式

に
傾
い
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。

欄 

福
祉

の
原
点

仏
教
と
社
会
福
祉
の
関
係
と
い
う
か
、
関
連
性
か
か
わ
り
合
い
が
、

仏
教
学
者
や
仏
教
者
側
か
ら
と
、
社
会
福
祉
学
者
や
社
会
福
祉
事
業
関

係
者
か
ら
の
意
見
は
、
必
ず
し
も
噛
み
合

っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
向

き
が
あ
る
。
そ
れ
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
仏
教
の
慈
悲
か
ら
す
る
考
え
方

は
全
く
福
祉
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
慈
悲
は

一
人

の
人
間
を
相
手
に
す

る
も
の
で
、
上
か
ら
下

へ
の
恩
恵

に
過
ぎ
な
い
か
ら
壬
社
会
福
祉
で
は

(1
)

な
い
と
批
判
す
る
。
果
し
て
そ

の
通
り
だ
ろ
う

か
。
し
か
も
そ
の
批
判

者
の
中
に
仏
教
系

の
社
会
福
祉
学
者
も
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
明
治
ま
で
の
仏
教
者

に
よ
る
事
業

は
、
慈
善
事
業
や
慈
恵

一 

事
業
と
い
わ
れ
る
も
の
が
多
く
、
近
代
社
会
事
業
と
軌
を

一
に
す
る
も

の
で
は
な
い
。
慈
恵
事
業
が
そ
の
ま
ま
社
会
事
業

・
社
会
福
祉
事
業
に

進
展
し
た
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
申
す
ま
で
も

な
い
。
だ
が
し
か
し
慈

善
事
業
等
と
い
わ
れ
る
も
の
と
、
近
代
社
会
事
業
と
全
く
無
関
係
と
切

り
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
社
会
福
祉
の
前
駆
史
的
な
も
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の
だ
か
ら

で
あ
る
。

慈
悲
の
精
神
か
ら
出
た
慈
善

の
方
法
は
、
当
然
恩
恵
的
で
下
か
ら
要

求
す
る
も

の
で
は
な
く
、
受
け
取
る
者
に
と

っ
て
は
屈
辱
と
隷
従
の
代

(2
)

償
と
も
な

っ
た
と
論
じ
て
い
る
向
き
も
あ
る
。
た
し
か
に
そ
う
い
う
こ

と
も
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
果
し
て
屈
辱
と
隷
従
の
代
償
と
言
い

切
れ
る
だ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
慈
善
事
業
で
あ
る
か
ら
計

画

性

は
な

く
、
諮
意
的
で
非
組
織
的
、
非
永
続
的
で
あ
る
か
ら
壬
社
会
事
業
と
は

い
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
慈
悲
そ
の
も
の
ま
で
上
か
ら
下

へ
の
流

れ

で
あ

っ

て
、
余
れ
る
も

の
を
恵
む
意
に
解
し
て
い
る
こ
と
は
理
解

不

足

で

あ

る
。
慈
悲

の
精
神
を
素
直
に
見
直
し
壬
現
代
社
会
福
祉
に
根
づ
く
仏
教

精
神
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏
教
は

一
人
個
人
を
相
手
に
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
福
祉

へ
の
対
応
が
な
い
と
い

っ
て
可
だ
ろ
う

か
。
仏
教

は
一
人
ひ
と
り
を
対
象
と
す
る
が
壬
そ
れ
は
単
な
る

一
人
で

は
な
い
壬
衆
多

の
縁
起
に
存
在
す
る

一
人
で
あ
る
。
人
間
は

一
人
ひ
と

り
別
々
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
相
依
相
関
の
縁
起
関
係
に
あ
る
。

一

人
と
い
っ
て
も
全
く

の
一
人
孤
立
の
存
在
で
は
な
く
壬
社
会
と

の
深
い

か
か
わ
り
合
い
に
よ

っ
て
存
在
し
生
き
て
い
る
。

だ
か
ら
具
体
的
に
今
こ
こ
に
困
窮
者
に
手
を
さ
し
の
べ
る
の
も
壬
そ

の
一
人
は
社
会
の
中
の

一
人
で
あ
り
、
理
解
乏
共
感
を
し
て
同
行
す
る

の
で
あ
る
。
福
祉
の
原
点
は

一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
従

っ
て
そ
れ
は
ま
た

一
人
ひ
と
り
の

「
い
の
ち
」
を
大
切
に
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
差
別
は

一
人
ひ
と
り
の
人
権
や
い
の
ち
を
踏

み
に
じ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
人
間

の
尊
厳
性
、

い
の
ち
の
尊
さ
の
問
題

を
考
え
な
い
で
は
真

の
社
会
福
祉
は
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。

、

 

二
 
仏
教
者

の
福
祉
観

慈
善

(
cha
a
t
a
i
w
)

は
内
古
フ
ラ
ソ
ス
語
の

(
c
h
w
i
e
t
)

を
語
源
と
し
て

い
る
慈
善

・
施
し
で
あ
り
、
(
ch
a
i
t
y
a
)

に
似
た
意
味
の

(
m
e
r
c
y
)

と
い

う
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の

(
m
e
r
i
)
を
語
源
と
し
、
元

ラ

テ

ソ
語

の

(m
e
r
c
e
i
)

か
ら
来
て
い
る
ら
し
く
、
寛
容
と
か
慎
し
み
と

か

の

意

の

(
f
o
r
b
r
a
n
c
e
)

や
壬
仲
間
、
連
れ
、
友
の
意
の

(
c
o
m
e
i
w
n
i
s
i
m
o
)

に
通
ず

(3
)

る
も
の
で
あ
り
、
私
は
こ
の

(m
e
e
r
c
)
を
慈
愛

と
訳
し
て
い
る
。

慈
悲
は
勿
論
、
慈

(m
a
i
t
r
i
)
と
悲
(
k
e
a
i
w
m
)
の
語

か
ら
作
ら
れ
た
抽

象
名
詞
で
、
慈
は
最
高
の
友
情
と
も
い
う
べ
く
、
特
定

の
人
に
対
し
て

で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
び
と
に
友
情
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
壬
悲
は
人

生
苦
悩
に
陣
き
声
を
あ
げ
る
こ
と
で
、
人
生
の
苦
悩
に
坤
き
歎

い
た
経

験

の
あ
る
者
の
み
が
、
そ
れ
を
理
解
で
き
壬
そ

の
苦
し
み
に
同
感
し
壬
糟

そ
れ
を
癒
や
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
慈
悲
は
決
し
て
高
い
所
か
ら

低
い
所
に
向
か
う
の
で
な
く
、
い
つ
も
同
じ
高

さ
に
あ
る
者
同
志

の
心

(4
)

の
触
れ
合
い
を
重
ん
ず
る
の
だ
か
ら
、
慈
悲
の
根
本
義
は
上
か
ら
下

へ

の
恵
与
で
は
な
い
。
慈
悲
は

(
k
a
r
u
n
a
e

n
a
)
の
語
で
も
可
能
で
あ
る
ぼ

か

(5
)

り
か
壬
大
慈
大
悲
の
意
に
も
通
ず
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
仏
の
四
無
量
心
を
考
え
る
と
壬

一
人
個
人
の
幸
せ
を
考
え
る

仏
教
福
祉
考

(福
 
田
)
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仏
教
福
祉
考

(福
 
田
)

の
で
な
く
、
す
ぺ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
者

の
幸
せ
、
社
会
全
体

の
幸

せ
を
願
う
仏
教
の
深
い
福
祉
の
心
で
あ
る
。
即
ち
多
く

の
人
び
と
に
量

る
こ
と

の
で
き
な
い
深
い
友
愛
の
慈
無
量
心
、
多
く
の
人
び
と
の
苦
し

み
に
同
事
同
感
同
苦
す
る
量
る
こ
と
の
で
き
な
い
悲
無
量
心
、
多
く
の

人
び
と
の
幸
せ
を
喜
ぶ
と
い
う
量
る
こ
と
の
で
き
な
い
喜
無
量
心
、
そ

し
て
あ

る
ゆ
る
執
着
を
捨
て
る
と
い
う
量
る
こ
と
の
で
き
な
い
捨
無
量

心
で
あ

る
。
が
我
わ
れ
人
間
に
は
と
て
も
持
ち
得
な
い
も

の
で

あ

る

が
、
仏

の
心
の
僅
か
で
も
頂
か
さ
れ
て
、
社
会
福
祉

の
活
動
を
さ
せ
て

頂
く
と
こ
ろ
に
仏
教
福
祉
の
意
義
が
あ
る
。

釈
尊

は
世
尊
即
ち
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ト

(
B
ha
aqavat
)蒲
伽
梵
と
は
幸
せ

の
持
主
、
最
高
の
幸
せ
者
の
意
で
あ
る
。
社
会
福
祉
は
社
会
に
生
き
る

人
び
と
を
幸
せ
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
福
祉
政
策
、
施
策
は
当
然
の
こ

と
で
あ

る
が
、
心
身
と
も
に
幸
せ
に
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
仏
教
の

慈
悲
の
真
意
を
素
直
に
見
直
し
て
社
会
福
祉

へ
志
向
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
壬

我
わ
れ

は
小
慈
小
悲
も
な
き
身
、
い
わ
ん
や
大
慈
大
悲

を

や

で
あ

る
。
だ
が
我
わ
れ
は
仏
陀
の
慈
悲
の
心
を
受
け
て
、
仏
陀
に
よ
っ
て
行

ぜ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
社
会
福
祉
事
業
を
や

っ
て
い
る
、
あ
る
い

は
困
窮
者
を
助
け
て
や
る
の
で
は
な
く
、
仏
陀
の
,慈
光
の
下
に
社
会
福

祉
事
業
を
さ
せ
て
も
ら

っ
て
い
る
、
困
窮
者
に
手
を
さ
し
の
ば
さ
せ
て

頂

い
て
い
る
と
、
心
の
深
層
か
ら
受
け
取
る
と
こ
ろ
に
仏
教
者
と
し
て

の
社
会
福
祉
観
が
あ
り
、
世
間

一
般

の
そ
れ
と
は
一
味
異
な
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ち
な
み
に
福
祉
の
字
義
を
み
る
と
壬
「福
」
は
供
え
物

で
あ
り
、
「祉
」

は
そ
の
供
え
物
を
頂
く
こ
と
の
意
で
あ
る
。
な
ぜ

(
w
e
l
f
a
r
e
)

を
福
祉

の
語
に
当
て
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
社
会
福
祉
の
語
が
あ
ら
わ

れ
た
の
は
、
憲
法
第
二
十
五
条
第
三

・項

の

「国
は
す
べ
て
の
生
活
部
面
に

つ
い
て
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
云
々
」
の
と
こ
ろ
に
初
め
て
現
わ
れ
た

の
で

あ
る
。
そ
し
て
社
会
福
祉
事
業
法
が
昭
和
二
十
六
年
に
制
定
公
布
を
み

て
か
ら

一
層

一
般
的
に
な

っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
(
w
e
l
f
a
r
e
)

ば
壬
語

源
的
に
は

、
w
e
l
f
a
r
e

(健
康
)
w
e
l
f
a
r
e
同
 
(幸
福
・
繁
栄
)、
w
e
l
f
a
r
e

n
aq

(満
足
な
存
在
)、
w
e
l
f
a
r
e

(上
首
尾
)
で
、
w
e
l
f
a
r
e

は

貯
器

で
あ
り
、

(
6
)

t
o
 
g

q
et
 
on
(栄
え
る
)
意
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
福
祉

の
語

は
漢
字

の
字
義
か
ら
考
え
る
と
、
供
え
物
の
下
り
物
と

い
う
こ
と
な
の
で
、
そ

し
て
福
も
祉
も
幸
福
の
意
が
あ
り
、
幸
せ
を
互

い
に
分
け
あ
う
こ
と
の

意
と
考
え
ら
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。

作
家
若
城
希
伊
子
女
史
が
壬
ク
リ
ス
チ
ャ
ソ
だ
が
仏
教
の
精
神
の
考

え
方
に
は

「大
慈
大
悲
と
い
う
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
あ
わ
れ
む

仏
の
心
」
が
あ
る
と
て
、
他
人

の
心
情
を
理
解
す
る
あ
わ
れ
を
知

る

心

で
あ
り
壬
そ
れ
は
日
本
人
の
福
祉
の
精
神
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
と
い

っ
て
い
る
。
あ
わ
れ
の
意
を
し
ば
し
ば
上
か
ら
下

へ
の
同
情

に
と

っ
て

い
る
向
き
が
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
あ
わ
れ
は
元
も
と
感
ず
る
、

感
動
す
る
壬
あ
り
が
た
い
の
意
で
あ
る
。
同
女
史
は
さ

ら

に

「現
代
は

皮
肉
な
こ
と
に
弱
者
と
み
な
さ
れ
た
障
害
を
持
っ
た
人
た
ち
が
強
く
生
き
る
精
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神
を
持
ち
、
五
体
満
足
で
強
者
で
あ
る
べ
き
若
者
た
ち
の
心
が
弱
り
に
弱

っ
て

(
7
)

い
る
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
言
葉
で
あ
る
。

三
 
社

会
福
祉

の
分
野

と
こ
ろ
で
社
会
福
祉
は
、
次
の
三
つ
の
分
野
が
考
え
ら
れ
る
。
社
会

福
祉
事
業
と
社
会
福
祉
活
動
、
及
び
社
会
福
祉
思
想
で
あ
る
。
直
接
、

社
会
福
祉
事
業
に
携
さ
わ
ら
な
く
と
も
仏
教
者
は
壬
こ
れ
ら
の
分
野
に

理
解
と
共
感
を
持

つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

先
ず
社
会
福
祉
事
業
は
、
社
会
科
学

・
実
践
科
学
と
し
て
の
立
場
を

と

っ
て
い
る
。
科
学
と
し
て
の
社
会
福
祉
学
に
進
展
し
て
き
て
い
る
以

上
、
そ

の
方
法
論
や
対
象
論
、
そ
し
て
資
料
論
も
そ
れ
に
適
わ
し
い
も

の
と
し
て
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
科
学
と
い
う
と
、
や
や
も
す
る

と
自
然
科
学
を
モ
デ

ル
に
し
勝
ち
で
あ
る
が
、
人
文
科
学

・
社
会
科
学

と
し
て
の
科
学
を
等
閑
に
附
し
て
は
な
ら
な
い
。
生
き
て
い
る
人
間
を

対
象
と
し
て
い
る
社
会

(福
祉
)
事
業
が
、
自
然
科
学
的
方
法
論

や

そ

れ
に
近
似
の
方
法
論

の
み
で
は
、
人
間
の
福
祉
い
な
至
福

(S
w
e
l
f
a
r
e

w
e
l
f
a

a
r
e
)こ
そ
そ

の
目
ざ
す
と
こ
ろ
を
、
本
当
に
承
け
容
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
般
的
な
社
会
科
学
で
は
解
明
で
き

難
い
問
題
が
あ
り
、
人
間
学
的
な
視
点
を
離
れ
て
は
、
真
に
幸
せ
と
は

な
ら
な
い
と
疑
念
を
さ
し
は
さ
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
福

祉
学
が
唯
物
的
に
傾

い
て
、
精
神

(魂
)
を
忘
れ
た
社
会
科
学
と
し

て

の
社
会
福
祉
学
と
な
ら
な
い
よ
う
、
ま
た
批
判
さ
れ
な
い
よ
う
心
せ
ね

ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

哲
学
か
ら
独
立
し
た
心
理
学
が
、
精
神

(魂

・
心
)
な
き
心
理

学

と

な

っ
た
如
く
に
、
社
会
福
祉
学
も
そ

の
轍
を
踏

ん
で
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
博
士

(Si
g
q
m
ua
 
F
ea
u
d
 
1
8
5

5

-
1
9
3
)
は
、
魂

(精
神
)

(8
)

あ
る
人
間
の
心
理
学
と
し
て
精
神
分
析
学
を
樹
立
創
唱
(18
0
0
)
し
た
。

人
間
の
心
理
の
大
き
な
部
面
を
占
め
る
無
意
識

の
心
理
学
に
貢
献
し
た

が
、
反
面
、
宗
教
的
な
も
の
を
強
迫
神
経
症

(d
i
e
 
S
e
n
g

q
sn
e
u
s
)的

な
も
の
と
解
し
て
、
死

へ
の
無
意
識
的
願
望
即
ち
破
壌
衝
動
か
ら
の
超

自
我
的
な
傾
向
を
浬
桑
原
則

(
da
s
 
Z
i
r
wna

in
z
p
)と
誤
解
表
現
し

(9
)

た
。
が
、
こ
れ
は
浬
薬
原
則
と
い
う
べ
き
で
は
な
く
、
当
為
原
則

(d
a
s

S
o
l
l
e

n
n
p
e
)

と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
社
会
福
祉
事
業
は
壬
主
と
し
て
老
人
福
祉

・
児
童
福
祉

・

障
害
者
福
祉

・
母
子
福
祉
や
保
育
所
な
ど
の
施
設
経
営
、
あ
る
い
は
ケ

ー
ス
・
ワ
ー
カ
ー
、
ま
た
社
会
福
祉
協
議
会
の
職
員
、
民
生
委
員

・
児

童
委
員
な
ど
直
接
携
さ
わ

っ
て
い
る
者
は
勿
論

で
あ
る
が
、
携
さ
わ

っ

た
り
関
係
し
て
い
な
く
と
も
社
会
福
祉
活
動
は
可
能
で
あ
る
。
仏
教
者

が
ボ
ラ
ソ
テ
ィ
ヤ
ー
と
し
て
、
福
祉
関
係
に
参
加
す
る
こ
と
は
大
き
な

社
会
福
祉
活
動
で
あ
る
。
檀
家
や
門
信
徒
は
勿
論
、
近
隣
の
人
た
ち
が

気
安
く
相
談
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
り

(相
談
活
動
)、
寝
た
切
り

老
人
や
独
り
暮
し
の
老
人
な
ど
を
訪
ね
て
壬
心

の
安
ら
ぎ
や
支
え
に
な

っ
た
り
し
て
、
役
立
つ
よ
う
な
ボ
ラ
ソ
テ
ィ
ヤ

ー
活

動

(訪
問
活
動
)
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教
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は
、
僧
侶
や
寺
族
寺
庭
婦
人
の
で
き
る
素
晴
ら
し
い
福
祉

活

動

で
あ

る
。但

し
こ
の
際
気
を

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
法
律
上
の
守

秘
義
務

こ
そ
課
せ
ら
れ
て
は
な
い
が
壬
対
象
者

の
相
談
内
容
そ
の
他
本

人
と
し
て
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
絶
対
に
他
言
し

て
は
な
ら
な
い
。
い
わ
ん
や
仏
教
徒
に
お
い
て
お
や
で
あ
る
。
お
寺
な

ら
自
分

の
秘
密
を
守

っ
て
も
ら
え
る
と
思

っ
て
恥
部
を
さ
ら
け
出
し
て

の
相
談

で
あ
る
の
に
壬
若
し
こ
れ
を
他
に
漏
ら
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
大

変
で
あ
る
。
信
用
失
墜
ぐ
ら
い
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
対
象
者
の
福
祉

を
大
き
く
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

エ
リ
ヒ

・
フ
ロ
ム
博
士

(
E
r
o
m
,
 
1
9
9
0-
1
9
8
0
)

が
、
現
代

の
生
活
様
式
は
我
わ
れ
を
幸
福
に
す
る
も
の
だ
と
公
言
す
る
人
が
多

い

が
、
幸
福
な
現
代
人
が
果
し
て
ど
れ
だ
け
あ
る
だ
ろ
う
か
と
疑
問
を
投

げ
か
け
た
。
そ
し
て
釈
尊

は
人
間
存
在
の
真
理
を
悟

っ
た
覚
者
で
あ
り

偉
大
な
教
師
で
人
道
主
義
的
宗
教
体
験

の
型
態
を
と
り
、
人
間
の
う
ち

に
真
実
の
愛
と
自
由
即
ち

「
い
の
ち
」
を
生
み
出
す
と
い
っ
て
、
プ
ロ

(
1
0
)

ム
は
釈
尊
に
あ
る
人
間
の
尊
厳
性
を
窺
い
得
て
い
る
。
ま
た
彼
は
フ
マ

イ
ト
と
同
じ
く
、
心
理
学
が
勝
手
に
き
め
ら
れ
た
科
学
的
方
法
に
う
ま

く
合
う
よ
う
な
つ
ま
ら
な
い
事
象
を
問
題
に
し
て
、
人
間
の
重
要
な
対

象
で
あ
る
魂

(S
o
u
l
)
を
欠
く
科
学
と
な

っ
た
と
批
判
し
た
。

で
は
人
間
の
尊
厳
性
と
は
何
に
尊
さ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
老
人
福

祉
法
に
老
人
は
長
年
に
亘
り
社
会
の
進
展
に
寄
与
し
て
き
た
か
ら
、
敬

(
1
1
)

愛
さ
れ
、
健
全
で
安
ら
か
な
生
活
を
保
障
さ
れ
る
と
あ
る
。
だ
が
、
た

だ
そ
れ
だ
け
で
尊
敬
に
値
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
か
な
る
老
人
も
い
か

な
る
障
害
者
も
み
な

「
い
の
ち
」
を
持

っ
て
生
き
て
い
る
存
在
、
い
の

ち
の
尊
厳
性
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
人
間
と
し
て
の
尊
厳
性
が
あ
る
の

で
あ
る
。

社
会
福
祉
事
業
が
目
的
遂
行

の
た
め
に
前
進

し
て
も
壬
こ
れ
だ
け
で

人
間

の
尊
厳
性
が
確
保
.さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
「人
間
の
尊
厳
性
を
確

保
す
る
た
め
に
は
、
大
凡
そ
外
在
的
な
環
境
と
、
内
在
的
な
心
乃
至
精
神
と
の

(
1
2
)

二
つ
の
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」
と

の
守
屋
茂
博
士
の
言
に

同
感
で
あ
る
。

そ
こ
で
我
わ
れ
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
精
神
面

に
お
い
て
人
間

の
尊
厳

性
を
維
持
増
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
大
き
な
課
題
が
あ
ろ

う
。人

間
の
尊
厳
性
つ
づ
ま
る
と
こ
ろ
は

「
い
の
ち
」
の
尊

厳

性

で
あシ

る

。

釈
尊

は

つ
と

に

こ

の

こ
と

に
触

れ

ら

れ

、

『
浬

藥

経

』

に

は

「
無
・

ル
ハ
イ
ツ
ク
シ
マ

ヲ

不
・愛
二
寿
命
一」
と
示
さ
れ
壬
『無
量
封
経
』
や
そ
の
異
訳

『平
等
覚
経
』

ゴ
グ

シ

レ

ヒ

バ

の

ヒ

ハ
マ

シ

マ

セ

モ

に

は
夫

そ

れ

「
寿
命
甚

難
レ得
仏
世

亦
難
レ
値
」
、
「
人
之
命
稀
可
レ得

仏
在
レ
世

ダ

シ

ヒ

甚
難
・値
」
と
壬
寿
命

の
尊
厳
さ
を
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
仏
陀

に
は
な
か

(
1
)
)

な
か
値
遇
で
き
難
い
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
人
間

の
寿
命
だ
け
で
な
く
、
空
中
を
飛
ぶ
虫
や
地
を

ケ
ン

這
う
虫
け
ら
に
至
る
ま
で
、
そ
の
命
の
尊
さ
を
示
し
て
壬
「蛸
飛
蠕
動
之

キ
テ

ヲ

シ

ル

セ

ス
ル

ハ

シ
ム

類
」
諸

天
人
民
と

共

に

「聞

・我

名
号

一莫
レ
不
二慈
心

一歓
喜
踊
躍

者
皆
命

レ来

二
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ニ
 

レ

生
我
国
二

と
壬
尊
い
教
示
と
誓

い
を
垂
れ
ら
れ
て
い
る
。
親
鶯
聖
人
は

こ
の
文
を

二
度
も
引
用
し
、
法
然
聖
人
は
虫
の
命
を
損
傷
す
る
第
三
の

ツ
ニ
ハ

 
ス
ル
ニ

 

ヲ

 

ス

ノ

ヲ

 

シ
ク

テ

ノ

ニ
ス
ベ
シ

罪

と

し

て
壬

「
三
者
営
二
造

屋
宇

一損

二傷
虫
命

一
…
…
宜
於

二
一
切
衆
生
前

一繊
ニ

ノ

ヲ

め

第
三
罪
こ

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
仏
陀
は
不
殺
生
戒
を
五
戒
の
は
じ
め

に
お
い
て
人
の

「
い
の
ち
」
を
損
傷
殺
滅
す
る
こ
と
を
誠
め
ら
れ
、
い

の
ち
の
尊
さ
を
強
調
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
い
の
ち
の
尊
厳
性
を
考
え
る
と
、
障
害
者
や
弱
少
者
や

老
人
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
で
接
す
べ
き
か
。
単
な
る
同
情
壬
同

情
し
放
し
は
、
却

っ
て
障
害
者
な
ど
を
無
意
識
的
に
見
下
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
尊

い

「
い
の
ち
」
を
持

っ
た
人
た
ち
が
壬
た
ま
た
ま
障
害

者
と
な

っ
た
だ
け

の
こ
と
で
壬
「
い
の
ち
」

の
尊
厳
性
は
少
し
も

変

ら

な
い
の
で
あ
る
。

 
福
祉

の
思
想
と
は
壬
こ
の
よ
う
に
誰
で
も
障
害
者
と
な

る
伏

在

性

(
p
o
t
e
i
l
l
i
e
y
)

を
持

っ
て
い
る
。
ま
た
誰
で
も
早
世
し
な
け
れ
ば
老
人

に
な
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
老
人
は
障
害
や
疾
病
を
随
伴
し
易
い
と
い

う
こ
と

に
思
い
を
い
た
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
少
し

福
祉
の
心
あ
る
人
な
ら
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
仏
教
者
と
し
て
は
、
さ

ら
に
そ

の
人
た
ち
の
痛
み
を
我
が
痛
み
と
し
、
理
解
と
共
感
を
得
る
よ

う
に
自
ら
も
共
育

(
w
i
t
h
 
b
i
r
i
n
g
)

す
る
、
そ

の
人
た
ち
と

一
緒
に

自
分
も
育

っ
て
い
く
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
障
害
者
の
姿
が
健
常
者

に
光
を
投
げ
か
け
て
、
人
間
の
尊
厳
性
を
学
ぶ
よ
す
が
と
な

っ
て
い
る

(
1
7
)

と
壬
故
糸
賀

一
雄
氏
は
書
き
残
し
て
い
る
。

福
祉
と
は
生
き
て
い
こ
う
と
す
る

「
い
の
ち
」
の
原
点
に
遭
遇
す
る

こ
と
で
あ
り
壬
奉
仕
と
は
そ
れ
に
伴

っ
て
心
を
開
い
て
行
動
す
る
亡
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
福
祉
行
政
も
こ
れ
を
基
底
に
し
て
展
開
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結

以
上
、
仏
教
福
祉
に
つ
い
て

一
考
し
て
み
た
。
仏
教
の
慈
善
事
業

の

歴
史
が
、
直
ち
に
社
会
福
祉
事
業
の
歴
史
に
つ
な
が
る
も

の
ゼ

は

な

い
。
だ
が
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
社
会
福
祉
事
業
の
前
駆
史
的
な
も

の
で
あ

っ
た
。
仏
教
の
慈
悲
は
壬
只

一
人
を
相
手
に
す
る
恵
み
と
い
う

筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
上
か
ら
下

へ
の
も
の
で
は
な
く
壬
同

じ
高
さ
で

一
人
ひ
と
り
の
幸
せ
を
願
う
も
の
で
、
量
る
こ
と
の
で
き
な

い
仏
陀
の
悲
智
に
支
え
ら
れ
て
壬
社
会
福
祉
事
業
や
社
会
福
祉
活
動
を

さ
せ
て
頂
く
の
で
あ
る
。

生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
す
ぺ
て
の
幸
せ
を
願
う
心
か
ら
、
現
代
社

会
事
業
に
従
事
し
た
り
、
立
ち
向
か
う
の
で
あ
る
。
従

っ
て
人
間

の
尊

厳
性
、
さ
ら
に

「
い
の
ち
」
の
尊
厳
性
と
い
う

こ
と
が
福
祉

の
原
点
で

あ
る
こ
と
か
ら
壬
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
の
も
の
の
命
を
尊
ぶ

仏
教
福
祉
の
精
神
か
ら
は

-
層
社
会
福
祉
事
業
に
、
ま
た
社
会
福
祉

活
動
に
壬
そ
し
て
社
会
福
祉
思
想
に
共
鳴
す
る
。
そ
れ
ぼ
か
り
で
は
な

く
、
多
く
の
人
び
と
に
そ
の
思
想
が
普
及
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が

要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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