
ダ

ル

マ

と

初

期

仏

教

中

祖
（愛

知

院

大

さ
ま
ざ
ま
な
ダ
ル
マ
論

仏
教
の
中
心
思
想
を
グ
ル
マ

（法

・
０
コ
ミ
８
じ

の
理
論
と
し
て
把
握
し
ょ
う
と
す
る
試
み
は
仏
教
の
文
献
学
的
研
究
の
道
が
開
か
れ

た
近
代
も
し
く
は
現
代
に
お
い
て
初
め
て
興

っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
す
で
に
仏
教
の
教
学
的
伝
統
の
中
に
も
明
確
に
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

仏
教
に
お
け
る
ダ
ル
マ
の
概
念
の
把
握
に
つ
い
て
、　
中
国

。
日
本
の
教
学
の
中
に
お
い
て

「任
持
自
性
、　
軌
生
物
解
」
、

「能
持
自

性
、
軌
生
勝
解
」
と
し
て
理
解
す
る
立
場
が
古
く
よ
り
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
阿
毘
達
磨

含
σ
〓
０

，
Ｒ
Ｂ
こ

の
思
想
な
ど
に
そ
の
淵
源
を
有
す
る
解
釈
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
が
、
仏
教
教
学
の
中
に
ザ
ッ
ハ
・
リ

ッ
ヒ
に
定
着
し
て
ま
さ
に
ダ
ル
マ
の
理
解
の
規
範
と
し
て
重
き
を
な
し
て
き
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
ま
た
仏
陀
が
入
減
に
臨
ん
で
弟
子
ア

ー
ナ
ン
ダ

（コ
●
”
●
０
こ

に
対
し
て
行
な

っ
た
説
法
に
お
い
て
、　
二
燈
明
二
帰
依
の
遺
訓
を
残
し
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、　
グ
ル
マ
が
仏

陀
の
、
ひ
い
て
は
仏
教
の
教
説
の
中
心
思
想
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
争
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
四
諦

・
八
正
道

・

グ
ル
マ
と
初
期
仏
教

〈中
祖
一
誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七

学
~

き誠



ダ
ル
マ
と
初
期
仏
教

（中
祖
一
誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八

五
蘊

・
縁
起
等
の
様

々
な
形
式
で
伝
え
ら
れ
る
仏
陀
の
教
説
も
、
究
極
的
に
は
ダ
ル
マ
の
観
念
を
そ
れ
ぞ
れ
の
教
説
の
根
抵
に
予
想
し
な

け
れ
ば
意
味
を
も

っ
て
こ
な
い
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
仏
教
思
想
が
実
証
的
研
究
と
い
う
新
た
な
方
法
論
的
な
装
い
の
も
と
に
体
系
的
に
考
究
さ
れ
る
に
至

っ
て
か
ら
、
更
め
て

こ
の
ダ
ル
マ
の
考
察
は
仏
教
研
究
の
中
心
課
題
と
し
て
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
方
向
で
の
注
目
す

べ
き
研
究
は
、
周
知
の
如
く
、
ガ
イ
ガ
ー
夫
妻

（〓
”
∞
０
”
【ｏ
目
の
α
”
Ｑ
ダ
ニ
〓
２
ヨ

Ｏ
ｏ
置
ｑ
Ｙ

ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク

６
”８

”
Ｒ
ｏ
●
σ
ｑ
じ

・
シ
チ
ェ
ル
バ
ト
ス
コ
イ

（↓
Ｆ

線
ｏ
す
ｑ
σ
単
∽
Ｆ
じ

等
の
コ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
学
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
木
村
泰
賢

。

宇
井
伯
寿

・
和
辻
哲
郎
等
の
諸
博
士
に
よ
る
文
献
学
的
な
い
し
実
証
的
な
研
究
に
よ

っ
て
着
実
に
推
進
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
。
ガ
イ
ガ
ー

教
授
は
、
初
期
仏
教
の
経
典
を
精
査
検
討
し
て
、
仏
教
の
ダ
ル
マ
の
語
義
の
多
様
性
を
純
粋
に
文
献
学
的
な
方
法
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に

し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ダ
ル
マ
は
も
ろ
も
ろ
の
現
象
の
根
低
に
あ
る
本
質
に
係
わ
る
洞
察
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
、
究
極
的
に
は
こ
の
世
に
存
在
し
う
る
最
高
の
普
遍
的
か
つ
超
感
覚
的
な
観
念
の
表
示
で
あ
り
、
絶
対
的
な
る
も
の
の
表
出
で
あ

る
こ
と
を
主
張
す
る
Ｔ
）。
こ
の
よ
う
な
ダ
ル
マ
の
理
解
に
対
し
て
、
シ
チ
ェ
ル
バ
ト
ス
コ
イ
は
こ
の
コ
局
度
に
錯
綜
し
た
中
心
的
概
念
、

す
な
わ
ち

一
つ
の
体
系
の
殆
ど
す
べ
て
の
総
和
が
そ
の
多
様
な
意
味
内
容
の
中
に
含
ま
れ
る
よ
う
な
概
念
は
、
た
だ
単
に
言
語
学
的
な
方

法
の
み
に
よ

っ
て
は
満
足
の
い
く
理
解
に
到
達
し
が
た
い
っ
ざ
　
と
し
て
、
ガ
イ
ガ
ー
と
異
な
る
方
法
、　
す
な
わ
ち
専
ら
哲
学
的
方
法
に

立
脚
し
て
グ
ル
マ
の
本
質
解
明
を
試
み
る
道
を
開
い
た
。
か
れ
は
バ
ス
バ
ン
ド
ウ
（世
親
、
く
お
“
０
”
●
０

，
こ

の
ア
ビ
グ
ル
マ
・
コ
ー
シ
ャ

（＞
０
日
０

，
鶴
Ｂ
”
澪
ネ
じ

に
依
拠
し
て
、
グ
ル
マ
の
基
本
概
念
を
規
定
し
て
、
「存
在
す
る
も
の
は
精
妙
に
し
て
究
極
的
な
、
こ
れ
以
上
分

析
し
え
ぬ
物

・
精
神

・
力
の
諸
要
素
の
相
互
作
用
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
構
成
要
素
た
る
も
の
が
ダ
ル
マ
で
あ
る
↑
ざ
　
と
し
て
、　
結
局

の
と
こ
ろ
、　
仏
教
が
本
質
的
に
は
根
本
的
多
元
論

（轟
０
一８
〓
コ
瞑
”
】お
日
）
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て

「構
成
要
素
の
結
合



よ
り
な
る
も
の
は
個
々
の
構
成
要
素
を
覆
う
単
な
る
名
日
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
終
極
の
解
脱
に
至
る
道
と
い
う
道
徳
的
教
説
も
こ

の
存
在
論
的
な
教
説
に
対
し
て
附
加
的

。
異
質
的
な
も
の
で
な
く
、
究
極
的
に
は
こ
の
教
説
に
結
び
つ
き
、
事
実
そ
れ
と
同

一
な
も
の
で

あ
る
Ｔ
ざ
　
と
い
う
理
解
に
達
し
た
。
　
つ
い
で
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
も
同
じ
く
哲
学
的
観
点
か
ら
ダ
ル
マ
の
観
念
の
諸
相
を
分
析
し
て
、

そ
の
中
心
的
観
念
を
解
明
し
て
い
る
↑
）。　
か
れ
に
よ
れ
ば
、　
グ
ル
マ
の
体
系
が
イ
ン
ド
の
あ
ら
ゆ
る
他
の
諸
体
系
と
裁
然
と
区
別
さ
れ

る
べ
き
内
容
を
具
有
す
る
こ
と
に
視
点
を
据
え
て
、
仏
教
の
体
系
を

″
ダ
ル
マ
論

（∪
コ
ミ
Ｂ
”
↓

，
８
『いΦγ

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
の
妥

当
性
を
主
張
す
る
↑
）。
そ
し
て
、
究
極
的
に
は
、
か
れ
の
基
本
的
立
場
は
、
グ
ル
マ
を
超
越
的
持
者

↑
３
●
お
●
Ｏ
①
諄
”
】ｑ

↓
ふ
∞
Φじ
、

基
体

つ
〓
″
一轟
０

と
し
て
把
え
る
こ
と
、
現
存
在
の
意
識
流

つ
け８
８

０
８

げ
①
〓
」
澪
ｏ
●
い
ｏ
ぴ
Φ
房
）
お
よ
び
そ
の
内
容
を
な
す
要
素
の

根
低
と
し
て
の
超
越
的
持
者
な
い
し
基
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
７
）。

和
辻
博
士
は
、
こ
の
よ
う
な
グ
ル
マ
に
関
す
る
諸
見
解
に
つ
い
て
、
中
国

。
日
本
の
伝
統
的
教
学
に
対
し
て
は
、
日
常
的
な
経
験
的
現

象
の
真
相
を
理
解
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
グ
ル
マ
の
概
念
が
、
素
朴
実
在
論
的
に
個
々
の
経
験
的
対
象
そ
の
も
の
を
意
味
せ
し
め
ら
れ

て
き
て
い
る
と
し
て
、
か
か
る
解
釈
で
は
七
十
五
法

・
百
法
等
の
ダ
ル
マ
の
観
念
は
正
当
に
把
握
し
え
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
ダ

ル
マ
を
超
越
的
持
者
、
基
体
と
す
る
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
見
解
が
七
十
五
法
の
体
系
を
包
み
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
賛
意
を
示
し
つ
つ

も
、
か
れ
が
超
越
的
実
体
を
、
ま
た
シ
チ
ュ
ル
バ
ト
ス
コ
イ
が
不
可
認
識
的
要
素
を
実
在
と
す
る
点
に
お
い
て
、
と
も
に
有
部
の
法
有
の

立
場
を
脱
却
し
て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
↑
）。
　
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
、
「能
持
自
性
」

に
お
け
る
性
を
相
と
解
し
て
、
「お
の
れ
の
現

象
を
も
つ
も
の
」
の
意
に
解
し
て
、
か
か
る
現
象
を
も
つ
も
の
は
現
象
の
背
後
に
あ
る
超
越
的
持
者

。
基
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解

し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
解
釈
は
結
局
の
と
こ
ろ
ダ
ル
マ
の
前
仏
教
的
な
観
念
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
り
、
イ
ン
ド
思
想
の
中
に
占
め
る

仏
教
の
グ
ル
マ
論
の
独
自
性
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
本
来
、
ダ
ル
マ
ａ
ｒ
ミ
日
こ

と
い
う
語
は

０
耳

（保
つ
、
支
持
す
る
、
担

グ
ル
マ
と
初
期
仏
教

（中
祖
一誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九



グ
ル
マ
と
初
期
仏
教

（中
祖
一
誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一一〇

う
）
と
い
う
語
根
か
ら
作
ら
れ
た
男
性
名
詞
で
あ
り
、
同
じ
く
同

一
の
語
根
か
ら
作
ら
れ
た
語
に
グ
ル
マ
ン

（Ｑ
コ
ミ
日
“
●
中
性
名
詞
）
が

あ
る
。
古
く
は
こ
の
グ
ル
マ
ン
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
ア
タ
ル
ヴ
ァ
＝
ヴ

ェ
ー
ダ

（＞
事
ミ
く
や
く
Φ
Ｏ
こ

あ
た
り
か
ら
、
替

っ
て
グ
ル

マ

ａ
ｒ
鶴
ヨ
じ

が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
る
。　
こ
の
両
語
の
意
味
の
違
い
は
判
然
と
し
な
い
が
、　
一
般
に

↑
日

，
こ

あ

い
る
は

↑
ヨ
こ

の
接
尾
辞
を
伴
な

っ
て
形
成
さ
れ
た
名
詞
は
、
は
た
ら
き
の
主
体
を
示
す
と
さ
れ
る
か
ら
、　
グ
ル
マ
の
原
義
は

「保
た

れ
る
も
の
」
で
は
な
く

「保
つ
も
の
」
と
考
え
ら
れ
る
Ｔ
）。　
か
く
し
て
、　
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
、　
シ
チ
ェ
ル
バ
ト
ス
コ
イ
の
主
張
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な

っ
た
ダ
ル
マ
の
把
え
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
両
者
と
も
に
超
越
的
基
体
も
し
く
は
要
素
の
実
在
を
認
め
る

と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
た
観
点
に
立

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
原
始
仏
教
の
当
初
以
来
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
、
和
辻
博
士
は
、
グ
ル
マ
を

「
物

。
対
象
」
と
す
る
解
釈
は
ア
ビ
グ
ル
マ
の
法
論
を
無
意
義
と
す
る
。
ま
た
グ
ル
マ
を
真
実

在
者
と
す
る
解
釈
は
中
観
論
に
お
け
る
無
自
性
空
の
立
場
を
無
意
義
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
仏
教
哲
学
に
お
け
る
グ
ル
マ
の
概
念

は
こ
れ
ら
の
法
論
と
中
観
論
と
を
と
も
に
活
か
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
所
謂

「
か
た
」
と
し
て
の
グ
ル
マ
の
観
念

を
提
唱
し
て
い
る
６
）。　
ダ
ル
マ
の
観
念
の
前
仏
教
的
歴
史
を
考
慮
す
る
と
き
、　
当
然
グ
ル
マ
の
観
念
の
汎
イ
ン
ド
的
な
性
格
が
予
想
さ

れ
る
け
れ
ど
も
、
イ
ン
ド
思
想
史
の
中
に
占
め
る
仏
教
体
系
の
独
自
性
に
注
目
す
れ
ば
、
グ
ル
マ
の
観
念
の
把
握
に
関
す
る
本
質
的
相
異

点
が
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
和
辻
博
士
の
所
説
は
ダ
ル
マ
論
の
中
で
確
固
た
る
地
位
を
占
め
る
も
の
と
い
え
る
。

（
１

）

〓

”
”
Ｏ
Ｌ

ｏ
・
ｏ

●
●
Ｏ

ζ
ヽ
いＦ

ε

ヨ

０
０
け

０
「
¨
”
営

¨
∪

，
”
日

日

Ｐ

】昌
●
●
ｏ

，
ｏ
●

８

一
ｐ

∽
・
ド

（
２

）
　

↓
一
・
∽
一
ｏ

，
ｏ
『
げ
”
絆
∽
奸
く
〕
↓
す
ｏ

Ｏ
ｏ
●
■

，
【
Ｏ
ｏ
●
ｏ
ｏ
も
”
一ｏ
●

ｏ
い

”
口
ヽ
０

，
お
ヨ

”
●
ヽ

計
す
ｏ

ぞ
【
ｏ
”
●
【●
”

ｏ
喘
”
す
ｏ

メ
く
ｏ
「
ヽ

＾
∪

，
”
ヽ
Ｂ
”
ｖ

）
ω
”
●
”
ヽ
”
，

り
”ヽ

”
∽
り
　
Ｈ
Φ
『
〇
　̈
ｏ
・　
ド
・

（３
）

一口
，
０
・
『
”
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”
σ
】
０

・　
●
・　
ヽ
ω
・

（υ

　̈
】″
ｏ
り
ｏ
●
げ
ｏ
『
∞

〕

同
）ｏ
『
　
一”
【
ｏ
げ
日
ｏ
日

０
　
０
０
Ｌ
　
げ
口
鮎
０
〓
い
０
一
”
り
０
す
ｏ
●
　
り

，
¨
【
ｏ
り
ｏ
Ｏ

，
】
ｏ

　̈
】四
ｏ
一
Ｏ
ｏ
】
ぴ
ｏ
■
ｍ
　
Ｈ
Φ
Ｎ
卜

　̈
∽

・　
∞
∞

・

ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
グ
ル
マ
の
諸
相
を
次
の
如
く
七
項
目
に
分
類
し
て
い
る
。
①
固
有
性

（口
”
ｏ
３
ｏ

，
餞
じ
、
属
性

（＞
け”【”げ
二
）、
賓
辞

η
凛
争

丼
”
じ

②
実
体
的
持
者

含
“
ｇ
Ｓ
詳
いｏ
】】ｑ

↓
昌
哺
ｏし
、
意
識
的
生
の
個
々
の
要
素
の
超
越
的
基
体

含
８
●
ド
●
８
津
８

∽
●
ｇ
け３
”
３
り
ｏ
中ｏ
お
】●
ｏ
５

口
ｏ
日
ｏ
ユ
８

ｇ
く
口
い
一０
●
Ｆ
ｏ
ｇ
●
↓
③
要
素
す
な
わ
ち
意
識
的
生
の
構
成
要
素

（口
ｏ
日
０
ュ
¨

，
Ｆ
”
３
Ｓ
●
摯
ｏ
】【
計
∽
ｇ
■
●
口
ｏ
●
ｒ
３
ｏ
３
）
④
涅

槃

す

な

わ

ち

最

高

の

グ

ル

マ
、

仏

陀

教

説

の

目

的

（
Ｚ

２̈

¨
う
Ｐ

，

，
・
＾

０
〓
Ｒ

Ｂ

”
Ｖ

Ｏ
ミ

ｏ
Ｘ

ｏ
】【ｏ
●
８

¨
ヽ
跳

ｏ
げ
』
ｏ
Ｆ

，

【
Ｆ
ｏ
Ｔ

ｏ
”
“
ら
０

，
３

）

⑤
絶
対
的
存
在

貧
３

＞
ｇ
ｏ
旨
”↓

⑥
教
説
貧
お

Ｆ
ｏ
す
お
）、
仏
陀
の
宗
教

貧
お

”
ｏ一】̈
いｏ
●
Ｕ
“
０
０

，
あ
）
⑦
事
物

３
８

，
ｐ
Ｏ
ｏｍ
ｏ３
Ｓ
●
ｅ
、
対

象

（ｏ
げ
』ｏＦ
）、
現
象

０
『りｏす
ｏす
●
り
し

（６
）
　
】げ
い０
・
∽
・
∞ヽ識
・

（７
）

”げ
”，
∽
・
∞ヽ

（８
）

和
辻
哲
郎

「仏
教
哲
学
に
於
け
る
法
の
概
念
と
空
の
弁
証
法
」
∩
人
格
と
人
類
性
」
所
収
）、
岩
波
書
店
、
昭
和
十
三
年
、
二
〇

一
頁
以
下

（９
）

中
村
元

「イ
ン
ド
思
想
の
諸
問
題
」
（中
村
元
選
集
第
十
巻
）、
春
秋
社
、
昭
和
四
二
年
、　
一
七
九
頁

（１０
）

和
辻
哲
郎
、
前
掲
書
、
二
〇
八
頁
。
和
辻
哲
郎

「原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
」
岩
波
書
店
、
昭
和
二
年
、　
一
七
三
頁

二

「
か
た
」

と
し
て
の
ダ

ル

マ

仏
陀
の
教
説
が
人
間
の
現
実
存
在
の
基
底
に
横
た
わ
る
絶
ち
難
い
無
明
、
迷
妄
か
ら
の
離
脱
に
眼
目
が
あ
る
こ
と
は
論
を
俊
た
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
無
明
、
迷
妄
か
ら
の
離
脱
の
方
法
は
、
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
正
統
派
の
哲
学
で
あ
る
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド

（Ｃ
Ｏ
や

ュ
８
８

の
梵
我

一
如

Ｇ
轟
〓
Ｂ
”
‐翠
ヨ
”
，”
】ド
く
”
日
）
の
よ
う
な
宇
宙
的
原
理
と
の
全

一
的
冥
合
の
体
得
や
六
師
外
道
等
の
沙
門

含
轟
ヨ
・

”
●
こ

の
思
想
に
み
ら
れ
る
形
而
上
学
的
思
弁
や
感
覚
論
的
な
い
し
唯
物
論
的
観
念
に
求
め
る
仕
方
で
は
な
く
、
つ
ま
り
真
の
解
脱
に
と

っ

て
本
質
的
に
無
関
係
な
、
い
わ
ば
本
来
考
察
の
対
象
と
す
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
と
い
っ
た
如
き
共
通
の
偏
見
を
離
れ
て
、
人

グ
ル
マ
と
初
期
仏
教

（中
祖
一
誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一二



グ
ル
マ
と
初
期
仏
教

（中
祖
一
誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〓
一

生
お
よ
び
世
界
の
如
実
な
る
智
見
に
到
達
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
仏
陀
の
教
説
は
人
生
の
真
相
を
洞
察
す
る
こ

と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

っ
て
、
人
間
の
現
実
存
在
と
遊
離
し
た
単
な
る
世
界
の
客
観
的
認
識
は
仏
陀
の
宗
教
に
お
い
て
は

無
縁
な
事
柄
に
属
す
。
こ
の
こ
と
は
中
阿
合
に
見
え
る
箭
喩
経
を
は
じ
め
と
し
て
、
阿
含
経
の
諸
所
に
示
さ
れ
る
所
謂

「無
記
」
の
記
述

が
明
白
に
物
語

っ
て
い
る
Ｔ
）。　
仏
陀
が
哲
学
的
思
索
を
斥
け
た
と
さ
れ
る
問
題
は
、
我
お
よ
び
世
間
の
常
住

。
無
常
、　
我
お
よ
び
世
間

の
有
限

・
無
限
、
肉
体
と
霊
魂
の

一
。
他
、
如
来
の
死
後
に
お
け
る
永
生
の
可

。
否
な
ど
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
仏
陀
は
こ
れ
ら
の
問

題
に
対
し
て
解
答
を
示
さ
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は

一
に

″
解
脱
の
た
め
に
要
な
き
が
故
″
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

こ
と
か
ら
仏
陀
が
常
に
哲
学
的
問
題
に
論
及
す
る
こ
と
を
回
避
し
た
と
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
仏
陀
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
現

象
の
大
い
な
る
秩
序
を
把
握
し
て
、　
解
脱

へ
の
道
を
見
出
す
こ
と
に
目
的
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
っ
）、　
解
脱
に
導
く
も
の
と
し
て
の
真

実
の
認
識
は
決
し
て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
↑
）。　
仏
陀
の
様

々
な
体
系
的
教
説
は
、　
か
か
る
認
識
に
至
る
智
慧
を
説
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
仏
陀
の
教
説
の

一
つ
で
あ
る
五
蘊
説
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

阿
合
に
お
け
る
五
蘊
説
の
典
型
的
表
現
は

「色
（受

・
想

・
行

・
識
）
は
無
常
で
あ
る
。
無
常
な
る
も
の
は
我
で
な
い
。
我
で
な
い
も
の

は
我
が
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
章
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は

「色
等
は
無
常
で
あ
る
」
「色
等
は
苦
で
あ
る
」
「色
等
は
我
で
な

い
」
等
の
個
々
の
独
立
し
た
句
も
見
出
さ
れ
る
か
ら
、
両
者
の
間
に
論
理
的
発
展
の
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は

暫
ら
く
こ
の
問
題
は

不
間
に
附
し
て
、
「色
等
は
無
常
で
あ
る
」

と
い
う
命
題
に
注
目
し
た
い
。　
こ
こ
で

「無
常
」

と
い
わ
れ
る
も
の

は
、
不
変
で
な
い
、
変
化
す
る
、
す
な
わ
ち
時
間
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
。
ま
た
色
等
の
五
蘊
は
有
情
の
生
存

ｅ
ｒ
”
く
じ

を

構
成
す
る
要
素
と
し
て
の
一
切
法
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
？
）、

「色
等
は
無
常
で
あ
る
」
之
は
、
す
べ
て
の
存
在
は
変
化
す

る
こ
と
を
本
性
と
す
る
、
す
な
わ
ち
変
易
法
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
変
易
す
る
と
考
え
ら
れ
た
も
の
は

一
切
法
で
あ
り
、
現



象
と
し
て
の
現
実
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヨ

切
は
無
常
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
自
体
は
変
化
す
る
の
で
は
な
い
。　
五
蘊
が
無

常
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
五
蘊
が
変
易
法
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
変
易
す
る
の
は
法
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
現
実
存
在

の
す
べ
て
で
あ
る
。　
し
た
が

っ
て
、　
変
異
法
と
は

「変
易
す
る
存
在
」
の

「変
易
せ
ざ
る
法
」

の
意
味
を
表
わ
す
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。　
一
切
の
無
常
な
る
も
の
（過
ぎ
行
く
も
の
）
は
こ
の
よ
う
な
過
ぎ
行
か
ざ
る
こ
と
を
足
場
と
し
て
、
支
え
と
し
て
あ
る
が
故
に
、
「持
」

（任
持
自
性
に
お
け
る
）
は
軌
範
と
な
り
、
し
た
が

っ
て

「
き
ま
り
」
、
「
か
た
」
の
意
味
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
は
無
常
と

い
う

「
か
た
」
「
の
り
」
に
お
い
て
存
在
す
る
が
故
に
、　
存
在
す
る
も
の
は
無
常
な
る
も
の
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
和
辻
博

士
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な

「
か
た
」
の
意
味
が
ダ
ル
マ
の
本
来
の
意
味
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
に
グ
ル
マ
が
広
く

「
も
の
」
↑
【邸
す

一じ

の
意
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
と
し
て
も
、
過
ぎ
行
く
も
の
そ
れ
自
身
が
ダ
ル
マ
で
は
な
く
、　
過
ぎ
行
く
も
の
が
そ
の
も
の
と
し
て
あ

ら
し
め
ら
れ
る

「
か
た
」
と
し
て
の
も
の
が
ダ
ル
マ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
過
ぎ
行
く
も
の
」
は

「
過
ぎ
行
く
こ
と
」

を

グ
ル
マ
と
し
て
過
ぎ
行
く

「
も
の
」
た
り
う
る
の
で
あ
る
↑
）。

こ
の
よ
う
に
五
蘊
説
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
が
ら
は
、
日
常
的
生
活
の
経
験
の
場
に
お
け
る
現
実
存
在
の
あ
り
方
で
あ
る
。

一
切
の
あ
る
も
の
の
ダ
ル
マ
と
は
、　
具
体
的
生
の
世
界
に
お
け
る

グ
ル
マ
の
こ
と
で
あ
り
、　
換
言
す
れ
ば
有
為
と
し
て
の
ダ
ル
マ
で
あ

る
。
こ
れ
は
常
に
几
夫
と
し
て
の
有
情
の
生
存
に
関
し
て
い
わ
れ
た
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
己
を
離
れ
た
客
観
の
世
界
の
あ
り
方
と
し
て
概

念
的
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
有
漏

・
有
取
な
る
こ
の
人
間
生
存
の
あ
り
の
ま
ま
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ

る
こ
と
の
如
実
の
相
で
あ

っ
て
、
有
る
べ
き
あ
り
方
で
は
な
い
。
で
は
こ
の

「あ
る
べ
き
あ
り
方
」
す
な
わ
ち
端
的
に

「
涅
槃
」

↑
”σ
γ

帥
●
”
）
に
至
る
道
は
い
か
に
し
て
実
現
で
き
う
る
の
か
。

和
辻
博
士
は
、　
自
然
的
立
場
と
異
な
る
グ
ル
マ
を
見
る
立
場
が
そ
の

「あ
る
ベ

き
あ
り
方
」

を
見
出
す
と
し
て
、　
具
体
的
に
は
苦
滅
道
諦
と
し
て
示
さ
れ
る
八
聖
道
が

ダ
ル
マ
を
見
る
立
場
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る

グ
ル
マ
と
初
期
仏
教

（中
祖
一
誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一≡
一



グ
ル
マ
と
初
期
仏
教

（中
祖
一
誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四

↑
）。　
し
か
し
、　
こ
こ
で
八
正
道
（就
中
正
見
が
そ
の
契
機
を
な
す
）
が
解
脱
に
至
る
道
で
あ
る
こ
と
は
、
究
極
的
に
は
自
ら
解
脱
を
証
示

し
た
仏
陀
の
権
威
に
帰
す
る
他
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
陀
の
涅
槃
の
確
証
と
い
う
事
実
に
立
ち
至

っ
て
始
め
て

「あ
る
べ
き

あ
り
方
」
が
完
結
す
る
の
で
あ
る
。
五
蘊

・
縁
起
等
の
法
の
中
に
は
、
自
然
的
立
場
を
超
越
せ
ん
と
す
る
こ
と
の
法
は
見
出
さ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「あ
る
こ
と
」
と

「あ
る
べ
き
こ
と
」

と
の
間
の
脈
絡
は
仏
陀
の
成
道

へ
の
帰
依
を
通
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
解
脱
は
こ
こ
に
い
う
と
こ
ろ
の
ダ
ル
マ
の
枠
外
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
７
）。
か
か
る
理
解
の
根
低
に
は
、
グ
ル
マ
を
現

実
存
在
の
あ
り
方
の
法
と
し
て
の
み
把
え
、
滅
の
道
が
当
為
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は
、
究
極
的
に
は
転
迷
開
悟
を
体
得
し
た
仏
陀
の
智
慧

に
基
づ
く
と
い
う
意
向
が
見
失
わ
れ
て
お
り
、
グ
ル
マ
と
ダ
ル
マ
を
体
現
し
そ
の
真
実
義
を
発
揚
し
た
仏
陀
と
が
対
峙
せ
ら
れ
、
い
わ
ば

二
元
的
に
把
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
確
か
に
ダ
ル
マ
と
そ
の
体
現
者
た
る
仏
陀
と
は
概
念
と
し
て
は
別
な
も
の
で
あ
る
が
、
仏
陀
の

意
識
の
中
に
お
い
て
こ
の
こ
と
は
如
何
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
グ
ル
マ
は
人
の
悟
る
と
否
と
に
拘
ら

ず
厳
然
と
し
て
理
法
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
グ
ル
マ
の
真
の
意
義
は
成
就
さ
れ
な
い
。
グ
ル
マ
は
仏
陀
に
よ

っ
て
体
得
心
証
さ
れ
て
初
め
て
法
と
し
て
活
け
る
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
グ
ル
マ
の
人
格
的
体
現
と
い

う
こ
と
が
ら
は
仏
教
思
想
の
理
解
に
お
い
て
、
も

っ
と
も
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
い
え
る
。

（１
）

中
阿
含
箭
喩
経
（大
正
一
、
八
〇
四
ａ
以
下
）、
雑
阿
含
巻
三
四
（大
正
三
、
二
四
六
ａ
以
下
）

（
２

）
　

口

・
〇
】」
ｏ
●
げ
ｏ
『
”

〕
∪
●
０
０

，
Ｐ

り
■
い
Ｏ

ｒ
ｏ
す
●
ｐ

Ｏ
ｏ
日
２
●
Ｏ
ｐ

∽
”
●
諄
”
”
諄

【
０
【
♪

∽
・
Ｎ
∞
Ｆ

（３
）

和
辻
博
士
は
、
仏
陀
が
形
而
上
学
的
問
題
に
答
え
な
い
理
由
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る

「
そ
れ
が
益
な
く
、
梵
行

０
８

，
日
Ｒ
営
ぞ
じ

を

す
す
め
ず
、
出
離

↑
一ｇ
〓
じ
、
無
欲

曾
一晟
”
じ
、
寂
滅

Ｆ
】８
０

，
じ
、
止
息

曾
も
あ
”
Ｂ
¨
●
じ
、
智

含
げ

，
事
摯
じ
、
覚

含
”
ヨ
げ
ｏ
Ｏ

，
じ
、
涅
槃

↑
∵

げ
げ
嶋
●
じ

に
向
は
ぬ
故
に
」

（〓
Ｚ
・
８
）
を
検
討
し
て
、
こ
の
文
に
相
当
す
る
漢
訳
が

「出
離
、
無
欲
、
寂
滅
、
止
息
」
に
替
っ
て

「非
法
相
応
」



が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、　
こ
の
法
が
真
理

・
法
則
の
義
に
解
し
う
る
と
み
て
、　
仏
陀
の
置
答
の
理
由
は
、
「梵
行
の
本
と
な
ら
ず
真

の
認
識
を
も
た
ら
さ
ぬ
故
で
あ
っ
て
、
単
に
実
践
的
目
的
に
合
わ
な
い
故
と
の
み
解
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
て
認
識
に
重
点
が
お
か
れ
て
い

る
と
理
解
す
る
。
（和
辻
、
「原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
」
、　
三
二
八
頁
以
下
）

（４
）

舟
橋

一
哉

「原
始
仏
教
思
想
の
研
究
」、
法
蔵
館
、
昭
和
二
七
年
、
二
三
頁

（５
）

和
辻
哲
郎

「原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
」
、　
一
七

一
頁
以
下

（６
）

同
書
、
三
九
二
頁

（７
）

和
辻
博
士
は
、
滅
の
道
が
仏
陀
の
歩
ん
だ
道
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
導
師
た
る
仏
陀

へ
の
帰
依
に
よ
っ
て
究
極
の
問
題
の
解
決
を
は
か
る
と
こ
ろ

に
、
こ
の
立
場
の
哲
学
と
し
て
の
弱
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（同
書
、
四
〇
三
頁
）。
グ
ル
マ
を

「か
た
」
と
し
て
理
解
す
る
限
り
、
確
か
に
そ

う
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、　
仏
陀
の
教
説
は
本
質
に
お
い
て
哲
学
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
を

意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。　
仏
陀
に
お
け
る

「あ
り
の
ま
ま
の
考
察
」

の
中
に
は

「あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ま
ま
の
考
察
」

と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
（木
村
泰
賢

「原
始
仏
教
思
想
論
」
明
治
書
院
、
昭
和

一
一
年
、
八
四
頁
参
照
）。

一二

「教
法
」
と
し
て
の
ダ

ル
マ

ダ
ル
マ
の
概
念
の
把
握
に
関
し
て
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
伝
統
的
解
釈
に
、　
パ
ー
リ
仏
教
の
註
釈
家
ブ
ッ
グ

・
ゴ
ー
サ
（仏

音

。
”
ｃ
ａ
ｎ
Ｏ
ぎ
∞

，
８
こ

の
掲
げ
る
グ
ル
マ
の
分
類
が
あ
る
。
か
ね
は
グ
ル
マ
の
意
味
内
容
と
し
て
、
０
教
法
Ｃ
ミ

く̈
洋
じ
、
０
因

３
９

一こ
、
０
徳

Ｃ
“
●
じ
、
の
現
象
、
も
の
曾
一３
一Ｓ
，ュ
書
く
こ

の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
Ｔ
）。
ま
た
別
の
分
類
に
お
い
て
は
、
０
徳

Ｆ
ｃ
●
じ
、

０
教
説

８
８
”
●
ど
、
０
教
法

０
ミ
いて
洋
３
、
②
現
象
、
も
の
曾
”８
一一じ

が
示
さ
れ
て
い
る
っ
）。
前
者
に
お
け
る
因

曾
のご
）
は
、　
″
法

の
分
別
智
（法
無
凝
解

Ｑ
口
”
ヨ
日
”
ｏ
騨
【８
ヨ
σ
〓
０
こ

が
因
の
智
で
あ
る
″
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
↑
）、
結
局
か
か
る
因
の
智
は
仏

陀
の
証
示
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
が
故
に
、
因
と
し
て
示
さ
れ
る
グ
ル
マ
は
仏
陀
の
教
説
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、

グ
ル
マ
と
初
期
仏
教

（中
祖
一誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五



グ
ル
マ
と
初
期
仏
教

（中
祖
一
誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一一六

前
者
の
分
類
に
お
い
て
０
と
０
は

「
そ
の
内
容
と
し
て
の
教
法
」

と

「説
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
教
説
」

と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

り
、
後
者
の
分
類
と

一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。　
そ
し
て
、　
グ
ル
マ
は
究
極
的
に
は
徳
と
教
法
と
現
象
の
三
種
に
帰
着
す
る
。　
こ
こ
で
徳

Ｃ
ｃ
●
”
）
と
し
て
示
さ
れ
る
グ
ル
マ
は
人
間
と
し
て
の
行
為
の
規
範

・
善
行
を
意
味
す
る
か
ら
、　
ヴ

ェ
ー
ダ
以
来
の
バ
ラ
モ
ン
の
宗
教
に

み
ら
れ
る
ダ
ル
マ
と
同
じ
内
容
を
も
つ
と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
仏
教
独
自
の
ダ
ル
マ
は
教
法
と
し
て
の
グ
ル
マ
と
現
象

。
も
の
と
し

て
の
グ
ル
マ
と
の
二
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
中
で
後
者
の
ダ
ル
マ
に
つ
い
て
は
前
節
で
検
討
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
前
者
の
教
法

と
し
て
の
ダ
ル
マ
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
世
に
お
け
る
真
理
を

体
得
心
証
せ
る
仏
陀
の
日
よ
り
出
さ
れ
る
こ
と
は
、　
仏
弟
子
た
ち
に
と

っ
て
は
す
べ
て

規
範
と
し
て
保
た

れ
、
維
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
り
何
ら
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
が

″
ダ
ル

マ
″
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
仏
弟
子
た
ち
に
と

っ
て
帰
依

・
崇
拝
の
対
象
と
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仏
陀
の
教
説
が
仏
弟
ｒ
た
ち
に
と

っ
て
ダ
ル
マ
と
さ
れ
る
に
至

っ
た
背
景
を
考
慮
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
仏
陀
自
身
に
お
い
て
教
説
が
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
た
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

仏
陀
の
教
説
が
仏
陀
自
身
の
菩
提
樹
下
に
お
け
る

開
悟
す
な
わ
ち
成
道
に
そ
の
淵
源
を
有
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

こ
と
で
あ

る
。
六
年
間
に
亘
る
苦
行
と
修
定

の
末
、
そ
れ
を
放
棄
し
て
、
自
ら
の
独
自
の
冥
想
に
お
い
て
仏
陀
は
未
だ
何
人
に
よ

っ
て
も
到
達
さ
れ

た
こ
と
の
な
い
境
地
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
仏
陀
が
獲
得
し
た
境
地
が
具
体
的
に
何
で
あ

っ
た
か
は
何
人
も
測
り
知
る
こ
と
の
で

き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
境
地
の
中
か
ら
発
せ
ら
た
数
多
の
教
説
を
初
期
経
典
を
通
し
て
知
る
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
外

は
な
い
。
さ
き
に
考
究
し
た
五
蘊
説
を
初
め
と
し
て
、
四
諦

・
八
正
道

。
縁
起
等
の
教
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
仏
陀
の
心
底
に
確
立
さ
れ
た

開
悟
の
自
覚
は
揺
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
強
い
自
信
に
温
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
多
く
の
経
典
の
明
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
成
道



を
完
成
し
た
仏
陀
が
初
転
法
輪
に
赴
く
途
時
に
、
邪
命
外
道

ウ
パ
カ

（Ｃ
Ｏ
”
Ｆ
じ

に
披
涯
し
た
言
葉
は
そ
の
消
息
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

「わ
れ
は

一
切
の
勝
者
に
し
て
智
者
な
り

一
切
法
に
汚
さ
る
る
こ
と
な
し

愛
尽
き
、
す
べ
て
を
捨
離
し
て
解
脱
せ
り
。

自
ら
証
悟
せ
る
が
故
に
誰
を
か
（師
と
）
示
さ
ん
。

わ
れ
に
は
師
も
な
し
、
わ
れ
に
類
す
る
も
の
も
な
し

人
天
の
世
界
に
わ
れ
に
対
す
る
も
の
な
し

わ
れ
こ
そ
は
実
に
世
の
応
供
者

・
無
上
の
師
な
り

唯

一
の
等
正
覚
者
に
し
て
、
清
浄

・
涅
槃
を
得
た
り
。

法
輪
を
転
ぜ
ん
が
た
め
に
カ
ー
シ
の
城
に
往
く

盲
闇
の
こ
の
世
に
お
い
て
甘
露
の
鼓
を
打
た
ん
。
（ι
」

こ
こ
に
は
正
覚
を
体
得
し
た
仏
陀
の
並
々
な
ら
ぬ
自
信
の
ほ
ど
が
髪
部
と
し
て
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
解
脱
の
境
地
の
積
極
的
な
開
示
は

初
期
の
経
典
の
諸
所
に
散
見
す
る
。
仏
陀
が
バ
ラ
モ
ン
出
身
の
比
丘
バ
ー
セ
ッ
タ

（く
伊
Φ
一，
こ

に
対
し
て
、
バ
ラ
モ
ン
が
こ
の
世
の
最

上
の
種
姓
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
の
偏
見
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
四
性
中
の
何
人
た
り
と
も
比
丘
と
な
り
阿
羅
漢
と
な
り
え
、
諸
の
漏

を
滅
し
梵
行
に
住
す
る
も
の
こ
そ
四
性
中
の
最
上
種
で
あ
る
こ
と
を
教
示
し
て
、
こ
の
世
と
か
の
世
に
お
い
て
グ
ル
マ
こ
そ
は
最
高
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
開
示
す
る
↑
）。
そ
し
て
、
さ
ら
に
言
葉
を
継
い
で
い
う
。

「バ
ー
セ
ッ
タ
よ
。

如
来
に
信
を
お
き
、

信
を
確
立
し
、
信
を
堅
固
に
し
て
、
沙
門

。
バ
ラ
モ
ン

・
諸
天

。
悪
魔

・
梵
天
あ
る
い
は

グ
ル
マ
と
初
期
仏
教

（中
祖
一
誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一一七



グ
ル
マ
と
初
期
仏
教

（中
祖
一
誠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
人

世
間
の
如
何
な
る
も
の
に
よ
り
で
も
信
を
動
揺
さ
れ
な
い
も
の
は

次
の
言
を
な
す
。
『
わ
れ
ら
は
世
尊
の
真
正
な
る
子
で
あ
る
。　
か

れ
の
日
よ
り
生
ま
れ
、
法
よ
り
生
じ
、
法
に
よ
り
て
造
ら
れ
、
法
の
後
継
者
で
あ
る
』
と
。
何
と
な
れ
ば
、
バ
ー
セ
ッ
タ
よ
、
こ
れ

は
如
来
に
適
わ
し
い
名
で
あ

っ
て
、
法
身

ａ
ｒ
”
ヨ
日
”
‐Ｆ
鉤
く
こ

で
あ
り
、
梵
身

Ｇ
轟
ｒ
８
”
，Ｆ
帥
く
こ

で
あ
り
、
法
成

貧
ず
”
ヨ
日
？
７

〓
軍
じ

で
あ
り
、
梵
成

３
８

，
日
”
き

，
Ｐ
じ

で
あ
る
↑
）。
」

こ
の
バ
ー
セ
ッ
タ
に
対
し
て
な
さ
れ
た
教
説
に
お
け
る
グ
ル
マ
は
、
前
節
に
検
討
し
た
五
蘊
説
に
お
け
る

「
か
た
」
と
し
て
の
グ
ル
マ
と

本
質
に
お
い
て
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
趣
意
に
お
い
て
大
い
に
異
な
る
面
が
認
め
ら
れ
る
。
五
蘊
説
に
お
い
て
考
え

ら
れ
た
ダ
ル
マ
は
、
人
間
の
現
実
存
在
の
あ
り
方
で
あ
る

「
か
た
」
と
し
て
の
ダ
ル
マ
で
あ
り
、
仏
陀
の
出
世

・
不
出
世
に
係
り
な
く
厳

と
し
て
あ
る
理
法
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
ダ
ル
マ
は
仏
陀
の
成
道
を
侯

っ
て
初
め
て
活
け
る
グ
ル
マ
と
し
て
意
義
を
も
つ
の
で
あ

る
。　
い
わ
ば
仏
陀
と
い
う
人
格
に
体
現
さ
れ
た
グ
ル
マ
と
い
え
よ
う
。　
こ
の
点
に
仏
陀
に
お
け
る
グ
ル
マ
の

独
自
な
性
格
が
認
め
ら
れ

る
。
グ
ル
マ
は
、
バ
ラ
モ
ン
正
統
派
の
宗
教
に
お
い
て
も
古
く
よ
リ
リ
タ

（「Ｓ

・
天
則
）
と
と
も
に
、
宇
宙
的
秩
序

・
規
律

・
行
為
の
規

範
な
ど
の
高
い
理
念
を
具
備
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
み
る
如
き
人
格
的
に
体
現
さ
れ
た
ダ
ル
マ
は
つ
い
に
確
立
さ
れ
る
こ
と
が

な
か

っ
た
７
）。
バ
ラ
モ
ン
正
統
派
に
お
い
て
は
、
ダ
ル
マ
は
ヴ
ァ
ル
ナ
神

（く
ミ
●
こ

の
支
配
下
に
置
か
れ
て
、
高
い
原
理
と
し
て
認
め

ら
れ
な
が
ら
も
、
結
局
他
立
的
た
る
こ
と
を
免
か
れ
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
陀
の
場
合
に
お
い
て
は
、
自
ら
を
グ
ル

マ
の
体
現
者
と
し
て
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
バ
ー
セ
ッ
タ
ヘ
の
教
示
に
お
い
て
、
自
ら
を
法
身

。
梵
身
ま
た
は
法
成

。
梵
成
と
し
て
自
覚

せ
る
境
地
を
説
い
て
い
る
こ
と
は
グ
ル
マ
の
人
格
的
体
現
の
積
極
的
表
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
梵
身

・
梵
成
の
如
き
ウ
パ

ニ

シ
ャ
ッ
ド
的
表
現
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
バ
ラ
モ
ン
の
思
想
に
由
来
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
こ
こ
に
示

さ
れ
る
梵
身

・
梵
成
の
意
識
は
確
か
に
バ
ラ
モ
ン
の
道
士
に
体
得
さ
れ
る
梵
我

一
如
の
意
識
に
甚
だ
似
通

っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
梵
我



一
如
の
意
識
に
見
ら
れ
る

″
秘
教
的
″
性
格
は
こ
こ
に
は
窺
え
な
い
。
極
度
に
積
極
的
な
自
己
の
体
得
せ
る
境
地
の
発
揚
で
あ
る
。
仏
陀

が
バ

ッ
カ
リ

（く
”
澪
澪
ｒ
”
こ

に
対
し
て
語

っ
た

「法
を
見
る
も
の
は
わ
れ
を
見
る
。
我
を
見
る
も
の
は
法
を
見
る
（３
」
。
と
い
う
言
葉
の

中
に
は
か
か
る
ダ
ル
マ
の
人
格
的
体
現
の
意
識
が
如
実
に
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
陀
の
積
極
的
な
グ
ル
マ
の
開
示
は
、
仏
弟
子

た
ち
に
と

っ
て
は
当
然
な
こ
と
な
が
ら
、
「
わ
れ
ら
は
世
尊
を
根
本
と
し
、
世
尊
を
指
導
者
と
し
、　
世
尊
を
依
り
ど
こ
ろ
と
す
」

と
い
う

体
験
に
連
な

っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
仏
弟
子
た
ち
に
と

っ
て
は
仏
陀
を
離
れ
て
グ
ル
マ
は
意
味
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

仏
陀
は
グ
ル
マ
を
体
得
せ
る
も
の
と
し
て
、
原
理
的
に
は
グ
ル
マ
と
異
な
る
も
の
た
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

わ
れ
わ
れ
の
分
別
の
場
に
お
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
を
体
得
せ
る
仏
陀
は
真
理
に
至
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
真
理
そ
の
も
の

で
は
な
い
が
、
そ
の
真
理
は
至
れ
る
仏
陀

の
こ
の
世
に
来
た
れ
る
も
の
の
態
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
真
理
性
が
実
現
さ
れ
る
と
い
え
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
仏
陀
の
開
悟
の
体
験
も
梵
我

一
如
の
秘
教
的
教
説
と
異
な
ら
な
い
も
の
に
な
る
。
梵
天
勧
請
の
伝
承
や
四
十
年
に
及
ぶ

積
極
的
伝
導
の
背
景
に
は
、
仏
陀
自
身
の

″
こ
の
世
に
来
た
れ
る
も
の
″
と
し
て
の
自
覚
が

″
至
れ
る
も
の
″
と
し
て
の
意
識
と
合
致
し

て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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■
●
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５
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∪
Ｚ
・
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∞

＞
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”
”
コ
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・
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∞
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∪
Ｚ
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く
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＞
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∽
●
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”
●
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Ｐ

Ｏ
・
∞
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２
お

い

（
７

）

ウ

パ

ニ

シ

ャ

ッ

ド

で

は

、

ダ

ル

マ
は

真

理

↑
鮮

Ч
こ

と

同

置

さ

れ

て

い

る

（
Ｕ

，

Ｃ
や

デ

ト
・
〓

“
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，
帥
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Ｃ
や
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・
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一
言
一〇

（８
）

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
は
梵
身

ｅ
〓
〓
Ｂ
”
井
帥
く
じ

。
梵
成

０
８

，
日
”
・げ
〓
寓
じ

と
い
う
語
は
見
出
せ
な
い
。
梵
成
は
パ
ガ
パ
ッ
ド

・
ギ
ー
タ
に

み
えヽ
る

（”
，
”
”
”
く
”
争
鳴
Ｓ
・
く
。
Ｎ
じ
。

（９
）
　
∽
Ｚ
・
目
デ
ｏ
・
Ｈ一ｏ

四
　
結
論
―
ダ

ル
マ
論

の
方
途

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
教
法
と
し
て
の
グ
ル
マ
の
も
つ
意
義
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
触
れ
た

如
く
、
仏
陀
の
教
説
は
四
諦

・
八
正
道

・
縁
起
等
さ
ま
ざ
ま
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
多
く
出
家
者
を
対
象
と
し
て
説
か

れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
経
典
は
出
家
教
団
の
伝
承
に
か
か
る
も
の
で
あ

っ
て
、
出
家
者
に
対
し
て
な
さ
れ
、

ま
た
か
れ
ら
に
よ

っ
て
研
究
さ
れ
た
教
義
が
中
心
を
な
す
わ
け
で
あ
り
、　
自
か
ら
哲
学
的
教
説
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
。　
し
か
し
な
が

ら
、
他
方
で
は
、　
仏
陀
の
当
時
の

一
般
在
家
者
を
対
象
と
す
る
説
法
も
初
期
の
経
典
の
中
に
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で

は
必
ず
し
も
四
諦

・
縁
起
な
ど
の
哲
学
的
教
説
が
語
ら
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
多
く
の
場
合
、
当
時
の
イ
ン
ド

一
般
の
実
践
的
倫
理

に
属
す
る
こ
と
が
ら
が
平
易
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
陀
が
在
家
者
に
対
し
て
、
施
論

・
戒
論

。
生
天
論
を
説
い
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
四
諦

・
縁
起
の
教
説

へ
の
準
備
段
階
と
し
て
説
か
れ
た
と
も
解
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
だ
け
で

完
結
し
た
教
説
で
あ

っ
た
場
合
も
あ
り
う
る
。
在
家
者
に
お
い
て
は
グ
ル
マ
の
体
現
者
た
る
仏
陀
の
教
説

へ
の
絶
対
的
帰
依
を
通
し
て
ダ

ル
マ
の
実
現
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

仏
教
思
想
に
お
い
て
、　
″
理
法
″

・
″
か
た
″
と
し
て
の
グ
ル
マ
が
思
想
的
中
核
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
ろ

う
。
人
生

。
世
界
の
如
実
な
る
知
見
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
脱
に
入
る
と
い
う
基
本
的
方
向
は
見
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か



し
、
従
来
追
究
さ
れ
た
グ
ル
マ
論
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
世
界
観
、
す
な
わ
ち
理
法
と
し
て
の
グ
ル
マ
の
追
究
が
重
視
さ
れ
て
い
て
、
教

法
と
し
て
の
ダ
ル
マ
と
の
本
質
的
な
連
関
が
等
閑
に
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
グ
ル
マ
は
こ
の
教
法
と
し
て
の
ダ
ル
マ

を
包
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
法
と
し
て
の
グ
ル
マ
の
確
証
を
通
し
て
仏
陀
の
教
説
が
わ
れ
わ
れ
に
お

い
て
真
理
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
仏
教
の
グ
ル
マ
は
単
な
る
哲
学
説

・
世
界
観
に
留
ま
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
っ
た
く

″
一
つ
の
体
系
の
殆
ど
す
べ
て
の
総
和
が
そ
の
多
様
な
意
味
内
容
の
中
に
含
ま
れ
る
″
よ
う
な

″
ダ
ル

マ
″
の
観
念
は
、
こ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
枠
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、　
″
如
来
所
説
″
と
い
う
根
源
的
事
態
に
立
ち
帰
っ
て
把
握

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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