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自
由
の
声
：
初
期
仏
教
の
尼
僧
の
詩
に
見
る
友
情
、信
頼
そ
し
て
解
放

　

─
21
世
紀
に
お
け
る
仏
教

─

サ
ラ
・
シ
ョ
ー

蝶
名
林 

亮
　
訳

　
﹁
女
性
に
よ
る
最
古
の
宗
教
的
詩
集
が
誕
生
し
た
の
は
い
つ

か
﹂。
相
当
に
教
養
の
あ
る
人
に
そ
う
問
う
て
も
、
初
期
仏
教
教

団
に
お
け
る
女
性
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
挙
げ
る
人
は
多
く
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
﹃
テ
ー
リ
ー

ガ
ー
タ
ー
︵Therīgāthā

︶﹄︹﹁
尼
で
あ
る
長
老
︵
テ
ー
リ
ー
︶
の
偈げ

頌じ
ゅ

︵
詩
句
、
ガ
ー
タ
ー
︶﹂
の
意
味
︺
は
世
界
文
学
の
重
要
作
品
の
一
つ

と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
サ
ッ
ポ
ー
︹
古
代
ギ
リ

シ
ャ
の
女
性
詩
人
、
紀
元
前
７
-
６
世
紀
︺
よ
り
は
少
し
後
だ
が
、

そ
れ
で
も
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
よ
り
２
世
紀
か
ら
３
世
紀
も
前
に
、

女
性
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
が
す
で
に
豊
潤
か
つ
雄
弁
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
個
人
の
多
様
な
表
現
と
な
っ
て
い
た
証
拠
が
、
こ
の
詩
集
な

の
で
あ
るあ
。

　

こ
こ
に
は
、
時
に
﹁
歌
︵song

︶﹂
と
も
訳
さ
れ
る
５
２
２
の

﹁
偈ガ

ー

頌タ
ー

﹂
が
含
ま
れ
て
お
り
、
１
２
７
６
行
あ
る
。
内
容
的
に
は
、

自
伝
的
な
も
の
、
対
話
を
も
と
に
し
た
も
の
、
物
語
的
な
も
の
、

教
訓
的
な
も
の
の
混
交
で
あ
る
。
時
に
は
﹁
悟
り
︵
覚
醒
、aw

ak-

ening
︶﹂
に
つ
い
て
の
率
直
な
喜
び
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
最
初

期
の
仏
教
徒
た
ち
が
悟
り
の
境
地
を
ど
の
よ
う
に
見
出
し
、
ど

セ
ッ
シ
ョ
ン
１
：
仏
教
と
行
動

─
暴
力
と
平
和
の
課
題
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の
よ
う
に
受
け
と
め
、
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
か
が
示
さ
れ

て
い
る
。

 　

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
作
者
が
誰
な
の
か
と
い
う
問
題
に
関
連

し
て
も
一
、
二
点
論
及
す
る
が
、
様
々
な
理
由
か
ら
、
き
ち
ん

と
し
た
議
論
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
今
回
は
、
以
下
の
議
論
へ

の
補
助
的
考
察
に
と
ど
め
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
﹁
複
数
の

女
性
作
者
に
よ
る
最
初
期
の
詩
集
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
見
方
が

あ
り
、
他
方
に
﹁
ほ
と
ん
ど
は
尼
僧
教
団
の
外
部
で
作
ら
れ
た

作
品
群
で
あ
り
、
そ
れ
を
姉
妹
編
で
あ
る
男
性
僧
た
ち
の
詩
集

︹﹃
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
﹄︵Theragāthā

︶︺
と
同
じ
素
朴
な
パ
ー
リ
語

の
偈
頌
の
形
式
で
整
え
た
も
の
だ
﹂
と
い
う
見
方
が
あ
るい
。

　

本
稿
で
私
は
、
数
篇
だ
け
だ
が
彼
女
た
ち
の
作
品
そ
の
も
の

を
通
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
示
し
た
い
。
ま
ず
、
当
時
す
で
に

独
自
の
存
在
と
し
て
創
出
さ
れ
て
い
た
尼
僧
サ
ン
ガ
︵
僧
団
︶
の

個
性
が
詩
句
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、

な
か
に
は
抒
情
的
な
詩
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
悟
り
を
得

よ
う
と
す
る
思
い
が
流
れ
出
た
簡
明
で
警
句
的
な
詩
が
多
く
収

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
﹁
修
行
と
教
導
に
励
む
女
性
共
同

体
が
、
実
際
、
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
﹂﹁
彼
女
た

ち
は
、
自
分
が
選
ん
だ
生
き
方
に
伴
っ
た
に
違
い
な
い
困
難
や

リ
ス
ク
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
﹂、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い

て
、
我
々
に
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
。
私
は
、
こ
う
し
た
こ
と

を
示
し
た
い
と
思
う
。

　

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ハ
リ
ジ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︵H

allisey 

2015 : viii

︶、
こ
れ
ら
の
詩
で
最
も
興
味
深
い
点
は
、
詩
と
し
て

の
﹁
鮮
度
の
高
さ
﹂
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
詩
は
、
ま

さ
に
き
ょ
う
詠
ま
れ
た
ば
か
り
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
詩
句
か
ら
は
、
女
性
た
ち
が
集
団
の
中
で
ど
の
よ
う

に
活
動
し
て
い
た
か
、
そ
し
て
ブ
ッ
ダ
の
指
導
の
も
と
、
ど
の

よ
う
に
﹁
解
脱
︵
解
放
、liberation

︶﹂
を
得
て
い
た
か
を
、
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
、﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
の

核
心
に
あ
る
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
︵
多
声
︶
音
楽
の
よ
う
な
喜
び
で
あ

り
、
こ
の
点
は
も
っ
と
広
く
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う

し
た
成
功
を
も
た
ら
し
た
鍵
と
な
る
要
素
は
、
以
下
で
見
る
よ

う
に
、
彼
女
た
ち
の
言
葉
が
も
つ
臨
場
感
で
あ
り
、
言
葉
の
個

人
的
性
格
で
あ
り
、
教
導
過
程
や
教
師
た
ち
と
の
交
わ
り
に
お

け
る
友
情
と
信
頼
の
雰
囲
気
で
あ
る
。
そ
し
て
、︹
出
家
し
て
︺
新

た
に
見
出
し
た
人
生
で
経
験
し
た
、
ま
た
覚
醒
の
体
験
そ
れ
自
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体
の
中
で
味
わ
っ
た
感
情
や
解
放
感
を
、
パ
ー
リ
語
の
正
式
な

詩
の
基
本
形
を
使
っ
て
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
、
そ
の
詩
的
技

術
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
詩
が
も
つ
最
も
重
要
な
特
徴
は
、﹁
こ

こ
が
私
の
居
場
所
だ
﹂
と
い
う
意
識
︵sense of belonging

︶
が
行

間
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
尼
僧
た

ち
が
今
い
る
場
所
に
し
っ
く
り
と
な
じ
ん
で
お
り
、
僧
団
が
彼

女
た
ち
に
安
心
感
と
内
面
の
平
和
を
与
え
て
、
人
と
の
交
わ
り

の
中
で
、
こ
の
世
界
の
中
で
、
友
情
の
中
で
、
不
幸
の
到
来
を

恐
れ
る
こ
と
な
く
生
き
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
主
題
に
な
じ
み
の
な
い
人
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら

の
詩
に
つ
い
て
雄
弁
に
、
そ
れ
で
い
て
慎
重
な
語
り
口
で
教
え

て
く
れ
る
の
は
、
ま
ず
、
ハ
リ
ジ
ー
の
著
作
︹﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー

タ
ー
：
最
初
の
女
性
仏
教
徒
た
ち
の
詩
集
﹄︵Therigatha: Poem

s of the 

First Buddhist W
om

en

︶︺
の
序
論
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
こ
の
分
野

に
関
心
を
も
つ
人
の
必
読
文
献
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
ケ
ネ

ス
・
ロ
イ
・
ノ
ー
マ
ン
︵K

enneth R
oy N

orm
an

︶
に
よ
る
包
括
的

な
言
語
学
的
研
究
﹃
初
期
仏
教
の
尼
僧
の
詩
集
﹄︵Poem

s of Early 

Buddhist N
uns

︶
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄

の
詩
の
作
者
に
つ
い
て
、
本
稿
で
著
者
は
文
献
解
釈
学
的
立
場

で
は
な
く
正
典
論
的
立
場
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
詩
集
の
表
題

が
示
し
て
い
る
通
り
、
作
者
は
尼
僧
た
ち
自
身
で
あ
る
と
推
定

す
る
。
た
だ
し
、
以
下
の
詩
句
は
例
外
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
詩
集
の
初
め
の
ほ
う
の
但
し
書
き
で
他
者
︹
ブ
ッ
ダ
︺

の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
詩
句
で
あ
る
︵
ム
ッ
タ
ー
尼
に
つ
い
て
の
第

２
詩
、
ナ
ン
ダ
ー
尼
に
つ
い
て
の
第
19
・
20
詩
︶。

︹
訳
注
：
中
村
元
訳
﹃
仏
弟
子
の
告
白　

尼
僧
の
告
白
﹄︵
岩
波
書
店
︶

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
以
下
、
詩
句
の
引
用
は
同
書
か
ら
。

第
２
詩
﹁
ム
ッ
タ
ー
︹
尼
︺
よ
。
悪
魔
ラ
ー
フ
に
捉
え
ら
れ
た
月
が

そ
の
縛い
ま
し
め
か
ら
脱
す
る
よ
う
に
、
も
ろ
も
ろ
の
軛く
び
き
か
ら
脱の
が

れ

よ
。
そ
な
た
は
、
心
が
解
脱
し
て
、
負
債
の
無
い
者
と
し
て
、

托
鉢
の
食
物
を
受
用
せ
よ
。
／
尊
い
師
は
、
し
ば
し
ば
こ
の

詩
句
を
と
な
え
て
、
見
習
尼
ム
ッ
タ
ー
を
こ
の
よ
う
に
教
え

さ
と
さ
れ
た
﹂

第
19
・
20
詩
﹁
ナ
ン
ダ
ー
よ
。
病
に
お
か
さ
れ
、
不
浄
に
し
て
腐
っ

た
身
体
を
見
よ
。
心
を
専
注
し
、
よ
く
安
定
し
て
、
身
体
は

不
浄
で
あ
る
と
の
想
い
を
修
め
よ
﹂﹁
無
相
の
想
い
を
修
め
よ
。

心
に
ひ
そ
む
傲
慢
を
す
て
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
な
た
は
、
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傲
慢
を
充
分
に
さ
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
心
静
ま
っ
た
者
と

し
て
日
を
送
る
で
あ
ろ
う
。
／
尊
い
師
は
、
こ
の
よ
う
に
、

こ
の
詩
句
を
し
ば
し
ば
唱
え
て
、
見
習
尼
ナ
ン
ダ
ー
を
教
え

さ
と
さ
れ
た
﹂︺

　

こ
れ
ら
の
詩
句
が
、
こ
の
よ
う
に
異
例
の
特
徴
を
も
っ
て
い

る
事
実
は
、
そ
の
他
の
詩
句
の
作
者
は
や
は
り
尼
僧
た
ち
自
身

で
あ
る
と
の
我
々
の
解
釈
を
さ
ら
に
強
固
に
す
るう
。

巻
頭
詩
に
つ
い
て

居
場
所
意
識
：
個
人
名
、二
人
称
、そ
し
て
幸
福
感

　

最
初
の
詩
句
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
他
で
論
じ
た

こ
と
だ
が
、
パ
ー
リ
語
の
聖
典
文
学
に
お
い
て
、
巻
頭
の
詩
は

作
品
全
体
の
調
子
や
テ
ン
ポ
、
雰
囲
気
を
決
定
す
る
き
わ
め
て

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
こ
の
詩
集
に
も
当
て
は
ま
る

と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
詩
集
の
第
一
詩
は
、
あ
り
き

た
り
の
語
り
方
と
は
違
っ
て
お
り
、
尼
僧
た
ち
の
詩
集
を
独
特

な
も
の
に
し
て
い
る
幾
つ
か
の
特
徴
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
るえ
。

若
き
尼
よ
。
幸
せ
に
眠
れ
。

─
︵
そ
な
た
の
︶
作
っ
た

衣
を
身
に
ま
と
っ
た
ま
ま
。
そ
な
た
の
欲
情
は
静
ま
っ
て

い
る
。

─
瓶
の
中
の
枯
れ
葉
の
よ
う
に
。

Sukhaṃ
 supāhi, therīke katvā coḷena pārutā

U
pasanto hi te rāgo sukkhaḍākaṃ

 va kum
bhiyaṃ

　

短
い
詩
句
だ
が
、
詩
集
全
体
に
関
す
る
実
に
多
く
の
こ
と
が
、

そ
の
中
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
同
詩
集
は
、
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ

風
に
﹁
一
つ
ず
つ
の
詩
句
の
集
成
︹
一
つ
の
詩
句
だ
け
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
者
の
詩
句
を
集
め
た
章
︺﹂﹁
二
つ
ず
つ
の
詩
句
の
集
成
﹂﹁
三

つ
ず
つ
の
詩
句
の
集
成
﹂
⋮
⋮
と
い
う
収
録
の
仕
方
を
し
て
い

る
。
ま
た
、
多
く
の
男
性
僧
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
典
型
的
な
シ
ュ

ロ
ー
カ
︵ś loka

︶
調
︹
16
音
節
２
行
よ
り
成
る
。
仏
典
で
最
多
の
韻
律
︺

で
あ
り
、
明
ら
か
に
男
僧
に
よ
る
霊
感
詩
と
同
ジ
ャ
ン
ル
・
同

タ
イ
プ
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
尼
僧
が
使
っ
て
い
る
詩

の
ス
タ
イ
ル
や
韻
律
に
つ
い
て
は
、
男
僧
に
よ
る
姉
妹
編
︹﹃
テ
ー

ラ
ガ
ー
タ
ー
﹄︺
と
の
共
通
点
の
ほ
う
が
相
違
点
よ
り
も
多
い
。
そ

の
一
方
で
、
尼
僧
の
詩
の
い
く
つ
か
は
、
し
ば
し
ば
特
定
の
個
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人
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、

し
ば
し
ば
二
人
称
と
し
て
彼
女
の
名
前
が
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
男
僧
の
詩
に
は
な
い
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
そ

の
ま
ま
尼
僧
の
詩
集
に
私
的
で
人
間
的
な
味
わ
い
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
巻
頭
詩
に
お
い
て
、
尼
僧
の
衣
服
は
彼
女
自
身
が
﹁
手

作
り
し
て
﹂
い
る
。
当
時
の
男
僧
・
尼
僧
の
修
行
衣
が
実
際
そ

う
で
あ
っ
た
通
り
に
。
こ
の
こ
と
が
暗
に
示
し
て
い
る
の
は
、

彼
女
の
﹁
煩
悩
か
ら
の
自
己
解
放
﹂︹
出
家
︺
と
い
う
冒
険
は
、

こ
の
詩
の
作
者
た
る
彼
女
自
身
が
入
念
に
﹁
手
作
り
し
た
﹂
行

動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
細
か
な
こ
と
で
は

あ
る
が
、
し
か
し
、﹁
女
性
に
は
解
脱
は
不
可
能
で
あ
る
﹂
と
考

え
る
人
々
が
い
た
当
時
の
時
代
状
況
を
考
え
る
と
重
要
な
点
で

あ
る
。

　

ま
た
、
パ
ー
リ
語
の
使
用
に
着
目
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
特

徴
に
も
気
づ
く
。sukkha

︵
枯
れ
た
︶
と
い
う
言
葉
は
冒
頭
の

sukhaṃ

︵
幸
せ
・
幸
せ
に
︶
の
語
と
押
韻
さ
せ
た
工
夫
で
あ
り
、

つ
ま
り
、
こ
のsukkha

は
自
己
解
放
へ
の
尼
僧
の
行
動
を
大
い

に
肯
定
的
な
︹
幸
福
な
︺
変
化
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
のsukkha

の
状
態
は
、
文
字
通
り
に
言
え
ば
調
理
に

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
が
︹
訳
注
：
﹁
枯
れ
葉
﹂
と
邦
訳
さ
れ

て
い
る
が
、
英
訳
で
は
﹁
干
し
野
菜
︵dried-up vegetable

︶﹂
と
さ
れ

て
い
る
︺、
こ
こ
で
は
尼
僧
の
瞑
想
の
深
化
を
表
し
て
お
り
、

upasanto

と
い
う
語
︵﹁
し
ん
と
し
て
い
る
﹂﹁
鎮
ま
っ
て
い
る
﹂︶
で

描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
詩
集
の
冒
頭
の
言
葉
は
、ほ
か
な
ら
ぬsukhaṃ

︵
幸
せ
・

幸
せ
に
︶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
語
が
尼
僧
の
詩
集

全
体
の
基
調
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
こ
の
巻

頭
詩
を
素
晴
ら
し
い
作
品
に
し
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

　

さ
て
、sukha

と
い
う
語
は
、
ア
ビ
ダ
ン
マ
︵
論
︶
の
中
で
、

特
に
︹
五ご

蘊う
ん

の
中
の
︺
受
蘊
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
︵
ダ
ン
マ

サ
ン
ガ
ニ
︹
法
集
論
︺
984
︶、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
パ
ー
リ
語
に
お

い
て
は
安
楽
や
安
心
と
関
連
を
も
つ
語
で
あ
る
。
こ
の
語
は
仏

道
修
行
の
全
段
階
で
、
す
な
わ
ち
﹁
戒
﹂
を
持
ち
布
施
行
に
励

む
悦
び
か
ら
、
禅
定
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
境
地
に
ま
で
使
わ
れ

て
い
る
。
禅
定
に
つ
い
て
は
、
主
に
︹
四
禅
の
う
ち
の
︺
第
三
禅
︵
ア

ビ
ダ
ン
マ
の
体
系
で
は
︹
パ
ン
チ
ャ
ン
ギ
カ
︵
五
禅
支
︶
の
︺
第
四
の
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境
地
﹁
楽
﹂︶
を
表
す
。
こ
れ
は
慈
愛
と
至
福
の
中
に
生
き
る
境

地
で
あ
る
︵
ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︹
増
支
部
︺
Ⅰ
・
96
、
Ⅱ
・

69
、
デ
ィ
ー
ガ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︹
長
部
︺
Ⅰ
・
70
–
76
、 

ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
・

ニ
カ
ー
ヤ 

Ⅴ
・
342
、
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
︹
如
是
語
経
︺
67
︶。

　

ま
た
、
こ
の
語
は
し
ば
し
ば
僧
院
生
活
の
記
述
に
も
用
い
ら

れ
る
︵
ダ
ン
マ
パ
ダ
︹
法
句
経
︺
379
な
ど
︶。
つ
ま
り
、
尼
僧
生
活

の
様
々
な
場
面
で
得
ら
れ
る
恩
恵
が
、
こ
の
た
っ
た
一
語
に
よ
っ

て
呼
び
起
こ
さ
れ
、
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
当
時
は
、
遊
行
す

る
尼
僧
の
存
在
は
明
ら
か
に
珍
し
か
っ
た
時
代
で
あ
る
︵
例
外
と

し
て
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
も
仏
教
に
先
立
っ
て
尼
僧
組
織
が
あ
っ
た
よ
う
だ

が
︶。
ヴ
ィ
ナ
ヤ
︵
律
︶
に
は
、
遍
歴
し
野
宿
す
る
女
性
た
ち
が

攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
や
、
そ
の
他
の
困
難
や
課
題
に
つ
い

て
の
記
録
が
あ
る
︵
例
え
ば
、
ヴ
ィ
ナ
ヤ
Ⅳ
・
228
、
229
、
316
。
サ
ン

ガ
ー
デ
ィ
セ
ー
サ
︹
出
家
者
が
犯
し
て
は
な
ら
な
い
罪
＝
僧
残
。
尼
僧

に
は
17
条
あ
っ
た
︺
の
第
３
条
︶。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、﹁
教

団
で
の
私
の
生
活
は
幸
福
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
安
全
だ
﹂
と
い

う
実
感
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
大
変
な
重
要
事
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、sukhaṃ

が
修
飾
し
て
い
る
動
詞
︹
眠
れ
︺
に

は
驚
か
さ
れ
る
。
ブ
ッ
ダ
、
す
な
わ
ち
﹁
目
覚
め
た
人
﹂
の
信

奉
者
と
い
う
と
、﹁
眠
っ
て
い
る
﹂
よ
り
も
、
む
し
ろ
﹁
目
覚
め

て
い
る
﹂
の
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
詩
集
冒
頭
で
の
こ
の
﹁
幸
せ
に
眠
れ
﹂
と

い
う
驚
く
べ
き
表
現
は
、﹁
昼
よ
り
も
夜
を
重
視
す
る
﹂
と
い
う

意
味
で
、
ほ
と
ん
ど
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
的
で
あ
る
︵B

U
 4.3.8ff; 

O
livelle 1996: 59-63

︶。
そ
し
て
、
こ
の
一
句
は
、
尼
僧
教
団
内
の

ま
っ
た
き
安
全
感

─
眠
り
と
い
う
最
も
無
防
備
な
状
態
に
お

い
て
す
ら
、
女
性
が
何
の
恐
れ
も
抱
か
な
い
で
す
む
生
活
な
の

で
あ
る

─
を
力
強
く
、
そ
し
て
効
率
よ
く
︹
た
だ
一
語
で
︺、
こ

の
女
性
詩
集
の
読
者
に
伝
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

尼
僧
詩
集
の
こ
の
巻
頭
詩
と
、
男
僧
の
詩
集
の
︹
第
一
章
の
︺

第
一
詩
で
あ
る
ス
ブ
ー
テ
ィ
長
老
に
よ
る
堂
々
た
る
詩
を
比
べ

て
み
よ
う
。
両
詩
集
を
特
徴
づ
け
る
詩
句
の
調
子
が
、
互
い
に

補
い
合
う
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

わ
た
し
の
庵い

お
り
は
よ
く
葺ふ

か
れ
、
風
も
入
ら
ず
、
快
適
で
あ

る
。
天
の
神
よ
、
思
う
が
ま
ま
に
、
雨
を
降
ら
せ
。
わ
た

し
の
心
は
よ
く
安
定
し
、
解
脱
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
努
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力
を
つ
づ
け
て
い
る
。
天
の
神
よ
、
雨
を
降
ら
せ
。

C
hannā m

e kuṭikā sukhā nivātā, vassa deva yathāsukhaṃ

cittaṃ
 m

e susam
āhitaṃ

 vim
uttaṃ

 ātāpī viharām
i, vassa 

devā’ti. 

　

こ
こ
で
も
、︹
尼
僧
の
巻
頭
詩
と
同
様
︺
幸
福
感
が
特
徴
だ
が
、

そ
れ
ほ
ど
目
立
つ
よ
う
に
こ
の
言
葉
︵sukhā

＝
快
適
な
︶
が
配
列

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
オ
パ
チ
ャ
ン
ダ
サ
カ

︵opacchandasaka

︶
の
韻
律
︹
11
拍
と
12
拍
が
交
互
に
現
れ
る
︺
で
は

珍
し
い
こ
と
だ
が
、
シ
ュ
ロ
ー
カ
調
が
一
人
称
と
命
令
法
を
交

え
て
使
わ
れ
て
い
る
。
雨
の
神
は
、
神
自
身
が
望
む
と
お
り
に

振
る
舞
え
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
勝
ち
誇
っ
た
よ
う
な
歌
い
ぶ

り
で
あ
る
。
男
僧
は
英
雄
的
な
人
物
と
し
て
登
場
し
、
雨
で
あ

ろ
う
が
、
人
生
の
困
難
で
あ
ろ
う
が
、
来
る
な
ら
来
い
と
い
う

気
概
で
あ
る
。
彼
の
庵
は
彼
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
雨
の
神
に

向
か
っ
て
︹
降
る
な
ら
降
れ
と
︺
勇
敢
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
そ

し
て
彼
自
身
も
ま
た
、
彼
の
望
む
が
ま
ま
、
幸
福
に
な
れ
る
の

だ
！

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
尼
僧
の
詩
と
比
べ
て
、
ス
タ
イ
ル

が
似
て
お
り
、
同
じ
言
葉
さ
え
使
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
詩
の
ト
ー
ン
は
ま
さ
に
好
対
照
を
示
し
て
い
る
。
尼
僧
の

詩
に
お
い
て
は
、
彼
女
の
解
脱
を
示
す
の
に
使
わ
れ
た
﹁︹
修
行

衣
の
︺
手
作
り
﹂
と
か
、﹁︹
干
し
野
菜
の
︺
調
理
﹂
と
い
う
表
現

か
ら
、
そ
の
詩
調
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
集
の
実
作
者
を
め
ぐ
る
複
雑
な
問
題
は
本
稿
の
課
題

で
は
な
い
。
た
だ
、
尼
僧
の
詩
が
も
つ
﹁
情
感
を
喚
起
す
る
力
﹂

に
関
し
て
、
特
に
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
詩
集

に
お
け
る
一
人
称
の
多
用

─
﹃
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
﹄
よ
り
も

常
用
さ
れ
て
い
る

─
で
あ
り
、
さ
ら
に
二
人
称
の
多
さ
が
特

に
目
を
ひ
く
。
つ
ま
り
、
詩
の
表
題
に
な
っ
て
い
る
個
人
名
を

挙
げ
て
彼
女
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
﹃
テ
ー

ラ
ガ
ー
タ
ー
﹄
で
は
ま
れ
で
あ
り
、﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
の

独
自
の
特
徴
で
あ
る
︵H

allisey xl, von H
inuber 1996: 5

お2︶。

　

こ
こ
で
は
詳
し
く
考
察
で
き
な
い
が
、
強
調
の
仕
方
に
つ
い

て
の
両
詩
集
の
こ
う
し
た
違
い
は
他
に
も
多
い
。
例
え
ば
、
三

人
称
で
のshould

︵
す
べ
き
︶
と
い
う
硬
い
言
い
回
し
は
、
男
僧

の
詩
集
に
は
か
な
り
あ
る
が
、
尼
僧
の
詩
集
に
は
全
く
な
いか
。
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我
々
は
、こ
う
し
た
事
実
を
﹁
尼
僧
詩
集
の
﹃
序
の
詩
句
﹄︹
１

–
18
詩
︺
の
実
作
者
は
尼
僧
で
は
な
い
﹂
証
拠
と
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
か
？　

い
や
、
尼
僧
の
詩
集
に
見
ら
れ
る
﹁
自
分
自
身
に

向
か
っ
て
二
人
称
で
呼
び
か
け
る
﹂
表
現
に
し
て
も
、︹
彼
女
ら

自
身
に
よ
っ
て
︺
工
夫
さ
れ
た
高
度
な
詩
法
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ

う
と
私
は
考
え
る
。
両
詩
集
の
中
の
全
て
の
﹁
声
﹂

─
そ
こ

に
は
一
人
称
複
数
や
一
人
称
単
数
も
あ
れ
ば
、
想
像
上
の
聞
き

手
に
向
け
た
二
人
称
、
三
人
称
、
そ
し
て
﹁
す
べ
き
で
な
い
﹂

と
い
う
禁
止
の
か
た
ち
で
使
わ
れ
て
い
るshould 

も
あ
る

─

と
同
様
の
文
学
的
表
現
は
世
界
の
詩
の
歴
史
を
通
し
て
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
こ
の
詩
集
で
多
く
見
ら
れ
る
﹁
自

分
に
呼
び
か
け
る
二
人
称
﹂
表
現
︵
例
と
し
て
は
、
１
–
10
、
16
、

19
、
35
詩
︶
は
、﹁
序
の
詩
句
︵
ひ
と
り
の
尼
に
つ
い
て
一
つ
ず
つ
の

詩
句
の
集
成
︶﹂
に
見
ら
れ
る
温
か
な
個
人
的
交
わ
り
と
親
密
さ

の
情
感
を
深
め
る
と
と
も
に
、
自
立
し
た
個
人
と
し
て
生
き
る

と
い
う
︹
当
時
と
し
て
は
︺
異
例
の
彼
女
た
ち
の
生
活
の
雰
囲
気

を
詩
の
中
に
作
り
出
す
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
男
僧
・
尼
僧
の
こ
れ
ら
の
詩
と
比
較
で
き
る
も
の

は
、
同
時
代
に
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
ら
が
当
時
と
し
て
は

異
例
の
も
の
で
あ
り
、
匹
敵
す
る
も
の
が
他
に
は
な
い
と
い
う

こ
と
自
体
が
、
そ
れ
ら
の
詩
の
ス
タ
イ
ル
の
革
新
性
を
証
明
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
世
界
の
文
学
で
こ
の
技
法
に
相
当
す
る
も

の
を
考
察
す
れ
ば
、﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
︱
﹄
に
お
い
て
も
他
の

例
に
お
い
て
も
、
明
ら
か
な
詩
的
意
図
を
も
っ
て
こ
れ
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ハ
ー
シ
ュ
︵H

irsh, 2003

︶
と
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ッ
セ
︵B

usse, 

2002

︶
は
、﹁
自
分
に
向
か
っ
て
二
人
称
で
語
り
か
け
る
と
い
う

こ
の
技
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
初
期
の
抒
情
詩
や
、
舞
台
に
役

者
が
一
人
で
現
れ
て
強
い
感
情
を
表
現
す
る
場
合
の
台
詞
に
お

い
て
常
用
さ
れ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

﹃
ル
ー
ク
リ
ー
ス
の
凌
辱
﹄
で
は
︵
例
え
ば
２
幕
191
–
204
行
︶、
追
い

つ
め
ら
れ
た
被
害
者
ル
ー
ク
リ
ー
ス
の
長
い
独
白
に
お
い
て
、

彼
女
の
哀
歌
に
込
め
ら
れ
た
苦
し
み
は
、
聴
衆
に
向
け
て
は
﹁
語

る
自
己
︵speaking self

︶﹂
と
し
て
一
人
称
で
語
ら
れ
る
が
、
よ

り
私
的
で
内
的
な
彼
女
の
思
い
は
二
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る

︵H
irsh 190-193

︶。

　

私
は
、
イ
ン
ド
語
系
文
学
に
お
い
て
は
こ
の
テ
ー
マ
の
研
究
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を
見
た
こ
と
が
な
い
が
、
こ
う
し
た
二
人
称
の
使
用
に
つ
い
て

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
の
最
も
有
名
な

独
白
シ
ー
ン

─
男
性
の
場
合
も
女
性
の
場
合
も
あ
る

─
に

お
い
て
も
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
激
し
い
感
情
が
吐

露
さ
れ
る
場
面
で
、
独
り
き
り
の
自
分
に
向
か
っ
て
、﹁
汝
よ

︵thou

︶﹂﹁
汝
に
︵thee
︶﹂
と
親
し
げ
に
呼
び
か
け
る
こ
と
で
、
人

物
の
真
情
を
増
幅
し
て
伝
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
﹃
リ
チ
ャ
ー

ド
二
世
﹄
に
は
、
こ
う
あ
る
。︹
王
自
身
が
自
分
に
向
か
っ
て
言
う
︺

﹁
目
を
覚
ま
せ
、
臆
病
な
国
王
！　

眠
っ
て
い
る
場
合
か
！

︵Aw
ake thou cow

ard m
ajesty! Thou sleepest!

︶﹂︵
３
幕
２
場
83
–
84

行
、
松
岡
和
子
訳
︶。
ハ
ー
シ
ュ
が
他
の
例
︵﹃
ヘ
ン
リ
ー
六
世
﹄
第

３
部
・
３
幕
１
場
13
–
17
行
、﹃
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
﹄
５
幕
３
場
13
–
17

行
︶
も
挙
げ
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
技
法
に
よ
っ
て
強

い
感
情
的
な
ふ
く
ら
み
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
自
分
へ
の
呼

び
か
け
と
い
う
こ
の
技
法
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
古
典
文
学

で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︵B

lundell 1989: 65-82

︶。
こ
こ
で
も
、

こ
の
技
法
は
﹁
感
情
に
訴
え
る
力
﹂
と
呼
ば
れ
、
表
現
さ
れ

る
情
緒
の
迫
真
性
を
高
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︵B

lundell 

1980: 74

︶。

　

自
分
に
向
け
て
二
人
称
で
呼
び
か
け
る
こ
の
技
法
の
有
効
性

を
説
明
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
経
験
を
挙
げ
る
こ

と
も
で
き
る
。
私
た
ち
は
時
に
、
肯
定
的
あ
る
い
は
否
定
的
な

何
ら
か
の
感
情
を
強
調
す
る
た
め
に
、
こ
の
技
法
を
用
い
る
。

多
く
の
人
が
、
何
か
困
難
な
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
際
に
、
自
分

に
向
か
っ
て
﹁
○
○
よ
、
よ
く
や
っ
た
！
﹂
と
呼
び
か
け
る
だ

ろ
う
。
こ
れ
が
、
こ
の
詩
集
で
使
わ
れ
て
い
る
文
学
的
技
法
な

の
で
あ
る
。
こ
の
詩
集
は
、
パ
ー
リ
語
の
詩
作
で
の
正
式
な
作

法
が
揺
る
ぎ
な
く
定
ま
っ
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
女
性
た
ち

の
自
然
な
声
を
鮮
明
に
捉
え
、
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
大
い
な
る
喜
び
と
解
放
感
に
満
ち
た
﹁
今
と
い
う

時
﹂
の
実
感
を
彼
女
た
ち
が
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

大
歓
喜
の
境
地
の
深
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
詩
集
の
﹁
序
の
詩
句
﹂
は
ど
れ
も
が
、︹
ム
ッ
タ
ー
尼
と
か
ブ

ン
ナ
ー
尼
な
ど
︺
固
有
名
を
も
つ
女
性
一
人
ず
つ
に
呼
び
か
け
ら

れ
て
お
り
、
特
定
の
個
人
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
、
他
に
は
な

い
格
別
な
雰
囲
気
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、﹁
一
人
の
女

性
が
こ
こ
に
い
て
、
苦
闘
し
つ
つ
生
き
て
い
る
﹂
と
い
う
臨
場

感
を
詩
集
全
体
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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友
情
と
信
頼

　

次
に
見
る
詩
は
素
朴
な
も
の
で
あ
る
が
、
尼
僧
た
ち
の
共
同

体
が
当
時
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
相
互
に
支
え
合
い
、
助
け
合
っ

て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。︹
こ

の
詩
の
語
り
手
で
あ
る
︺
チ
ャ
ン
ダ
ー
尼
は
、
詩
集
に
登
場
す
る

他
の
女
性
と
同
様
、
夫
の
死
に
よ
り
窮
乏
の
中
に
突
き
落
と
さ

れ
た
。
そ
の
体
験
を
彼
女
は
シ
ュ
ロ
ー
カ
調
で
、
一
人
称
を
使
っ

て
語
る
︵
122
-
126
詩
︶。

　

わ
た
し
は
、
以
前
に
は
、
困
窮
し
て
い
ま
し
た
。
夫
を

亡う
し
ない
、
子
な
く
、
朋
友
も
親
も
な
く
、
衣
食
も
得
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

鉢
と
杖
を
取
っ
て
、
わ
た
し
は
、
家
か
ら
家
へ
と
食
物

を
乞
い
な
が
ら
、
寒
暑
に
悩
ま
さ
れ
つ
つ
七
个
年
の
間
、

遍
歴
し
ま
し
た
。

　

と
き
に
、
或
る
尼
僧
が
飲
食
物
を
受
け
て
い
る
の
を
見

て
、
わ
た
し
は
、
近
づ
い
て
言
い
ま
し
た
。

─
﹁
わ
た

し
は
、
家
を
す
て
て
出
家
し
遍
歴
し
て
い
る
の
で
す
﹂
と
。

　

か
の
パ
タ
ー
チ
ャ
ー
ラ
ー
尼
は
、
哀
れ
ん
で
、
わ
た
し

を
︹
ブ
ッ
ダ
の
教
団
に
お
い
て
︺
出
家
さ
せ
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
私
を
教
え
さ
と
し
て
、
最
高
の
目

的
︹
の
獲
得
︺
に
向
か
っ
て
励
ま
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

彼
女
の
そ
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
、
わ
た
し
は
、︵
そ
の
︶

教
え
を
実
行
し
ま
し
た
。
き
よ
き
尼
さ
ま
の
教
え
は
、
空

し
く
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
わ
た
し
は
、︹
煩
悩
の
︺
け
が

れ
な
く
、
三
種
の
明
知
を
得
ま
し
た
。

　

吹
き
さ
ら
し
の
戸
外
で
の
飢
え
と
孤
独
、
疲
労
困
憊

─
チ
ャ

ン
ダ
ー
が
出
家
し
よ
う
と
思
っ
た
主
な
動
機
が
、
こ
こ
に
あ
っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
彼
女
は
、
一
人
の
尼
僧
が
托
鉢

の
食
物
を
受
け
取
る
の
を
見
た
。
そ
の
と
き
、
お
そ
ら
く
チ
ャ

ン
ダ
ー
自
身
は
何
ひ
と
つ
手
に
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

尼
僧
が
チ
ャ
ン
ダ
ー
に
同
情
し
、
あ
わ
れ
に
思
っ
て
く
れ
た
た

め
︵
こ
こ
でanukam

pāya

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
者

の
苦
し
み
に
対
す
る
慈
悲
を
表
す
言
葉
で
あ
る
︶、
チ
ャ
ン
ダ
ー
は
、

そ
の
尼
僧
パ
タ
ー
チ
ャ
ー
ラ
ー
に
、﹁
出
家
さ
せ
て
ほ
し
い
﹂
と

頼
む
。
実
は
尼
僧
も
ま
た
我
が
子
ら
を
失
う
悲
し
み
を
味
わ
っ
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た
人
で
あ
っ
た
︵
彼
女
︹
の
解
脱
︺
に
つ
い
て
は
﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー

タ
ー
﹄
112
–
116
詩
に
あ
る
︶。
尼
僧
は
チ
ャ
ン
ダ
ー
に
教
え
を
授
け

て
も
く
れ
た
。
そ
し
て
今
、
目
覚
め
た
チ
ャ
ン
ダ
ー
尼
は
素
朴

に
こ
う
宣
言
す
る
。﹁︹
煩
悩
の
︺
け
が
れ
か
ら
私
は
解
放
さ
れ
た
﹂

と
。
彼
女
は
親
切
な
尼
の
助
言
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
︹
修
行

し
︺、
三
つ
の
智
慧
︵
三さ
ん

明み
ょ
う︶
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
、

バ
ラ
モ
ン
の
教
え
で
説
か
れ
た
三
つ
の
知
識
︹
正
典
で
あ
る
三
つ

の
ヴ
ェ
ー
ダ
に
通
達
す
る
智
慧
︺
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
仏
教

の
﹁
三
明
﹂
と
は
、
自
身
の
過
去
世
を
思
い
出
す
力
︹
宿し
ゅ
く

命み
ょ
う

通
︺、

自
分
以
外
の
衆
生
が
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
多
様
な

姿
に
再
生
す
る
の
か
を
知
る
力
︹
天
眼
通
／
死
生
智
︺、
煩
悩
に
つ

い
て
知
る
能
力
︹
自
分
の
煩
悩
が
尽
き
て
、
悟
り
の
境
地
に
入
っ
た
こ

と
を
知
る
力
、
漏ろ

尽じ
ん

通
︺
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
お
い
て
、チ
ャ
ン
ダ
ー

尼
は
﹁
私
は
解
脱
し
た
﹂
と
率
直
に
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
バ

ラ
モ
ン
た
ち
が
﹁
女
性
に
は
不
可
能
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
た
こ

と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
女
性
は
三
明
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
決
め
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
︵H

allisey 2015: xxx; W
ijayarat-

na 2010: 140-1; G
om

brich 2006: 62-64

︶。
ま
た
、
こ
の
詩
で
、
教

え
を
説
く
女
性
︹
パ
タ
ー
チ
ャ
ー
ラ
ー
尼
︺
の
慈
悲
を
表
し
て
い
る

言
葉
は
、
通
例
は
ブ
ッ
ダ
の
慈
悲
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
言
葉
で
あ
る
︵
148
・
155
詩
、Yam

azaki and O
usaka 1998: 4

︶。

　

こ
こ
に
は
、
女
性
が
女
性
の
友
と
な
っ
て
助
け
る
姿
が
あ
る
。

こ
の
親
密
さ
、
飾
り
気
の
な
い
友
情
、
そ
れ
ら
は
彼
女
た
ち
の

人
生
を
一
変
さ
せ
る
ほ
ど
決
定
的
な
重
み
を
も
っ
て
い
た
。
こ

の
親
密
さ
と
友
情
に
こ
そ
﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
の
魂
が
あ

る
。 

実
際
、
こ
の
詩
集
に
は
、
女
性
た
ち
の
交
流
、
友
情
、
対

話
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
尼
僧
の
詩
の
多
く
が
、
他
者
に
呼
び
か

け
た
詩
や
、
他
者
と
の
対
話
を
成
す
詩
で
あ
り
、
ま
た
他
者

─
そ
こ
に
は
い
な
い
が
聞
か
せ
た
い
相
手
と
し
て
想
定
し
て

い
る
他
者
︵
た
い
て
い
は
近
親
者
の
一
人
︶
に
言
及
す
る
詩
で
あ
る
。

詩
句
と
語
り
手
の
背
後
に
読
者
が
感
じ
取
る
こ
う
し
た
存
在
は
、

彼
女
の
出
家
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
人
や
、
ブ
ッ
ダ
の
教
団
に

入
る
際
の
励
ま
し
手
で
あ
り
、
も
し
く
は
彼
ら
を
苦
し
め
る
他

者
や
敵
対
者
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
彼
ら
は
、
し
ば
し
ば
負
の

存
在
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ス
バ
ー
尼
は
彼
女
を
誘
惑
す
る

男
を
退
け
た
話
を
く
わ
し
く
語
っ
て
い
る
し
︵
366
–
399
詩
︶、
イ

シ
ダ
ー
シ
ー
尼
は
彼
女
の
不
幸
な
結
婚
の
悲
惨
な
経
緯
を
物

語
っ
て
い
る
︵
400
–
447
詩
︶。
も
っ
と
普
通
に
見
ら
れ
る
の
は
、
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尼
僧
が
、
恩
義
の
あ
る
人
や
家
族
的
絆
を
感
じ
て
い
る
人
、
何

ら
か
の
助
け
を
く
れ
た
人
た
ち
に
向
け
て
、
あ
る
い
は
そ
の
人

た
ち
に
つ
い
て
語
る
詩
句
で
あ
る
。
例
え
ば
ヴ
ァ
ッ
ダ
尼
は
、

自
分
を
助
け
て
く
れ
た
優
し
い
母
親
か
ら
導
き
と
励
ま
し
を
も

ら
っ
て
仏
道
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
と
語
っ
て
い
る
︵
204
–
212

詩
︶。
ま
た
﹁
そ
の
名
が
不
詳
の
或
る
尼
僧
﹂
の
詩
で
は
、
彼
女

が
﹁
信
頼
で
き
る
と
感
じ
た
﹂
あ
る
い
は
﹁
信
頼
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
と
思
わ
れ
た
﹂︵saddhāyikā
︶
他
の
尼
僧
を
訪
ね
る
話
が

語
ら
れ
て
い
る
︵
69
詩
︶。
そ
の
尼
僧
が
彼
女
に
教
え
を
与
え
て

く
れ
、
そ
の
お
か
げ
で
彼
女
は
解
脱
を
得
た
の
で
あ
る
。

ア
ン
バ
パ
ー
リ
ー
尼

笑
み
を
も
た
ら
す
智
慧
と
解
脱

　

最
後
に
、
こ
の
詩
集
が
、
尼
僧
た
ち
の
解
脱
を
ど
の
よ
う
に

描
い
て
い
る
か
を
見
て
み
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
男
僧
の

詩
と
は
対
照
的
な
顕
著
な
特
徴
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、

尼
僧
た
ち
は
自
然
の
描
写
に
そ
れ
ほ
ど
興
味
を
示
さ
な
い
。
ま

た
尼
僧
た
ち
は
他
者
の
身
体
よ
り
も
自
分
の
身
体
の
無
常
と
衰

え
を
観
じ
る
こ
と
を
選
ぶ
︵B

lackstone 2013: 83-9; M
urcott 

1991

︶。
男
僧
は
他
者
の
死
屍
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば

覚
醒
を
得
る
が
、
尼
僧
は
わ
が
身
自
身
の
不
完
全
な
状
態
を
観

察
す
る
こ
と
で
、
そ
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、

私
は
そ
の
実
例
と
な
る
詩
を
一
つ
取
り
上
げ
た
い
。
も
っ
と
も
、

こ
の
詩
の
中
で
尼
僧
は
こ
れ
を
実
に
独
創
的
な
仕
方
で
行
っ
て

い
る
の
だ
が
。

　

そ
れ
は
、
ア
ン
バ
パ
ー
リ
ー
尼
が
自
身
の
解
脱
を
語
っ
た
有

名
な
詩
で
あ
る
︵
252
–
270
詩
︶。
こ
の
詩
は
一
人
称
で
語
ら
れ
て

お
り
、
詩
的
表
現
の
面
で
も
解
脱
の
表
現
に
お
い
て
も
優
れ
た

技
法
が
使
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
も
と
は
高
級
遊
女
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
彼
女
は
そ
う
し
た
技
法
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
に
は
女
性
修
行
者
に
し
か
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
抜
群
に
精
妙
か
つ
力
強
い
表
現
法
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
女
の
選
ん
だ
韻
律
は
ラ
ッ
ト
ダ
タ
ー
︵rathoddhatā

︶
で
あ
る
。

こ
れ
は
後
に
宮
廷
詩
に
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ス
タ
イ

ル
で
あ
り
、
ハ
リ
ジ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
女
の
詩

の
テ
ー
マ
と
元
の
職
業
に
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︵H

allisey 

2015: xvi

︶。

　

彼
女
は
、
美
し
い
髪
の
毛
か
ら
足
先
ま
で
、
自
分
の
肉
体
の
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各
部
を
上
か
ら
下
へ
と
、
ま
る
で
か
ら
か
う
よ
う
な
調
子
で
論

評
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
が
か
つ
て
も
っ
て
い
た
輝
か
し
い
美
し

さ
と
、
魅
力
を
完
全
に
失
っ
た
現
在
の
姿
と
を
比
較
す
る
の
で

あ
る
。

　
︵
昔
は
︶
わ
た
し
の
毛
髪
は
、
漆
黒
で
、
蜜
蜂
の
色
に
似

て
い
て
、
毛
の
尖
端
は
縮
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
い

ま
は
老
い
の
た
め
に
、
毛
髪
は
麻
の
表
皮
の
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
真
理
を
語
る
か
た
︹
ブ
ッ
ダ
︺
の
こ
と
ば
に
、

誤
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
︵
か
つ
て
︶
わ
た
し
の
頭
は
、
芳
香
あ
る
篋こ

ば
この
よ
う
に
香

り
が
し
み
こ
み
、
花
で
覆
い
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
い
ま
は
老
い
の
た
め
に
、
そ
れ
は
兎
の
毛
の
よ
う
な

臭
い
が
し
ま
す
。
真
理
を
語
る
か
た
の
こ
と
ば
に
、
誤
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

彼
女
は
同
様
に
、
眉
毛
、
眼
、
歯
、
胸
、
腕
、
胴
、
腿
、
ふ

く
ら
は
ぎ
⋮
⋮
と
、
楽
し
気
に
描
い
て
い
っ
た
後
に
、
両
足
に

つ
い
て
、
か
つ
て
は
綿
の
よ
う
に
柔
ら
か
で
あ
っ
た
が
、
今
は

皺
が
よ
り
、
硬
い
胼た

胝こ

だ
ら
け
に
な
つ
た
と
言
っ
て
︵
269
詩
︶、

次
の
よ
う
に
締
め
く
く
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
よ
り
集
ま
っ
て
出
来
て
い
る
こ
の
身
は
、

老
い
さ
ら
ぼ
え
て
、
多
く
の
苦
し
み
の
む
ら
が
る
と
こ
ろ

で
す
。
そ
れ
は
、
塗
料
の
剥
げ
落
ち
た
あ
ば
ら
家
で
す
。

真
理
を
語
る
か
た
の
こ
と
ば
に
、
誤
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ハ
リ
ジ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
芸
術
的
技
巧

の
高
度
な
水
準
に
達
し
て
い
る
︵H

allisey 2015: xiv-xix

︶。
ハ
リ

ジ
ー
は
︹
前
述
し
た
著
作
の
︺
序
論
で
、こ
の
詩
を
分
析
し
て
お
り
、

そ
れ
に
私
が
多
く
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

こ
の
詩
の
詩
的
技
巧
を
理
解
す
る
上
で
有
益
な
二
つ
の
点
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
そ
の
﹁
中
道
の
感
覚
︵sense of 

the m
iddle w

ay

︶﹂
で
あ
る
。
若
き
日
の
美
し
さ
と
現
在
の
醜
悪

な
状
態
と
、
両
者
の
間
を
平
衡
を
た
も
ち
つ
つ
動
い
て
い
き
、

過
去
の
姿
も
現
在
の
姿
も
、ど
ち
ら
も
否
定
さ
れ
な
い
。
と
も
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
で
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
若
さ
と
老
い
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
平
静
に
見
る
こ
と
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が
で
き
る
ス
タ
ン
ス
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
中
道
の
感
覚
が
生
ま

れ
る
。

　

二
つ
目
は
、
こ
れ
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
が
、
こ
の
詩
集

の
ど
ん
な
詩
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
誰
も
指
摘
し
て
こ
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
論
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
な
り
の
状
況

で
語
ら
れ
た
場
合
、
こ
の
詩
は
実
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
聞
こ
え
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
に
偶
然
気
が
つ
い
た
。
あ

る
成
人
教
育
の
ク
ラ
ス
で
教
え
て
い
た
の
だ
が
、
集
ま
っ
て
い

た
の
は
ほ
と
ん
ど
が
老
齢
の
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。
今
な
お
魅

力
的
な
人
も
多
い
。
こ
の
ク
ラ
ス
で
私
は
こ
の
詩
を
読
ん
だ
が
、

彼
女
た
ち
は
仏
教
の
予
備
知
識
を
ほ
ぼ
ま
っ
た
く
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
か
っ
た
。
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、
私
が
真
剣
に
語
ろ

う
と
し
て
い
る
の
に
、
そ
う
と
知
り
な
が
ら
受
講
者
が
皆
、
に

こ
に
こ
と
笑
み
を
浮
か
べ
た
り
、
声
を
あ
げ
て
笑
い
出
し
た
り

し
た
こ
と
で
あ
る
。
後
で
彼
ら
が
語
っ
て
く
れ
た
の
だ
が
、
彼

ら
は
こ
の
詩
を
﹁
ま
る
で
、
ス
パ
や
プ
ー
ル
の
更
衣
室
で
友
人

た
ち
と
交
わ
す
会
話
の
よ
う
に
感
じ
た
﹂
の
だ
と
い
う
。
古
代

の
詩
に
ユ
ー
モ
ア
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
確
言
す
る
自
信
は
な

い
が
、
こ
の
体
験
は
私
を
考
え
込
ま
せ
た
。
こ
の
詩
は
、
美
し

さ
と
醜
さ
、
魅
力
と
嫌
悪
の
間
で
、
ナ
イ
フ
の
刃
の
上
に
均
衡

を
た
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
﹁
中
道
の
感
覚
﹂
を
も
ち
、
そ

の
た
め
に
見
事
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、
高
度
な

詩
的
技
巧
に
よ
っ
て
、
う
や
う
や
し
い
賛
辞
の
数
々
を
獲
得
し

て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
い
つ
の
時
代
に
も

通
じ
る
女
性
同
士
の
笑
い
な
が
ら
の
お
し
ゃ
べ
り
の
リ
ズ
ム
と

調
子
を
も
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
欲
望
と

嫌
悪
の
間
で
見
事
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
表
現
を
し
て
お
り
、

絶
妙
に
制
御
さ
れ
、
均
衡
を
た
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
実
に

大
変
な
文
学
的
達
成
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
こ
の
詩

を
今
な
お
生
き
生
き
と
訴
え
か
け
て
く
る
作
品
に
し
て
い
る
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
集
の
他
の
詩
も
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
方
法
で
不
朽
の
生
命
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
詩
句
と
尼
僧
た
ち
の
関
係
に

つ
い
て
の
十
分
な
考
察
で
は
な
い
。
た
だ
、
最
後
に
次
の
点
を

指
摘
し
て
お
く
こ
と
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
男
僧

の
詩
集
で
は
、
こ
の
詩
の
よ
う
に
、
貧
困
や
容
姿
の
変
化
、
体

の
衰
え
な
ど
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
語
る
こ
と
は
な
い
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
ま
た
男
僧
同
士
の
交
流
や
友
情
、
信
頼
と
い
っ
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た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
ど
う
感
じ
て
い
た
の
か
、
は
っ

き
り
と
し
た
叙
述
は
な
い
。
男
僧
の
詩
に
は
、
自
然
界
の
観
察

や
教
義
の
解
説
に
関
連
し
た
記
述
が
尼
僧
の
詩
よ
り
も
多
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
尼
僧
の
詩
は
自
叙
伝
的
・
個
人
的
な
も
の
が

多
い
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
対
照
は
、
両
者
間
の
一
種
の
補
い
合

い
の
関
係
︵
相
補
性
︶
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
私
が

本
稿
で
示
そ
う
と
し
た
よ
う
に
、
我
々
は
、
は
る
か
昔
の
尼
僧

た
ち
の
話
し
声
を
ま
さ
に
﹁
聞
く
﹂
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

尼
僧
教
団
の
中
に
居
場
所
と
幸
福
を
見
出
し
た
彼
女
た
ち
の
思

い
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
ま
た
、
様
々
に
議
論
さ
れ
て
き
た
﹁
詩
句
の
実
作

者
を
め
ぐ
る
問
題
﹂
に
つ
い
て
は
、
立
ち
入
っ
て
論
じ
な
か
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
点
に
触
れ
て
お
く
こ
と
は
重
要
と

思
う
。
例
え
ば
日
本
の
能
や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
に
お
け
る
登

場
人
物
の
よ
う
に
、
男
性
作
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
文
学
作
品

が
女
性
の
感
受
性
に
具
体
的
な
声
を
与
え
、
そ
の
結
果
、
あ
ら

ゆ
る
女
性
の
琴
線
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
し
か
に
あ
る
。

し
か
し
、
ど
ん
な
に
熱
心
に
そ
う
し
た
観
点
か
ら
当
時
の
男
僧

を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
も
、
彼
ら
が
こ
れ
ら
の
尼
僧
の
詩
を
創

作
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
当
時
の
女
性
た
ち
は
ヴ
ェ
ー
ダ
に
関
す
る
教
育
を
受
け

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
ウ
パ
ー
リ
︹
ブ
ッ
ダ
の
十
大

弟
子
の
一
人
︺
は
理
髪
師
で
あ
り
、
低
い
カ
ー
ス
ト
︹
シ
ュ
ー
ド
ラ
︺

の
出
身
で
あ
っ
た
が
、﹃
マ
ッ
ジ
マ
・
ニ
カ
ー
ヤ
﹄
に
お
け
る
彼

の
詩
が
実
際
に
彼
自
身
の
作
品
か
ど
う
か
、
こ
う
し
た
観
点
か

ら
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
︵
マ
ッ
ジ
マ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︹
中
部
経

典
︺
Ⅰ
・
385
–
387
︶。

　

中
国
や
日
本
に
お
い
て
は
、
歴
史
上
の
あ
る
時
期
に

─
常

に
と
は
言
え
な
い
が

─
、
仏
教
教
団
が
与
え
た
教
育
と
修
学

組
織
が
僧
尼
の
識
字
能
力
を
促
進
し
、
そ
の
結
果
、
詩
作
の
能

力
も
伸
び
た
。
な
か
に
は
、
そ
う
い
う
教
育
が
な
け
れ
ば
字
が

読
め
な
い
ま
ま
だ
っ
た
尼
僧
も
お
そ
ら
く
い
た
で
あ
ろ
う
︵G

ross 

2001; K
am

inishi 117 ff; M
eeks 2010: 250 ff; Schuster 1985: 98

︶。

古
代
イ
ン
ド
は
文
字
文
化
で
は
な
く
口
承
が
中
心
で
あ
り
、
今

以
上
に
当
時
の
女
性
文
化
に
お
い
て
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ブ
ッ
ダ
の
死
の
直
後
か
ら
数
世
紀
の
間
、
教

団
で
は
、
聖
な
る
偈
頌
を
学
ぶ
こ
と
と
、
そ
の
慎
重
な
伝
達
と

暗
唱
が
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
状
況
の
も
と
、
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﹃
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
﹄
で
低
い
カ
ー
ス
ト
出
身
の
男
僧
が
自
身
で

詩
を
つ
く
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
尼
僧
た
ち
も
自
分
自
身
で

詩
を
創
作
で
き
た
だ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
は
理
に
か
な
っ
て
い

る
と
私
は
思
う
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
研
究
が

必
要
で
は
あ
る
が
、
作
者
が
誰
で
あ
ろ
う
と
、
こ
れ
ら
の
詩
は

感
動
的
で
、
表
情
豊
か
で
あ
り
、
ま
た
し
ば
し
ば
尼
僧
た
ち
の

苦
闘
と
そ
の
勝
利
を
伝
え
て
く
れ
る
比
類
な
い
証
言
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
は
じ
め
に
、
詩
集
全
体
の
最
初
に
現
れ
る
﹁
幸
せ

︵sukhaṃ

︶﹂
と
い
う
言
葉
を
、
詩
集
全
体
の
鍵
と
な
る
も
の
と
し

て
私
は
紹
介
し
た
。
ブ
ッ
ダ
門
下
の
四
衆
︹
僧
・
尼
・
在
家
の
男
・

在
家
の
女
︺
の
う
ち
の
尼
僧
た
ち
が
﹁
私
は
自
分
が
い
る
べ
き
場

所
に
い
る
﹂﹁
私
は
自
分
が
為
す
べ
き
こ
と
を
し
て
い
る
﹂
と
感

じ
て
い
た
、
そ
の
実
感
を
伝
え
て
く
れ
る
の
が
、
こ
の
一
語
な

の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
ま
た
、
し
ば
し
ば
﹁
悟
り
﹂
あ
る
い

は
﹁
苦
の
根
絶
﹂
を
表
す
︵
ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︹
増
支
部
︺

Ⅲ
・
354
–
355
、﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
182
・
205
詩
︶。
さ
ら
に
﹁
楽

地
︵sukhabhūm

iyaṃ

︶﹂
と
い
う
表
現
が
、
修
行
の
過
程
の
い
た

る
と
こ
ろ
で
、
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
境
地
に
つ
い

て
も
、
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
︵
ダ
ン
マ
サ
ン
ガ
ニ
︹
法
集
論
︺
984
︶。

ヴ
ィ
ナ
ヤ
︵
律
︶
に
よ
る
と
、
ブ
ッ
ダ
は
尼
僧
た
ち
の
安
全
と
自

由
を
守
る
た
め
の
多
く
の
規
則
を
設
け
た
よ
う
だ
が
、
彼
女
た

ち
が
僧
院
生
活
で
出
会
う
あ
ら
ゆ
る
危
険
か
ら
守
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ッ
ダ
は
彼
が
悟
っ
た
﹁
幸

福
の
道
﹂
と
、
彼
自
身
の
こ
の
最
終
ゴ
ー
ル
と
を
彼
女
た
ち
に

提
示
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
尼
僧
た
ち
は
三
宝

︵
仏
・
法
・
僧
団
︶
の
す
べ
て
の
宝
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。
詩

集
全
体
が
私
た
ち
に
残
す
印
象
も
、
そ
の
味
わ
い
で
あ
る
。

　

大
切
な
の
は
、
自
分
は
悟
り
へ
と
間
違
い
な
く
進
ん
で
い
る

の
だ
と
い
う
言
い
よ
う
の
な
い
感
覚
に
包
ま
れ
、
そ
れ
を
実
感

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ブ
ッ
ダ
は
悟
り
を
得
た
そ
の
夜
に
、
ま

さ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
マ
ー
ラ
︵
悪
魔
︶
の
挑
戦
を
受
け
た
。
そ

れ
は
︹
美
女
、
軍
勢
に
よ
る
攻
撃
、
帝
王
の
座
へ
の
誘
惑
に
続
く
︺
マ
ー

ラ
の
最
後
の
大
攻
勢
で
あ
っ
た
。
マ
ー
ラ
が
ゴ
ー
タ
マ
に
向
か
っ

て
、
こ
こ
に
座
っ
て
悟
り
を
目
指
す
資
格
な
ど
汝
に
は
な
い
の

だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
す
る
と
ゴ
ー
タ
マ
は
大
地
に
向
か
っ
て
、

﹁
彼
︵
ゴ
ー
タ
マ
︶
は
ま
さ
に
こ
の
場
所
に
坐
し
て
い
る
べ
き
で
あ

り
、
こ
の
場
所
で
今
為
し
て
い
る
こ
と
を
為
す
べ
き
で
あ
る
﹂
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と
証
明
せ
よ
と
呼
び
か
け
る
︵
パ
ー
リ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ 

Ⅰ
・
77
–

79
︶。
こ
れ
が
、
悟
り
を
前
に
し
て
、
彼
の
大
敵
が
仕
か
け
た
最

後
の
障
害
で
あ
っ
た
。

　

様
々
な
障
害
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
自
分
は
受
け

入
れ
て
も
ら
え
る
と
い
う
感
覚
。
そ
し
て
自
分
に
は
居
場
所
が

あ
る
と
い
う
感
覚
。
こ
れ
が
﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
で
ま
こ

と
に
美
し
く
、
音
楽
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
ま
た
、
こ
の
感
覚
こ
そ
が
、
新
た
な
尼
僧
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
建
設
と
、
人
々
が
な
る
ほ
ど
と
納
得
す
る
尼
僧
団
の
再
建
の

た
め
に
、
こ
の
詩
集
か
ら
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
。
こ
の
感
覚
は
さ
ら
に
、
21
世
紀
に
お
い
て
真
の
仏
教

徒
で
あ
り
続
け
た
い
と
願
う
全
て
の
仏
教
宗
派
に
と
っ
て
も
不

可
欠
の
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

※
︹　

︺
内
は
訳
注

注︵
１
︶
ケ
ネ
ス
・
ロ
イ
・
ノ
ー
マ
ン
︵K

enneth R
oy N

orm
an

︶︹
パ
ー

リ
語
﹃Therīgāthā

﹄
の
英
訳
﹃Elders’ Verses II

﹄
の
編
訳
者
︺

に
よ
る
と
、﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
の
詩
は
紀
元
前
６
世
紀

中
頃
か
ら
紀
元
前
２
紀
中
頃
の
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
代

設
定
が
仏
教
以
前
ま
で
含
む
こ
と
や
、
幾
つ
か
の
詩
句
の
原
型

は
さ
ら
に
古
い
時
代
に
ま
で
遡
る
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
驚
く
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な

く
、
詩
の
作
者
と
い
う
も
の
は
古
来
、
そ
う
し
た
原
型
を
使
っ

て
創
作
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の

ジ
ョ
ン
・
ス
ト
ー
ル
ワ
ー
ジ
ー︵Jon Stallw

orthy

︶
教
授
は
﹁
自

分
自
身
の
創
作
と
思
っ
て
作
っ
た
詩
が
、
実
は
以
前
に
読
ん
だ

他
人
の
詩
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
読
ん
だ
こ
と
を
忘
れ
て

い
た
だ
け
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
﹂
と
述
べ
た
こ
と
が

あ
る
︵ ﹁
記
憶

─
ミ
ュ
ー
ズ
た
ち
の
母
︵M

em
ory, M

other 
of the M

uses

︶﹂。
２
０
１
３
年
10
月
28
日
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
ウ
ォ
ル
フ
ソ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
﹁President’ s Sem

inar

﹂

で
︶。

︵
２
︶
た
と
え
ば
、
ノ
ー
マ
ン
︵N

orm
an 2007 II: xix-xxxi

︶、
フ
ォ

ン
・
ヒ
ニ
ュ
ー
バ
ー
︵von H

inuber 2008

︶、
ハ
リ
ジ
ー

︵H
allisey 2015: xx-xiv

︶
を
参
照
。

︵
３
︶
ム
ッ
タ
ー
尼
の
詩
が
、
二
人
称
で
表
現
さ
れ
た
十
詩
の
中
の
一

つ
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
照
ら
し
て
見
る
と
、
こ
れ
は
特
に
興

味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
実
は
、
他
の
詩
の
作
者
は
尼
僧

自
身
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ノ
ー
マ
ン
は
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﹁
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
、
後
か
ら
付
加
さ
れ
た
部
分
が
い
く
つ

か
あ
る
よ
う
に
思
え
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︵N

orm
an 2007 

II: 34-41

︶。 

︵
４
︶Shaw

 2004
を
参
照
。

︵
５
︶
ダ
ン
マ
パ
ー
ラ
︵D

ham
m

apā la

︶

─
彼
は
、
テ
キ
ス
ト
の
通

り
に
解
釈
す
る

─
の
注
釈
で
は
、
女
性
た
ち
に
呼
び
か
け
た

こ
れ
ら
の
詩
句
の
ほ
と
ん
ど
は
ブ
ッ
ダ
そ
の
人
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
る
。

︵
６
︶
例
え
ば
﹃
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
﹄
７
９
４
-
８
１
７
で
は
、
悟
り

に
関
す
る
教
義
と
修
行
を
一
般
的
用
語
で
記
述
す
る
際
に
三
人

称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︹﹁
か
れ
の
心
は
⋮
⋮
﹂
な
ど
︺。
だ
が
、

こ
う
い
う
ト
ー
ン
は
﹃
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
﹄
に
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
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