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仏
教
徒
の「
死
者
の
遇
し
方
」：
そ
の
あ
い
ま
い
さ
と
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ

要
旨

　

す
べ
て
の
文
化
は
、
人
間
の
死
後
に
何
が
起
こ
る
の
か

に
つ
い
て
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
答
を

最
も
優
力
な
宗
教
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
提
供
し
て
い
る
と

き
で
す
ら
、
多
く
の
人
々
が
実
際
に
何
を
言
い
、
何
を
し

て
い
る
か
を
検
証
し
て
み
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、﹁
彼
ら
が
﹃
信
じ
て
い
る
﹄

と
主
張
す
る
こ
と
﹂
と
彼
ら
の
行
動
︵
と
く
に
儀
式
に
お
い

て
︶
に
表
れ
て
い
る
﹁
彼
ら
が
実
際
に
﹃
信
じ
て
い
る
﹄
か
、

少
な
く
と
も
﹃
あ
り
得
る
﹄
と
思
っ
て
い
る
こ
と
﹂
と
が

一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
仏
教
徒
の
社
会
で
は
、

ど
こ
で
も
人
々
は
輪
廻
を
信
じ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

輪
廻
の
運
命
を
ま
ぬ
か
れ
る
の
は
悟
り
を
得
た
人
だ
け
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ド
で
も
中
国
で
も
、
仏
教
的
伝

統
の
中
で
、
人
々
は
死
ん
だ
祖
先
を
祭
祀
し
、
祖
先
と
の

何
ら
か
の
交
流
も
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

仏
教
以
前
の
土
着
の
信
仰
や
慣
わ
し
を
維
持
し
て
い
る
の

寄
稿
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で
あ
る
。
イ
ン
ド
と
中
国
の
ど
ち
ら
の
伝
統
に
お
い
て
も
、

人
々
が
自
分
に
つ
い
て
信
じ
て
い
る
こ
と
と
、
他
者
に
つ

い
て
信
じ
て
い
る
こ
と
が
一
致
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
亡

く
な
っ
た
両
親
の
遇
し
方
と
、
死
者
が
赤
の
他
人
の
場
合

の
遇
し
方
に
つ
い
て
も
、
そ
の
信
条
に
一
貫
性
の
な
さ
が

見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
、
目
を
引
く
﹁
複
数
の
信
条
と
複

数
の
行
動
の
混
交
﹂
の
大
部
分
は
、
ブ
ッ
ダ
そ
の
人
に
発

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
祖
先
祭
祀
」
と
「
カ
ル
マ
思
想
」
と
の
矛
盾

　

人
間
文
化
研
究
に
お
け
る
＂
定
説
＂
と
ま
で
は
い
わ
な
い
が
、

人
間
の
信
念
と
い
う
も
の
の
顕
著
な
特
徴
は
、
お
そ
ら
く
そ
の

一
貫
性
の
な
さ
で
あ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
が
と

り
わ
け
目
に
つ
く
の
は
﹁
疑
う
余
地
の
な
い
確
実
な
解
答
を
提

供
す
る
に
は
証
拠
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
ら
﹂
に
関
し
て
で

あ
る
。
そ
の
好
例
が
﹁
人
間
は
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
か
﹂
に
つ

い
て
の
諸
信
条
な
の
で
あ
る
。

　

ギ
リ
ア
ン
・
エ
ヴ
ィ
ソ
ン
︵G

illian Evison

︶
博
士
︹
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
研
究
所
︵
Ｏ
Ｃ
Ｈ
Ｓ
︶︺
は
、
そ
の
ま
こ

と
に
有
益
な
博
士
論
文
の
摘
要
に
、
こ
う
書
い
て
い
る
。﹁
肉
親

は
愛
さ
れ
、
敬
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
人
の
死
体
は

怖
れ
ら
れ
、
た
ち
ま
ち
、
お
ぞ
ま
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
﹂。

死
に
対
す
る
こ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
︵
相
反
感
情
︶
は
﹁︹
弔
い

の
︺
儀
式
に
お
い
て
も
、
そ
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
再
び
見
ら
れ

る
﹂あ。
彼
女
の
論
文
が
扱
っ
て
い
る
の
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
け
だ
が
、
こ
の
考
察
は
仏
教
徒
に
関
し
て
も
ま

っ
た
く
同
様
に
当
て
は
ま
る
。
学
者
た
ち
は
よ
く
﹁
こ
の
領
域

の
諸
信
条
に
は
一
貫
性
が
な
い
﹂
と
書
い
て
い
る
。﹁
し
か
も
、

そ
れ
を
当
事
者
た
ち
は
気
に
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
﹂
と

付
け
加
え
る
人
も
い
る
。
私
は
こ
の
見
解
に
賛
成
だ
が
、
単
な

る
﹁
一
貫
性
の
な
さ
﹂
よ
り
も
、む
し
ろ
﹁
あ
い
ま
い
さ
﹂
や
﹁
ア

ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
﹂
に
つ
い
て
語
っ
た
ほ
う
が
、
事
態
を
よ
り

深
く
洞
察
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

ラ
ン
ス
・
カ
ズ
ン
ズ
︵Lance S. C

ousins

︶︹
英
国
の
仏
教
研
究
者
。

研
究
領
域
の
広
範
さ
は
著
名
／
一
九
四
二⊖

二
〇
一
五
年
︺
の
関
心
領

域
と
専
門
知
識
の
範
囲
内
だ
け
で
、
し
か
も
、
ひ
と
つ
の
文
化
、

ひ
と
つ
の
宗
派
に
限
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
テ
ー
マ
は
一
冊

の
本
を
書
く
以
上
の
材
料
を
た
っ
ぷ
り
提
供
し
て
く
れ
る
だ
ろ
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う
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
に
は
今
、そ
ん
な
時
間
も
紙
幅
も
な
い
。

そ
こ
で
、
仏
教
徒
の
世
界
で
最
も
一
般
的
な
﹁
死
者
の
運
命
に

つ
い
て
の
ふ
た
つ
の
説
明
﹂
を
考
察
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
。

こ
れ
ら
は
、
二
千
年
以
上
も
の
間
、
莫
大
な
数
の
人
々
を
導
い

て
き
た
理
論
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
死
者
は
直
系
の
子
孫

か
ら
の
定
期
的
な
想
起
と
祭
祀
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
カ
ル
マ
と
呼
ば
れ
て
い
る
理
論
で
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
少
々
解
説
し
て
お
け
ば
、
簡

潔
な
も
の
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
そ
の
後
の
論
述
を
理
解
し

て
も
ら
う
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら
の
理
論
で
も
、
死
は

個
人
の
完
全
な
終
焉
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
か
た

ち
で
の
転
生
を
誰
も
が
経
験
す
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、﹁
祖
先
祭
祀
﹂
で
あ
る
。
イ
ン
ド
と
中
国
と
い
う
二
大

文
化
圏
に
は
、
多
く
の
仏
教
徒
が
い
る
わ
け
だ
が
、
社
会
の
大
部

分
が
父
系
制
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は
男
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
子
息
た
ち
、
と
く
に
長
男
が
葬

儀
を
取
り
仕
切
る
。
家
庭
生
活
の
ほ
と
ん
ど
の
局
面
で
も
同
様
で

あ
る
。
彼
ら
は
︹
祖
先
か
ら
︺
受
け
継
い
だ
諸
儀
礼
を
保
持
し
て

い
く
責
任
が
あ
る
の
で
あ
る
。
女
性
に
つ
い
て
は
、
死
後
は
ど
う

な
る
の
か
、
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
い
な

い
。
成
人
男
性
の
死
後
の
魂
は
、
彼
ら
へ
の
︹
子
孫
に
よ
る
︺
供

養
か
ら
恩
恵
を
受
け
取
る
た
め
、
ま
た
、
そ
う
し
た
孝
心
厚
き
子

孫
を
護
る
た
め
に
活
動
で
き
る
生
命
的
性
質
を
幾
分
か
は
も
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
か
に
つ

い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
伝
統
が
全
体
と
し
て
強
調
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
説
明
の
た
め

の
諸
理
論
で
は
な
く
、
儀
礼
の
執
行
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
や

り
方
は
た
い
て
い
細
部
ま
で
つ
ぶ
さ
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
死
者

は
少
な
く
と
も
最
初
だ
け
は
同
じ
コ
ー
ス
を
た
ど
る
が
、そ
の
後
、

天
界
へ
、
あ
る
い
は
地
獄
へ
と
振
り
分
け
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
に
行

く
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
、
こ
の
時
点
で
は
じ
め
て
死
者
に
つ
い
て

の
道
徳
的
判
断
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
﹁
カ
ル
マ
︵
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
：karm

an

︶﹂
の
語
は
﹁
行
為
﹂

を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
単
な
る
身
体
の
動
き
を
指
す
こ
と
は

め
っ
た
に
な
く
、
意
味
の
あ
る
行
為
、
す
な
わ
ち
﹁
儀
礼
﹂
あ

る
い
は
﹁
善
悪
い
ず
れ
か
の
道
徳
的
性
質
を
も
つ
振
る
舞
い
﹂

を
指
す
。
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
現
世
か
来
世
で
、
快
い
あ
る

い
は
不
快
な
結
果
を
本
人
に
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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こ
こ
で
の
基
本
の
イ
メ
ー
ジ
は
農
業
的
な
も
の
で
あ
る
。﹁
種
を

ま
け
ば
、
そ
の
実
り
を
刈
り
取
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
理
論
は
男
女
を
問
わ
な
い
。
男
性
に
当
て
は
ま
る
の
と
同
様

に
女
性
に
も
当
て
は
ま
る
。
祖
先
祭
祀
と
は
対
照
的
に
、
こ
の

カ
ル
マ
理
論
は
世
界
を
、と
く
に
人
間
世
界
を
＂
道
徳
化
＂
す
る
。

つ
ま
り
、
個
人
の
死
後
の
運
命
は
、
本
人
の
道
徳
上
の
成
績
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ブ
ッ
ダ
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
道
徳
的
性
質
は
、
そ
の
背
後
の

﹁
意
図
﹂
に
存
し
て
い
る
。
あ
る
と
き
に
は
﹁
カ
ル
マ
と
は
意
図

の
こ
と
で
あ
る
と
私
は
言
う
﹂︵Aṅguttara N

ikāya  III, 415

︶︹﹃
ア

ン
グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︵
増
支
部
経
典
︶﹄︺
と
さ
え
彼
は
述
べ
て

い
る
。
彼
の
時
代
の
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
︵
バ
ラ
モ
ン
教
︶
に
お
い

て
は
、
カ
ル
マ
の
語
は
主
に
、
為
す
べ
き
儀
礼
行
為
に
つ
い
て

使
わ
れ
た
︵
悪
い
カ
ル
マ
と
は
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
行
為
の
こ
と
で
あ

っ
た
︶。
と
こ
ろ
が
、
ブ
ッ
ダ
は
こ
れ
を
覆
し
て
、
儀
礼
行
為
そ

の
も
の
は
道
徳
的
に
中
立
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
や
が
て

仏
教
は
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
影
響
を
与
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
道
徳
と
儀
式
と
を
完
全

に
分
離
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
カ
ル
マ
と
い
う
言
葉
は
、
矛

盾
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
語
意
を
も
た
さ
れ
、
混
乱
し
た
使
い
方
を

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
驚
く
に
は
当
た
ら
な
か
っ
た
理
由
の
ひ

と
つ
は
、
こ
れ
︹
カ
ル
マ
が
儀
礼
を
意
味
し
た
こ
と
︺
だ
が
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
文
脈
で
、
カ
ル
マ
は
﹁
行
為
﹂
で
は

な
く
﹁
行
為
が
も
た
ら
す
結
果
﹂
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︵
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は karm

a-vipāka

︹
業
報
・
業
果
︺

と
い
う
。vipāka 

は
熟
成
の
意
味
で
あ
る
︶。

　

本
論
の
中
心
テ
ー
マ
に
戻
ろ
う
。
イ
ン
ド
人
社
会
を
研
究
し

た
︹
英
国
の
︺
人
類
学
者
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
︵D

avid F. 

Pocock

︶︹
一
九
二
八⊖

二
〇
〇
七
年
︺
は
書
い
て
い
る
。﹁
ほ
と
ん

ど
の
西
洋
人
は
、
自
ら
の
存
在
の
有
限
性
を
完
全
に
は
受
け
入

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
死
は
他
者
の
身
の
上
に
起
こ
る
こ

と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
﹂。
同
様
に
、
彼
が
研
究
し

た
︹
イ
ン
ド
北
西
部
な
ど
に
住
む
︺
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
人
の
農
夫
は
、

転
生
に
つ
い
て
﹁
た
い
て
い
は
、
他
の
誰
か
に
起
こ
る
こ
と
﹂

と
考
え
て
い
た
︵Pocock 1973, 38-9

︶い。
そ
れ
と
似
て
い
る
が
、

仏
教
に
つ
い
て
少
し
で
も
知
識
が
あ
る
人
な
ら
誰
で
も
﹁
仏
教

徒
は
転
生
を
信
じ
て
い
る
﹂
と
知
っ
て
い
る
。
世
界
の
ど
こ
に

で
も
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
生
き
も
の
と
し
て
も
転
生
し
う
る
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の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
時
に
、
伝
統
的
な
仏
教
徒
の
社
会
で

は
誰
も
が
、
最
近
死
ん
だ
彼
ら
の
家
族
に
働
き
か
け
る
よ
う
︵
多

く
の
場
合
、
義
務
と
し
て
︶
促
す
︹
祖
先
祭
祀
の
︺
信
仰
や
儀
礼
に

慣
れ
親
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
道
徳
化
」
さ
れ
た
転
生
思
想

　

本
論
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
主
に
﹁
ブ
ッ
ダ
そ
の
人
を
は

じ
め
と
し
て
仏
教
徒
が
自
身
の
死
せ
る
親
族
を
ど
う
遇
し
て
い

る
か
﹂
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
仏
教
徒

の
態
度
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
、
そ
の
歴
史
か
ら

始
め
る
の
も
有
益
か
も
し
れ
な
い
。
古
代
イ
ン
ド
に
つ
い
て
私

が
最
初
に
学
ん
だ
こ
ろ
、
そ
の
最
古
の
証
言
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
に
つ
い
て
、
学
界
で
は
﹁
こ
こ
に
は
、
転

生
の
教
義
の
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
﹂
と
さ
れ
て
い
た
。
カ
ル
マ

の
教
義
に
は
転
生
の
信
仰
が
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期

の
イ
ン
ド
に
は
、
同
様
に
カ
ル
マ
に
関
す
る
い
か
な
る
思
想
も

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
祖
先
祭
祀
が
人
類

社
会
に
広
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、﹃
リ

グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
で
はpitaras

︵
文
字
通
り
に
言
え
ば
﹁
父
祖
た
ち
﹂

の
意
味
で
あ
り
、
父
系
の
祖
先
を
指
す
︶
に
簡
単
に
言
及
し
て
あ
る

も
の
の
、
カ
ル
マ
や
転
生
と
は
関
係
な
い
よ
う
に
見
え
た
の
で

あ
る
。

　

こ
う
し
た
見
方
は
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
の
ヨ
ア
ン
ナ
・
ユ
ー

レ
ヴ
ィ
ッ
チ
︵Joanna Jurew

icz

︶
が
﹁﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の

中
︵
Ｘ
・
16
︶
の
︿
葬
送
の
歌
﹀
と
し
て
知
ら
れ
る
聖
歌
で
は
、

荼
毘
の
炎
に
対
し
て
＂
死
者
を
呼
び
戻
し
、
彼
が
子
孫
た
ち
と

再
会
す
る
こ
と
を
許
し
た
ま
え
＂
と
祈
ら
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘

し
て
か
ら
、
完
全
に
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
たう。
彼
女
の
こ
の
発

見
と
ほ
ぼ
同
時
期
、︹
ス
リ
ラ
ン
カ
生
ま
れ
の
︺
人
類
学
者
ガ
ナ

ナ
ー
ト
・
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ
︵G

ananath O
beyesekere

︶︹
本
論
筆

者
と
の
共
著
﹃
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
﹄
が
あ
る
︺
は
、
才
気
あ
ふ
れ

る
著
書
﹃Im

agining K
arm

a

︵
カ
ル
マ
と
い
う
発
想
︶﹄︵
二
〇
〇
二
︶

を
発
刊
し
た
。
同
書
で
彼
は
﹁
死
後
に
何
が
起
こ
る
か
﹂
に
つ

い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
で
の
信
条
を
調
査
し
、﹁
何
ら
か
の
か

た
ち
で
死
者
は
転
生
す
る
﹂
と
の
信
条
が
、
世
界
の
実
に
広
い

範
囲
で
見
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。﹁
生
ま
れ
か
わ

り
の
思
想
の
基
本
は
、
死
に
お
い
て
、
祖
先
あ
る
い
は
近
親
者

が
、
こ
の
人
間
の
世
に
再
び
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
そ
れ
ま
で
の
間
、
存
在
の
別
の
領
域
や
死
後
世
界
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
場
合
も
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
⋮
⋮
結
局
の

と
こ
ろ
、
私
は
⋮
⋮
別
れ
を
告
げ
た
こ
の
世
界
に
、
ま
た
生
ま

れ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
﹂︵O

beyesekere 2002, 15

︶。

生
ま
れ
か
わ
る
人
は
、
た
い
て
い
は
同
じ
家
族
や
一
族
の
も
と

に
戻
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
小
規
模
の
共
同
体
に
お

い
て
、
こ
れ
は
︹
死
者
の
生
前
に
お
け
る
道
徳
的
な
︺
善
悪
の
問
題

と
は
無
関
係
で
あ
り
、
転
生
ま
で
の
過
程
に
必
要
な
要
素
が
何

か
あ
る
と
し
た
ら
、
通
例
そ
れ
は
、
ふ
さ
わ
し
い
葬
儀
を
し
て

も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ユ
ー
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
が
こ
の
パ
タ
ー

ン
に
合
致
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
死
せ
る
男
は

彼
の
道
徳
的
な
成
績
が
ど
う
あ
れ
、
太
陽
の
中
に
住
み
始
め
る
。

や
が
て
、
雨
と
な
っ
て
戻
っ
て
く
る
。
地
に
﹁
播
か
れ
て
﹂
麦

な
ど
の
穀
物
と
な
り
、
今
度
は
︹
そ
れ
を
食
べ
た
男
性
の
︺
精
液
と

な
っ
て
︹
女
性
の
胎
内
に
入
り
︺、
こ
う
し
て
彼
は
元
の
家
族
の
も

と
に
生
ま
れ
か
わ
り
、
同
じ
循
環
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。

　
﹁
い
か
な
る
姿
で
生
ま
れ
か
わ
る
か
は
、
本
人
の
カ
ル
マ
の
道

徳
的
な
質
で
決
ま
る
﹂
と
い
う
思
想
は
、
最
初
期
の
ウ
パ
ニ
シ

ャ
ッ
ド
︵
と
く
に
﹃
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
﹄︶、
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
仏
教
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
年

代
を
正
確
に
示
す
こ
と
は
い
ま
だ
に
で
き
な
い
の
だ
が
、
最
初

の
ふ
た
つ
は
仏
教
よ
り
も
少
し
だ
け
早
い
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
ブ
ッ
ダ
は
そ
れ
ら
の
教
え
の
い
く
つ
か
に
︵
そ
れ
を
ど
こ

で
知
っ
た
か
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
︶
反
応
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ
は
、
こ
の
思
想
を
﹁
道
徳
化
さ
れ
た
﹂

転
生
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
仏
教
に
お
い

て
は
﹁
全
世
界
の
道
徳
化
﹂
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
︹
す
べ
て
の

生
き
も
の
が
行
為
の
善
悪
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︺。

　

転
生
が
最
初
に
道
徳
化
さ
れ
た
と
き
、
基
本
モ
デ
ル
は
単
純

な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
世
は
行
為
の
舞
台
で
あ
り
、
あ
の
世

は
そ
の
報
い
が
支
払
わ
れ
る
︵
業
報
の
︶
場
で
あ
る
。
支
払
い
が

終
わ
れ
ば
、
こ
の
世
に
戻
っ
て
き
て
、
再
び
生
き
始
め
る
。
こ

う
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
す
べ
て

の
︵
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
／
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
仏
教
の
︶

救
済
論
を
特
徴
づ
け
る
も
の
な
の
だ
が
、
彼
ら
は
﹁
繰
り
返
さ

れ
る
こ
の
輪
廻
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
脱
け
出
せ
る
﹂
と
い
う
考
え

を
転
生
思
想
に
付
け
加
え
た
。
こ
の
脱
出
が
﹁
解
脱
﹂
で
あ
り
、
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救
い
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ
は
こ
う
書
い

て
い
る
。﹁
も
は
や
、
善
行
を
し
た
人
間
と
悪
行
を
し
た
人
間
に

と
っ
て
の
︵
死
後
の
︶
同
一
の
場
所
は
あ
り
え
な
い
。
あ
の
世
は
、

最
低
限
ふ
た
つ
の
世
界
に
分
裂
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
懲
罰
の
世

界
︵
地
獄
︶
と
報
賞
の
世
界
︵
天
界
︶
で
あ
る
﹂︵O

beyesekere 

2002, 79

︶。
上
記
の
諸
宗
教
は
ど
れ
も
﹁
人
生
は
限
り
あ
る
も
の

で
あ
り
、
よ
く
生
ま
れ
か
わ
っ
た
と
し
て
も
、
い
や
お
う
な
く

終
焉
を
迎
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
良
の
解
決
策
は

─
そ
れ

が
唯
一
の
最
終
解
決
で
あ
る
ゆ
え
に

─
解
脱
し
か
な
い
﹂
と

す
る
の
で
あ
る
。
諸
宗
教
は
、
や
が
て
天
界
や
地
獄
の
数
を
増

や
し
て
、
そ
の
宇
宙
論
を
複
雑
に
す
る
と
と
も
に
、
神
話
と
か

説
教
に
使
う
身
の
毛
の
よ
だ
つ
よ
う
な
話
を
た
っ
ぷ
り
提
供
し

た
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
細
分
化
は
︹
そ
の
救
済
論
の
︺
全
体
図

を
変
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
宇
宙
論
で
は
、
こ
の
基
本
的
な
二
元
モ

デ
ル
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
道
徳
的
主
体
は
人
間
と
動
物
で
あ

り
、
彼
ら
は
死
ぬ
と
天
界
か
地
獄
に
行
っ
て
、
よ
き
報
い
を
受

け
た
り
、
罰
せ
ら
れ
た
り
す
る
。
輪
廻
か
ら
の
解
脱
は
﹁
究
極

的
な
最
高
の
運
命
﹂
と
見
な
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
ほ
と
ん

ど
の
人
は
、
天
界
へ
の
よ
き
転
生
や
地
上
で
の
よ
き
境
遇
を
目

標
に
し
て
い
る
。
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
︵
民
族
誌
学
︶
の
研
究
に

よ
る
と
、
実
に
多
く
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
や
仏
教
徒
が
、
彼
ら
の

﹁
公
式
の
﹂
教
義
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
に
こ
の
よ
う

な
考
え
方
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
、
死
後
世
界
で
自
分
の
居
場
所

を
変
更
す
る
、
つ
ま
り
彼
ら
が
味
わ
う
喜
び
や
苦
し
み
を
変
え

る
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ

は
た
だ
﹁
報
い
﹂
の
た
め
だ
け
に
あ
る
場
所
だ
か
ら
で
あ
る
。

天
界
に
生
ま
れ
た
人
た
ち
が
そ
こ
で
も
善
行
を
続
け
ら
れ
る
と

は
彼
ら
は
信
じ
て
い
な
い
。
ポ
ス
ト
・
ヴ
ェ
ー
ダ
期
の
テ
キ
ス

ト
で
は
、
一
般
的
に
﹁
贖
罪
の
た
め
の
苦
行
や
国
家
の
刑
罰
に

よ
っ
て
も
償
う
こ
と
が
で
き
な
い
罪
業
が
あ
れ
ば
、
地
獄
に
堕

ち
る
。
次
に
、
悪
行
の
残
滓
の
た
め
に
下
等
な
動
物
と
し
て
生

ま
れ
る
。
次
に
、
虚
弱
あ
る
い
は
病
身
の
人
間
と
し
て
生
ま
れ

る
﹂
と
し
て
い
るえ。
Ｐ
・
Ｖ
・
カ
ー
ネ
イ
︵Pandurang Vam

an 

K
ane

︶︹
イ
ン
ド
を
代
表
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
者
／
一
八
八
〇⊖

一

九
七
二
︺
は
書
い
て
い
る
。
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業
報
に
つ
い
て
説
く
諸
書
の
教
え
は
、
陰
う
つ
で
恐
ろ

し
い
も
の
で
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

す
な
わ
ち
﹁
い
か
な
る
魂
も
、
時
を
待
ち
、
自
己
の
悪
行

ゆ
え
の
苦
し
み
を
受
け
る
覚
悟
が
で
き
て
さ
え
い
れ
ば
、

希
望
を
捨
て
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
書
に
予

示
さ
れ
た
生
の
お
び
た
だ
し
い
繰
り
返
し
に
愕
然
と
す
る

必
要
も
な
い
。
魂
は
、
長
い
旅
路
と
自
己
変
革
に
よ
っ
て
、

つ
い
に
は
自
身
の
真
の
偉
大
さ
を
取
り
戻
し
、
永
遠
の
平

和
と
完
成
に
至
る
の
で
あ
る
﹂。︵K

ane 1953, 177

︶　

　

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
仏
教
徒
は
世
界
全
体
を
道
徳
化
す
る

と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
。
仏
教
に
よ
れ
ば
、
上
は
神
々
か
ら
下
は

人
間
、
動
物
、
鬼
神
、
果
て
は
地
獄
の
衆
生
ま
で
、
生
き
と
し

生
け
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
い
か
な
る
境
涯
に
あ
ろ
う
と
、
ひ

と
つ
の
道
徳
的
共
同
体

─
善
悪
の
意
思
を
自
ら
抱
く
こ
と
の

で
き
る
も
の
た
ち
の
集
ま
り

─
の
一
部
な
の
で
あ
り
、
そ
の

意
思
が
彼
ら
の
未
来
の
転
生
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
に
必
ず

影
響
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
こ
の
共
同
体
は
あ
ら
ゆ
る
カ
ー

ス
ト
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
混
在
す
る
人
間
社
会
に
似
て
い
る
。
ブ

ッ
ダ
に
よ
る
カ
ル
マ
思
想
の
解
釈
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
﹁
カ

ル
マ
は
意
図
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
﹂
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

宣
言
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
こ
う
し
た
世
界
観
を
も
た
ら
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
宣
言
が
意
味
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
﹁
い

か
な
る
個
人
の
道
徳
的
地
位
も
︵
そ
れ
は
彼
ら
に
関
し
て
最
も
重
要

な
こ
と
だ
と
言
っ
て
よ
い
が
︶、
そ
の
外
的
特
性
に
は
ま
っ
た
く
無

関
係
で
あ
り
、
ひ
と
え
に
彼
ら
の
頭
脳
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る

目
に
見
え
な
い
こ
と
だ
け
に
基
づ
く
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
は
異
な
り
、
人
間
、
動
物
、
神
、

鬼
神
の
い
ず
れ
の
衆
生
も
道
徳
的
責
任
を
も
ち
続
け
て
お
り
、

そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
説
法
に
感
化
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
死
と
弔
い
の
儀
式
に
関
し
て
は
、
こ
の
パ

タ
ー
ン
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
例
外
、
少
な
く
と
も
あ
い
ま
い

さ
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
に
述
べ
た
い
。

ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
「
死
後
世
界
」

　

こ
こ
ま
で
は
、﹁
カ
ル
マ
思
想
が
、
道
徳
的
規
則
に
依
拠
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
転
生
の
理
論
と
し
て
発
展
し
た
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か
﹂
に
つ
い
て
の
短
い
素
描
で
あ
る
。
そ
の
理
論
は
ブ
ッ
ダ
在

世
期
の
教
説
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
遅
く
と
も
ブ
ッ
ダ
の
死
︵
紀

元
前
四
〇
〇
年
の
少
し
前
の
こ
と
と
私
は
信
じ
て
い
る
︶
の
直
後
に
は

完
成
し
て
い
た
し
、
そ
れ
は
矛
盾
な
く
一
貫
性
の
あ
る
も
の
だ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
祖
先
の
霊
の
ほ
う
は
ど
う
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

こ
れ
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
答
え
る
に
は
、

カ
ル
マ
理
論
に
触
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
本
論
の
主
題

た
る
例
の
﹁
一
貫
性
の
な
さ
﹂
に
も
立
ち
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ギ
リ
ア
ン
・
エ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
、
そ
の
最
終
結
論
で
こ
う
書
い

て
い
る
。

　

葬
儀
の
儀
礼
構
造
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
か
ら
変
化
し
て

い
な
い
が
、
そ
の
思
想
内
容
に
は
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。

ヴ
ェ
ー
ダ
資
料
に
お
い
て
は
、
世
界
は
供
儀
に
よ
っ
て
創

造
さ
れ
維
持
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
人
が
生
涯
、
ヴ
ェ
ー
ダ

の
供
儀
を
実
行
し
た
な
ら
ば
、
彼
は
︹
神
々
へ
の
︺
自
己
供

儀
と
し
て
火
葬
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
世
界
の
創
造
と
維
持

を
も
た
ら
す
宇
宙
的
供
儀
と
相
似
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
彼
は
＂
祖
霊
界
に
行
っ
た
後
、こ
の
世
に
再
生
す
る
＂

こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
、
そ
の
か
わ
り
に
梵
天
界
に
行
っ
て
、

も
う
二
度
と
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー

ダ
の
葬
送
儀
礼
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
信
条
が
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
は
供
儀
理
論
と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
死
者
は
祖
霊
の
世
界
に
行
っ
て
、
祖
霊
の
一
人
と

な
り
、
定
期
的
な
祖
霊
祭
︵
シ
ュ
ラ
ー
ッ
ダ śrāddha

︶
に
よ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
呼
び
出
さ
れ
る
の
で
あ
るお。
プ
ラ
ー
ナ

文
献
︹
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
百
科
全
書
的
な
聖
典
群
︺
で
は
、
こ

れ
と
は
違
い
、
死
と
は
神
話
に
そ
の
景
観
が
描
か
れ
た
ヤ

マ
︹
冥
界
の
王
︺
の
王
国
を
行
く
旅
で
あ
る
。
こ
こ
で
死
者

は
そ
の
行
い
に
し
た
が
っ
て
裁
か
れ
、
ふ
さ
わ
し
い
転
生

を
割
り
当
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
プ
ラ
ー
ナ
文

献
に
は
矛
盾
し
た
信
条
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
死
者
は
祖
霊
界
で
祖
霊
の
一
人
と
な
り
、
祖
霊
祭
の

供
養
に
あ
ず
か
る
た
め
に
呼
び
出
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
記
録
し
た
多
く
の
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
の
信
奉
す
る
プ
ラ
ー
ナ
的
信
条
で
あ
る
。

︵Evison 1989, 426

︶か
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﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の
︿
葬
送
の
歌
﹀
の
内
容
と
、
そ
の
後

の
数
世
紀
間
︵
ブ
ッ
ダ
の
時
代
や
、
そ
の
も
っ
と
後
ま
で
︶
の
ブ
ラ

フ
ミ
ン
︵
バ
ラ
モ
ン
︶
用
﹁
典
礼
手
引
書
﹂
に
あ
る
多
量
の
情
報

と
を
︵
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ
の
諸
見
解
と
突
き
合
わ
せ
な
が
ら
︶
比
べ
る

と
、
以
下
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
有
益
な
結
論
が
得
ら
れ
る
。

　
︵
１
︶﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
死
者
は
や
が
て

戻
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
同
じ
家
族
の
も
と
に
生
ま
れ
か
わ
る
﹂

と
い
う
信
仰
は
、
ご
く
小
規
模
の
共
同
体
で
は
今
も
見
ら
れ
る

も
の
の
、
お
そ
ら
く
は
社
会
の
規
模
の
増
大
に
つ
れ
て
、
す
た

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
エ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
こ
う
指
摘
す
る
。﹁
ヴ
ェ
ー

ダ
聖
典
で
は
、
家
庭
に
新
生
児
と
し
て
生
ま
れ
か
わ
っ
て
き
た

祖
先
が
誰
な
の
か
家
族
が
特
定
す
る
た
め
の
儀
式
と
い
う
も
の

は
語
ら
れ
て
い
な
い
﹂︵Evison 1989, 397

︶　

　
︵
２
︶pitṛ

︵
ピ
ト
リ
︶
は
﹁
父
﹂
の
意
味
だ
が
、
カ
ー
ネ
イ
は
、

こ
の
語
の
複
数
形
は
﹁
ふ
た
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
る
﹂
と
解
説

し
て
い
る
︵K

ane 1953, 340

︶。﹁
す
な
わ
ち
、
①
あ
る
人
に
と
っ

て
の
直
近
の
死
者
で
あ
る
三
人
の
祖
先
︹
と
く
に
父
・
祖
父
・
曾
祖

父
︺　

②
人
類
初
期
の
い
に
し
え
の
祖
先
。
彼
ら
は
彼
ら
だ
け
で

別
の
世
界
に
住
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
﹂。
こ
の
二
重
の

使
用
法
が
、
混
乱
と
さ
ま
ざ
ま
な
説
を
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
こ

の
ふ
た
つ
が
同
一
視
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
な
お
さ
ら

で
あ
る
。
そ
の
上
、
死
者
を
意
味
す
る
一
般
的
な
言
葉
で
あ
る 

preta

︵
プ
レ
ー
タ
︶
の
派
生
語
は
、
と
く
に
パ
ー
リ
語
の
場
合
、

pitṛ

の
派
生
語
と
混
同
さ
れ
や
す
い
の
で
、
さ
ら
に
混
乱
し
た
わ

け
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
別
の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
こ
と

が
あ
る
︵G

om
brich 1971, 163

︶。

　
︵
３
︶﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
に
お
け
る
死
せ
る
祖
先
と
太
陽

の
関
係
は
、
死
者
と
月
と
の
関
係
に
取
っ
て
か
わ
ら
れ
る
。
月

は
︵
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
も
見
立
て
ら
れ
た
が
、な
か
ん
ず
く
︶＂
生

命
を
与
え
る
液
体
ソ
ー
マ
︵
神
酒
、
甘
露
︶
に
満
ち
た
船
＂
と
見

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
中
で
最
長
に
し
て

お
そ
ら
く
最
古
の
二
書
﹃
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ

パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
﹄﹃
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
ギ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
﹄

で
は
、
ど
ち
ら
に
も
︵
両
書
間
に
小
さ
な
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
︶﹁
五

つ
の
祭
火
の
明
知
︵
五
火
︶﹂︵pañcāgni-vidyā

︶
と
呼
ば
れ
る
教

義
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
説
く
。
死
に
際
し
て
、
男

性
︵
女
性
は
ま
だ
言
及
さ
れ
て
い
な
い
︶
は
三
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

る
︹
上
位
二
グ
ル
ー
ブ
を
指
し
て
﹁
二
道
﹂
と
も
い
う
︺。
最
上
の
者
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た
ち
は
、
自
身
が
究
極
的
に
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
︵
梵
︶
で
あ
る
と
知

っ
て
お
り
、
宇
宙
の
各
所
を
巡
歴
し
て
、
最
後
は
神
々
の
世
界

に
着
く
。
そ
の
後
、
太
陽
に
入
り
、
電
光
に
入
り
、
つ
い
に
は

ブ
ラ
フ
マ
ン
と
一
体
化
す
る
。
彼
ら
は
も
は
や
転
生
し
な
い
。

第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
供
儀
と
布
施
を
行
い
、
浄
行
を
な
し
て

生
き
た
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
も
ま
た
旅
を
す
る
が
、
行
く
と

こ
ろ
は
祖
霊
の
世
界
で
あ
る
。
次
に
月
に
入
り
、
そ
の
後
に
雨

と
な
っ
て
地
上
に
戻
っ
て
く
る
。﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
で
説
か

れ
て
い
る
よ
う
に
︹
五
火
説
：
①
月
に
行
き
②
雨
と
な
り
③
穀
物
と
な

り
④
精
液
と
な
り
⑤
胎
児
と
な
っ
て
再
生
す
る
︺。
第
三
の
グ
ル
ー
プ

に
つ
い
て
は
、
上
記
の
ふ
た
つ
の
道
は
通
ら
ず
、
虫
け
ら
や
蛇

な
ど
に
な
っ
て
、
生
ま
れ
て
は
死
に
、
死
ん
で
は
生
ま
れ
る
こ

と
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら

三
つ
の
運
命
の
決
ま
り
方
は
、
祭
祀
の
実
践
と
は
部
分
的
に
し

か
一
致
し
な
い
︹
最
上
の
グ
ル
ー
プ
は
供
儀
や
祭
祀
に
よ
っ
て
で
は
な

く
明
知
や
信
仰
に
よ
っ
て
そ
の
コ
ー
ス
に
入
る
︺。

　
︵
４
︶
エ
ヴ
ィ
ソ
ン
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
︹
生
き
て
い
る
肉
親

と
そ
の
死
体
へ
の
態
度
の
極
端
な
違
い
な
ど
の
︺
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン

ス
は
、
死
去
し
た
ば
か
り
の
人
へ
の
対
処
に
最
も
顕
著
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
カ
ー
ネ
イ
は
、﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
と
﹃
ア
タ
ル

ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
に
お
い
て
は
﹁
祖
霊
た
ち
︵pitṛs

︶
は
様
々

な
恵
み
を
授
け
て
く
れ
る
ゆ
え
に
、
親
愛
と
尊
敬
の
念
を
も
っ

て
想
起
さ
れ
る
存
在
で
あ
るき﹂
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恐
怖
も
し

ば
し
ば
表
現
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、﹃
リ

グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄︹
の
︿
祖
霊
︵
ピ
ト
リ
︶
の
歌
﹀︺
に
は
﹁
ど
う
か

私
た
ち
を
罰
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
は
︵
過
ち
多
き
︶
人

間
で
あ
る
ゆ
え
に
、
あ
な
た
方
に
対
し
て
何
ら
か
の
過
ち
が
あ

っ
た
と
し
て
も
﹂︵
Ｘ
・
15
・
６
︶
と
あ
る
。く

流
動
的
な
「
死
者
の
霊
の
イ
メ
ー
ジ
」

　

ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
／
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
教
え
︵
そ
れ
は
す
べ
て

の
弔
い
の
儀
式
の
基
礎
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︶
で
は
、
死
者
︵
は
じ

め
は
プ
レ
ー
タ preta 

と
呼
ば
れ
る
︶
は
三
つ
の
段
階
を
た
ど
る
と

い
う
。
ま
ず
、
死
の
直
後
は
、
わ
れ
わ
れ
が
死
霊
や
亡
霊
と
し

て
思
い
浮
か
べ
る
存
在
に
と
て
も
似
て
い
る
。
死
者
が
恐
怖
や

嫌
悪
感
を
最
も
呼
び
起
こ
す
の
は
、
こ
の
︹
プ
レ
ー
タ
の
︺
か
た

ち
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

エ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
書
い
て
い
る
。﹁
火
葬
の
後
で
親
族
が
家
に
帰
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る
と
、
通
例
、
彼
ら
は nagna-prachādana

︵
霊
の
裸
を
覆
う
︶

と
い
う
儀
式
を
す
る
﹂︵Evison 1989, 363

︶。
す
な
わ
ち
、
一
人

の
ブ
ラ
フ
ミ
ン
に
衣
類
︵
並
び
に
も
ろ
も
ろ
の
物
︶
を
捧
げ
て
、﹁
我

が
家
の
〇
〇
の
た
め
に
。
〇
〇
は
今
、
人
の
世
か
ら
プ
レ
ー
タ

の
世
界
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
彼
を
死
霊
の
状
態
か
ら
解
放
す

る
た
め
に
、
今
日
、
私
は nagna-prachādana 

を
な
し
て
、
彼

が
道
中
に
着
る
衣
服
を
捧
げ
ま
す
﹂
と
述
べ
る
。
家
の
入
り
口

の
そ
ば
の
地
面
に
穴
を
掘
り
、
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
石
を
入
れ
る
。

こ
の
石
は
、
死
後
十
日
目
に
ピ
ン
ダ
︵piṇḍa

︶
が
捧
げ
ら
れ
る
ま

で
置
か
れ
て
い
る
。
ピ
ン
ダ
と
は
、
胡
麻
入
り
の
米
団
子
で
あ

り
、
死
者
に
毎
日
捧
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
死
者
の

食
物
で
あ
り
、
彼
の
身
︵
一
時
的
な
身
体
で
は
あ
る
が
︶
を
養
う
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
弔
い
の
供
え
物
が
準
備
で
き
る
と
、
そ
れ

を
一
人
の
ブ
ラ
フ
ミ
ン
に
捧
げ
て
、
儀
式
が
執
行
さ
れ
る
。
ブ

ラ
フ
ミ
ン
は
、
旅
立
っ
た
故
人
の
身
代
わ
り
の
役
目
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ラ
フ
ミ
ン
は
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
役
目

を
果
た
し
て
い
る
が
、
死
と
、
す
な
わ
ち
死
穢
と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
ブ
ラ
フ
ミ
ン
と
し
て
は
最
も
下
の
存
在
と

し
て
社
会
的
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
エ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
言
う
。﹁
死

者
の
イ
メ
ー
ジ
は
流
動
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、

死
者
は
石
に
宿
る
か
と
思
え
ば
、
宙
に
漂
う
霊
で
も
あ
り
、︹
依

り
代
と
し
て
の
︺
ブ
ラ
フ
ミ
ン
の
身
に
も
入
り
込
む
。
死
者
へ
の

供
養
は
、
こ
れ
ら
の
分
類
の
い
く
つ
か
に
同
時
に
捧
げ
ら
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
﹂︵Evison 1989, 365

︶

　

祖
先
に
対
す
る
供
儀
は
﹁
祖
霊
祭
︵
シ
ュ
ラ
ー
ッ
ダ
︶﹂
と
し
て

知
ら
れ
、
多
く
の
種
類
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
最
初
の
も
の
が

最
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
サ
ピ
ン
デ
ィ
ー
カ
ラ
ナ
︵sapiṇḍī-

karaṇa

︶
と
呼
ば
れ
る
祖
霊
祭
で
あ
り
、
死
者
が
﹁
祖
霊
の
世
界
﹂

︵
そ
の
世
界
が
ど
の
よ
う
に
想
像
さ
れ
て
い
よ
う
と
︶
に
加
わ
る
こ
と

を
認
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
死
者
が
ブ
ラ
フ
ミ
ン
の
場
合

は
死
後
十
一
日
目
に
、
よ
り
低
い
カ
ー
ス
ト
の
場
合
は
も
っ
と

後
で
行
わ
れ
る
。
シ
ュ
ー
ド
ラ
・
カ
ー
ス
ト
の
場
合
、
遅
く
と

も
一
カ
月
後
ま
で
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
後
の
日
程
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
死
の
一
年
後
に
も
う
一
つ
の
重
要

な
祖
霊
祭
が
あ
る
。
こ
れ
を
境
に
死
者
は
祖
霊
の
一
人
と
な
り
、

プ
レ
ー
タ
︵
死
霊
︶
か
ら
ピ
ト
リ
︵
祖
霊
︶
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。

サ
ピ
ン
デ
ィ
ー
カ
ラ
ナ
と
は
﹁︵
あ
る
人
を
︶︵
自
分
自
身
と
︶
同
じ

︵
弔
い
の
︶
ピ
ン
ダ
の
供
養
に
あ
ず
か
る
身
と
す
る
﹂
と
い
う
意
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味
で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
親
族
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
人
は
死
に
よ
っ
て
親
族
で
な
く
な
る
が
、︵
彼
を
祖
霊
の
一
人

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︶
再
び
親
族
に
戻
す
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
エ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
︹
祖
霊
に
な
る
ま
で
の
︺
中
間
期
の
死
霊
︹
プ
レ
ー
タ
︺

に
つ
い
て
遺
族
が
抱
く
イ
メ
ー
ジ
は
、
非
常
に
流
動
的
で

あ
る
。
そ
れ
は
遺
族
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
身
体
︹
霊
体
／

幽
体
︺
に
宿
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま

た
肉
体
を
も
た
な
い
霊
で
も
あ
り
、
人
や
動
物
に
の
り
移

っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
形
態
の
こ
の
多
様
さ
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
親
族
は
異
な
る
複
数
の
経
路
を
通
し
て
霊
に

給
仕
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

失
敗
す
る
リ
ス
ク
が
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
、
よ
り
大
き
な

心
の
安
ら
ぎ
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。︵Evison 1989, 79

︶　

「
回
向
」
と
い
う
独
創
的
教
義

　

わ
れ
わ
れ
は
今
や
、﹁
カ
ル
マ
思
想
﹂
と
﹁
祖
先
祭
祀
思
想
﹂

が
交
わ
る
地
点
に
到
達
し
た
。
最
初
に
、
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
／

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
け
る
両
者
の
関
係
を
見
よ
う
。
こ
こ
で
は
、

ふ
た
つ
の
体
系
の
う
ち
、
カ
ル
マ
思
想
の
ほ
う
が
か
な
り
弱
い
。

エ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
書
い
て
い
る
。

　

実
際
、
す
べ
て
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
カ
ル
マ
と
い
う

倫
理
法
則
に
対
し
、
口
で
は
敬
意
を
払
う
。
し
か
し
、
そ

れ
は
た
だ
彼
ら
が
何
を
し
て
何
を
し
な
い
か
決
め
る
に
際

し
て
の
説
明
の
た
め
に
す
ぎ
ず
、
彼
ら
の
行
為
そ
の
も
の

は
実
は
別
の
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
死
霊
へ
の
恐
怖
と
か
、
供
養
の
仕
方
が
死
者

の
死
後
の
運
命
を
決
め
て
し
ま
う
と
い
う
信
仰
な
ど
を
表

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。︵Evison 1989, 4

︶ 

　

カ
ー
ネ
イ
は
次
の
よ
う
に
書
く
。

　

カ
ル
マ
・
転
生
︵
プ
ナ
ル
ジ
ャ
ン
マ punarjanm

a

︶・
業
報

を
固
く
信
じ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
教
義
を
＂
三

代
前
ま
で
の
父
系
の
祖
先
に
米
の
団
子
を
捧
げ
れ
ば
、
祖

先
た
ち
の
魂
は
喜
ぶ
＂
と
い
う
信
仰
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
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は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
転
生
の
教
義
に
よ
る
と
⋮
⋮

ひ
と
つ
の
体
を
離
れ
た
霊
は
、
別
の
新
し
い
体
に
入
る
。

し
か
し
、
三
代
の
祖
先
に
米
団
子
を
供
養
す
る
と
い
う
教

義
に
お
い
て
は
、
そ
の
祖
先
た
ち
は
五
十
年
、
百
年
た
っ

て
も
、
風
が
運
ん
で
く
る
米
団
子
の
風
味
と
か
エ
キ
ス
を

味
わ
え
る
だ
け
の
霊
体
を
維
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
上
、︵
教
義
書
に
よ
れ
ば
︶
食
物
の
定
期
的
な
供
養

︵
シ
ュ
ラ
ー
ッ
ダ
︶
に
よ
っ
て
喜
ん
だ
祖
先
た
ち
は
、︵
彼
ら
の

子
孫
で
あ
る
︶
供
養
者
に
対
し
て
、
長
寿
、
跡
継
ぎ
、
富
、

知
識
、
天
界
、
究
極
の
幸
福
た
る
解
脱
︵
モ
ー
ク
シ
ャ 

m
okṣa

︶、
す
べ
て
の
幸
運
、
そ
し
て
王
国
を
も
授
け
る
の
で

あ
る
。︵K

ane 1953, 335

︶　

　

仏
教
徒
に
と
っ
て
、
カ
ル
マ
思
想
と
＂
自
分
の
道
徳
的
成
績

し
だ
い
で
転
生
が
決
ま
る
＂
と
い
う
教
え
は
極
め
て
重
要
で
あ

る
︵
私
は
二
〇
〇
九
年
の
自
著
﹃W

hat the Buddha Thought

︹
ブ
ッ
ダ

が
考
え
た
こ
と
︺﹄
で
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
︶。
現
代
西
洋
人
の
よ

う
に
イ
ン
ド
文
化
と
は
異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も
つ
人

間
が
、
カ
ル
マ
に
つ
い
て
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
受
け
入
れ
た
場

合
、
ど
う
し
て
人
間
が
生
ま
れ
か
わ
る
可
能
性
の
ひ
と
つ
と
し

て
﹁
餓
鬼
﹂
な
ど
が
あ
る
の
か
、
そ
の
論
理
的
根
拠
は
理
解
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
餓
鬼
は
パ
ー
リ
語
で
は peta

、
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
で
は preta 

と
呼
ば
れ
る
。
パ
ー
リ
仏
典
の
﹃
ク
ッ
ダ

カ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︵
小
部
経
典
︶﹄
に
﹃
ペ
ー
タ
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
︵Peta-

vatthu 

餓
鬼
事
経
︶﹄
と
﹃
ヴ
ィ
マ
ー
ナ
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ︵Vim

āna-vatthu 

天
宮
事
経
︶﹄
の
二
経
が
あ
る
が
、
西
洋
人
に
と
っ
て
は
粗
っ
ぽ

く
、
ま
た
過
剰
な
表
現
が
目
に
つ
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

餓
鬼
た
ち
の
苦
し
み
は
本
当
に
地
獄
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
ろ

う
か
？　
﹃
ヴ
ィ
マ
ー
ナ
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
﹄
の
中
で
、
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
化
さ
れ
た
﹁
天
の
馬
車
﹂
に
乗
る
人
物
た
ち
は
、
天
界
の

他
の
住
人
た
ち
の
中
か
ら
、
な
ぜ
特
別
に
選
び
出
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
？

　

そ
の
答
え
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
焦
点
は
弔
い
の

儀
式
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
そ
う
し
た
儀
式
は
無
意
味
で
あ
り
、

聖
職
者
︵
僧
と
尼
僧
︶
は
そ
う
し
た
儀
式
に
極
力
か
か
わ
ら
な
い

生
活
を
送
る
よ
う
定
め
た
。
在
家
者
の
慣
習
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
が
動
物
の
供
儀
な
ど
暴
力
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、

干
渉
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
仏
典
で
は
、
世
俗
の
慣
習
に
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つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の

勅
令け
か
ら
推
測
し
て
、
贅
沢
な
支
出
を
伴
う
儀
式
に
も
ブ
ッ
ダ

は
賛
成
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
概
説
し
た
﹁
死
者
の
運
命
と
、
彼
ら
を
助
け
る
た
め

の
儀
式
の
必
要
性
﹂
に
つ
い
て
の
信
仰
は
、
明
ら
か
に
民
衆
の
心

に
深
く
浸
透
し
て
い
た
。
あ
る
経
典
で
はこ、
ブ
ラ
フ
ミ
ン
が
ブ
ッ

ダ
に
問
う
。﹁
ブ
ラ
フ
ミ
ン
た
ち
は
死
者
の
た
め
の
儀
式
を
し
ま

す
。
儀
式
を
執
行
す
る
ブ
ラ
フ
ミ
ン
た
ち
は
、
そ
れ
を
通
し
て
、

彼
ら
に
捧
げ
ら
れ
る
供
物
を
死
者
が
享
受
で
き
る
よ
う
に
と
祈
る

の
で
す
。
こ
れ
は
実
際
に
効
果
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
﹂。
ブ
ッ

ダ
の
最
初
の
返
答
は
﹁
死
せ
る
親
族
が
地
獄
に
行
っ
て
い
た
り
、

動
物
や
人
間
あ
る
い
は
神
と
し
て
転
生
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
効

果
が
な
い
。
し
か
し
、
も
し
彼
が
プ
レ
ー
タ
︵
死
霊
︶
と
な
っ
て

い
れ
ば
、
効
果
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
死
者
は
彼
の
親
族
が
供
養

す
る
も
の
を
食
し
て
生
き
る
の
だ
﹂
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
こ
れ
は
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
正
統
教
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
尋
ね
ら
れ
て
、
ブ
ッ
ダ
は
﹁
供
養
者
が
特
定
の
親
族
を
心

に
浮
か
べ
て
お
り
、
そ
の
死
者
が
実
際
に
は
プ
レ
ー
タ
に
な
っ
て

い
な
け
れ
ば
、
死
せ
る
他
の
親
族
で
プ
レ
ー
タ
に
な
っ
て
い
る
者

が
代
わ
り
に
供
物
を
享
受
す
る
。
し
か
し
、
プ
レ
ー
タ
に
な
っ
て

い
る
親
族
が
一
人
も
い
な
い
者
は
あ
り
え
な
い
。
ゆ
え
に
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
供
養
の
行
為
が
無
駄
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
﹂。

つ
ま
り
、
こ
の
慣
習
を
続
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
経
典
で
は
、
回
向
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ブ
ッ
ダ

は
単
に
ブ
ラ
フ
ミ
ン
に
対
し
て
、
彼
が
期
待
し
聞
き
た
い
と
思
っ

て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
捧
げ
た

供
物
は
死
者
に
渡
り
、
生
者
が
味
わ
う
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う

に
享
受
さ
れ
る
と
。

　

こ
の
話
が
示
唆
す
る
の
は
、 

こ
う
い
う
場
合
の
仏
教
徒
の
標
準

的
な
応
答
に
な
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
﹁
回
向
﹂
は
、
お
そ
ら

く
ブ
ッ
ダ
の
晩
年
に
考
え
出
さ
れ
、
支
持
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
回
向
は
独
創
的
な
教
義
で
あ
り
、

大
乗
仏
教
を
含
む
す
べ
て
の
仏
教
宗
派
で
実
践
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
は
﹁
行
為
の
道
徳
的
質
は
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ

た
意
図
に
よ
っ
て
の
み
決
ま
る
﹂
と
い
う
ブ
ッ
ダ
の
格
率
に
基

づ
い
て
い
る
。
こ
れ
を
、
た
と
え
ば
﹁
私
が
真
心
か
ら
誰
か
に

一
ド
ル
与
え
た
い
と
思
え
ば
、
私
が
実
際
に
与
え
て
も
与
え
な

く
て
も
、
そ
の
意
図
に
よ
っ
て
、
同
じ
善
き
カ
ル
マ
を
得
る
こ
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と
が
で
き
る
﹂
と
解
釈
す
る
人
が
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
正

し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
英
国
の
法
律
と
同
様
、﹁
あ

る
意
図
が
実
際
に
行
わ
れ
た
か
否
か
﹂
を
考
慮
に
入
れ
な
い
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
殺
人
は
過
失
致
死
よ
り

も
重
い
犯
罪
で
あ
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
意
図
が
実
行
さ
れ
た

場
合
は
、
そ
の
意
図
こ
そ
が
よ
り
重
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

「
善
き
意
図
」
の
喚
起
に
よ
る
回
向

　

だ
か
ら
、
こ
う
し
た
面
は
こ
こ
で
は
考
え
な
く
て
よ
い
。
問

題
は
﹁
善
き
意
図
は
、
そ
れ
を
知
っ
た
他
者
の
心
に
同
様
の
善

き
意
図
を
喚
起
す
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
う
す
れ
ば
後
者
は
最
初

の
人
と
同
じ
く
ら
い
の
功
徳
を
得
る
︹
功
徳
が
回
向
さ
れ
る
︺﹂
と

い
う
こ
と
で
あ
るさ。
た
と
え
ば
、
私
が
貧
し
い
人
に
一
ド
ル
を

与
え
る
つ
も
り
で
い
る
と
、
私
の
そ
の
意
図
を
知
っ
た
誰
か
が

同
じ
よ
う
に
気
前
が
よ
く
な
り
、
最
終
的
に
実
行
す
る
か
ど
う

か
は
別
に
し
て
、
私
と
同
様
の
﹁
善
き
意
図
﹂
を
心
の
中
で
は

ぐ
く
む
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
い
う
︹
自
他
と
も
に
功
徳
を
受
け
る
と
い
う
︺
成
り
行
き
は
、

﹁
自
分
の
ケ
ー
キ
を
な
く
さ
な
い
ま
ま
、
そ
れ
を
食
べ
る
︵having 

your cake and eating it

︶﹂︹
通
常
は
﹁
そ
ん
な
都
合
の
よ
い
こ
と
は
で

き
な
い
﹂
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
︺
と
い
う
英
語
の
表
現
を
思
い

出
さ
せ
る
。
私
が
両
親
に
食
事
を
捧
げ
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、

彼
ら
が
生
き
て
い
る
か
死
ん
で
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

善
き
意
図
に
よ
っ
て
私
は
功
徳
を
積
む
こ
と
に
な
る
。
も
し
も

誰
か
が
私
の
気
持
ち
を
知
っ
て
、
そ
の
ま
ね
を
し
よ
う
と
い
う

気
に
な
れ
ば
、
そ
の
人
も
功
徳
を
積
む
。
し
か
も
、
私
の
功
徳

は
い
さ
さ
か
も
奪
わ
れ
な
い
。
実
践
的
に
考
え
れ
ば
、
次
の
よ

う
な
結
論
に
な
る
。
つ
ま
り
、
私
が
何
か
善
い
こ
と
を
す
る
な

ら
、
あ
る
い
は
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
も
、
そ
う
い
う
自
分
の

思
い
を
他
者
に
知
ら
せ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
に
よ
っ
て
彼
ら
に
﹁
自
分
も
功
徳
を
積
ん
で
い
こ
う
﹂
と
い

う
気
持
ち
を
呼
び
起
こ
す
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、﹁
灯

火
を
と
も
し
て
升ま

す

の
下
に
置
く
﹂︹
イ
エ
ス
の
説
教
か
ら
。
こ
こ
で

は
﹁
自
己
の
善
行
を
隠
す
﹂
意
︺
こ
と
は
意
味
が
な
い
だ
け
で
な
く
、

︹
他
者
が
功
徳
を
積
む
機
会
を
奪
う
こ
と
に
な
る
の
で
︺
も
っ
と
善
く

な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、﹁
回
向
﹂
の
英
語
表

現
＂transfer of m

erit

︵
功
徳
の
譲
渡
︶＂
は
、
実
に
誤
解
を
招
き



293

「東洋学術研究」第57巻第１号

仏教徒の「死者の遇し方」：そのあいまいさとアンビヴァレンス

や
す
い
言
葉
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
回
向
に
お
い
て
は
、
何
も

の
も
﹁
譲
り
渡
す
﹂
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、

ロ
ウ
ソ
ク
か
ら
ロ
ウ
ソ
ク
へ
と
明
か
り
が
移
さ
れ
る
︹
が
明
か
り

は
減
ら
な
い
︺
の
と
同
様
で
あ
る
。
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
／
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
に
お
い
て
は
、
苦
行
に
よ
っ
て
自
身
の
悪
業
を
消
せ
る

の
だ
が
、
仏
教
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
銘
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
で
は
、
悪
業
の
報
い
を
避
け
る
に
は
、

そ
れ
を
上
回
る
だ
け
の
善
根
を
積
む
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
死
者
の
た
め
の
儀
式
は
、
そ
の
心
温
か
き
行
為
を
死
者

が
見
て
、
そ
の
善
き
意
図
に
な
ら
お
う
と
す
る
こ
と
で
、
新
た

な
善
根
を
積
む
機
会
を
祖
先
に
与
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
回
向
の
話
に
な
る
と
、﹁
功
徳
﹂
を
銀
行
の
口
座
に
貯
め

ら
れ
る
﹁
金
銭
﹂
の
よ
う
な
も
の
に
譬
え
て
、
誤
解
し
て
し
ま

い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
も
、
多
く
の
仏
教
徒
が
そ
ん
な
ふ
う
に

考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
歴
史
家
リ
チ
ャ
ー
ド
・

シ
ー
フ
ォ
ー
ド
︵R

ichard Seaford

︶︹
英
・
エ
ク
セ
タ
ー
大
学
名
誉
教

授
︺
は
、
古
代
イ
ン
ド
で
貨
幣
が
広
く
使
用
さ
れ
始
め
た
時
期
は
、

仏
教
が
カ
ル
マ
の
教
え
を
説
い
た
の
と
同
時
期
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
。﹁＂
貨
幣
の
形
而
上
学
＂
に
は
﹃
わ
れ
わ
れ
は
何
よ

り
個
々
の
主
体
と
し
て
生
き
て
お
り
、
よ
り
大
き
な
︵
社
会
的
︶

共
同
体
の
構
成
員
で
あ
る
と
い
う
意
義
は
︵
仮
に
あ
っ
た
と
し
て

も
︶
二
義
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
﹄
と
い
う
信
条
が
含
ま
れ
て
い

る
﹂﹁
貨
幣
の
力
は
、
神
々
に
す
ら
依
存
し
な
い
︹
個
人
の
︺
自

立
性
を
強
化
し
た
の
で
あ
るし﹂
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
こ
こ
︹
貨

幣
と
仏
教
的
カ
ル
マ
思
想
の
同
時
代
性
︺
に
は
偶
然
の
要
素
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
回
向
︵
功
徳
の
譲
渡
︶
の
教
え
と
、

貨
幣
の
使
用
の
増
加
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
説
明
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
が
ブ
ッ
ダ
の
晩
年
、

紀
元
前
五
世
紀
の
終
わ
り
に
か
け
て
、
と
も
に
彼
の
周
辺
で
生

じ
た
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
事
実
に
、
シ
ー
フ
ォ
ー
ド
は
歴
史

家
と
し
て
強
い
印
象
を
受
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

僧
と
寺
院
へ
の
寄
進
の
功
徳
を
回
向

　

親
族
が
亡
く
な
っ
た
後
、
定
め
ら
れ
た
時
期
ご
と
に
僧
侶
に

食
事
を
︵
可
能
な
ら
自
宅
で
︶
捧
げ
る
の
は
仏
教
徒
の
慣
習
で
あ

る
。︹
ス
リ
ラ
ン
カ
の
︺
シ
ン
ハ
ラ
語
で
は
、
こ
れ
を
﹁
ダ
ー
ネ

︵dānē

︶﹂
と
い
う
。﹁
贈
る
、
布
施
す
る
﹂
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

﹁
死
後
七
日
目
の
ダ
ー
ネ
は
必
ず
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
死
後
三
カ
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月
目
も
ほ
ぼ
同
様
に
よ
く
実
行
さ
れ
る
。
一
周
忌
の
ダ
ー
ネ
、

と
く
に
自
身
の
親
の
場
合
は
、
ま
ず
誰
も
が
行
う
﹂︹
と
私
は
旧

著
に
書
い
た
︺。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
﹁
マ
タ
カ
・
ダ
ー
ネ
︵m

ataka 

dānēs
︶﹂
と
呼
ば
れ
る
。＂
死
者
へ
の
贈
り
物
＂
と
い
う
意
味
で

あ
る
。す

　

僧
に
食
事
を
供
す
る
の
は
﹁
僧
侶
に
食
べ
て
も
ら
え
れ
ば
、

プ
レ
ー
タ
に
食
べ
て
も
ら
う
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
﹂
と
い
う

考
え
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
僧
団
︵
サ
ン
ガ
︶
に
寄
進
し
、

そ
の
功
徳
を
回
向
す
る
ほ
う
が
、
単
に
食
べ
物
と
飲
み
物
を
供

す
る
よ
り
も
確
か
な
方
法
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。﹁﹃
ペ
ー
タ
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
︵
餓
鬼
事
経
︶﹄
の
目
的
は
明
ら
か

に
＂
仏
教
僧
団
に
寄
進
す
れ
ば
、
格
別
の
功
徳
を
積
む
こ
と
に

な
り
、
プ
レ
ー
タ
を
苦
し
み
の
境
涯
か
ら
救
い
出
す
こ
と
に
な

る
＂
と
い
う
教
え
を
確
立
す
る
た
め
で
あ
っ
た
﹂せ

　
︹
上
記
の
言
葉
を
自
著
で
引
用
し
た
ホ
ー
ム
ズ
・
ウ
ェ
ル
チ
︵H

olm
es 

W
elch

︶
は
同
書
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︺

　

プ
レ
ー
タ
︵preta

︶
と
い
う
言
葉
は
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た

し
、
今
も
そ
う
で
あ
る
。
死
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
プ
レ
ー

タ
と
呼
ん
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
り
、＂
旅
立
っ
た
者
＂
と
い

う
こ
の
語
の
原
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、ブ
ッ
ダ
は
こ
う
述
べ
た
の
で
あ
る
。﹁
た

い
て
い
の
親
は
＂
私
た
ち
︵
両
親
︶
が
プ
レ
ー
タ
に
な
っ
た

時
に
、
子
ど
も
が
私
た
ち
を
供
養
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
＂

と
期
待
し
て
、
子
ど
も
を
ほ
し
が
る
の
だ
﹂。
誰
も
が
、
こ

の
意
味
で
の
プ
レ
ー
タ
に
な
る
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
今
日
で
も
セ
イ
ロ
ン
で
は
、
す
べ
て
の
死
者
を

プ
レ
ー
タ
と
呼
ん
で
か
ま
わ
な
いそ。
こ
う
い
う
わ
け
で
、

プ
レ
ー
タ
へ
の
供
養
は
、
そ
の
初
期
か
ら
、
あ
い
ま
い
さ

と
不
確
実
さ
に
満
ち
た
ま
ま
な
の
で
あ
るた。
古
代
イ
ン
ド

で
、
あ
る
仏
教
徒
が
こ
の
よ
う
な
供
養
を
す
る
場
合
、
供

養
者
は
旅
立
っ
た
祖
先
が
ど
ん
な
世
界
に
い
る
の
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
祖
先
の
世
話
を
し
た
の
で
あ
る
。
祖
先
は
、

も
し
か
す
る
と
﹁
転
生
す
る
前
の
中
間
的
な
状
態
に
あ
る
﹂

と
い
う
意
味
で
の
プ
レ
ー
タ
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い

は
プ
レ
ー
タ
の
世
界
︵pretaloka 

餓
鬼
の
世
界
︶
に
す
で
に
転

生
し
て
お
り
、
自
身
の
悪
行
の
報
い
で
苦
し
ん
で
い
る
プ

レ
ー
タ
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
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に
、
供
養
者
は
祖
先
に
食
べ
物
と
飲
み
物
を
供
す
る
だ
け

で
な
く
、
僧
団
に
寄
進
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
受
け
た
功

徳
を
祖
先
の
平
安
と
救
い
の
た
め
に
捧
げ
た
の
で
あ
る
。

︵W
elch 1967, 181

︶　

　

弔
い
の
た
め
の
一
連
の
儀
式
で
強
い
印
象
を
受
け
る
の
は
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
中
で
ブ
ラ
フ
ミ
ン
た
ち
が
果
た
し
て
い
る

役
割
を
仏
教
の
僧
侶
が
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教

徒
は
ブ
ラ
フ
ミ
ン
／
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
的
な
意
味
で
の
穢
れ
︹
死

穢
︺
を
信
じ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
点
は
問
題
に
な
ら
ず
、
死
者

の
た
め
の
特
別
な
僧
尼
グ
ル
ー
プ
と
い
う
も
の
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
こ
れ
と
は
別
に
、
仏
教
僧
が
信
徒
の
た
め
に
ブ
ラ
フ
ミ

ン
同
様
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
現
象
が
い
く
つ
か
と
く
に
目

に
つ
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
サ
ン
ガ
に
つ
い
て
記
し
た
標

準
的
な
典
礼
文
で
は
、
僧
団
の
メ
ン
バ
ー
は dakkhineyyo 

と
呼

ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
﹁
ダ
ク
シ
ナ
︵dakṣiṇā

︶
を
受
け
取
る

に
ふ
さ
わ
し
い
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の 

dakṣiṇā 

は
、
儀
式
を
執
行
す
る
ブ
ラ
フ
ミ
ン
に
対
し
て
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹁
謝
礼
﹂
を
表
す
用
語
で
あ
る
。

　

仏
教
の
シ
ス
テ
ム
に
は
一
貫
性
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、

そ
う
し
た
矛
盾
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
お
そ
ら
く
︹
教
団
外
の
︺

よ
り
広
い
社
会
か
ら
受
け
継
い
だ
伝
統
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
他
の
い
く
つ
か
は
、
新
し
い
も
の
の
見
方
に
伴
う
諸
問

題
を
解
決
す
る
た
め
の
も
の
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ

る
。﹃
ヴ
ィ
マ
ー
ナ
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
︵
天
宮
事
経
︶﹄
と
﹃
ペ
ー
タ
ヴ

ァ
ッ
ト
ゥ︵
餓
鬼
事
経
︶﹄
の
二
経
に
は
明
ら
か
な
対
称
性
が
あ
る
。

前
者
の
登
場
人
物
は
生
前
の
善
行
の
恩
恵
を
今
、
天
宮
で
享
受

し
て
い
る
。
後
者
の
登
場
人
物
た
ち
は
逆
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、

寄
る
辺
な
き
惨
め
な
餓
鬼
と
な
っ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
見
た
だ

け
で
は
、
古
典
的
な
二
元
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
で
あ
り
、
ど
ち
ら

の
グ
ル
ー
プ
も
、
新
た
な
カ
ル
マ
を
つ
く
る
こ
と
な
く
、
た
だ

過
去
の
所
行
の
報
い
を
受
け
取
っ
て
い
る
だ
け
に
見
え
る
。
し

か
し
、
こ
こ
に
仏
教
が
か
か
わ
っ
て
く
る
と
、
両
者
の
立
場
は

そ
う
単
純
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

邪
悪
な
人
々
の
ほ
う
か
ら
始
め
よ
う
。＂
ほ
と
ん
ど
悪
い
カ
ル

マ
ば
か
り
を
も
っ
て
死
ぬ
男
は
、
プ
レ
ー
タ
に
な
る
か
、
地
獄

に
生
ま
れ
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
＂
と
す
る
の
は
、
一
見
、

重
複
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
家
な
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ら
ば
、
こ
こ
で
も
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
／
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
背
景

に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
／
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
シ

ス
テ
ム
で
は
、
プ
レ
ー
タ
は
祖
霊
の
一
員
と
な
る
前
の
一
時
的

な
状
態
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
の
た
め
の
﹁
サ
ピ
ン
デ
ィ
ー
カ

ラ
ナ
﹂︹
死
者
の
霊
を
祖
霊
と
一
体
化
さ
せ
る
儀
式
︺
が
執
行
さ
れ
な

い
と
い
う
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
場
合
に
は
、
彼
は
行
き
場
所
が

な
く
、
永
遠
に
さ
ま
よ
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
に

お
い
て
も
、
こ
の
プ
レ
ー
タ
の
状
態
は
基
本
的
に
は
一
時
的
な

も
の
で
あ
る
が
、
こ
と
が
う
ま
く
運
ば
な
い
場
合
は
、
そ
の
状

態
が
永
続
す
る
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
地
獄
に
つ
い
て
説
明

が
難
し
い
点
は
、
そ
こ
に
い
る
の
が
﹁
悪
い
カ
ル
マ
の
報
い
と

し
て
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
人
々
﹂
と
﹁
彼
ら
を
苦
し
め
て
い
る

鬼
︵
獄
卒
︶
た
ち
﹂
の
両
方
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ス
バ

ン
ド
ゥ
︵
世
親
︶︹
四⊖

五
世
紀
頃
の
イ
ン
ド
の
僧
︺
は
、
著
作
﹃
唯

識
二
十
論
﹄
に
お
い
て
、
鬼
た
ち
も
彼
ら
に
よ
る
責
苦
も
、
悪

業
を
も
つ
人
の
心
︵
識
︶
が
生
み
出
し
た
も
の
︵
心
の
投
影
︶
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
るち。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
﹁
地
獄
の
征
服
﹂

と
呼
ば
れ
る
伝
承
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
が
、
十
字
架
上
の
死
と

復
活
と
の
間
に
地
獄
に
降
下
し
て
、
彼
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が

な
か
っ
た
義
人
た
ち
を
解
放
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
様
に
、

大
乗
仏
教
に
も
、
そ
れ
と
似
た
阿
羅
漢
や
菩
薩
の
物
語
が
い
く

つ
か
あ
るつ。
し
か
し
、そ
れ
ら
は
初
期
仏
教
の
も
の
で
は
な
い
し
、

そ
の
よ
う
な
奇
蹟
を
ブ
ッ
ダ
自
身
が
行
っ
た
と
は
ま
っ
た
く
考

え
ら
れ
て
い
な
い
。て

天
界
の
神
々
へ
の
回
向

　

上
座
仏
教
︵
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
︶
の
信
徒
で
あ
る
ス
リ
ラ
ン

カ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
︵
情
報
提
供
者
︶
た
ち
に
よ
れ
ば
、﹁
仏

教
徒
世
界
の
道
徳
化
﹂
に
関
す
る
大
き
な
例
外
は
、
天
界
に
住

む
神
々
は
自
身
で
功
徳
を
積
む
こ
と
は
な
く
、
こ
の
面
で
は
地

獄
で
苦
し
む
衆
生
に
似
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
の
彼
ら
の
説
明
は
︵
古
い
文
献
に
は
出
て
い
な
い
よ
う
だ
が
︶、

﹁
天
界
の
暮
ら
し
が
快
適
す
ぎ
る
の
で
、
天
に
住
む
者
た
ち
は

＂
す
べ
て
の
生
は
苦
︵
ド
ゥ
ッ
カ dukkha

︶
で
あ
る
＂
と
い
う
根
本

の
真
理
を
忘
れ
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
の
で
あ
ると。
こ
れ
は
現
在
、

﹁
信
仰
行
為
の
後
、
そ
の
自
己
の
功
徳
を
神
々
に
回
向
す
る
﹂
と

い
う
上
座
仏
教
の
慣
習
の
理
由
付
け
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
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天
の
神
々
は
、
自
分
で
は
功
徳
を
積
め
な
い
の
で
、
私
た
ち
が

彼
ら
の
た
め
に
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

彼
ら
は
私
た
ち
の
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、
共
感
し
て
︹
自

分
が
積
善
し
た
か
の
よ
う
に
感
じ
て
︺
功
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　

神
々
が
功
徳
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
の
方
法
は
、
亡
く

な
っ
た
ば
か
り
の
死
者
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
ま
っ
た
く
同
じ

だ
が
、
そ
の
目
的
は
も
ち
ろ
ん
違
う
。
神
々
は
、
そ
の
返
礼
と

し
て
、
人
々
を
守
護
し
、
現
世
で
の
彼
ら
の
願
い
を
聞
き
届
け

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
祖
先
が
そ
の
子
孫

に
与
え
る
も
の
と
し
て
先
に
カ
ー
ネ
イ
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
た

す
べ
て
の
恩
恵
︹
長
寿
、
跡
継
ぎ
、
富
そ
の
他
︺
の
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
／
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
体
系
で

は
祖
先
が
︵
神
々
と
と
も
に
︶
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
﹁
恩
恵
を

も
た
ら
す
働
き
﹂
を
、
仏
教
徒
は
断
固
と
し
て
神
々
の
働
き
に

限
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
仏
教
徒
の
プ
レ
ー
タ
と

の
関
係
で
は
、
恩
恵
の
流
れ
方
は
違
っ
て
く
る
。

　

プ
レ
ー
タ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
身
の
親
族
で
あ
る
。
伝

統
は
遺
族
を
感
情
的
に
や
っ
か
い
な
立
場
に
置
く
。
両
親
は
深

く
愛
さ
れ
尊
敬
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︵
そ
れ
が
常
に

事
実
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
︶、
同
様
に
、
彼
ら
は
善
良
で
あ
る
と

前
提
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
フ
ミ
ン
の
世
界
の
よ
う
に
﹁
道
徳
化

さ
れ
て
い
な
い
世
界
﹂︹
本
人
の
カ
ル
マ
だ
け
が
未
来
を
決
定
す
る
わ

け
で
は
な
い
世
界
︺
で
は
、
死
者
は
生
前
の
本
人
が
道
徳
的
に
ど

う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
同
じ
扱
い
を
受
け
る
し
、
あ
る
人
の
父
親

に
つ
い
て
﹁
彼
は
今
や
プ
レ
ー
タ
に
な
っ
て
い
る
﹂
と
考
え
る

こ
と
は
、
死
者
の
人
格
を
ど
う
見
て
い
る
か
と
は
無
関
係
な
の

で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
で
は
﹁
プ
レ
ー
タ
に

な
っ
て
い
る
親
族
が
一
人
も
い
な
い
者
は
あ
り
え
な
い
﹂
と
さ

れ
て
い
る
。
私
が
思
う
に
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
引
用
さ
れ
た
こ

と
の
な
い
発
言
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ブ
ッ
ダ
は
こ
の
言
葉
に
よ

っ
て
、﹁
と
も
か
く
布
施
を
す
る
こ
と
は
常
に
よ
い
こ
と
だ
﹂
と

い
う
結
論
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
え
思
え

る
の
で
あ
る
。

　

ス
リ
ラ
ン
カ
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
た
と
き
に
私
が
い

た
村
の
寺
院
の
住
職
は
、
こ
の
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
を
く
わ
し
く
説

明
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
上
座
仏
教
徒
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
見
解
で
あ
っ
た
。
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誰
か
の
死
は
、
第
一
に
、
遺
族
自
身
が
功
徳
を
積
む
機

会
で
す
。
第
二
に
、
死
者
が
望
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
積

ん
だ
そ
の
功
徳
を
死
者
に
捧
げ
る
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
死
者
が
そ
の
功
徳
を
喜
び
、
恩
恵
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
彼
が
プ
レ
ー
タ
に
な
っ
て
い
る
場

合
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
以
上
の
世
界
に
転
生
し
て
い

れ
ば
、
彼
は
功
徳
を
必
要
と
し
な
い
し
、そ
れ
以
下
の
世
界
、

つ
ま
り
地
獄
に
行
っ
て
い
れ
ば
、
功
徳
を
受
け
取
れ
な
い

か
ら
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
﹁
遺
族
が
儀
式
に
お
い
て

僧
侶
に
食
事
を
供
養
す
る
の
は
、
死
者
が
今
は
プ
レ
ー
タ

で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
か
ら
﹂
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
が
土
産
の
食
物
を
持
っ

て
誰
か
を
訪
問
し
た
場
合
、
相
手
が
不
在
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
を
自
分
で
食
べ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
同
様
に
、
善
根

を
積
む
行
為
は
、
死
者
の
行
き
先
が
ど
こ
で
あ
れ
、
私
た

ち
生
者
に
と
っ
て
の
功
徳
に
な
る
の
で
す
。な

　

正
典
以
後
の
文
献
︹
パ
ー
リ
三
蔵
以
後
の
蔵
外
仏
典
︺
で
は
、
さ

ら
に
精
緻
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ス
コ
ラ
的
な
文
飾

の
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
レ
ー
タ
は
四
つ
の
階
層
に

分
類
さ
れ
、
最
高
階
層
の para-dattôpajīvin

︵﹁
他
者
か
ら
与
え

ら
れ
た
も
の
で
生
き
る
﹂
の
意
味
︶
だ
け
が
恩
恵
を
得
ら
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
上
座
仏
教
で
の
別
の
詳
し
い
解
説
で
は
︵
こ
れ
に

も
正
典
の
裏
付
け
は
な
い
︶、
プ
レ
ー
タ
と
し
て
の
生
活
は
わ
ず
か

七
日
間
で
あ
り
、
彼
ら
は
︵
獲
得
し
た
功
徳
に
よ
っ
て
︶
そ
の
状
態

か
ら
脱
出
で
き
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
低
い
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
地

獄
に
転
生
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
他
の
仏
教
諸
派
で
は
、

プ
レ
ー
タ
の
寿
命
は
さ
ま
ざ
ま
に
説
か
れ
る
。
た
と
え
ば
説
一

切
有
部
で
は
四
十
九
日
と
す
る
。
プ
レ
ー
タ
を
一
時
的
な
状
態

と
す
る
こ
う
し
た
見
方
も
ま
た
︵
そ
の
時
期
の
長
さ
の
違
い
も
含
め

て
︶、
明
ら
か
に
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
／
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
弔
い
の

慣
習
に
由
来
し
て
い
る
。

　

プ
レ
ー
タ
に
は
、
自
力
で
善
根
を
積
む
機
会
は
ほ
と
ん
ど
、

あ
る
い
は
ま
っ
た
く
な
い
。
た
だ
し
、
彼
あ
る
い
は
彼
女に
が
想

念
に
よ
っ
て
功
徳
を
得
る
機
会
は
︹
彼
ら
を
弔
う
︺
儀
式
の
と
き

だ
け
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。﹃
マ
ッ
ジ
マ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︵
中
部
経
典
︶﹄

に
お
い
て
、
あ
る
べ
き
僧
侶
の
振
る
舞
い
方
を
ブ
ッ
ダ
が
列
挙

し
た
中
に
、﹁
比
丘
た
ち
よ
、
も
し
比
丘
が
、︿
親
族
、
血
縁
者
、
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餓
鬼
、
死
者
た
ち
は
私
に
対
し
て
心
を
浄
め
、
念
じ
続
け
て
い

る
が
、
そ
の
か
れ
ら
に
は
大
き
な
果
報
、
大
き
な
功
徳
が
あ
っ

て
ほ
し
い
﹀
と
希
望
す
る
な
ら
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
戒
を
充
分
に

満
た
し
⋮
⋮
禅
を
疎
か
に
せ
ず
⋮
⋮
﹂
と
あ
るぬ。
ま
た
、
そ
の

注
釈
に
は
﹁
比
丘
の
父
や
母
が
亡
く
な
り
、﹃
わ
れ
わ
れ
の
親
族

で
あ
る
長
老
は
持
戒
者
で
、
善
法
の
者
で
あ
る
﹄
と
心
を
浄
め
、

そ
の
比
丘
を
念
じ
続
け
る
な
ら
、
比
丘
に
対
す
る
そ
の
心
の
浄

ま
り
も
、
比
丘
を
念
じ
続
け
る
こ
と
だ
け
で
も
、
そ
れ
が
大
果

報
・
大
功
徳
と
な
る
。
何
千
劫
に
も
わ
た
り
悪
趣
か
ら
防
ぎ
、

終
に
は
不
死
に
至
ら
せ
る
も
の
と
な
る
﹂
と
あ
るね。
こ
れ
は
確

か
に
﹁
回
向
﹂
に
新
し
い
局
面
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

寺
院
で
祖
先
祭
祀

─
「
両
思
想
の
衝
突
」
は
無
意
味
に

　

姚
玉
霜
︵Yao Yu-Shuang

︶
博
士
︹
台
湾
・
佛
光
大
学
︺
と
私
は
、

近
代
中
国
仏
教
に
関
す
る
最
近
の
共
同
論
文
で
、
フ
ラ
ン
シ
ス

カ
・
卓
︵Francisca C

ho

︶︹
米
・
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
︺
に
よ
る

仏
教
の
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
の
次
の
一
節
に
賛
意
を
示
し
、
引

用
し
た
。

　

仏
教
の
儀
式
が
土
着
の
祖
先
祭
祀
習
俗
の
価
値
を
高
め

る
方
法
を
提
供
し
た
や
り
方
は
、
実
に
興
味
深
い
。
僧
は

独
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
た
仏
教
の
寺
院

組
織
は
、
家
系
の
維
持
と
存
続
を
大
切
に
す
る
中
国
人
の

考
え
方
と
激
し
く
衝
突
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
の

典
礼
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
経
済
的
必
要
品
を
寄
進
し

て
寺
院
を
サ
ポ
ー
ト
す
れ
ば
、
寄
進
者
は
功
徳
︵
善
果
︶
を

得
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
祖
先
に
も
回
向
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
祖
先
を
幸
せ
な
境
涯
に
転
生
さ
せ
る
こ
と
を
約
束

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
も
と
も
と
は
目
障

り
な
社
会
的
機
関
で
あ
っ
た
も
の
︹
寺
院
︺
が
、
仏
教
の
転

生
の
宇
宙
論
に
よ
っ
て
、
孝
行
の
た
め
の
最
高
に
効
果
的

な
場
へ
と
見
事
に
変
容
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
仏
教
と
儒
教
の
実
践
の
混
成

に
よ
っ
て
、
ふ
た
つ
の
思
想
構
造
の
﹁
衝
突
﹂
と
﹁
衝
突

の
無
意
味
さ
﹂
の
両
方
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
仏
教
徒
の
功
徳
は
、
そ
れ
が
＂
幸
い
な
転
生
を
も

た
ら
す
助
け
に
な
る
＂
と
信
じ
て
祖
先
に
捧
げ
ら
れ
た
。
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し
か
し
、
儒
教
の
慣
習
に
お
け
る
祖
先
の
慰
霊
は
＂
祖
先

の
霊
は
浮
遊
し
つ
つ
生
者
の
そ
ば
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

子
孫
に
福
や
禍
を
も
た
ら
す
力
を
も
っ
て
い
る
＂
と
い
う

信
仰
を
前
提
と
し
て
い
た
。
祖
先
は
生
者
の
近
く
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
の
か
？　

そ
れ
と
も
転
生
す
る
の
か
？　

こ

の
︹
ふ
た
つ
の
思
想
の
衝
突
の
︺
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、

中
国
の
供
養
者
た
ち
に
と
っ
て
、
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
、
孝
行
を
実
行
で
き
る
典
礼
方
法
が

新
た
に
加
え
ら
れ
た

─
そ
れ
に
よ
っ
て
生
者
の
幸
福
が

保
証
さ
れ
た

─
こ
と
の
ほ
う
が
大
切
だ
っ
た
の
で
あ
るの。

　

イ
ン
ド
や
ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
に
つ
い
て
私
自
身
や
他
の
人

が
書
い
た
も
の
を
改
め
て
見
て
み
る
と
、
彼
女
が
中
国
仏
教
に

つ
い
て
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
一
語
一
語
が
イ
ン
ド
仏
教

と
上
座
仏
教
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
完
全
に
当
て
は
ま
る
こ
と
が
わ

か
る
。﹁
中
国
人
﹂
を
﹁
イ
ン
ド
人
﹂
に
、﹁
儒
教
﹂
を
﹁
ブ
ラ

フ
マ
ニ
ズ
ム
﹂
に
置
き
換
え
れ
ば
、 

相
違
点
は
さ
さ
い
な
も
の
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
彼
女
の
雄
弁
に
聞
き
ほ
れ
て
、
次
の
事
実
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
女
が
論
じ
て
い
る
﹁
見
事

な
変
容
﹂
は
、
彼
女
が
考
え
て
い
る
よ
り
も
千
年
近
く
も
前
に

起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な
特
徴
は
ブ
ッ
ダ
そ
の

人
に
由
来
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
事
実
を
。

※　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

　

こ
の
論
考
に
何
ら
か
の
有
益
な
点
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
ラ
ン
ス
・
カ
ズ
ン
ズ
の
お
か
げ
で
あ
る
。

︹　

︺
は
本
文
・
原
注
と
も
邦
訳
に
際
し
て
の
補
注

小
見
出
し
は
原
文
に
は
な
い

原
注

︵
１
︶ Evison 1989 , 3 . 

エ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
、
三
つ
の
時
代
に
お
け
る
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
の
弔
い
の
儀
式
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。﹁
古
代

の
ブ
ラ
フ
ミ
ン
・
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
の
も
の
﹂﹁
プ
ラ
ー
ナ
文
献

︵
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
長
大
な
テ
キ
ス
ト
で
、
広
義
の
＂
中
世

イ
ン
ド
の
も
の
＂
と
考
え
て
よ
い
︶
に
記
さ
れ
た
も
の
﹂﹁
近

代
の
民
族
誌
学
文
献
に
記
さ
れ
た
も
の
﹂
で
あ
る
。
ブ
ラ
フ
ミ

ン
文
献
は
、
ブ
ラ
フ
ミ
ン
階
級
に
つ
い
て
の
み
語
っ
て
お
り
、

他
の
カ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
は
何
も
わ
か
ら
な
い
。
民
族
誌
学
文
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献
は
多
様
な
カ
ー
ス
ト
を
す
べ
て
扱
っ
て
い
る
。
プ
ラ
ー
ナ
文

献
は
、
そ
れ
ら
が
成
立
し
た
時
と
場
所
、
社
会
状
況
に
つ
い
て

は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
述
べ
て
い
な
い
︵
多
く
の
場
合
、
き
わ

め
て
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
い
る
︶。
そ
の

た
め
、
両
者
の
中
間
に
置
か
れ
て
い
る
。
初
期
仏
教
は
ヴ
ェ
ー

ダ
時
代
の
末
期
に
当
た
っ
て
い
る
。

︵
２
︶ 

同
書
の
こ
の
部
分
全
体
が
有
益
で
あ
り
、
一
読
に
あ
た
い
す
る
。

︵
３
︶ 

彼
女
は
こ
う
訳
し
て
い
る
。﹁
ア
グ
ニ
︹
火
神
︺
よ
、
彼
を
父

祖
た
ち
か
ら
解
き
放
ち
た
ま
え
﹂。
一
般
に
認
め
ら
れ
て
き
た

Ｐ
・
Ｖ
・
カ
ー
ネ
イ
に
よ
る
次
の
訳
は
つ
ま
り
誤
訳
と
い
う
こ

と
に
な
る
。﹁
お
お
、
ア
グ
ニ
よ
! 
こ
の
死
せ
る
者
を
再
び
父

祖
ら
の
も
と
へ
送
り
た
ま
え
﹂︵K

ane 1953 , 196

︶　

︵
４
︶ K

ane 1953 , 154 . 

カ
ー
ネ
イ
の
こ
の
名
著
か
ら
引
用
す
る
際
、

し
ば
し
ば
私
は
そ
の
句
読
点
を
勝
手
に
修
正
し
て
し
ま
う
。

︵
５
︶ 

祖
霊
祭
︵
シ
ュ
ラ
ー
ッ
ダ
︶
は
、
男
性
祖
霊
の
た
め
の
供
養
の

こ
と
で
あ
る
。
ピ
ン
ダ
︵piṇḍa

︶
と
い
う
胡
麻
入
り
の
米
団
子

が
、
定
め
ら
れ
た
期
日
に
ブ
ラ
フ
ミ
ン
た
ち
に
捧
げ
ら
れ
る
が
、

正
式
に
は
死
者
の
息
子
が
行
う
。
ま
た
毎
日
、
水
を
ま
い
て
供

養
す
る
。
本
論
の
こ
の
後
の
部
分
で
、
よ
り
く
わ
し
く
述
べ
て

い
る
。

︵
６
︶ 

エ
ヴ
ィ
ソ
ン
は
こ
う
続
け
て
い
る
。﹁
ヴ
ェ
ー
ダ
の
思
想
で
、

他
の
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
共
通
す
る
も
の
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
し
か
し
、
プ
ラ
ー
ナ
文
献
に
お
け
る
死
の
描
写
は
、

ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
世
界
の
ハ
ー
デ
ー
ス
︹
冥
界
の
神
︺
と
よ

く
一
致
し
て
い
る
﹂︵
四
二
七
頁
︶。
彼
女
は
、
そ
の
詳
細
を
四

二
四⊖

四
二
六
頁
に
書
い
て
い
る
。

︵
７
︶ K

ane 1953 IV, 346.　

︵
８
︶ K

ane 1953 IV, 347.　

︵
９
︶ 

と
く
に
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
の
第
九
。

︵
10
︶ Aṅguttara N

ikāya V
 269-73 = sutta C

LX
X

V
II.

︹﹃
ア
ン
グ
ッ

タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︵
増
支
部
経
典
︶﹄︺

︵
11
︶ 

パ
ー
リ
語
で
は
、
他
者
の
善
意
を
喚
起
す
る
た
め
の
積
善
を

﹁
パ
ッ
テ
ィ
︵patti

︶﹂
と
呼
び
、
そ
れ
を
知
っ
て
自
分
が
功
徳

を
積
む
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
喜
ぶ
こ
と
を
﹁
パ
ッ
タ
ー

ヌ
モ
ー
ダ
ナ
ー
︵pattânum

odanā 

回
向
功
徳
／
随
喜
功
德
︶﹂

と
呼
ぶ
。

︵
12
︶ Seaford 2004, 293. 

私
は
自
著 W

hat the Buddha Thought

で

も
引
用
し
た
︵
二
四⊖

二
五
頁
︶。

︵
13
︶ G

om
brich 1971, 229. 

同
書
で
は
こ
れ
に
続
く
数
ペ
ー
ジ
で
、

死
者
へ
の
ダ
ー
ネ
に
つ
い
て
、
か
な
り
詳
細
に
紹
介
し
論
じ
て

お
い
た
。

︵
14
︶ B

. C
. Law

: The Buddhist C
onception of Spirits, London, 

1936, p.15. 

こ
の
﹃
仏
教
徒
の
霊
魂
観
﹄
か
ら W

elch 1967 

に

引
用
し
て
あ
る
︵
一
八
一
頁
︶。

︵
15
︶ 

こ
れ
は
私
の
ス
リ
ラ
ン
カ
で
の
体
験
と
完
全
に
合
致
は
し
な

い
。
私
は
こ
う
書
い
た
。﹁pitaras 

と pretas 

の
語
義
上
の
重

な
り
は
、
い
ま
だ
に
続
い
て
い
る
。
⋮
⋮
論
理
的
に
は pretas 

は
誰
の
親
族
で
も
あ
り
う
る
も
の
の
、
こ
の
語
で
通
常
人
々
が

思
い
浮
か
べ
、
か
か
わ
り
を
も
つ
の
は
、
彼
ら
自
身
の
親
族
だ

け
で
あ
る
﹂︵G

om
brich 1971, 163

︶
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︵
16
︶ 

参
考
ま
で
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ブ

ラ
フ
ミ
ン
の
死
者
︵pitaras

︶
に
つ
い
て
で
あ
る
。

︵
17
︶ 

こ
れ
は
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ン
︵A

lexander W
ynne

︶︹
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
仏
教
学
研
究
所
︺
が
教
え
て
く
れ
た
こ
と
で

あ
る
。

︵
18
︶ 

菩
薩
ら
は
地
獄
の
苦
し
み
を
軽
減
さ
せ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
キ

リ
ス
ト
が
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
る
よ
う
で

あ
る
。

︵
19
︶ 

ブ
ッ
ダ
は
あ
る
と
き
、
亡
き
母
に
説
法
す
る
た
め
に
、
母
の
い

る
天
︹
忉
利
天
︺
に
昇
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の

議
論
と
は
関
連
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

︵
20
︶ 

同
様
の
意
味
で
、﹁
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
︵
涅
槃
︶
は
、
人
界
で
の

生
で
し
か
得
ら
れ
な
い
﹂
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

こ
に
も
一
貫
性
の
な
さ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
制
限
は
、

神
々
の
住
む
世
界
︵deva-loka

︶
よ
り
も
高
い
天
に
は
当
て
は

ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。︹
上
座
仏
教
で
は
天
界
を
二
十
六
の
領

域
に
分
け
て
い
る
︺

︵
21
︶ G

om
brich 1971, 231. 

こ
の
説
明
は
、
蔵
外
パ
ー
リ
文
献
の
ひ

と
つ M

ilindapañho

︵ed. V. Trenckner, London: W
illiam

s and 
N

orgate, p.294

︶
に
あ
る
。︹﹃
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
︵
弥
蘭
陀

王
問
経
︶﹄︺

︵
22
︶ 

女
性
も
プ
レ
ー
タ
に
な
り
う
る
こ
と
を
銘
記
さ
れ
た
い
。
こ
れ

は
、
祖
先
祭
祀
よ
り
も
カ
ル
マ
思
想
に
適
合
さ
せ
た
も
の
で 

あ
る
。

︵
23
︶ Ākaṅkheyya Sutta, M

 I 33, lines 20-23. ︹﹃
ア
ー
カ
ン
ケ
ー

ヤ
・
ス
ッ
タ
︵
希
望
経
／
願
経
︶﹄
か
ら
。
邦
訳
は
片
山
一
良

訳
﹃
中
部
︵
マ
ッ
ジ
マ
ニ
カ
ー
ヤ
︶
根
本
五
十
経
篇
Ｉ
﹄︵
パ
ー
リ

仏
典
︿
第
１
期
﹀
１
︶
大
蔵
出
版
、
一
〇
五
頁
か
ら
︺

︵
24
︶ Papañcasūdanī I, 159-60. ︹
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
に
よ
る
中
部
経
典

注
釈
書
。﹃
破
除
疑
障
論
﹄
と
訳
す
場
合
が
あ
る
。
邦
訳
は
片

山
一
良
訳
・
前
掲
書
、
四
二
七
頁
︺

︵
25
︶ C

ho 2012, 277. 

私
と
姚
博
士
に
よ
る
二
〇
一
三
年
の
論
文
で

も
再
度
引
用
し
た
。
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