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-
梵

摩
経
に
見
え
る
廣
長
舌
相

の
成
因
に
つ
い
て
-嶋

善

一

郎

梵
摩
経
は
中
阿
含
第
四
十

一
巻
に
牧
集
せ
ら
れ
て
あ
る
比
較
的
短
い

経
典
で
あ

つ
て
、
い
わ
ゆ
る
阿
含
部
外
経
典
と
し
て
牧
集
せ
ら
れ
て
あ

る
梵
摩
喩
経
と
は
、
同
経
異
課
の
關
係
に
あ
り
、
梵
摩
経
の
方
が
少
し

長
文
で
あ
る
が
、
所
牧
の
相
、
印
ち
三
十
二
相
の
鮎
に
つ
い
て
は
殆
ん

ど
同

一
の
形
で
あ
る
。
梵
摩
経
典
に
お
け
る
相
好
観
読
述
の
因
縁
は
、

同
じ
阿
含
部
経
典
に
お
け
る
他
の
相
好
観
説
述
の
事
情
と
異
な
り
、
繹

奪
が
三
十

二
相
を
且
有
し
て
い
ら
れ
る

こ
と
を

バ
ラ

モ
ン
の
長
老
が

傳
聞
し
、

そ
の
眞
儒
を
た
し
か
め
る
た
め
に
、
バ
ラ
モ
ン
の
秀
才
青
年

を
羅
奪
の
も
と

へ
探
索
に
つ
か
わ
し
た
が
、

バ
ラ
モ
ン
青
年
は
三
十
相

を
た
し
か
め
る
こ
と
が
出
來
た
も
の
の
、
飴
の
二
相
印
ち
廣
長
舌
相
と

陰
馬
藏
相

の
二
相
は
確
認
し
が
た
く
、
困
却
し
て
い
る
の
を
繹
尊
が
察

知
し
て
、
如
其
像
定
を
現
じ
、
三
十
二
相
こ
と
ご
と
く
を
観
察
す
る
こ

と
が
出
來
る
よ
う
に
し
た
の
で
、
バ
ラ
モ
ン
青
年
は
目
的
を
達
し
、
5
そ

の
結
果
を
長
老
に
報
告
し
た
こ
と
の
顛
末
に
よ
つ
て
こ
の
経
典
は
成
立

し
て
い
る

の
で
あ
る
。
三
十
二
相
中
に
は
観
察
不
能
相
は
他
に
も
あ
る

に
か
か
わ
ら
ず
、
此
の
二
相
の
み
を
分
離
し
て
不
見
藏
相
と
し
た
の
は

何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
考
え
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
陰

馬
藏
相
に
つ
い
て
は
著
書
 
(未
刊
)
 に
ゆ
つ
る

こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で

は
廣
長
舌
相
に
つ
い
て
の
考
察
を
記
す
る
に
止
め
た
い
。

一
廣
長
舌
相
を
三
十
二
相
の

一
つ
と
し
て
記
載

し
て
あ
る
経
典
は
、
原

始
佛
教
経
典
の
み
な
ら
ず
、
大
乗
経
典
に
お
い
て
も
、
三
十
二
相
の
読

か
れ
て
あ
る
部
分
に
お
い
て
は
、
殆
ん
ど
す

べ
て
省
略
さ
れ
る
こ
と
な

く
説
か
れ
て
あ
る
が
、
そ
の
成
因
に
つ
い
て
説
か
れ
た
も
の
は
見
當
ら

ず
、
全
く
不
可
解
と
い
う
外
は
な
か
つ
た
。
此

の
一
相
は
三
十
二
相
中

で
も
特
に
奇
異
の
感
を
抱
か
せ
る
相
形
で
あ
る
。
廣
長
舌
相
は
、
廣
く

て
長
い
舌
の
形
態
學
的
表

現
で
あ

つ
て
、
(
細
く
て
長
い
舌
と
し
て
あ
る

経
典
も
あ
る
)
 舌
を
口
か
ら
延
べ
出
し
て
上
方

に
向
け
る
と
面
貌
を
被

覆
し
、
側
方
に
ま
げ
て
延
出
す
れ
ば
、
耳
垂
を
舐
め
る
こ
と
が
出
來
る
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と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
正
常
人
の
舌
の
形
態
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で

あ
る
。

三
十
二
相
八
十
種
好
は
佛
教
で
は
瑞
相
と
し
て
蝉
ば
れ
、
こ
れ
を
且

有
し
て

い
る
人
が
俗
人
で
あ
れ
ば
轄
輪
聖
王
と
な
り
、
又
髪
髪
を
剃
除

し
袈
裟
衣
を
着
し
、
出
家
し
て
至
心
に
學
道
に
い
そ
し
め
ば
、
正
豊
を

成
就
し
、
佛
と
な
る
は
必
至
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
瑞
相
と
し
て

讃
仰
さ
れ
る
の
も
當
然
で
あ
ろ
う
が
、
さ
て
こ
れ
を
實
際
に
人
が
且
現

し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
観
る
人
に
ど
ん
な
感
じ
を
抱
か
せ
る
で
あ
ろ
う

か
。
三
十
二
相
等
と
い
う
も
の
は
瑞
相
ど
こ
ろ
か
怪
物
の
相
で
あ
る
、

繹
奪
は
奇
形
兄
で
あ
る
こ
れ
等
の
相
好
を
且
有
し
て
い
る
人
を
讃
仰
す

る
等
と

い
う
ご
と
は
、
狂
氣
の
沙
汰
で
あ
る
と
極
言
す

る
者
す
ら
あ

る
。一

つ
の
相
に
つ
い
て
、
佛
典
に
お
い
て
は
如
來
の
相
で
あ
り
瑞
相
と

し
て
讃
仰
せ
ら
れ
、
し
か
も

一
方
現
代
科
學
の
洗
禮
を
受
け
た
者
,
 
か
ら

は
、
怪
物
で
あ
り
、
狂
氣
の
沙
汰
で
あ
る
と
さ
れ
る
す
ら
あ
る
。
そ
の

絵
り
に
も
爾
極
端
に
な
る

へ
だ
た
り
に
、
考
え
込
ま
せ
ら
れ
た
も
の
で

あ

つ
た
。

 
舌
が
廣
く
て
長

い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
無
限
に
、
最
上

の
説
法
を
す
る
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
の
解
繹
が
見
ら
れ
る
。

漢
聲
便
是
廣
長
舌
 
山
色
寧
非
清
浄
心

こ
れ
は
蘇
転
の
詩
に
見
ら
れ
る

一
句
で
あ
る
が
、
蘇
軟
も
ま
た
廣
長

舌
相
を
音
聲
に
關
連
せ
し
め
た
、
別
言
す
れ
ば
嘉
畳
に
よ
る
所
牧
と
し

て
解
繹
し
て
い
る
。
ま
た
よ
く
辮
舌
の
立
つ
論
述
に
つ
い
て
も
、
廣
長

舌
を
ふ
る
う
等
と
評
し
、
巧
み
な
抗
辮
や
誇
張
表
現
に
封
し
、

舌
長
き

申
し
條
等
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
何

れ
も
舌
が
長
い
、
と
い

う
こ
と
は
舌
が
よ
く
ま
わ
り
、
巧
み
に
言
語
表
現
が
出
來
る
こ
と
を
、

良
い
意
味
に
も
悪
い
意
味
に
も
使
わ
れ
て
來
て
い
る
。
こ
れ
は
必
ず
し

も
佛
教
の
影
響
下
に
あ
る
人
人
の
間
の
み
な
ら
ず
、
佛
敏
に
は
關
係
を

も
た
な
い
白
人
の
間
で
も
、
男
よ
り
も
女
の
方
が
少
し
舌
が
長

い
と
い

う
喩
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
貼
聞
い
た
。

こ
れ
に
反
し
て
言
語
が

明
晰
で
な
い
者
の
言
語
を
舌
足
ら
ず
、
と
評
し
て
い
る
。
狡
讐
の
人
の

言
語
も
明
晰
で
な
く
、
舌
が
短
か
く
、
肥
厚
し
て
い
る
人
の
言
語
も
明

噺
を
欲
く
の
は
事
實
で
あ
る
が
、
舌
が
長
い
が
故
に
快
辮
で
あ
る
と
い

う
實
験
例
は
ま
だ
経
験
し
た
事
が
な
い
。
然
ら
ば
舌
の
長
さ
は
正
常
で

は
何
程
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
實
際
で
は
頗
る
の
難
問
題

に
囑
す
る
。
舌
は
本
來
軟
肉
質
の
器
官
で
あ
る
か
ら
伸
縮
せ
し
め
る
こ

と
が
出
來
る
。
静
止
状
態
に
お
け
る
形
態
を
計
測
す
る
と
い
う
こ
と
は

全
く
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
、
正
確
を
期
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
然
し
如
何
に
伸
展
せ
し
む
れ
ば
と
て
、
普
通
の
人
に
お
,
 
い
て
は
舌
、

面
貌
を
被

い
、
或
は
側
方
伸
展
を
し
て
自
ら

の
耳
垂
を
舐
る
等
と
い
う

所
作
は
出
來
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
こ
こ
に
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と

は
、
舌
は
本
來
あ
る
程
度
迄
は
伸
縮
可
能
な
る
肉
質
の
器
官
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
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二
八
八

二

人
に
は
、
そ
れ
が
文
明
杜
會
人
で
あ

つ
て
も
、

ま
た
原
始
的
生
活
を

螢
ん
で
い
る
人
の
杜
會
に
お
い
て
も
、
そ
の
身
膿

の

一
部
分
を
殿
傷

し
、
或
は
加
工
粧
飾
す
る
と
い
う
習
俗
が
あ
る
。
こ
の
伸
縮
自
在
の
肉

質
の
器
官
を
人
工
的
に
攣
形
す
る
と
い
う
古
俗
が
印
度
に
お
い
て
あ
つ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思

つ
て
佛
典
を
探
索
し
て
見
た
が
、
舌
を
吐

く
習
俗
の
記
載
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
舌
を
伸
展
せ
し
め
る
且
髄
的
方
法

を
記
載
し
た
文
鰍
は
未
だ
見
出
し
得
な
い
で
い
る
。
然
し
印
度
の
古
俗

と
し
て
、
今
も
残
さ
れ
て
い
る
、

ヨ
ガ
の
行
法
の
内
に
こ
の
舌
を
伸
展

せ
し
め
る
習
俗
が
残
つ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
來
た
。

ヨ
ガ
行

者
の
い
う
を
聞
け
ば
、

ヨ
ガ
は
五
千
年
以
來
か
ら
行
な
わ
れ
て

い
る

が
、
佛
教
経
典
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
外
、
主
な
古
文
鰍
は
残
さ

れ
て
い
な

い
と
し
て
い
る
。

苦
行
は
繹
奪
が
獲
心
當
初
試
み
ら
れ
た
行
法
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の

佛
典
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
且
髄
的
方
法
は
明
確

で
な
い
、
輩
な
る
断

食
行
等
は
苦
行
の
中
に
入
ら
な
い
も
の
で
、
食
を
求
め
て
得
る
こ
と
が

出
來
な
い
時
に
は
室
腹
感
か
ら
苦
痛
を
畳
え
る
が
、

こ
れ
も
時
間
の
問

題
で
や
が
て
解
消
す
る
。
身
髄
に
む
し
ろ
快
適
感
を
す
ら
誘
起
す
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
本
質
的
な
艦
形
的
苦
行
で
は
な
い
。

三

 
廣
長
舌
相
を
且
現
す
る
の
は
、

ヨ
ガ
の
行
法
中
で
は
生
命
に
危
瞼
の

件
な
う
冬
眠
行
法
を
行
な
う
た
め
に
必
要
な
形
態
で
あ
つ
て
、
印
度
に

お
け
る
現
在

の
ヨ
ガ
行
者
の
冬
眠
生
き
埋
め
實
行
者
で
あ
る

マ
ダ
メ
・

ス
ワ
ミ
の
言
と
し
て
、
沖
氏
は
つ
ぎ
の
様
に
記

し
て
い
る
願
部
を
越
す

長
大
な
舌
を
見
せ
な
が
ら
、
「
こ
の
舌

で
自
由

に
、
意
識
的
に
氣
管
を

ふ
さ
ぎ
、
室
氣
の
通
る
道
を
少
し
あ
け
て
お
く

て
、
ひ
じ
よ
う
に
ゆ
つ

く
り
と
呼
吸
が
出
來
る
。
呼
吸
が
ゆ
る
や
か
で
あ
れ
ば
酸
素
の
消
耗
量

は
少
な
く
て
よ
い
。」
と
。

 
こ
れ
は
不
合
理
な
こ
と
で
は
な
い
。
三
、
四
週
間
も
生
き
埋
め
に
な

る
に
は
勿
論
廣
長
舌
相
の
み
で
は
な
く
、
豫
備
的
な
或
は
前
提
的
な
身

髄
的
條
件
が
件
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
呼
吸
運
動

の
み
な
ら
ず
、
筋
肉
、
血
行
、
紳
経

の
活
動
も
す
べ
て
殆
ん
ど
休
止

一

歩
手
前
の
状
態
に
迄
、
極
端
に
遅
緩
せ
し
め
る
こ
と
が
出
來
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

こ
れ
を
や
る
た
め
に
は
子
供
の
時
か
ら
初
め
て
、
約
三
十
年

の
訓
練
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
重
要
と
な
る
の

は
呼
吸
法
で
あ
り
、
そ
の
特
殊
な
呼
吸
法
を
實
行
す
る
た
め
に
、
舌
の

裏
の
ス
ジ
を
切
除
し
て
舌
を
引
つ
ば
り
、
四
、

五
年
か
け
て
舌
を
長
く

の
ば
す
の
だ
、
と
説
明
し
て
い
る
。
生
き
埋
め
の
行
法
か
ら
生
環
す
れ

ば
聖
者
と
し
て
尊
崇
せ
ら
れ
る
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
。

 
生
命
に
危
瞼
が
俘
な
う
よ
う
な
、
ま
た
身
髄

の
一
部
殿
傷
を
必
要
手

段
と
す
る
よ
う
な
習
俗
は
、
近
世
に
至
つ
て
突
如
と
し
て
獲
展
し
た
も

の
で
は
な
く
、
古
俗
で
あ
つ
て
、
い
わ
ゆ
る
苦

行
法
の

一
つ
で
あ
ろ
う
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こ
之
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
行
法
が
現
在
の
人
人
に
と
つ
て

は
蝕
り
に
も
日
常
の
生
活
様
式
と
か
け
離
れ
て
い
る
か
ら
と
い
つ
て
、

不
可
能

だ
と
断
定
し
さ
る
根
接
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
何
等
豫
備
的
諸

條
件
の
完
了
な
し
に
、
突
然
生
き
埋
め
の
如
き
状
態
に
お
か
れ
た
場
合

に
、
人

は
當
然
死
の
轄
蹄
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
普
通
人

で
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
實
行
す
る
と
、
軍
純
な
考
え
方
し
か

出
來
な

い
人
人
の
問
で
は
、
畏
敬
の
封
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容

易
に
考
え
ら
れ
る
。
聖
者
扱
い
を
さ
れ
る
の
も
當
然
か
も
し
れ
な
い
。

 
五
千
年
以
前
か
ら
縫
績
傳
承
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
つ
て
い
る
ヨ
ガ
の

行
法
に

つ
い
て
、
佛
典
が
成
立
せ
ら
れ
て
か
ら
今
日
に
至
る
迄
の
行
法

に
關
す
る
縫
績
文
慰
を
探
し
當
て
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
つ
た
が
、

ヨ

ガ
の
行
法
に
文
獄
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
佛
典
に
掻
り
入
れ
ら
れ
た
も

の
が
大
部
分
で
、
他
に
見
出
し
得
な
い
と
い
う
の
は
、
行
法
は
身
髄
的

経
験
を
重
ね
て
行
く
よ
り
外
、
髄
得

の
方
法
が
な
い
性
質

の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
髄
得
者
は
髄
得
傳
承
の
方
法
を
と
り
、
文
鰍
と
し

て
は
残

せ
な
い
關
係
も
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
。

四

羅
奪

も
初
め
苦
行
實
践
者
の
群
に
入
り
、
實
践
六
年
と
い
わ
れ
る
の

を
見
れ
ば
、
相
當
各
種
の
方
法
を
試
み
ら
れ
た
も
の
と
思
う
が
、

つ
い

に
開
悟

の
道
に
あ
ら
ず
と
さ
れ
、
苦
行
道
を
離
脆
せ
ら
れ
た
後
、
正
畳

を
成
就
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
身
膿
的
に
は
妥
當
な
方
法
に
轄
換
せ
ら

れ
た
と
思
う
。
然
し
後
日
、

こ
れ
ら
の
苦
行
者

の
群
れ
か
ら
繹
尊
の
會

下
に
参
じ
た
者
の
あ
つ
た
こ
と
は
、
佛
傳
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
繹
尊
の
出
現
以
前
よ
り
苦
行
者
の
存
在
す
る
あ
り
、
繹
尊
も
そ
の
實

践
経
験
者
で
あ
り
、
繹
尊
の
會
下
に
も
苦
行
者

の
群
れ
よ
り
韓
向
し
て

参
じ
た
者
が
あ
つ
た
こ
と
を
思
い
ば
、
繹
奪
が
苦
行
や
占
術
や
呪
術
に

封
し
て
、
否
定
的
に
敢
示
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
苦
行
だ
と
か
占
術
或

は
呪
術
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
相
互
に
そ
の
限
界
が
明
ら
か
で
な
い

も
の
も
あ
る
か
ら
、
繹
尊
の
滅
後
、
経
典
の
結
集
が
行
わ
れ
る
に
際
し

て
は
、
明
確
に
否
定
的
態
度
を
示
さ
れ
な
か
つ
た
既
存
事
項
が
経
典
中

に
挿
入
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
當
然
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
三
十

二
相
観
そ
れ
自
燈
が
、
縄
尊
の
出
生
以
前
す
で
に

一
鷹
の
完
成
を
示
し

て
い
た
も
の
で
、
羅
尊
の
創
説
で
は
な
い
こ
と

は
今
迄
に
再
三
言
及
し

た
と
こ
ろ
、

い
く
つ
か
の
思
想
系
統
の
う
ち
、
、人
の
膿
構
に
關
す
る
特

殊
性
の
あ
る
も
の
や
、
美
、
強
、
亘
大
、
其
の
他
の
願
望
形
態
や
實
存

形
態
の
あ
る
種
の
も
の
が
、
母
思
想
系
統
の
匿
別
な
く
集
約
撮
取
せ
ら

れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

ヨ
ガ
の
行
法
中
に
は
今
日
で
は
シ
ョ
ウ
的
髄

技
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
脱
線
形
態
で
あ
つ
て
、

本
質
的
に
は
人
の
生
命
の
本
源
を
開
明
せ
ん
と
す
る
意
圖
が
底
流
と
な

つ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

バ
ラ
モ
ン
青
年
の
不
見
二
相
は
こ
う

し
た

ヨ
ガ
の
行
法
中
か
ら
佛
典
に
撮
取
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

佛
典
に
お
け
る
相
好
観

の
研
究
I
I
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