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︺
内
は
翻
訳
に
際
し

て
の
補
注
。

は
じ
め
に

イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
の
謎

　

イ
ン
ド
で
一
般
的
に
通
用
し
て
い
る
︹
歴
史
的
︺
知
識
と
国
際

会
議
で
イ
ン
ド
の
歴
史
学
者
が
合
意
し
て
い
る
内
容
は
必
ず
し

も
一
致
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
イ
ン
ド
仏
教
に
関
し
て
は
、

大
衆
も
学
者
も
同
様
に
﹁
要
す
る
に
、
失
敗
し
た
の
だ
﹂
と
思

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
は
市
場
を
失
っ
た
の
だ
と
。

　

健
全
で
豊
か
な
仏
教
社
会
は
長
い
間
、
と
て
つ
も
な
い
活
力

を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
あ
る
時
、
そ
れ
は
た
だ
﹁
消
え
去

っ
て
﹂
し
ま
っ
た
。
イ
ン
ド
固
有
の
偉
大
な
伝
統
が
失
わ
れ
、

イ
ン
ド
は
、
仏
教
が
残
る
ア
ジ
ア
の
他
の
地
域
か
ら
自
ら
を
切

り
離
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
関
し
て
は
、
ム
ス
リ
ム
の
イ
ン
ド
侵
入
が
︹
原
因
と
し

書
評



163

「東洋学術研究」第56巻第２号

書評『インドにおける仏教の受難と衰亡』

て
︺
よ
く
言
及
さ
れ
、
そ
れ
は
確
か
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た

と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
的
イ
ン
ド
が
完
全

に
破
壊
さ
れ
た
一
方
で
、
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
︵
バ
ラ
モ
ン
教
︶
的

イ
ン
ド
は
比
較
的
、
傷
を
受
け
ず
に
す
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
た
ち
も
生
き
残
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

仏
教
徒
た
ち
は
生
き
残
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
種
の
難
問
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
理
念

と
政
治
綱
領
は
一
定
の
影
響
力
を
ア
ジ
ア
の
各
地
で
維
持
し
た

け
れ
ど
も
、
イ
ン
ド
に
は
そ
の
形
跡
が
な
い
。
こ
れ
は
仏
教
の

社
会
思
想
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
仏
教
徒
は
い
う
。﹁︹
身
分
な
ど

の
︺
貼
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
を
決
め
つ
け
る
こ

と
は
賢
明
で
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
し
ば
し
ば
そ
う
す
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
を
傷
つ
け
、
だ
め
に
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、カ
ー
ス
ト
体
系
は
皆
を
苦
し
め
る
も
の
な
の
だ
﹂
と
。

二
千
五
百
年
前
に
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
こ
の
考
え
が
広
く
強

く
保
た
れ
て
い
た
。
今
日
、
イ
ン
ド
の
大
衆
は
つ
ね
に
カ
ー
ス

ト
を
気
に
か
け
る
が
、
偉
大
な
る
彼
ら
な
ら
ば
︹
カ
ー
ス
ト
否
定

の
思
想
が
広
が
っ
て
い
た
︺
こ
の
事
実
を
知
り
、
正
し
く
評
価
で
き

る
は
ず
だ
─
そ
う
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し

誰
か
が
イ
ン
ド
の
大
衆
に
こ
の
こ
と
を
尋
ね
て
み
た
ら
、
何
が

起
き
る
だ
ろ
う
か
？　

仏
教
の
︹
カ
ー
ス
ト
否
定
の
︺
社
会
思
想

は
い
ま
や
跡
形
も
な
く
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
わ
か
る

だ
ろ
う
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
、
イ
ン
ド
仏
教
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
人
を
当
惑

さ
せ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
歴
史
全
体
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

　

ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
文
献
は
、
洗
練
さ
れ
た
思
想
を
発
展
さ

せ
、
平
和
を
唱
え
る
一
方
で
、
不
可
触
民
た
る
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ

︵
を
は
じ
め
人
口
の
大
多
数
を
占
め
る
シ
ュ
ー
ド
ラ
・
カ
ー
ス
ト
ま
で
の

人
々
︶
に
対
し
て
物
理
的
な
暴
力
を
使
う
必
要
を
説
く
。
こ
れ
ら

の
文
書
は
、
あ
か
ら
さ
ま
な
憎
悪
を
も
っ
て
作
ら
れ
て
お
り
、

大
き
な
社
会
的
葛
藤
を
鮮
明
に
映
し
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
イ

ン
ド
の
メ
デ
ィ
ア
が
い
ま
だ
に
ダ
リ
ッ
ト
︹
不
可
触
民
と
さ
れ
て

い
る
人
々
の
自
称
︺
に
対
す
る
暴
行
に
つ
い
て
報
道
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
こ
の
歴
史
は
︹
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
は
お
ら
ず
、
い
ま

な
お
︺
興
味
を
引
く
も
の
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社

会
的
葛
藤
に
は
、
ど
ん
な
要
因
が
歴
史
的
に
関
与
し
て
き
た
の

だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
政
治
的
次
元
に
現
れ
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
？　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
れ
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ば
、
ど
ん
な
社
会
科
学
者
で
も
、
さ
ぞ
か
し
う
れ
し
い
こ
と
だ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
探
究
を
進
め
る
た
め

の
材
料
は
多
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

社
会
統
治
に
関
係
す
る
こ
れ
ら
の
文
献
が
編
纂
さ
れ
始
め
た

こ
ろ
─
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
仏
教
が
隆
盛
す
る
と
き
で
も
あ
っ

た
の
だ
が
─
、
そ
の
こ
ろ
、
正
統
派
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
に
対
し

て
、
自
分
た
ち
の
正
し
さ
を
主
張
す
る
有
神
論
的
カ
ル
ト
宗
団

が
幾
つ
も
現
れ
て
い
る
︹
本
書
評
で
の
﹁
有
神
論
﹂
に
は
﹁
あ
る
神

へ
の
絶
対
的
帰
依
の
強
調
﹂
の
含
意
が
あ
る
︺。
イ
ン
ド
中
で
、
ヴ
ィ

シ
ュ
ヌ
派
︵
バ
ー
ガ
ヴ
ァ
タ B

hāgavatas
︶
と
シ
ヴ
ァ
派
︵
パ
ー
シ

ュ
パ
タ Pāṥupatas

︶
の
グ
ル
ー
ブ
が
出
現
し
た
。
こ
の
﹁
ネ
オ
ブ

ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
﹂
現
象
は
通
常
、
神
学
的
も
し
く
は
霊
的
な
用

語
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
有
神
論
者
た
ち
が
建
設
し
続

け
た
諸
寺
院
の
規
模
を
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
こ
れ
ら
は
明
ら

か
に
大
き
な
社
会
運
動
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
社
会
の
あ

ら
ゆ
る
集
団
と
そ
の
生
活
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
誰
か
が
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
社
会
的
・
経

済
的
な
説
明
を
求
め
た
と
し
よ
う
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
政
治

的
文
脈
の
な
か
で
発
展
し
、
ど
の
よ
う
に
仏
教
と
関
わ
っ
た
の

か
？　

こ
れ
ら
の
宗
団
の
信
徒
た
ち
は
仏
教
徒
に
対
抗
す
る
た

め
に
神
へ
の
バ
ク
テ
ィ
︵bhakti  

絶
対
的
帰
依
、
信
愛
︶
を
訴
え
た

わ
け
だ
が
、
ど
の
社
会
集
団
が
ど
の
思
想
と
つ
な
が
っ
て
い
た

の
か
？　

あ
あ
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
手
が
か
り
が
な

い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
と
シ
ヴ
ァ
派
の
遺
跡
に
み
ら
れ
る

図
像
は
、
と
き
に
血
な
ま
ぐ
さ
く
、
凄
惨
な
争
い
は
彼
ら
の
︹
聖

典
で
あ
る
︺
プ
ラ
ー
ナ
文
献
を
貫
く
主
題
の
一
つ
で
あ
る
。
同
様

に
、
そ
れ
ら
の
文
献
は
、
当
時
の
カ
リ
・
ユ
ガ
と
い
う
暗
黒
時

代
に
社
会
が
い
か
に
荒
廃
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば

ヒ
ス
テ
リ
カ
ル
な
ほ
ど
の
描
写
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
暦
紀

元
の
最
初
の
千
年
間
に
お
い
て
は
、
折
々
に
、
身
の
毛
も
よ
だ

つ
よ
う
な
神
話
や
祭
儀
が
多
く
の
イ
ン
ド
人
を
魅
了
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
到
来
以
前
の
イ
ン
ド
に
は
、
こ
う
し

た
特
徴
が
際
立
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
納
得
の

い
く
社
会
的
説
明
を
求
め
て
も
、
無
駄
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。

　

ム
ス
リ
ム
の
到
来
に
関
し
て
も
謎
は
多
く
、
困
惑
す
る
ば
か

り
だ
。︹
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
︺
改
宗
は
強
制
さ
れ
た
も
の
だ
と
か
、

物
質
的
な
利
益
を
求
め
た
か
ら
だ
な
ど
と
い
っ
て
も
、
す
べ
て
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を
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
集
団
全
体
が
宗
旨
替
え
を

す
る
と
き
、
そ
れ
は
他
の
集
団
と
の
関
係
を
計
算
し
た
戦
略
的

な
決
断
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
計
算
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、︹
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
改
宗
が
集
団
の
利
益

の
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
︺
多
く
の
イ
ン
ド
の
ム
ス
リ
ム
が
長
き

に
わ
た
っ
て
不
利
な
立
場
に
い
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
な 

の
か
？

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
の
歴
史
は
ま
っ
た
く
理
解
し
が
た
い

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
難
解
さ
の
大
部
分
が
仏
教
に
関

係
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
イ
ン
ド
人
の
仏
教
に
対
す
る

考
え
方
も
、
い
ま
だ
に
測
り
が
た
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
﹁
リ
ベ
ラ
ル
派
﹂
は
、
仏
教
へ
の
賛
同
を
表
明
す

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
語
っ
て
い
る
対
象

︹
仏
教
︺
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
何
も
理
解
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

﹁
保
守
派
﹂
の
ほ
う
は
と
い
え
ば
、
仏
典
の
ご
く
一
部
を
読
ん
だ

こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら

は
仏
教
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
︵
か
な
り
奇
妙
な
︶
変
種
と
見
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

仏
教
徒
は
虚
無
主
義
者
︵nāstikas

︶
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
は

つ
ま
り
仏
教
徒
が
ヴ
ェ
ー
ダ
の
権
威
を
否
定
し
、
そ
し
て
の
ち

に
は
創
造
神
を
も
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
同
じ
︹
虚
無
主
義
の
︺
分
類
の
な
か
に
、
唯
物
論
者
た

ち
︵
ロ
ー
カ
ー
ヤ
タ
派Lokāyatas  

も
し
く
は
チ
ャ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
カ
派 

C
ārvākas

︶
を
入
れ
て
、
そ
の
存
在
を
強
調
す
る
人
々
も
い
る
。

唯
物
論
者
た
ち
は
、
仏
典
の
な
か
で
初
期
か
ら
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
人
は
死
ね
ば
永
久
に
消
滅
す
る
と

考
え
て
い
た
の
で
、
仏
教
徒
た
ち
は
彼
ら
を
断
滅
論
者

︵ucchedavādin

︶

─
存
在
論
的
に
は
﹁
霊
魂
消
滅
論
者
﹂、
道
徳

的
に
は
﹁
虚
無
主
義
者
︵
ニ
ヒ
リ
ス
ト
︶﹂
─
と
呼
ん
だ
。
仏
教

徒
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
︹
断
見
︺
と
、
ア
ー
ト
マ
ン
は

永
遠
で
あ
る
と
説
く
﹁
常
住
論
者
﹂︵sassatavādin

︶︹
常
見
︺
と

の
中
間
を
行
こ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
正
統
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム

と
虚
無
主
義
と
の
中
道
の
立
場
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
間
違

い
な
く
、
こ
れ
こ
そ
が
ネ
オ
ブ
ラ
フ
ニ
ズ
ム
の
論
客
た
ち
が
そ

の
よ
う
な
︹
仏
教
徒
の
主
張
が
広
ま
る
︺
可
能
性
を
急
い
で
徹
底
的

に
排
除
し
よ
う
と
し
た
理
由
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
正
統
の
権

威
を
認
め
な
い
者
た
ち
は
道
徳
的
に
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
あ
る
に
違

い
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
正
統
派
の
間
で
は
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
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あ
る
こ
と
は
恥
辱
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、﹁
ブ
ッ
ダ
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身

で
あ
る
﹂
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
話
は
、
後
世
に
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
著
者
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
す
ぐ
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
り
は
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、＂
善
き
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
＂
た
ち
は
い
ま
で
も
、
こ
の

話
を
口
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の

一
変
形
で
あ
る
と
の
論
拠
が
強
固
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
だ
。
つ
ま
り
、﹁
神
﹂
が
﹁
ニ
ヒ
リ
ス
ト
﹂
と
し
て
現
れ
た
と

い
う
わ
け
だ
！　

　

仏
教
徒
た
ち
は
、
し
ば
ら
く
の
間
、︹
イ
ン
ド
の
通
念
の
︺
範
囲

を
逸
脱
し
た
。
そ
し
て
、
ま
た
囲
い
込
ま
れ
た
。
ど
ち
ら
の
場

合
で
も
、
仏
教
徒
は
彼
ら
自
身
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
存
在
と

し
て
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

・
仏
教
徒
は
、
カ
ー
ス
ト
を
受
け
入
れ
な
く
て
も
道
徳
的
で

あ
り
う
る
と
考
え
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
カ
ー
ス
ト
を
否
定
す
る
彼
ら
は
、
道
徳
的
で
は

な
い
か
ら
。

　

こ
れ
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
と
は
別
に
、
こ
う
も
い

わ
れ
た
。

・
仏
教
徒
は
、
大
多
数
の
意
見
と
自
分
た
ち
の
意
見
が
異
な

っ
て
も
自
分
た
ち
は
道
徳
的
で
あ
り
う
る
と
考
え
る
が
、

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
彼
ら
が
道
徳
的
で
あ
る
な

ら
ば
、
大
多
数
の
意
見
を
受
け
入
れ
る
は
ず
だ
か
ら
。

　

仏
教
徒
に
対
す
る
こ
の
二
つ
の
性
格
づ
け
が
同
時
に
並
立
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
せ
よ
、
結
論
は

同
じ
で
あ
っ
た
。
仏
教
徒
は
非
難
さ
れ
、
ま
っ
と
う
な
対
話
の

相
手
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

矛
盾
の
探
究

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
史
、
と
く
に
イ
ン
ド
仏
教
の
周
辺
に

は
グ
レ
イ
・
ゾ
ー
ン
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
こ
と
が
、

非
仏
教
徒
の
イ
ン
ド
人
が
仏
教
と
何
と
か
つ
き
合
っ
て
い
こ
う

と
し
て
も
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
と
幾
分
か
関
係
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
︹
イ
ン
ド
史
の
不
可
解
な
部
分
︺
す

べ
て
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

ど
う
対
処
す
れ
ば
よ
い
の
か
も
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

著
者
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
も
同
じ
よ
う
に
思
っ
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た
。
そ
し
て
矛
盾
の
中
で
立
ち
往
生
し
た
。
し
か
し
何
と
か
脱

出
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
経
過
を
報
告
し
よ
う
と
彼
は
望
ん
だ

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
彼
は
こ
の
﹃
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏

教
の
受
難
と
衰
亡
﹄
を
著
し
た
。
こ
の
本
は
二
〇
一
一
年
、
イ

ン
ド
で
出
版
さ
れ
た
。
同
書
が
世
界
を
席
巻
し
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
が
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
広
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
は

よ
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
、
私
は
書
評
を
書
く
こ
と
に
し
た
。

　

第
一
節
で
は
、
著
者
が
ど
の
よ
う
に
課
題
に
取
り
組
ん
だ
か

に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
、
彼
の
考
古
学
上
の
視
点
と
、
そ
こ

か
ら
ど
の
よ
う
に
彼
が
射
程
を
広
げ
て
い
っ
た
か
を
紹
介
す
る
。

次
に
、
彼
が
用
い
た
資
料
、
と
く
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
資

料
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
最
後
に
、
方
法
論
上
の
彼
の
ス
タ
ン

ス
に
つ
い
て
論
評
す
る
。

　

第
二
節
で
は
、
彼
の
仕
事
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

彼
が
論
じ
た
ガ
ヤ
ー
︵G

ayā

︶、カ
ー
ン
チ
ー
︵K

āñcī

︶、ブ
バ
ネ
ー

シ
ュ
ワ
ル
︵B

hubanesw
ar

︶
の
三
遺
跡
に
焦
点
を
絞
っ
て
述
べ
る
。

そ
し
て
、
彼
が
﹁
考
古
学
﹂
と
﹁
文
献
・
美
術
・
碑
文
の
研
究
﹂

の
間
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
い
る
こ
と
を

述
べ
る
。

　

第
三
節
で
は
、
彼
が
示
す
﹁
修
正
さ
れ
た
イ
ン
ド
仏
教
史
﹂

を
要
約
す
る
。
ど
ん
な
社
会
的
葛
藤
が
、
こ
の
︹
仏
教
徒
の
︺
物

語
を
前
へ
と
押
し
進
め
た
の
か
？　

こ
の
大
い
な
る
社
会
運
動

は
、
生
き
残
り
、
発
展
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
戦
っ
た
の

か
？　

そ
の
戦
い
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
ど
の
よ
う
な
結
末

を
迎
え
た
の
か
？

　

第
四
節
は
、
彼
の
新
し
い
見
解
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
幾
つ

か
の
結
果
を
展
望
す
る
。
す
な
わ
ち
、︹
本
書
の
内
容
を
知
っ
た
後

で
︺
我
々
が
さ
ら
に
探
求
し
た
い
と
思
う
課
題
は
何
だ
ろ
う
か
？

　

こ
れ
は
楽
に
読
め
る
本
で
は
な
い
。
著
者
の
個
性
が
強
く
反

映
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
読
む
こ
と
を
難
し
く
し
て
い
る
。
十

分
な
編
集
が
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
本
書

に
は
重
要
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書

評
で
は
、
本
書
の
な
か
で
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
部
分
に
焦

点
を
当
て
る
。
そ
れ
は
真
剣
に
受
け
と
め
る
に
値
す
る
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
長
い
間
無
視
さ
れ
て
き
た
幾
つ
も
の
問
題

に
取
り
組
み
、
信
頼
で
き
る
根
拠
と
確
か
な
議
論
に
基
づ
い
て
、

説
得
力
を
も
っ
て
そ
れ
ら
に
答
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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１　

発
掘
調
査

ハ
リ
ガ
オ
ン
〔
ネ
パ
ー
ル
、
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
市
〕

　

一
九
九
二
年
、
考
古
学
者
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ

は
、
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
渓
谷
の
ハ
リ
ガ
オ
ン
︵H

arigaon

︶
の
遺
跡

を
調
査
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
西
暦
七
四
九
年
よ
り
後
に
、
大

き
な
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
破
壊
さ
れ
、
そ
の
場
所
に
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派

の
寺
院
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
を
発
見
し
た
。

　

ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
は
、
正
面
に
柱
を
立
て
、
ド
ヴ
ァ
イ
パ
ー
ヤ

ナ
︵D

vaipāyana  

ク
リ
シ
ュ
ナ
神
の
こ
と
︶
を
称
え
る
碑
文
を
刻
ん

だ
。
そ
の
碑
文
は
、
彼
が
カ
リ
・
ユ
ガ
の
悪
魔
を
退
治
し
た
と

述
べ
て
お
り
、
ど
ん
な
悪
魔
で
あ
っ
た
か
を
語
っ
て
い
る
。

　

─
世
の
人
々
は
ヴ
ェ
ー
ダ
に
背
き
、
無
神
論
に
染
ま
っ
て
い

る
。﹁
常
に
彼
ら
の
愚
か
さ
だ
け
を
頼
り
に
し
な
が
ら
、
偽
者
の

論
理
家
た
ち
が
真
理
を
︵
追
い
や
っ
て
い
る
︶﹂
と
。
そ
し
て
、︹
誰

を
非
難
し
て
い
る
の
か
︺
疑
問
の
余
地
を
残
さ
な
い
た
め
に
、
碑

文
に
は
﹁
こ
れ
ら
シ
ュ
ガ
タ
︵Sugata  

修
伽
陀あ︶
の
弟
子
た
ち
は
、

世
界
を
ゆ
が
め
る
狂
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
﹂
と
付
け
加
え
ら
れ

て
い
る
。
碑
文
に
は
、
ド
ヴ
ァ
イ
パ
ー
ヤ
ナ
は
﹁
太
陽
が
闇
を

追
い
払
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
迷
妄
の
網
を
全
て
打
ち
払
う
だ

ろ
う
﹂
と
も
あ
る
。

　

イ
ン
ド
各
地
の
類
似
し
た
古
代
遺
跡
で
、
同
様
に
、
闇
を
払

う
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
英
雄
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

後
述
す
る
カ
ー
ン
チ
ー
の
ヴ
ァ
イ
ク
ン
タ
・
ペ
ル
マ
ー
ル

︵Vaikuṇṭha Perum
āḷ

︶
寺
院
で
も
そ
う
だ
が
、
こ
の
譬
喩
表
現
は

時
に
、
反
仏
教
運
動
と
よ
り
は
っ
き
り
結
び
つ
く
。
ヴ
ェ
ラ
ル

デ
ィ
は
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
。
そ
し
て
ま
ず
、
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ

書評で取り上げられている遺跡

ブバネーシュワル

ハリガオン

ガヤー

カーンチー

デリー
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渓
谷
に
何
が
起
き
た
の
か
を
調
査
し
た
。
彼
は
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ

派
が
シ
ヴ
ァ
派
と
手
を
結
ん
で
仏
教
を
弾
圧
し
た
こ
と
を
発
見

し
た
。

　
︹
す
で
に
一
九
八
〇
年
に
︺
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ウ
ィ
ー
ズ
ナ
ー︵U

lrich 

W
iesner

︶
が
、
奉
納
の
た
め
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
ど
の
よ
う
に
リ
ン

ガ
︵liṅga

︶︹
崇
拝
対
象
と
し
て
の
男
根
像
︺
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
か

を
示
し
て
い
た
。
ウ
ィ
ー
ズ
ナ
ー
は
ま
た
、
仏
教
系
統
の
文
献

の
幾
つ
か
が
﹁
多
く
の
仏
教
徒
が
逃
亡
し
た
り
、
処
刑
さ
れ
た
﹂

と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
仏
教
徒
の
書
物
は
探

し
出
さ
れ
て
処
分
さ
れ
た
。
彼
ら
は
強
制
的
に
改
宗
さ
せ
ら
れ
、

改
宗
者
は
動
物
の
生
贄
を
捧
げ
る
よ
う
直
ち
に
求
め
ら
れ
た
。

独
身
の
修
行
僧
た
ち
は
還
俗
さ
せ
ら
れ
、
在
家
信
徒
は
厳
し
い

支
配
の
も
と
に
従
属
さ
せ
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
仏
教
年
代
記
に
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
・
ア
ー
チ
ャ
ー

リ
ヤ
︵Ṥaṅkarācārya

︶︹
八
世
紀
の
宗
教
指
導
者
︺
が
ネ
パ
ー
ル
に

来
て
、
パ
シ
ュ
パ
テ
ィ
ナ
ー
ト
︵Paṥupatinātha

︶
寺
院
︹
シ
ヴ
ァ

神
を
祀
る
大
寺
院
︺
を
統
括
し
、︹
仏
教
徒
の
︺
虐
殺
を
指
揮
し
た

と
あ
る
。
他
の
場
所
へ
の
彼
の
訪
問
に
ま
つ
わ
る
同
様
の
説
話

の
よ
う
に
、
こ
の
話
も
は
っ
き
り
と
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な

い

─
ナ
ム
ブ
ー
デ
ィ
リ
・
ブ
ラ
フ
マ
ン
一
族
︵N

am
pūtiri 

brāhm
aṇas

︶
が
パ
シ
ュ
パ
テ
ィ
ナ
ー
ト
寺
院
の
信
仰
を
長
い
間
支

配
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
だ
と
し
て
も
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
は

全
イ
ン
ド
に
お
よ
ぶ
宗
教
紛
争
の
う
ね
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
仏
教
系
統
の
文
献
だ
け
で
は
、︹
そ
の
真
実
性
に
対
す

る
︺
疑
い
は
幾
つ
も
わ
い
て
き
た
。
そ
こ
で
著
者
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ

は
、
碑
文
と
考
古
学
的
資
料
に
照
ら
し
、
そ
し
て
寺
院
の
美
術

や
同
時
代
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
文
献
と
も
比
較
し
つ
つ
、
検
討
し
て

い
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
仏
教
系
統
文
献
は
信

頼
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
た
。
で
は
、
も
し
も
こ
れ
ら
が

根
拠
の
確
か
な
歴
史
記
録
の
一
部
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
？

研
究
の
領
域

　

ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
さ
ら
に
調
査
を
続
け
た
。
こ
れ
は
助
成
金

申
請
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
正
式
な
研
究
計
画
で
は
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
は
徐
々
に
そ
し
て
粘
り
強
く
、
材
料
を

収
集
し
、
分
析
を
進
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
日
本
の
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研
究
助
成
金
を
得
て
原
稿
を
書
き
上
げ
、
イ
ン
ド
の
出
版
社
を

見
つ
け
た
の
で
あ
る
。

　

彼
の
や
り
方
は
、
昔
な
が
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
方
法
を
復
活

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
英
米
圏
の
学
界
で
キ
ャ
リ
ア
を

積
も
う
と
す
る
研
究
者
に
の
し
か
か
っ
て
く
る
﹁
専
門
化
﹂
と

は
無
縁
だ
っ
た
。

　

彼
は
、
ど
う
や
ら
古
典
学
の
教
育
を
受
け
て
か
ら
、
美
術
や

考
古
学
に
移
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
考
古
学
の
分
野
で
、

イ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
中
国
も
含
め
た
広
範
囲
に
わ
た
る
仏
教
遺

跡
に
つ
い
て
探
究
し
た
の
だ
っ
た
。
実
際
に
幾
つ
か
の
遺
跡
を

調
査
も
し
た
。
評
価
の
高
い
発
掘
に
も
何
回
か
参
加
し
て
い
る
。

　

ハ
リ
ガ
オ
ン
の
よ
う
な
遺
跡
を
幾
つ
か
発
見
し
、
そ
の
歴
史

的
背
景
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
懸
命
に
研
究
し
て
き
た
。
彼
の

関
心
に
関
連
の
あ
る
二
次
文
献
も
す
べ
て
読
み
、
こ
の
領
域
を

き
わ
め
て
広
い
視
野
か
ら
理
解
し
て
い
る
。

　

た
い
て
い
の
学
術
者
は
、
新
し
い
研
究
成
果
に
注
目
す
る
。

過
去
数
十
年
あ
る
い
は
数
百
年
の
先
行
研
究
が
関
心
を
ひ
く
場

合
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
主
に
現
代
の
研
究
者
の
文
化

的
偏
見
か
ら
︹
否
定
的
評
価
を
す
る
た
め
︺
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ラ
ル

デ
ィ
は
、
よ
り
実
地
に
即
し
た
見
方
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

遺
跡
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
を
最
初
に
発
掘
し
た
人
の
証
言

を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
に
発
掘
を
続

け
た
人
や
再
調
査
し
た
人
す
べ
て
の
証
言
と
発
掘
調
査
報
告
書
、

分
析
結
果
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

　

そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
仕
事
を
重
視

し
た
。
第
一
に
、
彼
ら
は
少
な
く
と
も
、
遠
い
過
去
の
時
代
に

つ
い
て
、
あ
る
解
釈
を
他
の
解
釈
よ
り
も
優
先
す
る
理
由
を
ま

っ
た
く
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
実
際
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
見

た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
そ
れ
ら
の
遺
跡
は
手
つ
か
ず
の
状
態
だ

っ
た
の
で
、
彼
ら
初
期
の
西
洋
の
学
者
は
た
い
て
い
、
筋
道
の

通
っ
た
納
得
の
い
く
調
査
記
録
を
残
し
て
い
る
。
最
後
の
、
そ

し
て
決
定
的
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
彼
ら
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
そ

れ
に
よ
る
イ
ン
ド
人
の
標
準
的
言
説
が
で
き
あ
が
る
前
の
﹁
口

承
に
よ
る
知
識
﹂
を
収
集
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
、︹
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
人
学
者
へ
の

敬
意
と
︺
同
様
に
、
現
代
の
イ
ン
ド
の
学
者
た
ち
に
も
言
及
し
、

そ
の
優
れ
た
点
に
光
を
当
て
て
い
る
。
ラ
ジ
ェ
ン
ド
ラ
ラ
ー
ル
・
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ミ
ト
ラ
︵R

ajendralal M
itra

︶
か
ら
ク
リ
シ
ュ
ナ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
・

パ
ニ
グ
ラ
ヒ
︵K

rishna C
handra Panigrahi

︶
に
い
た
る
ま
で
。
こ

れ
ら
の
学
者
た
ち
の
多
く
は
頭
脳
明
晰
で
、
扱
っ
て
い
る
資
料

に
つ
い
て
精
通
し
て
い
る
。
彼
ら
の
解
釈
の
枠
組
み
は
、
現
代

西
洋
世
界
の
読
み
手
の
そ
れ
と
は
違
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
難
解
だ
が
興
味
を
そ
そ
る
遺
跡
に
刻
ま
れ
た
歴

史
を
理
解
し
た
い
の
な
ら
ば
、
彼
ら
は
た
の
も
し
い
導
き
手
と

な
り
う
る
。

　

Ｒ
・
Ｃ
・
ハ
ズ
ラ
︵R

.C
. H

azra

︶、
パ
ニ
グ
ラ
ヒ
、
そ
し
て
Ｃ
・

ミ
ナ
ー
ク
シ
ー︵C

. M
inaksi

︶
と
い
っ
た
、
多
く
の
難
解
な
プ
ラ
ー

ナ
聖
典
を
注
意
深
く
読
み
込
ん
だ
学
者
た
ち
は
、
彼
ら
の
研
究

論
文
が
狭
い
範
囲
で
し
か
読
ま
れ
な
い
た
め
、︹
そ
の
外
に
あ
る
世

界
の
彼
ら
と
は
異
な
る
見
方
に
対
し
て
︺
無
防
備
な
と
こ
ろ
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
ジ
ャ
ヤ
ス
ワ
ー
ル
︵K

.P. Jayasw
al

︶
の

よ
う
な
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
派
の
学
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
陣

営
の
勝
利
─
た
と
え
ば
﹃
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
ム
ー
ラ
カ
ル

パ
﹄︵M

añjuṥrīm
ūlakalpa  

大
方
広
菩
薩
蔵
文
殊
師
利
根
本
儀
軌
経
︶

の
最
後
の
章
の
よ
う
な
─
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
た
り
仏
教
徒

を
糾
弾
し
た
り
す
る
熱
意
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
さ
ら
け
出
し
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
と
え
ば
ク
シ
ャ
ー
ナ
朝
の
仏
教
徒
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。

事
実
上
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
い
な
い
社
会
に
し
て
し
ま
っ
た

⋮
⋮
高
位
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
を
抑
圧
し
、
低
カ
ー
ス
ト

の
者
や
外
国
人
を
高
い
地
位
に
上
げ
た
。
⋮
⋮
ク
シ
ャ
ト

リ
ヤ
の
身
分
を
廃
し
て
、
新
た
な
支
配
階
級
を
作
っ
た
。

⋮
⋮

社
会
的
に
は
暴
政
を
ふ
る
い
、
宗
教
的
に
は
狂
信
的
で
あ

っ
た
。
い
ず
れ
も
政
治
的
な
動
機
に
突
き
動
か
さ
れ
た
も

の
だ
っ
た
。
⋮
⋮
カ
イ
ヴ
ァ
ル
タ
︵K

aivartas  

現
在
ケ
ワ
ト 

K
ew

aṭ  

と
呼
ば
れ
る
土
着
農
民
の
低
カ
ー
ス
ト
︶
や
パ
ン
チ
ャ
カ

︵Pañchakas

︶
つ
ま
り
シ
ュ
ー
ド
ラ
よ
り
も
低
い
カ
ー
ス
ト

で
あ
る
不
可
触
民
の
な
か
か
ら
、
新
し
い
支
配
階
級
あ
る

い
は
官
職
階
級
を
作
り
出
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
書
き
手
の
明
白
な
意
図
︹
仏
教
徒
批
判
︺
と
は

別
に
、
そ
こ
か
ら
興
味
深
い
内
容
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
場
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合
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
基
礎
の
上
に
、
著
者
は
歴
史
の
修
正
を
行
っ
た
。

彼
の
語
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
う
わ
べ
は
仏
教
の
終
焉
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
こ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
追
い
か
け
る
う
ち
に
、
彼
は

イ
ン
ド
全
体
の
歴
史
を
語
り
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

彼
は
、
イ
ン
ド
の
人
々
に
読
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
思
い
を
、

さ
り
げ
な
く
示
し
て
い
る
。
彼
は
間
違
い
な
く
多
く
の
イ
ン
ド

人
学
者
の
研
究
を
読
み
、
そ
の
含
意
を
引
き
出
し
て
、
ま
と
め

上
げ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
上
で
彼
は
、
語
り
口
が
あ
ま
り

に
控
え
め
な
彼
ら
に
代
わ
っ
て
、
こ
の
物
語
を
ス
ト
レ
ー
ト
に

説
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
二
次
文
献
は
、
彼
を
膨
大
な
一
次
資
料
へ
と
導
い

た
。
プ
ラ
ー
ナ
聖
典
、
タ
ミ
ル
の
讃
歌
、
寺
院
の
碑
文
や
図
像
、

パ
ー
リ
聖
典
か
ら
、﹃
デ
ィ
ヴ
ィ
ヤ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
﹄

︵D
ivyāvadāna  

説
話
集
﹁
神
の
偉
業
﹂︶、﹃
マ
ン
ジ
ュ
シ
ュ
リ
ー
ム
ー

ラ
カ
ル
パ
﹄、﹃
グ
フ
ヤ
サ
マ
ー
ジ
ャ
・
タ
ン
ト
ラ
﹄

︵G
uhyasam

ājatantra  

秘
密
集
会
タ
ン
ト
ラ
︶
に
い
た
る
仏
典
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
に
、
古
典
古
代
世
界
︵
な
ら
び
に
、
そ
の
イ

ン
ド
と
の
交
易
︶、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
関
連
か
ら
発
展
し
て

き
た
図
像
学
の
方
法
論
、
さ
ら
に
は
、
関
連
す
る
可
能
性
が
あ

る
領
域
に
お
け
る
現
代
欧
米
と
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
成
果
が

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

情
報
不
足
の
補
完

　

ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
、
方
法
論
の
刷
新
も
行
っ
た
。
古
い
や
り

方
を
あ
か
ら
さ
ま
に
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
彼
自
身

の
方
法
を
実
行
し
て
み
せ
な
が
ら
、
そ
の
や
り
方
を
説
明
し
て

い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
彼
は
、
イ
ン
ド
の
歴
史
記
録
に
は
幾
つ
も
の
す
き

間
が
あ
り
、
考
古
学
的
資
料
も
限
ら
れ
、
か
つ
混
乱
し
て
い
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
考
え
て
み
れ
ば
資
料
は
大

量
に
あ
る
。
文
書
、
碑
文
、
遺
跡
、
美
術
。
大
切
な
の
は
こ
れ

ら
を
活
用
す
る
こ
と
だ
。
イ
ン
ド
関
係
の
学
者
た
ち
は
、
歴
史

を
理
解
す
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
文
献
言
語
学
︵
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
︶

を
大
い
に
利
用
し
て
き
た
。
学
問
分
野
の
垣
根
を
超
え
る
そ
の

よ
う
な
発
想
が
も
っ
と
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
ム
ス
リ
ム
到
来
以
前
の
イ
ン
ド
の
歴
史
は
、
い
ま
だ

に
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
当
然
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
に
用
い
ら
れ
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な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
適
切
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
新
し

い
デ
ー
タ
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ま
ず
は
既

知
の
情
報
を
も
っ
と
う
ま
く
使
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
異

な
っ
た
タ
イ
プ
の
情
報
を
組
み
合
わ
せ
た
り
関
連
さ
せ
た
り
で

き
る
し
、
デ
ー
タ
の
も
つ
意
味
を
よ
り
鮮
明
に
説
明
で
き
る
コ

ン
セ
プ
ト
を
探
す
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
れ
が
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
の
目
論
見
で
あ
る
。
彼
は
多
様
な
形

の
情
報
を
組
み
合
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
文
化
的
に
適

切
な
方
法
で
解
釈
す
る
よ
う
主
張
す
る
。
注
意
深
く
や
れ
ば
、

通
常
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
ず
っ
と
鮮
明
で
、
よ
り
完
全
に

近
い
絵
を
引
き
出
せ
る
と
、
彼
は
提
案
し
て
い
る
。
我
々
は
、

最
初
の
千
年
紀
の
イ
ン
ド
の
社
会
と
政
治
の
歴
史
を
明
ら
か
に

で
き
る
の
だ
。

　

彼
に
は
二
つ
の
出
発
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ａ　

ウ
ォ
ー
バ
ー
グ
の
方
法　

ウ
ォ
ー
バ
ー
グ
︵A

.W
arburg

︶
と

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
︵E. Panofsky

︶
は
美
術
を
、
そ
れ
が
つ
く
ら
れ

た
背
景
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
美
術
史
は
、

長
い
目
で
見
れ
ば
、
よ
り
広
い
思
想
史
の
一
要
素
な
の
で
あ
る
。

社
会
に
つ
い
て
の
我
々
の
知
識
は
ど
れ
も
、
他
の
も
の
を
説
明

す
る
の
に
役
立
つ
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
政
治
や

経
済
の
デ
ー
タ
と
関
連
さ
せ
て
美
術
作
品
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
は
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
が
︹
あ
る
社
会
の
底
流
に
あ
る
︺

共
通
の
思
考
法
へ
と
流
れ
込
み
、
そ
れ
を
形
成
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
、
ウ
ォ
ー
バ
ー
グ
の
方
法
が
イ
ン
ド
美
術

の
研
究
に
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
社
会
的
背
景
に
照
ら
し
て
美
術
を
理
解
で
き
る
の
と
同

様
に
、
美
術
作
品
を
通
し
て
社
会
的
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ
る
。

ｂ　

引
喩
法い　
前
近
代
の
イ
ン
ド
を
扱
う
歴
史
学
者
に
は
、
参

照
す
べ
き
文
献
が
大
量
に
あ
る
。
そ
れ
ら
の
年
代
を
特
定
す
る

こ
と
は
実
に
難
し
い
。
し
か
し
文
献
言
語
学
と
広
い
学
際
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
助
け
に
な
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
そ

の
書
き
手
た
ち
が
多
義
的
な
引
喩
法
︵
と
き
に sandhābhāṣā  

と
呼

ば
れ
る
︶
を
使
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
層
も

の
象
徴
的
意
味
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
解
釈
の
た
め
の
特
定
の
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カ
ギ
が
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
そ
の
文
献
で
は
様
々
な
こ
と
が
物
語
ら
れ
て
い
る
が
、

あ
い
ま
い
さ
の
な
い
事
実
の
報
告
で
あ
る
と
称
す
る
も
の
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
そ
の
ま
ま
信
頼
で
き
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
も

っ
と
少
な
い
。
そ
れ
で
も
、
引
喩
法
︹
で
語
ら
れ
て
い
る
真
意
︺
を

見
抜
く
方
法
は
幾
つ
も
あ
る
。
そ
う
し
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
磨
い

て
き
た
学
者
た
ち
は
通
常
、
文
献
の
象
徴
的
な
面
や
形
而
上
学

的
な
面
に
関
心
を
向
け
る
。
し
か
し
、
形
而
上
学
的
・
象
徴
的

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
伝
統
的
手
法
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

を
、
た
と
え
ば
歴
史
に
関
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と

に
も
応
用
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
以
下
の
よ
う
に
探

究
を
進
め
て
い
く
。

・
考
古
学
的
デ
ー
タ
を
出
発
点
に
す
る
。
破
壊
さ
れ
た
仏
教
の

建
造
物
跡
に
有
神
論
的
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
寺
院
が
建
て
ら

れ
た
場
所
で
、
寺
院
の
壁
に
施
さ
れ
た
美
術
を
調
査
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
寺
院
の
宗
派
の
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
プ
ラ
ー

ナ
文
献
を
読
む
。

・
こ
の
よ
う
な
相
互
参
照
に
よ
っ
て
、
歴
史
学
者
が
利
用
で
き

る
情
報
源
が
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
も
も
っ
と

多
様
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

・
プ
ラ
ー
ナ
文
献
の
著
者
は
遠
回
し
に
自
己
表
現
し
た
。

も
し
彼
ら
が
社
会
的
・
政
治
的
状
況
に
つ
い
て
考
察
あ

る
い
は
報
告
し
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
遠
回
し
に
︹
事

実
を
︺
語
っ
て
い
る
─
実
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
─

と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
そ
う
し
た
考
察
や

報
告
の
実
例
を
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
﹁
神
話
史
実
説
﹂

と
は
ま
っ
た
く
違
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
考
古
学
が
地

上
で
の
争
闘
︹
の
痕
跡
︺
を
発
見
し
、
文
献
が
阿
修
羅

︵asuras

︶
に
つ
い
て
詳
し
く
語
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
阿

修
羅
と
は
建
物
を
焼
き
討
ち
に
さ
れ
た
人
々
を
表
し
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
は
︵
そ
し
て
、
こ
の
仮
説
を
補
強
あ
る

い
は
無
効
に
す
る
証
拠
を
さ
ら
に
求
め
て
い
く
こ
と
は
︶
単
な

る
空
論
と
は
い
え
な
い
。

　
　

そ
の
仮
説
に
一
致
す
る
も
の
を
多
く
見
つ
け
、
明
ら

か
に
一
致
し
な
い
も
の
を
ほ
と
ん
ど
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
文
献
か
ら
こ
の
程
度
の
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意
味
を
く
み
取
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

唯
一
の
正
し
い
意
味
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。

　
　

美
術
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
初
期
の
塔
院
︵
仏
塔

＝
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
中
心
に
し
た
複
合
建
築
群
︶
が
意
図
的
に

破
壊
さ
れ
た
跡
に
建
て
ら
れ
た
寺
院
に
お
い
て
暴
力
的

な
図
像
が
見
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
実
際
の
暴
力
と

深
く
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

・
反
対
に
、
美
術
資
料
や
文
字
資
料
の
集
成
が
考
古
学
的
資
料

を
読
み
解
く
助
け
に
な
る
。

・
様
々
な
場
所
で
同
じ
状
況
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
仏

教
徒
の
建
物
が
焼
き
払
わ
れ
た
り
解
体
さ
れ
た
跡
に
、

ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
寺
院
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
地
域
の
プ
ラ
ー
ナ
文
献
が
神
々
の
戦
争
を
詳
し
く

語
っ
て
い
る
。
複
合
寺
院
に
は
暴
力
的
な
図
像
が
複
数

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
一
方
の
グ
ル
ー
プ
が
極
端

な
偏
見
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
、
他
方
が
そ
の
場
所
を
誇

示
す
る
記
念
建
築
物
を
つ
く
っ
た
可
能
性
は
か
な
り 

あ
る
。

・
ま
た
他
の
場
所
で
、
考
古
学
的
資
料
は
よ
り
混
沌
と
し

て
い
る
が
文
字
や
図
像
の
デ
ー
タ
が
一
致
し
て
右
と
同

じ
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

確
定
さ
れ
た
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
さ
ら
な
る
例
証
で
は
な

い
か
と
仮
説
を
立
て
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
こ

の
仮
説
を
弱
め
る
証
拠
、
あ
る
い
は
強
め
る
証
拠
を
探

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

２　

例
証
と
な
る
遺
跡

　

考
古
学
、
文
献
、
美
術
、
碑
文
が
、
大
幅
に
一
致
し
て
い
る

─
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
は
他
の
何
か
も
示

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、﹁
神
と
阿
修
羅
と
の
戦
い
﹂
を
語

る
大
量
の
文
献
は
間
違
い
な
く
﹁
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
と
異

教
徒
パ
ー
サ
ン
ダ
︵pāṣaṇḍas

︶
と
の
抗
争
﹂
を
表
現
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ー
サ
ン
ダ
と
は
シ
ュ
ラ
マ
ナ
︵ṥram

aṇa  
沙
門
︶
に
対
す
る
蔑
称
で
あ
り
、
と
く
に
仏
教
徒
を
指
す
。
こ
の

抗
争
こ
そ
が
、
該
当
す
る
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
遺
跡
に
示
さ
れ
て

い
る
社
会
的
現
実
の
核
心
に
あ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
仏
教
の
歴
史
が
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
文
献
や
記
念
物
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に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム

の
歴
史
が
仏
教
文
献
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
、
こ
の
難
し
い
領
域
に
、
記
念
建
造
物
を

調
査
す
る
と
こ
ろ
か
ら
入
っ
て
い
っ
た
。
彼
が
人
々
と
分
か
ち

合
い
た
い
と
望
ん
で
い
た
︹
歴
史
の
真
実
へ
の
︺
洞
察
は
、
仏
教

徒
的
イ
ン
ド
の
な
ご
り
で
あ
る
遺
跡
を
一
つ
ま
た
一
つ
探
査
す

る
た
び
に
、
彼
に
与
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

ガ
ヤ
ー
〔
イ
ン
ド
東
部
、
ビ
ハ
ー
ル
州
〕

　

ガ
ヤ
ー
は
仏
教
徒
に
と
っ
て
常
に
重
要
な
地
で
あ
っ
た
。
彼

ら
は
そ
こ
に
菩
提
樹
を
祀
る
ボ
ー
デ
ィ
ガ
ラ
︵bodhighara  

菩
提

樹
堂
︶
を
建
て
、そ
の
な
か
に
金
剛
宝
座
︵vajrāsana
︶
を
供
え
た
。

紀
元
前
三
世
紀
か
ら
お
よ
そ
四
百
年
に
わ
た
っ
て
、
仏
教
徒
は
、

こ
の
ま
ま
の
配
置
で
ボ
ー
デ
ィ
ガ
ラ
を
拡
張
し
て
い
っ
た
。
ア

シ
ョ
ー
カ
も
訪
れ
、
王
柱
を
建
立
し
た
。

　

や
が
て
、
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
が
や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、

ガ
ヤ
ー
は
争
奪
戦
の
地
と
な
っ
た
。
そ
こ
は
仏
教
徒
に
と
っ
て

非
常
に
特
別
な
場
所
だ
っ
た
た
め
、
敵
対
者
た
ち
は
、
ガ
ヤ
ー

を
独
占
す
る
こ
と
に
躍
起
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
ガ
ヤ
ー

を
死
者
の
た
め
の
シ
ュ
ラ
ー
ッ
ダ
︵ṥrāddha

︶
儀
礼
︹
祖
霊
祭
︺

の
中
心
地
に
す
る
と
宣
言
し
た
。

　

ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
派
が
そ
の
地
域
の
政
治
的
支
配
を
成

し
遂
げ
た
と
き
、
彼
ら
は
こ
の
シ
ュ
ラ
ー
ッ
ダ
儀
礼
を
広
め
よ

う
と
し
た
。
し
か
し
仏
教
徒
に
と
っ
て
不
滅
の
中
心
地
︹
ガ
ヤ
ー
︺

は
、
遠
方
で
は
な
い
も
の
の
少
し
東
に
行
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
た
め
、
彼
ら
は
少
な
く
と
も
し
ば
ら
く
の
間
は
、
間
違
い
な

く
︹
そ
の
計
画
を
︺
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

紀
元
四
〇
四
年
に
︹
中
国
か
ら
︺
法
顕
が
訪
れ
た
後
、
ガ
ヤ
ー

に
劇
的
な
変
化
が
あ
っ
た
。
菩
提
樹
が
取
り
除
か
れ
、
金
剛
宝

座
が
移
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
地
で
最
初
の
レ
ン
ガ
造
り
の

建
物
が
作
ら
れ
た
。

　

ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
の
著
書
の
︹Federica B

arba

に
よ
る
︺
補
足
論

文
︹The B

rahm
anical Tem

ple of B
odhgayā

︺
が
関
連
資
料
を
分
析

し
て
い
る
。
そ
の
結
論
は
、
お
そ
ら
く
仏
教
に
関
連
す
る
場
所

の
な
か
で
最
も
聖
な
る
こ
の
場
所
は
、
グ
プ
タ
朝
︹
三
二
〇
年

五
五
〇
年
頃
︺
の
支
配
の
間
に
破
壊
さ
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。

　

菩
提
樹
は
、
そ
の
時
ま
で
に
は
か
な
り
巨
大
に
な
っ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
根
こ
そ
ぎ
に
し
て
し
ま
っ
た
。
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ボ
ー
デ
ィ
ガ
ラ
は
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
ば

っ
て
い
っ
た
。
十
九
世
紀
に
な
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
が
、

現
地
の
シ
ャ
イ
ヴ
ァ
・
マ
ト
︵Ṥaiva M

aṭh  

シ
ヴ
ァ
派
の
僧
院
︶
の

僧
院
長
︵M

ahant
︶
の
居
住
跡
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
。

　

レ
ン
ガ
造
り
の
寺
院
が
建
て
ら
れ
た
後
、
や
が
て
仏
教
徒
た

ち
は
ガ
ヤ
ー
を
取
り
戻
し
た
。
彼
ら
は
新
た
に
菩
提
樹
を
植
え
、

新
し
い
レ
ン
ガ
の
建
造
物
の
隣
に
金
剛
宝
座
を
し
つ
ら
え
た
が
、

そ
の
建
造
物
を
破
壊
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
現
在
こ

の
遺
跡
に
あ
る
建
造
物
の
基
礎
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
が
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
寺
院
︵
大
菩
提
寺
︶
の
物
語
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
古
代
の
文
化
破
壊
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
﹃
ヴ
ァ
ー
ユ
・
プ
ラ
ー
ナ
﹄︵Vāyu Purāṇa

︶︹
シ
ヴ
ァ
派
の
聖
典
︺

の
一
部
で
あ
る
﹁
ガ
ヤ
ー
讃
詩
﹂︵G

ayā M
āhātm

ya

︶
が
、ガ
ヤ
ー

の
地
を
め
ぐ
る
争
い
を
、
ガ
ヤ
ー
と
い
う
名
の
阿
修
羅
︹
ガ
ヤ
ー

ス
ラ
︺
の
物
語
と
し
て
記
録
し
て
い
る
。
十
九
世
紀
、
ラ
ジ
ェ

ン
ド
ラ
ラ
ー
ル
・
ミ
ト
ラ
は
、﹁
ガ
ヤ
ー
ス
ラ
︵G

ayāsura

︶
は
物

語
の
悪
役
で
は
あ
る
が
、
攻
撃
性
の
な
い
無
害
な
者
に
思
え
る
﹂

と
考
え
て
い
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

︹
ガ
ヤ
ー
ス
ラ
は
︺
罪
を
犯
す
こ
と
な
く
、
誰
を
も
傷
つ
け
る

こ
と
な
く
、
言
葉
や
行
い
に
よ
っ
て
神
や
宗
教
に
背
く
こ

と
も
な
か
っ
た
。︵
⋮
し
か
し
︶
彼
は
異
教
徒
で
あ
っ
た
。︹
物

語
の
中
の
︺
こ
の
役
は
常
に
仏
教
徒
の
中
心
者
に
割
り
当
て

ら
れ
て
き
た
。
仏
教
徒
た
ち
は
敬
虔
で
あ
り
、
禁
欲
し
、

苦
行
と
瞑
想
に
自
ら
を
捧
げ
き
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼

ら
は
ブ
ラ
フ
ミ
ン
︵
バ
ラ
モ
ン
︶
の
生
贄
供
犠
に
加
わ
ら
な

か
っ
た
。
⋮
だ
か
ら
こ
そ
抵
抗
な
く
、﹁
ガ
ヤ
ー
︹
悪
役
た

る
ガ
ヤ
ー
ス
ラ
︺
は
仏
教
を
擬
人
化
し
た
も
の
だ
﹂
と
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
。

　

悪
魔
た
ち
が
実
際
に
悪
い
存
在
で
あ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。

た
だ
彼
ら
は
仏
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

　
︵
後
期
の
︶﹃
カ
ル
キ
・
プ
ラ
ー
ナ
﹄︵K

alki Purāṇa

︶
は
、﹁
世

界
か
ら
汚
れ
を
消
し
去
る
﹂
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
最
後
の
化
身
︹
カ

ル
キ
︺
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
彼
が
ガ
ヤ
ー
の
地
に
進
撃
す
る

と
、
仏
教
徒
が
反
撃
し
た
。
戦
い
は
激
化
し
た
。
仏
教
徒
が
苦

境
に
陥
っ
た
と
き
、
彼
ら
の
指
導
者
は
女
神
マ
ー
ヤ
ー
︵M

ā yā

︶

に
加
護
を
祈
っ
た
。
彼
ら
は
女
神
を
先
頭
に
戦
列
を
立
て
直
し
、
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﹁
何
百
万
人
も
の
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
﹂
を
伴
っ
て
進
ん
だ
が
、
敗

れ
去
っ
た
。
仏
教
徒
は
殺
戮
さ
れ
、
彼
ら
の
妻
た
ち
が
戦
い
を

続
け
よ
う
と
し
た
。
一
九
七
〇
年
代
ご
ろ
、
ビ
ハ
ー
ル
州
が
低

強
度
内
戦
︹
事
実
上
の
内
戦
状
態
︺
に
陥
っ
た
こ
と
が
広
く
関
心

を
集
め
た
。
そ
の
時
、
こ
う
し
た
︹
抑
圧
と
抵
抗
の
︺
歴
史
︹
の
記

憶
︺
が
悲
劇
を
増
幅
し
た
。
そ
れ
で
も
、
お
そ
ら
く
誰
も
予
想
外

の
出
来
事
と
は
思
わ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
紛
争
は
、
そ
の

後
も
続
い
た
よ
う
で
あ
る
。

カ
ー
ン
チ
ー
〔
イ
ン
ド
南
部
、
タ
ミ
ル
・
ナ
ー
ド
ゥ
州
〕

　

カ
ー
ン
チ
ー
プ
ラ
ム
︹
タ
ミ
ル
・
ナ
ー
ド
ゥ
州
カ
ー
ン
チ
ー
プ
ラ

ム
県
の
中
心
地
︺
に
あ
る
カ
イ
ラ
ー
サ
ナ
ー
タ
︵K

ailāṥanātha

︶
寺

院
の
複
合
建
築
群
は
︹
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
︺
偉
大
な
勝
利
を

称
え
て
い
る
。
こ
こ
の
図
像
を
理
解
す
る
カ
ギ
は
、
象
は
仏
教

徒
を
、
獅
子
は
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
支
配
者
を
表
す
点
で

あ
る
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
・
デ
ィ
グ
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
︵Ṥaṅkara D

igvijaya  

シ
ャ
ン
カ
ラ
の
世
界
征
服
︶
が
、
サ
ン
バ
ン
ダ
ル
︵C

am
pantar

︶︹
七

世
紀
ご
ろ
の
シ
ヴ
ァ
派
の
詩
人
︺
に
よ
る
讃
歌
や
一
連
の
碑
文
と
同

様
に
、
こ
の
こ
と
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、

シ
ヴ
ァ
神
の
﹁
ガ
ジ
ャ
ー
ス
ラ
サ
ン
ハ
ー
ラ
ム
ー
ル
テ
ィ

︵G
ajāsurasaṃ

hāram
ūrti  

象
の
悪
魔
︶
伝
説
﹂
に
お
い
て
、
神
は
象

の
悪
魔
を
殺
す
の
で
あ
る
。

　

パ
ッ
ラ
ヴ
ァ
朝
の
︹
八
世
紀
初
め
の
︺
皇
帝
ラ
ー
ジ
ャ
シ
ン
ハ

︵R
ājasiṃ

ha

︶︹
ナ
ラ
シ
ン
ハ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
二
世
︺
は
、
そ
の
複
合
建

築
群
の
な
か
に
一
寺
院
を
建
立
し
た
。
そ
こ
に
彼
は
、
自
身
を

次
の
よ
う
に
表
現
す
る
碑
文
を
残
し
て
い
る
。﹁
王
た
ち
の
な
か

の
敬
虔
な
る
王
で
あ
る
彼
は
⋮
、
大
胆
不
敵
な
敵
ど
も
の
象
の

大
軍
に
対
し
て
＂
王
た
る
獅
子
︵R

ājasiṃ
ha

︶＂
で
あ
る
こ
と
を

証
明
し
た
﹂。
皇
帝
は
碑
文
を
読
む
者
が
、
プ
ル
シ
ョ
ッ
タ
マ

︵Puruṣottam
a  

ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
︶
は
﹁
カ
リ
・
ユ
ガ
と
い
う
︵
名
で

呼
ば
れ
る
︶
恐
ろ
し
い
怪
物
に
飲
み
込
ま
れ
て
罪
の
大
海
に
沈
ん

で
い
く
人
々
を
救
う
た
め
に
生
ま
れ
た
﹂
こ
と
に
気
が
つ
く
よ

う
促
し
て
い
る
。

　

続
い
て
は
、
阿
修
羅
た
ち
を
倒
し
て
勝
ち
誇
る
シ
ヴ
ァ
を
描

く
レ
リ
ー
フ
が
登
場
す
る
。
彼
の
足
元
に
は
、
二
頭
の
小
鹿
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
鹿
野
苑
の
イ
メ
ー
ジ
を
か
ら

か
っ
た
パ
ロ
デ
ィ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
シ
ー
ン
は
、︹
斬
り
落
と

さ
れ
た
︺
象
の
首
の
上
に
描
か
れ
︹
首
の
上
に
シ
ヴ
ァ
が
腰
か
け
て
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い
る
︺、
実
に
＂
趣
味
の
良
い
＂
構
図
と
な
っ
て
い
る
。

　

同
様
に
、
カ
ー
ン
チ
ー
に
あ
る
カ
ー
マ
ー
ク
シ
ー
︵K

ām
ākṣī

︶

寺
院
を
見
て
み
よ
う
。
イ
ン
ド
図
像
学
の
泰
斗
で
あ
る
Ｔ
・
Ａ
・

ゴ
ピ
ナ
ー
タ
・
ラ
オ
︵T. A

. G
opinatha R

ao

︶
は
、こ
の
寺
も
ま
た
、

も
ち
ろ
ん
仏
教
徒
の
建
物
の
跡
に
造
ら
れ
た
と
考
え
て
い
た
。

と
い
う
の
も
、
散
乱
す
る
お
び
た
だ
し
い
仏
画
が
、
ま
さ
に
こ

の
地
で
見
つ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

次
は
、ヴ
ァ
イ
ク
ン
タ
・
ペ
ル
マ
ー
ル
寺
院
で
あ
る
。
こ
こ
は
、

著
者
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
い
わ
く
﹁
訪
問
者
が
両
側
か
ら
︹
回
廊
に
並

ぶ
レ
リ
ー
フ
に
よ
っ
て
︺
困
惑
さ
せ
ら
れ
る
﹂
場
所
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
シ
ュ
ラ
マ
ナ
︹
沙
門
、
仏
教
徒
︺
の
排
除
に
と
り
わ
け

熱
心
だ
っ
た
ア
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
︵Ā

ḷvār

︶
と
呼
ば
れ
る
︹
バ
ク
テ
ィ

信
仰
の
︺
詩
人
た
ち
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
人
、
ト
ン
タ
ラ

テ
ィ
ポ
ッ
テ
ィ
︵Toṇṭaraṭipotti

︶
は
、
自
作
﹃
テ
ィ
ル
マ
ー
ラ
イ

︵Tirum
ā lai

︶
讃
歌
﹄
の
一
つ
で
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

シ
ュ
リ
ー
ラ
ン
ガ
︵Ṥrīraṅga

︶
の
王
よ
。
無
智
な
サ
マ
ナ

︵Sam
aṇa

︶︹
仏
教
徒
︺
ど
も
、
破
廉
恥
な
シ
ャ
ー
キ
ャ︵Ṥākya

︶

︹
仏
教
徒
︺
ど
も
が
、
説
教
と
称
し
て
、
耐
え
が
た
い
中
傷

を
い
つ
ま
で
も
続
け
て
お
り
、
そ
れ
を
聞
か
さ
れ
る
我
々

の
耳
は
い
ま
に
も
病
ん
で
し
ま
い
そ
う
で
す
。
も
し
私
に

十
分
な
力
を
与
え
て
く
だ
さ
る
な
ら
ば
、
や
つ
ら
の
首
を

刎
ね
飛
ば
す
こ
と
を
こ
そ
私
の
責
務
と
い
た
し
ま
す
。

　

回
廊
に
並
ぶ
レ
リ
ー
フ
に
は
、
寺
院
の
後
援
者
で
あ
る
︹
八
世

紀
後
半
の
︺
王
・
パ
ッ
ラ
ヴ
ァ
マ
ッ
ラ
︵Pallavam

alla

︶︹
ナ
ン
デ
ィ

ヴ
ァ
ル
マ
ン
二
世
︺
の
宗
教
政
策
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を

見
れ
ば
、
王
は
明
ら
か
に
詩
人
ト
ン
タ
ラ
テ
ィ
ポ
ッ
テ
ィ
と
同

意
見
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

あ
る
レ
リ
ー
フ
に
は
、
串
刺
し
の
刑
に
処
さ
れ
て
い
る
二
人

の
人
間
と
、
座
し
て
裁
き
を
与
え
る
王
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ

の
右
隣
り
の
浅
彫
り
の
レ
リ
ー
フ
に
は
、
こ
の
寺
院
そ
の
も
の

の
表
象
た
る
詩
人
ア
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
が
お
り
、
こ
こ
で
祀
ら
れ

て
い
る
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
レ
リ
ー
フ
も
あ
る
。
Ｃ
・
ミ
ナ
ー
ク

シ
ー
は
、﹁
こ
の
レ
リ
ー
フ
の
列
が
示
す
の
は
、
異
教
徒
の
撲
滅

の
上
に
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
信
仰
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

　

南
イ
ン
ド
で
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
プ
ラ
ー
ナ
文
献
の
︹
引
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喩
法
の
よ
う
な
︺
は
っ
き
り
表
現
し
な
い
言
葉
づ
か
い
を
論
拠
と

す
る
こ
と
は
減
っ
て
く
る
︹
も
っ
と
あ
か
ら
さ
ま
な
も
の
に
な
る
︺。

本
書
の
著
者
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
、
マ
ッ
ク
グ
ラ
シ
ャ
ン

︵M
cG

lashan
︶
に
依
拠
し
な
が
ら
、ナ
ー
ヤ
ン
マ
ー
ル
︵N

āyaṉm
ār

︶

︹
シ
ヴ
ァ
派
の
宗
教
詩
人
六
十
三
人
の
集
団
︺
の
最
初
の
三
人
の
讃
歌

が
、
仏
教
徒
を
抑
圧
す
る
役
割
を
自
慢
し
て
い
る
さ
ま
を
説
明

し
て
い
る
。
テ
ー
ヴ
ァ
ー
ラ
ム
︵Tēvāram

︶
讃
歌
に
は
、
ス
タ
ー

ラ
︵sthala

︶
の
目
録
が
あ
る
。
ス
タ
ー
ラ
と
は
﹁
聖
な
る
場
所
﹂

を
意
味
す
る
テ
ィ
ー
ル
タ
・
ス
タ
ー
ラ
︵tīrtha sthala

︶
の
こ
と

で
あ
り
、﹁
シ
ヴ
ァ
に
捧
げ
る
た
め
に
占
拠
さ
れ
た
地
﹂
と
い
う

意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
テ
ィ
ン
ネ
ベ

リ
ー
︵Tinnevelly

︶、
テ
ィ
ル
チ
ェ
ン
ド
ゥ
ル
︵Tiruchendur

︶、
カ

ル
グ
マ
ラ
イ
︵K

alugum
alai

︶、ヴ
ィ
ラ
シ
ン
ク
ラ
ム
︵V

ilattikulam

︶

の
各
地
で
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
を
串
刺
し
に
し
て
勝
ち
誇
る
詩

人
サ
ン
バ
ン
ダ
ル
の
物
語
が
毎
年
再
演
さ
れ
て
い
る
。

　

仏
教
徒
も
同
じ
よ
う
に
殺
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
物
語
は
﹁
予

定
さ
れ
て
い
た
討
論
が
始
ま
る
前
に
、
彼
ら
︹
仏
教
徒
︺
の
代
表

の
首
は
、
そ
の
胴
体
か
ら
＂
マ
ン
ト
ラ
の
武
器
に
よ
っ
て
＂
切

り
離
さ
れ
た
﹂
と
い
う
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
生
々
し

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
仏
教
徒
は
不
信
感
に
満
ち
て
向
か
い

合
い
、﹁
マ
ン
ト
ラ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
言
葉
に
よ
る
議
論
に

よ
っ
て
﹂
正
し
い
討
論
が
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
あ

あ
、
し
か
し
、
す
で
に
ル
ー
ル
は
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

﹁
マ
ン
ト
ラ
の
﹂
次
元
、
つ
ま
り
意
志
力
の
暴
力
的
な
表
現
が
前

面
に
出
て
き
た
の
だ
。

　

こ
の
根
本
的
な
変
化
は
、
カ
ー
パ
ー
リ
カ
︵K

ā pā lika

︶
派
︹
人

間
の
髑
髏
︵
カ
パ
ー
ラ
︶
を
連
ね
て
身
に
つ
け
る
宗
団
︺
の
登
場
に
、

は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
や
り
方
は
、
シ
ヴ
ァ
を
崇

拝
す
る
︹
七
世
紀
の
︺
詩
聖
ア
ッ
パ
ル
︵A

ppar

︶
の
讃
歌
に
お
け

る
シ
ヴ
ァ
の
現
れ
方
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ヴ
ァ
神
は

彼
の
ヴ
ァ
ー
マ
︵vām

a

︶、
つ
ま
り
﹁
左
手
﹂
あ
る
い
は
﹁
裏
面
﹂

と
も
い
え
る
側
で
、
身
の
毛
も
よ
だ
つ
バ
イ
ラ
ヴ
ァ
︵B

hairava

︶

の
姿
と
し
て
現
れ
る
。
あ
ま
た
の
骸
骨
を
輪
に
し
て
首
に
か
け
、

骸
骨
の
弓
を
持
ち
、﹁
死
者
の
骸
骨
の
飾
り
を
両
手
に
持
っ
て
い

る
﹂
の
で
あ
る
。

ブ
バ
ネ
ー
シ
ュ
ワ
ル
〔
イ
ン
ド
東
部
、
オ
デ
ィ
シ
ャ
州
〕

　

チ
ャ
ー
ム
ン
ダ
ー
︵C

ām
uṇḍā

︶
は
、
偉
大
な
る
女
神
デ
ー
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ヴ
ィ
ー
︵D

evī

︶
の
恐
ろ
し
い
一
面
で
あ
る
。
七
人
の
母
神
マ
ー

ト
ル
カ
ー
ス
︵M

ātṛkās

︶
の
一
神
と
し
て
、
タ
ン
ト
ラ
教
の
下
位

の
女
神
で
あ
る
ヨ
ー
ギ
ニ
ー
た
ち
︵Yoginīs

︶
を
率
い
て
い
る
。

こ
の
女
神
へ
の
崇
拝
に
は
、
酒
や
動
物
の
生
贄
も
用
い
ら
れ
、

女
神
自
身
が
人
間
の
生
贄
も
要
求
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

女
神
の
図
像
は
、
仏
教
徒
へ
の
弾
圧
と
関
連
の
あ
る
遺
跡
や
手

工
芸
品
に
見
ら
れ
る
。
オ
デ
ィ
シ
ャ
州
に
も
そ
の
例
が
あ
る
。

　

同
州
の
ブ
バ
ネ
ー
シ
ュ
ワ
ル
︹
州
都
︺
に
あ
る
チ
ャ
ー
ム
ン

ダ
ー
寺
院
は
、
ヴ
ァ
イ
タ
ル
・
デ
ウ
ル
︵Vaital D

euḷ

︶
と
呼
ば
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
語
る
べ
き
物
語
が
あ
る
。
Ｋ
・
Ｃ
・
パ

ニ
グ
ラ
ヒ
は
、
そ
れ
が
カ
ー
パ
ー
リ
カ
派
の
神
殿
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
た
。
実
際
、
建
物
上
部
の
壁
龕
に
は
、
恐
ろ
し
い
棍

棒
︵khaṭvāṅgas

︶
を
持
っ
た
裸
姿
の
カ
ー
パ
ー
リ
カ
の
像
が
あ

る
。
著
者
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
、
こ
の
宗
派
に
関
す
る
ロ
ー
レ
ン

ゼ
ン
︵D

avid N
. Lorenzen

︶
の
研
究
に
照
ら
し
な
が
ら
、
こ
の
寺

院
に
つ
い
て
再
考
し
て
い
る
。

　

四
、
五
世
紀
に
は
、
オ
デ
ィ
シ
ャ
州
の
海
岸
沿
い
の
平
野
で

の
ブ
ラ
フ
ミ
ン
た
ち
へ
の
土
地
寄
進
が
記
録
さ
れ
始
め
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
所
は
ベ
ン
ガ
ル
地
方
の
仏
教
の
中
心
地
に
接

す
る
境
界
に
あ
っ
た
た
め
、
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
運
動
は
、

多
く
の
衝
突
を
引
き
起
こ
し
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
進
ん
で
い
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

カ
ー
パ
ー
リ
カ
派
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
彼
ら
は
古
代
文
献

の
い
た
る
と
こ
ろ
で
一
様
に
非
難
さ
れ
て
い
る
が
、
八
世
紀
に

は
高
位
者
か
ら
、
こ
の
寺
院
を
建
て
る
ほ
ど
の
支
援
を
受
け
て

い
た
。
カ
ー
パ
ー
リ
カ
派
に
も
、
そ
れ
な
り
の
役
目
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

　

寺
院
の
外
側
で
は
、
古
び
た
仏
教
の
彫
像
が
再
利
用
さ
れ
て
、

生
贄
の
柱
︵yūpa

︶︹
生
贄
を
柱
に
縛
り
つ
け
た
︺
の
土
台
と
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
は
、
カ
ー
パ
ー
リ
カ
派
が
女
神
に
生
贄
を
捧
げ
た

場
所
だ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
生
贄
が
捧
げ
ら
れ
て
い
た

の
か
？

　

カ
ー
パ
ー
リ
カ
教
団
は
、
大
い
な
る
誓
い
に
よ
っ
て
結
び
つ

け
ら
れ
、
そ
の
誓
い
の
も
と
に
苦
行
を
共
に
し
て
い
た
。
そ
れ

は
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
︵ṥāstras  

聖
典
︶
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
な

り
特
殊
な
苦
行
で
あ
り
、
ブ
ラ
フ
ミ
ン
を
殺
す
罪
を
取
り
除
く

た
め
の
も
の
だ
っ
た
。

　

彼
ら
は
、
死
者
の
頭
骸
骨
を
旗
の
よ
う
に
棒
の
先
に
つ
け
る
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こ
と
と
、
人
の
頭
骸
骨
を
盃
︹
髑
髏
盃
︺
と
し
て
使
う
こ
と
を
誓

っ
て
い
た
。
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
聖
典
に
よ
れ
ば
、
髑
髏
盃
の
儀
式

は
、
殺
さ
れ
た
人
間
が
一
般
人
で
は
な
く
学
識
あ
る
ブ
ラ
フ
ミ

ン
で
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
カ
ー
パ
ー
リ
カ

は
学
識
あ
る
ブ
ラ
フ
ミ
ン
の
殺
害
に
関
係
し
て
い
た
の
だ
。

　
＂
人
を
殺
す
苦
行
者
＂
と
は
衝
撃
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
？　

シ
ヴ
ァ
の
物
語
に
関
係

が
あ
る
よ
う
だ
。
シ
ヴ
ァ
は
苦
行
者
と
し
て
出
発
し
た
の
で
は

な
か
っ
た
。
初
め
、
彼
は
自
ら
の
破
壊
的
な
︵saṃ
hāra

︶
性
格

の
ま
ま
に
振
る
舞
い
、
阿
修
羅
た
ち
を
殺
戮
し
て
い
た
。
そ
の

よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
で
す
む
と
き
だ
け
、
苦
行
に
励
ん
だ
。

あ
る
物
語
で
は
、
シ
ヴ
ァ
は
ブ
ラ
フ
マ
ー
︵B

rahm
ā  

梵
天
︶
の
第

五
の
首
を
刎
ね
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
罪
を
償
う
た
め
、
苦

行
の
誓
い
の
も
と
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
彼
は
大
い
な
る
誓
い
︵m

ahāvrata

︶
を
立
て
た
。
そ
の

誓
い
こ
そ
、
カ
ー
パ
ー
リ
カ
た
ち
が
自
分
た
ち
の
誓
い
と
し
た

も
の
だ
っ
た
。

　

ヴ
ァ
イ
タ
ル
・
デ
ウ
ル
寺
院
は
、
そ
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い

る
。
そ
こ
で
は
男
根
を
象
徴
す
る
神
々
を
祀
っ
て
い
る
の
が
目

に
つ
く
。
ラ
ク
リ
ー
シ
ャ
︵Lakulīṥa

︶、
シ
ヴ
ァ
、
そ
し
て
バ
イ

ラ
ヴ
ァ
の
姿
を
現
じ
た
シ
ヴ
ァ
神
。
こ
の
バ
イ
ラ
ヴ
ァ
神
は
骸

骨
の
よ
う
に
痩
せ
、
骸
骨
の
飾
り
を
身
に
つ
け
、
生
贄
を
切
る

刃
︵kartrī

︶
を
右
手
に
持
ち
な
が
ら
、
左
ひ
ざ
に
体
重
を
の
せ
て

﹁
戦
う
姿
勢
で
腰
か
け
て
い
る
﹂。
こ
の
神
の
前
に
転
が
っ
て
い

る
斬
ら
れ
た
首
は
、
間
違
い
な
く
ブ
ッ
ダ
の
も
の
で
あ
る
。
台

の
上
の
三
脚
の
器
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
刎
ね
ら
れ
た
首
が
描

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
仏
教
徒
が
か
つ
て
︹
殺
す
べ

き
相
手
と
し
て
の
︺
ブ
ラ
フ
ミ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て 

い
る
。

　

聖
典
﹃
シ
ヴ
ァ
・
プ
ラ
ー
ナ
﹄︵Ṥiva Purāṇa

︶
の
な
か
で
、カ
ー

ラ
・
バ
イ
ラ
ヴ
ァ
︵K

ā labhairava

︶
と
し
て
の
シ
ヴ
ァ
は
、
ブ
ラ

フ
マ
ー
の
首
を
斬
っ
た
あ
と
、
罪
か
ら
解
放
さ
れ
る
ま
で
、
聖

地
︵tīrtha

︶
か
ら
聖
地
へ
と
さ
ま
よ
う
よ
う
罰
せ
ら
れ
た
。う
シ
ヴ

ァ
の
行
為
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
カ
ー
パ
ー
リ
カ
教
徒
た
ち
も

移
動
し
続
け
た
。
彼
ら
は
な
ぜ
、
様
々
な
場
所
か
ら
場
所
へ
集

団
で
旅
し
た
の
か
？　

彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
儀
式
を
行
っ
た
の

か
？　

推
測
す
る
に
、
彼
ら
の
や
る
こ
と
は
概
し
て
同
じ
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、︹
シ
ヴ
ァ
に
続
い
て
︺
再
び
殺
す
こ
と
─
そ
し
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て
再
び
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

女
神
チ
ャ
ー
ム
ン
ダ
ー
の
姿
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
敵
の
骸

骨
を
輪
に
し
て
身
に
つ
け
、
カ
ト
ヴ
ァ
ン
ガ
︵khaṭvāṅga  

両
手
棍
︶

と
い
う
武
器
と
骸
骨
を
持
っ
て
い
る
︵
写
真
を
参
照
︶。
彼
女
は
象

の
皮
に
身
を
包
み
、
人
間
た
ち
の
体
を
踏
み
つ
け
る
。
そ
の
よ

う
な
踏
み
つ
け
の
図
像
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
二
つ
の
型
が
見
ら

れ
る
。
と
き
に
彼
女
は
裸
の
男
の
上
に
立
っ
て
お
り
、
性
器
に

焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
が
裸
体
で
あ
る
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ペ
ラ
ガ
リ
︵Peragari

︶
の
地
に
あ
る
ビ
ー

メ
シ
ュ
ワ
リ
ー
︵B

hīm
eṥvarī

︶
寺
院
に
は
、
際
立
っ
て
印
象
的

な
例
が
あ
る
。
そ
の
犠
牲
者
が
ど
う
見
て
も
シ
ュ
ラ
マ
ナ
︹
仏
教

徒
︺
な
の
で
あ
る
。
ま
た
別
の
例
で
は
、
女
神
は
あ
る
部
族
の
戦

士
の
体
を
踏
み
つ
け
て
い
る
。
こ
の
部
族
は
─
彼
ら
の
敵
に
い

わ
せ
れ
ば
─
シ
ュ
ラ
マ
ナ
の
同
盟
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代

の
イ
ン
ド
で
あ
れ
ば
﹁
指
定
部
族
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

か
つ
て
、
ブ
バ
ネ
ー
シ
ュ
ワ
ル
は
間
違
い
な
く
、
生
き
る
の

が
大
変
な
町
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
オ
デ
ィ
シ
ャ
も
そ
う
い
う
国

で
あ
っ
た
。﹃
ア
ー
ガ
マ
・
パ
ー
シ
ュ
パ
タ
﹄︵Ā

gam
ic Pāṥupatas

︶

の
一
つ
で
あ
る
聖
典
﹃
エ
カ
ー
ム
ラ
・
プ
ラ
ー
ナ
﹄︵Ekām

ra 

Purāṇa

︶
は
、
こ
の
地
が
た
び
た
び
争
奪
戦
の
舞
台
と
な
っ
た
こ

と
を
伝
え
て
い
る
。
阿
修
羅
ヒ
ラ
ン
ヤ
ー
ク
シ
ャ
︵H

iraṇyākṣa

︶

に
対
す
る
シ
ヴ
ァ
の
戦
争
が
長
文
で
語
ら
れ
て
い
る
。
ヒ
ラ
ン

ヤ
ー
ク
シ
ャ
は
供
犠
︵yajña

︶
を
止
め
よ
う
と
し
て
最
初
は
成
功

し
た
。
Ｋ
・
Ｃ
・
パ
ニ
グ
ラ
ヒ
は
、
こ
の
話
は
﹁
シ
ヴ
ァ
の
信

『
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
の
受
難
と
衰
亡
』
表
紙
（
部
分
）。
女
神
チ
ャ
ー
ム
ン
ダ
ー

が
、
死
し
て
横
た
わ
る
裸
体
の
ブ
ッ
ダ
の
上
に
腰
を
か
け
て
い
る
彫
像
（
11
世
紀

頃
、
ビ
ハ
ー
ル
州
、
イ
ン
ド
国
立
博
物
館
所
蔵
）。
高
く
か
ざ
さ
れ
た
剣
や
槍
、
つ

な
が
れ
た
幾
つ
も
の
首
、
死
体
を
食
い
荒
ら
す
ジ
ャ
ッ
カ
ル
や
コ
ン
ド
ル
な
ど
が
、

仏
教
徒
に
対
す
る
当
時
の
弾
圧
を
物
語
っ
て
い
る
。
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奉
者
と
仏
教
徒
の
争
い
﹂
を
映
す
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
、

移
住
し
て
き
た
︹
シ
ヴ
ァ
派
の
︺
パ
ー
シ
ュ
パ
タ
・
ブ
ラ
フ
ミ
ン

集
団
に
よ
っ
て
争
い
が
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

３　

物
語
〔
語
り
直
さ
れ
た
仏
教
史
〕

　

こ
の
よ
う
に
、
第
一
の
千
年
紀
の
イ
ン
ド
を
研
究
す
る
歴
史

家
に
は
、
利
用
で
き
る
証
拠
資
料
が
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
き

た
以
上
に
多
く
あ
る
。
著
者
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
、
そ
れ
ら
を
つ

な
ぎ
合
わ
せ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
勢
力
が
動
き
、
絡
み
合
う
歴
史

絵
巻
を
、
か
な
り
う
ま
く
描
き
出
し
た
。
こ
う
し
て
、
特
筆
す

べ
き
歴
史
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
突
き
動
か

さ
れ
て
殺
し
合
う
闘
争
が
、
千
年
以
上
の
長
大
な
期
間
に
わ
た

っ
て
散
発
的
に
続
い
て
き
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
文
化
あ
る

い
は
文
明
と
し
て
の
イ
ン
ド
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
を
我
々
に

語
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
も
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
、
あ

る
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

二
つ
の
モ
デ
ル

　

文
明
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
展
開
し
て

き
た
。
中
国
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
イ
ン
ド
で
。
す
な
わ
ち
、

人
口
密
度
も
経
済
的
生
産
物
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
仕
方
で
変

化
し
た
。
ど
の
文
明
に
お
い
て
も
似
た
よ
う
な
出
来
事
は
起
こ

り
う
る
が
、
細
か
な
過
程
は
違
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
諸
文
明

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
﹁
発
展
モ
デ
ル
﹂
を
も
っ
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
般
的
に
、
我
々
は
一
つ
の
文
明
領
域
に

一
つ
の
モ
デ
ル
を
想
定
す
る
。
し
か
し
、
例
外
が
あ
る
。
イ
ン

ド
に
は
、
競
合
し
合
う
二
つ
の
異
な
る
モ
デ
ル
が
存
在
し
て
き

た
の
だ
。
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
﹁
こ
れ
こ
そ
が
、
対
立
す
る
宗
教
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
陣
営
に
よ
る
長
く
厳
し
い
闘
争
に
つ
い
て
理
解

す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
﹂
と
主
張
す
る
。

　

も
し
も
二
つ
の
集
団
が
、
領
土
や
資
源
を
同
じ
よ
う
な
や
り

方
で
利
用
し
よ
う
と
し
て
争
っ
て
い
る
の
な
ら
、
時
が
経
て
ば

和
解
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
長
く
続
い
た

戦
争
の
連
続
は
、
そ
れ
が
単
な
る
戦
利
品
分
割
の
問
題
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
イ
ン
ド
で
は
戦
争
が
長
く
続
き
す

ぎ
た
た
め
、
双
方
が
致
命
的
な
ま
で
に
弱
っ
て
し
ま
っ
た
。
仏

教
は
死
に
絶
え
、
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
支

配
権
を
譲
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
闘
争
の
両
陣
営
は
、
同
じ
よ
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う
な
観
点
か
ら
社
会
や
経
済
を
見
て
、
そ
の
支
配
権
を
争
っ
た

の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
根
本
的
に
異
な
っ
た
社
会
と

経
済
の
モ
デ
ル
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
イ
ン
ド
は
包
容
力
に
富
ん
だ
文

明
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。＂
イ
ン
ド
人
は
寛
容
で
、
対
立
を

避
け
、
概
し
て
似
か
よ
っ
た
心
を
も
っ
た
人
々
の
共
同
体
で
あ

っ
て
、
彼
ら
は
文
化
的
に
相
性
が
良
い
だ
け
で
な
く
、
基
本
的

な
考
え
方
や
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
＂
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。

イ
ン
ド
人
は
、
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
︵
混
淆
主
義
︶
の
傾
向
を
も

っ
て
お
り
、
他
の
信
念
体
系
を
非
難
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
ら
を

吸
収
し
て
し
ま
う
こ
と
を
好
む
と
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
定

説
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
は
確
か
に
一
理
あ
る
。
し
か
し
、
本

当
は
イ
ン
ド
が
歴
史
を
通
じ
て
普
通
以
上
に
好
戦
的
で
あ
り
続

け
た
と
し
た
ら
？　

そ
れ
に
は
、
そ
う
な
っ
た
だ
け
の
理
由
が

あ
る
だ
ろ
う
︵
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

か
な
り
省
略
し
て
い
る
。
彼
は
す
で
に
多
く
の
領
域
に
論
を
広
げ
て
お

り
、
何
も
か
も
論
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
︶。

対
照

　

競
合
す
る
二
つ
の
モ
デ
ル
の
詳
細
に
つ
い
て
も
、
ヴ
ェ
ラ
ル

デ
ィ
は
控
え
め
で
、
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
大
ま
か
な
特
徴
を
述

べ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
を
接
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼
の
提
唱
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

・
仏
教
の
モ
デ
ル
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
で
あ
り
、
非
イ
ン

ド
的
な
影
響
に
対
し
て
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
。
同
時
に
非
イ
ン

ド
人
に
対
す
る
影
響
力
も
も
ち
や
す
い
。
自
国
に
あ
っ
て
は

多
文
化
的
で
あ
り
、
様
々
な
カ
ー
ス
ト
出
身
の
イ
ン
ド
人
を

引
き
つ
け
る
。
こ
れ
は
素
晴
ら
し
き
い
に
し
え
の
世
の
﹁
機

会
均
等
の
イ
ン
ド
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
の
仕
組
み
の
あ

り
方
と
関
連
が
あ
る
。
も
し
ア
シ
ョ
ー
カ
の
後
継
者
た
ち
が

彼
と
同
じ
よ
う
に
帝
国
を
支
配
し
て
い
た
な
ら
、
確
実
に
イ

ン
ド
人
の
国
家
観
は
違
っ
た
も
の
と
な
り
、
罪
を
清
め
る
儀

式
よ
り
も
経
済
に
重
き
を
置
い
た
も
の
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。

　

仏
教
徒
の
政
治
で
は
、
都
市
な
ら
び
に
交
易
の
利
益
が
第

一
だ
っ
た
。
職
業
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
同
業
者
組
合
︵ṥreṇī  

ギ
ル
ド
︶
が
重
要
で
あ
り
、
カ
ー
ス
ト
集
団
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
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で
は
な
い
。
可
能
な
場
所
で
は
、
政
治
の
優
先
事
項
は
、
ロ
ー

マ
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
遠
隔
地
と
の
交
易
に
よ
っ
て

巨
利
を
得
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
政
府
は

︹
カ
ー
ス
ト
制
に
縛
ら
れ
た
︺
現
状
を
改
革
し
つ
つ
、
か
つ
︹
商

業
者
集
団
な
ど
︺
支
持
基
盤
の
要
望
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

・
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
モ
デ
ル
は
、
散
漫
な
国
家
構
造
を

も
っ
て
い
た
。
中
国
あ
る
い
は
ア
シ
ョ
ー
カ
の
も
と
で
役
人

が
果
た
し
て
い
た
機
能
は
、
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
イ
ン

ド
で
は
各
カ
ー
ス
ト
集
団
が
担
っ
て
い
た
。
カ
ー
ス
ト
集
団

は
内
部
の
構
成
員
に
対
す
る
支
配
力
を
発
揮
し
て
い
た
だ
ろ

う
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
同
等
の
集
団
と
の
関
係

か
ら
生
ま
れ
る
数
々
の
刺
激
を
構
成
員
に
伝
え
て
い
た
だ
ろ

う
。
そ
の
刺
激
に
は
、
名
目
上
高
位
の
カ
ー
ス
ト
を
通
し
て

伝
え
ら
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
も
含
ま
れ
る
。
こ
の

独
特
の
モ
デ
ル
を
、ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
﹁
ヴ
ァ
ル
ナ
制
︵varṇa

︶

国
家
社
会
﹂
と
名
づ
け
た
︹
ヴ
ァ
ル
ナ
制
は
カ
ー
ス
ト
制
の
別
称
︺。

　

こ
の
モ
デ
ル
は
自
ら
を
有
機
的
に
、
つ
ま
り
自
然
の
法
則

を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
っ
た
く
疑
問
の
余
地
の
な
い

仕
方
で
発
展
し
て
き
た
と
理
解
し
て
い
る
。
あ
あ
、
し
か
し

多
く
の
場
所
と
時
代
に
お
い
て
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と

を
証
拠
は
示
し
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
し
ば
し
ば
押
し

つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
仏
教

徒
が
断
固
と
し
て
抵
抗
す
る
地
で
は
戦
争
と
な
り
、
大
量
の

死
者
が
出
た
。
平
和
的
な
地
域
に
お
い
て
さ
え
、
正
統
を
自

任
す
る
王
朝
が
強
圧
的
な
国
家
体
制
を
敷
い
て
、
カ
ー
ス
ト

の
規
律
を
改
め
て
強
調
し
た
。
こ
の
や
り
方
は
、
王
権
に
へ

つ
ら
う
者
に
は
魅
力
的
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
保
守

的
な
意
見
に
お
も
ね
て
い
れ
ば
、
好
き
な
だ
け
大
き
な
力
を

ふ
る
え
た
か
ら
で
あ
る
。

抗
争

　

抗
争
の
可
能
性
は
、
最
初
か
ら
あ
っ
た
。
思
想
対
立
の
戦
線

は
、
早
く
も
︹
南
伝
仏
教
の
︺
パ
ー
リ
聖
典
が
映
し
て
い
る
時
期

に
現
れ
て
い
る
。
次
の
経
典
に
、
そ
う
し
た
対
立
が
反
映
さ
れ

て
い
る
。﹃
マ
ー
ガ
ン
デ
ィ
ー
ヤ
・
ス
ッ
タ
﹄︵M

āgaṇḍīya Sutta  

摩
犍
提
経
︶、﹃
ヴ
ァ
サ
ラ
・
ス
ッ
タ
﹄︵Vasala Sutta  

賤
民
経
︶、﹃
ピ
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ン
ド
ー
ラ
・
ス
ッ
タ
﹄︵Piṇḍolya Sutta  

托
鉢
経
／ 

ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ

は
便
利
な
こ
の
要
約
を
持
っ
て
い
る
︶。

　

ゆ
え
に
、
ア
シ
ョ
ー
カ
に
よ
る
仏
教
徒
の
成
功
が
激
し
い
反

動
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
。︹
ア
シ
ョ
ー
カ
の
マ
ウ

リ
ヤ
朝
を
滅
ぼ
し
た
︺
シ
ュ
ン
ガ
朝
の
も
と
で
は
、
反
動
勢
力
が

強
く
前
面
に
出
て
き
た
。
こ
の
反
動
は
︹
復
古
的
と
い
う
だ
け
で
な

く
︺
革
新
的
な
面
も
も
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
と
き
、
有
神

論
的
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
が
形
を
整
え
始
め
て
い
た
の
だ
。

　

決
着
の
つ
か
な
い
時
期
が
、
グ
プ
タ
朝
ま
で
続
い
た
。
ブ
ラ

フ
ミ
ン
た
ち
を
養
い
つ
つ
、
馬
の
供
犠
﹁
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
メ
ー
ダ
﹂

︵aṥvam
edhas  

馬
犠
牲
祭
︶

─
一
頭
の
馬
を
一
年
間
、
自
由
に
走

り
回
ら
せ
、
馬
が
走
っ
た
領
地
全
土
の
支
配
権
を
主
張
す
る
︹
馬

が
他
国
の
領
土
に
入
っ
た
場
合
、
そ
の
国
の
王
が
馬
を
放
っ
た
王
の
ほ

う
の
強
さ
と
支
配
権
を
認
め
れ
ば
、
王
の
新
た
な
領
土
と
な
る
。
そ
の

馬
は
そ
の
後
、
神
に
捧
げ
ら
れ
る
︺

─
を
執
り
行
う
王
朝
も
あ
れ

ば
、サ
ン
ガ
︵Saṅgha  

僧
伽
︶
を
支
え
、
斎
会
﹁
パ
ン
チ
ャ
ヴ
ァ
ー

ル
シ
カ
﹂︵pañcavārṣika  

五
年
大
会
︶

─
五
年
に
一
度
、
そ
れ
ま

で
に
蓄
積
し
た
物
資
を
僧
に
供
養
す
る
こ
と
で
報
恩
を
示
す
儀

式
な
ら
び
に
︹
国
民
や
他
教
徒
も
参
加
し
た
︺
祝
宴
─
を
行
っ
て

い
た
王
朝
も
あ
っ
た
。

　

地
中
海
地
域
と
の
交
易
が
崩
壊
し
た
と
き
、
仏
教
徒
の
力
は

弱
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
だ
致
命
的
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
時
ま
で
に
は
、
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
行
進
は
始
ま
っ

て
お
り
、
ま
も
な
く
目
ざ
ま
し
い
成
功
を
示
す
よ
う
に
な 

る
。
南
イ
ン
ド
で
は
、
す
で
に
定
着
し
て
い
た
仏
教
と
ジ
ャ
イ

ナ
教
の
存
在
は
、
し
ば
ら
く
し
て
完
全
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　
︹
二
つ
の
モ
デ
ル
の
︺
一
方
を
支
持
す
る
王
朝
は
、
他
方
を
支
持

す
る
王
朝
と
は
タ
イ
プ
が
異
な
る
傾
向
が
あ
る
。
主
流
の
モ
デ

ル
は
、
相
当
数
の
ブ
ラ
フ
ミ
ン
王
朝
を
、
あ
る
い
は
ブ
ラ
フ
ミ

ン
集
団
と
手
を
結
ん
で
力
を
も
っ
た
王
朝
を
生
み
出
し
た
。
対

照
的
に
、
仏
教
徒
の
王
は
︹
実
際
に
は
低
カ
ー
ス
ト
出
身
で
あ
っ
て

も
︺
名
目
上
、
穏
当
な
出
自
を
吹
聴
し
つ
つ
、
僧
院
と
の
関
係
を

強
化
し
た
。

　

グ
プ
タ
朝
は
、
彼
ら
自
身
は
お
お
む
ね
ま
だ
︹
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ

ニ
ズ
ム
以
前
の
︺
ヴ
ェ
ー
ダ
的
な
要
素
を
も
っ
て
い
た
が
、
社
会

変
革
を
企
図
し
て
、
幾
つ
か
の
有
神
論
的
な
新
教
団
と
連
携
し

た
。
商
業
の
衰
退
に
見
舞
わ
れ
た
都
市
は
、
聖
地
に
指
定
さ
れ
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る
こ
と
に
よ
っ
て
寺
院
群
が
建
立
さ
れ
、
都
市
空
間
は
再
構
築

さ
れ
た
。
そ
の
後
は
、
支
配
権
は
教
団
機
構
を
通
し
て
行
使
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
教
団
と
支
持

者
た
ち
に
土
地
が
寄
進
さ
れ
、
彼
ら
は
そ
の
地
方
へ
と
移
住
し

た
。
そ
の
地
か
ら
彼
ら
は
諸
寺
院
を
支
援
し
つ
つ
、
自
分
た
ち

の
住
む
地
域
の
秩
序
を
維
持
し
て
い
っ
た
。︹
ヨ
ー
ガ
な
ど
の
︺
忘

我
・
脱
魂
の
修
行
に
熟
練
し
た
者
は
﹁
中
流
農
民
﹂
へ
と
上
昇

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
不
可
触
民
に
は
、
彼
ら
に
自
分

の
身
分
を
思
い
知
ら
せ
て
や
ろ
う
と
、
過
激
な
手
段
の
数
々
が

使
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
政
策
は
、
い
く
ら
か
農
奴
制
に
似
た
地

方
経
済
を
生
み
出
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
グ
プ
タ
朝
な
ら
び
に
後
グ
プ
タ
朝
の
現
状
改

革
主
義
は
、
仏
教
徒
の
間
に
抵
抗
を
生
み
だ
す
と
同
時
に
妥
協

も
引
き
出
し
た
。
抗
争
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
双
方
は
互
い

に
相
手
の
変
化
を
誘
発
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ど
ん
底
へ
、
競
っ
て
転
落
？

　

バ
ー
ガ
ヴ
ァ
タ
︹
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
︺
と
パ
ー
シ
ュ
パ
タ
︹
シ
ヴ
ァ

派
︺
の
集
団
は
、
最
終
的
に
は
︹
保
守
派
と
の
︺
均
衡
を
破
っ
て
、

そ
れ
が
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
に
有
利
に
働
い
た
。
初
め
は
、

こ
の
よ
う
な
有
神
論
者
た
ち
は
、
正
統
の
ヴ
ェ
ー
ダ
派
に
と
っ

て
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
仏
教
徒

と
と
も
に
非
難
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
！　

ア
シ
ョ
ー
カ
以
後

の
叙
事
詩
的
︹
戦
乱
の
︺
時
代
に
、
こ
れ
は
変
化
し
た
。
ヴ
ェ
ー

ダ
の
保
守
派
た
ち
は
、
有
神
論
者
た
ち
を
受
け
入
れ
た
。
大
衆

市
場
ま
で
出
か
け
る
︹
大
衆
の
好
み
に
迎
合
す
る
︺
こ
と
に
し
た
の

だ
。
そ
し
て
、
こ
の
転
落
し
や
す
い
坂
道
の
ど
ん
底
に
は
、︹
髑

髏
盃
を
好
ん
だ
︺
カ
ー
パ
ー
リ
カ
た
ち
が
待
っ
て
い
た
。

　

仏
教
徒
た
ち
も
反
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。︹
部
派
仏

教
の
︺
プ
ド
ガ
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
︵Pudgalavā da

補
特
伽
羅
＝
人
格
主
体

論
者
︶︹
輪
廻
の
主
体
た
る
プ
ド
ガ
ラ
を
想
定
し
、
ア
ー
ト
マ
ン
説
に
接

近
し
た
︺
か
ら
、
後
期
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ヤ
ー
ナ
︵Vajrayā na 

タ
ン
ト
ラ

仏
教
／
金
剛
乗
︶
に
お
け
る
︹
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
習
俗
に
妥
協
し
た
︺

恐
ろ
し
き
神
々
の
全
盛
期
に
い
た
る
ま
で
、
仏
教
の
教
義
と
実

践
は
重
圧
の
な
か
で
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
重
圧
は
政
治

的
な
も
の
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
暴
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

教
義
の
歴
史
は
、
こ
の
面
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
宗
教
の
発
展
は
、
社
会
的
・
政
治
的
範
疇
に
還
元
さ
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れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
社
会
的
文
脈
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
境
界
の
向
こ
う
側
す
な
わ
ち
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
に
も
い
え
る
。
こ
れ
も
ま
た
抗
争
と
重
圧
を
背
景
に
発

展
し
た
の
で
あ
る
。
南
イ
ン
ド
の
シ
ヴ
ァ
神
崇
拝
の
基
本
文
献

で
は
、
仏
教
徒
あ
る
い
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
を
粉
砕
し
て
決
着
し

た
﹁
論
争
﹂
が
た
び
た
び
祝
福
さ
れ
て
い
る
。

　

論
争
は
、
こ
の
物
語
︹
新
し
い
イ
ン
ド
仏
教
史
︺
に
と
っ
て
決
定

的
な
重
要
性
を
も
つ
。
最
初
、
論
争
に
は
知
的
な
内
容
が
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
両
陣
営
の
哲
学
者
た
ち
が
相
手
方

の
立
場
に
徐
々
に
適
応
し
て
い
っ
た
さ
ま
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
。

た
と
え
ば
グ
プ
タ
朝
期
に
は
、
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ

︵V
ā tsyā yana

︶︹
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
・
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
の
学
匠
︺
に
よ

る
︹
聖
典
注
解
書
︺﹃
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
バ
ー
シ
ャ
﹄︵N

yāyabhāṣya

︶
が
、

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
︵N

āgārjuṇa  

龍
樹
︶
を
批
判
し
な
が
ら
、
初

期
の
﹃
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ス
ー
ト
ラ
﹄︵N

yā ya sutras

︶
に
︹
す
で
に
︺

有
神
論
的
教
義
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
別
の
時
代
と
場
所
に
お
い
て
は
、
最
初
は
あ
る

程
度
は
学
問
的
で
あ
っ
た
こ
の
社
会
的
形
式
が
崩
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

　

仏
教
徒
の
法
称
︵Y

ijing 

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
︶
と
ブ
ラ
フ
マ
ニ

ス
ト
の
ク
マ
ー
リ
ラ
・
バ
ッ
タ
︵K

um
ārila B

haṭṭa

︶
の
︹
七
世
紀

の
︺
論
争
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
初
期
に
は
仏
教
側
が
論
争
と

い
う
形
式
を
う
ま
く
使
っ
て
、
良
い
結
果
を
得
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
教
師
た
ち
は
弟
子
た
ち
を
伴
っ
て
、
王
た
ち
の

も
と
を
し
ば
し
ば
訪
れ
、
王
と
そ
の
宮
廷
が
ヴ
ェ
ー
ダ
を
捨
て

仏
教
を
実
践
す
る
よ
う
説
得
し
て
い
た
。
シ
ェ
ラ
ー
＝
シ
ャ
ウ

プ
︵Scherrer-Schaub

︶
が
裏
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
ナ
ー
ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ
が
著
名
に
な
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
や
り
方
に
よ
っ
て

で
あ
っ
た
。え　

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
ク
マ
ー
リ
ラ
の
時
代
の
前
後
に
は
、
事
態

は
も
っ
と
荒
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
最
後
に
は
、

教
義
に
関
す
る
議
論
は
二
の
次
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
論
争
形

式
は
暴
徒
集
団
同
士
の
抗
争
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
よ
り
多

く
の
支
持
者
を
集
め
た
方
が
勝
利
し
、
相
手
側
を
殺
し
た
り
追

放
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

ク
マ
ー
リ
ラ
は
、
初
め
は
仏
教
の
宗
派
に
学
ん
だ
が
、
後
に

仏
教
徒
と
論
争
し
、
そ
の
仏
教
徒
た
ち
は
殺
害
さ
れ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
彼
の
か
つ
て
の
師
は
、
こ
の
﹁
つ
る
し
上
げ
﹂
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の
よ
う
な
論
争
の
波
の
前
に
屈
服
し
た
。
彼
は
良
心
の
呵
責
に

耐
え
ら
れ
ず
自
死
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
の
論
争
家
で
あ
っ
た
︹
八
世
紀
の
︺
ア
カ
ラ
ン

カ
︵A

kalaṅka

︶
の
物
語
が
最
初
に
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
初
期

に
は
論
争
に
苦
戦
し
て
い
た
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
た
ち
が
、
し
だ
い

に
先
鋭
化
し
て
い
き
、
さ
ら
に
は
有
神
論
的
宗
教
︹
ネ
オ
ブ
ラ
フ

マ
ニ
ズ
ム
︺
の
擁
護
者
と
し
て
熱
弁
を
ふ
る
う
よ
う
に
な
っ
て
い

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
結
託
し
て
仏
教
徒
に
対
抗
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

　

ア
カ
ラ
ン
カ
の
物
語
か
ら
は
、
さ
ら
に
面
白
い
事
実
が
わ
か

る
。
こ
れ
ら
の
論
争
の
参
加
者
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
ブ
ラ
フ
ミ

ン
だ
っ
た
者
ば
か
り
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

で
教
育
を
受
け
、
政
治
的
な
境
遇
も
同
じ
だ
っ
た
ら
し
い
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
し
ば
ら
く
す
る
と
彼
ら
の
論
争
は
致
命
的
な
結
末

に
近
づ
い
て
い
く
。
議
論
が
知
識
人
同
士
で
行
わ
れ
て
い
る
う

ち
は
、
仏
教
徒
は
も
ち
こ
た
え
て
い
た
が
、
や
が
て
ネ
オ
ブ
ラ

フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
な
ら
ず
者
た
ち
を
呼
び
込
ん
で
き
た
。

著
者
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

論
争
の
歴
史
は
、
ブ
ラ
フ
ミ
ン
階
層
の
癒
し
が
た
い
分
裂

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
も
し
ブ
ラ
フ
ミ
ン
た
ち
の
一
部

が
同
じ
一
つ
の
領
域
で
生
き
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
か 

っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
が
︹
主
流
派
と
は
︺
相 

い
れ
な
い
社
会
モ
デ
ル
の
知
的
指
導
者
と
な
っ
て
い
た
か

ら
だ
。

抗
争
の
決
着

　

最
終
的
に
は
、
仏
教
徒
た
ち
は
パ
ー
ラ
朝
︹
八
世
紀

十
二
世

紀
︺
の
庇
護
の
も
と
に
あ
る
東
イ
ン
ド
の
幾
つ
か
の
中
心
地
へ
と

撤
退
し
た
。
境
界
付
近
で
の
戦
争
は
残
虐
な
も
の
だ
っ
た
が
散

発
的
で
あ
り
、
比
較
的
安
定
し
て
い
た
。
仏
教
徒
た
ち
は
、
セ
ー

ナ
朝
︹
十
一
世
紀
末

十
三
世
紀
︺
が
パ
ー
ラ
朝
を
倒
し
た
時
に
窮

地
に
陥
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
イ
ン
ド
全
土
に
影
響
力
を
も
っ
て

い
た
。

　

ム
ス
リ
ム
の
軍
隊
に
よ
っ
て
、
膠
着
状
態
は
打
ち
破
ら
れ
た
。

シ
ン
ド
︹
イ
ン
ダ
ス
川
下
流
域
、
現
パ
キ
ス
タ
ン
南
部
︺
へ
の
最
初

期
の
侵
入
以
来
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
、
そ
れ
ま
で
延
々
と
続
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い
て
き
た
︹
宗
教
間
の
︺
戦
い
を
観
戦
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
に

気
づ
い
て
い
た
。
仏
教
徒
は
、
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ス
ト
に
よ
る

仏
教
徒
へ
の
攻
撃
を
ム
ス
リ
ム
た
ち
が
終
わ
ら
せ
る
こ
と
を
望

ん
だ
が
、
結
局
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ス
ト
は
、

仏
教
徒
を
抑
圧
す
る
こ
と
を
ム
ス
リ
ム
た
ち
が
邪
魔
し
な
け
れ

ば
、
ム
ス
リ
ム
の
統
治
下
で
従
属
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
も
や

ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
。
事
態
は
そ
の
通
り
に
進
ん
だ
。
仏
教

の
指
導
者
た
ち
は
追
放
さ
れ
る
か
、
逃
亡
し
た
。
留
ま
っ
て
生

き
残
っ
た
者
た
ち
は
、
身
分
を
落
と
さ
れ
る
か
、
イ
ス
ラ
ー
ム

に
改
宗
す
る
か
、
あ
る
い
は
身
分
を
落
と
さ
れ
た
あ
げ
く
に
改

宗
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
仏
教
徒
は
歴
史
か
ら
抹
消
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
る

で
初
め
か
ら
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
。

　

し
か
し
、
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
の
間
で
醸
成
さ
れ
て

き
た
＂
周
り
を
敵
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
＂
と
感
じ
る
敵
意
の
感

覚
は
、お
そ
ら
く
完
全
に
は
消
え
去
っ
て
い
な
い
。
い
ま
は
た
だ
、

そ
の
照
準
を
向
け
る
先
が
少
し
ず
ら
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
れ
が
、
い
ま
い
る
と
こ
ろ
に
我
々
が
ど
う
や
っ
て
た
ど
り

着
い
た
か
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
こ
れ
は
＂
は
っ
き
り
見
え
る

と
こ
ろ
に
隠
さ
れ
て
い
た
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
＂
で
あ
る
。

　

支
配
的
な
言
説
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
言
説
が
、
と
も
に
宗
教

体
系
の
形
を
と
っ
て
争
っ
た
。
支
配
的
な
言
説
が
し
か
る
べ
き

場
所
を
占
め
て
い
た
と
き
、
別
の
言
説
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
反
対
者
と
見
な
さ
れ
、
は
み
出
し
者
︵
サ
バ
ル
タ
ン
︶
と

見
な
さ
れ
た
。
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
の
表
現
に
よ
れ
ば
﹁
掟
破
り
﹂

︵antinom
ial

︶
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
言
説
の
信
奉
者
た
ち
の

関
係
は
、
初
め
は
疎
遠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
両
方
に
そ
れ
ぞ
れ

の
場
所
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
敵
意
が
増
し
て
両
者
は
戦
っ
た
。

ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
広
く
人
々
を
動
員
し
強
烈
に

刺
激
し
て
、
主
導
権
を
握
っ
た
。
長
い
間
、
彼
ら
は
前
進
を
続

け
た
。
そ
れ
は
困
難
な
道
の
り
で
あ
っ
た
。
膠
着
状
態
に
陥
り
、

結
局
は
第
三
の
勢
力
と
し
て
ム
ス
リ
ム
が
侵
入
し
て
き
た
。
ネ

オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
は
、
古
い
敵
対
者
に
決
定
的
な
打
撃

を
加
え
、
優
位
に
立
っ
た
が
、
そ
の
代
償
は
大
き
か
っ
た
。
社

会
の
支
配
と
い
う
獲
物
は
、
彼
ら
の
手
中
に
収
ま
る
寸
前
で
奪

い
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
ら
は
失
望
し
、
勝
者
の
余
裕
を
味

わ
う
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
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４　

こ
れ
か
ら
の
展
望

　

あ
る
一
つ
の
社
会
が
、
自
文
化
の
な
か
の
主
要
で
生
き
生
き

と
し
た
要
素
を
意
図
的
に
そ
し
て
完
全
に
消
し
去
る
こ
と
は
難

し
い
。
そ
の
意
味
で
、
イ
ン
ド
仏
教
に
何
が
起
こ
っ
た
か
に
つ

い
て
、
我
々
が
い
ま
理
解
し
た
内
容
は
、
ま
っ
た
く
前
例
が
な

い
よ
う
に
思
え
る
。
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ

の
こ
と
は
仏
教
と
イ
ン
ド
の
い
ず
れ
か
に
で
も
興
味
を
も
つ
者

に
と
っ
て
実
に
重
要
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
も

ち
ろ
ん
も
っ
と
述
べ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、

本
書
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
取
り
上
げ
た
多
く
の
問

題
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
こ
の
本
が
結
論
的
な
こ
と
を
述
べ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
誤
り
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
強
調
さ
れ
て
い
る
真
実
が
唯
一
の
真
実
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
し
、
前
後
関
係
を
よ
く
考
え
る
必
要
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
間
違
い
な
く
本
書
は
新
し
い
見
通
し
を
開

く
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
─
。

・
少
な
く
と
も
、
あ
る
時
期
の
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
仏
教

は
大
胆
不
敵
で
体
制
に
従
わ
な
い
、
危
険
な
人
生
様
式
の
選

択
肢
で
あ
り
、
安
楽
な
階
級
の
知
的
傾
向
の
強
い
構
成
員
に

と
っ
て
は
魅
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
他
の
人
々
に
と

っ
て
は
、
仏
教
は
主
に
抑
圧
と
戦
う
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
武
器
で
あ
っ
た
。

・
イ
ン
ド
仏
教
の
諸
伝
統
が
、
抗
争
に
よ
る
一
定
の
疲
弊
を
反

映
し
つ
つ
発
展
し
て
き
た
の
は
避
け
が
た
い
こ
と
だ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

・
一
方
に
﹁
論
争
﹂
の
歴
史
が
あ
れ
ば
、
他
方
に
シ
ャ
ン
カ
ラ
・

ア
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
に
よ
る
仏
教
徒
追
放
の
説
話
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
高
等
哲
学
と
集
団
的
暴
力
と
の
奇
妙
な
結
び
つ

き
が
、
イ
ン
ド
社
会
の
展
開
に
お
い
て
カ
ギ
と
な
る
役
割
を

果
た
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

今
後
、
こ
れ
ら
の
道
筋
を
探
究
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ

ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
現
在
、
我
々
は
イ
ン
ド
仏
教
史
の
骨
格
を
ど
う

組
み
立
て
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
だ
。
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仏
教
を
め
ぐ
る
抗
争
は
収
拾
が
つ
か
な
い
も
の
だ
っ
た
。
イ

ン
ド
の
文
化
も
社
会
も
苦
し
ん
で
い
た
。
イ
ン
ド
仏
教
は
、
長

い
間
、
そ
の
複
合
的
な
文
化
と
社
会
の
活
力
の
一
つ
で
あ
っ
た

が
、
結
局
、
死
に
絶
え
た
。
そ
し
て
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
、
イ

ン
ド
は
︹
仏
教
を
失
っ
た
分
︺
や
せ
細
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
ま

っ
た
く
難
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
何
か
が
明
ら
か
に
う
ま
く
い

か
な
か
っ
た
。
実
状
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
？

　

ア
シ
ョ
ー
カ
は
、
多
く
の
民
衆
を
困
惑
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
は
間
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
仏
教
徒
は
一
般
的
に
は
侵

略
者
に
は
見
え
な
い
。
対
照
的
に
、
彼
ら
の
敵
対
者
は
と
き
に

少
々
荒
々
し
い
印
象
を
与
え
た
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
歴
史
を

読
み
解
く
の
に
、
暗
黙
に
で
は
あ
っ
て
も
、
単
純
に
﹁
ブ
ラ
フ

ミ
ン
た
ち
﹂
に
原
因
を
帰
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
が
ど
れ

ほ
ど
役
に
立
つ
だ
ろ
う
か
？

　

イ
ン
ド
仏
教
の
時
代
の
間
、
多
く
の
仏
教
の
守
護
者
が
ブ
ラ

フ
ミ
ン
で
あ
り
、
自
覚
的
に
そ
う
し
て
い
た
者
も
い
た
。
こ
の

こ
と
は
、
仏
教
徒
の
敵
と
は
、
厳
密
に
は
﹁
ブ
ラ
フ
ミ
ン
そ
の

も
の
﹂
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
ブ
ラ
フ
ミ
ン
諸

集
団
の
な
か
で
自
ず
と
発
展
し
て
き
た
リ
、
誰
か
が
巧
み
に
代

表
者
と
な
っ
た
︵
あ
る
い
は
そ
の
両
方
だ
っ
た
︶
幾
つ
か
の
思
想
グ

ル
ー
プ
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

そ
れ
で
は
、
我
々
は
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
を
こ
そ

責
め
る
の
だ
ろ
う
か
？　

ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ス
ト
の
擁
護
者
の

多
く
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
断
固
と
し
た
反
平
等
主
義
者
で
あ

り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
凝
り
固
ま
っ
た
カ
ー
ス
ト
主
義
者
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ス
ト

が
同
じ
で
あ
る
︵
あ
っ
た
︶
と
考
え
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
本
質

主
義
の
罠
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
仏
教
徒
勢
力
が
強
力
で
な
か

っ
た
地
域
で
は
、
暴
力
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
抗
争

が
激
し
か
っ
た
地
域
で
あ
っ
て
も
、
多
く
の
熱
心
な
有
神
論
者

た
ち
は
、
よ
り
幸
せ
な
人
生
を
自
ら
生
き
、
他
者
に
も
生
き
さ

せ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

政
治
的
野
心
の
強
い
者
た
ち
は
、
寺
院
建
設
に
結
び
つ
い
た

社
会
変
化
の
な
か
で
、し
き
り
に
地
位
を
欲
し
が
っ
た
。
彼
ら
は
、

し
ば
し
ば
過
激
派
の
よ
う
な
精
神
状
態
に
陥
り
、
マ
フ
ィ
ア
に

似
た
組
織
や
人
脈
と
も
結
託
し
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
修
正
主
義
的
な
イ
ン
ド
歴
史
学
者
が
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ

の
批
判
者
と
同
じ
よ
う
に
、
古
い
悪
意
の
泥
沼
に
逆
戻
り
す
る
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危
険
を
冒
す
こ
と
は
よ
く
な
い
。
カ
ー
ス
ト
制
に
ま
つ
わ
る
抗

争
の
残
忍
な
現
実
は
認
識
す
べ
き
だ
。
そ
の
一
方
で
、
極
端
な

場
合
に
は
﹁
い
つ
だ
っ
て
ブ
ラ
フ
ミ
ン
階
級
の
巨
悪
が
す
べ
て

を
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
さ
え
知
っ
て

お
け
ば
よ
い
の
だ
﹂
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
く
イ
ン
ド
史

観
に
対
し
て
は
、
心
し
て
警
戒
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、

ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
勢
力
の
振
る
舞
い
は
、
と
く
に
オ
デ
ィ

シ
ャ
州
や
ビ
ハ
ー
ル
州
と
い
っ
た
係
争
地
域
で
は
、
手
に
負
え

な
い
ひ
ど
い
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
自
ら
を
維
持
し
よ
う
と

し
て
い
る
ど
ん
な
社
会
集
団
に
つ
い
て
も
、
そ
の
す
べ
て
の
面

が
お
ぞ
ま
し
い
と
か
、
反
対
に
す
べ
て
の
面
が
素
晴
ら
し
い
と

い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
は
ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
に

つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
た
だ
、
そ
う
主
張
す
る
こ
と
は
簡
単

で
あ
る
が
、
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
の
見
出
し
た
も
の
を
考
慮
に
入
れ

た
上
で
イ
ン
ド
の
歴
史
を
見
直
す
と
、
た
と
え
ば
我
々
自
身
の

心
に
否
定
的
な
感
情
を
か
き
立
て
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う

な
ら
な
い
で
い
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

我
々
は
慎
重
に
進
ん
だ
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。
別
の
様
々
な

方
法
─
事
実
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
前
後
関
係
の
中
に
位
置
づ
け

た
り
、
歴
史
を
観
る
新
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
を
も
つ
方
法
を
探
し

な
が
ら
。
こ
れ
は
単
な
る
表
現
の
問
題
で
は
な
い
。
我
々
自
身

の
偏
見
に
対
し
て
も
警
戒
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、﹁
こ
れ
は
単
な
る
＂
手
に
負
え
な
く
な
っ
た
宗
教

間
の
違
い
の
話
＂
で
は
な
い
﹂
と
認
識
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て

も
い
い
。
そ
う
、
事
実
は
違
っ
た
。
互
い
に
異
な
る
利
害
を
も

つ
集
団
が
抗
争
に
入
り
、
戦
い
続
け
る
に
し
た
が
っ
て
、
互
い

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
・
宗
教
的
違
い
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
の
仏
教
史
は
社
会
的
抗

争
に
つ
い
て
の
歴
史
で
も
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
リ
ベ
ラ

ル
の
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
進
歩
史
観
に
入
っ
て
い
き
そ

う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
我
々
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
見
方
に

陥
っ
て
し
ま
う
。
一
方
を
変
化
を
も
た
ら
す
健
全
な
欲
求
の
体

現
者
と
し
て
、
他
方
を
暗
い
否
定
的
な
も
の
の
顕
現
と
し
て
捉

え
る
─
後
は
、
そ
れ
っ
き
り
何
も
話
は
進
ま
な
い
。

　

我
々
は
倫
理
的
問
題
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
抑
圧
は

あ
っ
た
︵
い
ま
も
あ
る
︶
の
で
あ
り
、
仏
教
徒
は
た
い
て
い
抑
圧

さ
れ
る
側
に
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
立
ち
止
ま
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
今
後
探
求
す
べ
き
大
切
な
問
題
は
、
イ
ン
ド
社
会
が
、
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あ
る
段
階
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
異
な
る
信
条
や
価
値
観
、
異

な
る
制
度
型
や
利
害
集
団
同
士
を
調
停
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
が
描
き
出
し
た
歴
史
像
を

ふ
く
ら
ま
せ
る
か
応
用
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
を
す
る

の
が
自
然
だ
ろ
う
︵
必
要
で
あ
れ
ば
誤
り
を
正
せ
ば
よ
い
︶。
彼
の
語

る
物
語
を
支
持
す
る
人
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
自
ら
が
研
究
し
た

い
こ
と
の
リ
ス
ト
を
作
り
始
め
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
私
は
個

人
的
に
は
、
非
仏
教
徒
の
仏
教
理
解
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た

の
か
、
も
っ
と
知
り
た
い
。
仏
教
の
思
想
や
実
践
は
、
社
会
的

に
も
宗
教
的
に
も
、
初
め
は
申
し
分
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
よ

う
に
見
え
る
が
、
後
に
な
っ
て
、
非
仏
教
徒
を
ひ
ど
く
不
安
に

さ
せ
る
よ
う
な
側
面
が
現
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

も
し
そ
う
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
は
生
じ
た
の
か
、

そ
の
と
き
ど
の
よ
う
な
和
解
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
っ
た
の
か
、
そ

し
て
そ
れ
は
う
ま
く
い
っ
た
の
か
？

　

ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
な
﹁
次
な
る
問
い
﹂
の
数
々

に
は
取
り
組
ん
で
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
抗
争
が
も
っ
て
い

た
社
会
シ
ス
テ
ム
上
の
性
格
に
は
触
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、

ネ
オ
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
モ
デ
ル
に
は
現
実
的
な
理
由
が
あ
っ

た
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
農
業
資
源
の
利
用
を
よ
り
効
果
的
に

し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。︹
歴
史
の
︺
あ
る
段
階

で
は
、
カ
ー
ス
ト
に
基
づ
い
た
疑
似
農
奴
制
と
い
う
変
動
の
少

な
い
社
会
の
ほ
う
が
生
産
に
お
け
る
費
用
対
効
果
が
比
較
的
優

れ
て
い
た
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

　

彼
は
ま
た
、
仏
教
徒
は
基
本
的
に
慣
習
に
従
わ
な
い
性
格
を

も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
懐
疑
的
で
個
人
主
義
的
で
あ
り
、︹
体

制
順
応
的
な
︺
純
真
さ
に
耐
え
ら
れ
ず
、
社
会
の
秩
序
維
持
に
熱

心
で
な
く
、
社
歌
を
歌
う
よ
う
な
こ
と
も
し
た
が
ら
な
い
と
も

示
唆
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
平
凡
で
単
純
な
人
々
を
居
心
地
悪

く
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
︵
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
が
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
︶。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
は
一
時
期
、
広
く
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︵
ア
シ
ョ
ー
カ
の
治
世
で
は
、
極
め
て
支
配

的
な
地
位
だ
っ
た
︶。
だ
か
ら
、
ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
が
﹁
こ
れ
は
大
胆

な
思
考
様
式
で
あ
り
、
時
代
を
は
る
か
に
先
取
り
し
て
い
た
﹂

と
す
る
の
は
確
か
に
正
し
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
あ
る
期

間
は
、
大
勢
の
人
々
が
つ
き
合
え
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
形
而

上
学
に
対
す
る
仏
教
の
全
面
的
拒
絶
に
は
、
基
本
的
に
破
壊
的
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な
要
素
が
幾
分
か
含
ま
れ
て
い
た
が
、
当
初
そ
れ
は
問
題
に
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
が
問
題
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、

い
っ
た
い
何
か
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

　

あ
る
意
味
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
二
義
的
な
問
題
か
も
し

れ
な
い
。
重
大
な
の
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
た
ち
が
暴
力
的
に

弾
圧
さ
れ
﹁
浄
化
﹂
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
真

実
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
イ
ン
ド
仏

教
の
死
を
正
面
か
ら
見
つ
め
る
こ
と
が
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
長
い

間
、
困
難
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る

こ
と
が
間
違
い
な
く
重
要
で
あ
る
。
歴
史
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん

ど
の
人
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
支
配
的
な
考
え
を
見
直
す
と

き
に
は
、
学
者
た
ち
は
必
ず
世
論
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
は
今
回
の
場
合
、と
く
に
当
て
は
ま
る
。
と
い
う
の
は
、﹁
世

論
と
の
折
り
合
い
の
難
し
さ
﹂
は
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
の
あ
る

歴
史
が
い
ま
広
ま
っ
て
い
る
理
由
の
説
明
に
大
い
に
役
立
つ
か

ら
だ
。

　

し
た
が
っ
て
我
々
は
、
も
し
イ
ン
ド
の
一
般
大
衆
が
自
国
史

の
書
き
直
し
に
真
剣
に
取
り
組
む
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
、
そ
こ

に
自
己
分
析
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
期
待
す
る
し
か
な
い
。

そ
の
際
、
自
信
の
喪
失
は
誰
の
た
め
に
も
な
ら
な
い
。
事
実
を

重
ん
じ
な
が
ら
、
そ
れ
を
避
け
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ

ろ
う
か
？　

む
ご
い
真
実
を
あ
い
ま
い
に
す
る
こ
と
な
く
、
こ

の
厄
介
な
物
語
か
ら
、
人
々
が
最
後
に
は
肯
定
的
に
感
じ
ら
れ

る
イ
ン
ド
像
を
、
ど
う
し
た
ら
描
き
出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
？

原
注

︵
１
︶
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
。

︵
２
︶ 

ヴ
ェ
ラ
ル
デ
ィ
は
、
実
際
に
はsandhyābhāṣā

の
形
を
用
い
て

い
る
。
こ
の
形
は
か
な
り
定
着
し
て
い
る
が
、
古
い
ネ
ワ
ー
ル

本
の
誤
読
を
示
し
て
い
る
。
本
来
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
プ

ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
語
形
で
あ
るsandhābhāṣā

で
あ
る
。sandhā

は
、

﹁
連
結
す
る
・
連
語
を
つ
く
る
︵collocating

︶﹂
を
意
味
す
る

sandhāya

の
絶
対
格
の
短
縮
形
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の

語
は
﹁
引
喩
法
﹂
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、︵
あ
い
ま
い
な
・

婉
曲
の
と
い
っ
た
︶
暗
喩
で
は
な
い
。
こ
の
点
の
解
明
に
つ
い

て
、
評
者
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
︵R

ichard 
G

om
brich

︶
氏
の
教
示
を
得
た
。

︵
３
︶ tīrtha 

と
は
字
義
通
り
に
は
通
路
、
水
路
、
浅
瀬
と
い
う
意
味

だ
が
、
後
に
畏
敬
の
対
象
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ネ
オ

ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
ム
の
文
脈
で
は
、
寺
院
の
周
り
に
設
け
ら
れ
た

巡
礼
地
を
意
味
す
る
。
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︶ Scherrer-Schaub, C

ristina ‘Im
m

ortality Extolled w
ith R

ea-
son: Philosophy and Politics in N

āgārjuṇa’ in Pram
āṇakīrtiḥ: 

Papers dedicated to Ernst Steinkeller on the occasion of his 
70

th birthday, B
. K

ellner et al. eds. (W
ien: A

rbeitskreis für  
Tibetische und buddhistische Studien, U

niversität W
ien, 

2007), pp. 757-93.　

G
iovanni Verardi

（
著
者
）
／
イ
タ
リ
ア
・
ナ
ポ
リ
大
学
名

誉
教
授
。
ナ
ポ
リ
東
洋
大
学
で
中
央
ア
ジ
ア
お
よ
び
イ
ン
ド
の

美
術
・
考
古
学
を
教
え
る
。
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で

助
教
授
、
京
都
大
学
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
な
ど
で
客
員

教
授
も
務
め
た
。
１
９
７
０
年
代
か
ら
、
タ
パ
・
サ
ル
ダ
ー
ル

︵
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
︶、
ハ
リ
ガ
オ
ン
︵
ネ
パ
ー
ル
︶、
モ
ヘ
ン

ジ
ョ
ダ
ロ
︵
パ
キ
ス
タ
ン
︶、
龍
門
石
窟
︵
中
国
︶
な
ど
の
仏

教
遺
跡
で
考
古
学
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
次
の
よ
う
な
近
作
が

あ
る
。

‘B
uddha’s B

irth and R
eassessm

ent of the A
rchaeological 

Evidence’ in The Birth of Buddha, Lum
bini Interm

ational 
R

esearch Institute, 2010, Excavations at G
otihaw

a and 
Pipri, K

apilbastu D
istrict, N

epal, IsIA
O

, 2007.

G
eoffrey B

am
ford

（
評
者
）
／
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
仏
教
学

研
究
所
︵O

xford C
enter for B

uddhist Studies

︶
役
員
。
１
９

７
０
年
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
パ
ー
リ
語
の
優
等
学
士
学
位
︵
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
︶
を
取
得
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
︵
ウ
ィ

ル
ソ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
︶、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
イ
ン
ド
で
研
究
に
従

事
す
る
。
１
９
８
６
年
か
ら
、
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
専
門
と
し
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
を
行
っ
て
き
た
。
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