
『
玄
奘
三
蔵
』

二
〇
二
一
年
十
二
月
二
十
八
日
　
初
版
発
行

旅
す
る
玄
奘
の
思
想
的
変
遷

佐
久
間
秀
範



（右）：ヴァラビーの海抜を示す衛星写真：海（ブラック）の部分を含む。下帯の虹色グラデーションは左（ブルー）が
　　 低く、右（グリーンないしレッド）が高い海抜を示す。色によって地図上の海抜を知ることができる図。
（左）：ヴァラビー付近を拡大した衛星写真
（佐久間論文）
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第
二
章
　
旅
す
る
玄
奘
の
思
想
的
変
遷

佐
久
間
秀
範

『
大
唐
西
域
記
』
は
本
当
に
玄
奘
が
訪
れ
た
場
所
の
正
確
な
報
告
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
時
の
皇
帝
が
軍
事
的
目

的
を
も
っ
て
玄
奘
に
西
域
の
情
報
を
上
程
す
る
よ
う
に
強
要
し
た
た
め
、
玄
奘
は
仕
方
な
く
西
域
の
情
報
を
弟
子
の
辯
機
に
記
述
さ

せ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
般
に
『
大
唐
西
域
記
』
は
玄
奘
が
旅
し
て
訪
れ
た
場
所
を
克
明
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
、
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
本
書
の
桑
山
正
進
論
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
上
程
さ
れ
た
『
大
唐
西
域
記
』
と
現
存
す
る
『
大
唐
西
域
記
』

で
は
内
容
が
異
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。『
大
唐
西
域
記
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
場
所
を
考
古
学
的
資
料
に
基
づ
い
て
、
西
域
か
ら

イ
ン
ド
各
地
の
現
況
な
ど
と
付
き
合
わ
せ
る
と
き
、『
大
唐
西
域
記
』
の
情
報
に
齟
齬
や
不
足
が
あ
る
場
合
は
慧
立
本
・
彦
悰
箋

『
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
な
ど
に
よ
っ
て
補
い
、
想
定
さ
れ
る
場
所
の
現
状
と
付
き
合
わ
せ
な
が
ら
、
情
報
内
容
を
検
証
す

る
こ
と
に
な
る
。『
大
唐
西
域
記
』
以
外
の
複
数
の
旅
行
記
な
ど
の
文
献
と
比
較
対
照
し
た
段
階
で
も
、
複
数
の
文
献
の
記
述
内
容

の
間
に
齟
齬
が
あ
る
こ
と
に
は
我
々
は
気
付
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
判
っ
て
い
な
が
ら
『
大
唐
西
域
記
』
の
記
述
が
、
あ

た
か
も
玄
奘
が
イ
ン
ド
滞
在
中
の
現
地
の
状
況
を
正
確
に
記
録
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
カ

ニ
ン
ガ
ム
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
大
塔
を
修
復
す
る
際
に
遺
跡
を
実
測
し
た
デ
ー
タ
と
、
玄
奘
の
『
大
唐
西
域
記
』
の
記
述
と
が
一
致
し
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て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
、
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
本
当
に
カ
ニ
ン
ガ
ム
に
そ
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
の
手
元
に
あ
る
カ
ニ
ン
ガ
ム
の
著
書
は
次
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
。
一
八
七
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
たThe Ancient 

G
eography of India

と
一
八
九
二
年
に
同
じ
く
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
たM

ahābodhi or the G
reat Buddhist Tem

ple under the 

Bodhi Tree at Buddha-G
aya

と

（
１
）
で
あ
る
。
こ
の
二
著
を
読
む
と
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
の
調
査
と
修
復
に
向
け
て
、

法
顕
や
他
の
過
去
の
記
録
や
調
査
書
の
記
述
と
比
べ
て
、『
大
唐
西
域
記
』
の
記
録
が
、
カ
ニ
ン
ガ
ム
が
実
際
に
現
地
で
目
に
し
て

い
る
マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
の
大
塔
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
計
測
記
録
に
一
番
近
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
他
の
資
料
よ
り
『
大

唐
西
域
記
』
が
優
れ
て
い
る
と
は
読
み
取
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
『
大
唐
西
域
記
』
の
記
述
が
す
べ
て
に
亘
っ
て
正
確
な
記
録

で
あ
る
と
カ
ニ
ン
ガ
ム
が
彼
の
著
作
の
中
で
言
っ
て
い
る
、
と
私
に
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

上
記
の
二
つ
の
著
作
の
序
文
を
読
む
と
、
カ
ニ
ン
ガ
ム
が
彼
以
前
の
研
究
史
を
踏
ま
え
て
、
正
直
に
記
述
を
し
て
い
る
真
摯
な

態
度
が
感
じ
ら
れ
る
。The Ancient G

eography of India

の
序
文
に
お
い
て
彼
自
身
が
実
際
に
訪
れ
た
地
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

序
文
のp .xiv

に
よ
る（
２
）
と
、
北
イ
ン
ド
で
は
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
か
ら
ラ
ン
グ
ー
ン
と
あ
り
、
カ
シ
ミ
ー
ル
か
ら
イ
ン
ダ
ス
川
の
河
口
と

あ
る
か
ら
東
イ
ン
ド
と
思
わ
れ
る
地
域
を
踏
破
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
南
イ
ン
ド
は
何
も
見
て
い
な
い
と
あ
る
。
さ
ら
に

西
イ
ン
ド
は
ボ
ン
ベ
イ
の
エ
レ
フ
ァ
ン
タ
島
に
行
っ
た
だ
け
だ
と
書
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
に
武
官
と
し
て
赴

任
し
、
当
時
の
政
府
機
関
で
あ
る
考
古
調
査
局
長
官
と
し
て
イ
ン
ド
考
古
学
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
赴
任
地

が
ベ
ン
ガ
ル
地
方
と
い
う
情
報
が
正
し
く
、
そ
こ
を
拠
点
と
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
オ
リ
ッ
サ
地
方
な
ど
東
イ
ン
ド
に
詳
し
く

て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
の
場
合
、
北
イ
ン
ド
か
ら
東
イ
ン
ド
、
そ
し
て
現
在
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
ま
で
を
行
動
範
囲
と
し
て
い
た
の
は

事
実
と
し
て
信
頼
で
き
る
。
ま
た
著
書
の
中
の
サ
ー
ン
チ
ー
の
記
述
か
ら
、
こ
こ
も
情
報
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
行
っ
た
可
能
性
も

あ
る
が
、
確
認
で
き
な
い
。
著
書M

ahābodhi

か
ら
彼
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
の
現
地
調
査
を
実
際
に
行
っ
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
『
大
唐
西
域
記
』
の
記
述
に
お
い
て
カ
ニ
ン
ガ
ム
が
辿
っ
た
北
イ
ン
ド
か
ら

東
イ
ン
ド
の
項
目
は
、
現
在
の
イ
ン
ド
の
遺
跡
を
見
た
場
合
で
も
照
合
可
能
な
内
容
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
特
に
西
イ
ン
ド
・
グ
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ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
に
つ
い
て
は
記
述
が
か
な
り
簡
素
な
も
の
で
、
現
在
の
イ
ン
ド
の
現
地
調
査
を
行
う
と
、
本
当
に
玄
奘
が
そ
の
地

を
訪
れ
た
と
は
思
え
な
い
と
い
う
印
象
を
拭
い
去
れ
な
い
。
カ
ニ
ン
ガ
ム
の
西
イ
ン
ド
の
記
述
も
主
と
し
て
『
大
唐
西
域
記
』
を
な

ぞ
っ
て
い
る
以
上
に
、
新
た
に
獲
得
し
た
情
報
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
、
今
回
の
最
初
の
考
察
に

な
る
。

カ
ニ
ン
ガ
ム
は
著
書
の
中
で
彼
以
前
の
研
究
史
を
よ
く
把
握
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
『
大
唐
西
域
記
』
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ

と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
中
で
一
八
五
七
―
一
八
五
八
年
に
出
版
さ
れ
たStanislas  Julien

の
『
大
唐
西
域
記
』
の
フ
ラ

ン
ス
語
訳
﹇Julien

1858
﹈
を
評
価
し
て
い
る
。Julien

の
成
果
に
も
基
づ
き
、
ま
た
現
地
を
訪
れ
て
い
な
い
西
イ
ン
ド
に
つ
い
て
は

バ
ロ
ー
ダ
の
碑
文
（Inscriprion  from

 B
aroda

）
を
参
照
し
て
い
る
。
こ
の
碑
文
は
お
そ
ら
く
は
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
出
土
の
銅
板
碑
文
を
含
ん

で
い
る
か
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
銅
板
碑
文
を
証
拠
と
し
て
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
と
註
釈
家

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
に
決
定
的
な
印
象
を
与
え
た
一
八
七
七
年
発
行
のThe Indian Antiquary , vol . V

I

のB
ühler

の
研
究
﹇B

ühler
1877

﹈
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
後
ほ
ど
西
イ
ン
ド
と
東
イ
ン
ド
を
比
較
す
る
際
に
取
り
あ
げ

る
こ
と
に
す
る
。
カ
ニ
ン
ガ
ム
は
碑
文
も
参
照
し
、
ま
た
一
八
八
四
年
に
出
版
さ
れ
たSam

uel  B
eal

の
『
大
唐
西
域
記
』
の
英
訳

（B
eal1884

）
に
も
目
を
通
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、B

ühler

の
研
究
を
顧
慮
し
て
い
な
い
の
は
不
思
議
な
気
が
す
る
。

現
在
イ
ン
ド
で
は
仏
教
遺
跡
な
ど
が
急
速
に
整
備
さ
れ
て
き
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
仏
教
国
か
ら
の
観
光
客
が
多
く
訪
れ
る

よ
う
に
な
り
、
観
光
資
源
と
し
て
の
価
値
が
上
が
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ン
ド
で
は
仏
教
が
イ
ン
ド
生
ま
れ
で
広
範
囲
に
広

ま
っ
て
い
た
こ
と
は
長
い
間
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
仏
教
遺
跡
が
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
て
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
か
を
現
在
判
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
玄
奘
の
『
大
唐
西
域
記
』
の
報
告
と
そ
れ
を
考
古
学
的
に
裏
付
け
た

カ
ニ
ン
ガ
ム
の
功
績
が
大
き
い
。
そ
の
功
績
の
大
き
さ
か
ら
、『
大
唐
西
域
記
』
の
報
告
が
史
実
に
基
づ
き
、
現
地
の
綿
密
な
調
査

に
基
づ
い
た
資
料
で
あ
る
と
の
暗
黙
の
認
識（３
）が

近
現
代
の
イ
ン
ド
仏
教
学
の
常
識
に
な
っ
た
嫌
い
が
あ
る
。
周
知
の
通
り
『
大
唐
西

域
記
』
に
は
諸
論
師
の
伝
説
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
俄
に
は
史
実
を
伝
え
て
い
る
と
は
思
え
な
い
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
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『
大
唐
西
域
記
』
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
大
唐
西
域
記
』
は
イ
ン
ド
現
地
の
情
報
を
記
録
し
た
第
一
級
の
資
料
で
あ
る

こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
、
近
現
代
的
な
意
味
合
い
で
す
べ
て
に
亘
っ
て
正
確
な
現
地
の
情
報
で
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る

な
ら
、
そ
れ
は
変
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
は
玄
奘
に
よ
る
紀
行
文
と
し
て
の
評
価
の
仕
方
を
改
め
て
す
べ
き
で
あ
っ

て
、
地
理
的
に
不
正
確
な
情
報
を
も
た
ら
す
も
の
と
の
評
価
も
す
べ
き
で
は
な
い
。

一
　『
大
唐
西
域
記
』
の
東
イ
ン
ド
と
西
イ
ン
ド
の
記
述
の
差
異

『
大
唐
西
域
記
』
を
考
察
の
対
象
と
す
る
場
合
、
そ
の
第
一
次
資
料
と
し
て
扱
う
べ
き
は
も
ち
ろ
ん
漢
訳
文
献
で
あ
る
。
大
正
大

蔵
経
で
あ
れ
ば
第
五
十
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
るN

o .2087

の
文
献
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
献
を
真
に
価
値
あ
る
も
の
と
し
て

取
り
扱
う
た
め
に
は
、
我
々
は
貴
重
な
翻
訳
書
で
あ
り
研
究
書
で
も
あ
る
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈『
大
唐
西
域
記
』（
中
国
古
典
文
学
大

系
二
十
二
、
平
凡
社
）
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
著
作
で
は
、
水
谷
真
成
が
執
筆
時
に
見
る
こ
と
の
で
き
た
数
多
く
の
資
料（４
）を

網
羅
的
に
吟
味
し（５
）て

い
る
。
現
在
の
研
究
者
か
ら
も
、『
大
唐
西
域
記
』
に
関
し
て
の
最
も
信
頼
性
の
高
い
研
究
書
で
あ
る
と
認
知

さ
れ
て
い
る（６
）。
そ
の
上
に
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈
は
漢
語
表
記
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
な
ど
の
各
原
語
に
還
元
し
、
そ
の
表
記（７
）を

載
せ
て
い
る
。
そ
の
表
記
が
的
確
な
還
元
で
あ
り
、
現
在
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
地
名
と
対
照
さ
せ
て
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
に
寄

与
し
て
い
る
。
そ
こ
で
当
論
文
で
は
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈
を
基
調
と
し
て
『
大
唐
西
域
記
』
考
察
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
す

る
。
興
味
深
い
点
は
、
水
谷
真
成
自
身
は
西
域
に
も
イ
ン
ド
に
も
一
度
も
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な（８
）い

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り

現
地
調
査
を
全
く
せ
ず
に
、『
大
唐
西
域
記
』
お
よ
び
関
連
す
る
地
域
や
歴
史
に
つ
い
て
の
夥
し
い
研
究
成
果
の
み
を
基
盤
と
し
て
、

こ
れ
だ
け
の
質
の
高
い
成
果
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
現
地
調
査
を
せ
ず
に
こ
れ
だ
け
の
成
果
を
出
せ
た
こ
と
は
脅
威
に

当
た
る
。
以
上
の
点
で
、
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈
は
現
在
も
な
お
珠
玉
の
光
彩
を
放
っ
て
い
る
と
私
は
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
事

実
か
ら
翻
っ
て
考
え
る
と
、『
大
唐
西
域
記
』
も
ま
た
玄
奘
自
身
が
訪
れ
て
報
告
し
て
い
る
部
分
（
親
踐
の
地
）
と
、
集
め
た
情
報
に
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よ
る
報
告
（
伝
聞
の
地
）
と
が
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
水
谷
真
成
と
同
様
、
玄
奘
も
ま
た
、
全
く
現
地
を
訪
れ
な

く
と
も
、
極
め
て
正
確
な
報
告
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
私
は
考
え
て
い
る
。
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈

の
研
究
成
果
お
よ
び
玄
奘
の
『
大
唐
西
域
記
』
の
伝
え
る
情
報
か
ら
、
今
回
は
特
に
東
イ
ン
ド
の
オ
リ
ッ
サ
か
ら
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ

ナ
コ
ン
ダ
や
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
に
至
る
地
域
と
、
西
イ
ン
ド
の
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
両
方
の
地
域
か
ら
は

銅
板
碑
文
が
出
土
し
て
い
る
。
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
や
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
に
関
し
て
、『
大
唐
西
域
記
』
の
記
述
が
測

量
調
査
の
値
と
一
致
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
カ
ニ
ン
ガ
ム
の
報
告
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
確
定
し
て
い
る
と
見
な
し
う
る
の
は
、
彼

自
身
が
現
地
を
訪
れ
て
実
際
に
比
較
対
照
し
て
い
る
の
で
、
改
め
て
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
。
ま
た
以
下
に
当
該
箇
所
を
扱
う
に
あ

た
り
、
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈
の
註
記
に
は
カ
ニ
ン
ガ
ム
は
じ
め
多
く
の
資
料
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
研
究
成
果

を
主
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
『
大
唐
西
域
記
』
本
文
を
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
。
実
際
、『
大
唐
西
域
記
』
の
記
述
か
ら
の
み
を
頼

り
に
現
在
の
イ
ン
ド
の
地
方
、
都
市
そ
し
て
遺
跡
の
位
置
を
特
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
水
谷
真
成
﹇
一

九
七
一
﹈
の
中
で
、
し
か
も
あ
る
程
度
特
定
の
で
き
る
遺
跡
に
つ
い
て
述
べ
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
仏
教
寺
院
跡
は
ジ
ャ
イ

ナ
教
寺
院
跡
と
似
た
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
『
大
唐
西
域
記
』
の
中
に
「
窣
堵
波
」
の
記
述
が
あ
る
も
の
は
ス
ト
ゥ
ー
パ

で
あ
り
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
寺
院
跡
に
は
見
ら
れ
な
い
は
ず
だ
と
い
う
基
準（９
）で

、「
窣
堵
波
」
の
記
述
に
よ
っ
て
仏
教
遺

跡
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
一
―
一
）　
東
イ
ン
ド

最
初
に
「
烏
荼
」
の
項
か
ら
始
め
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
でuḍ ra
と
還
元
し
、
今
の
オ
リ
ッ
サ
の
北
部
と
し
て
い
る
。「
国
の
大

都
城
」
は
諸
説
あ
る
が
、
カ
タ
ッ
クC

uttack

、
あ
る
い
は
カ
タ
ッ
ク
の
南
に
あ
る
ブ
バ
ネ
ー
シ
ュ
バ
ルBhubanesw

ar

を
挙
げ
て
い
る
。

国
の
西
南
に
あ
る
山
の
中
の
補
澁
波
祇
釐
（
大
正
蔵51 ,928 c1

）
の
僧
伽
藍
を
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈
は
カ
ン
ダ
ギ
リK

handagiri

に
比
定
し
て
い
る
。
現
在
カ
ン
ダ
ギ
リ
と
チ
ャ
ン
ダ
カ
道C

handaka  R
oad

を
挟
ん
で
ウ
ダ
ヤ
ギ
リU

dayagiri

が
あ
る
。
ウ
ダ
ヤ
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第一部　玄奘の足跡と思想

ギ
リ
に
は
、
山
肌
に
僧
院
窟
が
あ
り
、
ま
た
頂
に
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
跡
の
よ
う
に
見
え
る
円
形
の
礎
石
が
あ
る
。『
大
唐
西
域
記
』

に
「
そ
の
石
の
窣
堵
波
は
霊
験
が
非
常
に
多
い
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
礎
石
に
当
た
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
遺
跡
と
し
て

相
応
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
つ
の
遺
跡
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
僧
院
跡
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
で
は
な
く
チ
ャ

イ
ト
ゥ
ヤ
と
す
る
の
が
一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
遺
跡
の
あ
る
場
所
は
、『
大
唐
西
域
記
』
に
「
国
の
西
南
」
と
あ
る
。

こ
の
遺
跡
は
実
際
に
ブ
バ
ネ
ー
シ
ュ
バ
ル
の
西
南
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、
現
在
の
地
図
上
の
位
置
と
照
合
す
る
と
、
こ
の
両
遺
跡

に
比
定
で
き
る
。

ブバネーシュバルBhubaneswarカンダギリKhandagiriと
ウダヤギリUdayagiri
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第二章　旅する玄奘の思想的変遷（佐久間）

ウダヤギリ入り口 ウダヤギリの僧院窟

右上がウダヤギリ、左側がカンダキリ。ウダヤギリ北端に ストゥーパ と見間違う跡がある。

頂上にある ストゥーパ と見間
違う跡。向こう側がカンダギリ

カンダギリからウダヤギリを臨む。ウダヤギリ頂上に ストゥーパ と見間違う跡がある。
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第一部　玄奘の足跡と思想

「
こ
の
西
北
に
あ
る
山
の
伽
藍
の
中
に
窣
堵
波
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
部
分
を
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈
は
ウ
ダ
ヤ
ギ
リU

dayagiri

と
比
定
す
る
。
そ
こ
に
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
あ
る
。『
大
唐
西
域
記
』
自
体
に
は
場
所
を
特
定
す
る
記
述
が
明
確
で
な
い
が
、
こ
れ
を

カ
タ
ッ
ク
あ
る
い
は
ブ
バ
ネ
ー
シ
ュ
バ
ル
の
北
東
に
あ
る
ウ
ダ
ヤ
ギ
リU

dayagiri

と
比
定
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
ウ
ダ
ヤ
ギ

リ
は
先
ほ
ど
の
ウ
ダ
ヤ
ギ
リ
と
は
異
な
る
訳
で
あ
る
。
ブ
バ
ネ
ー
シ
ュ
バ
ル
の
北
方
に
は
、
ウ
ダ
ヤ
ギ
リU

dayagiri

、
ラ
ト
ナ
ギ

リR
atnagiri

お
よ
び
ラ
リ
タ
ギ
リLalitagiri

の
遺
跡
が
あ
り
、
こ
れ
が
先
ほ
ど
の
記
述
の
場
所
と
考
え
る
こ
と
が
十
分
に
で
き
る
。

少
な
く
と
も
こ
の
三
つ
の
遺
跡
に
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
あ
る
。

ま
ず
は
ウ
ダ
ヤ
ギ
リ
の
遺
跡
の
写
真
を
次
に
掲
載
す
る
。
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
位
置
に
マ
ー
キ
ン
グ
を
し
た
。
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第二章　旅する玄奘の思想的変遷（佐久間）

ま
ず
は
ウ
ダ
ヤ
ギ
リ
の
遺
跡
の
写
真
を
次
に
掲
載
す
る
。
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
位
置
に
マ
ー
キ
ン
グ
を
し
た
。

ウダヤギリの仏教僧院の遺跡と山を臨む風景
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第一部　玄奘の足跡と思想

次
の
写
真
は
ウ
ダ
ヤ
ギ
リ
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
と
正
面
右
側
の
仏
像
（
鉄
格
子
の
中
に
あ
り
、
撮
影
が
難
し
い
）。

上
段
の
写
真
は
大
日
如
来
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
仏
像
）
（1
（

で
あ
る
。



41

第二章　旅する玄奘の思想的変遷（佐久間）

次
に
ラ
ト
ナ
ギ
リ
の
仏
教
遺
跡
。
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第一部　玄奘の足跡と思想

丘の上にあるストゥーパ

第一僧院跡
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第二章　旅する玄奘の思想的変遷（佐久間）

第
4
僧
院
内
の
仏
像
、
密
教
仏
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
（（
（

。

最
後
に
ラ
リ
タ
ギ
リ
の
仏
教
遺
跡
。
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第一部　玄奘の足跡と思想

ま
た
密
教
の
仏
像
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
）
（1
（

。
大
日
如
来
の
胎
蔵
界
と
金
剛
界
の
仏
像
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
し

か
し
日
本
の
大
日
如
来
と
異
な
り
、
密
教
の
仏
像
と
確
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
も
し
密
教
の
仏
像
で
あ
り
、

そ
れ
が
七
世
紀
、
つ
ま
り
六
〇
〇
年
代
の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
玄
奘
が
実
際
に
こ
の
地
を
訪
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
形
で

玄
奘
も
純
粋
密
教
に
つ
い
て
言
及
し
た
は
ず
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
玄
奘
当
時
に
は
純
粋
密
教
は
顕
在
化
し
て
い
な
か
っ
た
と

す
れ
ば
『
大
唐
西
域
記
』
自
体
に
純
粋
密
教
の
痕
跡
が
な
い
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
近
年
の
詳
し
い
研

究
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
行
く
と
思
う
。

丘の上のストゥーパとストゥーパからの眺め　
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第二章　旅する玄奘の思想的変遷（佐久間）

次
の
「
恭
御
陀
」
の
項
で
、
玄
奘
は
「
文
字
の
点
で
は
中
印
度
に
同
じ
で
あ
る
が
、
言
語
音
調
は
非
常
に
差
が
あ
る
」
と
述
べ
、

こ
の
土
地
の
言
語
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
外
道
を
尊
敬
し
、
仏
法
を
信
じ
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
。
次
の
カ
リ
ン

ガ
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
よ
る
凄
惨
な
戦
闘
や
ハ
ル
シ
ャ
バ
ル
ダ
ナ
王
に
よ
る
討
伐
を
う
け
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
あ
り
、
現
地

に
も
そ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
る
。

そ
し
て
、『
大
唐
西
域
記
』
の
コ
ー
サ
ラD

akṣ ina -K
osala

の
項
に
は
龍
樹
と
提
婆
の
伝
説
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

伝
説
を
玄
奘
が
差
し
挟
ん
で
い
る
こ
と
も
『
大
唐
西
域
記
』
の
特
徴
で
あ
る
。D

akṣ ina -K
osala

は
現
在
のC

hattīsgaṛ h

に
当
た
る

と
み
ら
れ
る
が
、
諸
説
あ
る
こ
と
が
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈
の
詳
し
い
註
に
よ
っ
て
判
る
。

さ
て
、
龍
樹
の
伝
説
の
後
に
「
跋
邏
末
羅
耆
釐
山
唐
言
黒
蜂
」（
大
正
蔵51 ,929 c23

）
と
し
て
「
黒
蜂
山
」
が
登
場
す
る
。『
大
唐
西

域
記
』
に
高
く
そ
び
え
る
こ
の
山
に
サ
ー
タ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ
王Sātavāhana

が
龍
樹
の
た
め
に
伽
藍
を
造
っ
た
と
あ
る
（「
引
正
王
爲
龍

猛
菩
薩
鑿
此
山
中
建
立
伽
藍
」
大
正
蔵51 ,929 c25

）。
こ
の
山
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
でbhrām

ara -giri

と
還
元
さ
れ
、bhram

ara

が
「
大

き
な
黒
い
蜂
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
山
の
伽
藍
は
『
法
顕
伝
』
に
記
載
さ
れ
たK

auśam
bi

か
ら
南
に
あ
るD

akṣ ina -K
osala

と
関

連
付
け
ら
れ
た
地
に
あ
るParvata

寺
院
と
さ
れ
、
玄
奘
の
報
告
す
るŚrī -parvata

で
あ
る
。
現
在
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ

N
āgārjunakoṇḍ a

と
命
名
さ
れ
て
い
る
こ
の
場
所
は
「
黒
蜂
山
」
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
は
、
現
在
は

ダ
ム
湖
に
沈
ん
で
い
る
。
こ
の
山
の
頂
上
が
湖
の
上
に
出
て
い
る
黒
蜂
山
で
あ
る
。
そ
の
頂
上
に
遺
跡
を
移
築
し
て
一
九
四
九
年
に

考
古
学
博
物
館
が
造
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
山giri
は
湖
面
に
頂
を
出
す
く
ら
い
の
高
さ
の
山
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
山
は
「
国
の
西
南
へ
三
百
余
里
」
に
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
文
脈
か
ら
こ
の
国
は
直
前
の
コ
ー
サ
ラD

akṣ ina -K
osala

を
指

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
コ
ー
サ
ラ
は
現
在
のC

hattīsgaṛ h
と
考
え
ら
れ
る
が
、
諸
説
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
と

の
位
置
関
係
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
も
の
の
、
龍
樹
の
伝
説
を
玄
奘
が
こ
こ
に
記
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
ナ
ー
ガ
ー
ル

ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダN

āgārjunakoṇḍ a

の
名
称
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

も
と
も
と
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
は
ハ
イ
デ
ラ
バ
ー
ド
を
州
都
と
す
る
ア
ー
ン
ド
ラ
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
に
属
し
て
い
た
が
、
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第一部　玄奘の足跡と思想

ナーガールジュナコンダに渡る船の船着き場とダム

ダ
ム

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ（
黒
蜂
山
）
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第二章　旅する玄奘の思想的変遷（佐久間）

ダム湖に浮かぶ黒蜂山の山頂

二
〇
一
四
年
六
月
二
日
ハ
イ
デ
ラ
バ
ー
ド
を
中
心
と
し
て
独
立
し
、
テ
ラ
ン
ガ
ー
ナ
州
と
な
っ
た
。
そ
の
際
に
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

コ
ン
ダ
の
あ
る
ダ
ム
湖
の
中
に
州
の
境
が
引
か
れ
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
へ
渡
る
船
着
き
場
は
テ
ラ
ン
ガ
ー
ナ
州
側
で
黒
蜂

山
山
頂
は
ア
ー
ン
ド
ラ
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
側
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
ー
ン
ド
ラ
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
州
都
を

ど
こ
に
す
る
か
に
つ
い
て
は
選
定
の
最
中
で
、
私
が
訪
れ
た
二
〇
二
〇
年
一
月
時
点
で
は
ま
だ
決
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
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第一部　玄奘の足跡と思想

そ
の
後
に
『
大
唐
西
域
記
』
は
陳
那D

ignāga

の
伝
記
を
挟
ん
で
い
る
。
因
明
と
共
に
『
瑜
伽
師
地
論
』
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
。

玄
奘
が
『
瑜
伽
師
地
論
』
と
因
明
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
引
き
続
い
て
ア
マ
ラ
バ
テ
ィA

m
arāvati

の
記
述
に
繫
が
る
。

ビジャヤワダ
Vijayawada

アマラバティ
Amarāvati

アマラバティ Amarāvati

アマラバティ Amarāvati
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第二章　旅する玄奘の思想的変遷（佐久間）

こ
の
ク
リ
シ
ュ
ナ
川
河
岸
に
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
が
あ
る
。
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
は
古
く
か
ら
の
仏
教
の
栄
え
た
地
で
、
歴
史
の
あ
る
街
と

し
て
、
ア
ー
ン
ド
ラ
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
の
州
都
に
す
る
声
も
あ
る
も
の
の
、
現
在
は
片
田
舎
で
あ
り
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
川
の
下
流
で
現

在
栄
え
て
い
る
ビ
ジ
ャ
ヤ
ワ
ダV

ijayaw
ada

を
候
補
と
す
る
動
き
も
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
経
済
的
に
栄
え
て
い
る
ハ
イ
デ
ラ
バ
ー

ド
が
抜
け
て
し
ま
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
ア
ー
ン
ド
ラ
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
は
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
の
歴
史
的
価
値
に
注
目
し
て
い

る
と
感
じ
ら
れ
る
。
ビ
ジ
ャ
ヤ
ワ
ダ
の
街
に
入
る
高
速
道
路
の
橋
が
ク
リ
シ
ュ
ナ
川
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
橋
を
渡
ろ
う
と
す
る

と
き
に
、” I  love  A

m
aravati”

と
い
う
大
き
な
看
板
が
見
え
た
。
ま
た
街
の
何
カ
所
か
に
真
新
し
い
仏
像
が
見
ら
れ
た
。
仏
教
は
必

ず
し
も
イ
ン
ド
人
の
宗
教
的
な
意
識
の
中
で
は
大
き
く
な
い
と
思
え
る
の
で
、
仏
教
に
注
目
す
る
の
は
新
し
い
動
き
か
も
し
れ
な
い

と
感
じ
た
。

さ
て
、
そ
の
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
に
つ
い
て
『
大
唐
西
域
記
』
を
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈
中
心
に
見
て
行
く
。

『
大
唐
西
域
記
』「
駄
那
羯
磔
迦
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のdhānya -kaṭ aka

と
還
元
さ
れ
て
い
る
。

「
国
の
大
都
城
」
に
諸
説
あ
る
中
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
川
南
岸
のD

hāraṇ ikoṭṭ a

と
す
る
カ
ニ
ン
ガ
ム
の
説
を
採
る
と
、
現
地
の
様
子
と

符
合
し
や
す
い
。
こ
こ
に
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
大
塔
が
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
現
在
こ
の
地
を
ア
マ
ラ
バ
テ
ィA

m
arāvati

と
呼
ぶ
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

「
城
の
東
に
は
山
に
拠
っ
て
弗
婆
勢
羅
僧
伽
藍
が
あ
る
。」（
城
東
據
山
有
弗
婆
勢
羅
〈
唐
言
東
山
〉
僧
伽
藍
：
大
正
蔵51 .930 c17

）「
城
の

西
に
は
阿
伐
羅
清
羅
僧
伽
藍
が
あ
る
。」（
城
西
據
山
有
阿
伐
羅
勢
羅
〈
唐
言
西
山
〉
僧
伽
藍
：
大
正
蔵51 .930 c17 -18

）
と
出
て
く
る
。「
弗
婆

勢
羅
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のpūrva -śaila

と
還
元
さ
れ
る
。
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
大
塔
は
こ
の
場
所
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

還
元
さ
れ
たśaila

はgiri

と
区
別
さ
れ
る
。
補
澁
波
祇
釐K

handa -giri
や
跋
邏
末
羅
耆
釐bhrām

ara -giri

は
あ
る
程
度
の
高
さ
の
あ

る
岩
山
で
あ
る
が
、
弗
婆
勢
羅pūrva -śaila

、
阿
伐
羅
清
羅avara -śaila
は
唐
言
に
山
と
あ
る
も
の
の
、
日
本
人
の
感
覚
で
言
う
小

高
い
山
で
は
な
い
。
ギ
リgiri

が
ウ
ダ
ヤ
ギ
リ
、
ラ
ト
ナ
ギ
リ
な
ど
岩
山
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
大
塔
の
立
つ
シ
ャ

イ
ラśaila

は
ク
リ
シ
ュ
ナ
川
な
ど
の
川
の
流
れ
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
な
い
硬
い
石
の
岩
盤
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
こ



50

第一部　玄奘の足跡と思想

のpūrva -śaila

とavara -śaila

はpūrva

つ
ま
り
東
と
、avara

つ
ま
り
西
で
隣
接
し
て
い
る
土
地
で
あ
る
な
ら
、
高
い
山
で
は
な
い
。

水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
：
三
三
一
―
三
三
二
﹈
は
「
長
廊
・
回
廊
は
巌
石
を
枕
の
よ
う
に
し
て
峰
に
と
ど
く
ほ
ど
高
い
。
山
神
が
守
護

す
る
霊
山
で
、
聖
人
賢
士
が
憩
う
所
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
が
、
原
文
は
「
長
廊
歩
簷
枕
巖
接
岫
。
靈
神
警
衞
聖
賢
遊
息
。」（
大

正
蔵51 ,930 c19 -20

）
で
あ
り
、「
岫
」
も
高
い
山
を
指
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
現
地
で
見
渡
し
て
も
私
の
見
る
限
り
で
は
高
い
山

は
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
大
塔
付
近
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
私
の
感
覚
が
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
大
塔
は
『
大
唐
西
域

記
』『
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
に
記
さ
れ
た
弗
婆
勢
羅
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
現
在
は
大
塔
の
み
が
見
ら
れ
る
が
、
か
つ

て
は
僧
伽
藍
が
駄
那
羯
磔
迦
つ
ま
り
今
の
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
、
大
塔
に
隣
接
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
博
物

館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
発
掘
物
等
を
見
る
と
、
こ
の
地
に
あ
る
程
度
大
き
な
規
模
の
僧
院
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
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東
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
『
大
唐
西
域
記
』
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
次
に
西
イ
ン
ド
で
も
ム
ン
バ
イ
や
ア
ジ
ャ
ン
タ
や
バ
ロ
ー
ダ
よ

り
さ
ら
に
西
、
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
に
つ
い
て
の
『
大
唐
西
域
記
』
の
記
述
を
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
東
イ
ン
ド
・
オ
リ
ッ
サ
地
方

と
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
サ
イ
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
地
方
の
二
つ
の
地
に
は
銅
板
碑
文
が
多
く
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
ま

と
め
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。　

（
一
―
二
）　
西
イ
ン
ド

こ
こ
で
は
ハ
ル
シ
ャ
バ
ル
ダ
ナ
王
が
広
い
範
囲
を
統
治
し
て
い
た
時
代
に
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
に
あ
っ
た
マ
イ
ト
ラ
カ
朝
の
首
都

ヴ
ァ
ラ
ビ
ーValabhī

（
伐
臘
毗
：
大
正
蔵51 ,936 b16 ff .

：
現
在
のValabhipur

）
を
中
心
に
見
て
行
く
。
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
西
北
に
ア
ー
ナ
ン

ダ
プ
ラĀ

nanda -pura

（
阿
難
陀
補
羅
：
大
正
蔵51 ,936 c5 ff .

）
が
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。G

oogle  M
ap

を
検
索
す
る
と
候
補
地
は
い

く
つ
か
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
位
置
的
に
現
在
の
ヴ
ァ
ド
ナ
ガ
ルVadnagar

が
最
も
有
力
で
あ
る
。

そ
し
て
ヴ
ァ
ド
ナ
ガ
ルVadnagar

か
ら
は
仏
教
遺
跡
が
実
際
に
発
掘
れ
て
い
る
。

こ
の
地
は
ア
ー
メ
ダ
バ
ー
ド
の
北
側
に
位
置
し
て
、
現
実
に
仏
教
遺
跡
が
あ
り
、
発
掘
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。
今
現
在
の
様
子
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
検
索
サ
イ
ト
（
例
え
ば
：vadnagar  excavation

）
で
随
時
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
る
。

次
の
蘇
剌
佗
（
大
正
蔵51 ,936 c11 ff .

）
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のśurāṣṭ ra

と
還
元
さ
れ
て
い
て
、
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
西
と
記
述
さ
れ

て
い
る
の
で
、
位
置
的
に
現
在
の
ジ
ュ
ナ
ー
ガ
ドJunāgaḍ h
と
見
ら
れ
、G

irnar

山
の
西
の
山
裾
に
あ
た
る
。
ち
な
み
に
サ
ウ
ラ
ー

シ
ュ
ト
ラSaurāṣṭ ra

は
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
の
南
部
の
ラ
ー
ジ
コ
ッ
トR

ajkot

を
含
む
半
島
全
体
の
地
域
を
指
す
名
称
と
考
え
ら
れ
る
。
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地
図
の
左
よ
り
にU

parkot  Fort

と
あ
る
の
が
砦
で
、
そ
こ
に
仏
教
僧
院
窟
跡
が
あ
る
。
地
図
の
右
のG

irnar

山
に
向
か
う
途
中

に
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
岩
が
あ
り
、
右
側
にG

irnar

山
が
高
く
そ
び
え
て
い
る
。

U
parkot  Fort

が
下
の
地
図
で
小
高
い
丘
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ヴァドナガル Vadnagar
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Uparkot Fort（砦）

アショーカ王の岩はちょうど修復中であった

アショーカ王の岩 Girnar山
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第一部　玄奘の足跡と思想

次
の
写
真
はU

parkot  Fort

に
入
る
門
の
写
真
と
内
部
の
地
図
。

次
の
写
真
はU

parkot  Fort

に
あ
る
仏
教
僧
院
窟
で
あ
り
、
地
下
に
あ
る
。
湿
気
が
多
く
、
し
ば
ら
く
し
て
使
わ
れ
な
く
な
っ
た

と
聞
い
て
い
る
。
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次
の
写
真
はU

parkot  Fort

に
あ
る
階
段
井
戸
。
向
か
い
側
に
そ
び
え
る
山
がG

irnar

山
。



56

第一部　玄奘の足跡と思想

ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
を
特
に
取
り
上
げ
る
理
由
は
『
大
唐
西
域
記
』
に
徳
慧
と
堅
慧
の
名
前
が
登
場
し
、
さ
ら
に
こ
の
地
か
ら
出
土
し

た
と
伝
わ
る
銅
板
碑
文
にSthiram

ati

が
僧
院
を
建
て
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
ら
く
仏
教
史
の
中
で
、
こ
の

Sthiram
ati

が
多
く
の
瑜
伽
行
唯
識
文
献
に
註
釈
を
書
い
たSthiram

ati

と
同
一
人
物
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
人

物
が
『
大
唐
西
域
記
』
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
項
で
も
徳
慧
・
堅
慧
と
し
て
登
場
し
、
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
で
正

統
派
護
法
と
も
っ
と
も
対
立
す
る
安
慧
と
同
一
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
）
（1
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
は
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー

と
双
璧
を
な
す
大
き
な
仏
教
伽
藍
が
あ
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
）
（1
（

。
そ
こ
で
何
度
も
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
、
現
在
の
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
プ
ル

Valabhipur

を
発
掘
し
た
も
の
の
、
壮
大
な
僧
院
の
後
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
）
（1
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
プ
ラ
（
ヴ
ァ
ド
ナ
ガ

ル
）
に
は
仏
教
寺
院
遺
跡
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
先
ほ
ど
見
て
き
た
ジ
ュ
ナ
ー
ガ
ド
の
ウ
パ
ル
コ
ッ
ト
砦U

parkot

に
は
仏
教
僧
院

窟
跡
が
あ
る
。
私
は
こ
の
う
ち
の
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
プ
ル
と
ウ
パ
ル
コ
ッ
ト
の
現
地
を
二
〇
一
六
年
二
月
に
訪
れ
、
約
三
十
年
前
に
バ

ロ
ー
ダ
の
考
古
学
調
査
班
が
発
掘
調
査
を
行
っ
た
発
掘
現
場
を
、
そ
の
調
査
に
加
わ
っ
た
い
う
人
物
と
共
に
確
認
し
た
。
グ
ジ
ャ

ラ
ー
ト
州
サ
ウ
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
仏
教
遺
跡
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
銅
板
碑
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
仏
教
施
設
が
当
時
存
在
し
た
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー

プ
ル
か
ら
は
大
規
模
な
僧
院
跡
は
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
遺
跡
の
姿
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

ま
ず
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
地
図
上
の
位
置
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
バ
ー
ブ
ナ
ガ
ルB

havnagar

は
海
岸
に
面
し
、
塩
田
が
広
が
っ
て
い
る
。
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第一部　玄奘の足跡と思想

ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
は
こ
こ
か
ら
少
し
内
陸
に
入
る
が
、
古
く
は
海
岸
が
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ゲ
ロ
ー

G
helo

川
に
か
つ
て
は
挟
ま
れ
た
場
所
に
あ
っ
た
。
現
在
の
地
図
で
は
南
側
に
川
が
流
れ
て
い
る
が
北
側
に
も
細
い
川
が
あ
り
、
名

残
が
池
の
様
に
映
っ
て
い
る
。
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第二章　旅する玄奘の思想的変遷（佐久間）

南
側
か
ら
街
に
入
る
。
入
る
と
こ
ろ
に
ゲ
ロ
ーG

helo

川
が
写
真
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
。

かつては海岸が近かったと見えて、湿潤と
見受けられる。

上側：The elevation distribution image by DEM （Digital Elevation Model） of SRTM （Shuttle 
Radar Topography Mission） in the area including Vallabhipur （analyzed by Prof. Yasunori 
Nakayama）. 

 DEM（デム）は、（　）内のように、日本語で数値標高モデルといい、高さの情報のデジタルデータのこと
 である。
 右側の黒い部分は海水の入り込んだ部分である。白黒のため判別しにくいが左側の白い部分は山脈のよ

うになっている。口絵のカラー写真ではそれと区別のつく色合いでヴラビーの街部分がはっきりと表示
されている。

下側：The elevation distribution enlargement image by SRTM/DEM which covers Vallabhipur 
and its vicinity （analyzed by Prof. Yasunori Nakayama）. 

 SRTM（エスアールティーエム）は、米国のスペースシャトルから取得されたレーダー画像による地球表
面の標高を計測するミッション名である。日本の宇宙飛行士の毛利衛さんがレーダーの操作をした画像
である。

ヴァラビーの街
（海抜約12m）

ヴァラビー南にある小高い
山 （々海抜70m前後）

（口絵参照）
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画
像
の
中
の
、
広
い
部
分
（
原
画
は
ブ
ル
ー
）
は
海
抜
一
〇
ｍ
よ
り
低
く
、
海
に
近
い
低
地
帯
で
あ
る
。
そ
の
中
に
薄
く
白
い
部
分

が
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
位
置
で
あ
り
、
こ
こ
だ
け
他
の
部
分
よ
り
少
し
高
い
。
そ
の
南
側
の
濃
い
い
く
つ
か
の
点
に
見
え
る
部
分
が
小

高
い
丘
、
あ
る
い
は
山
と
表
現
し
て
も
よ
い
部
分
で
あ
る
。
そ
の
山
は
下
記
の
山
で
、
中
央
の
地
図
の
丸
で
囲
っ
た
部
分
が
ヴ
ァ
ラ

ビ
ー
の
街
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
南
に
行
っ
た
と
こ
ろ
に
楕
円
形
に
映
っ
て
い
る
部
分
が
山
で
あ
り
、
左
は
そ
の
山
の
写
真
で
あ
る
。

現
在
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
が
あ
る
。
オ
リ
ッ
サ
の
仏
教
遺
跡
の
場
合
も
、
こ
の
よ
う
な
山
に
築
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
山
を
含
め

た
周
辺
の
山
々
や
、
さ
ら
に
遠
く
に
あ
っ
て
こ
の
平
野
を
囲
む
山
々
に
仏
教
寺
院
跡
が
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の

発
掘
で
も
仏
教
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

ヴァラビーの南にある山（ヒンドゥー寺院がある）

ヴァラビーの南にある山（ヒンドゥー寺院がある）

ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
街
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碑
文
自
体
は
石
に
刻
ま
れ
た
も
の
や
綿
布
、
貝
葉
な
ど
、
そ
の
素
材
に
は
各
種
あ
る
。
綿
布
や
貝
葉
な
ど
は
破
損
し
や
す
く
現
存

し
な
い
）
（1
（
の
に
対
し
、
銅
板
碑
文
は
現
存
す
る
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
街
の
北
側
の
池
と
し
て
映
っ
て
い
る
場
所
に
隣
接
し
た
と
こ
ろ
を
撮
影
し
た
次
の
写
真
は
、
バ
ロ
ー
ダ
の
考
古
学

調
査
班
が
か
つ
て
発
掘
し
た
場
所
で
あ
る
。
銅
板
碑
文
は
街
の
至
る
所
で
見
つ
か
る
と
聞
い
て
い
る
。
こ
の
場
所
で
も
見
つ
か
っ
た

と
聞
い
た
。
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銅
板
碑
文
は
多
く
作
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
現
存
す
る
銅
板
碑
文
の
多
く
は
東
イ
ン
ド
・
オ
リ
ッ
サ
地
方
と
西
イ
ン
ド
・
グ

ジ
ャ
ラ
ー
ト
地
方
に
見
ら
れ
る
。

東
イ
ン
ド

オ
リ
ッ
サ
州
立
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
銅
板
碑
文
。

西
イ
ン
ド

バ
ー
ブ
ナ
ガ
ルB

havnagar

の
バ
ー
ト
ン
博
物
館
の
銅
板
碑
文
。
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西
イ
ン
ド

バ
ー
ブ
ナ
ガ
ルB

havnagar

の
バ
ー
ト
ン
博
物
館
の
銅
板
碑
文
。

ラ
ー
ジ
コ
ッ
トR

ajkot

の
ワ
ト
ソ
ン
博
物
館
の
銅
板
碑
文
。
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銅
板
碑
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
、
王
朝
な
ど
か
ら
の
土
地
や
村
落
の
施
与
に
か
か
わ
る
よ
う
な
契
約
、
つ
ま
り
安
堵
を
与
え

る
も
の
や
軍
事
的
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
哲
学
や
教
理
的
な
思
想
内
容
を
伝
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
）
（1
（

。

こ
こ
で
銅
板
碑
文
が
重
要
な
役
目
を
担
う
の
は
、
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
に
か
つ
て
栄
え
た
マ
イ
ト
ラ
カ
朝
の
首
都
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
出
土

の
銅
板
碑
文
にSthiram

ati

の
名
前
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
のSthiram

ati

が
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
寺
院
を
建
立
す
る
こ
と
を
認
可

さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
玄
奘
の
『
大
唐
西
域
記
』
の
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
項
に
徳
慧
と
堅
慧
が
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
い
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
玄
奘
は
『
大
唐
西
域
記
』
で
「
堅
慧
」
に
つ
い
て
は
名
前
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
名
前
の
み
記
し
、
人
と
な
り

な
ど
の
情
報
は
一
切
記
し
て
い
な
い
。
玄
奘
は
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
を
漢
訳
す
る
際
に
「
安
慧
糅
」
と
し
て
「
安
慧
」
を
示
す
。

『
大
唐
西
域
記
』
の
「
堅
慧
」
を
玄
奘
の
弟
子
窺
基
が
「
安
慧
」
と
記
し
直
し
て
、
し
か
も
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
の
安
慧
と
結
び

つ
け
、
さ
ら
に
は
詳
し
い
人
物
像
を
加
え
て
い
る
。『
大
唐
西
域
記
』
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
へ
の
最
初
の
翻
訳
で
あ
るJulien

の
フ
ラ

ン
ス
語
で
堅
慧
はSthiram

ati

と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
出
土
の
銅
板
碑
文
にSthiram

ati

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
は
正
当
な
翻
訳
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
こ
のSthiram

ati

が
瑜
伽
行
唯
識
文
献
に
多
く
の
註
釈
を
し
たSthiram

ati

と
同
一
視
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
元
凶
は
先
に
示
し
た
窺
基
に
は
あ
る
の
だ
が
、
日
本
の
江
戸
時
代
末
期
に

ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
堅
慧
を
華
厳
教
学
の
系
統
で
如
来
蔵
思
想
の
流
れ
を
汲
むSāram

ati

と
混
同
す
る
こ
と
に
な
り
、
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
は

如
来
蔵
思
想
の
伝
統
を
汲
み
、
そ
れ
が
如
来
蔵
思
想
の
影
響
を
受
け
た
『
摂
大
乗
論
』
の
真
諦Param

ārtha

訳
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、

あ
た
か
も
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
系
統
と
対
立
す
る
思
想
と
い
う
見
方
へ
と
発
展
し
た
）
（1
（

。
義
浄
は
一
度
も
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
を
訪
れ
た
形
跡
が

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
と
双
璧
を
成
す
よ
う
な
僧
院
が
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
あ
っ
た
よ
う
に
報
告
し
た
）
（1
（

こ
と
も
あ
り
、

こ
の
考
え
方
は
一
般
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
で
は
護
法
の
正
当
説
と
し

て
定
着
し
た
四
分
説
に
対
し
て
安
慧
は
最
も
対
立
す
る
一
分
説
を
唱
え
た
と
い
う
考
え
が
定
着
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
す
ま
す
ヴ
ァ

ラ
ビ
ー
の
僧
院
は
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
僧
院
と
双
璧
を
な
す
学
派
を
形
成
し
て
い
た
か
の
ご
と
き
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
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た
。
と
こ
ろ
が
現
在
ま
で
考
古
学
的
発
掘
調
査
が
何
度
も
行
わ
れ
な
が
ら
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
プ
ル
か
ら
は
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
僧
院
に
匹
敵

す
る
よ
う
な
僧
院
は
お
ろ
か
、
仏
教
寺
院
の
痕
跡
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
銅
板
碑
文
に
記
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
か
ら
、

ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
仏
教
寺
院
が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
壮
大
な
学
派
を
形
成
す
る
基
盤
と
し
て
の

僧
院
を
意
味
す
る
と
は
思
え
な
い
。
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
自
体
は
古
代
地
図
）
11
（
に
紀
元
前
二
〇
〇
年
頃
か
ら
紀
元
後
一
二
〇
〇
年
頃
ま
で
都
市

名
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
く
か
ら
拠
点
と
な
る
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
総

合
的
に
判
断
す
る
と
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
僧
院
と
双
璧
を
な
す
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
僧
院
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
後
代
の
仏
教
徒
達
、
な

い
し
仏
教
学
者
達
の
思
い
描
き
だ
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
過
ぎ
な
い
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

『
大
唐
西
域
記
』
を
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈
に
よ
っ
て
現
地
の
遺
跡
な
ど
と
照
合
し
た
場
合
、
東
イ
ン
ド
・
オ
リ
ッ
サ
や
南
イ
ン

ド
・
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
や
ア
マ
ラ
バ
テ
ィ
に
は
、
該
当
地
域
に
多
く
の
仏
教
遺
跡
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
西
イ
ン

ド
・
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
の
記
述
が
簡
素
で
あ
る
上
に
、
考
古
学
的
証
拠
が
乏
し
く
、
そ
の
中
で
も
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
プ
ル
に
は
仏
教
遺
跡
の

痕
跡
が
見
当
た
ら
な
い
。
玄
奘
は
東
お
よ
び
南
イ
ン
ド
に
は
実
際
に
足
を
運
ん
だ
が
、
西
イ
ン
ド
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
に
は
行
っ
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
く
な
る
。
西
イ
ン
ド
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
の
中
で
も
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
を
含
む
サ
ウ
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
地

域
の
重
要
な
仏
跡
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
多
く
触
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
考
察
す
る
と
、
東
お
よ
び
南
イ
ン
ド

に
つ
い
て
も
『
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
な
ど
を
加
え
て
も
『
大
唐
西
域
記
』
そ
の
も
の
が
、
十
分
な
情
報
を
搭
載
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
桑
山
正
進
が
提
示
す
る
考
え
方
の
よ
う
に
、
当
初
の
『
大
唐
西
域
記
』
と
現
存
す
る
『
大
唐

西
域
記
』
で
は
違
う
の
で
あ
れ
ば
、
議
論
を
す
る
こ
と
さ
え
難
し
く
な
る
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
玄
奘
は
ヴ
ァ
ラ

ビ
ー
に
は
あ
ま
り
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
な
か
っ
た
か
実
際
に
は
行
っ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
。
エ
ロ
ー
ラ
や
ア
ジ
ャ
ン
タ
に

関
し
て
も
玄
奘
が
伝
聞
の
み
で
記
述
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
現
地
に
行
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
耳
に
す
る
）
1（
（

と
、
現
在
の
観
光
コ
ー
ス
で
も
両
遺
跡
近
く
の
都
市
ア
ウ
ラ
ン
ガ
バ
ー
ドA

urangabad

か
ら
北
上
し
て
ボ
ー
パ
ー

ルB
hopal

に
至
り
、
そ
の
近
く
に
あ
る
、
仏
教
徒
な
ら
見
逃
す
は
ず
の
な
い
重
要
な
仏
教
史
跡
サ
ー
ン
チ
ー
に
つ
い
て
、『
大
唐
西
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域
記
』
が
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
な
お
さ
ら
不
可
思
議
で
あ
る
。
も
し
こ
の
地
域
を
玄
奘
が
実
際
に
訪
れ
て
い
な
い
な
ら
な
お
の

こ
と
、
東
イ
ン
ド
お
よ
び
南
イ
ン
ド
か
ら
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
に
至
る
た
め
に
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
点
を
飛
ば
し
て
ヴ
ァ
ラ

ビ
ー
に
行
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。『
大
唐
西
域
記
』
に
は
、
こ
う
し
た
憶
測
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
不
可
解
さ
が

含
ま
れ
て
い
る
。

玄
奘
が
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
場
合
、
何
故
に
人
物
像
な
ど
の
情
報
を
一
切
記
さ

ず
に
「
堅
慧
」
と
い
う
名
前
だ
け
記
し
た
の
か
を
推
測
し
て
お
く
。
玄
奘
は
「
堅
慧
」
を
「
徳
慧
」
と
セ
ッ
ト
で
記
載
す
る
。「
徳

慧
」
に
つ
い
て
は
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
以
外
の
場
所
で
人
物
の
情
報
を
し
っ
か
り
と
記
述
し
て
い
る
。
し
か
し
「
堅
慧
」
に
つ
い
て
は
全

く
情
報
を
述
べ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
何
故
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
あ
え
て
「
堅
慧
」
の
名
前
を
登
場
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理

由
を
考
え
出
し
て
み
る
と
、
私
が
推
測
で
き
る
も
の
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
玄
奘
が
ハ
ル
シ
ャ
バ
ル
ダ
ナ
王
の
庇
護
を
受

け
て
い
た
時
に
、
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
を
拠
点
と
す
る
マ
イ
ト
ラ
カ
朝
に
は
ハ
ル
シ
ャ
バ
ル
ダ
ナ
王
の
娘
が
嫁
い
で
い
る
。
そ
の
こ
と
が

『
大
唐
西
域
記
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
伝
聞
つ
ま
り
情
報
に
よ
っ
てSthiram

ati

が
僧
院
を
建
て
る
こ
と
を
マ
イ
ト
ラ
カ
朝
か
ら
認

可
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
玄
奘
は
上
記
の
よ
う
な
情
報
源
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
玄
奘
は
註
釈
家

Sthiram
ati

と
は
別
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、「
安
慧
」
で
は
な
く
「
堅
慧
」
と
弁
機
に
記
録
さ
せ
た
）
11
（

。
も
し
こ
の
推
測

が
当
た
っ
て
い
る
な
ら
、
玄
奘
の
意
図
を
汲
ま
ず
に
窺
基
が
「
堅
慧
」
を
「
安
慧
」
と
記
述
し
直
し
た
と
し
た
ら
、
後
代
へ
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
な
る
。

総
合
的
に
考
え
る
と
、
玄
奘
は
マ
イ
ト
ラ
カ
朝
の
首
都
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
、
マ
イ
ト
ラ
カ
朝
政
府
か
ら
寺
院
建
立
の
認
可
を
受
け
た

Sthiram
ati

と
い
う
僧
が
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
のSthiram

ati

が
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
な
ど
の
瑜
伽
行
唯
識
文
献

に
註
釈
を
書
い
たSthiram

ati

と
は
別
人
で
あ
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
た
。
そ
こ
で
『
大
唐
西
域
記
』
の
作
成
者
弁
機
に
指
示
し
て

「
堅
慧
」
と
し
て
記
載
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
弟
子
の
窺
基
は
「
安
慧
」
と
書
き
直
し
、
人
物
情
報
を
加
え
、
そ
の
中
で
『
阿
毘
達
磨

雑
集
論
』
の
作
者
と
同
一
人
物
と
し
た
。
こ
の
記
述
を
知
っ
て
い
た
義
浄
は
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
訪
れ
る
こ
と
な
く
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
と



67

第二章　旅する玄奘の思想的変遷（佐久間）

ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
と
が
仏
教
研
究
の
双
璧
を
な
す
拠
点
と
し
て
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
記
し
た
こ
と
で
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
確
定
し
た
。

さ
ら
に
日
本
の
江
戸
時
代
に
「
堅
慧
」
が
如
来
蔵
思
想
系
の
文
献
の
著
者Sāram

ati

と
混
同
さ
れ
、
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
は
如
来
蔵
思
想
の

影
響
を
受
け
た
唯
識
思
想
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
着
し
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
正
統
派
唯
識
思
想
と
対
立
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
確
定
し

た
。
こ
れ
に
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
に
お
い
て
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
系
統
の
護
法
の
唯
識
思
想
と
最
も
対
立
す
る
ヴ
ァ
ラ

ビ
ー
の
安
慧
の
唯
識
思
想
と
い
う
系
譜
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
正
す
と
、
安
慧
と
訳
さ
れ
る
註
釈
家Sthiram

ati

の

安
慧
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
写
本
の
見
つ
か
っ
て
い
る
諸
注
釈
書
の
内
容
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
的
傾
向
を
量
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

の
上
で
玄
奘
の
思
想
的
傾
向
と
比
べ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
玄
奘
の
思
想
的
変
遷
を
辿
る
場
合
に
は
、
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
情
報
は
考

慮
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
一
―
三
）　
東
お
よ
び
南
イ
ン
ド
の
密
教
仏

玄
奘
が
密
教
を
知
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
関
心
事
が
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
玄
奘
の
『
大
唐
西
域
記
』
に
密
教
に
つ
い
て
触
れ

た
箇
所
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
に
言
及
し
た
の
が
栂
尾
祥
雲
『
秘
密
仏
教
史
）
11
（

』
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
玄
奘
は
密
教
を
知
ら

な
か
っ
た
か
意
図
的
に
避
け
た
可
能
性
が
あ
る
）
11
（

と
な
り
、
次
第
に
玄
奘
に
は
密
教
思
想
は
見
ら
れ
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
風
潮
に
な
っ

た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
見
方
は
ど
う
や
ら
少
し
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
栂
尾
祥
雲
は
独
立
し
た
密
教
教

団
に
つ
い
て
『
大
唐
西
域
記
』
に
痕
跡
が
見
ら
れ
ず
、
義
淨
の
『
西
域
求
法
高
僧
伝
』
等
に
な
っ
て
独
立
し
た
密
教
の
痕
跡
を
伺
う

こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
て
、
玄
奘
の
思
想
の
中
に
密
教
の
痕
跡
が
な
い
と
は
言
っ
て
い
な
い
。「
独
立
し
た
密
教
お
よ
び
密
教
教

団
」
と
限
定
し
て
い
る
の
は
、『
大
日
経
』
や
『
金
剛
頂
経
』
そ
し
て
『
般
若
理
趣
経
』
な
ど
の
純
粋
密
教
の
は
っ
き
り
し
た
姿
が

玄
奘
の
当
時
に
は
ま
だ
顕
在
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
、
辻
褄
が
合
わ
な
い
。
玄
奘
の
漢
訳
年
表
）
11
（
を
見
て
行
く
と
『
諸
仏

心
陀
羅
尼
経
』（
大
正
蔵N

o .918

）、『
持
世
陀
羅
尼
経
』（
大
正
蔵N

o .1162

）、『
十
一
面
神
呪
心
経
』（
大
正
蔵N

o .1071

）
に
は
初
期
密
教

経
典
の
様
相
が
あ
る
。『
十
一
面
神
呪
心
経
』
に
は
玄
奘
訳
の
他
に
い
く
つ
も
の
類
本
が
あ
る
）
11
（

。
そ
の
う
ち
大
正
蔵N

o .1070

の
耶
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舎
崛
多
訳
『
仏
説
十
一
面
観
世
音
神
呪
経
』
や
大
正
蔵N

o .1069

の
不
空
訳
『
十
一
面
観
自
在
菩
薩
心
密
言
念
誦
儀
軌
経
』
で
観
音

菩
薩
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
興
味
深
い
の
は
初
期
密
教
経
典
の
陀
羅
尼
や
真
言
と
し
てoṃ

句
が
含
ま
れ
ず
に

最
後
にsvāhā

が
添
え
ら
れ
る
と
大
乗
的
な
ダ
ラ
ニ
の
雰
囲
気
に
な
り
、
そ
こ
に
観
世
音
菩
薩
が
重
要
な
役
割
を
持
つ
と
言
う
こ
と

に
な
り
、
さ
ら
に
「
心
呪
」
と
し
てhṛ daya

と
い
う
句
が
考
え
ら
れ
る
）
11
（

の
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
正
し
い
と
す
る
と
、
俄
に
玄
奘

の
漢
訳
年
表
第
23
番
目
『
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
の
真
言gate  gate  pāragate  pārasaṃ

gate  bodhi  svāhā

に
も
興
味
が
沸
い
て
く
る
。

こ
れ
は
第
64
番
目
に
漢
訳
し
た
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
に
先
駆
け
て
玄
奘
が
翻
訳
し
て
い
る
真
言
で
あ
る
。

さ
て
『
大
般
若
経
』
の
中
に
「
理
趣
分
」
が
あ
る
。
こ
の
「
理
趣
分
」
は
今
日
日
本
の
真
言
宗
諸
宗
派
で
読
誦
し
て
い
る
不
空

訳
『
般
若
理
趣
経
』
と
類
本
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
玄
奘
訳
や
不
空
訳
も
含
め
て
「
理
趣
経
」
の
類
本
に
は
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
原
典
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
、
漢
訳
が
複
数
あ
り
、
こ
れ
ら
を
比
較
対
照
す
る
と
文
章
等
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
内
容
的
に

は
同
類
で
あ
る
こ
と
が
判
る
）
11
（

。
玄
奘
訳
「
理
趣
分
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
は
現
存
し
な
い
も
の
の
諸
本
を
比
較
検
討
す
る
と

十
分
に
イ
ン
ド
初
期
密
教
経
典
の
要
素
を
具
え
て
お
り
、『
華
厳
経
』
と
の
関
係
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
判
る
。
し
か

し
純
粋
密
教
で
あ
る
と
現
在
の
仏
教
学
で
判
断
す
る
『
大
日
経
』
と
玄
奘
訳
「
理
趣
分
」
と
を
比
較
す
る
と
、
玄
奘
訳
「
理
趣
分
」

は
『
大
日
経
』
よ
り
以
前
の
密
教
経
典
と
位
置
づ
け
る
の
が
妥
当
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
『
初
会
金
剛
頂
経
』
と
の
関
係

も
深
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
鑑
み
て
玄
奘
に
密
教
の
思
想
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
玄
奘
が

イ
ン
ド
滞
在
中
に
流
布
し
て
い
た
密
教
（
玄
奘
当
時
は
「
密
教
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
例
え
ば
「
イ
ン
ド
初
期
密
教
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
）
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
の
方
が
自
然
で
あ
る
）
11
（

。

玄
奘
の
イ
ン
ド
滞
在
当
時
に
初
期
密
教
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
玄
奘
の
翻
訳
経
典
な
ど
か
ら
判
る
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
純
粋
密

教
の
発
祥
に
つ
い
て
、
エ
ロ
ー
ラ
や
ア
ジ
ャ
ン
タ
に
多
く
存
在
し
て
い
た
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
そ
し
て
エ
ロ
ー
ラ
や
ア
ジ
ャ
ン
タ

を
『
大
日
経
』
発
祥
と
し
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
を
『
金
剛
頂
経
』
の
発
祥
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
現
時
点
で
美
術
史
や
図

像
学
の
中
で
必
ず
し
も
承
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
1（
（

。
そ
う
し
た
エ
ロ
ー
ラ
や
ア
ジ
ャ
ン
タ
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
に
大
日
如
来
の
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像
の
起
源
を
引
き
寄
せ
る
に
は
慎
重
な
意
見
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
現
在
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
仏
像
な
ど
を
見
る
と
、
東
イ
ン
ド

の
オ
リ
ッ
サ
地
方
に
『
大
日
経
』
や
『
金
剛
頂
経
』
に
基
づ
く
大
日
如
来
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
の
容
貌
を
し
た
仏
像
が
多
く
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
東
イ
ン
ド
の
オ
リ
ッ
サ
地
方
の
密
教
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

私
は
美
術
史
に
も
密
教
に
も
詳
し
く
な
い
の
で
、
こ
の
地
域
の
仏
像
の
容
貌
を
見
た
だ
け
で
は
、
同
地
域
の
神
々
の
像
と
見
比
べ
て
、

そ
の
特
徴
が
本
当
に
密
教
仏
か
ど
う
か
は
判
断
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
分
野
の
専
門
家
の
諸
研
究
を
参
照
す
る
こ
と
で
概
観

し
、
玄
奘
と
密
教
の
関
係
を
紐
解
い
て
行
く
。

オ
リ
ッ
サ
地
方
の
ラ
ト
ナ
ギ
リ
、
ウ
ダ
ヤ
ギ
リ
、
ラ
リ
タ
ギ
リ
に
あ
る
現
在
発
掘
さ
れ
た
仏
教
遺
跡
を
見
た
だ
け
で
も
、
こ
の
地

方
に
壮
大
な
仏
教
僧
院
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
私
は
未
見
で
あ
る
が
未
だ
発
掘
の
途
中
と
聞
く
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
ギ

リ
の
遺
跡
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
上
記
三
つ
の
遺
跡
か
ら
美
術
史
研
究
者
お
よ
び
密
教
研
究
者
に
よ
る
と
胎
蔵
界
の
大
日
如
来
と

金
剛
界
の
大
日
如
来
に
比
定
さ
れ
る
仏
像
が
あ
る
。
仏
像
の
容
貌
だ
け
か
ら
大
日
如
来
と
確
定
す
る
こ
と
に
、
理
論
研
究
を
主
と
す

る
私
は
不
安
を
覚
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
リ
タ
ギ
リ
出
土
の
如
来
形
仏
像
の
光
背
上
部
に
刻
ま
れ
た
銘
文
にnam

aḥ sam
anta-

buddhānāṃ
 āḥ vīra hūṃ

 khaṃ

と
あ
り
）
11
（

、
こ
れ
が
日
本
の
真
言
宗
で
胎
蔵
界
の
大
日
如
来
の
真
言
と
し
て
唱
え
て
い
る
「
ア
ヴ
ィ

ラ
ウ
ン
キ
ャ
ン
」
と
同
じ
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
仏
像
が
密
教
仏
で
あ
る
と
認
定
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
の
上
で
、
大
日
如
来
を
取
り
囲
む
諸
仏
の
形
式
が
『
大
日
経
』『
金
剛
頂
経
』
と
い
っ
た
純
粋
密
教
の
示
す
モ
デ
ル
と

認
定
さ
れ
る
）
11
（

の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
純
粋
密
教
の
教
主
大
日
如
来
で
あ
る
と
私
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
場
合
、
オ
リ
ッ
サ
地
方
な
ど
で
見
い
だ
さ
れ
る
大
日
如
来
を
は
じ
め
と
す
る
密
教
仏
の
特
徴
は
純
粋
密
教
で
あ
る
『
大
日

経
』『
金
剛
頂
経
』
の
思
想
が
確
定
し
た
後
の
様
式
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
玄
奘
の
漢
訳
文
献
に
見
ら
れ
る

イ
ン
ド
初
期
密
教
の
伝
え
る
様
式
よ
り
も
後
で
あ
る
と
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
経
典
成
立
の
時
間
の
流
れ
を
直

線
的
に
捉
え
る
と
、
オ
リ
ッ
サ
地
方
の
密
教
仏
の
成
立
時
期
は
、
玄
奘
が
イ
ン
ド
に
滞
在
し
た
後
、
中
国
に
帰
国
後
に
漢
訳
を
始
め

た
貞
観
十
九
年
（645 C

.E .

）、
つ
ま
り
六
五
〇
年
頃
以
降
、
念
に
は
念
を
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
情
報
通
の
玄
奘
が
イ
ン
ド
の
最
新
情
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報
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
六
六
四
年
以
降
と
設
定
す
べ
き
だ
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
に
『
大
日
経
』
の
成
立
が
六

〇
〇
年
代
中
頃
と
さ
れ
、『
金
剛
頂
経
』
の
成
立
が
六
〇
〇
年
代
後
半
と
言
わ
れ
て
い
る
年
代
推
定
が
歴
史
上
の
事
実
に
即
し
た
も

の
で
あ
れ
ば
、
オ
リ
ッ
サ
地
方
の
密
教
仏
の
成
立
は
七
〇
〇
年
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
理
論
研
究
を
主
と
す
る
私

が
、
現
時
点
で
こ
の
見
解
に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る
と
、『
大
唐
西
域
記
』
は
密
教
を
意
図
的
に
排
除
し
た
の
で
は
な
く
、「
玄
奘
は

玄
奘
自
身
が
見
た
限
り
の
密
教
を
報
告
し
た
」
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
玄
奘
は
純
粋
密
教
と
し
て
の
密
教
を
知
ら

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
玄
奘
当
時
の
イ
ン
ド
密
教
の
現
状
を
伝
え
た
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
玄
奘
は
瑜
伽
行
唯
識
思
想
の
基

盤
と
し
て
上
座
部
系
部
派
仏
教
の
特
に
説
一
切
有
部
の
体
系
が
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
の
で
、
こ
の
理
論
体
系
を
中
心
に
イ
ン

ド
で
瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
学
び
取
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
つ
ま
り
、
玄
奘
は
、
こ
の
思
想
の
流
れ
に
焦
点
を
当
て

て
瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
学
び
、
そ
れ
を
中
国
に
持
ち
帰
っ
て
、
よ
り
完
成
度
の
高
い
、
つ
ま
り
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
に
矛
盾
の
な
い
中

国
唯
識
教
学
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
視
点
か
ら
み
て
必
ず
し
も
瑜
伽
行
唯
識
思
想
の
中
心
的
な
思
想
の
流
れ

に
な
い
理
論
体
系
や
成
立
過
程
に
あ
っ
た
思
想
を
彼
が
そ
ぎ
落
と
し
た
と
し
て
も
、
我
々
が
玄
奘
を
責
め
る
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と

で
あ
る
。

（
一
―
四
）　『
大
唐
西
域
記
』の
伝
え
る
諸
論
師

玄
奘
は
『
大
唐
西
域
記
』
の
中
で
多
く
の
瑜
伽
行
唯
識
学
派
の
諸
論
師
を
中
心
に
、
彼
ら
に
つ
い
て
の
伝
承
を
書
き
留
め
て
い
る
）
11
（

。

そ
の
多
く
は
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
僧
院
や
東
お
よ
び
南
イ
ン
ド
に
見
ら
れ
る
。
無
著
、
世
親
、
如
意
、
衆
賢
、
無
垢
友
は
第
二
巻
か
ら

第
五
巻
に
あ
り
、
ガ
ン
ダ
ー
ラG

āndhāra

な
い
し
コ
ー
サ
ン
ビ
ーK

auśām
bī

に
跨
が
る
地
域
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
護
法
、
戒
賢
、

徳
慧
、
勝
軍
、
陳
那
、
清
弁
は
第
五
巻
か
ら
第
十
一
巻
に
あ
り
、
概
ね
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
僧
院
を
含
む
東
イ
ン
ド
か
ら
南
イ
ン
ド
に

配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
世
親
と
護
法
に
関
す
る
伝
承
が
多
く
見
ら
れ
る
。
特
に
マ
ガ
ダ
国
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
僧
院
の
学
者

と
し
て
）
11
（
護
法
や
徳
慧
が
登
場
す
る
。
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無
著
と
世
親
）
11
（

は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
生
ま
れ
（
大
正
蔵51 ,879 c1

）
で
、
無
著
は
夜
に
弥
勒
菩
薩
か
ら
『
瑜
伽
師
地
論
』『
大
乗
荘
厳
経
論
』

『
中
辺
分
別
論
』
な
ど
を
授
か
り
、
昼
に
大
衆
の
た
め
に
解
き
明
か
し
た
と
あ
る
。
彼
は
彌
沙
塞
部m

ahīśāsaka

（
化
地
部
）
で
出
家

し
た
が
、
大
乗
に
改
宗
し
た
と
な
っ
て
い
る
。
世
親
は
説
一
切
有
部
で
出
家
し
、
兄
の
無
著
に
よ
っ
て
大
乗
に
改
宗
し
た
と
い
う
お

馴
染
み
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
す
る
。
ヨ
ー
ガ
修
行
者
と
し
て
見
た
場
合
、
夜
と
昼
の
表
現
は
、
瞑
想
状
態
に
入
っ
た
状
態
と
出
た

状
態
を
表
現
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
も
の
で
、
兜
率
天
に
い
る
弥
勒
は
修
行
者
を
加
護
す
る
存
在
で
あ
る
。『
ヨ
ー
ガ
ス
ー
ト
ラ
』

で
言
う
と
観
照
者
と
表
現
し
て
い
る
存
在
と
考
え
る
と
判
り
や
す
い
。
こ
の
物
語
を
史
実
と
捉
え
る
読
者
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
と

は
思
う
が
、『
大
唐
西
域
記
』
が
真
実
を
伝
え
る
歴
史
書
と
い
う
先
入
観
で
読
む
と
、
瑜
伽
行
唯
識
思
想
は
弥
勒
を
祖
と
し
て
兄
の

無
著
、
弟
の
世
親
へ
と
継
承
さ
れ
て
完
成
さ
れ
た
と
思
い
込
む
こ
と
に
な
る
。

概
ね
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
や
マ
ガ
ダ
国
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
僧
院
を
中
心
に
護
法
、
徳
慧
、
戒
賢
が
登
場
し
、
し
か
も
詳
し
い
人
と
な
り

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ア
ー
ン
ド
ラ
に
は
陳
那
が
登
場
し
、
人
と
な
り
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
。
清
弁
は
ア

マ
ラ
バ
テ
ィ
の
近
郊
に
登
場
し
、
や
は
り
人
と
な
り
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
。
コ
ー
サ
ラ
（
こ
こ
は
舎
衛
城
の
コ
ー
サ
ラ
で
は

な
くD

akṣ iṇ a -K
osala

）
に
は
龍
樹
と
提
婆
が
登
場
し
、
や
は
り
人
と
な
り
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う

に
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
が
そ
の
地
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
エ
ロ
ー
ラ
や
ア
ジ
ャ
ン
タ
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
の
論
師
が
東
イ
ン
ド
か
ら
南
イ
ン
ド
に
固
ま
っ
て
い
る
。
徳
慧
と
一
緒
に
記
載
さ
れ
て
い
る
堅
慧
と
い
う
人
物
が
ヴ
ァ
ラ

ビ
ー
に
も
徳
慧
・
堅
慧
と
し
て
登
場
す
る
が
、
一
時
的
に
滞
在
し
た
（
大
正
蔵51 ,936 c2 -3

：
徳
慧
堅
慧
菩
薩
之
所
遊
止
）
と
玄
奘
は
言
及

す
る
。
し
か
も
堅
慧
に
つ
い
て
は
一
切
の
人
物
像
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、
玄
奘
がSthiram

ati

の
名

前
の
仏
教
僧
が
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
い
た
こ
と
を
情
報
か
ら
知
っ
て
は
い
た
が
、
ど
の
よ
う
な
人
物
か
は
深
く
は
知
り
得
な
か
っ
た
と
考

え
、
考
察
を
進
め
る
と
、
註
釈
家
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
（
玄
奘
が
安
慧
糅
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
と
し
た
人
物
）
と
も
中
国
唯
識
教
学
で
い
う

安
慧
と
も
別
人
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

玄
奘
は
特
に
瑜
伽
行
唯
識
思
想
に
関
係
の
深
い
諸
論
師
の
物
語
を
北
イ
ン
ド
お
よ
び
東
イ
ン
ド
か
ら
南
イ
ン
ド
に
配
置
し
た
の
は
、
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こ
の
地
域
に
瑜
伽
行
唯
識
思
想
の
基
盤
が
あ
る
と
見
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
無
著
と
世
親
の
出
家
先
を
上
座
部
系
部
派
仏
教

と
し
た
中
で
、
特
に
説
一
切
有
部
が
こ
の
地
域
に
基
礎
を
置
い
て
い
た
と
み
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
説
一
切
有
部
の
拠
点

は
北
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
な
ど
を
含
む
地
域
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
無
著
・
世
親
の
生
ま
れ
故
郷
を
ガ
ン
ダ
ー
ラ
と
位
置

づ
け
て
い
る
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。

二
　
玄
奘
の
思
想
的
変
遷

玄
奘
は
、
求
め
て
い
た
『
瑜
伽
師
地
論
』
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン
ド
の
瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
中
国
に
持
ち
帰
り
、
そ
れ
ま
で
に
中

国
で
花
開
い
て
い
た
如
来
蔵
思
想
に
染
ま
っ
た
瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
廃
し
て
イ
ン
ド
由
来
の
瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
伝
え
よ
う
と
し
た
、

の
で
あ
る
。
果
た
し
て
玄
奘
が
中
国
に
伝
え
、
整
備
し
た
中
国
唯
識
教
学
は
イ
ン
ド
の
瑜
伽
行
唯
識
思
想
と
同
じ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
を
示
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

（
二
―
一
）　
転
依
思
想
の
変
遷

転
依
思
想
と
は
ヨ
ー
ガ
修
行
者
が
初
心
者
か
ら
上
級
者
、
最
終
的
に
は
ブ
ッ
ダ
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
の
各
段
階
に
お
い
て
、
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
の
都
度
に
体
験
さ
れ
る
状
態
の
変
化
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ブ
ッ
ダ
に
な
る
最
終
段
階
の
み
を
扱
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
転
依
思
想
の
成
立
か
ら
展
開
史
、
玄
奘
に
よ
っ
て
矛
盾
な
く
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
内
容
ま
で
を
概
観
し
て
お

く
こ
と
に
す
る
）
11
（

。

転
依
思
想
と
一
般
に
言
わ
れ
る
が
、「
転
依
」
と
い
う
漢
訳
はāśrayaḥ  parivartate

と
い
う
名
詞
＋
動
詞
の
形
で
表
さ
れ
る
も
の

か
ら
、āśraya -nirodhaḥ

、 āśraya -parivartaḥ

と
い
う
複
合
語
の
形
が
あ
り
、
よ
り
整
っ
た
形
でāśraya -parivṛ tti

、āśraya -parāvṛ tti

と
い
う
複
合
語
の
形
が
あ
る
。
特
に
初
心
者
の
修
行
者
の
段
階
を
扱
う
『
瑜
伽
師
地
論
』
本
地
分
「
声
聞
地
」
の
場
合
に
は
名
詞
＋
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動
詞
の
形
で
修
行
の
段
階
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
修
行
者
の
身
心
の
状
態
が
向
上
し
て
行
く
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
身
心
の
状
態
の
変
化
を
表
す
中
で
、āśraya

は
「
依
り
処
（
よ
り
ど
こ
ろ
）」
を
意
味
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
依
り
処
を
思
い
浮

か
べ
た
ら
よ
い
か
と
い
う
と
、
日
常
生
活
で
生
活
の
依
り
処
で
言
え
ば
お
金
や
そ
れ
を
生
み
出
す
仕
事
、
心
の
依
り
処
で
あ
れ
ば
名

誉
や
地
位
、
思
想
信
条
な
ど
、
そ
の
他
に
も
健
康
の
問
題
な
ど
、
す
べ
て
に
亘
る
生
き
て
行
く
基
盤
と
な
る
依
り
処
を
考
え
て
み
る

と
判
り
や
す
い
。
こ
の
よ
う
に
例
示
し
た
具
体
的
な
内
容
は
文
献
上
は
顕
れ
な
い
現
代
の
日
常
に
合
わ
せ
た
私
の
表
現
描
写
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
描
写
す
る
背
景
に
は
、
最
も
古
い
成
立
の
「
声
聞
地
」
に
は
僧
院
な
ど
で
の
日
常
的
な
修
行
道
場
の
現
場
の
様
子
が
生

き
生
き
と
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
修
行
道
場
な
ど
の
日
常
的
な
有
り
様
は
、
現
代
で
も
通
じ
る
人
間
社
会
の
営
み
で
あ
る

の
で
、
あ
な
が
ち
私
の
表
現
描
写
も
的
外
れ
で
は
な
い
と
思
う
。

転
依
思
想
は
基
本
と
し
て
、「
修
行
者
が
修
行
に
よ
っ
て
身
心
の
状
態
が
重
苦
し
い
状
態
か
ら
軽
快
な
状
態
へ
と
変
化
す
る
」
と

い
う
、
こ
の
状
態
の
変
化
を
言
い
表
し
て
い
る
。「
依
り
処
」
を
漢
訳
で
「
依
」
と
し
、「
変
化
す
る
こ
と
」
を
「
転
」
と
し
た
の
で
、

「
依
り
処
を
転
じ
る
」
と
い
う
意
味
で
「
転
依
」
と
漢
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
様
々
な
修
行
者
の
修
行
の
レ
ベ
ル

に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
タ
ー
ム
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
転
依
」
と
い
う
と
ブ
ッ
ダ
に
な
る
最
終
段
階
だ
け
を
指
す
と
い
う
印

象
が
あ
る
。
時
に
は
日
本
語
で
「
転
依
す
る
」
と
「
す
る
」
と
い
う
接
尾
辞
を
つ
け
て
、「
ブ
ッ
ダ
に
な
る
」
と
同
等
の
意
味
に
し

か
解
釈
し
な
い
使
い
方
を
す
る
人
も
見
か
け
る
が
、
そ
れ
で
は
意
味
を
取
り
損
ね
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
解
釈

し
た
く
な
る
こ
と
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
修
行
段
階
を
表
す
事
と
同
時
に
最
終
段
階
を
表
す
事
も
で
き
る
、
二
重
の
意
味
合
い

が
転
依
思
想
の
展
開
史
の
中
に
見
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
気
付
き
、
そ
の
両
者
を
玄
奘
は
『
成
唯
識
論
』
の
中
で
巧
み
に
矛
盾
な
い
形

で
ま
と
め
上
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
文
献
の
成
立
順
序
に
ほ
ぼ
準
拠
す
る
流
れ
で
転
依
思
想
が
展
開
し
て
行
く
。
ま
ず
瑜
伽
行
唯
識
思
想
は
極
め

て
現
実
的
な
実
践
の
場
か
ら
始
ま
る
。
瑜
伽
行
唯
識
文
献
の
中
で
も
最
も
古
い
瑜
伽
行
唯
識
文
献
が
『
瑜
伽
師
地
論
』
で
あ
る
。
そ

の
中
で
も
古
い
成
立
部
分
が
「
本
地
分
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
本
地
分
」
の
中
で
も
最
も
古
い
成
立
と
見
做
さ
れ
る
部
分
が
「
声
聞
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地
」
と
「
菩
薩
地
」
で
あ
る
。
そ
の
「
声
聞
地
」
と
「
菩
薩
地
」
に
「
転
依
」
の
原
初
的
表
現
が
登
場
す
る
。『
瑜
伽
師
地
論
』
以

前
の
成
立
の
文
献
に
は
、「
転
依
」
と
類
似
し
た
表
現
と
見
ら
れ
る
も
の
も
可
能
性
と
し
て
は
あ
る
が
、「
転
依
思
想
」
と
し
て
十
分

に
扱
え
る
内
容
の
も
の
は
登
場
し
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。「
声
聞
地
」
で
は
修
行
の
初
心
者
が
ど
の
よ
う
に
レ
ベ
ル
を

ア
ッ
プ
さ
せ
る
か
が
見
受
け
ら
れ
、「
菩
薩
地
」
で
は
よ
り
上
級
者
の
レ
ベ
ル
と
思
わ
れ
る
変
化
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
言
い

換
え
る
と
「
声
聞
地
」
が
初
心
者
の
修
行
風
景
を
代
表
し
、「
菩
薩
地
」
が
上
級
者
や
熟
練
者
の
修
行
風
景
を
代
表
し
て
い
る
。

「
声
聞
地
」
で
は
重
苦
し
い
状
態dauṣṭ hulya

な
ど
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
要
素
が
排
除
さ
れ
て
、
軽
快
な
状
態praśrabdhi

な
ど
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
要
素
が
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
形
式
を
取
る
。「
菩
薩
地
」
の
場
合
は
こ
の
要
素
に
煩
悩
と
い
っ
た
倫
理
的
な
意
味
合
い
が

加
わ
り
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
要
素
と
し
てkleśa -pakṣ ya  dauṣṭ hulya

と
な
り
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
要
素
に
は
ブ
ッ
ダ
の
自
在
力
、
つ
ま

りvaśa -vartitā

が
当
て
ら
れ
る
。
こ
れ
は
菩
薩
、
つ
ま
り
は
上
級
者
や
熟
練
者
が
目
指
す
最
終
段
階
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
の
境
地
が
設
定

さ
れ
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
と
い
う
構
図
に
な
る
。
こ
れ
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
本
地
分
よ
り
後
代
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
「
摂
決
択

分
」
と
同
時
代
か
、
少
し
古
い
時
代
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
第
九
章
の
偈
文
41
か
ら
48
に
、
次
の
よ
う

な
公
式
を
導
き
出
せ
る
表
現
が
あ
る
。
そ
の
表
現
か
ら
公
式
を
導
き
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

A
 parāvṛ ttau

　B
 labhyate

こ
の
う
ち
Ａ
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
要
素
で
あ
り
、
Ｂ
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
要
素
で
あ
る
。

『
大
乗
荘
厳
経
論
』
は
す
で
に
修
行
者
達
が
自
ら
を
大
乗
仏
教
徒
と
し
て
意
識
し
て
い
る
が
、
説
一
切
有
部
の
中
で
教
育
を
受
け

た
修
行
者
の
意
識
か
ら
大
乗
仏
教
徒
と
し
て
の
意
識
へ
の
過
渡
期
を
示
す
内
容
が
『
瑜
伽
師
地
論
』
本
地
分
の
最
後
の
章
（
有
余
依

地
と
無
余
依
地
）
に
見
ら
れ
る
。
有
余
依
地
と
無
余
依
地
と
い
う
意
味
は
、
釈
尊
が
覚
り
を
開
い
て
ブ
ッ
ダ
と
な
っ
て
も
肉
体
と
い
う

依
り
処
が
「
余
剰
」
と
し
て
残
っ
て
い
る
時
は
、
肉
体
的
な
苦
痛
が
伴
う
が
、
涅
槃
に
入
る
と
「
余
剰
」
も
な
く
な
る
と
い
う
意
味



75

第二章　旅する玄奘の思想的変遷（佐久間）

合
い
を
持
つ
。
上
座
部
お
よ
び
上
座
部
系
部
派
仏
教
で
は
肉
体
が
な
く
な
る
と
覚
り
の
智
慧
も
な
く
な
る
、
い
わ
ゆ
る
灰け

身し
ん

滅め
っ

智ち

の

こ
と
を
無
余
依
地
と
し
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
瑜
伽
師
地
論
』
本
地
分
「
無
余
依
地
」
で
は
、
同
じ
一
つ
の
状

態
、
つ
ま
り
修
行
者
の
最
終
到
達
段
階
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ッ
ダ
に
な
っ
た
境
地
を
次
の
よ
う
な
パ
ラ
レ
ル
な
表
現
で
示
し
て
い
る
。

tathatā -viśuddhi -prabhāvita

（
あ
る
が
ま
ま
の
姿
が
浄
化
し
尽
く
さ
れ
た
状
態
が
顕
現
し
た
）

āśraya -parivṛ tti -prabhāvita

（
依
り
処
が
変
化
し
尽
く
し
た
状
態
が
顕
現
し
た
）

つ
ま
り
、
肉
体
が
な
く
な
っ
て
も
な
お
残
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
、
余
剰
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は

ブ
ッ
ダ
の
智jñāna

を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
は
ブ
ッ
ダ
の
法
身dharm

a -kāya

を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
乗
仏
教
徒
と
し
て
の

自
覚
の
顕
れ
と
理
解
で
き
る
。
修
行
者
が
修
行
の
結
果
と
し
て
ブ
ッ
ダ
へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
ブ
ッ
ダ
の
状
態
が
覚
り

の
智
と
し
て
、
あ
る
い
は
法
身
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
摂
決
択
分
の
最
後
の
章
（
有

余
依
及
無
余
依
二
地
）
で
は
修
行
者
が
修
行
の
結
果
ブ
ッ
ダ
に
な
る
、
上
座
部
な
ら
ば
ア
ラ
カ
ン
に
な
る
、
と
い
う
立
場
と
、
あ
く
ま

で
も
ブ
ッ
ダ
の
世
界
か
ら
清
ら
か
な
種
子
を
修
行
者
が
植
え
付
け
て
も
ら
い
、
ブ
ッ
ダ
に
な
る
と
い
う
立
場
と
の
対
論
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
転
依
思
想
の
旧
解
釈
と
新
解
釈
と
の
せ
め
ぎ
合
い
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
新
解
釈
が
旧
解
釈
を
抑

え
て
転
依
解
釈
の
主
流
と
な
る
。
こ
れ
に
伴
っ
てāśraya -parivṛ tti

と
い
う
複
合
語
は
修
行
の
プ
ロ
セ
ス
よ
り
も
修
行
の
結
果
と
し

て
の
究
極
の
状
態
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
究
極
の
状
態
か
ら
初
心
者
お
よ
び
熟
練
者
に
当
た
る
修
行
者
の
立
場
を
見
る

視
点
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。「
上
求
菩
提
、
下
化
衆
生
」
に
当
て
は
め
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
に
な
っ
た
上
で
、
修
行
者
達
を
導
く
視
点
を

持
つ
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
に
示
し
た
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
公
式 A

 parāvṛ ttau　
B

 labhyate 

の
Ｂ
が
ブ
ッ
ダ
の
自
在
力
で
あ
る
理

由
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
公
式
が
成
立
す
る
と
、
凡
夫
で
あ
る
修
行
者
の
日
常
の
識
が
ブ
ッ
ダ
の
智
に
取
っ
て
代
わ
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ら
れ
る
と
い
う
構
図
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。『
摂
大
乗
論
』
に
な
っ
て
明
確
化
す
る
「
識
が
変
化
し
た
時
に
智
が
獲
得
さ
れ

る
」
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
こ
の
構
図
の
原
文
を
持
つ
『
摂
大
乗
論
』
で
は
、「
五
つ
の
構
成
要
素
（
色
受
想
行
識
）
が
変
化
す
る
と

ブ
ッ
ダ
の
持
つ
特
徴
が
得
ら
れ
る
」
と
な
る
。
五
つ
の
構
成
要
素
の
五
つ
目
が
「
識vijñāna

が
変
化
す
る
と
ブ
ッ
ダ
の
四
つ
の
智

が
得
ら
れ
る
」
と
な
る
。
大
円
鏡
智ādarṣ a -jñāna

を
は
じ
め
と
す
る
四
つ
の
智
は
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
第
九
章
に
突
然
登
場
す

る
。
ど
こ
か
ら
こ
の
四
つ
の
智
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
の
出
所
は
判
っ
て
い
な
い
。『
摂
大
乗
論
』
は
こ
の
四
つ
の
智
を

凡
夫
の
識
と
結
び
つ
け
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
八
つ
の
識
と
四
つ
の
智
と
を
個
々
に
結
び
つ
け
る
考
え
方
は
『
大
乗
荘
厳
経

論
』
に
も
『
摂
大
乗
論
』
に
も
な
い
。
し
か
し
、
識
と
智
と
が
一
度
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
と
両
者
の
個
々
の
結
合
関
係
を
整
備
し

よ
う
と
模
索
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
節
を
換
え
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。

（
二
―
二
）　
四
つ
の
仏
の
智
と
八
つ
の
凡
夫
の
識
の
結
合
関
係
の
変
遷

実
は
凡
夫
の
識
が
八
つ
に
な
る
に
も
発
展
過
程
が
あ
る
。
も
と
も
と
は
六
つ
の
識
で
我
々
の
認
識
世
界
を
我
々
は
説
明
す
る
。
こ

れ
は
上
座
部
お
よ
び
上
座
部
系
部
派
仏
教
に
お
い
て
も
、
イ
ン
ド
思
想
風
土
に
か
か
わ
ら
ず
、
世
の
東
西
の
も
の
の
考
え
方
と
し
て

は
自
然
な
捉
え
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
我
々
は
五
つ
の
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
外
界
の
情
報
を
獲
得
し
て
、
そ
れ
を
第
六
番
目
の
感
覚
器

官
で
合
成
し
て
外
界
を
認
知
認
識
す
る
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
特
に
上
座
部
系
部
派
仏
教
の
説
一
切
有
部
は
過
去
現
在
未
来
に
亘
っ
て

一
刹
那
に
一
つ
の
ダ
ル
マ
、
つ
ま
り
は
原
子
し
か
存
在
で
き
ず
、
未
来
か
ら
現
在
に
導
か
れ
て
来
た
原
子
は
次
の
関
連
す
る
原
子
を

導
き
、
自
ら
は
過
去
に
落
ち
て
行
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
三
世
実
有
の
考
え
方
を
持
つ
。
原
子
が
次
の
原
子
を
導
か
な
い
と
何
も
な

く
な
る
事
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
修
行
者
が
滅
尽
定
な
ど
第
六
意
識
が
働
か
な
い
無
意
識
の
状
態
が
続
い
て
も
、
滅
尽
定
の

状
態
か
ら
修
行
者
が
抜
け
出
す
と
、
滅
尽
定
の
前
の
人
格
が
復
活
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
保
持
さ
れ
る
と
い
う
現
実
が
観
察

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
理
論
上
成
立
し
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
現
実
に
修
行
を
続
け
る
ヨ
ー
ガ
修
行
者yogācāra

は
こ

の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
情
報
の
貯
蔵
庫
と
も
言
う
べ
き
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
。
ま
た
現
実
に
輪
廻
し
て
し
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ま
っ
た
自
分
が
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
の
で
、
輪
廻
の
主
体
と
し
て
執
着
す
る
カ
ル
マ
を
持
つ
識
と
し
て
の
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
と

い
う
概
念
も
提
示
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
識
を
提
示
す
る
中
で
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
代
表
格
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
六
つ
の
識
と
ア
ー

ラ
ヤ
識
の
構
図
が
で
き
あ
が
っ
た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
輪
廻
し
て
し
ま
う
存
在
で
あ
る
た
め
の
原
動
力
は
、
凡
夫
の
一
番
の
煩
悩

で
あ
る
四
つ
の
根
本
煩
悩
（
我
見
・
我
慢
・
我
痴
・
我
愛
）
で
あ
る
。『
摂
大
乗
論
』
の
頃
に
、
こ
れ
ら
を
マ
ナ
ス
と
結
び
つ
け
る
よ
う

に
な
る
。
マ
ナ
ス
は
心citta

・
意m

anas

・
識vijñāna

の
中
の
意
で
あ
る
。
私
の
解
釈
で
は
修
行
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
表

すcitta -saṃ
tāna

の
心
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
相
応
し
く
、
ま
た
凡
夫
の
現
象
世
界
の
識
別
判
断
を
担
うvijñāna

が
六
つ
の
識
で
あ
れ
ば
、

残
り
の
意
の
役
目
は
何
で
あ
る
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
意
が
次
第
に
四
つ
の
根
本
煩
悩
の
役
目
を
引
き
継
ぐ
こ
と

に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
想
像
し
て
い
る
。
こ
こ
に
八
つ
の
識
の
原
型
が
成
立
す
る
下
地
が
で
き
あ
が
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
徐
々
に
成
立
し
て
い
き
、
玄
奘
が
イ
ン
ド
・
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
で
学
ぶ
頃
に
は
完
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
以
前
に

瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
並
行
輸
入
し
て
い
た
中
国
の
瑜
伽
行
唯
識
思
想
に
お
い
て
、
玄
奘
以
前
に
八
つ
の
識
が
成
立
し
て
い
た
も
の
の
、

玄
奘
が
も
た
ら
し
た
上
記
の
八
つ
の
構
造
と
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
様
子
を
図
示
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
）
11
（

。

（
1
）　
地
論
学
派　
南
道　
旧
八
識
説
（
法
上
）　
：
阿
梨
耶
識
と
真
如
が
如
来
蔵
・
仏
性
に
該
当
す
る
。

　
真
如　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
第
八
識

　
阿
梨
耶
識
（
妄
識
？
）　　
　
　
　
　
　
　
　

：
第
七
識

　
意
識　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
第
六
識

　
眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識　
　
　
：
五
つ
の
識

（
2
）　
地
論
学
派　
南
道　
新
八
識
説
（
浄
影
寺
慧
遠
）

　
阿
梨
耶
識
（
真
妄
和
合
識
：
如
来
蔵
・
仏
性
）　

：
第
八
識
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阿
陀
那
識　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
第
七
識

　
意
識　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
第
六
識

　
眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識　
　
　
：
五
つ
の
識

（
3
）　
地
論
学
派　
北
道　
七
識
説

　
阿
梨
耶
識
（
妄
識
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
第
七
識

　
意
識　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
第
六
識

　
眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識　
　
　
：
五
つ
の
識

（
4
）　
摂
論
学
派　
九
識
説
（
道
基
、
慧
景
）　
　

：
地
論
学
派
の
旧
八
識
説
の
系
統
で
、
阿
梨
耶
識
と
阿
摩
羅
識
が
如
来
蔵
・
仏
性

　
　
阿
摩
羅
識
（
真
識
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

：
第
九
識

　
阿
梨
耶
識
（
妄
識
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
第
八
識

　
阿
陀
那
識　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
第
七
識

　
意
識　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
第
六
識

　
眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識　
　
　
：
五
つ
の
識

（
5
）　
摂
論
学
派　
八
識
説
（
霊
潤
）：
地
論
学
派
の
新
八
識
説
の
系
統

阿
梨
耶
識
（
真
妄
和
合
識
：
如
来
蔵
・
仏
性
）　

：
第
八
識

阿
陀
那
識　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

：
第
七
識

意
識　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

：
第
六
識

眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識　
　
　

：
五
つ
の
識

（
6
）　
玄
奘
が
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
で
学
び
、
翻
訳
し
た
文
献
に
見
ら
れ
る
な
か
で
完
成
し
た
八
識
説

阿
賴
耶
識
（
妄
識
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

：
第
八
識
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末
那
識　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

：
第
七
識

意
識　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

：
第
六
識

眼
識
、
耳
識
、
鼻
識
、
舌
識
、
身
識　
　
　

：
五
つ
の
識

こ
の
図
表
か
ら
判
る
こ
と
は
（
6
）
の
形
で
八
つ
の
識
の
構
造
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
の

凡
夫
の
八
つ
の
識
と
ブ
ッ
ダ
の
四
つ
の
智
と
の
結
合
関
係
は
生
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
関
係
が
結
ば
れ
る
の
は

心
・
意
・
識
の
意m

anas
の
役
割
が
は
っ
き
り
す
る
『
摂
大
乗
論
』
以
降
に
な
る
の
が
道
理
で
あ
る
。
ち
な
み
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
原
典
の
現
存
し
な
い
『
摂
大
乗
論
』
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
原
典
の
直
訳
と
さ
れ
、
玄
奘
よ
り
も
後
代
に
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
さ
れ
た
『
摂

大
乗
論
』
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
は
八
識
と
四
智
を
一
つ
一
つ
結
び
つ
け
る
考
え
方
は
な
い
。
さ
ら
に
や
は
り
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
『
摂
大

乗
論
』
無
性
釈
に
も
こ
の
考
え
方
は
な
い
。
不
思
議
な
こ
と
に
玄
奘
の
漢
訳
し
た
『
摂
大
乗
論
』
無
性
釈
に
は
両
者
の
結
合
関
係
が

明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
に
忠
実
に
漢
訳
し
た
と
信
じ
て
き
た
玄
奘
訳
も
、
文
献
に
よ
っ
て
は
玄
奘
の

意
志
で
改
編
さ
れ
て
翻
訳
さ
れ
た
玄
奘
訳
文
献
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
我
々
は
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
ど
の
よ
う

な
経
緯
で
八
つ
の
識
と
四
つ
の
智
が
一
つ
一
つ
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
か
を
図
示
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
1
）　
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
以
前
の
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
、
ア
ス
ヴ
ァ
バ
ー
ヴ
ァ
の
著
作
に
は
記
載
が
な
い

（
2
）　
『
仏
地
経
論
』
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
釈
（
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
み
）

　
ア
ー
ラ
ヤ
識　
　
　
　
　
大
円
鏡
智

　
染
汚
意　
　
　
　
　
　
　
平
等
性
智

　
意　
識　
　
　
　
　
　
　
　
　
？

（
3
）　
プ
ラ
バ
ー
カ
ラ
ミ
ト
ラ
訳
『
大
乗
荘
厳
経
論
』、
玄
奘
訳
『
摂
大
乗
論
』
無
性
釈
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ア
ー
ラ
ヤ
識　
　
　
　
　
大
円
鏡
智

染
汚
意　
　
　
　
　
　
　
平
等
性
智

五　
識　
　
　
　
　
　
　
妙
観
察
智

意　
識　
　
　
　
　
　
　
成
所
作
智

（
4
） 
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
釈
（
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
み
）、
玄
奘
訳
『
仏
地
経
論
』『
成
唯
識
論
』、
イ
ェ
シ
ェ
デ

『
仏
身
広
註
』、
ペ
ル
ツ
ェ
ク
『
法
門
備
忘
録
』

ア
ー
ラ
ヤ
識　
　
　
　
　
大
円
鏡
智

染
汚
意　
　
　
　
　
　
　
平
等
性
智

意　
識　
　
　
　
　
　
　
妙
観
察
智

五　
識　
　
　
　
　
　
　
成
所
作
智

重
要
な
点
は
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
み
に
残
る
『
仏
地
経
論
』
の
奥
書
に
記
さ
れ
て
い
る
著
者
名
は
北
京
版N

o .5498

、
デ
ル
ゲ
版

N
o .3997

でN
gang  tshul  bzang  po

と
あ
る
。
こ
れ
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
還
元
す
る
とŚīlabhadra

に
な
る
。
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ

Śīlabhadra

は
漢
訳
さ
れ
る
と
戒
賢
に
な
る
。
こ
の
戒
賢
が
、
玄
奘
が
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
僧
院
で
学
ん
だ
戒
賢
と
同
一
人
物
で
あ
る

の
か
否
で
あ
る
。
こ
れ
を
確
定
で
き
る
だ
け
の
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。
そ
の
場
合
、
文
献
上
の
証
拠
を
付
き
合
わ
せ
て
み
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
『
仏
地
経
論
』
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
漢
訳
と
を
対
照
し
て
、
そ
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
が
、
現
時
点
で

の
最
も
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
漢
訳
は
玄
奘
訳
で
あ
る
。
玄
奘
の
師
が
戒
賢
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
伝
聞
に
よ
る
。

ま
ず
伝
聞
に
よ
る
戒
賢
が
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
か
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。『
大
唐
西
域
記
』（
大
正
蔵

51 ,914 ff .

）
で
は
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
の
僧
院
で
、
護
法
が
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
っ
て
い
て
、
議
論
を
申
し
込
ん
だ
バ
ラ
モ
ン
と
の
論

議
に
三
十
歳
で
あ
る
若
手
の
戒
賢
を
派
遣
し
、
見
事
に
バ
ラ
モ
ン
を
論
破
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。『
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
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（
大
正
蔵50 ,236 c13 ff .

）
に
戒
賢
が
中
国
か
ら
来
た
玄
奘
と
対
面
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
続
高
僧
伝
』（
大
正
蔵50 ,451 c23 ff .

）

に
玄
奘
が
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
で
戒
賢
に
面
会
し
た
と
き
戒
賢
は
一
〇
六
歳
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
護
法
は
戒
賢

よ
り
か
な
り
年
上
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
窺
基
の
『
成
唯
識
論
掌
枢
要
』（
大
正
蔵43 ,608 a9 ff .

）
に
世
親
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
始

ま
り
、
護
法
に
つ
い
て
二
十
九
歳
（
春
秋
二
十
有
九
）
の
時
に
無
常
を
覚
り
、
三
年
（
三
載
之
年
）
し
て
臨
終
と
な
る
こ
と
が
書
い
て
あ

り
、
同
じ
く
窺
基
の
『
成
唯
識
論
述
記
』（
大
正
蔵43 ,231 c7 ff .

）
に
三
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
（
年
三
十
二
而
卒
）
と
あ
る
。
護
法
が
若

年
で
あ
っ
た
と
記
す
の
は
窺
基
の
も
の
で
あ
る
。
玄
奘
が
戒
賢
と
面
会
し
た
こ
と
は
『
大
唐
西
域
記
』
よ
り
後
代
に
記
述
さ
れ
た

『
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
と
き
は
お
そ
ら
く
護
法
が
年
上
で
、
戒
賢
は
若
手
の
有
望
株
と
い
う
よ
う

に
受
け
止
め
ら
れ
る
書
き
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
玄
奘
の
弟
子
の
窺
基
の
話
で
は
、
護
法
が
三
十
二
歳
で
早
世
し
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
上
、
ど
こ
か
ら
そ
の
よ
う
な
話
に
な
っ
た
の
か
戒
賢
は
護
法
よ
り
一
歳
年
上
の
よ
う
な
形
で
流
布
し
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
よ

う
な
内
容
を
現
代
の
仏
教
学
で
史
実
と
し
て
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
は
、
私
一
人
で
あ
ろ
う
か
。

玄
奘
が
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
で
戒
賢
に
師
事
し
た
と
い
う
伝
聞
も
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
く
と
し
て
、
現
存
す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
『
仏
地

経
論
』
と
玄
奘
の
漢
訳
『
仏
地
経
論
』
と
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
比
較
す
る
と
興
味
深
い
こ
と
が
た

く
さ
ん
出
て
く
る
。

ま
ず
、
五
姓
各
別
、
証
自
証
分
な
ど
、
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
の
代
表
的
な
主
張
が
こ
と
ご
と
く
チ
ベ
ッ
ト
語
訳

に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け
を
聞
く
と
、
玄
奘
は
戒
賢
の
著
作
で
あ
る
『
仏
地
経
論
』
を
見
て
い
な
い
よ
う
な
錯
覚
に
陥

る
か
も
し
れ
な
い
。
実
は
、
両
文
献
を
比
較
対
照
し
た
場
合
、
玄
奘
が
下
地
と
し
た
内
容
を
想
定
す
る
と
、
一
致
す
る
部
分
が
多
い

の
に
驚
か
さ
れ
る
。
改
変
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
対
照
す
る
こ
と
の
で
き
る
部
分
は
、
お
そ
ら
く
は
玄
奘
は
現
存
す
る
チ
ベ
ッ
ト

語
訳
『
仏
地
経
論
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
を
横
に
置
い
て
、
自
分
が
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
で
学
び
、
そ
の
後
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
に
矛

盾
の
な
い
体
系
を
立
て
る
た
め
に
変
更
を
加
え
た
と
し
か
思
え
な
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
玄
奘
訳
第
29
番
目
『
仏
地
経
論
』
は
第

63
番
目
『
成
唯
識
論
』
と
同
様
に
、
一
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
翻
訳
し
た
形
を
採
っ
て
い
な
い
。
代
表
と
し
て
特
定
の
論
師
の
名
前
を
あ
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げ
て
、
複
数
の
意
見
を
正
当
説
と
異
説
と
を
並
列
す
る
形
式
で
翻
訳
し
た
形
を
と
る
。
私
は
、
こ
れ
が
あ
る
意
味
に
お
い
て
重
要
な

要
素
だ
と
思
う
。
つ
ま
り
玄
奘
は
こ
こ
で
イ
ン
ド
由
来
の
瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
へ
と
昇
華
さ
せ
、
矛
盾
の
な
い
体

系
を
造
り
上
げ
る
意
図
を
持
っ
た
二
つ
の
翻
訳
文
献
で
あ
る
と
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
仏
地
経
論
』
の
下
地
と
し

た
テ
キ
ス
ト
が
、
限
り
な
く
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
つ
ま
り
戒
賢
の
著
作
『
仏
地
経
論
』
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
玄
奘
が
玄
奘
訳
『
摂

大
乗
論
』
無
性
釈
に
加
え
て
、
こ
の
二
つ
の
翻
訳
文
献
に
よ
っ
て
後
の
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
の
基
礎
を
固
め
た
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
、
憶
測
を
交
え
て
述
べ
る
と
、
玄
奘
が
イ
ン
ド
由
来
の
瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
中
国
化
す
る
き
っ
か

け
と
し
て
戒
賢
の
著
作
『
仏
地
経
論
』
を
下
地
と
し
て
選
ん
だ
の
だ
と
し
た
ら
、
も
し
か
す
る
と
玄
奘
の
師
匠
は
本
当
に
戒
賢
に
な

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
憶
測
の
中
で
も
説
得
力
の
な
い
妄
想
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
成
唯
識
論
』
を

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
の
現
存
す
る
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
著
『
唯
識
三
十
頌
釈
』
と
見
比
べ
て
行
く
と
、
か
な
り
の
部
分
で
両
者
に

通
じ
る
も
の
を
感
じ
て
し
ま
う
。
私
の
こ
の
奇
妙
な
感
覚
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か
と
訝
し
く
思
う
。

さ
て
、
妄
想
の
時
間
を
元
に
戻
し
て
、
八
識
と
四
智
の
結
合
関
係
を
辿
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
両
者
の
結
合
関
係
の
過
渡
的
な
状

況
を
、
幸
い
に
も
我
々
は
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
『
仏
地
経
論
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
（
2
）
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
転
じ
て
大
円
鏡

智
に
な
り
、
染
汚
意
が
転
じ
て
平
等
性
智
に
な
る
結
合
関
係
が
完
成
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
以
外
の
意
識
と
五
現
識
と

智
と
の
関
係
は
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
。（
3
）
プ
ラ
バ
ー
カ
ラ
ミ
ト
ラ
訳
『
大
乗
荘
厳
経
論
』、
玄
奘
訳
『
摂
大
乗
論
』
無
性
釈
で

は
結
合
関
係
が
完
成
し
て
い
る
。
玄
奘
の
漢
訳
年
表
で
見
る
と
、『
摂
大
乗
論
』
無
性
釈
は
第
9
番
目
の
翻
訳
開
始
で
あ
る
が
、
第

17
番
目
の
『
摂
大
乗
論
』
世
親
釈
と
第
18
番
目
の
『
摂
大
乗
論
』
本
文
と
訳
し
終
え
る
の
が
同
時
で
あ
る
の
で
、
同
時
並
行
的
に
訳

し
て
い
る
。
そ
の
玄
奘
訳
『
摂
大
乗
論
』
無
性
釈
は
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
『
摂
大
乗
論
』
無
性
釈
に
は
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
八
識
と

四
智
の
結
合
関
係
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
示
さ
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
の

正
当
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
な
ん
と
そ
れ
を
玄
奘
訳
『
仏
地
経
論
』
で
わ
ざ
わ
ざ
訂
正
し
て
正
当
説
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
理
由
が
面
白
い
。「
順
番
通
り
で
な
い
か
ら
）
11
（

」
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
に
矛
盾
の
な
い
体
系
を
目
指
す
玄
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奘
の
意
図
が
よ
く
顕
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
思
想
な
い
し
修
行
者
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
（
3
）
の
結
合
関
係
が
理
に
か
な
っ
て
い

る
）
1（
（

。
し
か
し
美
し
い
体
系
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
順
番
通
り
で
は
な
い
、
つ
ま
り
美
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
入
れ
替
え
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
の
仏
教
学
で
正
当
と
さ
れ
て
い
る
（
4
）
八
識
と
四
智
の
結
合
関
係
が
完
成
す
る
。
な
ん
と
こ
の
正
当
説
は

（
4
）『
大
乗
荘
厳
経
論
』
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
釈
（
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
み
）、
玄
奘
訳
『
仏
地
経
論
』『
成
唯
識
論
』、
イ
ェ
シ
ェ
デ
『
仏

身
広
註
』、
ペ
ル
ツ
ェ
ク
『
法
門
備
忘
録
』
に
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
献
上
の
証
拠
が
確
認
で
き
る
中
で
、
中
国
唯
識
教

学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
が
正
当
説
と
最
も
対
立
す
る
説
を
唱
え
た
の
が
安
慧
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
を
ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
安
慧
が
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
釈
の
著
者
と
同
一
人
物
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
論
師
の

系
譜
は
矛
盾
し
た
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
次
に
扱
う
五
姓
各
別
に
つ
い
て
も
こ
の
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
ス
テ
ィ
ラ

マ
テ
ィ
釈
は
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
と
同
じ
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
こ
れ
ま
で
仏
教
学
が
描

い
て
き
た
護
法
と
安
慧
と
が
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
と
い
う
瑜
伽
行
唯
識
学
派
の
諸
論
師
の
主
張
内
容
は
、
文
献
の
示
す
内
容
を
土

台
に
す
る
と
不
都
合
極
ま
り
な
い
図
式
な
の
で
あ
る
。

ブ
ッ
ダ
の
境
地
は
四
つ
の
智
と
清
浄
法
界
と
い
う
五
つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
や
『
仏
地
経
』
で
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
構
図
は
、
純
粋
密
教
の
中
で
用
い
ら
れ
る
五
智
如
来
の
五
つ
の
智
へ
と
変
貌
す
る
。
さ
ら
に
こ
れ
が
智
と
識
と

の
結
合
関
係
に
受
け
継
が
れ
て
、
五
つ
の
智
が
九
つ
の
識
の
転
じ
た
も
の
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
て
来
る
。
九
つ
目
の
識
は
ア
マ
ラ

識
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
マ
ラ
が*am

ala

な
ら
「
無
垢
」
つ
ま
り
「
汚
れ
の
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
、
凡
夫
の
識

で
は
な
く
ブ
ッ
ダ
の
識
に
な
っ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
代
に
な
る
と
数
あ
わ
せ
や
理
論
の
た
め
の
理
論
へ
と
な
り
、
修
行
者

の
実
際
の
修
行
体
験
か
ら
は
離
れ
て
来
る
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
論
文
の
主
題
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
は
触
れ
な
い

こ
と
に
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
上
記
に
示
し
た
内
容
は
、
転
依
思
想
の
旧
思
想
に
当
た
る
修
行
者
の
修
行
プ
ロ
セ
ス
を
映
し
出
す
流
れ
に
あ

り
、
凡
夫
で
あ
る
修
行
者
の
識
が
変
化
し
て
ブ
ッ
ダ
の
自
在
な
る
智
が
獲
得
さ
れ
る
、
と
い
う
構
図
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
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わ
ゆ
る
転
識
得
智
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
主
流
派
と
し
て
の
「
転
依
」
を
究
極
段
階
の
ブ
ッ
ダ
の
境
地
の
「
転

依
」
に
一
本
化
し
な
が
ら
、
修
行
プ
ロ
セ
ス
を
表
す
転
依
思
想
の
旧
思
想
は
「
転
識
得
智
」
と
し
て
生
き
延
び
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
玄
奘
は
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
お
り
）
11
（

、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
『
仏
地
経
論
』
に
示
さ
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
三
種
転
依
の
考
え
方
を
「
転

去
」「
転
得
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
書
き
換
え
て
玄
奘
訳
『
仏
地
経
論
』
の
中
で
提
示
し
、
最
終
的
に
究
極
の
ブ
ッ
ダ
の
境
地
を

「
転
依
」
と
い
う
漢
訳
語
に
絞
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
を
『
成
唯
識
論
』
で
は
さ
ら
に
は
っ
き
り
さ
せ
、『
摂
大
乗
論
』

の
い
わ
ゆ
る
二
分
依
他
起
の
要
素
も
修
行
者
の
修
行
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
要
素
を
「
転
捨
」
し
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
要

素
を
「
転
得
」
す
る
と
い
う
表
現
で
取
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
転
依
の
新
解
釈
は
「
仮
説
新
浄
」
と
し
た
こ
と
で
、
修
行

者
は
自
ら
の
修
行
に
よ
っ
て
汚
れ
を
払
い
尽
く
し
て
ブ
ッ
ダ
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ブ
ッ
ダ
の
清
ら
か
な
世
界
か
ら
流
れ
込

む
、
あ
る
い
は
植
え
込
ま
れ
る
清
ら
か
な
種
子
で
満
た
さ
れ
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
ブ
ッ
ダ
に
な
る
と
い
う
構
図
が
で
き
あ
が
っ
た

の
で
あ
る
。
修
行
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
ブ
ッ
ダ
の
世
界
は
修
行
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
獲
得
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
修
行
者
の
前
に
新
た
に
清
浄
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
と
い
う
構
図
と
な
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
解

釈
は
対
立
し
た
見
方
に
見
え
た
の
だ
が
、
玄
奘
は
転
依
の
旧
解
釈
を
「
転
識
得
智
」
に
当
た
る
「
転
捨
」「
転
得
」
と
い
う
用
語
に

よ
っ
て
提
示
し
、
並
列
し
て
新
解
釈
を
「
転
依
」
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
矛
盾
な
く
体
系
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
玄
奘
の
巧
み
さ
は
、
私
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
玄
奘
に
魅
了
さ
れ
た
の
は
私
一
人
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
後

に
『
西
遊
記
』
と
い
う
物
語
の
主
人
公
と
し
て
一
般
民
衆
に
親
し
ま
れ
る
存
在
と
な
っ
た
こ
と
を
見
て
も
明
白
で
あ
る
。

さ
ら
に
玄
奘
は
「
転
識
得
智
」
に
潜
む
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
矛
盾
を
解
く
た
め
の
工
夫
も
し
た
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
で
は
智
は
心
所
に
あ
た
り
、
識
は
心
に
あ
た
る
。
し
た
が
っ
て
心
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
識
が
心
所
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
智
に
変
化
す

る
こ
と
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
越
え
た
結
合
関
係
と
い
う
矛
盾
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
玄
奘
は
「
阿
頼
耶
識
を
転
じ
て
、

大
円
鏡
智
に
相
応
す
る
識
を
得
る
）
11
（

」
と
い
う
離
れ
業
を
繰
り
出
し
て
、
矛
盾
な
き
体
系
を
造
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
て
の
通

り
、
識
を
転
じ
て
智
に
な
る
の
で
は
な
く
、
智
と
相
応
し
た
識
に
な
る
の
で
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
矛
盾
は
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
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る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
に
は
な
か
っ
た
考
え
方
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

転
依
思
想
が
玄
奘
に
よ
っ
て
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
に
矛
盾
な
き
美
し
い
体
系
へ
と
変
貌
し
て
完
成
し
て
い
っ
た
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
―
三
）　
五
姓
各
別
の
変
遷

中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
の
旗
印
と
し
て
一
般
に
有
名
と
な
っ
て
い
る
思
想
の
一
つ
が
こ
の
五
姓
各
別
で
あ
る
）
11
（

。
こ

の
考
え
方
は
日
本
で
は
日
本
天
台
宗
の
祖
で
あ
る
最
澄
と
日
本
法
相
教
学
の
徳
一
と
の
論
争
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
仏
教
史
の
中

で
は
法
華
一
乗
を
説
く
最
澄
が
勝
利
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
文
献
を
精
査
す
る
と
決
着
が
付
い
て
い
な
い
と
す
る
の
が
妥
当

な
の
で
あ
る
。
何
故
最
澄
が
勝
利
し
た
と
伝
わ
る
か
を
考
え
て
み
る
。
最
澄
に
は
代
々
多
く
の
弟
子
が
排
出
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

徳
一
に
は
彼
を
継
承
す
る
有
力
な
弟
子
が
歴
史
上
残
っ
て
い
な
い
。
こ
の
事
実
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
は
、
多
く
の
最
澄
の
弟
子
が

祖
師
で
あ
る
最
澄
を
擁
護
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
一
方
の
徳
一
を
擁
護
す
る
者
が
い
な
い
な
ら
、
時
間
の
流
れ
の
中
で
、

曖
昧
な
論
争
の
行
方
は
最
澄
に
軍
配
が
上
が
る
の
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
五
姓
各
別
は
い
っ
た
い
何
時
ど
こ
で
で
き
あ
が
っ
た
思
想
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
物
語
る
中
国
に
伝
わ
る
物
語
が
あ
る
。

最
澄
の
『
法
華
秀
句
』
と
対
比
さ
せ
て
原
文
を
回
復
さ
せ
た
場
合
の
『
瑜
伽
論
記
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
玄
奘
を
語
り
手
と
し
て
お

よ
そ
次
の
四
つ
の
内
容
を
示
し
て
い
る
）
11
（

。

①
『
楞
伽
経
』
に
五
種
姓
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
第
五
無
種
姓
は
、
一
切
衆
生
を
救
う
た
め
に
成
仏
し
な
いicchāntika

と
、
善
根
を
断
っ
て
し
ま
っ
て
い
るicchāntika

で
あ
る
が
仏
菩
薩
に
出
会
っ
て
発
心
修
行
す
れ
ば
成
仏
す
る
こ
と
が
出
来
る
、

と
い
う
二
種
類
のicchāntika

で
あ
る
。
玄
奘
が
見
た
可
能
性
の
あ
る
『
楞
伽
経
』
の
現
存
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
と
同

じ
で
あ
っ
た
。

②
西
方
（
お
そ
ら
く
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
大
学
）
の
諸
大
徳
（
学
者
）
は
『
楞
伽
経
』
に
は
第
五
の
無
性
種
姓
（
こ
の
場
合
は
成
仏
の
因
子
を
全
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く
持
た
ず
、
仏
菩
薩
に
あ
っ
て
も
成
仏
で
き
な
い
、
い
わ
ばatyantika

に
あ
た
る
）
は
説
か
れ
て
い
な
い
と
述
べ
た
と
し
て
い
る
。
①
の
様

な
菩
薩
の
誓
願
や
最
終
的
に
成
仏
す
るicchāntika

な
ら
『
大
集
経
』
や
『
大
智
度
論
』
な
ど
に
も
説
か
れ
て
い
る
か
ら
第
五

と
し
て
計
上
す
る
必
要
は
な
い
と
言
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

③
『
楞
伽
経
』
に
は
明
確
に
成
仏
の
可
能
性
の
な
い
無
種
姓
を
含
む
五
姓
各
別
は
説
か
れ
て
い
な
い
が
、『
大
乗
荘
厳
経
論
』
に

は
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

④
玄
奘
が
中
国
に
帰
国
し
よ
う
と
し
た
時
、
諸
大
徳
が
無
仏
性
の
教
え
は
中
国
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
部

分
を
削
除
し
た
方
が
よ
い
と
し
た
が
、
玄
奘
の
師
匠
で
あ
る
戒
賢
は
そ
れ
を
𠮟
責
し
た
と
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
戒
賢
が
玄
奘
に
無
種
姓
に
つ
い
て
も
、
削
る
こ
と
な
く
正
し
く
中
国
語
に
翻
訳
し
、
中
国
の
人
に
伝
え
よ
と

言
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
瑜
伽
論
記
』
の
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
現
存
す
る
資
料
に
問
題
が
あ
る
も
の
を
最
澄
の

『
法
華
秀
句
』
な
ど
に
よ
っ
て
回
復
し
た
も
の
で
も
あ
り
、
作
者
遁
倫
が
玄
奘
自
身
か
ら
そ
の
よ
う
に
聞
い
て
上
記
の
文
章
を
作
成

し
た
か
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
史
実
と
し
て
こ
れ
を
取
り
あ
げ
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
場
合
で
も
、
こ
の
物
語
が
何

ら
か
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
の
註
釈
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
み
に
残
る
『
仏

地
経
論
』
に
は
五
姓
各
別
が
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
実
証
的
な
根
拠
を
も
っ
て
、『
仏
地
経
』
の
註
釈
者
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ

が
、
中
国
唯
識
教
学
が
戒
賢
と
呼
ぶ
玄
奘
の
師
匠
で
あ
る
人
物
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
は
確
実
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
上
記
の
物
語
が
示
唆
す
る
情
報
か
ら
思
い
を
巡
ら
せ
て
見
る
と
、
戒
賢
が
玄
奘
の
師
匠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
で
は

認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
戒
賢
と
玄
奘
と
の
関
係
を
整
理
し
て
み
る
。
戒
賢
が
五
姓
各
別
を
積
極
的
に
述
べ
て
い
る
か
に

つ
い
て
考
え
る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
『
仏
地
経
論
』
に
は
五
姓
各
別
の
部
分
は
一
切
欠
落
し
て
い
る
。
欠
落
し
て
い
る
か
ら
戒
賢
こ

と
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
が
五
姓
各
別
を
知
ら
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
積
極
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
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こ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
『
仏
地
経
論
』
の
作
者
の
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
は
中
国
唯
識
教

学
が
主
張
す
る
玄
奘
の
師
匠
の
戒
賢
と
別
人
で
あ
る
か
、
同
一
人
物
で
あ
る
場
合
は
漢
訳
『
仏
地
経
論
』
の
五
姓
各
別
の
部
分
が
玄

奘
の
加
筆
と
な
る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
玄
奘
訳
と
を
対
照
さ
せ
る
と
、
共
通
す
る
内
容
の
部
分
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
レ
ベ
ル
で
原

文
が
同
じ
で
あ
っ
た
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
原
文
で
あ
っ
た
と
し
て
も
玄
奘
に
よ
る
文
章
の
改
変
は
多
く
み
ら
れ
る
。

そ
の
上
で
、
玄
奘
が
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
の
テ
キ
ス
ト
を
下
敷
き
に
し
て
漢
訳
し
、
そ
こ
に
玄
奘
自
身
が
イ
ン
ド
で
学
ん
だ
内
容
を
加
筆

し
た
と
す
る
と
、
こ
の
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
は
玄
奘
と
関
係
の
深
い
戒
賢
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
玄
奘
の
師
匠
と
し
て
の
戒
賢
の
位
置

づ
け
は
信
頼
性
が
増
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
文
献
の
内
容
を
吟
味
し
た
場
合
で
も
、
戒
賢
が
玄
奘
の
師
匠
で
あ
る
可
能
性
は
高
い

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
も
し
『
大
唐
西
域
記
』
の
護
法
と
戒
賢
の
話
を
信
ず
る
な
ら
、
あ
る
程
度
の
年
齢
の
護
法
が
三

十
歳
位
の
戒
賢
の
師
匠
で
あ
り
、
そ
の
戒
賢
の
弟
子
が
玄
奘
と
い
う
系
譜
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
信
頼
性
の
高
い
系
譜
と
な
る
。

さ
て
、
五
姓
各
別
が
玄
奘
に
よ
る
加
筆
と
す
る
と
、
イ
ン
ド
で
は
い
つ
頃
か
ら
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ

も
五
姓
各
別
が
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
淵
源
を
訪
ね
る
こ
と
に
す
る
。

イ
ン
ド
の
文
献
に
見
ら
れ
る
淵
源
は
（
1
）
三
乗
思
想
と
（
2
）
覚
る
種
子
が
あ
る
（
有
般
涅
槃
法
）
の
か
否
（
無
般
涅
槃
法
）
か
と

い
う
二
つ
の
系
統
が
次
第
に
合
流
し
、
五
つ
の
種
姓
が
並
ん
で
存
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
玄
奘
が
そ
れ
を
ラ
ン
ク
分
け
、
つ
ま
り
格

付
け
す
る
よ
う
に
進
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
） 

三
乗
思
想
は
基
本
的
に
は
大
乗
仏
教
徒
が
上
座
部
か
ら
「
お
前
た
ち
の
仏
教
は
釈
尊
直
伝
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な

も
の
は
仏
教
で
は
な
い
」
と
批
判
を
受
け
、
そ
れ
に
反
発
し
て
「
大
乗
こ
そ
仏
教
だ
」
と
強
く
意
識
し
主
張
す
る
こ
と
か

ら
生
ま
れ
た
と
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
つ
ま
り
、
上
座
部
系
の
仏
教
は
釈
尊
の
説
法
を
聴
い
て
従
う
声
聞
と
自
ら
修
行

し
て
覚
り
を
求
め
る
独
覚
で
最
終
目
標
は
阿
羅
漢
に
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
我
々
は
釈
尊
を
見
習
っ
て
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ

と
を
目
指
す
菩
薩
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
乗
り
物
が
違
う
の
で
あ
る
。
声
聞
の
乗
り
物
は
声
聞
乗
、
独
覚
は

独
覚
乗
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
菩
薩
の
乗
り
物
は
菩
薩
乗
で
あ
る
の
で
、
三
つ
の
乗
り
物
が
あ
る
。
そ
し
て
菩
薩
乗
は
よ
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り
高
い
レ
ベ
ル
の
乗
り
物
で
あ
る
と
い
う
ラ
ン
ク
分
け
を
し
た
の
で
、
三
乗
思
想
は
い
か
に
菩
薩
乗
、
つ
ま
り
は
大
乗
仏

教
が
優
れ
て
い
る
か
を
示
す
意
図
を
持
っ
て
い
る
。

（
2
） 

有
般
涅
槃
法
と
無
般
涅
槃
法
は
修
行
の
現
場
、
も
っ
と
卑
近
な
例
で
は
現
代
の
教
育
現
場
、
学
校
の
先
生
と
生
徒
の
関
係

で
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
。
修
行
道
場
に
は
多
く
の
修
行
者
が
集
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
修
行
を
し
て
有
名
に
な

り
た
い
と
か
、
致
し
方
な
く
出
家
さ
せ
ら
れ
て
修
行
を
し
て
い
る
、
そ
の
ほ
か
様
々
な
動
機
で
修
行
道
場
に
い
る
こ
と

が
『
瑜
伽
師
地
論
』
本
地
分
「
声
聞
地
」
な
ど
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
修
行
者
の
中
に
は
修
行
に
適
し
て
い
な

い
人
が
い
る
。
こ
れ
は
い
つ
の
時
代
も
同
じ
で
あ
る
と
思
う
。
教
師
が
学
生
に
、「
あ
な
た
は
こ
の
道
で
は
な
く
、
別
な

道
を
進
ん
だ
ほ
う
が
良
い
と
思
う
」
と
水
を
向
け
る
こ
と
が
愛
情
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
慈
悲
の
心
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
現
代
社
会
は
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
時
代
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
水
を
向
け
る
際
の
判
断
と
し
て
、
こ
の
修
行

者
は
有
般
涅
槃
法
、
つ
ま
り
覚
り
を
目
指
す
可
能
性
が
あ
る
修
行
者
、
こ
の
修
行
者
は
無
般
涅
槃
法
、
つ
ま
り
厳
し
い
修

行
を
し
て
も
覚
り
を
目
指
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
修
行
者
、
と
い
う
分
け
方
を
し
た
。
人
に
は
向
き
不
向
き
が
あ
る
。
向

い
て
い
た
と
し
て
も
、
様
々
な
状
況
で
そ
の
道
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
も
い
る
が
、
資
質
と
し
て
向
き
不
向
き

を
自
分
で
選
べ
な
い
場
合
は
教
師
で
あ
る
師
匠
が
判
断
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
こ
の
よ
う
な
内
容
で

あ
っ
た
が
、
次
第
に
ラ
ン
ク
分
け
に
加
担
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

さ
て
、
三
乗
思
想
は
覚
り
と
結
び
つ
け
る
と
菩
薩
、
独
覚
、
声
聞
の
他
に
、
仏
教
徒
と
し
て
出
家
を
し
て
い
な
く
て
も
救
わ
れ
る

衆
生
と
い
う
考
え
方
が
芽
生
え
、
そ
れ
が
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
例
え
ば
『
般
若
経
』
な
ど
は
三
つ
の
乗
り
物
の
他
で
も
四

つ
目
と
し
て
正
し
い
行
い
、
善
い
行
い
を
し
て
般
若
の
教
え
を
聴
い
た
の
ち
に
覚
り
に
向
か
っ
て
発
心
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
と
あ

り
、
こ
れ
は
ま
だ
決
定
し
て
い
な
い
不
定
種
姓
に
あ
た
る
。
こ
の
四
つ
で
説
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
三
乗
思
想
で
も
、
ま
だ
ど
の
乗

り
物
に
乗
る
か
決
定
し
て
い
な
い
修
行
者
を
不
定
（
決
定
し
て
い
な
い
）
種
姓
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
不
定
種
姓
は
独
立
し

た
一
つ
の
乗
り
物
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
全
体
を
上
記
の
（
2
）
に
当
て
は
め
る
と
有
般
涅
槃
法
の
修
行
者
に
な
る
。
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無
般
涅
槃
法
の
修
行
者
は
覚
り
を
目
指
す
の
に
向
い
て
い
な
い
修
行
者
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
、
箸
に
も
棒
に
も
掛
か
ら
な
い
修

行
者
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
さ
ら
に
仏
法
を
誹
謗
中
傷
す
る
人
々
と
し
て
古
く
か
ら
救
い
よ
う
の
な
い
衆

生
と
し
て
の
「
一
闡
提
」
思
想
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
モ
チ
ー
フ
を
想
起
さ
せ
る
「
ラ
ン
カ
島
に

入
る
」
と
い
う
名
称
を
も
つ
『
楞
伽
経
』
で
は
、
こ
の
救
い
よ
う
の
な
い
衆
生
、
無
種
姓
で
も
救
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
は

次
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
一
方
は
時
期
が
来
て
、
努
力
が
実
り
、
救
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
タ
イ
プ
で
あ
る
。
も
う
一

方
は
救
い
よ
う
の
な
い
衆
生
で
は
あ
っ
て
も
ブ
ッ
ダ
の
慈
悲
の
心
と
ス
ー
パ
ー
パ
ワ
ー
を
加
え
て
も
ら
っ
て
（
加
持
）、
究
極
的
に
は

救
っ
て
も
ら
え
る
と
い
う
タ
イ
プ
で
あ
る
。

瑜
伽
行
唯
識
文
献
の
中
で
も
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
種
姓
を
説
く
章
で
は
、（
2
）
の
流
れ
か
ら
有
種
姓
と
無
種
姓
と
に
分
け

ら
れ
、
有
種
姓
は
（
1
）
の
三
乗
種
姓
＋
不
定
種
姓
の
四
つ
が
組
み
込
ま
れ
、
無
種
姓
に
は
一
闡
提
の
思
想
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。

『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
世
親
釈
と
い
わ
れ
る
文
献
は
、
こ
の
関
係
を
示
し
て
い
る
が
、
無
性
釈
と
い
わ
れ
る
文
献
に
な
る
と
四
つ
の

種
姓
が
よ
り
は
っ
き
り
と
独
立
し
て
く
る
。
し
か
し
無
性
釈
の
段
階
で
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
種
姓
と
五
つ
目
と
な
る
無
種
姓
と
は
リ

ン
ク
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
安
慧
釈
で
は
は
っ
き
り
と
四
つ
の
有
種
姓
に
リ
ン
ク
す
る
形
で
第
五
番
目
の
無
種
姓
が
位
置
付

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
無
性
釈
も
安
慧
釈
も
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
し
か
な
い
。
両
註
釈
書
を
対
照
さ
せ
る
と
、
安
慧
釈
は
無
性

釈
に
新
た
な
説
明
が
加
え
ら
れ
拡
大
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
逆
の
成
立
を
主
張
す
る
研
究
者
も
い
る
が
、
無
性
釈
よ
り
新
し

い
考
え
方
を
追
加
し
て
安
慧
釈
が
成
立
し
た
と
私
が
考
え
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
無
性
釈
で
は
ま
だ
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
四
つ

の
種
姓
と
五
つ
目
の
種
姓
の
リ
ン
ク
の
仕
方
が
安
慧
釈
で
は
確
定
し
て
い
る
と
い
う
進
展
が
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
先

に
見
た
八
識
と
四
智
の
結
合
関
係
が
無
性
釈
に
は
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
安
慧
釈
は
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
の

正
当
説
と
同
じ
結
合
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
加
味
し
て
考
え
れ
ば
、
無
性
釈
よ
り
安
慧
釈
が
進
展
し
た
思
想
を
持
っ
て
い

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
五
つ
の
ラ
ン
ク
分
け
の
思
想
が
玄
奘
訳
『
仏
地
経
論
』
に
明
確
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
語
訳
『
仏
地
経
論
』
に
は
存
在
し
な
い
思
想
が
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
安
慧
釈
と
玄
奘
訳
『
仏
地
経
論
』
に
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見
ら
れ
る
事
実
に
基
づ
く
と
、
中
国
唯
識
教
学
が
正
当
説
を
護
法
と
し
、
最
も
対
立
す
る
説
を
唱
え
る
の
が
安
慧
と
す
る
関
係
性
は

成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

全
体
を
概
観
す
る
と
、
イ
ン
ド
に
は
五
姓
各
別
の
源
流
と
な
る
も
の
は
認
め
ら
れ
る
が
、
ラ
ン
ク
分
け
を
し
て
示
す
五
姓
格
別
は
、

も
と
も
と
は
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
思
想
が
時
代
と
と
も
に
進
展
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
特
に
不
定
種
姓
が
は
っ

き
り
と
し
た
種
姓
と
し
て
の
特
徴
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
安
慧
の
註
釈
書
の
頃
に
は
五
つ
が
リ
ン
ク
さ
れ
、
独
立
し
た
五
つ
の
種
姓

と
し
て
並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
を
玄
奘
は
中
国
に
持
ち
帰
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち

ろ
ん
玄
奘
が
先
で
、
そ
れ
を
安
慧
が
継
承
し
た
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
玄
奘
と
安
慧
と
が
共
通
の
源
泉
か
ら
こ
の
考

え
方
を
継
承
し
た
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
両
者
の
考
え
方
は
類
似
し
て
い
る
。

如
来
蔵
思
想
の
影
響
下
に
あ
る
中
国
仏
教
の
環
境
で
は
ラ
ン
ク
分
け
が
さ
れ
、
救
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
衆
生
が
い
る
と
す
る
玄
奘

の
主
張
は
、
当
時
の
中
国
仏
教
の
中
で
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
証
拠
に
玄
奘
訳
『
仏
地
経
論
』

で
明
確
に
述
べ
た
五
姓
各
別
は
そ
の
十
年
後
に
翻
訳
し
た
玄
奘
訳
『
成
唯
識
論
』
で
は
姿
を
消
し
、
そ
の
内
容
は
種
子
の
問
題
と
し

て
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
行
っ
た
。
中
国
仏
教
で
受
け
入
れ
が
た
い
五
姓
各
別
思
想
を
旗
印
と
し
て
中
国
唯
識
宗
と
い
う
一
宗

一
派
を
立
ち
上
げ
た
の
は
窺
基
で
あ
る
。
玄
奘
が
積
極
的
に
五
姓
各
別
を
標
榜
し
た
実
証
的
な
証
拠
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て

い
な
い
。

（
二
―
四
）　
安
難
陳
護
一
二
三
四
の
不
可
解

現
代
の
仏
教
学
で
は
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
が
掲
げ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
安
難
陳
護
一
二
三
四
」
が
イ
ン
ド
瑜

伽
行
唯
識
学
派
の
諸
論
師
の
正
当
な
系
譜
で
あ
る
と
信
じ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
特
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
写
本
が
多
く
発
見
さ

れ
、
校
訂
本
も
公
に
な
る
に
従
っ
て
、
そ
の
内
容
を
精
査
す
る
と
、
思
想
内
容
か
ら
そ
の
系
譜
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
が
判
っ
て
き

た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
す
で
に
安
慧
の
位
置
づ
け
を
テ
ー
マ
と
し
て
述
べ
た
）
11
（
の
で
、
こ
こ
で
は
玄
奘
が
こ
の
見
解
に
ど
の
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よ
う
に
関
与
し
た
か
と
い
う
関
心
か
ら
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

「
安
難
陳
護
一
二
三
四
」
と
は
人
間
の
認
識
を
司
る
器
官
に
関
し
て
論
師
の
主
張
を
分
類
す
る
も
の
で
あ
る
。「
安
」
は
「
安
慧
」

で
「
一
」
つ
ま
り
「
自
証
分
唯
一
」
を
主
張
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
難
」
は
「
難
陀
」
で
「
相
分
と
見
分
の
二
つ
」
を
主
張
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
陳
」
は
「
陳
那
」
で
「
相
分
と
見
分
と
自
証
分
の
三
つ
」
を
主
張
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
最
後
の
「
護
」

は
「
護
法
」
で
「
相
分
と
見
分
と
自
証
分
と
証
自
証
分
の
四
つ
」
を
主
張
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
う
ち
「
相
分
と
見
分
の
二
つ
」
は
世
の
東
西
を
問
わ
ず
、
見
ら
れ
る
側
と
見
る
側
、
客
観
と
主
観
な
ど
と
い
う
よ
う
に
一
般

に
考
え
つ
く
見
方
で
あ
る
。
別
に
難
陀
に
限
る
必
要
は
な
い
し
、N

anda

に
還
元
さ
れ
る
イ
ン
ド
名
の
論
師
の
論
書
も
見
当
た
ら
な

い
。
そ
の
内
容
を
こ
と
さ
ら
吟
味
す
る
必
要
を
感
じ
な
い
。

イ
ン
ド
の
原
典
に
証
拠
を
求
め
ら
れ
る
の
は
「
陳
那
」
で
「
相
分
と
見
分
と
自
証
分
の
三
つ
」
で
あ
る
。「
陳
那
」
がD

ignāga

つ
ま
り
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、grāhya

、grāhaka

にsvasaṃ
vedana  

（svasaṃ
√vid

）
を
加
え
る
三
つ
の
要
素
が
デ
ィ

グ
ナ
ー
ガ
の
著
作
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
・
サ
ム
ッ
チ
ャ
ヤ
』
に
登
場
す
る
）
11
（

こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
残
り
の
「
安
慧
」「
護
法
」
の
「
一
」
と
「
四
」
で
あ
る
。
こ
の
吟
味
に
つ
い
て
私
が
以
前
に
述
べ
た
の
で
、

そ
の
内
容
を
一
部
修
正
し
て
以
下
に
再
録
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
際
に
「
安
慧
」
はSthiram

ati

、
つ
ま
り
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ

で
あ
り
、
多
く
の
瑜
伽
行
唯
識
文
献
に
註
釈
を
書
い
た
人
物
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
と
、
護
法
はD

harm
apāla

、
つ
ま
り
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
で
、
玄
奘
が
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
で
師
事
し
た
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
（
戒
賢
）
の
師
匠
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

さ
て
、「
証
自
証
分
」
は
玄
奘
訳
『
仏
地
経
論
』『
成
唯
識
論
』
以
前
の
イ
ン
ド
の
瑜
伽
行
唯
識
文
献
に
は
確
認
で
き
な
い
。『
成

唯
識
論
』
が
護
法
等
造
と
し
て
護
法
を
正
当
説
と
す
る
こ
と
で
、
中
国
唯
識
教
学
の
正
当
説
と
し
て
定
着
し
て
い
る
が
、
護
法
に
帰

せ
ら
れ
る
文
献
は
漢
訳
の
み
で
あ
り
、
直
ち
に
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
思
想
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
伝
承
と
し
て
ダ
ル
マ
パ
ー

ラ
を
継
承
し
た
は
ず
の
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
の
『
仏
地
経
論
』（
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
み
現
存
）
に
も
「
証
自
証
分
」
の
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

玄
奘
訳
『
仏
地
経
論
』
の
「
証
自
証
分
」
に
対
応
す
べ
き
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
の
『
仏
地
経
論
』
の
箇
所
に
「
証
自
証
分
」
が
存
在
し
な
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い
と
い
う
こ
と
は
、
中
国
唯
識
教
学
の
正
当
説
「
護
法
説
」
と
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
説
と
が
同
一
思
想
内
容
で
あ
る
こ
と
を
保
証
で
き
な

い
こ
と
に
な
る
。

認
識
の
問
題
と
し
て
主
観
に
対
し
て
客
観
を
考
え
出
し
、
そ
れ
を
確
認
す
る
上
位
概
念
を
設
け
る
こ
と
は
、
世
の
東
西
を
問
わ
ず

見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
玄
奘
が
無
限
遡
及
の
過
失
を
回
避
す
る
た
め
に
設
け
た
と
考
え
ら
れ
る
「
証
自
証
分
」
に
当
た
る
も
の

は
、
現
在
の
と
こ
ろ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
に
遡
れ
な
い
）
11
（

。

『
成
唯
識
論
』
本
文
に
み
ら
れ
る
四
分
説
に
関
す
る
部
分
を
見
る
こ
と
に
す
る
。『
成
唯
識
論
』T .N

o .1585 , 31 , 10 c4 ff .

に

　
如
是
四
分
或
攝
爲
三
。
第
四
攝
入
自
證
分
故
。
或
攝
爲
二
。
後
三
俱
是
能
縁
性
故
皆
見
分
攝
。
此
言
見
者
是
能
縁
義
。
或
攝

爲
一
。
體
無
別
故
。
如
入
楞
伽
伽
他
中
説

　
　
　
由
自
心
執
著 

心
似
外
境
轉

　
　
　
彼
所
見
非
有 

是
故
説
唯
心

如
是
處
處
説
唯
一
心
。
此
一
心
言
亦
攝
心
所
。
故
識
行
相
即
是
了
別
。
了
別
即
是
識
之
見
分
。

こ
の
う
ち
一
分
説
は
「﹇
四
分
は
﹈
或
い
は
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
体
に
区
別
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。」（
下
線
部
分
）
と
あ
る
。
こ

こ
で
見
ら
れ
る
「
一
」
は
相
分
、
見
分
、
自
証
分
、
証
自
証
分
の
四
つ
に
分
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
た
だ
一
つ
の
心
（
唯
一
心
）
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
成
唯
識
論
』T . 31 , 10 b13 ff .

が
三
分
説
を
紹
介
す
る
部
分
に
「
如
集
量
論
伽
他
中
説　

似

境
相
所
量　

能
取
相
自
證　

即
能
量
及
果　

此
三
體
無
別
」
と
あ
る
内
容
と
同
じ
文
脈
の
中
に
あ
る
。
こ
れ
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ

の
著
作Pram

āṇasam
uccaya I .10

偈
に
あ
た
り
、
下
線
部
の
原
文
﹇Steinkellne  2005 : p .76 ,12 f .

﹈“ trayaṃ
 nātaḥ  pṛ thakkṛ tam

”

は

「
三
者
は
別
な
も
の
と
は
さ
れ
な
い
」
で
あ
り
、Pram

āṇasam
uccaya-ṭīkā ,“ trayasyāpi  tattvato  ’ pariniṣ pannatvāt , na  jñānāt  

pṛ thakkaraṇ am
”

も
「
そ
の
三
分
の
各
要
素
は
、
真
実
に
は
成
就
し
て
い
な
い
の
で
、
識
と
は
別
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
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な
る
の
で
、
四
分
説
を
述
べ
る
文
脈
で
は
、
四
つ
は
分
け
ら
れ
な
い
一
つ
の
識
、
一
つ
の
心
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
安
慧
の
一
分
説
に
つ
い
て
新
導
本
巻
一 p .3

頭
注
に
「
安
慧
論
師
唯
立
自
證
分
」
と
あ
り
、
中
国
唯
識
教
学
の
定

説
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
根
拠
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
仏
教
大
系
『
成
唯
識
論
』

で
探
る
と
、
第
一p .138

に
「
安
惠
解
云
。
變
謂
識
體
轉
似
二
分
。
二
分
體
無
。
遍
計
所
執
。
除
佛
以
外
菩
薩
已
還
。
諸
識
自
體
即

自
證
分
。
…
…
」（『
述
記
』T .N

o .1830 , 43 , 241 b7 ff .

）
と
あ
る
箇
所
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
『
成
唯
識
論
』
本
文
の
中
に

「
自
體
即
自
證
分
」
の
根
拠
を
求
め
る
と
「
相
見
所
依
自
體
名
事
。
即
自
證
分
。」（『
成
唯
識
論
』T . 31 , 10 b7

）
を
挙
げ
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
に
よ
る
と
「
體
」
＝
「
事
」
＝
「
自
證
分
」
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
一
分
は
「
自
證
分
」
に
な
る
）
11
（

。
し

か
し
『
成
唯
識
論
』
に
は
こ
れ
を
「
安
慧
」
に
帰
す
る
考
え
は
な
い
。
新
導
本
巻
二 p .31

頭
注
に
も
「
安
慧
一
分
」
云
々
と
あ
る
。

出
所
は
や
は
り
明
か
で
は
な
い
。
上
記
に
対
応
す
る
『
成
唯
識
論
述
記
』
等
を
仏
教
大
系
『
成
唯
識
論
』
第
二 p .127 ff .

で
見
る
と
、

p .129

に
「
然
安
惠
立
唯
一
分　
難
陀
立
二
分　
陳
那
立
三
分　
護
法
立
四
分
」（『
述
記
』T . 43 , 320 c20 ff .

）
と
あ
る
。
仏
教
大
系
『
成

唯
識
論
』
第
一 p .141 ff .

に
は
「
安
惠
已
前
諸
古
徳
等
皆
説
二
分
」（『
述
記
』T .43 ,242 a11 f .

）
と
あ
り
、p .151

に
も
「
或
實
説
一
分
如

安
慧
。」（『
述
記
』T . 43 , 242 a24 f .

）
と
あ
る
こ
と
で
、
安
慧
一
分
説
が
中
国
唯
識
教
学
で
定
着
し
た
説
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
恵
沼
の

『
了
義
燈
』
や
智
周
の
『
演
秘
』
に
は
こ
れ
を
明
示
す
る
部
分
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ

の
考
え
方
が
周
知
の
こ
と
と
し
て
定
着
し
て
い
た
た
め
に
、
改
め
て
述
べ
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な

状
況
証
拠
か
ら
考
え
る
と
「
安
難
陳
護
一
二
三
四
」
の
出
所
は
窺
基
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
が
確

か
にsvasaṃ
√vid

を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
証
拠
づ
け
ら
れ
て
も
、
中
国
唯
識
教
学
の
常
識
と
す
る
説
で
述
べ
る
「
安
慧
が
自
証
分

の
み
を
唱
え
た
」
と
す
る
窺
基
に
由
来
す
る
主
張
を
裏
付
け
る
証
拠
は
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
注
釈
書
と
し
て
現
存
す
る
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
原
典
に
は
見
当
た
ら
な
い
）
11
（

。

つ
ま
り
、
窺
基
が
安
慧
の
一
分
説
を
誘
導
し
た
文
脈
と
四
分
説
を
述
べ
る
文
脈
と
で
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
四
分
説
は
『
成
唯
識
論
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
安
難
陳
護
一
二
三
四
」
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
窺
基
は
四
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分
説
を
述
べ
る
部
分
と
は
別
な
文
脈
か
ら
こ
の
説
を
誘
導
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
と
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
現
在
『
中
辺
分
別
論
』
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
釈
が
デ
ィ
グ
ナ
ー

ガ
の
著
作Pram

āṇasam
uccaya

の
内
容
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。『
中
辺
分
別
論
』
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
釈

（Lévi  ed .128 ,20 f .

）
に
引
用
箇
所
を
示
さ
ず
、
若
干
の
文
言
を
替
え
た
形
で
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
為
自
比
量
の
規
定
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
は
チ
ベ
ッ
ト
語
か
ら
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
還
元
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
がSteinkellner2007 , Introduction  X

X
X

V
f .

のC
e’ e

（
引
用
箇
所
を
し
め
さ
ず
、
ま
た
文
言
を
若
干
変
え
た
形
で
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
：citation  from

 another  text  used  secondarily , that  

is  not  m
arked  by  the  author  as  being  a  citation , w

ith  redactional  change

）
に
当
た
り
、
こ
こ
で
はPram

āṇasam
uccaya-vṛtti  

（translated  

by  Vasudhararakṣ ita

） P . ed .N
o .5701 , 27 b7

を
意
味
す
る
。Pram

āṇasam
uccaya-vṛtti

の
こ
の
箇
所
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の

Pram
āṇaviniścaya II  

（Steinkellner2007 ,p .46 .3  

）
に
引
用
箇
所
を
示
さ
ず
若
干
文
言
を
変
え
た
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
（trilakṣ aṇ āl  

liṅ gād  yad  anum
eye  ’ rthe  jñānam

, tat  svārthānum
ānam

）。
同
様
に
、Pram

āṇasam
uccaya  III

（
為
他
比
量
章
）
で
の
為
他
比
量
の
定
義
の

一
部
（Pram

āṇasam
uccaya-vṛtti  P . ed .N

o .5701 , 42 b8 -43 a1

）
も
『
中
辺
分
別
論
』
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
釈
（Lévi  ed .128 ,26

）
に
出
典
を
示

さ
な
い
形
でtrirūpaliṅ gākhyāna

と
い
う
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

現
在
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
に
帰
せ
ら
れ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
写
本
の
発
見
が
続
い
て
い
る
の
で
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
が

svasaṃ
vedana

の
み
を
認
め
る
説
を
唱
え
て
い
た
か
は
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
存
在
す
る
確
率
は
低
い
と
感
じ
ら
れ
る
。
む
し
ろ

イ
ン
ド
に
根
拠
を
持
た
ず
、
窺
基
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
唯
識
教
学
の
中
で
造
り
上
げ
た
伝
承
と
す
る
の
が
妥
当
な
考
え
方
で
あ
る
。

以
上
こ
れ
ま
で
に
描
か
れ
て
き
た
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
人
物
像
の
根
拠
と
な
る
伝
承
等
を
概
観
し
て
き
た
が
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ

が
多
く
の
註
釈
書
の
著
者
で
あ
り
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
と
な
ら
ぶ
仏
教
学
の
中
心
地
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
（『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』T54 , 229 a5 -7

）

を
拠
点
と
し
た
一
人
の
人
物
で
あ
り
、
そ
し
て
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
と
は
対
立
す
る
人
物
で
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
学
派
と

ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
学
派
の
対
立
の
構
図
と
な
る
と
い
う
物
語
は
、
十
分
な
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
こ
と
が
判
る
。
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ま
と
め
と
し
て

イ
ン
ド
に
留
学
し
、
イ
ン
ド
を
旅
行
し
、
中
国
に
帰
っ
て
、
イ
ン
ド
由
来
の
瑜
伽
行
唯
識
思
想
内
容
を
伝
え
た
玄
奘
の
旅
を
、
よ

う
や
く
ま
と
め
る
段
階
に
来
た
。『
大
唐
西
域
記
』
の
報
告
が
ど
の
よ
う
な
傾
向
の
も
の
か
を
吟
味
し
、
そ
の
後
で
玄
奘
が
中
国
に

持
ち
帰
っ
た
瑜
伽
行
唯
識
思
想
が
玄
奘
の
翻
訳
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
か
の
証
拠
と
な
る
要
素
を
吟
味
し
て
き
た

の
で
、
そ
の
内
容
を
基
に
玄
奘
に
由
来
す
る
従
来
の
様
々
な
見
解
を
見
直
し
な
が
ら
全
体
の
ま
と
め
と
す
る
こ
と
に
す
る
。

『
大
唐
西
域
記
』
は
玄
奘
が
実
際
に
足
を
運
ん
だ
場
所
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
暗
黙
の
了
解
に
、
情
報
だ
け
で
書
か

れ
た
部
分
が
あ
る
と
述
べ
た
の
はM

ax  D
eeg

［2005

﹈
のD

as G
aoseng-Faxian-Zhuan als religionsgeschichtliche Q

uelle

で
あ
る
）
1（
（

。

『
大
唐
西
域
記
』
を
使
用
す
る
研
究
者
の
間
で
は
薄
々
感
じ
て
い
た
内
容
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
表
舞
台
に
立
つ
考
え
方
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
考
え
が
明
示
さ
れ
て
み
る
と
、
私
に
は
『
大
唐
西
域
記
』
の
価
値
が
よ
り
高
ま
っ
て
見
え
た
。

研
究
を
進
め
る
に
つ
れ
て
、
私
に
は
護
法
と
安
慧
と
が
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
主
張
を
し
て
い
た
と
い
う
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び

日
本
法
相
教
学
の
提
示
す
る
教
義
の
内
容
に
は
不
可
解
な
齟
齬
が
あ
る
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
玄
奘
の
翻
訳
し
た
文
献
と
イ
ン

ド
瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
扱
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
文
献
と
を
対
照
さ
せ
る
と
、
そ
こ
に
は
不
可
解
な
思

想
の
違
い
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
玄
奘
が
イ
ン
ド
瑜
伽
行
唯
識
思
想
や
イ
ン
ド
で
学
び
取
っ
た
内
容
を
中
国

に
伝
え
よ
う
と
し
て
苦
慮
し
た
姿
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
玄
奘
以
前
の
中
国
の
唯
識
思
想
は
、
イ
ン
ド
で
発
展
途
上
に
あ
っ
た

思
想
を
並
行
輸
入
し
て
い
た
こ
と
で
、
そ
の
時
代
時
代
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
唯
識
思
想
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
内
容
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
加
え
て
、
如
来
蔵
思
想
を
基
調
と
す
る
中
国
仏
教
の
中
に
あ
っ
て
、
唯
識
思
想
も
如
来
蔵
思
想
に
偏
向
し
た
瑜
伽
行
唯
識
思
想

に
染
ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
玄
奘
以
前
の
中
国
の
唯
識
思
想
を
最
新
の
イ
ン
ド
瑜
伽
行
唯
識
思
想
に
修
正
し
よ
う
と
し
た
意
図

が
見
え
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
玄
奘
が
翻
訳
活
動
を
進
め
る
中
で
、
中
国
に
お
け
る
事
情
も
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
経
緯
が
浮
か
び
上

が
っ
て
来
た
と
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
玄
奘
が
漢
訳
を
始
め
た
当
時
か
ら
、
翻
訳
を
進
め
る
に
従
っ
て
、
時
間
を
追
う
よ
う
に
瑜
伽
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行
唯
識
思
想
自
体
に
も
思
想
的
変
遷
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

玄
奘
は
正
し
い
イ
ン
ド
瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
中
国
に
紹
介
す
る
に
当
た
っ
て
、
イ
ン
ド
の
原
典
に
忠
実
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
旨

と
し
た
。
と
こ
ろ
が
時
間
を
追
う
毎
に
、
玄
奘
の
翻
訳
の
中
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
に
見
ら
れ
な
い
思
想
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
例
を
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
も
の
か
ら
例
示
す
る
と
、
例
え
ば
玄
奘
訳
『
摂
大
乗
論
』
無
性
釈
、
親
光

等
造
『
仏
地
経
論
』、
護
法
等
造
『
成
唯
識
論
』
へ
と
時
代
を
追
う
毎
に
、
識
と
智
の
結
合
関
係
、
五
姓
各
別
の
問
題
、
安
難
陳
護

一
二
三
四
の
系
譜
に
イ
ン
ド
で
は
不
明
確
で
あ
っ
た
、
な
い
し
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
思
想
的
展
開
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
は
、
玄
奘
が
イ
ン
ド
で
学
ん
だ
学
説
を
新
た
に
盛
り
込
ん
だ
部
分
や
、
玄
奘
が
帰
国
後
中
国
に
お

け
る
事
情
で
改
変
し
た
部
分
や
、
さ
ら
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
に
矛
盾
の
な
い
体
系
に
理
論
を
仕
上
げ
る
た
め
に
改
変
し
た
部
分
な
ど
が

あ
る
こ
と
を
如
実
に
表
し
て
お
り
、
我
々
は
ま
ず
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
玄
奘
は
イ
ン
ド
の
原
典
に
忠
実
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
漢
訳
事
業
に
邁
進
し
た
と
い
う
態
度
を

過
度
に
信
仰
し
て
し
ま
う
と
、
上
記
の
様
な
玄
奘
の
思
想
的
変
遷
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
玄
奘
の
漢
訳
は
仏
教
学
の
立

場
か
ら
す
る
と
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
と
対
照
さ
せ
て
み
た
場
合
、
逐
一
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。
仏
教
学
分
野
に

と
っ
て
の
プ
ラ
ス
の
面
は
、
玄
奘
訳
は
原
文
そ
の
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
中
国
語
に
置
き
換
え
た
文
献
学
的
な

証
拠
と
し
て
限
り
な
い
価
値
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
、
と
言
う
く
ら
い
に
信
頼
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
マ
イ
ナ
ス
面
が

あ
る
。
漢
人
で
あ
る
玄
奘
の
漢
訳
は
中
国
語
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
中
国
人
に
馴
染
み
や
す
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
西
域
、
ク
チ
ャ
出
身
の
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
と
比
較
対
照
す
る
と
、
原
文
に
は
な
い
沢
山
の

内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
中
国
人
に
分
か
り
や
す
く
美
し
い
文
体
や
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
く
中
国
人
に
浸

透
し
た
と
、
私
に
は
思
え
る
。
鳩
摩
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』
な
ど
は
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
鳩
摩
羅
什
訳
『
維
摩
詰
所
説
経
』
と
玄

奘
訳
『
説
無
垢
称
経
』
の
ど
ち
ら
が
流
布
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
て
も
原
文
の
正
確
な
訳
と
は
思
え
な
い
真
諦
訳
『
摂
大
乗
論
』
と

原
文
に
か
な
り
忠
実
と
思
わ
れ
る
玄
奘
訳
『
摂
大
乗
論
』
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
中
国
人
に
親
し
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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玄
奘
は
イ
ン
ド
瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
に
矛
盾
の
な
い
体
系
と
し
て
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
を
基
準
に

玄
奘
の
翻
訳
を
見
直
し
て
み
る
と
、
イ
ン
ド
や
西
域
だ
け
で
な
く
中
国
に
帰
国
後
も
、
正
し
い
瑜
伽
行
唯
識
思
想
を
正
確
に
中
国
に

伝
え
た
い
と
い
う
志
を
も
っ
て
、
命
の
限
り
に
情
熱
を
燃
や
し
続
け
た
生
き
生
き
と
し
た
玄
奘
の
人
物
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

思
い
が
、
私
に
は
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

玄
奘
は
直
接
現
地
で
体
験
し
た
内
容
と
、
高
い
情
報
収
集
力
を
活
か
し
て
集
め
た
情
報
と
を
活
用
し
、
そ
の
能
力
を
遺
憾
な
く
発

揮
し
て
『
大
唐
西
域
記
』
を
我
々
に
残
し
て
く
れ
た
。
玄
奘
の
お
か
げ
で
カ
ニ
ン
ガ
ム
を
は
じ
め
と
す
る
考
古
学
の
発
掘
調
査
が
可

能
と
な
り
、
現
在
イ
ン
ド
の
仏
跡
を
我
々
が
参
拝
し
巡
礼
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
、
私
は
つ
く
づ
く
と
感
じ
て
し
ま
う
。

一
方
で
、
翻
訳
の
正
確
さ
は
、
中
国
人
に
親
し
み
や
す
い
内
容
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
と
感
じ
て
し
ま
う
。
玄
奘
の
も
た
ら
し
た
瑜
伽
行
唯
識
思
想
は
や
が
て
愛
弟
子
の
一
人
窺
基
に
よ
っ
て
中
国
唯
識
教
学
と
し

て
一
宗
一
派
が
立
て
ら
れ
た
が
、
中
国
的
な
華
厳
教
学
や
天
台
教
学
の
中
に
飲
み
込
ま
れ
て
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
中
国
唯
識
教
学
は
海
を
越
え
て
日
本
法
相
教
学
へ
と
継
承
さ
れ
、
時
代
を
超
え
て
今
日
に
至
り
、
さ
ら
に
明
治
以
降
に
は

中
国
に
里
帰
り
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
玄
奘
が
イ
ン
ド
で
学
び
、
中
国
で
思
想
的
に
変
遷
さ
せ
た
内
容
は
、
再
び
旅
を
し
て
中
国

に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
将
来
瑜
伽
行
唯
識
思
想
は
イ
ン
ド
に
里
帰
り
す
る
時
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

瑜
伽
行
者yogācārin

に
よ
っ
て
。

注（
1
）　

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
﹇
二
〇
一
六
﹈『M

A
H

Ā
B

O
D

H
I

マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
』
日
本
語
訳
（
北
條
賢
三
監
修
、
松
本

栄
一
・
松
本
恭
訳
）
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
重
要
な
情
報
が
書
か
れ
て
い
る
カ
ニ
ン
ガ
ム
に
よ
る
序
文(Preface )

が
省
か
れ
て
い
る

し
、
原
著
の
情
報
が
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。

（
2
）　

C
unningham

1871 ,p .xiv ,10 -18 :M
y  ow

n  travels  also  have  been  very  extensive  throughout  the  length  and  breadth  of  
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northern  India , from

 Peshaw
ar  and  M

ultan  near  the  Indus , to  R
angoon  and  Prom

e  on  the  Iraw
adi , and  from

 K
ashm

ir  and  
Ladak  to  the  m

outh  of  the  Indus  and  the  banks  of  the  N
arbada . O

f  southern  India  I  have  seen  nothing , and  of  w
estern  India  I  

have  seen  only  B
om

bay , w
ith  the  celebrated  caves  of  Elephanta  and  K

anhar .
（
3
）　

カ
ニ
ン
ガ
ム
著
『M

A
H

Ā
B

O
D

H
I

マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
』
日
本
語
訳
（
北
條
賢
三
監
修
、
松
本
栄
一
・
松
本
恭
訳
、
静
岡
、
精

興
社
、
二
〇
一
六
年
）
の
「
序　
生
け
る
が
如
く
佛
陀
に
触
れ
て
」
と
題
す
る
序
文
の
中
で
北
條
賢
三
は
「
一
八
七
〇
年
イ
ン
ド
政

庁
考
古
調
査
局
長
官
と
な
っ
た
カ
ニ
ン
ガ
ム
卿
は
、
晩
年
の
一
五
年
間
古
代
遺
跡
の
調
査
発
掘
・
古
建
築
の
保
存
事
業
を
主
宰
し
、

と
く
に
仏
教
遺
跡
は
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
踏
査
し
、
そ
の
調
査
報
告
は
イ
ン
ド
の
考
古
学
を
活
性
化
し
た
。」（
下
線
は
私
）
と
記
し

て
い
る
。
こ
れ
が
一
般
常
識
と
し
て
の
偽
ら
ざ
る
認
識
で
あ
る
。
先
に
註
記
し
た
よ
う
に
カ
ニ
ン
ガ
ム
自
身
が
踏
査
し
た
の
は
限
定

的
な
地
域
で
あ
る
。

（
4
）　
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈、
四
五
三
―
四
六
三
頁
に
使
用
し
た
主
要
な
文
献
が
提
示
し
て
あ
る
。

（
5
）　

水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈、
四
四
一
―
四
五
二
頁
に
お
け
る
四
「『
大
唐
西
域
記
』
の
伝
本
」、
五
「『
大
唐
西
域
記
』
の
翻
訳
」、

六
「『
大
唐
西
域
記
』
の
研
究
資
料
と
研
究
書
」、
七
「
今
回
の
訳
注
」
の
中
で
詳
し
く
吟
味
し
て
い
る
。

（
6
）　

水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈
が
東
洋
文
庫

653
、

655
、

657
と
し
て
一
九
九
九
年
に
再
録
（﹇
水
谷
真
成 

一
九
九
九
﹈）
さ
れ
た
際
の
中

野
美
代
子
の
解
説
に
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈
が
そ
の
後
の
研
究
者
に
多
大
な
貢
献
を
し
、
最
も
重
要
な
文
献
と
し
て
認
知
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
7
）　

水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈、
四
四
九
―
四
五
二
頁
の
七
「
今
回
の
訳
注
」
の
中
で
「
私
の
興
味
の
中
心
で
あ
る
「
言
葉
」
に
傾
く

で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
、
原
語
想
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
8
）　
水
谷
真
成
﹇
一
九
七
一
﹈、
四
五
一
頁
に
「
か
く
し
て
西
域
は
も
と
よ
り
、
イ
ン
ド
に
も
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
も
な
い
も
の
が
、

専
ら
そ
の
面
を
説
く
こ
の
『
西
域
記
』
を
は
じ
め
諸
種
の
遊
歴
伝
に
し
た
し
む
「
机
上
の
旅
行
家
」
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。」
と

あ
る
。

（
9
）　
「
伽
藍
」
な
ど
と
あ
る
だ
け
で
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
寺
院
な
ど
に
も
当
て
は
ま
る
が
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
に
つ
い
て
は
、
ど
う
や
ら
仏
教

の
施
設
の
特
徴
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
基
準
に
誤
り
が
あ
れ
ば
、
改
め
て
行
く
が
、
現
時
点
で
は
こ
の
基
準
で
進
め
て

行
く
。

（
10
）　
密
教
仏
に
関
し
て
は
本
稿
「（
一
―
三
）　
東
お
よ
び
南
イ
ン
ド
の
密
教
仏
」
で
述
べ
る
。

（
11
）　

こ
れ
ら
の
仏
像
の
写
真
及
び
分
析
は
佐
和
隆
研
編
著
﹇
一
九
八
二
﹈『
密
教
美
術
の
原
像
』、
頼
富
本
宏
編
著
﹇
二
〇
〇
七
﹈『
大
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日
如
来
の
世
界
』、
宮
治
昭
﹇
二
〇
一
〇
﹈『
イ
ン
ド
仏
教
美
術
史
論
』
等
に
詳
し
く
出
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
専
門
の
研
究
者
に
す

べ
て
譲
る
こ
と
に
す
る
。

（
12
）　
佐
和
隆
研
編
著
﹇
一
九
八
二
﹈
の
序
文
を
見
る
と
、
ラ
ト
ナ
ギ
リ
の
仏
像
を
密
教
の
大
日
如
来
と
推
定
し
た
の
が
佐
和
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
森
雅
秀
﹇
二
〇
〇
一
﹈『
イ
ン
ド
密
教
の
仏
た
ち
』
も
オ
リ
ッ
サ
の
三
遺
跡
の
仏
像
を
、
大
日
如
来
を
は
じ
め
と
す
る

密
教
の
仏
像
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
高
橋
尚
夫
・
野
口
圭
也
・
大
塚
伸
夫
編
著
﹇
二
〇
一
六
﹈『
空
海
と
イ
ン
ド
中
期
密
教
』
の
中

に
収
録
さ
れ
て
い
る
森
雅
秀
「
造
形
と
美
術
」
も
こ
の
見
方
を
継
承
し
て
い
る
。

（
13
）　

ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
項
の
堅
慧
と
註
釈
家Sthiram

ati

と
が
別
人
で
あ
り
、
中
国
唯
識
教
学
お
よ
び
日
本
法
相
教
学
と
の
言
う
安
慧
と

も
異
な
る
こ
と
と
、
ど
う
し
て
こ
れ
ら
の
人
物
が
同
一
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
佐
久
間
秀
範
﹇
二
〇
一
九
﹈「
ヴ
ァ

ラ
ビ
ー
の
堅
慧
」
で
詳
し
く
述
べ
た
。

（
14
）　
義
浄
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
大
正
蔵54 ,229 a5 -6 .

の
記
述
に
つ
い
て
は
改
め
て
註
記
す
る
。

（
15
）　N

jam
m

asch

［2001
﹈,p .199  

本
文
と
註
2
に
よ
れ
ば
、1934

（Peter  H
eras

）、1950

（B
. Subbarao

）、
と1963 &

1979 /80

（R
. N

. 
M

ehta

）
に
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
際
に
は
仏
教
遺
跡
と
し
て
め
ぼ
し
い
も
の
は
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
と
報
告
し
て
い
る
。

（
16
）　

山
崎
利
男
﹇
一
九
七
七
﹈「
イ
ン
ド
の
銅
板
文
書
の
形
式
と
そ
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
」
のpp .208 ff .

「
三　

布
・
貝
多
羅
・
銅

板
―
文
書
の
材
料
」
で
綿
布
や
貝
葉
は
破
損
し
や
す
く
、
今
日
全
く
残
っ
て
い
な
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）　
山
崎
利
男
﹇
一
九
七
七
﹈
に
碑
文
は
主
と
し
て
王
朝
な
ど
か
ら
の
土
地
の
施
与
を
保
証
す
る
内
容
が
主
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
ベ
ン
ガ
ル
地
方
や
オ
リ
ッ
サ
地
方
の
銅
板
碑
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
山
崎
利
男
﹇
一
九
五

九
﹈「
五
・
六
世
紀
ベ
ン
ガ
ル
の
土
地
賣
買
文
書
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
」
お
よ
びU

pinder  Singh

［1994

﹈, K
ings, Brahm

anas 
and Tem

ples in O
rissa: An Epigraphic Study AD

 300-1147

のIntroduction

のpp .6 -7

、
そ
し
て
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
の
マ
イ
ト
ラ

カ
朝
の
銅
板
碑
文
に
つ
い
て
は
山
崎
利
男
﹇
一
九
六
七
﹈「
マ
ト
ラ
カ
朝
の
土
地
施
輿
文
書
」
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
銅
板
碑
文
の

用
途
が
書
か
れ
て
い
る
。
塚
本
啓
祥
﹇
一
九
九
六
﹈『
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
の
研
究
Ⅰ

―TEX
T ,N

O
TE ,

和
訳
』
の
東
イ
ン
ド
の
例

え
ばN

ālandā10 ,13

、R
atnagiri4

な
ど
が
銅
板
碑
文
で
あ
り
、
西
イ
ン
ドW

aḷ ā1

〜23

は
す
べ
て
銅
板
碑
文
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
内

容
は
確
か
に
土
地
や
寺
院
な
ど
の
保
証
内
容
を
記
す
も
の
で
あ
る
。

（
18
）　
詳
し
い
内
容
は
佐
久
間
秀
範
﹇
二
〇
一
九
﹈「
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
堅
慧
」
で
述
べ
た
。

（
19
）　
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
大
正
蔵54 ,229 a5 -6 .

「
多
在
那
爛
陀
寺
（
原
注
：
中
天
也
）　

或
居
跋
臘
毘
國
（
原
注
：
西
天
也
）」。
直
後
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に
「
斯
兩
處
者
」
と
記
す
の
は
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
と
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
が
仏
教
の
学
問
の
双
璧
で
あ
る
と
義
浄
が
思
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

こ
れ
に
関
し
て
先
に
触
れ
、
後
に
註
記
す
る
と
し
た
内
容
で
あ
る
。

（
20
）　Schw

artzberg

［1978

﹈ A H
istorical Atlas of South Asia

のp .20

（ca .1 -300 A
.D

.

） p .21

（ca .200 B
.C

.-300 A
.D

.

）、p .26

（ca .550 -
700 A

.D
.

）、p .28

（ca .300 -700 A
.D

.

）
にValabhī

の
名
前
が
見
ら
れ
る
。

（
21
）　

例
え
ば
講
演
録
と
は
い
え
定
金
計
次
﹇
二
〇
二
〇
﹈「
イ
ン
ド
後
期
仏
教
石
窟
と
中
期
密
教

―
『
大
日
経
』
と
胎
蔵
界
曼
荼
羅

の
成
立
地
及
び
時
期
に
つ
い
て
」、
三
一
頁
を
見
る
と
「
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
に
つ
い
て
は
玄
奘
が
『
大
唐
西
域
記
』
に
伝
聞
を
記

載
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
『
大
唐
西
域
記
』
を
読
む
研
究
者
の
偽
ら
ざ

る
感
想
で
は
あ
る
の
だ
が
、
明
言
す
る
ほ
ど
の
確
証
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
研
究
者
も
こ
の
よ
う
な
感
想
を
持
っ
て
い

な
が
ら
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
定
金
計
次
﹇
二
〇
二
〇
﹈
も
講
演
の
中
で
は
口
頭
で
述
べ
は
し
た
が
、
定
金
計
次

﹇
二
〇
二
一
﹈「
イ
ン
ド
後
期
仏
教
石
窟
と
中
期
密
教

―
『
大
日
経
』
と
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
成
立
」
で
は
、
玄
奘
に
関
連
し
て
の
上

記
の
よ
う
な
内
容
は
差
し
控
え
て
い
る
。

（
22
）　

大
正
蔵51 ,936 b23 ff .
「
今
王
刹
帝
利
種
也
。
即
昔
摩
臘
婆
國
尸
羅
阿
迭
多
王
之
姪
。
今
羯
若
鞠
闍
國
尸
羅
阿
迭
多
王
之
子
。
婿

號
杜
魯
婆
跋
吒
。（
原
注
：
唐
言
常
叡
）。

（
23
）　
こ
れ
は
私
が
検
討
し
た
資
料
を
状
況
証
拠
と
し
て
最
も
可
能
性
の
高
い
推
測
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
整
理
す
る
と
私
は
次

の
よ
う
に
推
測
し
た
。
第
一
に
、『
大
唐
西
域
記
』
の
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
に
「
堅
慧
」
と
し
て
提
示
さ
れ
た
人
物
が
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
出
土
の

銅
板
碑
文
のSthiram
ati

と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
確
定
的
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
な
ら
ば
玄
奘
は
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
の

作
者
と
し
て
註
釈
家
「
安
慧
」
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
何
故
に
「
安
慧
」
と
表
記
し
な
か
っ
た
の
か
の
疑
問
を
解
き
明
か
す
必
要
が

あ
る
。
玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
は
ノ
ル
ブ
リ
ン
カ
に
存
在
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
と
極
め
て
近
い
か
ま
さ
に
そ
の
原

典
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
写
本
自
体
にSthiram

ati

の
名
前
は
確
認
で
き
な
い
と
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
も
状
況
証
拠
な

が
ら
玄
奘
が
「
安
慧
糅
」
と
す
る
「
安
慧
」
が
註
釈
家Sthiram

ati

と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
、
玄
奘
が
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
決
定
づ
け
る
実
証
的
な
証
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
が
、Sthiram

ati

著
と
見
な
さ
れ
る
『
中
辺
分

別
論
』『
五
蘊
論
』『
唯
識
三
十
頌
』『
俱
舎
論
』
に
対
す
る
註
釈
書
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
の
内
容
と
比
較
し
て
見
る
と
、『
阿

毘
達
磨
雑
集
論
』
も
同
じ
註
釈
家Sthiram

ati

と
見
な
し
う
る
。
第
三
に
、
実
証
的
証
拠
が
何
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
玄
奘
の

弟
子
窺
基
が
「
堅
慧
」
を
「
安
慧
」
と
何
の
断
り
も
な
く
表
記
し
直
し
た
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
を
義
浄
が
追
認
し
て
い
る
事
実
が

あ
る
。
第
四
に
、
単
純
に
「
堅
慧
」
と
い
う
名
前
の
人
物
は
華
厳
教
学
系
でSāram

ati

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
中
国
仏
教
の
重
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要
な
要
素
で
あ
る
如
来
蔵
思
想
の
代
表
的
な
人
物
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
第
五
に
、「
堅
慧
」
を
「
安
慧
」
に
書
き
換
え
た
と

い
う
事
例
が
、
後
代
のSthiram

ati

の
人
物
像
に
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
、
こ
う
し
た
状
況
証
拠
を
揃
え
た
場

合
、
我
々
は
少
な
く
と
も
、
玄
奘
自
身
が
註
釈
家
の
「
安
慧
」
と
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
で
仏
教
寺
院
の
建
立
の
許
可
を
受
け
た
「
堅
慧
」
と

の
二
人
の
人
物
を
同
一
視
し
て
い
た
こ
と
を
立
証
す
る
実
証
的
証
拠
が
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
気
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
の
作
者
名
の
証
拠
か
ら
、
玄
奘
が
註
釈
家
「
安
慧
」
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
確
定
で
き
る
。
そ

の
場
合
、
も
し
玄
奘
が
「
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
堅
慧
は
註
釈
家
安
慧
と
同
一
人
物
で
あ
る
」
と
確
信
し
て
い
た
な
ら
ば
、
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の

Sthiram
ati

を
「
堅
慧
」
と
は
漢
訳
せ
ず
に
「
安
慧
」
と
し
た
は
ず
で
あ
る
、
と
私
は
推
測
し
た
。
こ
れ
が
状
況
証
拠
か
ら
組
み
上

げ
た
私
の
推
測
の
経
緯
で
あ
る
。

（
24
）　

栂
尾
祥
雲
﹇
一
九
三
三
﹈『
秘
密
仏
教
史
』
の
初
版
は
昭
和
八
年
に
高
野
山
大
学
出
版
部
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
、
私
が
観
て
い

る
も
の
は
昭
和
五
十
七
年
に
京
都
の
臨
川
書
店
か
ら
栂
尾
祥
雲
全
集
第
一
巻
と
し
て
復
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
六
―
二
七

頁
「
秘
密
仏
教
の
独
立
」
に
義
淨
な
ど
の
情
報
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
栂
尾
祥
雲
自
身
が
疑
念
を
も
っ
て
い
る
と
窺
え
る
こ
と
は
注

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
25
）　

例
え
ば
頼
富
本
宏
﹇
一
九
九
〇
﹈『
密
教
仏
の
研
究
』
一
三
四
頁
に
「
も
っ
と
も
、
玄
奘
の
密
教
記
述
は
、
意
識
的
に
無
視
し
た

形
跡
が
あ
り
、
注
意
し
て
『
大
唐
西
域
記
』
を
読
め
ば
、
タ
ー
ラ
ー
（
多
羅
）
菩
薩
、
随
心
観
音
、
三
尊
仏
な
ど
初
期
密
教
的
要
素

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
純
密
と
い
わ
れ
る
中
期
密
教
の
成
立
も
、
七
世
紀
の
中
葉
を
一
応
の
仮
説
と
す
る
が
、

や
や
時
代
を
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
あ
る
。
し
か
し
玄
奘
は
意
図
的
に
無
視
し
た
の
で
は
な
く
、
玄
奘
が
イ

ン
ド
滞
在
中
に
出
会
っ
た
初
期
密
教
を
そ
の
ま
ま
伝
え
た
と
し
て
も
問
題
は
な
い
と
私
は
思
う
。

（
26
）　

本
書
一
四
二
―
一
四
三
頁
所
収
の
「
玄
奘
三
蔵
翻
訳
仏
典
一
覧
」
と
袴
谷
憲
昭
作
成
一
覧
表
（
桑
山
正
進
・
袴
谷
憲
昭
著
『
玄

奘
』
二
五
二
―
二
五
九
頁
）
に
よ
る
と
、
第
39
番
目
『
諸
仏
心
陀
羅
尼
経
』、
第
55
番
目
『
持
世
陀
羅
尼
経
』、
第
56
番
目
『
十
一
面

神
呪
心
経
』
が
初
期
密
教
経
典
と
み
ら
れ
る
。

（
27
）　

大
塚
伸
夫
﹇
二
〇
一
三
﹈『
イ
ン
ド
初
期
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』pp .370 ff .

「『
十
一
面
観
世
音
神
呪
経
』
の
形
成
と
背
景
」
お

よ
びpp .740 ff .

「
第
三
期
新
出
の
初
期
密
教
経
典
の
様
態
」
を
参
照
し
た
。

（
28
）　
大
塚
伸
夫
﹇
二
〇
一
三
﹈、
七
四
二
頁
を
参
照
し
た
。

（
29
）　

渡
辺
章
悟
﹇
一
九
九
五
﹈『
大
般
若
と
理
趣
分
の
す
べ
て
』
東
京
、
北
辰
堂
の
特
にpp .279 ff .

「
第
二
部　

大
般
若
理
趣
分
の
研

究
」
に
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
に
つ
い
て
は
ロ
イ
マ
ン
（Ernst  Leum

ann

）
の
校
訂
本
に
つ
い
て
の
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情
報
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
校
訂
出
版
さ
れ
たTom

abechi

［2009

﹈
が
あ
る
。
こ
の
苫
米
地
等
流
校
訂
本
（Adhyardhaśa-

tikā Prajñāpāram
itā Sanskrit and Tibetan Texts  C

riticallya  edited  by  Toru  Tom
abechi , B

eijing -V
ienna  2009

）
も
含
め
て
比
較

対
照
し
た
研
究
も
近
年
に
は
専
門
家
の
間
で
行
わ
れ
て
い
る
。

（
30
）　
『
大
唐
西
域
記
』
に
登
場
す
る
「
異
道
」
の
中
に
外
道
と
区
別
し
て
密
教
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
平
井

宥
慶
﹇
一
九
九
九
﹈「『
大
唐
西
域
記
』
の
「
異
道
」」
が
提
示
し
て
い
る
。
興
味
深
い
見
解
で
あ
る
が
、『
大
唐
西
域
記
』
を
は
じ
め
、

「
異
道
」
が
仏
教
で
呼
ぶ
外
道
に
加
え
て
仏
教
内
部
の
何
ら
か
の
思
想
を
示
唆
す
る
証
拠
は
残
念
な
が
ら
見
い
だ
せ
な
い
。
玄
奘
の

漢
訳
し
た
『
大
般
若
経
』「
理
趣
分
」
を
は
じ
め
と
す
る
文
献
に
鑑
み
て
、
玄
奘
が
イ
ン
ド
初
期
密
教
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
る

程
度
確
定
で
き
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
初
期
密
教
を
「
異
道
」
と
い
う
表
記
と
結
び
つ
け
る
に
は
未
だ
不
確
定
要
素
が
多
す
ぎ
る
。

（
31
）　
宮
治
昭
﹇
二
〇
一
〇
﹈『
イ
ン
ド
仏
教
美
術
史
論
』、
五
九
一
頁
、
註
4
にM

alandra

、
朴
の
論
文
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
他
定

金
計
次
﹇
二
〇
二
〇
﹈（
講
演
録
）
お
よ
び
定
金
計
次
﹇
二
〇
二
一
﹈
で
は
か
な
り
は
っ
き
り
と
こ
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
定
金

論
文
に
先
立
っ
て
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
宮
治
昭
﹇
二
〇
一
〇
﹈
は
五
六
八
頁
で
は
「
エ
ロ
ー
ラ
石
窟
に
も
大
日
如
来
で
は
な
い

か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
像
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
精
査
す
る
必
要
が
あ
り
」
と
あ
り
、
こ
の
見
解
を
承
認
す
る
に
は
、
ま
だ
不
安
点
が

あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
32
）　
頼
富
本
宏
﹇
一
九
九
〇
﹈『
密
教
仏
の
研
究
』
五
五
五
頁
お
よ
び
頼
富
本
宏
編
著
﹇
二
〇
〇
七
﹈『
大
日
如
来
の
世
界
』
二
五
頁
を

参
照
し
た
。

（
33
）　

佐
和
隆
研
﹇
一
九
八
二
﹈『
密
教
美
術
の
原
像
』
の
総
説
で
そ
れ
以
前
の
見
解
を
覆
し
て
オ
リ
ッ
サ
の
仏
像
が
純
粋
密
教
の
胎
蔵

界
と
金
剛
界
の
大
日
如
来
で
あ
る
こ
と
を
言
明
し
た
。
調
査
に
同
行
し
た
頼
富
本
宏
が
頼
富
本
宏
﹇
一
九
九
〇
﹈『
密
教
仏
の
研
究
』

五
五
五
頁
で
示
し
た
仏
像
の
光
背
に
、
や
は
り
調
査
に
同
行
し
た
中
村
凉
應
が
気
付
い
て
解
読
し
た
真
言
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
報
告
し
た
。
宮
治
昭
﹇
二
〇
一
〇
﹈（
特
に
「
第
四
章　

イ
ン
ド
の
大
日
如
来
蔵
の
現
存
作
例
に
つ
い
て
」）、
森
雅
秀
﹇
二
〇
〇

一
﹈（
特
に
「
第
2
章　
大
日
如
来
と
太
陽
神
の
系
譜
」）
を
は
じ
め
と
し
て
こ
の
比
定
は
定
着
し
て
い
る
。

（
34
）　
吉
村
誠
﹇
二
〇
一
三
﹈「
玄
奘
所
伝
の
瑜
伽
行
派
の
系
譜
―
『
大
唐
西
域
記
』
を
中
心
に
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
35
）　
『
大
唐
西
域
記
』
大
正
蔵51 ,923 c29 -924 a7 :

若
其
高
才
博
物
強
識
多
能
。
明
徳
哲
人
聯
暉
繼
軌
。
至
如
護
法
護
月
振
芳
塵
於
遺
教
。

徳
慧
堅
慧
流
雅
譽
於
當
時
。
光
友
之
清
論
。
勝
友
之
高
談
。
智
月
則
風
鑒
明
敏
。
戒
賢
乃
至
徳
幽
邃
。
若
此
上
人
衆
所
知
識
。
徳
隆

先
達
學
貫
舊
章
。
述
作
論
釋
各
十
數
部
。
並
盛
流
通
見
珍
當
世
。
伽
藍
四
周
聖
迹
百
數
。
擧
其
二
三
可
略
言
矣
。

（
36
）　
『
大
唐
西
域
記
』
大
正
蔵51 ,896 b20 -c1

：
是
阿
僧
伽
〈
唐
言
無
著
〉
菩
薩
請
益
導
凡
之
處
。
無
著
菩
薩
夜
昇
天
宮
於
慈
氏
菩
薩
所
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受
瑜
伽
師
地
論
莊
嚴
大
乘
經
論
中
邊
分
別
論
等
。
晝
爲
大
衆
講
宣
妙
理
。
菴
沒
羅
林
西
北
百
餘
歩
有
如
來
髮
爪
窣
堵
波
。
其
側
故
基
。

是
世
親
菩
薩
從
覩
史
多
天
下
見
無
著
菩
薩
處
。
無
著
菩
薩
健
馱
邏
國
人
也
。
佛
去
世
後
一
千
年
中
誕
靈
利
見
承
風
悟
道
。
從
彌
沙
塞

部
出
家
修
學
。
頃
之
迴
信
大
乘
。
其
弟
世
親
菩
薩
於
説
一
切
有
部
出
家
受
業
。
博
聞
強
識
達
學
研
機
。

（
37
）　
私
は
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
複
数
の
論
文
を
公
に
し
て
い
る
の
で
、
詳
し
い
内
容
は
こ
こ
で
は
省
く
。
全
体
を
ま
と
め
た
も
の
と

し
て
は
佐
久
間
秀
範
﹇
二
〇
一
一
﹈The  H

istorical  D
evelopm

ent  of  the  Āśrayaparivṛtti  Theory

が
あ
る
。

（
38
）　
表
記
の
図
表
は
吉
村
誠
﹇
二
〇
〇
五
﹈『
中
国
唯
識
思
想
史
入
門
』
の
図
表
に
よ
る
。

（
39
）　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
吉
村
誠
﹇
二
〇
一
三
﹈「
玄
奘
所
伝
の
瑜
伽
行
派
の
系
譜

―
『
大
唐
西
域
記
』
を
中
心
に
」
に
詳
し
く
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

（
40
）　
『
仏
地
経
論
』
大
正
蔵26 ,302 c7 ff . 

「
復
有
義
者
。
轉
第
六
識
得
成
所
作
。
轉
五
現
識
得
妙
觀
察
。
此
不
應
爾
。
非
次
第
故
。」

（
41
）　

佐
久
間
秀
範
﹇
二
〇
〇
八
﹈「『
サ
ー
ン
キ
ヤ
・
カ
ー
リ
カ
ー
』
を
根
拠
と
す
る
意
識
↓
成
所
作
智
、
五
識
↓
妙
観
察
智
の
正
当

性
」
で
論
証
し
た
。

（
42
）　
私
は
佐
久
間
秀
範
﹇
一
九
八
九
﹈「
玄
奘
の
意
図
す
る
〈
転
依
〉
思
想
」
で
詳
し
く
述
べ
た
。

（
43
）　

私
は
佐
久
間
秀
範
﹇
一
九
八
八
﹈「
玄
奘
に
お
け
る
〈
識
〉
の
扱
い
方
」
で
詳
し
く
述
べ
た
。
そ
の
原
文
は
『
仏
地
経
論
』26 , 

302 b23

「
復
次
如
是
所
説
四
智
。
轉
何
法
得
。
攝
大
乘
説
。
轉
識
蘊
得
。
何
故
轉
心
而
得
心
法
。
非
得
心
法
。
四
無
漏
心
智
相
應
故
。

假
説
名
智
故
。」

（
44
）　
佐
久
間
秀
範
﹇
二
〇
〇
七
﹈「
五
姓
格
別
の
源
流
を
訪
ね
て
」
な
ど
で
述
べ
た
。

（
45
）　
吉
村
誠
﹇
二
〇
〇
四
﹈「
唯
識
学
派
の
五
姓
各
別
説
に
つ
い
て
」、
二
二
四
―
二
三
一
頁
「
1
．
道
倫
『
瑜
伽
論
記
』
の
校
訂
」
に

示
さ
れ
た
『
法
華
秀
句
』
に
引
用
さ
れ
た
部
分
と
、
金
刻
大
蔵
経
版
、
大
正
大
蔵
経
版
の
『
瑜
伽
論
記
』
を
比
較
し
て
校
訂
し
た
も

の
に
つ
い
て
、
私
は
こ
れ
を
妥
当
な
も
の
と
し
て
そ
の
内
容
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

（
46
）　
佐
久
間
秀
範
﹇
二
〇
一
三
﹈「
註
釈
家
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
一
人
か
？
」
の
中
の
「
1
．4
．中
国
唯
識
教
学
の
伝
承
」
を
参
照
。

（
47
）　H

attori

［1968

﹈, p .110 , n .1 .74

参
照
。
服
部
正
明
が
提
示
す
るJinendrabuddhi

のVaśālām
alavatī  Pram

āṇasam
uccayaṭīkā

の

該
当
箇
所
はSteinkellne  2005 ,p .83 ,14 ff .

に
顕
れ
る
。svasaṃ

vedyatā  vety  anenāntaroktāyā  evopapatteḥ  sādhyāntaram
 āha / na  

kevalaṃ
 sm

ṛ ter  uttarakālaṃ
 dvairūpyaṃ

 siddhaṃ
 jñānasya , api  tu  svasaṃ

vedanam
 api , 

…
。
こ
れ
に
よ
っ
てsvasaṃ

√vid

の

存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
にibid . p .69 ,5

（PS  I  9 a

）
にsvasaṃ

vitti
、p .69 ,14

（PS  I  9 ab

）
にsvasaṃ

vedana

と
あ
り
、
自

証
分
に
あ
た
る
原
語
が
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
著
作Pram

āṇasam
uccaya

に
確
認
で
き
る
。
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（
48
）　
無
限
遡
及
が
過
失
と
し
て
回
避
す
べ
き
要
件
で
あ
る
こ
と
は
説
一
切
有
部
な
ど
で
も
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
判
っ
て
い
る
。
ギ

リ
シ
ア
・
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
に
範
囲
を
広
げ
た
場
合
、
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
い
て
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル

テ
ィ
オ
スD

iogenes  Laërtius

『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』（
第
9
巻
88
節
以
降
）Lives of the Philosophers  (B

ook  9 , 

§88 ff .)

の
ア

グ
リ
ッ
パA

grippa

が
最
も
古
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
例
え
ば
ハ
ン
ス
・
ア
ル
バ
ー
トH

ans  A
lbert

の
『
批
判
的
理

性
論
考
』Treatise on C

ritical Reason

に
「
ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
ト
リ
レ
ン
マ
」M

ünchhausen  trilem
m

a

と
し
て
無
限
遡
及
が

扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
玄
奘
の
「
証
自
証
分
」
の
よ
う
な
形
で
、
無
限
遡
及
の
過
失
を
回
避
す
る
方
法
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
宗
教

の
神
概
念
の
支
配
す
る
世
界
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

（
49
）　
本
文
で
は
新
導
本
巻
一
、
三
頁
頭
注
を
裏
付
け
る
可
能
性
を
『
成
唯
識
論
』
本
文
に
探
し
求
め
る
形
で
行
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し

た
意
図
を
外
し
て
『
成
唯
識
論
』
本
文
自
体
を
見
て
み
る
と
、
一
分
を
「
自
証
分
」
以
外
に
割
り
当
て
る
こ
と
も
可
能
に
思
え
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
つ
ま
り
は
安
慧
の
一
分
を
「
自
証
分
」
と
す
る
中
国
唯
識
教
学
の
正
当
説
は
『
成
唯
識
論
』
本
文
に
基
づ
く
解
釈
と

言
う
よ
り
は
、
窺
基
の
解
釈
に
由
来
す
る
可
能
性
の
方
が
高
い
。

（
50
）　
『
中
辺
分
別
論
』
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
釈
（
＝M

AV
T

）Lévi  ed . p .162 ,17

にsvasaṃ
vedyā  ity  ākhyātum

 aśakyatvād  udgraha  
ucyate/

と
あ
る
が
、
一
分
説
と
は
関
わ
り
が
な
い
。『
唯
識
三
十
頌
』
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
釈
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
（
レ
ビ
校
訂
）
お

よ
び
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
』
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
（
ジ
ナ
プ
ト
ラ
造
タ
テ
ィ
ア
校
訂
）
に
はsvasaṃ

√vid

関
連
の
も
の
は
見
当
た
ら

な
い
。

（
51
）　M

ax  D
eeg

は
『
法
顕
伝
』
の
研
究
を
す
る
中
で
、
法
顕
が
実
際
に
行
っ
た
場
所
だ
け
で
な
く
情
報
に
よ
っ
て
報
告
し
た
部
分
が

あ
る
こ
と
を
研
究
成
果
と
す
る
中
、
玄
奘
の
『
大
唐
西
域
記
』
も
ま
た
、
玄
奘
自
身
が
実
際
に
訪
れ
た
場
所
に
つ
い
て
報
告
し
た
と

は
限
ら
ず
、
情
報
の
み
に
よ
っ
て
書
き
記
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
表
明
し
た
。
玄
奘
に
つ
い
て
の
内
容
はD

eeg

［2005

﹈
の
索

引
で
該
当
箇
所
を
参
照
す
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
考
文
献

大
塚
伸
夫　
二
〇
一
三　
『
イ
ン
ド
初
期
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』
東
京
、
春
秋
社

桑
山
正
進
・
袴
谷
憲
昭　
一
九
八
一　
『
人
物
中
国
の
佛
教　
玄
奘
』
東
京
、
大
蔵
出
版

佐
久
間
秀
範　
一
九
八
九　
「
玄
奘
の
意
図
す
る
〈
転
依
〉
思
想
」『
仏
教
学
』
二
六
、
二
一
―
四
七
頁
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一
九
八
八　
「
玄
奘
に
お
け
る
〈
識
〉
の
扱
い
方
」『
東
方
学
』
七
八
、
五
五
―
六
七
頁

　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
七　
「
五
姓
格
別
の
源
流
を
訪
ね
て
」『
加
藤
精
一
博
士
古
稀
記
念
論
文
集　
真
言
密
教
と
日
本
文
化
』
下
巻
東
京
、

ノ
ン
ブ
ル
社
、

vol.

 

2
、
二
六
五
―
三
〇
五
頁

　
　
　
　
　
　

二
〇
〇
八　
「『
サ
ー
ン
キ
ヤ
・
カ
ー
リ
カ
ー
』
を
根
拠
と
す
る
意
識
↓
成
所
作
智
、
五
識
↓
妙
観
察
智
の
正
当
性
」『
哲

学
・
思
想
論
集
』
第
三
三
号
、
筑
波
、
二
三
―
三
〇
頁

　
　
　
　
　
　
二
〇
一
一　

‘ The  H
istorical  D

evelopm
ent  of  the  Āśrayaparivṛtti  Theory’ , in  Saṃ

bhāṣā  （N
agoya  Studies  in  Indian  

C
olture  and  B

uddhism

）29 , pp .39 -59 .

　
　
　
　
　
　
二
〇
一
三　
「
註
釈
家
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
一
人
か
？
」『
仏
教
学
』
五
五
、（
五
九
）―（
八
六
）頁

　
　
　
　
　
　
二
〇
一
九　
「
ヴ
ァ
ラ
ビ
ー
の
堅
慧
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
七
―
二
、
九
一
四
―
九
二
二
頁

定
金
計
次　

二
〇
二
〇　
「
イ
ン
ド
後
期
仏
教
石
窟
と
中
期
密
教

―
『
大
日
経
』
と
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
成
立
地
及
び
時
期
に
つ
い
て
」

『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
一
一
一
号
、
一
七
―
六
八
頁

　
　
　
　
　
二
〇
二
一　
「
イ
ン
ド
後
期
仏
教
石
窟
と
中
期
密
教
―
『
大
日
経
』
と
胎
蔵
界
曼
荼
羅
の
成
立
」『
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論
集　

南
ア
ジ
ア
Ⅱ　
ポ
ス
ト
・
グ
プ
タ
朝
〜
パ
ー
ラ
朝
』
立
川
武
蔵
・
森
雅
秀
責
任
編
集
、
東
京
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
三
―
二

三
九
頁

佐
和
隆
研
編
著　
一
九
八
二　
『
密
教
美
術
の
原
像
』
京
都
、
法
藏
館

高
橋
尚
夫
・
野
口
圭
也
・
大
塚
伸
夫
編
著　
二
〇
一
六　
『
空
海
と
イ
ン
ド
中
期
密
教
』
春
秋
社

塚
本
啓
祥　
一
九
九
六　
『
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
の
研
究
Ⅰ
―TEX

T ,N
O

TE ,

和
訳
』
京
都
、
平
楽
寺
書
店

栂
尾
祥
雲　

一
九
三
三　
『
秘
密
仏
教
史
』
和
歌
山
、
高
野
山
大
学
出
版
部
（
再
録
：
栂
尾
祥
雲
全
集
Ⅰ
『
秘
密
仏
教
史
』
京
都
、
臨
川

書
店
、
一
九
八
二
年
）

平
井
宥
慶　
一
九
九
九　
「『
大
唐
西
域
記
』
の
「
異
道
」」『
仏
教
学
』
四
一
、
三
三
―
四
九
頁

水
谷
真
成　
一
九
七
一　
玄
奘
著
『
大
唐
西
域
記
』（
中
国
古
典
文
学
大
系
22
）、
東
京
、
平
凡
社
：（
再
録
）『
大
唐
西
域
記
』
1
（
東
洋

文
庫
653
）、
2
（
東
洋
文
庫
655
）、
3
（
東
洋
文
庫
657
）、
東
京
、
平
凡
社

宮
治
昭　
二
〇
一
〇　
『
イ
ン
ド
仏
教
美
術
史
論
』
東
京
、
中
央
公
論
美
術
出
版

森
雅
秀　
二
〇
〇
一　
『
イ
ン
ド
密
教
の
仏
た
ち
』
東
京
、
春
秋
社

山
崎
利
男　
一
九
五
九　
「
五
・
六
世
紀
ベ
ン
ガ
ル
の
土
地
賣
買
文
書
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
八
、
東
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京
、
八
九
―
一
三
三
頁

　
　
　
　
　
一
九
六
七　
「
マ
ト
ラ
カ
朝
の
土
地
施
輿
文
書
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
四
三
、
東
京
、（
一
）―（
三
二
）頁

　
　
　
　
　
一
九
七
七　
「
イ
ン
ド
の
銅
板
文
書
の
形
式
と
そ
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
七
三
、
東
京
、
一
八
一

―
二
四
二
頁

吉
村
誠　
二
〇
〇
四　
「
唯
識
学
派
の
五
姓
各
別
説
に
つ
い
て
」『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
六
二
、
二
三
三
―
二
五
八
頁

　
　
　
　
二
〇
〇
五　
『
中
国
唯
識
思
想
史
入
門
』
東
京
技
術
協
会
、
東
京

　
　
　
　

二
〇
一
三　
「
玄
奘
所
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