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十

九

徬

a

一
 

五
0

>
丨
七
拾
年
代
の
餺
西
孤
社
會
拟
想
槪
舰 

す
る
の
®

に
於
て
、
當
時
.の
社
會
主
義
的
ジ
ャ 

'
ビ
ン 

黨T
k
a
a
e
v

に
同
意
し
た
‘而
も
彼
は
多
ぐ
の
點
に
於
て 

此
等
三
者
に
相
違
し
て
居
た
。
.
明
か
に
.彼
は
、
革
命
主 

義
的
宣
傅
は
先
づ
大
激
運
動
な
く
し
て
行
は
る
可
き
：
.
 

事
、
並
に
全
革
命
到
義
的
活
動
は
先
.

っ
：：

T
k

^
e

v

の

徒

：| 

の
介
圖
す
：る
が
如
き
陰
謀
手
段
の
程
度
^

制
限
す
可
&
 

|

 

も
の
ど
考
べ
た
の
で
あ
る
ァ
加
之
、
彼
が
.社
會
的
政
治
ー 

的
權
カw

し
て
の
國
家
の
是
！|

は
勢
ひ
革
命
黛
に
侬

る

| 

國
家
權
力
の
略
奪
の
主
張
を
#

ふ
も
の
で
あ
つ
て
、
此

\ 

の

職

に

於

て

。

か
の
、
：
國
：家

及

：び

其

の

中

* ;

集
權
主
_
 

| 

.的
權
力
は
速
か
に
若
ぐ
は
漸
時
的
に
全
ぐ
廢
止
せ
ら
るj 

«/
き
で
あ
る
^

す

る

B
a
k
u
n
f
n

及
ぶ

L
a
v
r
o
v

の
拦

長
| 

ビ
根
本
的
に
乖
離
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。(

K
U
I
C
Z
y
c
k
i
.

 

I 

a
'

f

p

s

s

'

6
2
-
6
3 

參
照)

.

要
之
、

旣
にL

a
v

r
o

v

の
靡
に
於
て
桁
摘
し
た
る
如
' 

>

、
、
此
等
當
年
の
露
西
蓝
祉
會
见
想
家
の
學
說
は
敗
治...

笫
為

號

意
圖
を
包
藏
せ
る
一
事
極
め
て
湖
白
な
る
所
で
あ
る
が 

其
の
希
望
す
る
所
も
亦
峻
嚴
な
る
専
制
的
獨
裁
の
支
'配 

に
對
す
る
徹
底
的
の
鬪
郇
に
あ
り
し
事
は
、
結
局
に
於 

て
國
家
權
力
を
是
認
す
る
所
の
ミ
ハ
イ
&
グ
ス
キ
イ
に 

於
て
1

異
な
る
所
な
<

、
唯

B
a
k
u
n

s *
及

び

卜

く

が
 

進
ん
で
無
政
府
主
義
的
國
家
否
定
の
敎
義
を
標
捞
し
て 

以
て

專
制
主
義
的
抑
滕
的
國
象
權
カ
に
對
抗
せ
る
に
反 

し
、
前
者
は
先
づ
何
ょ
り
も
輿
制
的
支
配
に
對
し
て
個 

性
を
防
麵
す
る
の
必
要
を
痛
感
し
、
彼
の
所
謂
眞
1 !
ぱ 

.I
F

義
ご
の
融
和
合
致
を
®

想
€
す
る
ブ
ラ
ゲ
ダ
主
義
を 

提
唱
し
^

る
も
の
で
あ
る
o

.
ミ
、ノ
イ
ロ
グ
ス
キ
イ
の
%

會
主
義
は
舉
意
人
道
生
義
的
偷
f
f
lの

論

：堋
的
適
用
で
あ 

る
o

而
し
て
個
性
は
彼
の
社
會
主
義
のA

l
p
h
a

で
あ
o 

O
m

e
g

a

で
あ
つ
た
。
此
の
哲
學
及
び
社
會
主
»
に
於
け 

る
偷
a

的
傾
向
の
高
調
こ

そ

實
に

露
西
取
主
a

主
義
學 

派
の
最
も
著
る
し
9

特
長
で
あ
る
、

ヲ
ガ
口
'ヴ
及
び
ミ
ハ
イ
ロ
グ
ス
キ
イ
の
思
想
が
當
時

の
急
進
^

I1
，x<

d

あ
つ
^
。
例
へ
ば「

民
衆
の
中
へ」

(

V
^
N
a
r
o
d

)

0

m

. 

，•的
祉
會
運
動
に
於
て
我
々
は
啻
に
革
命
主
義
的
宣
傳
の 

典
同
自
的
に
J

つ
て
集
合
し
た
る
め
み
な
ら
ず
、
®
に 

一
侗
性
の
餘
道
ど
い
ふ
偷
a
的
目
的
に
侬CV,

て
結
合
團
結 

し
た
る
幾
多
の
結
祉
を
見
る
で
あ
ら
ぅ
、
併
し
此
^
の 

»
情
'に
_
し
て
は
玆
に
趣
述
す
る
の
烦
を
避
け
ャ
後
m 

•^
拾

年

代

以

降

の

露

^
^
社
會
運
動
の
實
際
を
檢
す
る 

の
時
に
於
て
詳
述
す
る
事
に
仕
度
い
€
思
ふ
0

(

附
記)

本
編
は
水
認
饿
十
八
：怨
第
セ
號—

第
九
號
所
載
拙
稿

i
奴 

解
放
後
の
露
西
瓯
社
较
連
励

1_
:
_
'
の

續

稿

，
ミ

し

て

草

し

れ

る

も

Q 

tあ 

つ
て
、
後
日
の
機

#
u
mれ
ゐ「

七
拾
年
代
の
赏
際
的
社
會
連
勋
运 

1

篇
と
相
俟
つ
义
之
が
金
篇

成̂
す
可
き
も
の
で
あ

.
6
。
泣
に
ル
の 

旨
を
附
記
し
て
幅
へ

|:
謂
密
の
御
晾
派

4>
乞
ふ
次
笫
で
あ
る
イ

佛

敎

G

興

立

々

」

商

人

，

友
：
'
■

!

、'
時
代
0

大
勢
ど
商
人
階
級
0

糍
頭 

■

:

ァ
I

リ
ャ
.

(
A
r
y
a
n
>

I民
.族
の
ff
l

敢
な
る
植
民
運
動
は

笫

十

九

卷(

ニ
五
一)

佛
教
の
興
立
と
卯
人
階
韈
0

活
動

開
傘
那
河(

Y
a
m
u
n
^

恒
河
ハG

a
n
g
s
)

の
肥
，沃
な
る® 

域
に
無
數
の
都
市C
N
a
g
a
r
l
)

村

落(
G
s
m
c
o

を
產
W 

■
し
て
所
謂
藥
M
i
: 

(

B
rPJ
'
.
h
m
J
O

)
文
明
の
基
礎
を
S
づ 

S

た
の
で
ぁ
る
が
"
今
や
彼
等
の
柘
植
事
業
は
茲
に
そ 

一
の
鋭
鲦
を
ゆ
る
め
て
、漸
次
C
1

)
「

«
れ
た
る
ミ
こ
ろ
に 

\

-f
:
f居
を
と
る」

(csa*attano 

v
a
s
a
n
a
t
t
h
a
n
e

cutiava'n 

k
a
t
v

vs
の
惰
.風

を

か

も

す

に

至

つ

た

)

1!
に
又
、M
の
惰 

，
風
は
宗
敎
的
姐
輝
？
相
關
係
し
て
彼
等
の
開
拓
せ
る
境 

域
を
®!
!
聖
な
る
中
國(majjhadeso ) 

eし
て
自
資
し
、
先 

住
土
蕃
の
雑
居
せ
る
未
開
拓
地
方
を
邊
地(paccantaja- 

n
a
p
a
d
o)

ご
し
て
贬
視
し(

2

し
、
愈
々
坐
居
筮
住
の
傾 

向
を
强
か
ら
し
め
た
の
で
ぁ
る
。
然
し
な
が
ら
、
佛
陀 

j

の
出
現
し
た
西
紀
前
第
六
世
紀
前
後
に
於
て
は
、
こ
れ 

;J
ら
の
宗
敎
的
思
想
に
對
す
る
反
抗
運
動
は
漸
く
糍
頭
し 

き
た
.つ
て
、
苒
び
民
族
發
腿
の
曙
光
を
見
る
に
至
b
,、 

_遠
く
中
國
の
疆
域
を
.ふ

み

N；

え
て
利
_
多
き
邊
土
異
« 

に
交
易
す
る
多
く
の
商
人(

v
l
i
j
o
)

隊
商
^

pff
tr
。)

を

第
二
號 

九
^
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(

ニ
五1

D

佛
教
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
動

M
る
の
み
な
ら
す
、
大
海
へM

a
h
s
s
a
m
u
d
d
o
)

に
三
本 

マ
ス
ト(

T
a
y
o

 

Kdl
p
a
kfo
l)

の
大
船(

M
a
s
npl
v
pl)

を
ぅ
か 

-

v
o
o、
*

_
Ja(

D
i
s
5
k
PJ
«
k
o

)

i:
V
Jw:
^

T

o

o、
あ
ら 

'
ゆ
る
海
上
の
恐
怖
S
戰
ひ
つ
、
、
遠
ぐ
セ
ィ
口
ン(

5〕

、 

(
Tamb

a
p
a
l

:si)

ビ
ル
マ 

c
£

(

s
u
v
a
*p
»C
J
a
b
h
cl
m
i

)

さ
て
は
、

一
 

.…

；V

ビ
ロ
ン
王
國
？) (B!verura

:rf:ha

*B
ノ
に
ま
で
廻
易
す
一 

る
に
_至
：つ
'た
。
か
ぐ
し
で
時
代
は
經
濟
地
域
の
擴
大
に
.
一
 

對
す
る
-黎
明
期
に
入
つ
た
の
で
あ
る
0 

,
■中
國
を
根
據
ビ
す
る
所
謂
婆
羅
n
文
明
は
そ
の
宗
敎 

:

'
的
信
仰
と
橄
民
R
ょ
る
先
住
民
_
を
銃
御
す
る
必
：要
ょ
一
.

ヶ
し
て
ァ
旣
に
は
や
ぐ
征
服
者
ど
被
征
服
者
岑
の
間
に
：；
 

へ
：
.，嚴
重
な
る
&
姓(

c
a
t
&
o
:

 

v
a-p
%)

，
の

階

級

制

鹿

を

產

出

：. 

し
、；
以
て
征
服
者
の
血
液 c

l
o
h
i
t
a
q
o
^
^

:#(
v
a

-Bs
o
)
1

 

主
豕
業(

«

&

&

iを
情
#'
に
維
持
せ
ん
こv

を

つ
t 

め
た
。四
姓W

は
刹
利C

K
h
a
a
y
o
)

婆
羅
門(

B
r
5
h
m
a

: 0 

M
舍(vesso)

首
陀(

s
u
d
d
o
)

の
四
種
姓
こ
れ
で
あ
る
。

は
自
.ち
の「

^̂
.̂
の̂ î

.̂
JL0=*o(J5t〗s

a
m
p
a
n
n
o
)

な

K

I

M
-

.そ
の
S
家
は
殆
んV

•大
部
^
-.
_
.̂1
賤
の
注
.れ
J
C12〕

9
W
P

— 

s
a
d
k
)

で
^
る
と
こ
ろ
の
雜
混
®
姓
か(

13〕

，
^
し
く
は 

中
國
か
ら
程
遠
い
邊
®
に
住
む
ご
こ
ろ
0

»
蕃
人
c]4
、

(
M
l
e
n
h
a
s
)

の
後
裔
で
占
め
ら
れ
て
ゐ
る
i

i*

上
事
®

は
.こ
：の
間
00

.消
息
.を
正
し
く
示
し
て
/ゐ
る

，も

の

^

®

-

:

ふ
.。
佛
陀
の
時
代
を一

轉
機
ど
し
て
、
樂
羅
門
文
朋
の
生 

':
活
原
理
S

も

言

ふ

ベ

き

こ

の

階

級

組

織

は

、

今

^

そ
の 

.

傅
統
的
桎
锆
か
ら
離
れ
て
.自
*

に
、
且
つ
自
然
の
方
向
':

に
運
移
せ
ん
ビ
す
る
に
至
つ
た
。
し
か
し
て
、
そ
の 

一一 

つ
は
，王
者(

！1
^)

を
通
じ
て
表
は
れ
て
§
た
政
治
的
權
一 

力
の
®
大
、
他
の
一
つ
は
商
人(

v

.s
'
i
j
o

)

特

に

I 

.(

^
ぽ
と
ぎ
吕
レ
に
屬
す
る
匕
乙
ろ
の
商
人
階
皱
の
^
濟

的

\

.

.勢
力
の
向
上
で
あ
る
。
芷
統
派
に
對
す
る
異
«
の
勝
利|

:

中

國

に

對

す

る

邊

疆

の

優

_

、
，
宗

敎

的

祭

祀

に

對

す

る

.

商
業
取
引
の
經
濟
上
に
於
け
る
有
力
> 
こ
れ
ら
.
の
時
代 

精
#
は
佛
陀
の
滅
後
，
ほ
ざ
な
く
し
て
十
六
國
の
大
部 

分
を
統
一
し
た
摩
娲
陀(

M
a
g
a
d
h
s
)

民
族
が
本
來
商
人
.：

笫
十
九•卷

0

1
五
.；

1
1

)

.■佛
数
の
興
立i
商
人
階
級
の
活
動

第

二

號

一

〇
G 

る
：こW

に
無
上
の
價
値
を
認
め
、
そ
の
結
婚
は
必
ず「

種 

姓
の
同
等」

9)(

co
a
m
w
n
a
j

fp
l
t
i
k
o

〕

な
る
も
の
S
間
に
の 

み
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
o
然
し
な
が
ら
、

い
か
に
®
重 

な
る
律
法(

D
h
a
m
m
o
)

も
恐
る
ベ
き
宗
敎
的
刑
窗
も
、

つ
ひ
に
人
心
の
奧
底
にV」

よ
め
き
わ
く
愛
念
の
興
碰
を 

#

か

す

は

出

來

な

か

つ

た

。
か
く
し
て
茲
に
闼
姓 

の
龃
合
せ
に
よ
る
無
數
の
混
血
極
を
生
じ
、
混
血
種
は 

更

に

多

く

の

混

血

種

を

生

じ

"

裰

雜

な

る

階

級

制

度

を 

現
出
す
る
に
至
つ
^
こ
と
は
何
ら
あ
や
し
む
に
足
ら
な 

.
い
。C
10)

)

し
か
も
、
混
血
に
よ
る
生
m
的
關
係V」

、.こ
れ 

ら

雜

混

種

姓

が

新

た

^

從

事

す

る

職

業

の

經

濟

的

關

係

. 

w

、
ll
l

に
又
、
彼
等
の
多
く
は
つ
ど
め
て
新
天
地
を
舊
リ
-
 

ー
文
明
境
域
己
外
に
求
め
^
 

る
地
理
的
關
係 V」

 

は
、 

反
つ 

て
彼
等
を
し
て
政
治
的
に
經
濟
的
代
、
よ
む
自
曲
に
.し 

て
且
つ
、
よ
ぅ
優
越
な
る
地
位
'を
獲
得
せ
し
め
た
る
こ 

マ

j

は
最
も
注
意
に
1値
す
る
乙
.と
で
あ
る
”

乃
ち
、
怫
沱

針
#

^

^

^

_

u

_
1 t
; ^
Ii
:

i

_

の
-種
族C

2
0

で
あ
つ
た
S
言
ふ1

つ
の
現
象
の
中
に
物 

-

語
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

.

か
ぅ
し
た
階
級
.制

度

の

上

に

變

第

を

與

へ

や

5
V
J

し 

て
ゐ
る
時
代
精
神
.が
象
族
制
度
の
上
に
も
あ
ら
は
れ
て 

|

ぐ
る
こ
ど
は
寧
ろ
當
然
な
こ
S
で
あ
る
。
家
は
姐
常
俱 

擁(

K

U
.r
>

)

I
因
は
れ
、
家
主(

G
a
h
a
p
a
s
^
^

 

:

| 

jetthako)

?:
中
心
.ど
す
る
大
家
族
で
あ
.る
。
次
男
以
卞 

I
:

の
*
子
並
に
そ
の
子
孫
は
た
ヒ
べ
幾
分
の
財
產
を
分
與 

i

せ
ら
れ
た
と
は
言
へ
ハ
永
久
に
そ
の
家
族
員
芒
し
て
家
：「

■
£ 

長
に
尊
敬
を
い
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い(

1 6)

0 (KU
I
e jetth 

apac

s,y
i
k
a
m
.
m
a
k
5
r
a
k
o
}

又
そ
の
家
業
も
七
世
の
家
傅 

(

1 7x
s
a
t
t
a
m
5

 

kulapar

<*att

{i)l)

で
あ
つ
て
、
い
か
こ
寺
.

世
に
逆
行
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
利
に
乏
し
い
も 

の
で
あ
つ
て
も
こ
れ
を
改
易
す
る
こ
ど
が
出
來
な
か
つ 

た
の
で
あ
る
。
 

、

.

一
方
"
當
時
に
於
け
る
實
際
の
經
濟
形
式
を
見
る
^

言
ふ
.ま
で
も
な
く
一
 

般

的
^

は

農

耕(
K
a
s
i
k
a
m
m
a
t
p
)

第
二
號



第

十

九

卷(

ニ
瓦
四)

佛
教
の
興
立>

照
人
階
級
の
活
動
，
 

第

二

號

一
〇
ニ

.

.

.

..
.
.
.
.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

:

.

.

.

で
あ
っ
て
四
姓
み
な
悉
く
こ
れ
に
從
事
じ
て
ゐ
れ
。
佛

ひ

ろ

ひ

ビ

り

、

籾
を
ぬ
き
ミ
办
、
風
に
て
吹
さ
、
倉
に
收 

敎
の
始
祖
、
佛
陀
の
注
家
*

る
釋
迦(

s
a
k
y
a
}

: 0

貴
族
、

む
。
か
<

0

如
く
同
じ
き
こ
ビ
を
來
年
に
於
て
も
な
す 

し
か
もW

職(

s,
j
a
t
t
s
n
a

*s

>:の
被
遯
擧
權
を
も
っ
て
ゐ
.

な
ら
ん
。し(

20) 

S

は
彼
ら
が
農
縣
の
一
々
に
っ
い
て
耐 

た
彼
の
實
家
？
W

へV」
も
、
や
は
り
經
濟
の
大
部
分
を
え
が
た
さ
勞
働
：を
數
へ
た
る
も
の
で
あ
り
、「

業
は
終
ら 

農
耕
に
來
め
て
ゐ
れ
や
ぅ
で
あ
る
。
彼
の
父
、
淨

飯

ず

、勞
に
は
て
し
な
し
。

い
っ
業
は
終
ら
、
い
つ
勞
に
は 

^

; a
d

h
: a
3
n
a

)

や
伯
父
遂
の
同
型
の

.̂

か
：ら
し
て
.：
彼

.
1

て
し
あ
ら
ん
や
い
っ

3£
欲
を

も
ち
て
安
樂
あ
る
や
、

の
家
、
機
答
摩(

G
o
t
i
a
)

が
農
業
に
.關
係
深
い
乙
ミ
は
一
愛
す
る
ァ
ヌI

ダ
ょ
。
業
は
終
ら
チ(

N
a

 

k

a

m

mfu
l

k

hT' 

オ
ル
デ
ン
べ
ル
ヒ(

O
i
d
e
n
b
e
r
g
)

の
旣
に
早
く
指
摘
し 

一y
a
n
t
i
)

勞
に
は
て
し
な
し
。

(
N
a

 

k

a

m

mpi
l

n
a-sa

n
t
o
).

父 

て
ゐ
る
:̂
'

こ
/ >

で
あ
る
C
18)

。然
し
な
が
ら
、

,:

い
か
に
豐
一
死
す
る
も
、
祖
父
死
す
る
も
、
彼
ら
の
業
は
完
了
せ
ざ

饒
な
る
印
度
の
風
土
ミ
は
«

へ
、
«
_
は

彼

等

の

忍

び

る
な
b

c」
(

2l)

ど
は
最
：も
悲
痛
な
る
彼
等
の
體
驗
を
■い

.

.

.

.

.

.

.

- 

.

.

.

.

.
*

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

..

.

.

.

.

へ
. 

.

.

.

.

が
た
き
勞
役
で
あ
つ
t2
M

€

は
、
不
注
意
に
飯
C

o

d

s

-

.つ
は
る
こ
と
な
く
吿
白
せ
る
も
の
で
あ
る
.。か

：
/v

る
農 

a
*B)

「

を
取
扱
ふ
沙
門
を
.貴
む
.る
に
、「

飯
の
：I.

碗

1

砚

は
業
に
對
す
る
宿
命
的
絕
望
は
、
か
、
る
勞
苦
忍
び
が
た 

c

n
E r
®

0

)i
»

^

-

c

s

」
(

19
>(

e

k

a

m

e

k

a

*3s
i
t
t
h
a
m

 

k
a
m
:

 

S

を
い
な
甘
る
家
族
制
度
そ
の
も
の
を
%
阻
す
る
に
至 

m
a
s
a
t
e
n
a
: n

:5*
M
y
a
t
i

 )

ど
の
言
葉
を
以
て
し
た
こ
£

に

K
v
^
vっ
ひ
に
か
、
る
家
族
制
度
か
ら

「

自
It
i

に
' 
な
っ
て 

明
炉
で
あ
名
タ
っ
先
づ
^
田
畑
を
練
し
令
そ
し
て
種
蒔
き
、：

(
a
l
a
g
g
o
.
h
u
t
v
s
)

自
分
自
ら
を
支
配
す
る」

(

22) 

9

S

.

水
を
き
、水
を
出
だ
し

"
草
を
ぬ
きV

J
b
、

刈
り
入
れ
、

i
 eva ovadanto)

•匕
乙
ろ
の
自
由
の
天
地
に
生
き
る 

收
搜
を
S

び
、®

に
f
t
ば
ね
、
己
れ
を
ふ
み
し
め
マ
蘧
を
乙
ビ
を
願
は
し
め
た
。
乙
の
、心

境

に

も

る

婆

の

1

H

n

,

h

A

^

 ̂

k
し
 

厂
 

/ 

4:/
|
:
,
^
-
1
丨
--そ 
I

-ザ
,

一.

T

7

-

1

:
■
:
1

-
j

!

■=
--
^

一-一一一■一

靑
年
は
つ
a

に
か
う
言
つ
た
の
で
あ
る
。「

い
か
に
し
て 

農
業
な>

」

を
し
て
父
母
を
*

ひ
う
る
も
の
ど
し
ビ
<
:23)

.°
 

今
や
、
農
業
は
勞
役
0

苛
酷
な
る
の
み
な
ら
ず
、
父
恐 

を
^
養
ひ
が
た
い
ど
ご
ろ
の
經
濟
的
窮
地
に
陷
つ
た
や 

う
で
；あ
る。

. 

j 

:■
か
う
し
た
形
式
的
な
家
被
制
度
に
對
す
る
木
滿
は
勢 

ひ
，
i

容
易
に
し
て
、：

丨
つ」

ょ
b

■

■

多
き
■
■
形 

式
鉍
»

慠
せ
し
め
た
。
憧
憬
の
焦S

は
言
ふ
ま
で
も
な
> 

ぐ
商
業
取
別
で
あ
る
。
從
來
、
^ >

方
^

雛
門
家
へ
§
1

? 

c
a
b
r
s
b
m
a
.』

a
k
u
l
a
)

を
以
T ;

任
じ
、
祭
司 
c24
,
> (p
u
r
o
h
i
t
a〕 

敎

象

帥
25

パ H
a
t
t
h

叫ca
r
i
y
a
)

官
m '
s

x
 

A
m
a
c
c
a
)

敎
師
一 

s

) 

(

plc
a
T
i
y
a)

等
の
如
き
社
會
上
優
秀
な
る
職
業
に
從 

事

し

て

：ゐ

た

ビ

こ

み

の

婆

羅

門

種

の

人

々

す

ら

、
今

や

；'
一
 

經
濟
上
の
腮
迫
に
ょ
つ
巾
鬥
地
ボ
名
春
^
を
願
み
る
に 

暇
な
ぐ
、
遂
に
商
業
取
引
&) (

v
o
h
s
r
a
p
)

或
は
商
品 

(
B
M
S
h
a
q
o

の
行
商
紀
行
上
も
の
が
現
は
れ
た
。
 

更
に
又
、
彼
ら
の
あ
.る
者
は
陸
上
の
交
易
に
甘
ん
ず
る

第

十

九

卷(

二
五
五)

佛
教
の
興
立
と
商
人
階
敬
の
活
動

乙
S

な
ぐ
し
て
、
遠
く
海
上
貿
易
じ
す
ら
鐵
加
し
^
の 

で
あ
る
®

、
V」

の
風
潮
が
婆
*
門
種
に
於
て
さ
へ
起
り 

出
し
た
以
上
、
他
の
ょ
り
自
由
な
.る
階
級
の
人
々
が
爭 

つ
.て
こ
の
最
も
利
潤
豐
か
な
る
陸
上
交
具
、
海
外
質
易

に
は
せ
集
ま
つ
た
こ
^
}は
當
然
な
て
ど
で
あ
る
。
力
ー

-

-

 

.

.、
、

.
シ
王
國
の
一
住
民
^

^ ,
K

^

&

a

vfo
l
s
f
m
a
n
u
s
s
o

)

は
、「
こ
、

に
て
菩
ら
は
益
す
る
乙
ビ
な
し」

(

n
ls.
p
a
kpl
r
o e

s
a

 

a
m
-

 

h
i
k
a
p
)

と
て
父
母
の
家
を
出
て
湛
村(

p
a
t
t
a
n
a
g
s
m
o
)

に 

き
た
ぅ
、
船
夫(

n
PJ
I
v
i
kfo
l
n
a
a
r 

k
a
m
m
a
k

plr
a
k
o
)
a
)

と
な

つ
て
海
上
交
易
の
列
に
入
つ
穴
0
貴
族
の
あ
る
も
の
は 

西
海
岸
の
要
鄕
、
須
i

^

a

s

に
於
て
.五
W

人
の 

質
客
を
募
集
し
多
く
の
商
品
釔
積
ん
で
緖
伴
入
海
を
行 

.
つ
た
S
 )

。
今
や 

'社
會
制
度
は
そ
0

傅
統
的
思
想
か
ら
の 

空
虛
な
槪
念
を
維
持
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
經
濟
カ
ば
日 

に
日
に
社
會
的
勢
力
の
中
樞
的
要
素W

な
ら
ぅ
と
し
て 

ゐ
る
。
1

の
力
は
ょ
ぐ

婆

羅

門

.の
傲
倨
を
屈
す
る
に 

易
く
、
刹
利
の
武
辨
も
衣
食
の
f t

め
に
は
酋
陀
種
の
下

笫
ニ
號 

一Q -
H



笫

十

九

卷(

ニ
五
六)

佛
教
の
興
立
ど
商
人
階
級
の
活
動 

に
.坐
す
る
を
憚
ら
な
.い
風
潮
ど
な
つ
た(

33)

0
か
く
し
て 

四
姓
ば
悉
く
事
實
の
上
に
於
て
階
級
差
別
を
無
視
し
て 

等
し
ぐ「

海
商
人
/
34
>
の
名
を
得
んf

o
e

を
願
ふ
に
至
一

つ
た
。'

.

:
'
:
;
;
h
:
:

こ
ー
の
時
代
の
傾
向
が
商
人
階
級
を
し
て
有
カ
な
る
社
：
 

會
的
へ
並
び
に
齔
治
的
地
^
を
確
立
せ
し
め
た
乙
せ
は 

:
次
.
に
.

す
.
'へ，き
^

-

で

あ

る

。

是

ょ

，，-
^
先

き

- ®
^

 ̂

級
.も
、
，他
の
^
雛
[̂
村

(

35)
(
B

r
a

h
m

-ga

^,
日 0

〕

锻
冶
邮 

利(

3〕
( K

a
m
m
l
r
a
g

plm
o
)

木
師
村(

37)

{ va
w
l

 

 ̂
h
a
k
i
%
m
o
)

 

獵
師
村
S

X

N

e

s

s

a
^ .
m
l
o

〕

織
師
村
.

(

39)

.の
如
き
同
業
一 

村
た
る
市
場
衬(

4 0
x

N
aQ
*

a

3

0

)

?f
M

^

ぞ
己
ろ
の
交
通

| 

の
：要
路
に
：も0

て

ゐ
た
：。
：
同

時

に

又
.
？
1

つ
0;

都

市

に

j 

於
て
も
、
:'
他
の
同
業
町
、「

料
理
人
舊
町
ハ
41
0

0

0

^

1
^
- \ 

g
h
a
r
a
v
l
t
h
i〕

象
牙
師
町(

42>
:
(
D
a
n
t
a
s
r
a
v
I
t
h
〖
«

&
,

w

 

T
 

一
 

S
 :>( M

a'a
k
s
r
a
v
i
t
h
i
)

 

0
m

w

、44
x
a
p
p
a
l
a
v
l
t
h
i

)

の
如

き
も
め
と
は
多
少
紐
織
を
異
に
し
て
ゐ
た
ら
ぅ
ビ
思
は 

れ

る

ビ

こ

ろ

の

商

槳

組

合

人

の

韶

斐

バ

踅

r
K
.
I
I
K
H
U 

に
大
富
ii

婆(

48)

 

薩
薄
主(

49

S
3は
チ
？ 

v
5
h
a
j
e
t
t
h
a
k
o)

の
名
の
下
に
王
廷
の
協
議
に

參
列
し
て 

ゐ
る
も
の
乃
ち
こ
れ
で
あ
る
。
今
や
長
者
焐
士(

0
3
1̂

丨
 

p
a
t
i
)

 

'譲

主

ら

は

他

の

H

業
村
落
一
の
代
表
者
ど
典
に 

極
め
：t

有
力
な
る
政
治
的
地
位
を
獲
：.得

，ず

^

,
に
至
つ
::
:
;

| 

た
P
:
乃
ち
商
人
ら
は
屢
々：

同
業
遨
の
集
會
を
行
ウ
：て

そ

\ 

の
利
益
を
協
議
し(

5 0)

、
長
者
軍
e

士
軍(

51

?

呼
ば
れ 

て
ゐ
.る
.
^

i.

こ
.る
の
自
備
的
設
.

を

有

し

、

以

て

至

'るど 

M
K
：

に
彼
ら
の
經
濟
力
を
伸
張
^

せ
た
の
で
あ
る
。
北
.' 

方
、
得
叉
尸
雜

H
a
k
k
a
s
H
a
-
T
a
x
i
J
a
)

に
發
見
さ
れ
た
る

四
筒
の
貨
幣
が
、
を
の
年
代
に
於
，で
：多
少
の
相
違
は
あ 

れ

、
：
ど

に

：
か

ぐ

商

人

：
組

合

(
N
e
g
a
m
s
v

な
る
刻
字
を
裏
.

前
に
有
つ
こvj

は
最
も
吾
人
の
興
味
あ
る
.ど
こ
ろ
で

あ 

.る
。(

62〕

.

以
上
の
如
く
商
人
階
級
を
し
て
社
會
的
に
.莅
ヵ
な
る 

地
位
を
占
據
せ
し
め
た
に
つ
い
て
は
數

へ
が
た
き

程
の 

多
ぐ
の
原
因
を
も
つ
て
ゐ
る
。
今
自
分
は
そ
の
著
し
さ

谘

十

九

猞(

ニ
五
七)

怫
教
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
励

笫
ニ
號 

一0
四

け

ら

れ

て

ゐ

た

。
市

場

村

に

於

，て

も

、

Z
の
«
合
に
於

.
て
も
同
様
に
一
人
の
長
者(

黑

房

が

設

け

ら

れ

て

常

に
沿
ら
商
人
階
級
の
大
な
る
保
誰
者(

45)
(

g

^

s

p

a

k
Ji
)
l
r
o
}

と
な
つ
す
ゐ
た
や
ぅ
で
あ
る
U 

>」

の
長
者
の
1

&

^

^

.襲
的
で
あ
つ
て
、
勿
論
財
產
.の
豐
か
な
家
柄
に
限
ら
れ

:
て
ゐ
る
'0

內

は

村

民

、
龃
合
員
の
.利

福

を

訐

る
ど
共
に

外
に
は
そ
の
經
濟
力
を
以
て
王
者
の
財
政
官(

o
h
a
n
a
-

で
は
0

ど
し
て
奉
事
し
て
ゐ
た
の
で
あ
.
る
。
王
者
も
又
つ

と

め

て

經

濟

方

，面

の

外
護
者
>」

し
て
長
潰
を
尊
敬
し
、

a

ろ
く
政
務
に
參
與
せ
し
め
た
。
吾
人
は
王
舍
城

(

R

r

:

j
a
g
a
h
a
)

の
長
者
が
自
邸
の
宴
會
に
王
者
を
招
く
習
慣
-

の
あ
つ
た
こ
ビ
を
見
て
兩
者
の
關
係
の
深
刍
を
知
る
の 

で
あ
る(

4 6)

。

こ

れ

ら

恒

定

的

の

同

業

村

や

同

業

組

合

の

外

に

”

隊 

,?1
5
&
1
:
0*
0)

の
« 1

合
が
あ
る
。̂

の
引
導
師
{

5

3

^

1

1
§
^

^

の
首
長(

s
a
t
t
h
a
v
5
b
a
j

: sh
a
k
o

 )

 (

4 7)

も
又
世
襲
で
あ
^s

、 

長
者
ノ
？

同

じ

：{

玫
.治

上

.に
：.權

ヵ

を

，も
.つ

て

な

る

。
漢
捧
.

も
の
四
五
を
擧
げ
て
見
や
ぅ
。

1

、
邊
地
、
特
に
海
洋
方
而
の
開
發
9

農
業
本
位
の
中 

國
經
濟
は
今
や
北
方
の
應
羊
、

並
び
に
欽
_

羅

(

53) 

(
K

a
m

b
a

£
.

(

毛
織
物)

南

方

"

特

に

海

洋

方

面

の

眞

珠 

へ 
B

u

s

) 

■

尼(

m

a

s
琉
璃 c

v
e
l
u
r
i
y
a
)

螺(
s
a
n
k
h
a
)

 

0 

玉(
S
i
3

珊
瑚(

p
a
v
a
a
)

銀(
r

a
j
a

t
a

x
s

a
?

口pa
)

赤
石

n
o
h
i
t
a
n
k
a
)

珠(
m
a
s

叫ra
g
a
l
i
a)

の
如
き
目
に
映
ゆ
る

珍
珠
佳
寶
a

)

の
關
發
は

大

い

に

商
人
階
級
を
し

て

冒
 

險
的
精
神
を
作
興
せ
し
め
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
か
、
る 

.

貴
漬
商
品
の
賣
賈
は
自
ら
商
人
階
級
の
位
置
を
：高
か
ら 

し
め
|2
。
§

:
I 

r

工
業
の
發
逄
"
時
代
の
大
勢
は
工
業
階
級
に
對
し 

て
ち
恩
縣
的
で
あ

つ
た
が
^

め
に
、
愈
々
そ
の
組
合
の 

圈
結
は
螫
闽
ヒ
な
り
"

帝
國
主
_

的
風
潮
は
特
1;
武
具 

工
業
の
發
逄
を
ぅ
な
が
し
"

其
他
、
ベ
ナ
レ
ス 

a
s
:
l
)

に
於
け
る
モ
ス
リ
ン
、
東
南
地
方
»;

於
け
る
鐵
エ
‘

業
、
陶
_エ
業
、
北
.方
に
於
け
る
織
物
業
>

其

他

至

る

？

こ

笫1
1

號 

一
0

五



第

十

九

怨(

ニ
五
八)

佛

教

の

興

立

.と

商

人

階

級

の

活

齡 

ろ
^
開
發
さ
れ
た
る
鑛
山
業
は
そ
の
生
產
品
の
處

分

を 

,

商
人
階
級
に
待
つ
べ
き
域
に
向
上
じ
た
。
產
地

f

都 

市
に
賣
ら
ん
ど
す
る
も
の
、
都
市
ょ
り
產
地
に
就
く
も 

の
ヾ
^

の
亂
f f

の
商
人
は
佛
敎
經
典
の
至
る
^J

こ
ろ
に
散 

見
す
る
。

三
、
都
市
の
發
達
、
國
家
主
義
の
伸
展V」

，

物
賢
集
散
_ 

の
激
增
ど
は
乙
の
時
代
の
特
色
e

し
て
都
市
の
發
達
を

數
へ
U
め
た

。

舍
衛(

s
i
v
a
t
s
)

沙
祗(

3

枭
&

y
li

 ̂

(
c
a
m
p
a
)

波
羅
奈(

B
f
r

^-a
s
o

 

拘肢
SI'

(
K
o
s
a
m
b
i
)

^ ;
舍

：
i 

R
v
e
s
3
H
-
¥
M
(
R
w
j
a
g
a
h
a
)

迦
m
羅
衞(Kapllavat- 

i 

穿

)

の
如
き
八
大
城
c66
:

〕

、
_
は
六
大
城
C57
ぎ

い

ム

も| 

の
对
そ
の
代
表
的
の
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
：こ
れ
ら
の
'

j 

へ
者
市
.ミ
い
：.へ\

レ
も
今
日
が
ら
見
る
；な
ら
ば
極
め
*
.て
贫
弱
.
| 

な
：る

田

舍

町

ど

選

ぶ

.VJ.

て
：ろ
が
少
い
で
あ
ら
う
け
れ
ざ 

も

、
：ど
に
か
ぐ
こ
れ
ら
-
0
都
市
に
於

て

、
特

に!•
々
行
は
. 

れ
た
る
大
祭
に
際
し
て
敏
活
な
る
物
资
の
集
啟
取
引
の 

行
は
れ
.た
る
.
y 

u
. 
S
は
荷
人
階
极
に
と
'つ
：て
.極
め
.て
苜
钗

は
れ
て
ゐ
れ
。
乃
ち
今
や
«

黹
の
_時
代
に
入
办
"
市
場 

の
活
蹯
頓
に
加
は
り
、
交
易
取
引
に
便
す
る
こ
^
極
め 

て
欠
で
あ
つ
た
。
商
人
階
級
が
货
幣
を
以
て
示
し
た
る 

威
力
は
當
代
の
目
ざ
ま
し
き
も
の
、

一
つ
で
あ
る
V 

ノ
 

」

階
級
制
度
"

家
族
制
度
そ
.の
も
の〜

她
緩
崩
墩
は
こ

I. 

\

n -
>

b
の
諸
股
因
^:

相
俟
つ
て
愈
々
商
人
踏
級
全
®
の
氣 

，蓮
を
.う
，̂

が
し
^

の
で
あ
る
か
、
し
か
も
柏
そ
の
全
^

I 

な
る
I

の
は
所
！T

 

.成
-
M

b
者
の
不
安
と
寂
を
感 

せ
す
に
は
ゐ
な
か
つ
た
。
商
人
階
級
に
流
入
隨
伴
す
る 

高
貴
の
種
姓
が
心
中
に
ば
：れ
し
て
-
|縷
の
平
か
疗
ら
ざ
，：

:

.
;る
も
の
あ
る
を
見
な
い
：で
あ
，ら
^
か
:0
利

益

の

た

め

とj 

は
言
へ
V

忽
ち
に
し
て
成
立
し
た
雛
®

多
姓
の
俄
か
組
„
 

.
合
が
、
は
た
し
て
ょ
く
そ
‘の
團
體
を
維
持
し
え
穴
で
あ
. 

ら
う
か
。
：：彼
等
商
人
階
級
が
：い
か

：に

右

手

に

溢

るゝ
黃 

金

を

持

：
つ

も

は

ft

し
て
彼
ら
は
尙

左

.手
を宗
敎
と
思
想 

の
锬
澶
に
^
し
の
べ
ず
に
ゐ
ら
れ
れ
で
あ
ら
う
か
。
マ

」 

け
險
し
"
い
沙
漠
森
林
を
通
ず
る
商
路
に
、
風
難
波

.第

十

九

卷(

ニ
芄
九〕

佛
教
の
興
*
と
商
人
階
級
の
活
動

笫
ニ
號
' 

5

六

義
で
：あ
つ
.た
。
更
に
又
：、
有
力
な
る
長
者
商
虫
等
は
.
一.邻 

市
に
甘
ん
ず
る
こ
と
な
く
、
王
舍
城
e

舍
衛
城
の
如
き 

數
旬
程
の
遠
隔
あ
る

に
も
拘
は
6
す
、
互
ひ
に
交
#
し 

-
5 )

屢
.々

取
引
の
た
め
に
往
復
し
て
ゐ
た
の
で
あ
.る
。

| 

(

3

1

れ
ら
の
外
來
C
60〕

Q
g
a
n
t
u
k
a
)

商
人
の
収
則
に
M 

一.
る

も

い

か

に

都

市

の

發

達

が

商

人

階

級

の

向

上

に

資

し 

一
た
か
を
知
る
こV

J

が
出
來
る
O

S
 >

.

.四
：

交
^

^
發
達
’
フ
ス
^
ァ
グ
ィ
ズ
ハ
^
!
:
!
}
 ̂

D
av
i
d
s
)

が
.. 

明
了
に
吾
人
に
示
し
て
ゐ

る

や
う
に
、

佛
敎
時
代
の
印 

度
交
通
は
極
め
て
，發
達
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。(

62)

北 

方
よ
6
西
南
方
面
に
至
る
も
の
、
同
じ
ぐ
東
南
に
：至
る 

も
の
、
東
西
相
®

^

る
も
の
、
三
幹
線
の
陛
路
、
恒
河 

の
河
口
ょ
'
り
ビ
ル

マ
，

セ
.ィ
ロ

ン
に
通
す
る
海
路
、
こ
 

の
外
海
陸
の
商
人
が
活
躍
し
た
跡
を
m
る
時
、
か
な
り 

の
程
度
に
於
け
る
發
達
を
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
C

:

五
、
貨
幣
の
發
明
、
そ
の
年
代
に
.
つ
い
.て
は
®

く
_措
.さ
、

と
に
か
{
.
佛
敎
時
代「
に
，.-は
.鸵
k

早
{
貨
幣
の
使
用
：̂ 
f

T
i
w %T
i
.

難
の
數
々
.に
心
慄
ゆ
る
大
海
に
、
彼
等
は
ょ
く
宗
敎
G
 

く
し
て
そ
の
目
的
を
成
就
し
え
た
で
あ
ら
う
か
。
BI
I:

乂
、
彼
ら
の
經
濟
的
活
動
は
只
貨
財
の
畜
積
の
准
め
の 

み
で
あ
づ
て
、
は
れ
し
て
よ
6

高
き
意
志
が
な
か
つ
 ̂

e

あ
ら
う
か
。
自
分
は
こ
れ
ら
の
疑
問
を
こ
、
に
遺
し 

て
'

商
人
階
級
の
向
上
^
併
行
し
て
興
立
せ
る

佛
敎
の 

&

想
^

そ
の
生
活
过
を
眺
め
、
そ
こ
に
見
出
さ
る
、
兩 

渚
の
關
係
を
れ
r

つ
て
み
れ
い
と
思
ふ
。

■
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-

i
r

佛
敎
の
思
想
並
び
に
生
活
と
商
人
階
級 

⑷
:'
:

四

姓

平

等

の

思

想

に

つ

い

.て 

::
:

佛
陀
の
生
れ
れ
雪
山
激
の
^

?

い
：町

、
迦

毘

維

衛 

(
K
a
p
i
l
a
v
a
t
t
h
u)

は
舊
文
明
の
中
心
か
ら
か
な
6

に
東 

方
に
■

し
て
ゐ
れ
が
た
め
に
’
其
地
方
の
多
く
の
町
ど 

.
共
^

自
由
胤
想
に
富
み
、
：|备
の
政
體
も
多
く
は
共
和
制 

を
布

い
て
ゐ
た
ほW

で
办
る
。
：從
つ
；て
自
由
佩
想
の
殿 

S

ビ
も
言
ふ
べ
き
公
會
堂(

s
a
n
t
M
g
a
r
a
)

は
至
る
^
こ 

ろ
の
町
の
誇
りV

あ
つ
た
。
多
く
の
自
由
思
想
家
は
こ 

の

速

方

：
ー
.
帶

に

©

U

こ
れ
ら
の
町
々
を
巡
歷
敎
化
し 

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
'、
_
自
由
抵
想
$

共

に

1

般
に 

尙
武
的
精S

に
燃
え
て
ゐ
た
こ
ビ
は
植
民
運
動
の
前
衛 

に
立
て
る
も
のV

J

し
て
は
當
然
で
あ
A
 

5

0
從
つ
て
、

第

十

九

卷(

ニ
六
1)

■佛
教
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
動

佛
陀
の
®

し
て
ゐ
た
釋
迦
族
が
剎
利
8

の
選
ば
れ
れ
る 

も
の
^
}し
て
の
釋
迦
の
自
尊
心(

1
ノ

j

ハsg
k
i
y
a
m
w
n
o
)

に 

富
み
、
勇
敢
に
し
て
、
む
し
ろ
兇
暴
9

x

c

a

n&)

の
そ 

し
ら
を
受
け
た
程
で
は
あ
つ
れ
が
"
同
時
に
そ
の
與
氣 

は
威
武
權
勢
に
も
屈
せ
ざ
る
美
し
い
民
族
心
で
も
あ
つ 

た
。
：
彼
は
乙

の

自

由

精

神

の

：地

に

生

れ

、
.
又
比
較
的
自 

由
の
敎
育
を
受
け
た
の
で

あ

る

ノ
思
索
ぶ
レ
懷
疑
S

に
性 

向
を
持
つ
て
ゐ
れ
彼
は
や
が
て
貴
族
で
あ
る
彼
の
父
の 

;

許
を
去
つ
て
、
遠
ぐ
自
由
精
神
の
み
な
ぎ
つ
て
ゐ
た
東 

南
地
方
を
巡
歴
し
、
遂
に
摩
竭
陀(

M
a
g
a
d
h
a
)

の
首
府 

王
舍
城(

R
A
a
g
a
h
a
)

に
程
近
い
伽
耶(

o
$

p)

の

菩
提 

樹
下
で
精
神
的
自
覺
に
到
達
し
た
ど
傅
へ
ら
れ
て
ゐ 

.る
。か

く
し
て
は
自
由
患
想
家
ぞ
し
て
こ
の
興
味
あ 

る
過
渡
期
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
れ
え
す
批
^
 

的
糖
神
き
自
由
澗
達
の
態
度
と
を
以
て
す
べ
て
の
問
題 

に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
自
分
は
今
二
三
の
章
句
を
列
®

§

號 

一
0
九



第

十

九

卷(

二
六H

>

-,
':
佛
敎
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
動 

し
て
見
る
。

善

き

生

れ

に一

利

ぁ
り
。
さ
，れV」

德(
S
H
a
q
o

は
菩 

ら
を
た
の
し
ま
し
む
9)

。

卜
剎
利
メ
藥
羅
門
、；
跑
舍
、
首
陀
"旃
：陀
羅(

c
a
&
l
a
}

:::: 

ブ
/

サ(
p
u
k
k
l
)

が
茲
に
;r
法
を
行
は
スd

h
a
m
.

一
 

m
a
m

 caritgna〕

彼
ら
は
：天
に
等
し
ぐ
あ
ら
ん
0:(

3

1
 

力(
b
a
l
a
m
)

は
決
し
て
種
姓
'
家
姓
、
家
業
、
位
置
、

名
#
、
財
產
に
非
す
。
さ
ら
ば
こ
の
力
は
い
づ
乙
ょ 

b
來
る
や
。
魯
ょ
り
。(

p
u
w
s
y
!«
l
x
>
o

)

.
生
れ
も
、
容
色
も
い
た
.づ
ら
ご
t
、

さ
れ
"
5
0德
の
み 

は
®
上

な

合

'

……

.
彼
は
意
志(

S
S
O 

3

ど
行
爲

(
K
a
m
m
a

-3)

 

S
を
重
ん 

じ
、
す
ベ
て
の
善
惡
禍
福
の
原
因
を
玆
に
求
め
る
V

)
)

 

從
つ
て
善
き
行
爲
こ
そ
人
生
に
於
て
最
上(

u
t
t
a
m
a
q
o

 

て
あ
^

*

惡
を
分
別
す
る
^

(

p

u
si
v s

こ
そ
«
定
の 

力(
b
a
l
a
m
)

の
發
す
る

j

ろ
で
*
,る
。
か
y

る
哲
學
の
：：
 

前
に
ば
す
ベ
て
.は
自
由
で
あ
り
、
且
つ
平
等(

s
a
m
w
)

で

第

二

號

| 

|
〇

あ
つ
て
、
い
か
な
る
根
强
い
傅
統
も
を
の
影
を
失
ひ
、

r
の
や
ぅ
な
威
武
權
勢
も
そ
の
力
を
消
さ
ず
に
は
ゐ
、ふ

か
の
で
あ
る
。
彼
は
決
し
て
目
前
の
階
級
組
織
に
反
對

し
？

、
そ
の
首
«
考
/2
る
.藥
羅
1
:
橄
に
宣
戰
し
た
り

す
る
や
ぅ
な
こ
ど
が
な
か
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、

頹
敗
し
ゆ
く
彼
ら
に
.滿
胳
の
同
情
を
被
瀝
し
て
、
M
'

^
古

昔

藥

.|
1
門(

で
&
5
3
^
5 

B
r
^
m
a
'
】§

)

の
勝
^
々
る

メ
格(slluttals)

に
か
え
る
ベ
さ
を
さ
e
さ
れ
た
程
で

あ
つ
た
O
C
8 

)

。
か
く
し
て
彼
の
前
に
は
す
べ
て
は
白
紙

で
f

、
均
等
で
あ
气
何
ら
の
差
別
的
愛
偕
I

す 

ベ
.き
も
の
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

.
か
く
し
て
佛
陀
の
周
圃
に
は
す
ベ
て
の
階
級
の
ん
ぐ 

が
集
ま
つ
て
き
た
。
然
し
、

一

た
び
彼
ら
が
佛
陀
の
免 

4
ペ
な
る
や
、
異
名
？
-
s

m)

や
督
？

3.
_

!

5
 

異
種(na-nijacco}

興
業(

n

i

u

^

c

o

〕

の
す
ベ
て
の 

階
級
の
人
々
も
怫
陀
の
敎
：說
に
信
«
す
る
こ
ミ
こ
ょ
っ

F 

i ̂l
f
L
r
L
r
,
f 
I
 

J
 
t
 
Jû
nr̂
uŷ
r 

p̂tKl 11

淺

v
r ジ：

g
o
t
t
w
n
o
沙 
R
 
釋

子

(
s
a
m
a
.
1
5

 

s
a
k
y
a
p
u
t
t
i
y
A
)
、

10)
i
^

 

eg
入
す
る
の
で
あ

る

。
•-
—•
た

び

出

家

(

a
g
FJ
Ir
a
s
mpl
1

a
n
a

 

g
pw
l
n
.
y
a
-
p 

p
p

cr
cr
P

J

^

s 

)

し

た

もの
は 
y 
も

は 

い

か 
2
 

る 

階
級
種
姓
，の
者
で
も
な
い
。
'ち
や
ぅ
^
其
は
、
恒
河
、

_

 
牟
那
、
阿
#

羅(

>

d

s

a

v

a
5 :
a

_

u

s

a

r

a

b

h

a

摩
醯 

(
M
a
h
i
}

の
如
き
大
河〈

M
a

K
n

a
d

i
y

o
)

が
一
た
び
大
海 

に
流
入
ず
る
や
、
そ
れ
ら
•の
從
來
の
姓
名
は
な
く
、な
つ 

て
、
た
ぐ
大
海
に
販
す
る
^
同
様
で
あ
る
'

(

11)

。
五
河
の 

特
殊
«
水
味
が
な
く
な
つ
て
同
一
味(

E
k
a
r
a
s
o
)

 

S

な 

々
9
w

»

o

.§
p

v

p

s

o

)

ミ
な
る
が
如
く
ハ
]2

、
、

佛

陀

の

敎 

l a

に
出
家
し
た
者
は
悉
く
同
一
な
る
解
脱
独(

V
f
3
u
t
t
i
-

 

r
a
s
o
)

に
浴
す
る
の
で
あ
る
。

‘

炉
ぅ
し
れ
佛
陀
の
自
由
に
し
て
、
わ
だ
か
ま
-

c
v

0

な 

■い
態
度
は
す
べ
て
の
種
姓
職
業
の
人
々
を
を
の
周
國
R 

ひ
き
つ
け
ft

。
舍
利
卵(
s
i
r
i
p
u
t
t
a
)

目
®

C
M
O
g
g
a
i
i
&
a
)

 

大
迦
葉(

M
a
h
3
:
k
a
s
s
a
p
p
a
)

の
如
き
英
傑
は
_
羅
門
種
か 

ら
、
佛
陀
の
親
族
で
あ
る
提
■
 

(
D

e
v

a
d

a
-

a
)

阿
難
.

"

笫

十

九

卷

(

ニ
六
三)

佛
教
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
動

,
T
\ 

1
\

r
t
v
c
H
I
N

し

H
3
W 

s
w
w

,
Jr-
i
、?i
T
/
r 一J.Jg
n
yv-
a
...-，

(
A
J
l
a
n
d
a
.〉

等
‘は
.刹
利
輝
か
ら
*

多
く
の
衣
人
知
己
と
共 

に

皁

く

入

圓

し

た

：耶

舍
C
Y
a
s
a
)

は

布

力

な

るff
i

舍
稱
か 

ら
"

晚

年

"

戒

律

の

上

首S

し
て
恭
敬
せ
ら
れ
た
優
波 

利

(
U
P
S
1
0

は
釋
迦
種
貴
族
に
多
年
仕
へ
て
ゐ
れ
首
陀 

®

の
理
髮
師(

7 3
H

N

a

h

^

u

t

o

}

か
ら
各
々
同1

敎
幽
に 

流
入
し
れ
。
然
し
て
、
そ
こ
に
は
出
家
以
前
の
階
級
差 

等
が
全
く
消
え
去
つ
て
ゐ
る
。
た
^

べ
、
奴
隸
0

^

5

0

)

 

で
あ
つ
て
も
一
た
び
出
家
沙
門(

p
a
b

cr.ajl.to 

s
a
m
a
t
o
)

 

S

な
つ
た
以
上
は
王
者
か
ら
も
®

敬
せ
ら
るV

き
も
の 

で
あ
る
Q

}

。
摩
偷
羅
ー(

M
a
d
h
u
r

叫)

の
王
、
ア
バ
ン
チ
プ 

ッ
タ(

A
v
a
n
t
i
p
u
t
t
a
)

は
嘗
て
佛
陀
の
弟
子
、
大
迦
旃
延 

(
.
M
a
s
k
a
c
c
a
y
a
n
a
)

に
か
ぅ
言
つ
た
こ
と
が
あ
る「

自 

分
は
た
ヒ
ベ
首
陀
輝
に
屬
し
て
ゐ
る
者
で
あ
ら
ぅ
e

、 

彼

が

出

家

沙

門

で

あ

る

な

ら

ば

"

刹
利
種
出
の
沙
四
に 

.

對

す

る

と.同
樣
の
敬
意
を
，彼

に

表

し

た

い

ど

见

ふ

。

な 

せ
な
&

ば
、

彼
は
以
前
：の
首
.陀
ff
l

で
あ
る
ぞ
言
ふ
*
子 

を
な
く
し
て
、
只
沙
門
と
言
ふ
名
をV」

つ
た
か
ら
で
あ

笫
ニ
號 

一
二



,

策

十

九

卷C 
ニ
六
四)

佛
教
の
興
立
i
商
人
階
級
の
活
励
.
 

る

，
S

四
姓
に
對
す
る
平
等
»
は
い
か
な
る
作
爲
を
も
加
べ 

中
し
て
自
然
の
a

に
均
衡
平
整
の
.方
向
に
對
す
る
社
#

.
 

運
動
を
起
さ
せ
る

の
は
當
然
で
あ
る
。

比
較
的
卑
賤
の 

位
置
に
«

か
れ
た
る
も
の
に
は
こ
の
平
等
觀
は
天
來
の 

福
音
で
あ
.

且
つ
彼
ら
の
自
由
運
動
の
こ
ょ
な
&
支 

»

?

な
{

ぅ
る
。
こ
、
に
於
て
か
奴
隸
の
本
主
の
許
を 

迸
つ
て
僧
脚
に
出
家
す
る
も
の(

16)
、
資
僙
者
の
«
虫
を 

逃
避
し
て
僧
脚
に
入
る
も
の
C
17
N

或
は
王
&

C
18〕

官
人 

へ19〕

.の
重
職
®

役
を
す
て
、
入
門
す
る
も
の
漸
く
多
き 

を
加
へ
、

こ
れ
に
對
す
る
)li
t

會
的
批
_

は
®
陀
を
し
て 

度
僧
に
關
す
る
手
續
き
に
制
服
を
20

ソ
設
け
し
め
る
に 

至
つ
た
こ
せ
は
注
意
す
べ
きM

 

で
あ
る
t

然
し
な
が 

ら
更
に
注
意
に
値
す
る
t

ど
は
.ノ
.こ
れ
ら
不
自
由
人
に 

s

t

る
反
抗
的
刺
戟
で
.
は
な
く
し
て
、
實
カ
に
溢
れ
て 

ゐ
な
が
ら
、
尙
名
分
に
乏
U
か
つ
たw

こ
ろ
の
自
由
人

B

A

B

®
 

K

t

i

k

t

o

u

F

ぐ Iil
H
U
3
1s

w
o
>

|>

第U

贼 

一

一

二

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

兹
に
吾
.人
は
' I

つ
の
微
妙
な「

る
對
照
を
見
る
.。
佛

陀 

は

純

理

の

立

：
場

：
に

.
ょ

つ

て

四

姓

の

平

等

一

如

を

主

'
張

し
 

且
づ
自
ら
の
周
圍
に
す
ベ
て
の
階
級
の
人
々
を
ひ
&

つ 

け
、

■!
)

ら

ゆ

る

別

相

を

す

て

、
同

ー

釋

子

沙

^

た
ら
し 

め
た
。
商
人
階
級
は
.經
濟
上
，の
實
利
R

立
つ
て
、
叫
ば 

ず
し
て
舊
文
明
の
傳
統
^j

形
式
ど
を
の
6

越
え
て
四
^
 

の
人
々
を
自
ら
の
周
圍
に
雲
集
.せ
し
め
、
ひ
S

し
く
，を 

.

の
.別
名
を
す
て
、
同

1

海
商
人
た
ら
し
め
た
。

|

義
名
分
を
叫
び
他
は
I 0
W

M

利
の
上
に
a

脚
す
る
。

一
 

は
理
想
.に
發
し
、
他
は
如
是
相
に
集
ま
る
。
實
相
®

 ̂

ガ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
理
想
は
只
光
れ
る
«

の
ぬ
纟 

も
の
に
過
ぎ
な
い
o

同
時
に
又 
> 

理
締
炳
^

し
て
存
枉 

す
る
も
の
.が
な
け
れ
ば
、
そ
の
實
利
も
い
ま
だ
浮
雲
の 

遺
慽
が
办
る
。
佛
陀
は
が
く
し
て
、
四
_

等
を
主
張 

す
る
に
.際
し
て
、
現
'實
目
前
の
社
會
が
い
か
に
經
濟
カ

の

命
合
ナ

て
n
8

常
で

指
摘
し
た
0
8〕

商
人
階
級
は
す
で
に
取
る
べ
き
を
取
り 

.

占
む
へ
へ
き
を
占
め
た
以
上
、
：
口
ハ

#

#
は
そ
の
*
取
を
W 

可
認
容
ず
ぺ
き.姐
想
.を
.揭
.仰
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
o
旣 

に
赏
カ
に
於
て
四
蝕
に
優
越
し
た
位
ft
を
獲
#
し
て
ゐ
. 

る
の
^
あ
る
か
ら
、
只
四
姓
平
等
な
り
e
の
生
活
原
理
、 

人
生
は
何
ら
の
先
仲
的
制
限
な
く
じ
て
：只
現
在
生
活
に 

ょ
り
て
求
來
を
開
展
し
ぅ
べ
し
|'
£

の
自
由
な
る
指
導
槪
：
 

念
を
ぅ
れ
ば
ょ
い
の
で
あ
る
。
商
人
階
級
の
か
ぅ
し
た 

M
想
へ
の
願
求
心
は
充
分
に
、
且
つ
完
全
に
怫
敎
に
於 

て
み
た
さ
れ
た
乙V」

は
疑
a
な
い
乙
S
で
*
る
。
か
く 

し
て
彼
ら
は
#
敎
を
信
す
る
こ
ミ
に
ょ
り
て
、
ぞ
の
® 

想
に
立
W
す
る
こ
ご
に
ょ
b
て
左
右
名
®
を
具
足
し
た 

の
で
あ
る
。

四

姓

平

等

の

患

想

が

跛

此

優

劣

の

偶

.像
槪
念

を

打

破 

し

た

る
S

同
，.時

に
' 

彼

此
隔

歷"
：自

他

凝

北

の

偏

铋

を:
 

高

擧

ね

て4H

右

十

方
1:
.融

通

變

化

す

る

自

曲

の

原

理

を 

與
べ
.

^
る

，

」

S

は
併
せ
て
注
意
す
ベ
 

き
乙V」

で
i>

る
o

:
笫
卞
九
铪(

ニ
六
五)

佛
数
の
興
立
&
商
人
階
級
の
沽
励

怫
陀
は
家
姓
家
業
を
す
て
、
僧
圓
I:
出
家
す
る
も
の
を 

抱
か
れ
た
。
自
由
を
憧
れ
て
，
負
ひ
が
れ
い
家
業
を
ふ 

b

さ
つ
て
き
た
人
々
に
0

由
人
の
生
活
を
指
示
さ

れ
 

た
o

僧
圓
は
す
べ
て
自
曲
意
志
に
動
.1

|
-
:
す

る

人

々

で

あ
 

I
「

っ
.た
。
商
人
階
級
の
利
潤
ゆ
た
か
な
る
に
心
談
や
み
な 

I 

.
f
t
'
尙
家
業
を
改
易
す
る
の
宗
敎
的
罪
惡
に
怖
れ 

I 

'
っ
、
あ

る

も

の

、

衣
食
：財

利

の

前

に

.心

動

い

て

七

世

傅 

|
'
持

の

家

業

を

變

移

し

、
：東

贸

西

易

"

利

を

得

る

に

濃

き 

: "

も
尙
胸
裡
一
片
の
許
し
が
た
き
を
犯
せ
る
®
々
の
慠
禁 

甘
ざ
る
も
の
、
彼
等
は
佛
陀
の
®
由
主
義
を
耳
に
し
て 

*

し
て
同
生
の
俎
a ，
が
な
か
つ
た
で
あ
ら
ぅ
か
。
佛
陀 

:
はS

姓
ひ
ど
し
ぐ
出
家
し
て
?

本
姓
を
失
つ
て
同1

釋 

:
子
ヒ
な
る
こ
を
事
實
の
上
に
立
證
せ
ん
が
た
め
に
四 

姓
各
々
姓
を
異
k

す
る
も
、
共
に
大
海
に
入
れ
ば
皆
海 

商
人
ドi

名
く
る
こ 
<
を
例
示
さ
れ
た
^

ご
は
C
22)

彼
ら 

の
如
き
、
移
つ
て
商
人
ど
な
れ
る
も
の
に
生
活
股
理
を 

提
供
し
た
の
で
あ
る
。

笫 n

號
U

W

I

I

H



:

十

九

卷

(

ニ
六
衣)

怫
教
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
働

ゥ
佛
陀
の
思
想
た
る
四
姓
平
等
更
に
こ 

>
に
胚
胎
す
る 

自
昀
出
家
の
精
神
は
、
本
來
商
人
階
級
た
ち
し
人
..々

ビ 

近
ぐ
新
れ
に
商
業
取
引
に
身
を
委
ね
ぬ
る
人
々
ど
に
强
.
 

&

生

活

哲

學

を

指

示

し

、
;:
'
か

く

し

て

彼

ら

に

經

濟

活

動 

の
眞
の
目
標
を
指
摘
し
、
正
眞
な
る
利
財
の
形
式
を
敎
へ 

へ
、

人

々

相

協

カ

し.て
和
合
共
同
0

ニ
鉻
に
進
む
べ
き
.
 

を
措
導
し
^

®

で
あ
：0

。

c
l
.
v
o
u
l
l
a
v
a
g
g
a
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o
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I
X
.
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聦
訶
僧
祗
祁
笫
ニ
十
八
铪

(

5C
S

c
”
s
)

て
こ
、
に
未
知
の
人
々
は
同
一
理
想
の
前
に
0

き
人
問 

協力を行つれのである。從
つ
て
の
中
に
は
彼 

ら
自
身
の
方
言
に
ょ
り
てQ

e
v
s
a
k
^
a

 

n
i
r
u
s
y
l

ゾ
2 )

 

會
詁
す
る
も
の
、
遠
き
邊
疆
の
異
俗
を
動
作
す
る
む
の
、 

か
く
の
如
き
雜
種
多
樣
を
收
め
て
し
か
も
靜
寂
平
和
を 

維
持
し
え
^

。
阿
育(

3
3
0
1
^
}
王
時
代
の
僧
!1

]
に
臾
那
迦 

(
y
o
n
a
k
a
)
、

乃
ち 
'ギ
ジ
シ
ャ
人
曇
無
德
?

W
の
ゐ
た
こ
ど 

は
何
ら
あ
や
し
む
に
足
ら
な)

い
。
僧
[ 1

は
四
方(

c
a
t
u
d
-

 

d
i
s
o
)

.
を
收
め
て
餘
さ
ヒ
る
を
理
想
^

す
る
。
し
か
も 

:
又
、そ
0

經
濟
生
活
は
完
全
な
る
*

產
制
で
，あ
り
、
物
と
ハ 

し
て
四
方
め
僧
物
な
ら
ざ
る
.は
な
い
。
私
發
獨
占
は
怫 

陀
の
最
も
好
ま
ざ
る
ど
t

l
ろ
で
あ
A

、

|

，衣
の
分
配
ど 

い
へV」

も

す

ベ

て

公

議

衆

論

に

俟

つ
'
た
の
.
で
あ
る
。
■か 

ぐ
^

て
ノ
茲
に
完
全
な
る
典
同
和
合
の
理
想
を
實
現
し


べ
以
て 
&
^
人
を
し
て
契
約
的
削
體
の
ょ
り
鐵
固
な
る
を 

示

し

穴

。
：

.

一
方
、
商
人
階
級
は
血
を
同
じ
く
す
る(

s
a
i
o
h
s
)
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〕

.四
分
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裕
ニ
十
七
卷
.

〈

2
0
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C
u
l
k
v
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a
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(
2
1〕

g
A
.;<
:
a
d
h
u
3l3ulla.(

雑
'

s'cfaJ J 

(
2
2〕

摩
则
撖
ニ
八
•

(b
)
共
同
和
合
の
思
想V」

生
活
に
■つ
い
て 

四
姓
平
等
の
主
張
は
多
ぐ
の
人

々

を

佛

陀

の

■

[!
じ 

m
^'
せ
し
め
^
。
彼
ら
は
同
一
解
脫
味
を
嘗
め
ん
i
す 

る
同
志
で
あ
る
。
«
姓
を
異
に
す
る
も
人
生
解
脱
な
る 

同
1

目
的
に
相
衙
接
せ
る
人
々
で
あ
る
。
获
に
佛
陀
師 

主
を
中
心
、匕
し
て
僧
伽(

s
a

9g
h
a
)

ビ
名
け
ら
れ
るT

つ 

の
聖
な
る
I I

體
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
"
彼
等
が
S
ひ 

に
尊
敬
し
合
ふ
S
こ
ろ
に
和
合
^
0ロ
吞
3
1

)

が
生
れ
無
靜 

•
a
v
l
v

pid
a
)

の
調
和
を
見
る
。
同

| 

0
道
に
志
す
ミ
こ
ろ

と
己
ろ
の
親
族
c
^
a
t
a
k
o

)

l
l
:M:
0

C

T(:
Jh
i

6

^

s

y
 

く
ノ
を
の
團
體
は
日
に
日
に
.姓
を
越
え
、
猶
を
顧
み
中 

し
て
膨
脹
す
る
の
氣
運
に
向
ひ
、
今
や
殆
ん
ざ
契
約
幽 

.

體
0

形
式
を
ど
る
に
至
っ
た
。茲
に
於
て
か
"
幽
體
統
御 

j

 

.

の
必
耍
を
感
じ
、
自
ら
そ
の
範
を
僧
刚
に
ど
つ
た
こv

 

は
當
然
の
こ5

0

で
あ
る
。
兩
者
は
共
に
契
約
の
脚
©
で 

:

あ
り
、
只
因
的
の
同
；
に
集
ま
つ
た
^

過
ぎ
な
い
。:
僧 

圆
は
四
方
の
比
丘(

B
h
i
k
k
h
u
)

を
受
容
し
た
。
結
伴
を 

行
ふ
と
き
に
は
商
人
が
象
に
乘
り
鈴
を
ふ
り
す
ベ
て
の 

# •

々
'に
普
吿
募
集
し
た
の
で
あ
る
0

0

。僧
倒
が
共
受
弗 

產
の
經
濟
制
度
で
あ
つ
れ
に
對
し
て
、
商
人
糊
體
も
合 

.

資
平
分
の
方
法
を
ど
つ
た(

d

。
か
、
る
生
活
上
の
類
似 

i

は
多
ぐ
の
.商

人

を

し

て

佛

陀

の

許

に

赴

く

の

機

會

を

與 

へ
た
の
で
あ
る
。
佛
陀
は
彼
ら
の
れ
め
に
團
體
銃
攝
の 

.
四
方
法
所
謂
四
攝
事(sangahavatthu)

を
說
か
れ
た(

G)

-

乃
ち
、
布
施(

d
i
n
a
)

愛
語c

p
i
y
a
v
a
j
l
a
)

利
行(

A
t
t
h
a
r
i
y
a
)

 

同
事(

s
a
m
f

 n
a
t
t
a
t
a
)

で
あ
る
。
佛
陀
は
か
く
の
如
く
人

第
二
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第

十

九

卷c 
ニ
六
八)

佛
教
の
興
立
と
樹
人
階
級
の
消
動

間
相
愛
、
同
朋
共
業
の
絕
大
に
し
て
深
刻
な
る

思
想
を 

主
張
さ
れ
た
が
た
め
，に
>
こ

:0
£
は
商
人
刚
體
確
立
の
'
 

上
に
か
な
り
に
大
き
い
內
的
要
素W

な
つ
た
や
ぅ
で
あ 

る
9

佛

陀

の

信

者(u
p

叫sa
k
a
,

優

婆

寒
}

手

長

者(
H
a
-

 

u
h
a
k
a
)

の
如
き
は
.よ

ぐ

こ

の

四

攝

事

を

利

用

す

る

こ

ど 

:

に

よ

つ

て

五

西

人

の

商

估

を

.統

御

し

そ

の

目

的

を

達

成 

し

/2
の
で
ゐ
る
？
^
只
軍
に
利
に
集
ま
る
も
の
は
部
に 

散

る
，も
の
で
あ
り
、
又
眞
に
利
を
得
る
も
の
で
は
な
い
。 

公
利
衆
益
の
た
め
に
私
事
を
制
す
る
の
反
密
ど
、
利
^

,
越

え

ね

る

心

的

結

合

ざ

を

欠

 
/
\ 
な
ら
ば
營
利
阐
體
の
生 

命
は
、
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
.彼
ら
が
よ
く
こ
の
弱 

樹
を
佛
陀
の
见
想
に
補
0
た
乙
ヒ
は
蓋
し
當
然
の
乙
ど 

で
あ
る
。
ン
 

.

人
が
協
力
ビ

;L
[
\
に
^
に
..注
^

す
ベ
き
今

，■一
 

つ
の
辦
實 

は

合

資

.0
現
象
で
あ
-
る
。都
市

ビ
村
落VJ

の
金
融
8}

村 

內
に
於
け
る
相
亙
の
融
通(

^.
は
別
ど
し
て
、ご
の
時
re
”

k

IA
-

」

第
ニ
號

I
1

六

て
注
目
に
値
す
る
こV」

は
投
資
合
資
の
如
'さ

…
' 

.

r

i

f

f

'
示
す
^

ゆ
^

^
で
.あ
る
。

' 

.

,

合
資
投
資
の
や
、
も
す
れ
ば
陷
る
弊
f e

は
、
そ
の
资 

本
に
調
す
る
觀
念
の
自
己
: 0

财
に
比
し
て
稀
«
な
る

乙
 

>
J

に
胚
胎
す
.
る
。
怫

陀

は

常

：に
共
同
：財
：

.

.の
：®

重
す
ベ
芝 

.
も

の

.で
あ'
.
.つ
て
.一
物
^J

い
.
.へ

ど
レ
も
こ
れ
を
捨
つ
.
。へ
.か
ら 

ざ
る
を
敎
'
へ
ら
れ
た(

15〕

。
僧
| 1

に

は

«
物
分
配
知
事 

(

JG}
(
A
p
p
a
m
a
.
t
t
a
k
a
v
l
_
s
s
a
j
j
a
k
a)

の
如
き
職
掌
す
ら
設
定 

S

れ
て
あ
つ
た
。
か
ぅ
し
た
佛
陀
の
態
度
ど
商
人
階
級 

0

合
資
經
濟
ば
、
.
最
も
翁
©
す
べ
き
資
本
ビ
し
て
寺
院 

:財

を

海

外

廻

為

に

使

用

す

：る

に

至

ら

し

め

た

こ

€

は
、 

ょ
し
多
少
：の
年
：代

上

の

差

，異
は
：あ

れ

、

最
も
典
味
あ
る 

事
*

で
あ
る
S

M

ふ
。
無
镟
財
物
乃
ち
こ
れ
で
あ
る
。
 

元
來
、
か
ぐ
る
制
度
は
怫
陀
在
世
に
は
な
か
つ
た
や
ぅ 

で
あ
る
が
、
彼
の
死
後
程
な
ズ
始
め
;:
?
>
れ
^
や
ぅ
で
あ 

る
o

無
破
物
€
い
ふ
の
は
寺
塔
營
造
の
a

本
金
の
如
き 

.
も
の
で
あ

つ

て

、

や

は

り
商
人
階
級
や
：自
由
思
想
家
の 

多
い
毘
舍
離(

v
e
s
a
i
)

で
商
人
の
手
で
劍
め
：ら
れ
、
そ
の

第

十

九

卷

(

ニ
六
九)

.佛
教
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
動

本
の
活
齡
で
あ
る
。
富
豪
は
多
ぐ
の
：資
本
を
荀
/1
ら
に 

▲出
資
し
て
、
彼
ら
擧
物
A .
に

取

引

を

行

は

し

め

”
成
は 

海
上
に
交
易
せ
し
め
、
以
て
そ
の
利
を
收
め
た(

10)

0海 

上
贸
易
の
導
師(

s
a
t
t
h
a
v
l
h
a
)

た
ら
ん
ビ
す
る
も
の
i
 

I

*—
*十
萬
金
錢
を
必
要
€
し
>
十
萬
弁
&
、
十
馮
資
糧
、 

ど
言
つ
て
ゐ
る
の
は
、
た
ど
へ
計
數
と
し
て
信
じ
*
さ 

も
、
ミ
に
か
く
莫
大
の
資
本
を
役
访
^
を
示
す
も
の
で 

あ
る
べ
11
V
。
投
資
共
に
行
は
れ
た
も
の
は
_
ル
办
Q
 ) 

で
あ
り
、
合
資
C13)

の
經
濟
で
あ
る
。
‘こ
れ
時
代
經
濟
の 

0
然
的
要
求
た
る
は
明
か
な
れ
ざ
も
、
又
一
方
、人
即
協 

力
、
共
同
和
合
の
さ
な
が
ら
な
る
發
露
で
あ
る
。
ミ
言 

ふ
の
は
、
领
敎
徒
を
以
て
任
ず
る
獨
達
多(

5
1
10.
.̂
^)

の 

女
き
人
々
^
於
て
こ
れ
を
多
ぐ
見
る
の
み
な
ら
ず
、

-i 

陀
も
又
貨
財
豐
か
な
る
者
に
對
し
て
常
に
捨
財
施
錢

0

:
 

功
德
あ
る
を
敎
へ
、
家
庭
の
財
產
運
用
法
に
於
て
も
、
 

そ
の
匹
分
の
一
を
以
て
l!
通
出
息
C
M

)

に
常
て
た
る
如

rV： 
)'

I
7

 ̂$
彼
が
时
の
-
■
薇
と
南
^ ̂
i

沒 Ĵrv.

'̂.

澤
沒
■
■.i
i
lli

■
，
し
、
以
て
そ
の
刹

£
本
金
を
海
陸
交
易
の
資
本

得
造
を
營
の
資
に
當
て
た

の
で
ぁ

る

。

そ
の
詳
細
に
つ 

い
て
は
自
分
は
稿
を
改
め
れ
い
S

M
つ
て
ゐ
る
か
ら
茲 

に
は
略
し
て
置
く
.。

.

か
ぐ
の
如
く
和
合
統
攝
の
結
侶
結
伴
に
つ
.
い
て
も
、 

:
觅
に
又
，
出
資
合
資
の
實
際
的
蓮
動
に
つ
い
て
も
商
人 

階
級
が
怫
陀
、
並
び
に
そ
の
僧
围
に
資
ふ
ビ
乙
ゐ
極
め 

て
大
な
る
も
の
が
ぁ
る
。
か
く
し
て
商
人
闽
體
は
そ
の 

新
ら
し
き
企
圖
た
る
契
約
幽
體
の
注
活
原
理"

指
導
的 

法
則
"
並

び
化
そ
の
經
濟
分
配
の
原
理
に
つ
い
て
そ
の 

生
け
る
規
範
を
僧
國
R

求

め

、
佛

陀

，又
進
ん
で
彼
ら
の 

た
め
に
M

體
的
道
德
S

公
共
的
精
神 
<

フ
1 1

に
又
最
も 

:
美
し
き
犠
牲
的
精
神
を
鼓
吹
.し
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
又 

；

有
ょ
6

無
に
、
富
ょ
り
貧
に
、
施
捨
放
散
す
る
の
美
德 

-

を
數
へ
、
以
て
長
者
商
主
を
し
て
•
安
ん
じ
て
、
且
つ
競 

つ
て
出
資
せ
し
む
る
に
至
つ
た
0

誠
に
佛
陀
の
和
合
®
 

想

ど

僧

圈

生

活

？
は

商

人
® ]

體

に
0

足

を

與

へ

たる

®

第
二
號

!

一
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セ
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十
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ぶ
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| 

.

(c
)

在
家
の
宗
敎
士
道
徳
に
つ
い
て 

四
姓
平
等
5
0
和

合

共

同

の

姐

想

の

澈

に

：は
1
:人
0

拒 

ひ
べ
き
人
も
な
く
、

V

法
の
吝
ひ
べ
S

思
想
も
な
い
の

第

二

號

 

一

J

八

が
幽
遠
な
’
る
|!
1

想
を
重
ん
す
る
ビ
こ
6'

ょ
り
し
て
、
出 

家(
p
a
b
b
a
j
f
t
a
)

林
行
の
仙
人
を
主
ど
し
て
、
營
々
利
に 

走
る
在
家

c
s
a
g
a
h
a
t
t
h
a
)

を
顧
み
る
こ
士
の
な
炉
つ
た 

に
對
し
て
、
柳
陀
は
.精
神
的
自
覺
.の
當
初
ょ
^V

し
て
こ 

れ
ら
在
俗
の
人
々
に
對
す

る

顧
念
を
'す
て
な
か
つ
た
。
 

勿
論
僧
圃
出
家
の
生
活
を
以
て
第J

義
S

し
た
る
は
明 

か
な
る
も
、M

れ
ど
平
行
し
て
常
に
，世
俗
的
、
遍
通
的 

な

る

恩
想
を
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
j

彼
は
精
神
主
義 

の
人
で
あ
つ
た
が
た
め
に
、
袈
裟
衣

C
K
a
-
s

wlv
a
q
)

 

v
a
t
-

 

t
h
a
q
l〕

の
み
を
着
た
れ
ば
士
て
尊
ぶ
べ
き
出
家
で
は
な 

く
T

y

決
意
ビ
努
力
に
富
め
る
在
家
は
出
家
ど
同
一
の 

結
果
を
ぅ
ベ
き
を
保
證
せ
ら
れ
た
。
，
一
人
の
信
者
は
炉 

ぅ
言
つ
.た
。

'

「

德
曇(

G
o
t
a
m
a

 )

ょ
、
恰
も
恒
河(

G
a
n
g
i

 )

が
海
に
.傾 

き
，
海
に
向
ひ
、
海
に
注
ぎ
、
海
に
入
6

て
靜
か
な 

る
♦か
如
ぐ
、
此
の
如
く
、
褪
«

に
從
ふ
者
は
在
家
.

湼
_

に
注
ぎ
、
湼
_

に
入
り
て
靜
か
な
り
。」

ハ"
^

か
V
.る
在
家
出
家
、
艰
等
證
悟
な
る
宗
敎
上
の
機
會
：
 

均
等
の
思
想
は
"

在
家
"

S

り
ゎ
け
經
濟
力
の
中
心
勢 

力
た
ら
ん
ぞ
し
つ
、
あ
る
商
人
階
級
に
對
し
て
ざ
の
や 

ぅ
な
患
福
で
あ
b

え
た
で
.あ
ら
ぅ
か
。
彼
ら
は
競
つ
て

I 

怫
敎
僧
國
の
第
二
次
的
團
體
た
る
.
®
俗
信
者
，
乃
ち
優 

婆
塞
，(

Gi
p
ぼ
がa

)

信
女
"

乃
ち
優
婆
爽(

忘
邕
高)

た 

ら
ん
こ
e

を
つ
ぞ
め
た
*
,:

侧
陀
は
彼
ら
に
對
し
て
經
濟 

-
活
勅
の
眞
の
目
的
を
提
示
し
彳
禪
つ
利
を
貧
る
け
急
な
，
 

,
る
が
た
め
に」

部
命
乃
ち
不
茁
職
業
に
走
る
な
か
ら
ん
こj 

€
を
敎
へ
、
以
そ
在
家
佛
敎
、
居
士 

(
G
l
h
a
p
a
t
i
)

大
如 

:の
廉
民
宗
敎
を
樹
立
し
れ
0
.で

あ

る
'o'

そ
の
細
目
に
つ
:: 

い
.
て
は
優
婆
塞
：戒
經
七
卷
に
0
さ
，れ
て
ゐ
I

M

ふ
.

j 

勿
論
f』

の
經
典
の
成
立
は
か
な
り
に
後
世
の
も
の
で
は 

あ
る
^:
新

古

雜

載

の

形

を

ど

つ

て
ゐ
る
が
た
め
に
多
少 

參

考

にな
る
€
思

ふ
。

典

は

ミ

に

か

^

佛
陀
は
こ
れ
ら
信
者
在
家
に
對
し

笫

十

九

卷(

ニ
七
I

V
佛
教
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
動
_

て
、
彼
ら
の
經
濟
力
の
-用
途
に
つ
さ
ほ
く
一
 1

つ
の
形
式 

を
示
し
代
や
う
で
/

る̂
。
前
者
は
僧
酬
に
對
ず
る
衣
食 

住
の
供
給
"
後
著
は
一
般
社
會
公
共
の
#
業
に
對
し
て 

>
あ
る
0

(

ィ)

僧
團
K

對
す
•る
I

の

佛
陀
並
び
に
彼
の
弟
子
は
そ
の
經
»
生
活
を
乞
食
の 

形
式
に
み
れ
し

て

ゐ
た

o

午
前
は
彼
ら

の
町
村
乞
食
の 

定
時
で
あ
つ
た
。
そ

の
衣
服
は
#

く
拾
パS

集
め
た
る

糞 

，掃
衣
や
"

在
家
信
者
の
功
徳
行
に
俟
ち
、
そ
の
住
所
は
.
 

初
期
に
於
て
は
雨
期
を
除
い
て
樹
下
林
園
に
求
め
て
，ゐ 

た
や
う
で
あ
る
。
然
る
に
在
家
'信
者
の
增
加V

J

有
勢
S 

は
衣
食
住
に
つ
い
て
の
顧
慮
を
愈
々
少

な

か

ら

し

め

た
 

の
で
あ
る
。

在
家
.ど
出
家
f 
二
者
互
に
相
依
う
て
無
上
安
隱
の
正
.

法
を
精
勤
す
。
衣
服
飮
食
臥
具
は
在
家
、
畏
怖
の
排

除
は
出
家
之
に
酬
ふ
。」 (

3

>

在
家
に
法
施(

d
h
a
m
m
a
-
&
3
a
〕

を
與
ふ
る
乙
ヾ
し
に
客

第

二

铖

こ

九



V

節

十

九

卷(

ニ
七
！1)

::
佛
教
0:
興

立

と

_
人

階

級

の

活

動

な
.ら

ざ
-6

佛
陀
は
'又
在
家
に
財
施(

s
m
〗 s

a
-
&
n
a
)

を
要 

求0
0

す

る

に

躇

躊

し

な

づ

か0
枚
。
茲
に
相
互
的
利
用 

の
妙
味
•か
あ
レ
、
且
又
兩
者
の
微
妙
な
.る
‘
'關
係
.を
見
.
る

;°
 

.
怫
陀
の
僧
團
の
人
員
に
^

ぃ
で
前
後
に
非
常
の
蝥
が
あ
.
 

卩
、

,'

初
期
少
數
の
間
は
各
地
を
巡
行
乞
食
し
て
何
ら
の
.
 

支
隙
を
來
さ
な
か
っ
^

げ
れ
め
も
後
苹
千1

I

H

五
十
人 

.
W

言
ふ
が
如
き
豸
»

に
達
し
て
は
*
勢
ひ
一
般
民
衆
の 

ょ
ぐ
规
え
ぅ
べ
き
所
で
な
い
が
ゆ
免
に
、
至
る
と
こ
/) 

に
霜
經
«

蟲
ハ
6

>
の
批
難
：を

受

对

る

に

至

っ

た

"
获
に
於 

て
か
勢
ひ
最
も
經
濟
ヵ
あ
る
在
家
信
考
の
經
濟
的
援
助 

を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
王
舍
城
の
居
士
は
六 

十
の
觅
詞
糧
公X

 

v

i's
r
a

)

乃

ty
僧
®

を
營
造
し
、
M

に 

佛
陀
か
ら
挺
訶
羅
、伽
樓
陀
翼
の
形
を
^ .

せ

る

_

>

&

げ
丨 

.a
y
o
g
a
)

槌
臺(

p
a
-
s
s
a
〕

平
屋
根
附
の
石
屋(

H
a
m
m
i
y
a
)

 

土
窑(

G
u
h
a
>
:

の
五
秫
屋
建
造
の
許
可
を
得
た
7

〕

佛 

陀
又
：が

、

る

僧

房

營

立

の

功

徳

最

勝

な

る

を

宣

；

V

ら
れ

I
a鐘

^
.
V
.
.
'
-. 

rt.tusyt. 
-
 
flit̂
v
v
c
t
k
f
*
y
t
«
r
»
v

(

M
wl
twl
p
i
t
i
t
t 

h

wl
n
a

〕

に
あ
る
も
の
で
あ
る
し
C12
J
S
O 

か
、
る
惯
则
の
保
譏
渚
に
は
须
途
多
、
f
f
i沙
迦
の
外

i

子
0

&

)

の
所
有
園
を
僧
幽
に
供
養
せ
ん
が
た
め
.
に
、 

所
有
の
貨
幣(

K
a
h
5
p
a
n
a
¥

林
地
に
敷
ぃ
て
所
謂
.

81

> 

精
舍
を
建：

設
し(

ゴ
N

舍
衛
城
の
信
女
、

鹿
毋
毘
沙
伽 

(

M

g
PJ
I
r
a
m
a
t
pl
1

v
i
s
i
k
h

su
l

T
 
又
そ
の
東
園(

P
u
b
b
i
r
w
m
a
)

 

r:

鹿
母
講
堂
c
lo)

 

(
M

i
^

r
a

m
w

t
u

p
E

d
a
)

を
雄
立
供
養 

し
た
る
，
.の
み
な
ら
ず
>
 

页
に
僧
房
の
調
度
品
1 1
>

家
具 

\

を
供
養
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
從
來
固
定
の
住
所 

(

s
s'
M
s
a
n
a

)

な
か
り
し
比
丘
等
が
各
地
の
僧
院
に
分
钃 

す

，
る

の

傾

向

、

M
に
又
f t

敎
寺
院
の
M
を
な
し
た
の
ぞ 

あ
る
。
今
や
、
佛
敎
徒
は
目
に
爲
、
手
^

觸

れ

ぅ

0;
底 

:

の
現
實
的
、
經
濟
的
基
礎
を
確
立
し
た
^

も
言
01

ぅ
る
。

~
ミ
れ
佛
法
は
僧
衆
に
永
住
し
、
僧
衆
は
僧
院
に
永
住
し
、
. 

i
僧
院
は
又
そ
の
財
に
永
住
す
る
所
以
の
茈
を
な
し
た
が 

ゆ
^

で

あ

る
:0

か
、
る
經
濟
的
援
助
を
胤
ハ
へ
れ
る
信
者 

に
對
し
て
此
丘
の1

人
は
か
ぅ
言
っ
た
。「

友
ょ
、
大
長

,
者
須
達
多V」
大
信
女
思
沙
迦
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
比
£

あ
.
^
=
N
.
_

、

母
父
：0
:.泣
置
.：

■
■
■
■
■
s
-
1
^
— 

-
I

. 
, 

g 

j
_ 

j
I
i
l

僧

伽

の

保

：議

者
c
u
;
p
a
k
^
r
a
k
.
5

 )

C
16)

或
は
又
數
人
共
同
.で
所
ぶ
、

共

同

布

施

C
G
a
n
a
&
-

 

n
a)(

17

r

か
行
は
れ
れ
。

か
く
の
如
く
商
人
階
級
は
比
i £

に
你
幾
多
荷
力
な
る
も
の
が
あ
つ
た
こ
ぞ
は
明
か
で
あ 

る
が
、
經
典
に
現
れ
た
る
所
に
よ
れ
ば
マ
ッ
チ
ヵ
ー
村 

(
M
a
c
c
h
i
k
w
-
s
a
n
d
a
)

の

長

者

質

多

羅

o
i
t
t
a
)

阿

)®
姐 

(

X

V

J
の
手
長
者(

K

s

r

f
 

)

促
舍
離

(

v

o

s

oの
丧 

者

優

恥

(
u

g
g

a
)

ア
ム\

ッ

タ

(
A
m
b
a
t
t
h
a
)

の
?)
長 

者(

s
cl
r
a

〕

Q

>

の
如
き
も
の
で
あ
る
o
:.

彼
ら
商
人
は
か
く
し
て
，今

や

佛

陀

ど

僧

M

と
を
供
養 

す

0

乙
と
に
よ
り
て
彼
ら
の
職
業
^
意

を

見

出

し
 

.た
。

「

師

主

よ

菩

ら

は

商

用

に

，て

長

き

旅

行

を

な

^
ん
:レ 

す
。商
品
^ 1
賣
り
、
利
を
得
1:
幸
に
か
ぇ
&
來
.ら
ば
15
び 

禮

拜
せ
ん」

r 4〕

€
は
®

ら
が
い
か
に
危

_
多

き
旅
路
に 

佛
陀
を
惚
念
し
つ
、
あ
つ
た
か
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

;

迦
旃
延
の
估
.落弟子は：海
易
か

&
 
土
產
e

し
て
風 

製
器
具
を
送
つ
れ
：(

15〕

。:,
:
又
.店
市
，0;
商
.估
.は
屢
々
自
ら

0

店
肆
ゃ
市
撖
ゃ
四
衢
道
路
で
僧
衣
を
施
捨
し
?

、
’

.

欺
十
九
怨(

ニ
七
；1

〗)

佛
敎
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
動

僧
闽
の
攒
越(

&

3

で
备
施
主)
ど
し
て
を
の
衣
食
住
の 

支
助
を
し
た
の
で
あ
る
。

I
.

:

以
上
是
を
見
る
が
如
く
"

商
人
階
級
、
特
に
其
有
力 

,
,者
が
僧
團
を
保
譏
し
、」

そ
の
經
濟
力
を
佛
陀
の
た
め
に 

I
:

: :

喜
捨
し
れ
乙
:
%
怫
陀
又
被
ら
の
好
意
を
受
納
し
、
經 

.

.

.濟
^

思
想V

J

の
相
互
交
換
に
成
立
し
れ
る
こ
の
密
接
な
.
 

る
關
係
は
愈
々
雨
者
の
興
立
S

發
肢
S

を
刺
戟
し
拔
く

:

!

i 1
! 1

h

_

:

8 1

の
旣
に
指
摘
し
て
ゐ
る
所
で
あ
る

。

•

一

(

ロ
.

)
1

般
公
共
事
業

施(
&
n
a
)

戒

c
s
u
a
)

生
天(

s
a
g
g
a
)

の
三
忠
想
は
佛
陀 

■

が
在
俗
者
に
常
に
說
く
と
こ
ろ
、
施
は
貧
^

を
助
け
、
苦 

惱
を
拔
く
所
の
慈
善
の
謂
で
あ
る
。
當
時
の
殘
忍
な
る 

_
牲
祭
祀
> 

乃
ち
佛
陀
の
所
謂
邪
祭
會
に
對
し
て
、
彼

第 u

號

r

r



锒

十

九

怨

0
!

七
四)

n

师
敎
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
動

は

施

會

慈

善

の

救

貧

事

業

を

賞
！
！

し

た

。
勿

,

從
來 

か
ら
玉
者
の
義
務
ど
し
て
一
都
市
に
六
福
舍(

2 0〕

^

 

d

叫g
si
i
a
y
a

)

を
建
立
し
て
貧
渚
に
施
食
を
行
つ
て
ゐ
た 

の
で
あ
る
が
、
佛
陀
の
思
想
に
ビ
b

A

れ
ら
れ
て
以
後 

は
佛
敎
を
名

e
し
て
そ
の
文
化
の
流
行
と
共
に
傳
持
 ̂

れ
れ
。
佛
陀
は
又
11
1

に
、
交
通
行
旅
の
利
倾
を
計
る
た 

め
に
多
く
の
公
'共
事
業
を
す
N

め
ら
れ
た
。
諸
々
の
園 

樹
を
*

え
"
：

橋
梁
を
架
け
、
船
を
作
り
，
園
林
に
は
果
：
 

實
を
う
え
し
め
，
浴
池
を
作
り
ノ
_

^
に
は
泉
井
を
う 

:

が
つ
て
人
畜
の
渴
を
S

せ
し
め
，
福
德
舍
を
作
り
> 
行 

旅
の
た
め
に
客
舍
居
北
を
供
す
る
こ
ビ
で
あ
か
公
マ
何 

故

に

が

、

る
交
通
に
關す
る
も
の
、
み
を
德
目
に
數
ベ 

ら
れ
たV

あ
ら
う
か
。
俎
ふ
に
當
時
，の
交
通
が
做
未
發| 

達
の
狀
を
免
れ
ず
し
て
、
し
か
も
最
も
社
曾
が
こ
れ
を 

必
要
と
す
る
氣
述
に
向
つ
て
ゐ
た
と
气
佛
陀
の
一
生
.

が
殆
んV

」

巡
脎
に
盡
さ
れ
て
居

是
を
自
擊
さ

肩

七

た

市
n

會
a

0

I

第

二

號

コ
|ニ

に
は
三
由
旬(

Y
o
j
a
n
a
〕

0 .

四
摩
界(

s
〖 3

a
)

の
比
丘
ら
が 

集
會
懺
悔
に
必
ず
來
集
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
ミ
、 

興
に
又
恐
ら
く
は
高
人
階
級
ど
近
親
の
關
係
に
ぁ
つ
た 

彼
が
彼
ら
自
ら
の
た
め
に
是
を
選
ば
し
め
た
る
乙
と
， 

是
ら
の
多
く
の
推
測
が
許
さ
れ
る
ビ
想
ふ
。

乙
の
见
想 

は
阿
育
王
第
二
の
石
勅
に「

路
傍
樹
を
植
え
"
井
を
.フ
が 

も
以
て
人
畜
の
用
に
供
す」

な
る
文
字
ビ
し
て
瑰
れ
、
佛 

敎
の
流

る

、
所

必

すそ
の
跡
を
見
る

か

、
る
公
共
事 

.
業
が
#

に
商
人
階
級
に
甚
大
な
る
便
益
を
與
へ
、
佛
陀 

を
信
じ
，
佛
語
を
行
ふ
，も
の
は
M
つ
て
彼
ら
®

ら
の
根 

を
培
ふ
も
の
な
り
S

の
信
念
を
愈
々
固
か
ら
し
め
た
の 

は
誠
に
典
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
奈
良
朔
に
於
け
る
布 

施
屋
、
並
び
^

優
姿
塞
の
架
橋
の
こ
ど
な
r

對
照
せ
ら 

る
ベ
き
で
あ
る
。

(
r 

D
h
a
x
n
s
a
p
a
d
a
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十

麵

徘

三

九

.

§

，

11

七

0
7>
^:
M:
I
r -so.

.

(

100)

.

. 

.Local 

o
o-»
l
n)
»-
t
p
Bn)
D
tB-.ancient 

で
.

ハ r9
v

 Bpddha. 

.429
-4
35

.

(
2
0
〉
J

pltaka... II'I93,‘.276.

:

■ 

Q

o
四
分
三
a

.
四
o
 
•
五
〇
，
摩
訶
四
、
長
阿
一

一
、

雜

阿

三

六

：

;:'
:
g

;,:傅

道

遊

行

の

生

活

け
: :

::
-
:

怫

陀

の

1

生
は
遍
歷
勸
化
そ
の
も
の
で
ぁ
り
、
足
跡 

の
及
ぶ
S

こ
ろ
又
廣
汎
で
ぁ
つ
た
。
佛
弟
子
も
又
初
期 

の
住
所
定
ま
ら
ざ
る
間
は
、
東
西
雲
水
の
如
き
も
の
で 

■
第

十

九

卷

(

ニ
七
5

怫
教
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
黻

あ
つ
た
が
た
め
に
フ
彼
ら
は
食
物v

>

飮
水
ビ
宿
所
と 

方
向
<
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
佛
陀
す
ら
も 

旅
行
中
食
物
も
な
く
遂
に
に
馬
麥
を
食
し
た
こ
ビ
は
名 

高
い
話
で
あ
る
。
弟
子
等
は
贼(

0
0ョ)
を
畏
れ
な
が
ら 

一
天
祠(

a.
e
v
a
k
u

〗

a)

:l〕

に
宿
泊
し
、
飮
水
ビ
洗
水
と
を
用 

-意
し
、
星
座
方
位
^
ぎ

客

^^
-岂

い

^)

を

了

知

し

て

巡
 

行
す
る
。佛
陀
の
傳
道
の
宣
言
、「

汝
等
遊
化
せ
ょ
。
多
人 

の
幸
福
e
安
樂
の
れ
め
に

、世
間
の
憐
愍
の
た

め

に

"
人 

\

天
の
利
益
幸
福
安
樂
の
た
め
に
。i

一
 

の
道
を
二
人
し 

一
て
行
く
こ
S
勿
れ
。」

€
の
痛
切
な
る
言
葉
に
»
ま
さ
れ 

一
て
彼
ら
は
皆

ひ
と
り
行
つ
た
の
で
あ
る
？)

。然
し
彼
等 

の
任
務
は
佘
り
に
大

で

あ

道

路

(
M
a
g
g
a
c
p
)

は
佘 

り
に
險
し
か
つ
た
。
然
し
ミ
に
が
.く
彼
ら
は
師
命
を
泰 

じ
て
西
方
土
^
8
&
&
!
1
5

ョ
0

北

方attara)

南
方
山 

(
D
a
k
k
M
n
a
g

s:)

に
巡
行
し
た
0
け
れ
ど
も
い
つ
ど
は 

な
し
に
彼
ら
の
同
行
渚
は
多
數
と
な
つ
て
ゐ
た
。

一
方
"
行
商
、隊
商
ら
も
成
は
涯
し
な
い
沙
漠
に
、
或

•笫

ニ

號

一
湯



第
.屮
九
卷• 

■ 

3七
六〕

則
佛
教
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
動 

は

贼

_

多

い
森
林
地

に

、

成

ー

は

吠

舍

離

地

方

の

や

う

に
 

雜
草
に
道
を
失
ふ
や
う
な
涊
地
に
へ
風
雨
惡
獸
ど
戰
ひ 

;

乍
ぢ
彼
ら
の
旅
を
っ
C

け
て
行
|<
;
の
で
あ
る
。
彼
ら
は 

糧
食
資
具
に
は
®

富
：で
あ
.る
け
：れV

も
，
：涯
し
な
い
旅 

_
路

に

家

鄕

を

闾

憶

す

る

時

必

:^
や

淚

な

き

を

得

な

が

っ
 

た
で
あ
ら
、
フ
。

か

う

し

た

雄

想

と

慰

藉

に

心

渴

い

て

ゐ

.
 

.
た
被
ら
が
佛
陀
の
巡
歷
に
隨
遂
し
、
以
て
豐
，樂
ど
安
®
 j  

€
を
得
^

うV

し
た
乙
^
は
常
然
な
こ
占
で
あ
ら
う
。

一
 

か
く
し
て
茲
に
苘
人
行
旅
^

比
丘
の
；遊
行
t

0

_

R
父

\

.

1

0の
對
照
ど
接
近
マ」

を
見
だ
0

で
あ
る
。

.: 

佛
陀
摩
あ
从
ん
ど
し
、.
邊

地

に

傅

遒

せ

ん

と

し

，

布 

_

會
.に
»

席
せ
ん
士
し
て
、
比
丘
ら
は
今
や
估
客
と
3
1
:
 

行
す
る
に
至
っ
た
。
比
斤
等
は
時
に
大
澤
を
經
過
す
る\ 

時

資
'1
S

な
る
水
食
を
質
客
に
乞
ひ
^

0〕

、
或
は
«

野

に

於一 . 

て
病
を
得
て
步
ぐ
乙
ル
が
出
來
中
，
商
人
か
ら
乘
駄
を 

k

他
し
允
U

、
或
は
：同

行

の

ホ

道

で
^

に
；

J
:

處
に
衍 

泊
し
.た
：办
ハ
7〕

、
す
べ
て
彼
ら
S

の
同
行
に
ょ
り
て
多
ぐ

.

.(

9

>

同

：
3

九 

:
-

0
0
摩
蚵
雜
三
、
三
七
、
十

雜

1

、
五
八
、
四

分

律
r

:

m
、

結

「

論

以
上
、
自
分
は
極
めv

槪
略
で
は
あ
る
が
、
商
人
國
：
 

,

體
め
日
に
昌
隆
せ
ん
ど
す
る
實
狀
名
、

j

自
由
思
想
家
へ 

佛
陀
の
思
想
が
旭
日
の
勢
を
以
て
興
立
し
き
た
っ
た
事 

實

と

：を

對

照

せ

し

め

る

N
f

に

ょ

っ

て

？

ほ

^
兩

者

の

關 

.
:係
の
'
親

密

に

し

て

相

助

的

で

'あ

っ

た

こ

芒

を

述

べ

て

置 

:

，
い
^

。：.：誠
に
y
若

し

有
*

I

商
人
階
^

の
保
護
援
助 

が
な
く
、
佛
陀
.の

信

，仰

刚

體

に

在

家

信

者

の

姿

を

見

せ
 

な
か
つ
た
^

す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
佛
敎
は
古
代
の
®

.

.
度
以
來
現
代
に
茧
る
ま
で
に
產
出
し
た
無
數
の
聰
明
な
-
 

る
哲
學
者
の
學
說
の
. 

一
 

っ
-̂
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
で
あ 

.ら
う
し
、
只
佛
陀
も
八
十
の
老
齡
に-

至
る
ま
で
修
行
若 

の
顔
梁
^

し
て
只
涯
し
も
な
い
遍
歷
に
終
っ
た
で
あ
ら 

う
，
然
る
.
に
、
印
度
0

:±
が

產

ん

だ

數

あ

る

哲

學

者

の
 

內

、
a

ど

り

佛

陀

の
-
み

悠

々

ニ

千

五

'0
|

年

の

間

、
-;
:
ァ

ジ 

第

十

九

狃(

ニ
七
七〕

.
佛
教
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
動

m

ニ 
號

r

J 四

の
便
益
を
與
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
o
同
行
ビ

言
つ
て
も

多
ぐ
は
隊
商
車
の
後

.か

4

、鹿
坌
を
ょ
け
る
の

ざ
、
R
@

を
さ
け
る
の
と
の

た
：®

に
步
い
た
や
う
で
あ
る
。
商

、

も
時
に
' 
は
比
丘
ら
に
助
力
を
仰
い
だ
や
う
で
あ
つ
て
羊

毛
取(

S)

や
汕
琪
9

W

の
.軍

軸

が

途

中

の

險

難

處

で

折

れ

た
^
き
、

そ
.の1

部
の
運
搬
を
依
賴
し
た
の
で
あ
る
。

か
、
る

資
料
は
諸

律

の

；至
.る

と

こ

ろ

に

見

る

の

で

*

つ

て
、「

諸
比
丘
共
估
客
遊
行」

と
は
諸
律
の
通
說
S

言
つ

て
も
過
言
で
は
な
か
ら
う

。
k
に
稅
關
の
設
置
以
後
に

於
て
は
估
客
は
特
に
比
丘
e

行
を
共
に
せ
ん
^

し
、
以

て
輸
稅
量
を
蛵
か
ら
し
め
ん
笆
顋
つ
た
の
で
あ
る(

10)

0 

c
I
)

摩
輒
雜
八——

(
2
〕

c. 

V. 

v
n
i
,

ON
, I.

(
3 )

o
bammappada

0/
2
9 

參
照 

(
4

)
十
動
徘
ー
五
‘

.
(

い)
同

六

」

(

9〕

靡
諷
锇
ニ
八

(
7
)

同

H 

C
S
)

十
,
铱
七

ャ
の
大
部
分
の
精
神
的
父
た
6

え
た
の
は
ー
體
何
の
故 

で
あ
ら
ぅ
か

。

素

ょ

-
^
见

想

の

礙

越

も

數

へ

ら
る
べ
合 

で
は
あ
る
が
、
そ

の

1

::
:

を
除s

て
は
大
部
分
楚
を
前 

史
の
中
に
求
め
る
こ
r

が
出
來
る
。
原
因
を
人
格
に
の 

み
飯
す
る
こ
ミ
は
又
史
家
の
愼
し
む
ベ

き
^
こ
ろ
で
あ 

.'

る
。
::
自
分
は
乙
の
意
味
ょ
4
し
て
か
な
b

の
重
き
原
因 

の
一
部V

J

し
て
政
治
經
濟
の
關
係
を
數
へ
な
ぐ
て
は

な

“
 

ら
ぬ
。
こ
の
撒
ょ
&

し
て
本
論
0

目
的
€

す
る
商
人
階

. 

級
艺
の
關
係
の
如
き
は
忘
る
ベ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る 

.へ'

.
^

J

 

思
^

o 

.

:
|
:
-
雲
水
の
や
ぅ
な
：雜
弱
な
佛
陀
の
幽
體
に
對
し
て
、
商 

I

人
ら
が
與
へ
.
た
僧
房
.精

舍

資

具

衣

食

は

萬

釣

の

重

き

を 

僧
團
に
加
へ
た
の
で
あ
る
。
況
ん
や
彼
ら
が
隨
次
僧
房 

S

捨
し
た
寺
財
は
遂
に
常
住
物
€

し
て
芷
法
を
久
住
.
 

せ
し
め
た
る
は
當
然
で
あ
る
。
勿
論
か
、
る
蹩
か
な
る
.

:

:::
:
券
財
僧
房
の
喜
捨
が
反
つ：

X

比
丘
ら
の
遊
行
的
精
神
を 

減
殺
.し
、
自
坊
R

安
坐
定
住
す
る
の
弊
風
、/

」

、
僧
摄
に

笫U

號 

ー
ニ
五



第

十

九

卷(

ニ
七
八)

柳
敎
の
興
立
と
商
人
階
級
の
活
動

‘局
限
せ
ら
れ
て
宗
派
各
部
の
狹
&
偏
執
を
生
处
し
め
れ
. 

る
の
短
所
は
あ
れ
、
是
み
な
隨
用
者
の
摁
德
の
い
た
す 

ど
こ
ろ
で
あ
つ
て
何
ら
そ
の
施
與
者
を
賢
む
べ
き
*
據 

を
持
た
な
い
。

佛
敎
が
彼
ら
に
與
へ
た
關
係
も
同
じ
で
あ
る
。
卯
陀 

に
面
接
し
れ
る
と
こ
る
に
、
彼
ら
は
自
ら
の
生
活
哲
學 

を
確
認
し
、
經
濟
生
活
の
目
標
を
覺
る
に
い
れ
り
、
堂 

々
穴
る
陣
容
を
盤
へ
て
瓜
ふ
ざ
ま
活
動
す
る
こ
が
出
來 

た
の
で
あ
る
。
か
ぅ
し
た
雨
者
の
關
係
は
佛
陀
の
死
後
、

:

益
々
.濃
原
ピ
な
，

O
S、

■.阿
宵
王
時
代
€

1 1

碰
な
る
«
敎
に
:-
'
; 

於
て
は
塔
婆{

T
h

管

)

聖
地
の
巡
禮
宣
敎
師
の
派
逍
佛 

敎

大

會

の

執

行

，の

す

べ

て

に

兩

者

0

表
製
作
用
を
見
る
一 

ベ
く
、
；大

乘

(
M
a
h
i
y
5
n
a
)

運
動
の
如
き
も
在
家
的
氣一 

分
"
|
商
人
勢
カ
の
著
し
き
反
映
を
見
る
こ
ざ
が
出
來
る 

の
で
あ
る
:'
0

®

域
®

繊
支
那
Iに
流
傅
せ
る
* :

敎
、k

に

入
竺
求
法
め
跡
を
見
る
に
是
又
彼
此
0
交
易
の
兆
な
き 

を
得
な
い
。
法
顋
以
f
の
支
那
入
竺
僧
の
紀
行
錄
が
常

第

二

號

ニ

一

六 

に
產
物
に
注
意
し
交
易
を
逸
せ
ざ
る
も
の
、
又
折
以
な 

き
も
0

で
は
な
い
0

朝
鮮
日
本
に
普
及
せ
る
佛
敎
>

I I 

に

入

康

求

法

の

英

傑

の

牲

來

"

內

地

佛

敎

の

地

方

的

分 

布
"

足
利
觅
5

の
天
龍
寺
船
の
如
き
、

一
i

し
て
兩
者 

の
關
係
史
な
&

ざ
る
は
な
い
。

宗
敎
t
.經
濟
、
信
仰V 」

營
利
、
佛
敎
？
雨
.業
、
比
丘
ヒ 

.商
人
、
乞
食V 」

行
質
> 

か
う
し
た1

見

す

る

ろ

、 

水
火
の
^
き
兩
極
^
に
位
置
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る 

も
の
も
、
時
間
ぞ
空
間W

い
ふ
ニ
つ
の
殼
子
の
ふ
6
や 

う
に
ょ
つ
て
は
、
忽
ち
互
ひ
に
綿
々
分
離
し
が
た
き
因 

緣
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
。

A
分
は
い
う
し
た
偶
然
的
な 

必
然
を
偏
へ
に
興
味
深
く
考
へ
て
ゐ
る
者
で
あ
る
。

(

大
疋
十
四
年
一
月
十
四
'«)

»
? 

N
、
v
s

、？ 
く
さ 
>\<く 

x
v
,
、v
f
>
v
5 

J
s
、
v
v
r

力
-

-
ル

•
デ
ィ
^~

ル

の

次
貝
^
„

:■
;

理

論

に

就

い

て

.

ハ
'

;
金

.
應

：賢

.
之

：助

' 

r

:
從
來
多
數
學
者
の
認
め
て
以
て
生
產
の
要
素
ミ
爲
せ 

し

も
の

は

、

通

例

勞

働

、
，
土

地

及

び

資

本

の

：一
一
一
者
で
あ 

る
。

而
：し

て

資

本

の

生

產

上

占

む

る

地

位

に

關

し

て

、 

嘗

て

は

之

を

過

重視
せ
し
論
漭
も
あ
つ
た
け
れ
ざ
も
1 

當
今
に
於
.：い
て.
は
.そ
の
.此
;J
b

に
有
す
、.る
地
位
は
3|
1

.に
第 

ニ
義
的
の
も
の
で
あ
つ
て
，
前
ニ
者
ビ
佥
く
同
一
祖
す 

可
ら
ざ
る
も
の
な
る
.こ

は

、

1

般
に
承
®

せ
ら
る
、 

所
な
る
が
如
く
で
あ
る
。.；
然
る
に
、「

然
ら
ば
資
本
S
は 

何
ぞ
や
.

」

の
問
題
に
至
つ
て
は
、
之
に
對
す
る
解
答
は 

區
々
.■ド》

し
て
歸
.一
す
る
所
を
知
ら
^

る
有
樣
で
あ
る
0
,

.を
弄
す
る
ま
で
も
な
く
、
經
濟
學
土
に
於
い
て
最
も
紛 

糾
せ
る
槪
念
の 

一V
J

な
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
菩
々
斯 

學
硏
梵
*

の
興
味
を
唆
る1
個
の
問
題
て
あ
る
。
而
し 

て
本

稿

は

"
此

間

に

在

つ

て

獨

乙

經

濟

學

界

に

於

け

る 

—
1

方

の

權

威

者

た

る

力

ー

ル
V

V

ィ
ー
ル
敎
授
が
此
問 

j
;

題
に
對
し
て
果
し
て
如
何
な
る
見
解
を
持
せ
る
か
を
、 

i i

察
す
る
を
目
的
？
す
る
も
の
で
あ
る
o 

I

.

.
從
來
行
は
れ
し
資
本
學
、說
を
觀
る
に
、
之
を
分
つ
て 

ニ
種
^
大
別
す
る
こ
す
が
出
來
る
。

1

は

自

然

的

純 

:

經
濟
的
資
本
a

で
あ
り
、
他
は
歷
见
的
法
律
的
資
本
觀 

|

で
あ
，る
。
前
者
は
、
通
例
經
濟
學
に
關
す
る
著
書
に
於 

い
て
先
づ
第1

に(

主
：ど
し
て
生
產
理
論
に
於
い
て〕

與 

\

へ
ら
る
\
資
本
の
觀
念
で
あ
る
。
例
へ
ば
生
活
必
需
品 

を
獲
得
す
，
 

る
爲
に
徒
手
で
努
力
す
る
人
を
描
寫
す
る
場 

合
にt

r

先
づ『

ク
ル
ゥ
ソ
ォ
の
經
濟』

を
述
べ
る
の
が 

如
何
な
る
著
臀
に
於
い
て
も
佩
e
な
つ
て
ゐ
る
が
、
其 

如
何
な
る
書
物
に
於
い
て
も
、
か
の
ク
ル
ク
ン
ォ
に
其

fi
J
l號 

ニ
一
セ

洵
に『

資
本』

な
る
も
の
は
、
吾
人
が
觅
め
て
茲
に
»
言

第
十
九
卷
' 

(

二
七
九〕

：ヵ
ー
少
•
7'
-

ィ
ー
ル
..，の
資

本

理

論

»-
就
い
て


