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はじめに

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

は
じ
め
に

①
講
座
に
つ
い
て

レ
ジ
ュ
メ
の
最
初
に
講
座
の
各
回
に
予
定
し
て
い
る
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
今
年
度
は
「
初
め
て
学
ぶ
仏
教
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
一
回
目
は
、
五
年
前
の
初
年
度
と
は
変
え
て
、
以
前
に
は
お
話
し

て
い
な
い
よ
う
な
内
容
も
加
え
て
み
ま
し
た
。
今
日
は
「
お
釈
迦
様
（
仏
教
）
以
前
の
歴
史
」
に
つ
い
て
も
前
半
に
話

し
ま
す
。
講
座
の
全
体
の
内
容
と
し
て
は
、
仏
教
の
中
核
と
な
る
教
え
︱
四
聖
諦
・
業
・
八
正
道
・
六
波
羅
蜜
・
四

し

し
ょ
う
た
い

ご
う

は
っ
し
ょ
う
ど
う

ろ
く

は

ら

み
つ

し

法
印
等
々
で
す
が
、
初
年
度
と
は
い
く
ら
か
カ
ラ
ー
を
変
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ほ
う
い
ん

四
月

︱

仏
教
以
前
と
釈
尊
の
生
涯(

一)

五
月

︱

釈
尊
の
生
涯(

二)
、
そ
の
後
の
発
展

六
月

︱

四

聖

諦

し

し
ょ
う
た
い

七
月

︱

業
と
八

正

道
・
六
波
羅
蜜

ご
う

は
っ
し
ょ
う
ど
う

ろ
く

は

ら

み
つ

九
月

︱

四
法
印

し

ほ
う

い
ん

十
月

︱

比
喩
、
説
話

ひ

ゆ
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はじめに

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

十
一
月

︱

日
常
の
問
題
・
質
問

十
二
月

︱

世
界
を
変
え
る
仏
教

：

セ
イ
ロ
ン
のJ.R

.
Jayaw

ard
an

e

大
統
領

イ
ン
ド
のD

r.B
.R
.A
m
b
ed

kar

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
現
象

ま
た
「
釈
尊
（
お
釈
迦
様
）
」
の
生
涯
に
関
し
て
は
、
『
釈
尊
の
道

︱

そ
の
生
涯
』
（
小
山
一
行
著
／
山

し
ゃ
く
そ
ん

喜

房

佛

書

林

、

一
九
七
七
年
）
は
、
と
て
も
分
か
り
や
す
い
の
で
、
こ
れ
を
主
に
参
考
に
し
、
文
章

も
そ
の
ま
ま
多
く
採
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
断
っ
て
お
き
ま
す
。
小
山
先
生
は
九
州
の
筑
紫
学
園

大
学
の
学
長
も
務
め
た
こ
と
も
お
あ
り
で
、
ま
た
、
私
の
武
蔵
野
大
学
の
時
の
同
僚
で
し
た
。

②

仏
教
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て

(

ａ)

知
識
と
智
慧
の
違
い

→

仏
〈
道
〉

ち

え

(

ｂ)

三
慧

＝

聞
・
思
・
修

さ
ん

ね

も
ん

(

ｃ)

一
人
称
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はじめに

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

※
与
楽
抜
苦
／
転
迷
開
悟

「
仏
教
を
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
は
、
普
通
の
学
問
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
の
で
す
ね
。
知
識
を
得
て
、
そ
れ

を
蓄
え
て
い
く
と
い
う
感
じ
で
は
な
く
て
、
や
は
り
「
智
慧
を
体
得
す
る
（
体
解
）
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
は

た

い

げ

「
知
識
」
と
「
智
慧
」
と
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
と
言
う
と
、「
智
慧
」
と
い
う
の
は
、
自
分
自
身
に
当
て
は
め
る
。

ち

え

自
分
の
い
ろ
い
ろ
な
課
題
に
当
て
は
め
て
、
そ
の
課
題
を
解
決
す
る
見
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
を
蓄
え
る
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
た
く
さ
ん
知
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
、
本
来
の
〈
仏
道
〉
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
の
で
す
。

仏
道
と
い
う
の
は
、
仏
教
を
生
き
る
事
に
活
か
し
た
生
き
方
で
す
。
「
仏
教
、
仏
教
」
と
言
っ
て
、
少
し
頭
で
っ
か
ち

に
な
る
の
は
外
れ
て
い
ま
す
。
や
は
り
「
智
慧
」
と
い
う
こ
と
を
体
得
す
る
。
そ
れ
が
〈
仏
道
〉
な
ん
で
す
ね
。
仏
教

で
は
な
く
て
仏
道
で
す
。
だ
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
や
ら
な
い
と
「
ブ
ツ
ど
う
！
」（
笑
）。

「
三
慧
（
聞
・
思
・
修
）
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
仏
教
の
基
本
と
な
る
姿
勢
で
す
。
聞
い
て
（
聞
）
、
考
え
て
（
思
）
、

実
践
す
る
（
修
）
。
こ
の
三
つ
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
こ
の
講
座
で
の
話
を
聞
い
て
、
自
分
な
り
に
考
え
て
く
だ

さ
い
。
だ
か
ら
皆
さ
ん
も
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
答
え
て
、
質
問
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
考
え
る
・
思
う
。
こ
れ
も

仏
道
の
一
角
で
す
。
そ
し
て
「
修
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
日
常
に
実
践
す
る
。

「
一
人
称
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
論
で
は
な
く
、
私
自
身
の
こ
と
と
し
て
学
ぶ
と
い
う
意
味
で
す
。
仏
教
と
い
う

の
は
〈
私
（
自
身
）〉
が
課
題
な
ん
で
す
ね
。
矢
が
刺
さ
っ
て
い
る
の
は
〈
私
〉
な
ん
で
す
ね
。
釈
尊
に
よ
る
譬
喩
の

し
ゃ
く
そ
ん

ひ

ゆ
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はじめに

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

物
語
（
毒
矢
の
譬
喩
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
撃
た
れ
た
矢
に
関
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
聞
い
て
得
る
の
で
は
な
く

て
、
ま
ず
そ
の
矢
を
抜
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

仏
教
に
は
「
抜
苦
与
楽
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
苦
を
抜
い
て
楽
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の
課
題
で
す
。

ば

っ

く

よ

ら

く

「
苦
」
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
で
は
よ
く
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
の
で
、
仏
教
は
悲
観
的
な
宗
教
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
は
現
実
に
体
験
す
る
「
苦
」
︱
社
会
に
お
い
て
体
験
す
る
苦
。

人
間
関
係
に
お
い
て
体
験
す
る
苦
。
こ
の
よ
う
な
家
族
の
中
で
も
あ
ま
り
話
し
合
わ
れ
な
い
よ
う
な
苦
の
課
題
を
仏
教

で
は
語
る
の
で
す
。

私
は
し
ば
し
ば
「
人
生
は
デ
コ
ボ
コ
道
だ
（Life

is
a
Bum

pty
road.

（
一
切
皆
苦
）
）」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
人

生
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
困
難
が
私
た
ち
に
し
ば
し
ば
訪
れ
ま
す
。「
四
苦
八
苦
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
特

に
老
・
病
・
死
と
い
う
苦
が
あ
り
ま
す
。

私
の
個
人
的
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
二
週
間
ほ
ど
の
間
に
二
人
の
友
人
を
突
然
な
く
し
ま
し
た
。
私
よ
り
も
一
、

二
歳
く
ら
い
若
い
同
僚
で
、
二
人
と
も
元
気
だ
っ
た
の
で
す
よ
ね
。
朝
に
な
っ
て
か
ら
、
仕
事
に
も
来
な
か
っ
た
の
で

探
し
に
行
っ
た
ら
、
ベ
ッ
ド
で
亡
く
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
と
て
も
シ
ョ
ッ
ク
が
続
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
も
っ
と

言
い
づ
ら
い
こ
と
は
、
私
の
長
男
の
妻
が
、
三
十
四
歳
の
若
さ
な
の
で
す
が
、
現
在
は
危
篤
状
態
で
す
。
で
す
か
ら
、

こ
の
二
、
三
日
は
大
変
で
す
。
今
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
電
話
が
あ
っ
て
、
家
族
全
員
で
、
テ
レ
ビ
電
話
を
通
し
て
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はじめに

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

話
し
か
け
ま
し
た
。

私
の
両
親
の
よ
う
に
九
十
歳
代
で
亡
く
な
る
の
で
あ
れ
ば
受
け
容
れ
や
す
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
何
で
三
十
四
歳
の

若
い
、
頭
の
良
い
、
す
ば
ら
し
い
性
格
の
人
が
こ
ん
な
ふ
う
に
な
る
の
か
と
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
苦
悩
・
悲
し
み
に

つ
い
て
も
仏
教
で
は
教
え
説
か
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
に
つ
い
て
学
ん
で
来
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
家
内
も
私
も
、
仏

教
を
知
ら
な
い
で
い
る
よ
り
も
、
向
き
合
い
・
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

悲
し
い
こ
と
、
辛
い
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
教
え
が
あ
る
か
ら
、
な
い
よ
り
も
は
る

か
に
良
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
に
も
こ
う
し
た
不
条
理
と
思
う
苦
悩
・
困
難
が
必
ず
訪
れ
ま
す
。
既
に
訪
れ
て

い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
で
き
る
力
、
悩

め
る
力
と
い
う
も
の
が
身
に
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
と
、「
転
迷
開
悟
（
迷
い
を
転
じ
て
悟
り
を
開
く
）」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

て
ん
め
い
か
い

ご

簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
少
し
で
も
迷
い
を
転
じ
る
。
少
し
で
も
悟
っ
た
考
え
（
感
じ
方
・
受
け
取

り
方
）
を
開
く
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
苦
悩
や
困
難
と
い
う
も
の
に
対
応
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

こ
の
講
座
で
話
す
時
に
は
「
一
人
称
」
︱
自
分
の
課
題
と
し
て
学
ぶ
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
ず
自
分
に
当
て
は
め
て
、

そ
し
て
前
に
進
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

（
Ⅰ
）
仏
教
以
前

さ
て
、
第
一
回
の
講
義
の
前
半
は
、
今
ま
で
話
し
た
こ
と
の
な
い
テ
ー
マ
︱
お
釈
迦
様
以
前
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
歴

史
に
関
し
て
で
す
。
お
釈
迦
様
は
だ
い
た
い
紀
元
前
五
百
年
く
ら
い
に
生
ま
れ
て
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。
当
然
そ
の
前
に

歴
史
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ダ
ス
文
明
、
ア
ー
リ
ア
人
と
バ
ラ
モ
ン
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
い
う
、
仏
教
の
背
景
と
な
る

い
く
つ
か
の
流
れ
と
な
る
事
柄
が
あ
り
ま
す
。

①

イ
ン
ダ
ス
文
明

(

ア)

イ
ン
ド
の
文
明
は
、
紀
元
前
二
六
〇
〇
年
〜
紀
元
前
一
八
〇
〇
年
に
繁
栄
し
た
イ
ン
ダ

ス
文
明
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

(

イ)

母
系
的
な
家
族
構
成
。

(

ウ)

銅
器
を
使
用
し
、
高
度
の
技
術
を
有
し
て
い
た
。

(

エ)

瞑
想
の
よ
う
な
行
為
。

（
オ
）

紀
元
前
一
八
〇
〇
年
頃
に
滅

び

る

。

原

因

と

し

て

は

諸

説

が

あ

る

。

そ

の

一

つ

が

ア
ー
リ
ア
民
族
の
侵
入
だ
が
、
近
年
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

〈
イ
ン
ダ
ス
文
明
出
土
品
〉

こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
は
、
（
エ
）
の
と
こ
ろ
で
す
。
瞑
想
的
な
行
為
・
実
践
が
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
と
こ
ろ
で
す
。
瞑
想
は
仏
教
と
い
う
宗
教
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
は
突
然
、
紀
元
前
一
八
〇
〇
年
頃
に
滅
び
る
。
原
因
と
し
て
は
諸
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
一
つ
と
し
て
、
ア
ー
リ
ア
民
族
の
侵
入
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
近
年
は
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
気
候
変
動
と
か
自
然
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、
文
明
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
た
と
い
う
の
で
は
な
い
か
と
い

●
イ
ン
ダ
ス
文
明
地
図
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
次
に
課
題
と
な
る
こ
と
は
「
ア
ー
リ
ア
民
族
の
侵
入
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

イ
ン
ダ
ス
文
明
と
い
う
の
は
、
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
の
イ
ン
ダ
ス
川
流
域
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
（
イ
ン
ダ
ス
文
明

地
図
／h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
g
o
o
g
l
e
.
c
o
.
j
p
/
s
e
a
r
c
h
?
q
=

イ
ン
ダ
ス
文
明
）。
ハ
ラ
ッ
パ
ー
と
か
モ
エ
ン
ジ
ョ
ダ
ロ
と
い
う
地

名
の
遺
跡
な
ど
が
有
名
で
す
。
そ
し
て
イ
ン
ド
地
図
の
右
側
（
東
側
）
に
は
ガ
ン
ジ
ス
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
川

は
仏
教
に
と
っ
て
は
と
て
も
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
紹
介
し
て
あ
る
発
掘
さ
れ
た
出
土
品
の
人
形
（
イ
ン
ダ
ス
文
明
出
土
品
／
出
典
：n

i
k
k
e
i
-
s
c
i
e
n
c
e
.
c

o
m

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
n
i
k
k
e
i
-
s
c
i
e
n
c
e
.
c
o
m
/
p
a
g
e
/
m
a
g
a
z
i
n
e
/
0
3
1
0
/
i
n
d
u
s
.
h
t
m
l

）
は
、
こ
の
顔
の
表
情
か

ら
類
推
し
て
、
「
瞑
想
」
の
要
素
が
イ
ン
ダ
ス
文
明
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ぎ
の
写
真

の
中
央
に
刻
ま
れ
て
い
る
人
の
姿
（
イ
ン
ダ
ス
谷
の
遺
跡
発
掘
の
中
で
見
つ
か
っ
た
印
章
。
結
跏
趺
坐
を
組
む
ヨ
ー
ギ
ー

け
っ

か

ふ

ざ

（
修
行
者
）
、
あ
る
い
は
シ
ヴ
ァ
と
も
と
れ
る
意
匠
は
注
目
を
集
め
た
／
出
典
：h

t
t
p
s
:
/
/
j
a
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
/

シ

ヴ
ァ
）
は
「
結
跏
趺
坐
」
の
よ
う
に
足
を
組
ん
で
坐
禅
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
イ
ン
ダ
ス
文
明
に
は
、
こ
う
し
た

け
っ

か

ふ

ざ

「
瞑
想
」
の
よ
う
な
こ
と
を
営
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
後
に
登

場
す
る
仏
教
に
も
影
響
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
次
の
写
真
は
イ
ン
ダ
ス
文
明
の
遺
跡
（k

o
t
o
b
a
n
k
.
j

p
/
w
o
r
d

／

h
t
t
p
s
:
/
/
k
o
t
o
b
a
n
k
.
j
p
/
w
o
r
d
/

イ
ン
ダ
ス
文
明-

3
2
9
7
0

）
で
す
。
水
路
な
ど
建
築
的
に
は
か
な
り
進
ん
だ
技
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

術
が
あ
っ
た
文
明
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

②
ア
ー
リ
ア
民
族
の
イ
ン
ド
へ
の
移
住

（
ア
）
元
々
は
、
コ
ー
カ
サ
ス
の
北
方
に
い
た
民
族
。
一
部
は
、
西
に
移
動
し
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
起

●インダス谷の遺跡発掘の

中で見つかった印章

●インダス文明の遺跡



- 10 -

（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

源
と
な
る
。

（
イ
）
別
の
一
部
は
、
紀
元
前
一
七
〇
〇
年
ご
ろ
南

下
し
、
そ
の
一
部
は
西
に
進
み
、
イ
ラ
ン
人

と
な
り
、
一
部
は
東
に
向
か
っ
て
イ
ン
ド
へ

進
ん
だ
。

（
ウ
）
彼
ら
は
、
同
じ
言
語
を
使
用
し
て
い
た
の
で
、

言
語
の
上
か
ら
民
族
を
分
け
る
時
、
イ
ン
ド

・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
と
呼
ぶ
。
〈
例
〉n

o
(

英

語)

とn
a

（
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
リ
ッ
ト
語
）
。

（
エ
）
東
に
進
ん
だ
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
人
は
、
紀

元
前
一
二
〇
〇
年
ご
ろ
に
は
、
イ
ン
ダ
ス
河

上
流
に
定
住
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
次
第
に

ガ
ン
ジ
ス
河
の
中
流
地
帯
ま
で
進
出
し
た
。

鉄
器
を
持
ち
、
家
父
長
制
に
よ
る
農
村
社
会

を
営
ん
だ
。

●アーリア民族の移動
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

こ
の
地
図
（
ア
ー
リ
ア
民
族
の
移
動
／h

t
t
p
s
:
/
/
u
pl

o
ad

.
w
i
k
i
m
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
p
e
d
i
a/

c
o
m
mo
n
s
/5
/
5
a/
I
E_
e
x
pa

n
s
i

o
n
.
p
n
g

）
の
中
央
あ
た
り
の
赤
い
領
域
に
、
ア
ー
リ
ア
人
が
元
々
生
活
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
西
に
移
動
し
た

の
が
、
今
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
す
。
そ
し
て
、
一
部
は
東
に
、
更
に
南
へ
と
移
動
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
東
の
イ
ン
ド
方

面
へ
行
っ
た
の
が
イ
ン
ド
の
仏
教
に
影
響
を
与
え
る
ア
ー
リ
ア
人
で
す
。
そ
し
て
西
に
行
っ
た
の
は
ペ
ル
シ
ャ
の
イ
ラ

ン
人
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
ア
ー
リ
ア
民
族
と
い
う
の
は
幅
広
い
地
域
に
散
ら
ば
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。

元
々
は
コ
ー
カ
サ
ス
の
北
方
に
い
た
民
族
で
す
。
一
部
は
西
に
移
動
し
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
起
源
と
な
る
。
で

す
か
ら
、
英
語
と
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
い
う
の
は
基
本
的
に
同
じ
言
葉
な
ん
で
す
ね
。
彼
ら
は
、
同
じ
言

語
を
使
用
し
て
い
た
の
で
、
言
語
の
上
か
ら
民
族
を
分
け
る
時
「
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
」
と
呼
ぶ
の
で
す
。
そ

の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、n
o
(

英
語)

とn
a

（
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
リ
ッ
ト
語
）
で
す
。

か
つ
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
イ
ン
ド
を
植
民
地
に
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
そ
こ
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
学
者
が

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
読
ん
で
い
た
ら
、何
と
こ
れ
は
英
語
に
よ
く
似
て
い
る
で
は
な
い
か
？

と
気
が
つ
き
ま
し
た
。

三
百
年
く
ら
い
前
の
出
来
事
で
す
。
東
に
進
ん
だ
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
人
は
、
紀
元
前
一
二
〇
〇
年
ご
ろ
に
は
イ
ン
ダ

ス
河
上
流
に
定
住
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
次
第
に
ガ
ン
ジ
ス
河
の
中
流
域
地
帯
ま
で
進
出
し
た
。
銅
器
で
は
な
く
鉄
器

を
持
ち
、
母
性
で
は
な
く
て
家
父
長
制
に
よ
る
農
村
社
会
を
営
ん
だ
の
で
す
。
次
に
ア
ー
リ
ア
民
族
が
信
奉
し
た
バ
ラ

モ
ン
教
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

③

バ
ラ
モ
ン
教

（
ア
）
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
人
の
宗
教
は
、
一
般
に
「
バ
ラ
モ
ン
教
」
と
呼
ぶ
。
イ
ン
ド
ラ
、
ヴ
ァ
ル
ナ
、
ア

グ
ニ
と
い
う
天
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
を
崇
拝
す
る
多
神
教
で
あ
っ
た
。
日
本
の
神
道
に
共
通
す
る
点
が

あ
る
。

（
イ
）
バ
ラ
モ
ン
教
の
聖
典
は
「
ヴ
ェ
ー
ダ
」
と
言
い
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
祭
式
の
細
か
い
規
定
が
定
め
ら
れ

た
。
そ
の
祭
式
を
正
し
く
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
神
々
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
そ
の
祭

式
を
営
む
司
祭
者
を
バ
ラ
モ
ン
と
言
い
、
世
襲
の
職
業
と
な
っ
た
。

（
ウ
）
バ
ラ
モ
ン
と
い
う
司
祭
者
は
、
一
つ
の
階
級
を
形
成
し
た
。
彼
ら
を
最
上
と
し
て
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
（
王

族
）
、
ヴ
ァ
イ
シ
ユ
ア
（
庶
民
）
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
（
奴
隷
）
と
い
う
四
つ
の
種
性
（
ヴ
ァ
ル
ナ
／
「
色
」

と
い
う
意
味
）
が
次
第
に
成
立
。
こ
れ
が
カ
ー
ス
ト
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
）
と
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
エ
）
ち
な
み
に
、
現
在
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
バ
ラ
モ
ン
教
に
基
づ
く
。
そ
の
違
い
は
、
イ
ン
ド
の
民
間
宗
教

や
土
着
信
仰
を
導
入
し
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
、
仏
教
の
後
に
な
っ
て
か
ら
徐
々
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
。

バ
ラ
モ
ン
教
の
イ
ン
ド
ラ
神
に
代
わ
っ
て
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
と
シ
ヴ
ァ
神
が
中
心
と
な
っ
た
。
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
徒
の
数
は
十
一
億
人
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
で
世
界
第
三
位
の
人
口
で
あ
る
。
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

で
す
か
ら
、
ア
ー
リ
ア
人
が
持
っ
て
来
た
バ
ラ
モ
ン
教
が
、
だ
ん
だ
ん
と
イ
ン
ド
で
、
元
々
い
た
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
人
等

の
土
着
の
信
仰
を
取
り
入
れ
て
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
な
る
の
で
す
。
今
で
の
イ
ン
ド
国
民
の
八
十
五
％
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
徒
で
す
。
だ
か
ら
人
口
と
し
て
は
十
一
億
人
も
い
る
の
で
す
。
世
界
中
の
仏
教
徒
よ
り
も
多
い
の
で
す
。
た
だ
、
仏

●バラモン教の儀式

●バラモン教のインドラ神
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

教
の
よ
う
に
世
界
宗
教
に
な
ら
な
い
の
は
、一
つ
の
民
族
・
一
つ
の
文
化
の
中
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

仏
教
の
よ
う
に
世
界
的
に
広
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
写
真
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
儀
式
（
バ
ラ
モ
ン
教
に
基
づ
く
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
儀
式
／h

t
tp

s
:/
/
j
a.
w
i
ki

p
ed

i
a
.o
r
g
/

wi
k
i
/

バ
ラ
モ
ン
教#

/
m
e
d
i
a
/

フ
ァ
イ
ル:

Y
a
j
n
a
1
.
j
p
g

）
で
す
。
儀
式
が
重
要
視
さ
れ
、
正
し
く
儀
式
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
神
の
恩
恵
を
受
け
る
。
そ
し
て
自
分
た
ち
の
生
活
を
良
い
方
向
に
持
っ
て
行
く
と
い
う
。
で
す
か
ら
日
本
人
の
神

道
的
な
似
た
よ
う
な
要
素
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
次
の
写
真
は
イ
ン
ド
ラ
神
（
イ
ン
ド
ラ
神
／h

t
t
p
s
:
/
/
j
a
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.

o
r
g/
w
i
ki

/

バ
ラ
モ
ン
教
）
で
す
。
こ
れ
が
バ
ラ
モ
ン
教
の
中
心
的
な
神
様
で
す
。

④

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド

︱
ヴ
ェ
ー
ダ
に
基
づ
く
哲
学
的
思
想
を
展
開
︱
紀
元
前
九
世
紀
〜
紀
元
前
六
世
紀

そ
こ
で
、
少
し
話
が
複
雑
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と
い
う
思
想
的
に
紀
元
前
九
世
紀
〜
紀
元
前

六
世
紀
に
発
達
し
た
哲
学
・
思
想
が
あ
り
ま
す
。
バ
ラ
モ
ン
教
の
ヴ
ェ
ー
ダ
に
基
づ
い
て
宇
宙
万
物
の
統
一
原
理
を
考

察
し
て
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
梵
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
特
徴
は
次
の
通
り
で
す
。
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

（
ア
）
バ
ラ
モ
ン
教
の
神
々
を
統
一
す
る
原
理
を
考
え
、
さ
ら
に
宇
宙
万
物
の
統
一
原
理
を
考
察
し
、
ブ
ラ

フ
マ
ン
（
梵
）
と
呼
ん
だ
。
一
方
、
人
間
の
一
人
一
人
に
内
在
す
る
自
己
の
本
体
を
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
）
。

こ
の
二
つ
が
合
一
す
る
状
態
を
、
「
梵
我
一
如
」
と
い
う
究
極
的
な
覚
り
を
提
唱
し
た
。

ぼ
ん

が

い
ち
に
ょ

（
イ
）
業
・
行
為
よ
る
「
因
果
応
報
」
の
考
え
も
成
立
し
た
。
良
い
業
と
い
う
因
は
、
良
い
結
果
を
も
た
ら

ご
う

ご
う

す
と
い
う
考
え
。
も
の
ご
と
が
、
神
の
仕
業
で
も
な
く
、
偶
然
と
い
う
形
で
も
な
く
、
業
に
依
る
と

ご
う

い
う
新
し
い
見
方
が
生
ま
れ
た
。

（
ウ
）
ま
た
、
人
は
、
死
を
超
え
て
次
の
生
を
受
け
、
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
っ
て
行
く
と
い
う
「
輪
廻

転
生
」
の
考
え
も
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
状
態
を
決
め
る
の
は
「
業
」
と
考

ご
う

え
ら
れ
、
輪
廻
転
生
の
思
想
と
業
の
思
想
が
融
合
。

ご
う

（
エ
）
こ
こ
で
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
こ
と
が
好
ま
し
い
こ
と

で
な
く
苦
し
い
こ
と
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
た
。

げ

だ
つ

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
二
点
あ
り
ま
す
。
仏
教
で
も
重
要
視
す
る
「
業
」
と
「
輪
廻
転
生
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。

ご
う

り
ん

ね

て
ん
し
ょ
う

こ
れ
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
哲
学
の
中
か
ら
発
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
業
」
と
い
う
行
為
に
よ
る
因
果

応
報
の
考
え
も
成
立
し
ま
し
た
。
業
と
い
う
の
は
行
い
と
い
う
意
味
で
す
。
良
い
行
い
と
い
う
因
は
良
い
結
果
を
も
た
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

ら
す
。
物
事
が
神
の
仕
業
で
は
な
く
、
偶
然
と
い
う
形
で
も
な
く
、
私
の
業
（
行

し

わ
ざ

為
）
に
よ
る
と
い
う
新
し
い
見
方
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
人
は
死
を
超
え
て
次
の
生
を
受
け
、
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変

わ
っ
て
い
く
と
い
う
輪
廻
転
生
の
考
え
方
も
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の

生
ま
れ
変
わ
り
の
状
態
を
決
め
る
の
は
業
（
行
為
）
と
考
え
て
、
輪
廻
転
生
と

ご
う

業
の
思
想
が
融
合
し
た
の
で
す
。
こ
こ
で
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
お
い
て
重
要
な

こ
と
は
、
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
こ
と
が
好
ま
し
い
こ
と
で
な
く
苦
し
い
こ
と

で
あ
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
解
脱
・
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
た
の
で
す
。

げ

だ
つ

こ
う
し
た
考
え
方
は
仏
教
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
々
を
少
し
だ
け
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

先
ず
最
初
の
写
真
は
「
シ
ヴ
ァ
神
」
で
す
。
破
壊
の
神
様
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
（
シ
ヴ
ァ
神
／ht

t
p
s:

/
/
ja

.
wi

k
i
pe

d
i
a.

o
rg

/
w
ik

i
/

シ
ヴ
ァ#

/
me
d
i
a/

フ
ァ
イ
ル:
M
u
r
u
d
e
s
h
w
a
r
_
S
h
i
v
a
.
j
p
g

）
。
日
本
に
は
大
黒
天
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
シ
ヴ
ァ
神
の
現
れ
の
一
つ
な
の
で
す
。
だ
か
ら
日

本
の
仏
教
と
か
神
道
に
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
影
響
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

●シヴァ神

●
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

次
の
写
真
は
「
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
（h

t
t
p
s
:
/
/
j
a.

w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/w

i
k
i
/

ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ#

/
m
e
d
i
a
/

フ
ァ
イ
ル:

B
h
a
g
a
v
a
n
_
V
i
s
h
n
u
.j

p
g

）」
で

す
。
シ
ヴ
ァ
神
が
破
壊
神
で
あ
る
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
は
維

持
神
と
見
做
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
妃
が

女
神
ラ
ク
シ
ミ
ー
と
言
い
、
こ
れ
は
日
本
で
は
吉

祥

天
と
な
る
の

き
っ
し
ょ
う
て
ん

で
す
。

も
う
一
つ
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
で
無
視
で
き
な
い
の
は
「
ガ
ネ
ー
シ
ャ
（h

t
t
p
s
:
/
/
j
a
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
/

ガ

ネ
ー
シ
ャ#

/
m
e
d
i
a
/

フ
ァ
イ
ル:

ガ
ネ
ー
シ
ャ
像
ネ
パ
ー
ルP

6
0
5
4
9
9
4
.
j
p
g

）
」
で
す
。
頭
が
象
で
体
が
人
間
で
す
。
民
衆

に
は
す
ご
く
愛
さ
れ
て
い
る
神
様
で
す
。
学
び
の
神
様
で
入
学
の
願
い
事
に
は
ガ
ネ
ー
シ
ャ
に
頼
み
ま
す
。
そ
の
利
益

り

や
く

が
あ
る
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
人
に
よ
る
と
「
利
く
ん
だ
ぞ
う
（
象
）
ー
」
と
（
笑
）。

き

⑤

ガ
ン
ジ
ス
河
の
宗
教
の
登
場

こ
こ
ま
で
は
、
ア
ー
リ
ア
民
族
が
持
ち
込
ん
だ
バ
ラ
モ
ン
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
影
響
し
た
要
素
、
そ
し
て
バ
ラ
モ

ン
教
に
基
づ
く
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
に
つ
い
て
説
明
し
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
仏
教
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
は
、
次

●ガネーシャ
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

に
箇
条
書
き
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
の
流
れ
の
文
化
か
ら
発
生
し
て
き
て
い
る
背
景
に
つ
い
て
お
話
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
今
日
は
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
ア
）
ガ
ン
ジ
ス
河
の
中
流
域
地
帯
に
ア
ー
リ
ア
人
が
移
住
す
る
に
つ
れ
、
農
業
生
産
も
高
ま
り
、
多
数
の

小
都
市
が
成
立
し
た
。
貨
幣
に
よ
っ
て
流
通
も
増
大
し
、
商
人
や
王
族
の
地
位
が
向
上
し
た
。

（
イ
）

そ
の
結
果
、
バ
ラ
モ
ン
を
中
心
と
し
た
社
会
に
は
変
化
が
現
れ
、
ア
ー
リ
ア
人
と
原
住
民
と
の
混
血

も
さ
ら
に
進
ん
だ
。

（
ウ
）
紀
元
前
六
世
紀
ご
ろ
に
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
へ
の
対
抗
や
社
会
の
変
化
に
伴
っ
て
、
新
し
い
宗
教
真
理

を
求
め
る
指
導
者
た
ち
が
現
れ
た
。
彼
ら
を
「
沙
門
（Shram

ana

・
シ
ュ
ラ
マ
ナ
）
」
と
呼
び
、
釈
尊

し
ゃ
も
ん

し
ゃ
く
そ
ん

も
彼
ら
の
中
で
修
行
を
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
成
立
し
た
仏
教
も
当
時
の
改
革
思
想
の
中
の
一
つ

で
あ
る
。

（
エ
）
こ
れ
ら
を
「
ガ
ン
ジ
ス
河
の
宗
教
」
と
呼
び
、
ア
ー
リ
ア
人
の
バ
ラ
モ
ン
教
と
区
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ガ
ン
ジ
ス
河
の
宗
教
と
し
て
は
、
仏
教
以
外
に
、
現
在
イ
ン
ド
で
存
在
す
る
ジ
ャ
イ
ナ
教
が

あ
る
。
両
方
と
も
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
よ
う
に
儀
式
が
中
心
で
は
な
く
、
瞑
想
を
中
心
と
し
た
修
行
を

重
視
し
た
。
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

（
オ
）
こ
れ
は
、
ア
ー
リ
ア
人
の
移
住
す
る
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
宗
教
形
態
を
表
す
と
も
言
え
る
。
そ
れ

を
示
唆
す
る
の
は
、
ア
ー
リ
ア
人
の
移
住
以
前
の
イ
ン
ダ
ス
文
明
で
は
、
瞑
想
が
行
わ
れ
て
い
て
、

そ
れ
は
イ
ン
ド
の
原
住
民
の
宗
教
性
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

仏
教
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
よ
う
に
儀
式
が
中
心
で
は
な
く
て
、
瞑
想
を
中
心
に
し
た
修
行
を
重
視
し

ま
し
た
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
原
住
民
の
間
に
あ
っ
た
要
素
が
瞑
想
と
か
修
行
な
の
で
す
ね
。

ジ
ャ
イ
ナ
教
も
面
白
い
宗
教
で
す
。
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
（
前
六
世
紀-

前
五
世
紀
／
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
祖
師
）
は
お
釈
迦

●ジャイナ教の旗

●ジャイナ教の神
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

様
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
代
に
活
躍
し
た
人
で
す
。
こ
の
写
真
（h

t
t
p
s
:
/
/
j
a
.
w
i
k

i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
/

ジ
ャ
イ
ナ
教#

/
m
e
d
i
a
/

フ
ァ
イ
ル:

E
l
l
o
r
a
_
C
a
v
e
_
3
2
_
s
i
0
3

39
.
jp
g

）
を
見
て
も
ほ
と
ん
ど
ブ
ッ
ダ
と
変
わ
り
が
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
よ
ね
。

し
か
し
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
ほ
と
ん
ど
イ
ン
ド
か
ら
外
に
は
広
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

次
の
写
真
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
旗
（h

t
t
p
s
:
/
/
j
a
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
/

ジ
ャ

イ
ナ
教
）
で
す
。
仏
教
と
同
じ
よ
う
な
マ
ー
ク
（
卍
／S

v
a
s
t
i
k
a

／
ス
ワ
ス
テ

ィ
カ
）
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

そ
の
次
の
二
つ
の
写
真
（
ジ
ャ
イ
ナ
教
僧
侶
ハ
テ
ィ
ー
シ
ン
グ
寺
院
／h

t
t
p
s
:

/
/
j
a
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
/

ジ
ャ
イ
ナ
教#

/
m
e
d
i
a
/

フ
ァ
イ
ル:

J
a
i
n
_
v
o
t
a
r
y

_
h
o
l
d
s
_
a
_
v
o
t
i
v
e
_
c
a
n
d
l
e
.
j
p
g

）
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
僧
侶
で
す
。
ジ
ャ
イ
ナ
教

は
完
璧
な
無
暴
力
を
強
調
す
る
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
僧
侶
た
ち
は
ホ
ウ
キ
を
持
っ

て
い
て
、
横
た
わ
る
時
に
は
、
床
に
い
る
虫
を
踏
ん
で
殺
さ
な
い
よ
う
に
ホ
ウ
キ

で
払
っ
て
か
ら
寝
る
の
で
す
（
写
真
参
照
／h

t
t
p
s
:
/
/
j
a
.
w
i
k
i
pe

d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k

i
/

ジ
ャ
イ
ナ
教#

/
m
e
d
i
a
/

フ
ァ
イ
ル:

J
a
i
n
_
m
e
d
i
t
a
t
i
o
n
.
j
p
g

）。
徹
底
し
た
無

暴
力
で
す
。

●ジャイナ教の僧侶
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

次
の
写
真
（h

t
t
p
s
:
/
/
j
a
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
/
w
i
k
i
/

ジ
ャ
イ
ナ
教#

/
m
e
d
i
a
/

フ

ァ
イ
ル:

A
e
r
i
a
l
_
v
i
e
w
_
o
f
_
B
a
h
u
b
a
l
i
,
_
G
o
m
a
t
e
s
w
a
r
a
_
J
a
i
n
_
t
e
m
p
l
e
,
_
K
a
r
k
a
l

a
.
j
p
g

）
は
壮
大
な
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
寺
院
で
す
け
れ
ど
も
、
ブ
ッ
ダ
の
よ
う
な
像
が

立
っ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。

⑥

ガ
ン
ジ
ス
河
の
宗
教
と
西
洋
の
宗
教

︱

キ
リ
ス
ト
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
の
違
い

︱

ス
リ
ラ
ン
カ
の
ガ
ナ
ナ
ス
・
オ
ベ
イ
エ
ス
ケ
レ
教
授
に
よ
り
ま
す
と
、
ガ
ン

ジ
ス
河
流
域
に
発
達
し
た
宗
教
と
西
洋
の
宗
教
と
比
較
し
て
、
次
の
よ
う
で
あ

る
と
簡
単
に
ま
と
め
て
述
べ
て
い
ま
す
。

（
「
再
生
教
義
と
初
期
仏
教
の
社
会
学
へ
の
貢
献
」、
ウ
ェ
ン
デ
ィ
・
オ
フ
ラ
レ

テ
ィ
（
編
）『
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
業
と
再
生
』）

（
ア
）
神
の
存
在

●ジャイナ教の寺院
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（Ⅰ）仏教以前

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

①

西
洋
の
宗
教

：

預
言
者
が
超
越
的
な
神
と
人
間
の
仲
介
と
な
る
。

②

ガ
ン
ジ
ス
河
の
宗
教

：

悟
り
の
体
験
に
基
づ
い
て
行
者
自
身
が
教
義
を
作
る
。
神
の
存
在
は
、
あ
ま

り
大
き
く
な
い
。

（
イ
）
倫
理
や
道
徳

①

西
洋
の
宗
教

：

神
の
掟
（
お
き
て
、C

om
m
an

d
m
en

t

）
。
神
の
意
志
の
現
れ
だ
か
ら
、
正
し
い
と

し
て
従
う
。

②

ガ
ン
ジ
ス
河
の
宗
教

：

戒
律
（Precepts

）
。
人
間
の
体
験
に
基
づ
い
て
、
正
し
い
と
し
て
従
う
。

（
ウ
）
社
会
や
他
者
と
の
関
係

①

西
洋
の
宗
教

：

預
言
者
の
教
え
は
神
よ
り
下
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
非
妥
協
的
な
態
度
。
そ
し
て
、

他
の
教
え
を
下
等
と
見
る
傾
向
。

②

ガ
ン
ジ
ス
河
の
宗
教

：

教
え
は
各
行
者
の
目
覚
め
に
よ
る
も
の
な
の
で
、
妥
協
的
で
修
正
可
能
で
あ

り
、
他
に
対
し
て
寛
大
な
傾
向
。
悟
り
の
体
験
に
基
づ
い
て
行
者
自
身
が
教
義
を
作
る
。
神
の
存
在
は
、

あ
ま
り
大
き
く
な
い
。

後
半
は
お
釈
迦
様
の
話
に
な
り
ま
す
。
前
半
は
仏
教
が
始
ま
る
以
前
の
話
で
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ほ
ど
の
何
千
年
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〈質疑応答 ①〉

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

と
い
う
膨
大
な
背
景
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
仏
教
は
バ
ラ
モ
ン
教
に
も
影
響
さ
れ
て
、
特
に
ウ
パ
ニ
シ

ャ
ッ
ド
に
影
響
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
バ
ラ
モ
ン
教
の
経
典
な
ど
を
否
定
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
ア
ー
リ
ア
民
族
以
前
、
元
々
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
宗
教
性
か
ら
発
生
し
た
要
素
が

基
本
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

〈
質
疑
応
答

①
〉

〈
①
〉

仏
教
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
一
番
違
う
と
こ
ろ
は
何
で
し
ょ
う
か
？

〈
ケ
ネ
ス
〉

ジ
ャ
イ
ナ
教
は
徹
底
し
た
無
暴
力
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
う
な
る
と
活
躍
す
る
場
が
限
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
、
仏
教
の
よ
う
に
他
の
国
に
伝
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
煩
悩
を
物
質
的
に
捉
え

て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
基
本
的
な
と
こ
ろ
は
仏
教
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
す
よ
。
ま
た
仏
教
の
よ
う
に
、
あ
ま
り
伝

道
・
宣
教
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

ジ
ャ
イ
ナ
教
の
旗
に
は
「
卍
」
の
マ
ー
ク
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
こ
れ
は
仏
教
で
も
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
共
通

点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
西
洋
で
は
ナ
チ
ス
の
マ
ー
ク
に
似
て
い
る
の
で
誤
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
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〈質疑応答 ①〉

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

仏
教
の
寺
院
が
、
戦
前
・
戦
時
中
に
は
ナ
チ
ス
と
勘
違
い
さ
れ
る
の
で
「
卍
マ
ー
ク
」
を
全
部
取
り
消
す
動
き
が
あ
り

ま
し
た
。

ジ
ャ
イ
ナ
教
の
こ
と
を
初
め
て
聞
い
た
と
い
う
人
は
、
ど
れ
く
ら
い
い
ま
す
か
？

ジ
ャ
イ
ナ
教
で
は
、
写
真
に
も

あ
る
よ
う
に
、
僧
侶
の
よ
う
な
人
は
丸
裸
に
近
い
の
で
す
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
は
「
裸
の
宗
派
」
と
い
う
の
が
あ
る
の
で

す
ね
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
修
行
者
は
真
っ
裸
で
修
行
す
る
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
寒
い
国
に
は

適
用
で
き
ま
せ
ん
よ
ね
。

〈
②
〉

「
梵
我
一
如
」
と
い
う
の
は
命
が
終
わ
っ
た
時
の
状
態
を
い
う
の
で
し
ょ
う
か
？

ぼ
ん

が

い
ち
に
ょ

〈
ケ
ネ
ス
〉

必
ず
し
も
命
が
終
わ
っ
た
時
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
彼
ら
（
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
推
進
者
）
に
と
っ
て
は

悟
り
の
よ
う
な
体
験
を
説
明
し
て
い
る
の
で
す
。
仏
教
で
も
法
身
と
仏
性
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
が
あ

ほ
っ
し
ん

ぶ
っ
し
ょ
う

っ
て
、
そ
れ
と
似
て
い
ま
す
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
は
か
な
り
哲
学
的
で
す
。

バ
ラ
モ
ン
教
は
、
基
本
的
に
は
儀
式
を
行
っ
て
、
神
に
祈
願
し
て
、
神
と
合
致
し
て
、
物
事
を
良
い
方
向
に
持
っ
て

行
こ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
精
神
的
な
面
で
、「
悟
る
（
目
覚
め
る
）」
と
い

う
こ
と
に
重
点
を
置
き
ま
す
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
始
め
た
の
で
す
。
「
梵
我
一
如
」
と
い

ぼ
ん

が

い
ち
に
ょ

う
の
は
、
悟
り
の
内
容
で
、
も
ち
ろ
ん
死
ん
だ
後
に
で
も
梵
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
と
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
。
あ
る
意
味

で
浄
土
真
宗
的
な
面
も
あ
り
ま
す
よ
。
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〈質疑応答 ①〉

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

違
い
を
強
調
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
違
い
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
似
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
。
仏
教
と
ウ

パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
が
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
の
は
驚
き
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

〈
③
〉

ア
ー
リ
ア
人
が
イ
ン
ド
に
入
っ
て
く
る
前
か
ら
い
た
古
代
の
人
た
ち
は
、
カ
ー
ス
ト
制
度
の
中
で
は
シ
ュ
ー

ド
ラ
に
属
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
う
い
う
階
層
に
だ
い
た
い
押
し
込
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

〈
ケ
ネ
ス
〉

以
前
か
ら
い
た
土
着
民
た
ち
は
底
辺
の
方
に
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
カ
ー
ス
ト
（
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
）
と
い
う
の
は
ヴ
ァ
ル
ナ
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
と
い
う
「
色
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
ア
ー

リ
ア
系
の
人
た
ち
が
支
配
し
て
、
以
前
か
ら
い
た
人
た
ち
は
比
較
的
に
「
色
」
が
黄
色
で
、
下
層
の
方
に
置
か
れ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
属
し
て
い
た
釈
迦
族
と
い
う
の
は
ア
ー
リ
ア
系
で
あ
る
の
か
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

元
か
ら
い
た
人
た
ち
も
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

〈
③
〉

今
で
は
ア
ー
リ
ア
の
人
た
ち
と
以
前
か
ら
い
た
古
代
イ
ン
ド
人
た
ち
と
は
混
血
が
進
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？

〈
ケ
ネ
ス
〉

基
本
的
に
は
そ
う
で
す
。
何
千
年
も
経
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
混
血
も
進
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
数
年

前
に
イ
ン
ド
に
行
っ
た
時
に
、
飛
行
機
の
中
で
隣
に
座
っ
た
あ
る
イ
ン
ド
人
は
、
突
然
、
私
が
尋
ね
た
わ
け
で
は
な
い

の
に
「
実
は
私
は
バ
ラ
モ
ン
で
す
」
と
言
う
の
で
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
っ
て
い
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〈質疑応答 ①〉

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

る
の
で
す
。
そ
う
い
う
流
れ
は
今
で
も
あ
る
の
で
す
。
法
律
的
に
は
カ
ー
ス
ト
制
度
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

や
は
り
文
化
の
中
に
は
生
き
て
い
る
の
で
す
。
何
千
年
も
経
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
混
血
も
進
ん
で
い
る
と
は
思
い
ま

す
け
れ
ど
も
。

〈
③
〉

カ
ー
ス
ト
の
違
う
者
同
士
は
結
婚
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
す
る
と
、
混
血
化
し
て

い
る
と
い
う
の
は
最
近
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
？

〈
ケ
ネ
ス
〉

カ
ー
ス
ト
と
し
て
主
な
四
つ
を
取
り
上
げ
ま
し
た
か
、
実
は
か
な
り
細
か
く
分
か
れ
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
カ
ー
ス
ト
あ
る
い
は
ジ
ャ
ー
テ
ィ
（
生
ま
れ
）
に
よ
っ
て
、
職
業
と
結
婚
は
か
な
り
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
そ
の
カ
ー
ス
ト
内
で
結
婚
し
て
い
ま
す
。
バ
ラ
モ
ン
と
い
う
カ
ー
ス
ト
の
間
で
は
、
混
血
は
進
ん
で
い
な
い
で
す

が
、
彼
ら
を
全
人
口
か
ら
す
る
と
少
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
点
で
は
、
日
本
の
武
士
と
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
は
る
か
に
多
い
他
の
カ
ー
ス
ト
の
間
で
は
、
混
血
は
長
い
間
に
進
ん
だ
と
思

い
ま
す
。

〈
④
〉

「
卍
」
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
か
？

〈
ケ
ネ
ス
〉

「
卍
」
はs

v
a
s
t
i
k
a

ス
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
カ
と
言
っ
て
、
幸
せ
の
生
き
方
と
い
う
か
「
幸
せ
」
を
象
徴
し

て
い
る
文
字
で
す
。「
転
迷
開
悟
」
と
言
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
悟
り
を
開
く
よ
う
な
生
き
方
で
す
。「a

s
t
i
k
a

」
と
い
う

て
ん
め
い
か
い

ご
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〈質疑応答 ①〉

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

の
は
「
存
在
」
の
意
味
で
す
。
仏
教
も
ジ
ャ
イ
ナ
教
も
教
え
を
実
践
し
て
修
行
す
れ
ば
、
幸
せ
な
存
在
に
な
れ
る
と
い

う
意
味
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。
「s

v
a
s
t
i
k
a

」
の
「s

v

／s
u

」
は
「
良
い
」
と
か
「
幸
せ
」
と
い
う
意
味
で
す
。
極

楽
浄
土
の
こ
と
を
「su

k
h

āvat

ī、
ス
カ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
（
幸
せ
を
有
す
る
と
こ
ろ
）」
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
言
い

ま
す
が
、
そ
の
接
頭
語
の
「su

」
と
語
源
は
同
じ
で
「
良
い
／
幸
せ
」
と
い
う
意
味
で
す
。

そ
れ
で
は
講
義
の
後
半
に
入
り
ま
す
。
釈
尊
の
前
半
の
生
涯
に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
ょ
う
。

し
ゃ
く
そ
ん

釈
尊
の
歴
史
的
存
在

（
ア
）

ガ
ン
ジ
ス
河
中
流
領
域
の
大
き
な
社
会
的
変
化
の
中
で
登
場
し
た
釈
尊
。

（
イ
）

民
族
の
衝
突
と
も
言
え
る
中
で
、
ア
ー
リ
ア
人
よ
り
以
前
、
イ
ン
ド
に
存
在
し
て
い
た
宗
教
性
を
表

す
。
イ
ン
ダ
ス
文
明
と
原
住
民
の
宗
教
形
態
が
元
で
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
的
な
考
え
（
例
：
業
）
や

ご
う

世
界
観
（
例
：
輪
廻
転
生
）
を
導
入
し
た
の
が
、
釈
尊
の
仏
教
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
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〈質疑応答 ①〉

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

（
ウ
）

当
時
は
、
イ
ン
ド
全
体
を
統

一
す
る
国
家
は
な
か
っ
た
。

ガ
ン
ジ
ス
河
中
流
領
域
に

は
、
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ー
ス
テ
ィ

ー
を
中
心
と
し
た
コ
ー
サ
ラ

国
と
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ
を
中

心
と
し
た
マ
ガ
ダ
国
が
存
在

し
て
い
た(

絵
図
参
照
／h

ttp

s:/
/
k
am

ish
ib
a1
.exb

lo
g.jp

/
1

7
0
9
2
8
8
3
/
)

。

釈

尊
は
、
両

し
ゃ
く
そ
ん

国
に
挟
ま
れ
て
い
た
シ
ャ
ー

キ
ャ
（Sh

akya

）
と
呼
ば
れ

る
小
さ
な
部
族
の
王
子
と
し

て
生
ま
れ
た
。
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（Ⅱ）釈尊の生涯

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

（
Ⅱ
）
釈
尊
の
生
涯

①

誕

生

（
ア
）
父
は
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
（
浄
飯
王
）
で
、
母
は
マ
ー
ヤ
ー
（
摩
耶
）
。

（
イ
）

場
所
は
、
摩
耶
夫
人
が
出
産
の
た
め
里
へ
帰
る
途
中
で
休
憩
し
た
ル
ン
ビ
ニ
ー
と
い
う
花
園
で
生
ま

れ
た
。
現
在
は
ネ
ー
パ
ー
ル
内
と
な
る
。

（
ウ
）
日
本
で
は
、
四
月
八
日
を
誕
生
日
（
降
誕
会
／
花
ま
つ
り
）
と
す
る
。
し
か
し
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
徒

ご
う
た
ん

え

は
旧
暦
の
五
月
と
し
て
い
る
。

（
エ
）
名

前

①

ゴ
ー
タ
マ(

最
高
の
牛
／
部
族
の
名)

シ
ュ
ダ
ー
ル
タ
（
目
的
が
達
成
さ
れ
た
者
／
本
名
）

②

釈
迦
（
シ
ャ
カ
）
：
部
族
の
名
前

③

釈
尊
：
「
〈
釈
〉
迦
族
出
身
の
〈
尊
〉
者
」
の
略
称

●

誕

生

仏
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第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

④

ブ
ッ
ダ
（Buddha

）：
「
目
覚
め
た
者
」

（
オ
）
「
天
上
天
下

唯
我
独
尊

三
界
皆
苦

吾
当
安
此
」

て
ん
じ
ょ
う
て
ん

げ

お
釈
迦
様
が
誕
生
し
た
の
は
日
本
で
は
四
月
八
日
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
旧
暦
の
五
月
で
す
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で

は
八
月
四
日
な
ん
で
す
よ
。
皆
さ
ん
真
剣
に
聞
い
て
い
ま
す
よ
ね
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
？

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
南
半
球

な
の
で
「
お
し
ゃ
か
さ
ま
（
逆
さ
ま
）
」
で
す
か
ら
・
・
（
笑
）。
こ
の
ジ
ョ
ー
ク
い
い
で
し
ょ
う
。
今
ま
で
一
番
い
い

反
応
で
す
ね
。

お
釈
迦
様
が
生
ま
れ
た
時
に
七
歩
歩
い
て
手
を
挙
げ
て
（
写
真
参
照
／
仏
教
伝
道
協
会
所
蔵
）
「
天
上
天
下

唯
我

独
尊

三
界
皆
苦

吾
当
安
此
」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
解
釈
で
は
、
私
た
ち
は
皆
ち
が
っ
て
独
自
性
を
持
っ
て
い
る
尊
い
者
で
あ
る
と
。

そ
し
て
三
界
は
す
べ
て
苦
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
（
シ
ュ
ダ
ー
ル
タ
）
は
、
こ
こ
（
こ
の
世
界
）
を
安
ら
か
に
す
る
で
し

ょ
う
と
。
と
に
か
く
、
こ
の
世
の
中
を
私
が
安
ら
か
に
す
る
と
宣
言
さ
れ
た
そ
う
で
す
。



- 31 -

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

②

青

年

期

（
ア
）

母
の
マ
ー
ヤ
ー
妃
は
、
出
産
後
間
も
な
く
病
死
。
マ
ー

ヤ
ー
夫
人
の
妹
で
あ
る
マ
ハ
ー
・
プ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ

ィ
ー
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
。

（
イ
）

実
母
を
亡
く
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
も
知
れ
な
い

が
、
王
子
は
感
受
性
の
強
い
青
年
に
育
っ
た
。
あ
る

日
、
農
夫
が
掘
り
起
こ
し
た
虫
を
食
べ
た
鳥
、
そ
し

て
、
そ
の
鳥
を
大
き
な
鳥
が
捕
ま
え
る
の
を
見
て
、

強
い
衝
撃
を
受
け
、
「
何
故
、
生
き
物
は
お
互
い
に
殺

し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
思
い
悩
ん
だ
。

（
ウ
）
瞑
想
を
好
む
性
格
で
あ
り
、
そ
れ
を
証
明
す
る
よ
う
に
、
「
木
の
木
陰
で
座
っ
て
い
た
。
そ
の
時
、

私
の
心
に
欲
望
を
離
れ
、
不
善
の
思
い
も
な
く
、
静
か
な
喜
び
に
満
た
さ
れ
て
い
た
の
を
よ
く
憶

え
て
い
る
」
と
、
あ
る
日
の
出
来
事
を
伝
え
て
い
る
。
（
『
中
阿
含
経
』
）
つ
ま
り
瞑
想
を
好
む
繊

あ

ご
ん

細
な
若
者
で
あ
っ
た
。
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第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

（
エ
）

父
・
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
王
は
、
こ
の
よ
う
な
息
子
の
性
格
を
気
に
し
て
い
た
。
そ
の
中
、
あ
る

占
い
師
が
「
王
子
は
偉
大
な
王
様
に
な
る
か
、
優
れ
た
宗
教
家
に
な
る
」
と
予
言
し
た
。
そ
れ
を

聞
い
て
心
配
し
て
、
王
様
は
王
子
に
は
苦
悩
に
な
る
原
因
を
排
除
し
、
周
り
に
は
若
い
く
て
健
康

な
人
し
か
置
か
ず
、
物
質
的
に
も
非
常
に
恵
ま
れ
た
生
活
を
送
ら
せ
た
。

（
オ
）
し
か
し
、
王
子
は
、
こ
の
よ
う
な
物
質
的
快
楽
に
は
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
王
子
の
た
め
に
雇
わ

れ
た
踊
り
子
た
ち
の
踊
り
に
も
興
味
が
湧
か
ず
、
夜
中
に
彼
女
た
ち
が
だ
ら
し
な
く
眠
り
こ
ん
だ

姿
を
見
て
、
王
宮
生
活
の
虚
し
さ
を
痛
感
し
た
。

（
カ
）
や
が
て
、
王
子
は
父
親
の
勧
め
で
隣
国
の
王
女
・
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
と
結
婚
。
し
か
し
、
結
婚
も

決
し
て
宮
殿
で
の
生
活
の
虚
し
さ
を
解
消
し
な
か
っ
た
。

お
釈
迦
様
の
青
年
期
は
け
っ
こ
う
憂
鬱
で
あ
っ
て
、
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

ゆ
う
う
つ

そ
し
て
、
次
は
「
四
門
出
遊
」
と
い
う
四
方
の
城
の
門
を
出
て
行
っ
た
時
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
彼
は
城

し

も
ん
し
ゅ
つ
ゆ
う

内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
生
活
で
、
現
実
の
世
の
中
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
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第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

③

四

門

出

遊

（
ア
）
あ
る
時
、
王
子
は
家
臣
を
連
れ
て
東
の
門
か
ら
城

の
外
へ
出
た
。
す
る
と
、
衰
え
果
て
た
老
人
が
通

り
か
か
っ
た
。

若
い
人
と
健
康
な
人
し
か
接
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
王
子
は
、「
あ
れ
は
何
者
だ
？
」
と
聞
い
た
。

「
老
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
家
臣
は
答
え
た
。「
誰

で
も
あ
の
よ
う
に
な
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
、

「
は
い
、
人
は
誰
し
も
、
や
が
て
は
年
老
い
て
衰

え
る
も
の
で
す
。
」
と
家
臣
は
答
え
た
。
「
私
も

か
？
」
と
い
う
王
子
の
質
問
に
、
「
は
い
、
王
子
も
で
す
。
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
王
子
は

大
変
暗
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。

（
イ
）
翌
日
、
南
の
門
を
出
た
ら
病
人
に
出
会
い
。
ま
た
次
の
日
に
は
、
死
者
を
運
ぶ
行
列
に
出
会
っ
た
。

老
人
と
同
じ
よ
う
に
見
た
こ
と
の
な
い
光
景
に
驚
き
、
家
臣
と
同
じ
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し
、
さ
ら
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第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

に
憂
鬱
に
な
っ
た
。

ゆ
う
う
つ

（
ウ
）
四
日
目
、
北
の
門
を
出
た
ら
、
今
度
は
出
家
し
て
修
行
に
励
ん
で
い
る
沙
門
（
修
行
者
）
に
出
会
っ

し
ゃ
も
ん

た
。
王
子
は
、
苦
悩
を
解
消
す
る
目
的
で
厳
し
い
修
行
を
行
い
な
が
ら
、
清
々
し
く
映
る
沙
門
に
心

が
動
か
さ
れ
た
。
そ
れ
が
王
子
が
出
家
す
る
大
き
な
動
機
と
な
っ
た
。

（
エ
）
そ
の
後
、
王
子
は
「
死
」
に
つ
い
て
深
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
人
の
生
命
は
何
と
短
い
こ
と

か
。
百
歳
に
も
な
ら
な
い
の
に
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
い
そ
れ
以
上
長
く
生
き
て
も
、
結
局
老

衰
の
た
め
に
死
ん
で
し
ま
う
。
（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
）
」
さ
ら
に
「
人
間
は
普
通
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と

に
悩
ま
な
い
。
そ
れ
は
、
死
が
怖
く
な
い
の
で
は
な
く
、
死
を
真
剣
に
考
え
な
い
で
避
け
て
い
る
だ

け
で
あ
る
」
と
王
子
は
思
っ
た
。

シ
ュ
ダ
ー
ル
タ
王
子
（
青
年
期
の
釈
尊
）
は
、
と
て
も
繊
細
な
若
者
で
あ
っ
て
、「
死
」
に
つ
い
て
も
深
く
考
え
た
。

そ
の
原
因
と
し
て
は
、も
し
か
す
る
と
実
の
母
親
を
生
後
間
も
な
く
失
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

偉
大
な
宗
教
者
と
い
う
も
の
は
、
繊
細
で
あ
っ
て
、
肉
親
を
若
い
時
に
な
く
し
て
い
る
場
合
が
多
く
あ
り
ま
す
。
法
然

も
親
鸞
も
道
元
も
そ
う
で
す
ね
。
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④

出

家

（
ア
）
「
四
門
出
遊
」
は
伝
説
で
あ
り
、
こ
の
通
り
の
こ
と
が
実
際
に
起
こ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か

し

も
ん
し
ゅ
つ
ゆ
う

し
、
こ
の
話
は
王
子
が
出
家
を
決
意
し
た
心
の
過
程
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
出

家
の
原
因
は
老
・
病
・
死
と
い
う
人
間
の
根
本
の
苦
を
解
決
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

（
イ
）
王
子
も
バ
ラ
モ
ン
教
の
勉
強
を
行
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
苦
の
解
決
の
答
え
は
な
い

と
考
え
て
い
た
。
一
方
、
王
子
は
、
非
ア
ー
リ
ア
系
の
宗
教
を
代
表
す
る
沙
門
の
道
を
追
求
す
る
こ

し
ゃ
も
ん

と
に
し
た
。

（
ウ
）
出
家
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
王
子
の
独
創
で
は
な
か
っ
た
。
古
代
イ
ン
ド
の
風
習
と
し
て
、
存
在

し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
１
）
学
生
期
、
２
）
在
家
期
、
３
）
林
住
期
、
４
）
遊
行
期
と
い
う
「
人

が
く
し
ょ
う

ざ
い

け

り
ん
じ
ゅ
う

ゆ

ぎ
ょ
う

生
の
四
期
」
中
の
最
後
の
遊
行
期
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ゆ

ぎ
ょ
う

（
エ
）
二
十
九
歳
の
頃
、
更
に

出
家
を
後
押
し
す
る
要
素
も
生
じ
た
。
息
子
の
ラ
ー
フ
ラ
が
生
ま
れ
、
王

し
ゅ
っ

け

族
の
後
継
者
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
息
子
が
成
長
し
、
愛
着
が
増
す
前
に
出
家
を
志
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
オ
）

王
子
は
真
夜
中
に
起
き
、
眠
り
こ
ん
だ
妻
の
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
と
息
子
の
ラ
ー
フ
ラ
に
ひ
そ
か
に



- 36 -

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

別
れ
を
告
げ
、
御
者
の
チ
ャ
ン
ダ
カ
に
愛
馬
の
カ
ン
タ
カ
を
連
れ
て
こ
さ
せ
た
。
必
死
に
止
め
よ
う

ぎ
ょ
し
ゃ

と
追
い
す
が
る
チ
ャ
ン
ダ
カ
を
振
り
切
っ
て
、
カ
ン
タ
カ
に
鞭
を
あ
て
た
（
出
家
の
絵
画
／
「
釈
尊

し
ゅ
っ

け

絵
伝
」
野
生
司
香
雪

画
／
仏
教
伝
道
協
会
所
蔵
）
。
そ
の
時
の
心
境
と
思
わ
れ
る
文
章
が
伝
わ
っ
て

い
る
。

「
父
王
よ
、
私
は
今
、
恩
愛
の
情
を
離
れ
て
老
病
死
を
の
が
れ
る
道
を
求
め
て
家
を
捨
て
ま
す
。
養

母
プ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
よ
、
私
は
苦
し
み
の
元
を
断

と
う
と
思
い
ま
す
。
我
が
妻
・
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
よ
、

人
の
世
に
は
必
ず
別
れ
の
悲
し
み
が
あ
る
。
私
は
そ
の

悲
し
み
の
も
と
を
断
と
う
と
思
い
つ
い
た
の
だ
。
」
（
『
方

広
大
荘
厳
経
』
）

（
カ
）
こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
郊
外

の
森
に
着
い
た
。
身
に
つ
け
て
い
た
宝
石
な
ど
を
チ
ャ

ン
ダ
カ
に
わ
た
し
て
、
城
に
戻
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ

し
て
、
自
ら
髪
を
切
っ
て
森
に
入
っ
て
い
っ
た
。
王
子

の
二
十
九
歳
の
満
月
の
夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

●釈尊絵伝／出家
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紀
元
前
六
世
紀
頃
の
イ
ン
ド
で
は
、
た
く
さ
ん
の
沙
門
（
修
行
者
）
が
い
た
の
で
す
。
多
く
の
弟
子
を
集
め
る
よ

し
ゃ
も
ん

う
な
指
導
者
も
い
ま
し
た
。
釈
尊
も
、
そ
の
よ
う
な
沙
門
の
指
導
者
に
師
事
し
ま
す
。

し
ゃ
く
そ
ん

釈
尊
が
出
家
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
現
代
人
の
中
に
は
家
庭
を
捨
て
て
出
て
行
く
無
責
任
な
行
動
で
は
な
い
か
と
批

判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
に
は
、
①
学
生
期
、
②
在
家
期
（
家
住
期
）
、
③
林
住
期
、
④
遊
行

が
く
し
ょ
う

ざ
い

け

り
ん
じ
ゅ
う

ゆ

ぎ
ょ
う

期
と
い
う
「
人
生
の
四
期
」
の
文
化
・
風
習
が
あ
っ
た
の
で
す
。
③
と
④
は
、
世
俗
の
世
界
を
離
れ
て
行
く
時
期
な
の

で
す
。
イ
ン
ド
の
文
化
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
は
、
年
を
取
る
と
、
今
ま
で
の
世
俗
的
な
事
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
て
、

も
っ
と
宗
教
的
な
事
に
力
を
入
れ
て
努
力
を
す
る
の
で
す
。
現
代
の
欧
米
や
日
本
で
は
、
か
な
り
世
俗
化
し
て
い
る
の

で
、
宗
教
の
影
響
力
が
低
下
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
一
つ
の
例
と
し
て
は
葬
式
が
す
ご
く
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

こ
の
後
半
の
部
分
は
皆
さ
ん
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

自
分
の
人
生
と
対
照
さ
せ
な
が

ら
、
ど
う
感
じ
る
で
し
ょ
う
か
。
出
家
に
関
し
て
は
、
釈
尊
は
酷
い
こ
と
を
し
た
と
批
判
す
る
人
も
い
ま
す
け
れ
ど

し
ゅ
っ

け

も
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
あ
る
風
習
で
も
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
全
て
の
イ
ン
ド
人
が
老
い
た
ら
出
家
す
る
の
で
は
な
く
て
、

や
は
り
余
裕
の
あ
る
人
で
は
な
い
と
簡
単
に
は
で
き
ま
せ
ん
よ
ね
。
高
齢
に
な
っ
た
時
に
は
、
家
庭
を
守
る
等
の
世
俗

的
な
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
宗
教
的
な
事
に
も
力
を
入
れ
る
い
う
風
習
で
す
ね
。
こ
う
し
て
、
釈
尊
は
「
遊
行
期
」

ゆ

ぎ
ょ
う

に
入
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
す
。
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〈
質
疑
応
答

②
〉

〈
①
〉

「
四
門
出
遊
」
の
話
で
は
「
生
・
老
・
病
・
死
」
の
内
の
老
病
死
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
？

し

も
ん
し
ゅ
つ
ゆ
う

〈
ケ
ネ
ス
〉

「
生
・
老
・
病
・
死
」
は
四
苦
八
苦
の
「
四
苦
」
で
す
。
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
苦
」
の
一

つ
と
し
て
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
こ
の
「
四
門
出
遊
」
の
話
は
違
う
次
元
の
話
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
生
」

が
入
っ
て
こ
な
い
代
わ
り
に
、
北
の
門
を
出
た
ら
沙
門
（
修
行
者
）
に
出
会
い
ま
し
た
。
「
四
門
出
遊
」
と
「
生
・
老

し
ゃ
も
ん

・
病
・
死
」
と
の
関
係
は
あ
ま
り
な
い
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
「
老
・
病
・
死
」
は
誰
に
で

も
苦
の
原
因
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
修
行
者
に
惹
か
れ
て
励
ま
さ
れ
て
出
家
す
る
と
い
う

し
ゅ
っ

け

こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
話
で
す
。

〈
②
〉

釈
尊
の
青
年
期
の
頃
の
話
の
中
で
「
虚
し
さ
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
虚
し
さ
」
と
い
う
言

葉
は
、
浄
土
真
宗
の
教
え
に
と
っ
て
は
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
言
葉
で
は
な
い
の
か
な
と
、
私
は
思
う
の
で
す
。
親
鸞
の

し
ん
ら
ん

和
讃
（
仏
・
菩
薩
、
祖
師
・
先
人
の
徳
、
経
典
・
教
義
な
ど
に
対
し
て
和
語
を
用
い
て
ほ
め
た
た
え
る
讃
歌
）
で
「
本
願

わ

さ
ん

力
に
あ
い
ぬ
れ
ば

む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き

功
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て

煩
悩
の
濁
水
へ
だ
て
な
し
（
高
僧

じ
ょ
く
し
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和
讃
）
」
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

し
か
し
、
現
代
人
に
は
「
む
な
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
意
外
と
あ
ま
り
ピ
ン
と
来
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
の
で

す
。
「
あ
ま
り
〈
む
な
し
さ
〉
な
ん
て
感
じ
た
こ
と
は
な
い
よ
」
と
い
う
人
が
結
構
多
い
の
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
「
む

な
し
さ
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
、
先
生
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

〈
ケ
ネ
ス
〉

釈
尊
は
若
い
時
か
ら
非
常
に
繊
細
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
話
し
ま
し
た
。
虫
が
土
の
中
か
ら

し
ゃ
く
そ
ん

出
て
来
た
ら
、
小
鳥
が
そ
れ
を
食
べ
て
、
そ
の
小
鳥
を
ま
た
大
き
な
鳥
が
食
べ
る
と
い
う
逸
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
に
悲
し
み
を
感
じ
る
。
で
す
か
ら
繊
細
な
人
は
「
む
な
し
さ
」
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
る
と
思
い
ま

す
よ
。

今
、
私
の
息
子
の
妻
が
危
篤
で
死
に
か
け
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
二
週
間
あ
ま
り
の
間
に
私
の
親
し
い
友
人
二

人
が
健
康
で
あ
っ
た
の
に
突
然
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
私
に
と
っ
て
大
変
辛
く
、
苦
し
く
「
む
な
し

さ
」
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
す
。

仏
教
で
は
「
四
苦
八
苦
（
生
苦
、
老
苦
、
病
苦
、
死
苦
、
愛
別
離
苦
、
怨
憎
会
苦
、
求
不
得
苦
、
五
蘊

盛

苦
）
」
と
は

あ
い
べ
つ

り

く

お
ん
ぞ
う

え

く

ぐ

ふ

と
っ

く

ご

う
ん
じ
ょ
う

く

別
に
、
三
つ
の
苦
（
三
苦
）
が
あ
る
と
教
え
て
い
ま
す
。
一
つ
は
「
苦
苦
（
く
く
）」
︱
肉
体
的
な
痛
み
に
よ
る
苦
。

次
は
「
壊
苦
（
え
く
）
」
︱
物
事
が
壊
れ
て
い
く
苦
。
そ
し
て
「
行
苦
（
ぎ
ょ
う
く
）
／
人
間
生
存
の
無
常
と
い
う
事

実
の
中
に
感
ず
る
苦
」
で
す
。
そ
の
「
行
苦
」
と
い
う
の
は
、
何
と
な
く
生
き
て
い
る
こ
と
に
虚
し
さ
を
感
じ
る
よ
う

な
苦
を
指
す
と
、
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
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た
ぶ
ん
多
く
人
に
と
っ
て
も
、
い
つ
か
は
必
ず
そ
う
い
う
「
苦
」
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
何
か

満
た
さ
れ
な
い
と
い
う
か
。
い
わ
ゆ
る
激
し
い
「
苦
し
み
」
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
何
か
も
の
足
り
な
い
な
と
い
う
苦
。

そ
う
い
う
気
持
ち
に
陥
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

私
は
若
い
時
に
そ
う
い
う
こ
と
を
よ
く
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
と
原
因
が
あ
る
と
は
思
う
の
で

す
け
れ
ど
も
、
一
つ
は
両
親
が
不
和
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
一
応
、
生
活
は
ち
ゃ
ん
と
し
て
く
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

今
考
え
る
と
、
何
か
満
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
特
に
日
曜
日
に
友
達
の
と
こ
ろ
へ
遊
び
に
行
っ
て
、
そ

し
て
夕
方
に
家
に
帰
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
家
に
帰
っ
て
も
そ
ん
な
に
面
白
く
な
い
し
、
翌
日
は
学
校
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

学
校
も
楽
し
い
と
い
う
感
じ
は
な
か
っ
た
。

そ
う
い
う
虚
し
さ
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
皆
が
少
し
は
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
そ
う
い
う
虚

し
さ
を
、
ス
ポ
ー
ツ
や
歌
な
ど
の
娯
楽
で
紛
ら
わ
す
の
が
現
代
人
の
生
き
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
虚
し
さ
の
原
因

が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
追
求
し
な
い
で
、
何
か
に
よ
っ
て
紛
ら
わ
す
。

そ
う
い
う
「
虚
し
さ
」
と
い
う
の
は
、
よ
く
よ
く
自
分
の
人
生
を
見
る
と
、
程
度
の
差
は
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

「
極
楽
と
ん
ぼ
」
の
よ
う
な
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
よ
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
人
た
ち
も
必
ず
「
四
苦
八
苦
」
の

よ
う
な
困
難
に
出
会
い
ま
す
。
そ
の
時
に
ど
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
理
解
し
て
対
応
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
仏
教
の
意

義
が
あ
る
の
で
す
。
仏
教
は
虚
し
さ
と
か
苦
に
対
応
で
き
る
営
み
で
す
。

楽
し
く
過
ご
す
た
め
の
方
法
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
も
あ
る
し
、
歌
も
あ
る
し
、
コ
ン
サ
ー
ト
あ
る
し
、



- 41 -

〈質疑応答 ②〉

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

海
外
旅
行
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
よ
う
に
楽
し
く
で
き
れ
ば
お
お
い
に
や
っ
た
ら
良
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
、

今
回
、
私
の
二
人
の
友
人
が
突
然
予
期
せ
ず
亡
く
な
っ
た
こ
と
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
私
の
家
族
の
一
員
が
若
く
し
て

亡
く
な
り
そ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
よ
う
に
、
ど
の
家
族
で
も
苦
し
み
を
感
じ
る
時
が
訪
れ
る
の
で
す
。

私
の
家
族
は
、
私
が
こ
う
い
う
立
場
な
の
で
「
生
・
老
・
病
・
死
」
の
こ
と
等
を
し
ば
し
ば
話
し
て
い
ま
す
か
ら
、

息
子
も
普
通
の
若
者
た
ち
よ
り
も
よ
く
対
応
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。私
が
期
待
し
て
い
る
こ
と
は
、

し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
、
時
間
は
か
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
一
回
り
大
き
く
な
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
そ
し
て
、

そ
の
悲
し
み
と
つ
ら
さ
を
、
も
っ
と
他
の
方
向
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
行
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
可
能
に
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
宗
教
や
哲
学
で
あ
り
、
仏
教
こ
そ
そ
の
一
つ
で
す
。

〈
②
〉

特
に
仏
教
の
場
合
は
、
「
む
な
し
さ
」
と
い
う
こ
と
が
菩
提
心
を
発
す
契
機
に
な
る
と
説
い
て
い
る
と
思
う

ぼ

だ
い
し
ん

の
で
す
が
、
そ
れ
を
ご
ま
か
せ
る
よ
う
な
手
立
て
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
事
が
、
今
の
時
代
に
仏
教
が
な
か
な
か
つ
な
が
っ

て
い
か
な
い
と
い
う
か
、
仏
縁
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
ね
。

〈
ケ
ネ
ス
〉

「
ご
ま
か
す
」
と
か
「
紛
ら
わ
す
」
と
い
う
言
葉
で
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
人
生
を
楽
し
く
経
験
す
る

こ
と
は
必
要
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
九
十
五
％
す
る
の
で
は
な
く
て
、
も
う
少
し
十
五
％
で
も
い
い
か
ら
仏
教
の

よ
う
な
こ
と
に
耳
を
向
け
て
く
れ
た
ら
、
人
生
が
少
し
は
良
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
私

た
ち
は
仏
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
宣
伝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。



- 42 -

〈質疑応答 ②〉

第一回 仏教以前と釈尊の生涯（前半）

仏
道
を
真
剣
に
追
求
し
て
歩
む
よ
う
な
人
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
の
頂
上
が
麓
の
方
と
比
べ
れ
ば
面
積
が
少
な

ふ
も
と

い
よ
う
に
、
頂
上
を
目
指
す
人
は
、
ど
の
時
代
で
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
が
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も

麓
に
い
る
人
で
も
中
腹
に
い
る
人
で
も
、
仏
教
の
教
え
が
た
め
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
人
生
が
デ
コ

ボ
道
（Life

is
a
Bum

p
ty

road
.

（
一
切
皆
苦
）
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
、
デ
コ
ボ
コ
道
で
あ
る
こ
と
は
当
然

で
あ
る
こ
と
を
知
る
だ
け
で
も
、
困
難
に
出
遇
っ
た
ら
プ
ラ
ス
に
な
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
伝
え
て

行
く
こ
と
が
、
私
た
ち
僧
侶
の
使
命
だ
と
思
い
ま
す
。
仏
教
の
智
慧
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
で
す
。

ち

え

〈
③
〉

先
ほ
ど
の
「
四
門
出
遊
」
の
話
で
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
以
前
、
養
老
孟
司
先
生
が
「
四
門
出

し

も
ん
し
ゅ
つ
ゆ
う

遊
」
の
話
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。
あ
の
話
は
よ
く
で
き
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
現
代
社
会
の
都
市
生
活
の

あ
り
方
と
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
と
い
う
と
、
要
す
る
に
日
常
生
活
の
中
で
老
・
病
・

死
が
と
て
も
見
え
づ
ら
い
環
境
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
年
を
取
っ
て
動
け
な
く
な
っ
た
り
病
気
に
な
っ
た
り
す
れ
ば
、
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
で
暮
ら
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。
健
康
な
人
に
と
っ
て
は
、
病
人
や
老
人
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
老
・
病
・
死
と
い
う

こ
と
を
考
え
に
く
い
環
境
だ
し
、
い
ざ
自
分
が
な
っ
た
時
に
は
、
老
病
死
の
苦
し
み
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
「
四
門
出
遊
」
の
話
や
Ｓ
さ
ん
の
話
と
も
重
な
る
な
と
思
っ
て
、
そ
れ
を
皆
さ
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ん
と
共
有
し
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

〈
ケ
ネ
ス
〉

確
か
に
三
世
代
が
一
緒
に
住
ま
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
お
爺
さ
ん
・
お
婆
さ
ん
の
こ
と
は
よ
く

知
ら
な
い
し
、
死
に
つ
い
て
も
、
自
宅
で
亡
く
な
る
の
で
は
な
く
て
多
く
の
場
合
は
病
院
で
亡
く
な
り
ま
す
。
け
れ
ど

も
、
若
い
時
で
も
同
級
生
が
亡
く
な
る
と
か
、
そ
う
い
う
体
験
は
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

た
だ
そ
れ

ほ
ど
頻
繁
に
な
け
れ
ば
、
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
少
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
確
か
に
現
代
社
会
に
は
、
そ
う
い
う
よ
う

な
老
・
病
・
死
が
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
老
・
病
・
死
は
避
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
普
通
に
暮
ら
し
て

い
る
と
、
老
・
病
・
死
は
周
囲
に
は
実
際
は
あ
る
の
で
す
よ
。
た
だ
関
心
が
向
か
な
い
と
か
、
忘
れ
て
し
ま
う
と
か
、

無
視
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

苦
に
向
き
合
う
、
虚
し
さ
に
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
、
精
神
的
に
は
少
し
辛
い
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
を
本
当
に
理
解
す
る
と
、
人
生
に
対
し
て
も
っ
と
積
極
的
に
、
深
く
生
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。

簡
単
に
言
う
と
、
お
爺
さ
ん
・
お
婆
さ
ん
が
亡
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
体
で
知
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
も
っ
と
お
互
い

を
大
切
に
す
る
。
わ
が
ま
ま
を
言
う
こ
と
を
少
し
で
も
控
え
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
「
苦
」
や
「
虚
し
さ
」
と
い
う
こ

と
は
、
普
通
の
生
き
方
を
深
め
て
く
れ
る
。
ま
た
感
謝
の
気
持
ち
も
強
く
な
る
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
目
の
前
に
老

・
病
・
死
の
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
は
有
り
難
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
。
永
遠
に
い
る
わ
け
で
は
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な
い
の
だ
と
。

老
・
病
・
死
の
事
は
、
み
ん
な
頭
で
は
知
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
心
か
ら
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
、
私
が
今
日
の
冒
頭
で
も
言
い
ま
し
た
「
知
識
と
智
慧
の
違
い
」
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、

ち

え

い
ろ
い
ろ
話
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
知
識
を
智
慧
に
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
に
当
て
は
め
る
と
い
う
こ
と
だ
と

思
う
の
で
す
。
自
分
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
深
く
、
も
っ
と
有
り
難
く
日
常
を
過
ご
せ
る
よ
う
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
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●

皆
さ
ん
か
ら
の
積
極
的
な
質
問
・
感
想
・
意
見
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

ど
ん
な
に
素
朴
で
あ
っ
て
も
、
皆
さ
ん
の
生
活
感
覚
か

ら
出
る
素
直
な
問
い
が
、
よ
り
豊
か
な
講
義
を
創
っ
て
い

き
ま
す
。

仏
教
の
教
え
は
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
の
一
般
的
な
見
方

と
は
異
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
あ
る

意
味
で
大
切
な
「
気
づ
き
」
を
生
む
ポ
イ
ン
ト
に
も
な
り

ま
す
。
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