
顕

釈
尊
に
お
け
る
説
法
教
化
に
つ
い
て

H

宇

　

治

　

谷

ラ
ソ
ス
の
上
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
現
状
に
お
い
て
、
仏
教
は
凡
庸
低
俗

な
唯
物
論
的
存
在
で
し
か
大
衆
に
受
容
さ
れ
え
な
い
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。

そ
れ
故
、
仏
教
の
伝
道
を
志
す
仏
教
知
識
人
と
い
わ
れ
る
人
々
が
、
い
か
に
深
遠

な
教
義
を
説
い
て
も
、
か
え
っ
て
社
会
か
ら
遊
離
し
、
生
な
人
間
性
の
要
求
を
満
た

す
に
は
ほ
ど
遠
く
な
る
矛
盾
を
い
だ
く
の
も
当
然
で
あ
る
。
反
面
、
新
興
宗
教
と
い

わ
れ
る
人
々
が
、
そ
の
教
理
や
知
性
に
低
俗
的
な
本
質
問
題
を
含
む
も
の
の
、
そ
の

教
義
の
宣
揚
に
自
ら
大
衆
と
深
い
生
活
体
験
の
同
位
的
基
盤
を
見
出
し
、
信
仰
の
真

剣
さ
を
直
接
体
験
と
し
て
指
導
す
る
方
法
に
多
く
の
人
々
の
共
感
を
得
て
い
る
事
実

を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
既
成
宗
教
の
知
識
人
や
指
導
者
と
い
わ
れ
る
人
々
が

伝
統
と
慣
習
と
権
威
の
上
に
安
閑
と
し
、
そ
の
伝
道
に
関
し
て
、
他
を
救
済
す
る
と

い
う
利
他
的
側
面
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
自
ら
大
衆
と
共
に
同
じ
道
を
求
め
て
歩
む

と
い
う
姿
勢
を
欠
き
、
自
ら
の
修
行
の
場
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
が
ご
と

く
で
あ
る
。

五

}

は
じ
め

現
代
社
会
は
急
速
な
物
質
文
明
の
発
展
に
伴
な
い
そ
の
構
造
に
大
き
な
変
革
を
及

ぼ
し
て
い
る
。
人
間
社
会
の
生
活
に
お
い
て
も
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
欲
求
は
物
質
的

充
足
を
基
盤
と
し
な
け
れ
ば
満
足
さ
れ
ず
、
精
神
的
側
面
は
第
二
義
的
に
受
け
取
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ

っ
て
、
仏
教
の
普
及
、
伝
播
を
志
ざ
す
も
の
に
と
っ
て
仏

教
教
義
の
伝
道
活
動
が
遅
々
と
し
て
そ
0
効
果
を
十
分
あ
ら
わ
し
え
な
い
矛
盾
を
感

ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
の
原
因
に
は
内
外
の
両
面
に
矛
盾
を
か
か
え
る
も
の
で
あ

る
。
内
と
は
、
伝
道
を
志
す
も
の
の
心
的
作
用
で
あ
り
、
た
だ
単
に
仏
法
を
知
的
に

理
解
し
、
他
を
説
法
教
化
す
る
と
い
う
優
越
感
に
毒
さ
れ
た
精
神
で
あ
る
。
外
と
は
、

現
代
社
会
の
多
岐
に
わ
た
る
複
雑
構
造
と
物
質
至
上
主
義
の
経
済
構
造
で
あ
る
。
現

代
に
お
け
る

一
般
大
衆
の
宗
教
意
識
と
は
、
慣
習
の
推
持
と
現
世
利
益
の
追
求
と
い

う
姿
勢
に
あ
り
、
こ
れ
が
現
実
生
活
に
い
か
に
寄
与
、
還
元
さ
れ
る
か
が
最
大
の
関

心
事
で
あ
る
。

一
般
大
衆
は
宗
教
を
現
実
生
活
に
お
け
る
必
要
度
に
応
じ
て
仏
教
を

利
用
し
、
そ
の
主
体
は
あ
く
ま
で
各
自
の
現
実
生
活
の
物
質
的
な
需
要
と
供
給
の
バ

恢
尊
拡
お
廿
る
説
法
教
北
に
っ
い
て
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こ
の
考
察
に
お
い
て
、
釈
尊
に
お
け
る
説
法
教
化
の
四
十
五
年
間
に
わ
た
る
伝
道

生
活
を
と
お
し
て
説
か
れ
た
教
義
を
確
認
し
、
教
義
の
知
的
理
解
を
深
め
る
と
と
も

に
、
実
際
の
伝
道
に
あ
た
っ
て
、
釈
尊
が
自
己
の
主
体
的
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
た

立
場
を
詳
察
し
、
さ
ら
に
現
代
社
会
に
伝
道
を
志
す
人
々
の
矛
盾
を
少
し
で
も
解
消

し
、
伝
道
活
動
の
指
針
を
提
供
で
き
う
れ
ば
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

五
二

脱
し
絶
対
境
地
を
求
め
て
遍
歴
す
る
の
が
理
想
と
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
釈
尊
出
家
の
動
機
と
し
て
大
方
諸
賢
に
容
認
さ
れ
る
も
の
の
、

具
体
的
に
釈
尊
は
何
を
求
め
て
出
家
し
た
か
の
疑
問
に
は
答
え
て
い
な
い
。
晩
年
、

釈
尊
は
最
後
の
弟
子
そ
バ
ッ
グ
に
対
し
出
家
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

「
ス
パ

ッ
タ
よ
、
わ
た
く
し
は
二
十
九
歳

で
善
を
求

め
て
出
家
し
た
。
ス
バ

ッ

ダ
よ
、
わ
た
く
し
は
出
家
し
て
か
ら
五
十
年
余
と
な

っ
た
。
正
理

・
正
法
の
領

域
を
歩
ん
で
き
た
。
こ
れ
以
外
に
沙
門
は
存
在
し
な
い
。」

釈
尊
は
、
自
ら
出
家
し
た
目
的
を
善

(r
s
r
)
の
追
求
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。

つ
づ
い
て
釈
尊
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
私
は
、
か
く
の
ご
と
く
出
家
し
、
善
な
る
も

の
を
求
め
、
無
上
な
る
寂
静
、

最
上
の
道
を
求
め
つ
つ
ア
ー
フ
ー
ラ
ー
カ
ー
フ
ー
マ
の
い
る
と
こ
ろ
へ
赴
い

た
。
」

釈
尊
は
善
を
求
め
て
出
家
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
善
を
求
め
る
道
が
最
上
の
道

で
あ
る
と
語
り
、

同
義
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

「
善
を
求
め
る
」
と
い
う
倫
理
道

徳
的
善
と
、
「
最
上
の
道
を
求

め
る
」
と
い
う
宗
教
的
善
と
が
相
対
立
す
る
も
の
で

な
く
、
少
な
く
と
も
倫
理
的
善
で
あ
る

「
善
を
求
め
る
」
と
い
う
態
度
は
、
。宗
教
的

善
で
あ
る

「
最
上
の
道
」
を
極
め
る
た
め
の
階
梯
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

釈
尊
は
出
家
し
た
目
的
を
善

(r
s
r
)
の
追
求
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
善

(r
s
r
)
の
用
語
は
有
名
な

『
七
仏
通
戒
の
侑
』
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
一
切
の
悪

(l
l
)
を
な
さ
ず

I

釈
尊
は
二
十
九
歳
に
し
て
生
国
カ
ピ
ラ
城
を
出
離
し
、
世
俗
の
執
著
か
ら

一
切
の

束
縛
を
断
ち
、
真
理
を
求
め
、
人
生
の
問
題
を
解
決
す
べ
く
、
出
家
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
従
来
よ
り
、
釈
尊
の
出
家
の
動
機
に
関
し
て
は
次
の
事
柄
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。

一
、
四
門
出
遊
に
よ
り
人
生
の
生

・
老

・
病

・
死
の
苦
を
内
観
し
、
衆
生
の
苦
悩

に
満
ち
た
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
正
し
く
見
よ
う
と
し
た
。

二
、
幼
生
時
代
か
ら
静
観
を
好
み
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
王
子
と
し
て
武
道
に
猛
る

と
い
う
よ
り
は
、
人
生
の
問
題
を
深
く
考
え
込
む
内
省
的
性
格
で
あ

っ
た
。

三
、

シ
ャ
カ
族
の
対
外
的
状
況
で
あ
る
コ
ー
サ
ラ
国
や
マ
ガ
ダ
国
か
ら
の
圧
迫
。

シ
ャ
カ
族
の
人
々
の
願
い
は
武
力
に
よ
る
救
済
は
考
え
ら
れ
ず
、
思
想
に
よ
る

精
神
的
救
世
主
の
出
現
を
期
待
し
て
い
た
。

四
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
生
活
習
慣
で
あ
る
四
住
期

(胤
昌
己
と

に
従
う
。
バ

ラ
モ
ソ
社
会
で
は
学
問
を
修
習
し
、
結
婚
し
、
‘家
督
の
相
続
人
を
養
成
し
、
家

長
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
た
後
、
森
林
に
入
り
修
行
し
、
人
生
の
苦
悩
か
ら



作
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
釈
尊
の
さ
と
り
は
、
こ
の
人
間
探
究
の
立
場
を
基

盤
と
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
さ
と
り
は
多
く
の
人
々
の
共
感
を
得
る
に
至
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
ひ
い
て
は
、
「最
上
の
道
」
と
断
言
さ
れ
る
宗
教
的
境
地
に
人
間
尊

重
の
絶
対
性
が
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
釈
尊
の
姿
勢
は
出
家
正
覚

教
化
涅
槃
の
五
十

一
年
間
に
わ
た
り
終
始

一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
と
り
を
得
た

後
も
お
ご
り
た
か
ぶ
る
こ
と
な
く
、
自
己
を
さ
ら
に
向
上

・
完
成
さ
せ
る
最
上
の
道

を
求
め
て
止
ま
な
い
真
摯
な
ひ
た
む
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。

Ⅱ

善

(r
s
r
)
を
具
備
し

自
己
の
心
を
清
浄
に
す
る
こ
と

こ
れ
が
仏
た
ち
の
教
え
で
あ
る
」

こ
の
詩
句
は
、
原
始
仏
教
に
お
け
る
倫
理
観
と
宗
教
観
と
の
関
係
に
つ
い
て
基
本

的
立
場
を
明
確
に
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
句
は

一
切
の
悪
を
な

さ
ぬ
と
い
う
徳
目
、
第
二
句
は
善
を
具
備
す
る
と
い
う
徳
目
を
あ
ら
わ
し
、
こ
れ
ら

の
二
句
は
勧
善
懲
悪
の
道
徳
観
を
説
き
、
原
始
仏
教
の
倫
理
性
を
端
的
に
表
明
し
た

も
の
で
あ
る
。
第
三
句
は
自
己
の
心
の
清
浄
化
を
説
く
。
後
世
の
解
釈
に
よ
る
と
、

こ
れ
は
単
に
善
悪
対
立
の
考
え
方
に
立
つ
道
徳
心
や
倫
理
的
生
活
の
向
上
だ
け
を
意

味
し
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
仏
教
本
来
の
立
場
に
立
っ
て
心
の
汚
れ
を
清
浄

化
す
る
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
究
極
的
に
は
仏
教
本
来
の
目
的
で
あ
る
苦
よ
り

の
解
脱
、
さ
ら
に
涅
槃
の
獲
得
を
目
指
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
前
二
句
が
原
始
仏

教
の
倫
理
性
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
第
三
句
は
そ
の
宗
教
性
を
表
明
し
た
も
の

で
あ
る
。
第
四
句
に
お
い
て
、
以
上
の
三
句
が
仏
た
ち
の
教
え
と
し
て
受
け
取
ら
れ

て
い
る
。
第

一
句
、
第
二
句
に
示
さ
れ
る
倫
理
性
と
第
三
句
で
示
さ
れ
る
宗
教
性
と

が
、
教
え
の
中
に
融
け
込
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
仏
教
が
は
じ
め
か
ら
倫
理
道
徳

観
と
不
可
分
の
関
係
の
上
に
成
立
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
原
始
仏
教
は
、
本
来
、
倫
理
道
徳
的
な
宗
教
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
善

(r
L
Q)
な
る
用
語
例
か
ら
考
察
す
る
に
、
釈
尊
出
家
の
目
的
は
衆
生

済
度
と
い
う
利
他
的
側
面
よ
り
は
、
自
己
の
人
生
の
苦
悩
、
こ
の
苦
悩
か
ら
解
脱
す

る
こ
と
が
最
も
重
要
な
関
心
事
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
、
自
利
的
側
面
が

釈
尊
に
お
け
る
説
法
教
化
に
つ
い
て

釈
尊
は
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
フ
ー
林
に
お
け
る
六
年
間
の
苦
行
の
後
、
そ
の
無
意
味
な
る

こ
と
を
さ
と
り
、
ネ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
ー
ラ
ー
河
で
沫
浴
し
、
ガ
ヤ
町
の
近
く
ア
シ
ヴ
ァ

ッ
タ
樹
の
根
元
で
瞑
想
に
入
り
、
八
日
目
の
朝
、
さ
と
り
を
開
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

釈
尊
は
何
を
さ
と
ら
れ
た
の
か
。
仏
伝
に
ょ
れ
ば
、
さ
と
り
の
内
容
は
こ
の
世
の
あ

ら
ゆ
る
も
の
の
存
在
が
他
と
の
関
係
を
因
と
な
し
、
縁
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
と

す
る
縁
起
の
法
で
あ
る
。

「そ
の
時
、
ブ
ッ
ダ
な
る
世
尊
は
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
フ
ー
村
、
ネ
ー
ラ
ソ
ジ
ャ
ー
フ

ー
河
の
岸
辺
に
、
菩
提
樹
の
も
と
に
お
ら
れ
た
。
初
め
て
さ
と
り
を
開
い
て
お

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
世
尊
は
菩
提
樹
の
も
と
に
お
い
て
7
日
の
あ
い

だ
ず

っ
と
足
を
組
ん
だ
ま
ま
で
I
解
脱
の
楽
し
み
を
享
け
つ
つ
、
坐
し
て
お
ら

れ
た
。
と
き
に
世
尊
は
、
そ
の
夜
の
最
初
の
部
分
に
お
い
て
縁
起

〔
の
理
法
〕

を
順
逆
の
順
序
に
従

っ
て
よ
く
考
え
ら
れ
た
。
ele°゚
I°゚
―ll°ee°el°ssllls°Ilss°eesO

。
五
三
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す
な
わ
ち
、
無
明
に
よ
っ
て
生
活
作
用
が
あ
り
、
生
活
作
用
に
よ
っ
て
識
別
作

用
が
あ
り
、
識
別
作
用
に
よ
っ
て
名
称
と
形
態
と
が
あ
り
、
名
称
と
形
態
と
に

よ
っ
て
六
つ
の
感
受
機
能
が
あ
り
、
六
つ
の
感
受
機
能
に
よ
っ
て
対
象
と
の
接

触
が
あ
り
、
対
象
と
の
接
触
に
よ
っ
て
感
受
作
用
が
あ
り
、
感
受
作
用
に
よ
っ

て
妄
執
が
あ
り
、
妄
執
に
ょ
っ
て
執
着
が
あ
り
、
執
着
に
よ
っ
て
生
存
が
あ
り
、

生
存
に
よ
っ
て
出
生
が
あ
り
、
出
生
に
よ
っ
て
老
い
と
死

・
憂
い

・
悲
し
み

・

苦
し
み

・
愁
い

・
悩
み
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
苦
し
み
の
わ
だ

か
ま
り
が
す
べ
て
生
起
す
る
。
゜゚
゛゚
゜゚
゜゚
゛゚
゜゙
゛゚
゜゚
゛゙
゜゚
゛゙
゜゚
゜゚
゜゙
゜゚
○

　

そ
こ
で
世
尊
は
、

こ
の
意
義
を
知

っ
て
、
そ
の
時
次
の

〈
詠
嘆
の
詩
〉
を
唱
え
ら
れ
た
。

努
力
し
て
思
念
し
て
い
る
バ
ラ
モ
ン
に

も
ろ
も
ろ
の
理
法
が
あ
ら
わ
れ
る
な
ら
ば

か
れ
の
疑
惑
は
す
べ
て
消
滅
す
る

原
因

〔と
の
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
縁
起
〕
の
理
法
を
は
っ
き
り
と
知
っ

(
7
)

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
」

釈
尊
は
生
死
の
苦
悩
よ
り
解
脱
す
る
と
い
う
出
家
求
道
の
目
的
に
至
る
階
梯
と
し

て
十
二
の
因
を
あ
げ
、
そ
の
因
果
関
係
を
解
明
し

「
縁
起
の
法
」
を
あ
ら
わ
し
た
。

「縁
起
の
法
」
に
代
表
さ
れ
る
釈
尊
の
さ
と
り
の
教
え
は
ダ
ン
マ
ldham
m
a丑

と
呼
び
、
こ
の
法
を
自
ら
実
践
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
衆
生
済
度
の
た
め
の
説
法

教
化
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
、
釈
尊
は
さ
と
っ
た
法
を
衆
生
済
度
の
た
め
に
説
法
教
化
す
る
こ
と
を
決

意
す
る
。
そ
の
動
機
と
し
て
仏
伝
に
は

「
梵
天
の
勧
請
」
の
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

五
回
一

仏
伝
に
ょ
れ
ば
、
釈
尊
は
自
分
0　
さ
と
っ
た
教
え
は
非
常
に
深
遠
で
あ
り
、
難
見
で

あ
る
た
め
に
大
衆
に
は
理
解
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
説
法
教
化
を

躊
躇
さ
れ
た
。
そ
の
時
、
梵
天
が
登
場
し
、
次
の
ご
と
く
語

っ
て
い
る
。

「尊
き
方
よ
、
尊
師
は
教
え
を
お
説
き
く
だ
さ
い
。
幸
あ
る
人
は
教
え
を
お
説

き
く
だ
さ
い
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
つ
き
汚
れ
の
少
な
い
人
々
が
お
り
ま
す
。
か

れ
ら
は
教
え
を
聞
か
な
け
れ
ば
退
歩
し
ま
す
が
、

〔聞
け
ば
〕
真
理
を
さ
と
る

者
と
な
り
ま
し
ょ
う
。
」

仏
伝
に
は
こ
の
勧
請
が
三
度
く
り
返
さ
れ
た
と
い
う
。
釈
尊
は
梵
天
の
勧
請
を
聞

き
、
衆
生
へ
の
憐
欄
の
心
を
起
こ
し
、
仏
眼
の
目
で
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
に
満
ち
た
衆

生
を
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
青
蓮

・
紅
蓮

・
白
蓮
の
花
が
水
の
中
で
浮
き
沈

み
す
る
が
ご
と
く
様
々
で
あ
る
と
伝
え
る
。

仏
典

『
ミ
リ
ン
ダ
バ
ン
パ
ー
』
に
お
い
て
、
釈
尊
の

「
説
法
の
躊
躇
と
梵
天
の
勧

請
」
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
問
答
が
ミ
リ
ン
ダ
王
と
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
長
老
の
間
で
な

亘

さ
れ
て
い
る
。
王
は
釈
尊
が
さ
と
り
を
え
た
後
、
説
法
を
躊
躇
し
た
こ
と
に
疑
問
を

い
だ
き
、

「如
来
は
、

恐
怖
の
た
め
に

〈
説
法
を
〉
た
め
ら

っ
た
の
で
す
か
。
あ
る

い
は
説
法
の
能
力
が
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
あ
る
い
は
体
力
が
衰
弱
し
て
い
た
た
め

で
す
か
。
そ
れ
と
も
全
知
者
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
す
か
。
何
が
そ
の
理
由

で
あ
り
ま
す
か
」
と
長
老
に
尋
ね
て
い
る
。
長
老
は

「
そ
れ
は
、
い
か
に

〈
ブ

ッ
ダ

の
体
得
し
た
〉
真
理
の
甚
深
に
し
て
精
妙
、
見
き
わ
め
難
く
、
さ
と
り
難
く
、
殊
勝

に
し
て
通
達
し
難
い
か
を
知
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
い
か
に
生
き
と
し
生
き
る
者
が

執
著
に
ふ
け
り
、
わ
れ
で
あ
り
、
わ
が
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
固
執
し
て
い
る
か



よ
わ
た
く
し
は
入
滅
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
悪
し
き
者
よ
。
わ
た
く
し
0
こ
の
清

浄
行
が
栄
え
、
増
大
し
、
ひ
ろ
が
り
、
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
、
ひ
ろ
く
行
き

わ
た
り
、
人
々
に
顕
示
さ
れ
な
い
間
は
、
わ
た
く
し
は
入
滅
し
な
い
で
あ
ろ

(
10
)

う
。
」

仏
伝
に
語
ら
れ
る
釈
尊
の
説
法
教
化
は
衆
生
済
度
を
目
的
と
し
て
お
り
。
そ
の
決

意
に
関
し
て
中
村
元
博
士
は
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

「
こ
の
伝
説
の
中
に
は
、

さ
と
っ
た
真
理
は
深
遠
で
あ
る
け
れ
ど
も
説
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
前
提

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
生
の
真
理
の
学
践
は
、
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
個

人
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
他
人
と
の
連
関
に
お
い
て
、
す
な
わ

ち
社
会
的
連
関
に
お
い
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
思
想
を
前
提
と
し
て
い
る
。

表
現
は
極
度
に
神
話
的
で
ま
た
古
代
的
で
あ
る
が
、
論
理
的
に
つ
き
つ
め
る
と
こ
う

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」

さ
ら
に
、
「
あ
ま
ね
く
人
々
に
対
し
て
教
え
を
説
く
と
い
う

こ
と
は
、
当
時
の
イ

ン
ド
と
し
て
は
ま
さ
に
未
曽
有
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲

人
の
場
合
と
比
較
し
て
み
る
と
、
よ
く
解
る
。
こ
れ
ら
の
哲
人
は
、
教
え
を
受
け
る

資
格
あ
る
す
ぐ
れ
た
人
々
に
対
し
て
の
み
教
え
を
説
い
た
。
と
こ
ろ
が
ゴ
ー
タ
マ
ー

ブ

ッ
ダ
は
こ
の
制
限
を
破

っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
因
襲
的
な
制
限
の
破
棄

を
行
な
う
に
は
、
ゴ
ー
タ
マ
ー
ブ

″
ダ
は
相
当
に
決
断
と
勇
気
を
必
要
と
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
そ
の
決
断
と
勇
気
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
ゴ

ー
タ
マ
の
心
の
中
で
悪
魔
の
声
の
排
除
の
幻
覚
、
あ
る
い
は
梵
天
の
勧
め
の
幻
聴
の

よ
う
な
心
理
現
象
が
実
際
に
あ
っ
た
か
も
知
れ
t
J
。
」

五
五

を
知
っ
て
、
″
何
を
説
こ
う
か
、
い
か
に
し
て
説
こ
う
か
″
と
考
え
て
。
心
が
休
息

に
傾
き
、
説
法
に
傾
か
な
か
っ
た
た
め
で
す
。
す
な
わ
ち

〈
ブ

ッ
ダ
の
心
の
中
で
〉

生
き
と
し
生
き
る
者
の
も
つ
心
の
通
達
力
を
考
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
」
と
答
え
る
。

さ
ら
に
長
老
は
、
梵
天
の
勧
め
に
よ
っ
て
真
理
の
法
を
説
く
こ
と
は

「す
べ
て
の

完
全
な
人
格
者

(如
来
)
た
ち
の
本
性
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
何
で

あ
る
か
、
そ
の
当
時
の
苦
行
者
、
遊
行
者

・
道
の
人

(沙
門
)
・
。ご
フ
モ
ソ
を
含
む

す
べ
て
の
人
々
は
、
梵
天
を
神
と
し
、
梵
天
の
崇
敬
者
で
あ
り
、
梵
天
を
究
極
の
よ

り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
〈如
来
た
ち
は
〉
″
こ
の
有
力
な
、
名

高
い
、
知
名
な
、
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
た
最
上
者
、
最
高
者
が

〈
真
理
の
教
え
に
〉
帰

依
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
、
神
々
お
よ
び
人
々
も

〈
真
理
の
教
え
に
〉
帰
依
し
、

信
順
し
、
信
仰
す
る
で
あ
ろ
う
″
と
考
え
ま
し
た
。
」
と
答
え
て
い
る
。

ま
た
、
晩
年
の
釈
尊
が
ア
ー・ナ
ソ
ダ
に
自
ら
の
人
生
を
回
顧
し
、
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
フ

ー
に
住
ん
で
い
る
時
の
悪
魔
と
の
対
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
悪
魔
が
釈
尊
に
説
法

教
化
を
止
め
て
入
滅
す
る
よ
う
勧
言
す
る
の
に
対
し
、
次
の
ご
と
く
答
え
て
い
る
。

「
悪
し
き
者
よ
、
わ
た
く
し
の
弟
子
で
あ
る
比
丘
た
ち
が
、

よ
く
決
定
し
、

よ

く
修
養
し
、
経
験
あ
り
、
博
学
で
、
教
え
を
た
も
ち
、
教
え
に
従

っ
て
実
践
し
、

お
の
が
師
の
所
説
を
よ
く
ま
も

っ
て
語
り
、
説
示
し
、
知
ら
し
め
、
確
立
さ
せ
、

開
明
し
、
解
読
し
、
分
別
し
、
明
ら
か
に
他
人
か
ら
の
非
難
が
起
こ
っ
て
も
法

に
か
な
っ
て
、
伏
せ
し
め
得
る
も
の
を
伏
せ
し
め
、
神
変
を
も
っ
て
教
え
を
説

く
よ
う
に
な
ら
な
い
間
は
、
わ
た
く
し
は
入
滅
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
悪
し
き
者

釈
尊
に
お
け
る
説
法
教
化
に
つ
い
て

、
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か
か
る
仏
伝
な
ど
の
内
容
か
ら
、
釈
尊
の
説
法
教
化
の
決
意
を
み
る
と
、
説
法
を

勧
請
す
る
梵
天
や
入
滅
を
勧
め
る
悪
魔
の
登
場
な
ど
非
常
に
ド
ラ
マ
チ
″
ク
に
描
か

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
世
、
釈
尊
の
神
格
化
が
進
展
す
る
に
と
も
な
い
、
仏

伝
の
作
者
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
た
1　
喩
的
表
現
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
仏
伝
に
は
こ

の
よ
う
に
讐
喩
的
表
現
を
駆
使
し
、
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
描
か
れ
る
部
分
が
他
所

に
も
数
多
く
登
場
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
部
分
は
仏
伝
中
で
も
よ
り
重
要
と
さ
れ
る

部
分
で
あ
り
、
そ
の
出
来
事
を
よ
り
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
の
重
要
性
を
助
長

し
た
も
の
で
あ
る
。
釈
尊
に
お
け
る
衆
生
済
度
の
た
め
の
説
法
教
化
の
決
意
は
、
仏

教
教
団
の
組
成
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
特
に
中
村
博

士
が
語
る
よ
う
に
、
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
は
バ
ラ
モ
ン
社
会
で
あ
り
、
バ
ラ
モ
ン
的

慣
習
か
ら
従
え
ば
極
意
な
る
も
の
は
秘
伝
で
あ
り
、
1　
え
ば
バ
ラ
モ
ン
の
家

・
ク
シ

ャ
ト
リ
ヤ
の
王
家
の
秘
義
な
ど
、
あ
る
特
定
の
許
さ
れ
た
人
に
の
み
伝
授
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
釈
尊
の
説
法
教
化
の
姿
勢
は
ま
っ
た
く
画
期
的
な
態

度
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
説
法
教
化
を
勧
請
す
る
も
の
と
し
て
梵
天
を
登

場
さ
せ
ゐ
の
は
、
当
時
の
‘イ
ン
ド

一
般
の
宗
教
信
仰
か
ら
1
　
て
梵
天
は
こ
の
世
に
お

け
る
唯

一
絶
対
の
最
高
神
で
あ
り
、
そ
の
梵
天
が
ま
ず
最
初
に
釈
尊
の
法
に
帰
依

・

信
順
す
る
こ
と
で
、
仏
教
が
他
の
宗
教
に
対
し
優
越
性
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

仏
教
説
話
や
1　
喩
物
語
な
ど
仏
伝
を
語
る
多
く
の
諸
伝
承
に
は
、
こ
の
よ
う
な
技
法

は
常
套
的
論
法
と
し
て
記
述
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
。

Ⅲ

五
六

他
方
、
釈
尊
が
出
家
し
た
目
的
で
あ
る
自
己
の
苦
悩
か
ら
の
解
脱
と
い
う
、
釈
尊

自
身
の
立
場
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
釈
尊
入
滅
前
、
従
者
ア
ー
ナ
ン
ダ
は
最

後
の
説
法
を
懇
請
す
る
と
、
釈
尊
は

「
自
灯
明
、
法
灯
明
の
教
」
を
説
か
れ
た
。
仏

伝
は
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
。
修
行
僧
ら
は
わ
た
く
し
に
何
を
待
望
す
る
の
で
あ
る
か
。

わ
た
く
し
は
内
外
の
区
別
な
し
に

(悉
く
)
法
を
説
い
た
。
完
き
人
の
教
え
に

は
、
何
も
の
か
を
弟
子
に
隠
す
よ
う
な
教
師
の
握

拳

は
存
在
し
な
い
。
″
わ

た
く
し
は
修
行
僧
の
な
か
ま
を
導
く
で
あ
ろ
う
″
と
か
、
あ
る
い
は

″
修
行
僧

の
な
か
ま
は
わ
た
く
し
に
頼

っ
て
い
る
″
と
こ
の
よ
う
に
思
う
者
こ
そ
、
修
行

僧
の
つ
ど
い
に
関
し
て
何
ご
と
か
を
語
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
向
上
に
っ
と

め
た
人
は

″
わ
た
く
し
は
修
行
僧
の
な
か
ま
を
導
く
で
あ
ろ
う
″
と
か
、
あ
る

い
は

″
修
行
僧
の
な
か
ま
は
わ
れ
に
頼

っ
て
い
る
″
と
か
思
う
こ
と
が
な
い
。

向
上
に
っ
と
め
た
人
は
修
行
僧
の
つ
ど
い
に
関
し
て
何
を
語
る
で
あ
ろ
う
か
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
。
わ
た
く
し
は
も
う
老
い
朽
ち
、
齢
を
か
さ
ね
老
衰
し
、
人

生
の
旅
路
を
通
り
過
ぎ
、
老
齢
に
達
し
て
、
わ
が
齢
は
八
十
と
な
っ
た
。
1　
え

ば
、
-古
ぼ
け
た
車
が
革
紐
の
助
け
に
よ
っ
て
や
っ
と
動
い
て
行
く
よ
う
に
、
わ

た
く
し
の
車
体
も
革
紐
の
助
け
に
よ
っ
て
も

っ
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
向
上
に
っ
と
め
た
人
が

一
切
の
相
を
こ
こ
ろ
に
と
ど
め
る
こ
と
な

く
、

一
々
の
感
受
を
滅
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
の
な
い
心
を
統

一
に
入
っ
て

と
ど
ま
る
と
き
、
そ
の
と
き
、
か
れ
の
身
体
は
健
全
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

こ
の
世
で
自
ら
を
島
と
し
、
自
ら
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
他
人
を
よ
り
ど
こ



断
滅
し
て
い
く
解
脱
道
を
さ
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
解
脱
道
を
実
践
し
、
究
極
的
境

地
で
あ
る
涅
槃
寂
静
に
至
る
た
め
の
階
梯
を
、
四
十
五
年
間
の
説
法
教
化
を
通
し
て

自
ら
実
践
し
、
成
就
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ろ
と
せ
ず
、
法
を
島
と
し
、
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
他
の
も
の
を
よ
り
ど

こ
ろ
と
せ
ず
に
あ
れ
。
」

釈
尊
の
こ
の
言
葉
は
、
入
滅
を
目
前
に
し
て
の
言
葉
で
あ
り
、
四
十
五
年
間
に
わ

た
る
説
法
教
化
を
自
省
し
た
総
決
算
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
師
匠
な
く
し
て
、
自
ら
の

修
行
に
ょ
り
真
理
の
法
を
さ
と
っ
た
人
ゆ
え
に
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。
「内

外
の
区
別
な
し
に

(悉
く
)
法
を
説
い
た
」
の
言
葉
は
、
釈
尊
の
説
法
教
化
の
姿
勢

を
如
実
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
バ
ラ
モ
ン
社
会
を
形
成
す
る
カ
ー
ス
ト
制
度

な
ど
の
身
分
的
差
別
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
間
の
平
等
精
神
を
表
明

し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に

「完
き
人
の
教
え
に
は
、
何
も
の
か
を
弟
子
に
隠
す
よ
う

な
教
師
の
握
拳
は
存
在
し
な
い
」
と
は
、
真
理
の
法
と
は
万
人
に
覚
証
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
秘
密
主
義
を
排
す
る
自
由
な
精
神
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
釈
尊

は
四
十
五
年
間
に
わ
た
る
説
法
教
化
に
お
い
て
、
自
ら
さ
と
っ
た
法
の
覚
証
と
、
説

法
教
化
の
成
功
を
確
認
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
発
言
さ
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
、
釈
尊
の
説
法
教
化
の
四
十
五
年
間
の
歩
み
は
、
た
だ
単
に
衆
生

を
教
化
し
済
度
す
る
と
い
う
利
他
的
道
程
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
さ
と
っ
た
法
の
実
践

で
あ
り
、
人
間
生
存
の
苦
悩
か
ら
解
脱
し
、
涅
槃
に
至
る
自
利
的
階
梯
で
も
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

一
般
的
に
は
六
年
間
の
苦
行
の
後
、
瞑
想
に
入
り
、
菩
提
樹
下
に

て
さ
と
り
を
開
か
れ
た
こ
と
を
成
正
覚
と
称
し
、
釈
尊
出
家
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た

ご
と
く
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
釈
尊
の
さ
と
り
の
内
容
は

「
縁
起
の
法
」
で
あ

る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
生
死
の
苦
悩
よ
り
解
脱
す
る
道
を
発
見
し
た
の
で
あ
り
、

人
間
生
存
の
中
、
苦
悩
の
原
因
を
明
か
ら
に
し
、
そ
の
苦
悩
の
原
因
で
あ
る
無
明
を

釈
尊
に
お
け
る
説
法
教
化
に
つ
い
て

Ⅳ

仏
教
は
何
で
あ
る
か
と
問
わ
れ
た
時
、

一
口
に
あ
ら
わ
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

「実
践
道
」
で
あ
ろ
う
。
特
に
衆
生
済
度
を
目
的
と
し
た
仏
教
本
来
の
使
命
を
果
す

と
き
、
よ
り
こ
の
言
葉
に
重
要
性
が
あ
た
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
が

「実
践
道
」
と
い
わ
れ
る
由
縁
は
、
釈
尊
の
さ
と
り
を
え
た
後
の
説
法
教
化
に
対
す

る
真
摯
な
態
度
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
そ
の
根
底
に
は
衆
生
を
済
度
す
る
と
い
う
利
他

的
側
面
の
他
に
、
自
ら
の
解
脱
道
と
し
て
、
法
の
実
践
道
と
し
て
の
意
識
が
よ
り
重

要
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

後
世
、
大
乗
仏
教
が
興
隆
す
る
と

「
菩
薩
の
誓
願
」
が
力
説
さ
れ
る
。
菩
薩
道
と

し
て
、
求
道
者
の
基
本
的
精
神
で
あ
る
衆
生
済
度
と
い
う
慈
悲
の
施
与
が
重
ん
ぜ
ら

れ
る
。

一
切
の
生
あ
る
者
を
救
わ
な
け
れ
ば
、
我
も
仏
に
成
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
、
自
利
利
他
円
満
の
慈
悲
行
が
実
践
道
の
中
心
と
な
る
。
こ
の
大
乗
仏
教
に
お

け
る
慈
悲
行
は
突
如
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
釈
尊
の
説
法
教
化
に
お
け

る
自
ら
の
解
脱
道
と
し
て

「
縁
起
の
法
」
を
実
践
し
て
い
く
中
に
見
い
出
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
衆
生
の
苦
悩
を
自
ら
の
人
生
の
苦
悩
と
し
て
通
烈
に
我
身
に
受
け
と
め
ら

れ
、

自
ら
修
行
の
場
と
し
て
、

「
縁
起
の
法
」
を
実
践
す
る
場
と
し
て
、
苦
悩
の
中

に
生
き
続
け
る
衆
生
を
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
七
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さ
ら
に
、
説
法
教
化
の
目
的
や
、
そ
の
姿
勢
を
弟
子
達
に
教
授
す
る
話
が

「
伝
道

宣
言
」
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ナ
レ
ス
に
お
け
る
富
豪
の
子
、
ヤ
サ
の
教
化

後
、
そ
の
友
人
達
な
ど
六
十

一
人
を
出
家
さ
せ
、
彼
ら
に
た
い
し
次
の
よ
う
に
説
法

さ
れ
た
。

「
修
行
僧
ら
よ
、

わ
た
く
し
は
、
天
界

の
も
の
で
も
人
間
の
も
の
で
も
、

一
切

の
束
縛
か
ら
解
脱
し
た
。
汝
ら
も
ま
た
、
天
界
?

一
切
の
束
縛
か
ら
解
脱
し
た
。
歩
み
を
行
な
え
、
衆
生
の
利
益
の
た
め
に
、
衆

生
の
安
楽
の
た
め
に
、
世
人
に
対
す
る
同
情
の
た
め
に
、
神
々
と
人
間
と
の
利

益
安
楽
の
た
め
に
。
(多
く
の
人
々
に
教
え
を
説
き
示
す
た
め
に
)
、
二
人
し
て

一
つ
の
道
を
行
く
こ
と
な
か
れ
。
初
め
善
く
、
中
ご
ろ
善
く
、
終
り
も
善
く
、

理
と
文
と
具
わ
っ
た
教
え
を
説
け
。
ひ
と
え
に
完
全
に
し
て
純
潔
な
る
清
ら
か

な
行
い
を
顕
示
せ
よ
。
世
に
は
心
の
眼
が
塵
垢
に
覆
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
人

々
が
い
る
が
、
教
え
を
聞
か
な
い
が
故
に

〔
理
法
か
ら
〕
堕
ち
て
い
る
。
〔聞
い

た
な
ら
ば
〕
理
法
を
了
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
も
ま
た
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
な

る
セ
ー
ナ
村
に
赴
こ
う
、
教
え
を
説
く
た
心
四
。
」

『律
蔵
』
に
は
こ
の
後
、
悪
魔
が
登
場
し
、
釈
尊
に
説
法
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ

う
と
誘
惑
す
る
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
中
村
博
士
は

「
真
実
の
修
行
者
は
伝
道
な

ど
の
活
動
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
、
静
か
に
坐

っ
て
瞑
想
し
て
お
れ
ば
よ
い
の
だ
、

と
い
う
見
解
が
当
時
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
、
’ゴ
ー
タ
マ
ー
プ

ッ
ダ
自
身
も
心
の
中

で
い
く
ら
か
躊
躇
し
た
り
不
安
を
感
じ
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
悪

魔
の
誘
惑
と
し
て
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
語

っ
て
い
る
。
そ
し

五
八

て
博
士
は

「
さ
と
り
を
開
い
た
人
、
ブ

ッ
ダ
に
な
っ
た
人
に
も
不
断
の
誘
惑
や
脅
迫

が
あ
る
。
ブ

ッ
ダ
も
絶
え
ず
悪
魔
の
誘
惑
や
脅
迫
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ

の
実
践
う
ち
に
こ
そ
ブ

″
ダ
の
ブ

″
ダ
た
る
所
以
が
存
す
る
。
そ
の
実
践
が
仏
教
な

の
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
さ
と
り
を
開
い
た
な
ら
ば
、
も
う
そ
れ
で
完
成
し
て
し
ま
う

と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
釈
尊
を
人
間
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
モ
チ
イ

(
13
)

I
フ
が
初
期
の
聖
典
の
ど
こ
か
に
残

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
語
る
。

こ
の
よ
う

な
傾
向
は
後
代
の
仏
伝
に
な
る
と
、
修
行
し
て
さ
と
り
を
開
く
以
前
の
釈
尊
に
関
し

て
悪
魔
が
登
場
す
る
の
に
対
し
、
さ
と
り
を
開
い
て
後
に
は
殆
ん
ど
登
場
し
な
い
。

こ
の
こ
と
は
後
代
の
人
々
の
釈
尊
観
が
神
格
化
さ
れ
、
仏

(如
来
)
と
し
て
超
人
化

さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。

釈
尊
の
言
葉
を
見
る
か
ぎ
り
、
さ
と
り
を
開
い
た
人
、
正
覚
者
で
さ
え
、
生
あ
る

間
は
数
々
の
苦
悩
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
苦
悩
は
衆
生
済
度
を
果
す
た
め
の

説
法
教
化
の
成
否
に
よ
り
湧
き
出
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に

「
衆
人
の
利
益
の
た

め
に
、
衆
人
の
安
楽
の
た
め
に
、
世
人
に
対
す
る
同
情
の
た
め
に
、
神
々
と
人
間
と

の
利
益
安
楽
の
た
め
に
」
と
誓
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
ら

の
解
脱
道
と
し
て

「
縁
起

の
法
」
を
修
行
、
実
践
す
る
場
と
し
て
衆
生
世
間
を
選
択
し
、
衆
生
済
度
の
説
法
教

化
に
お
け
る
慈
悲
の
施
与
が
仏

(如
来
=
R
1
9
紅
)
に
成
る
不
可
欠
な
要
素
と
し

て
考
え
ら
れ
、
そ
の
大
前
提
の
上
に
説
法
教
化
伝
道
は
名
実
を
成
就
す
る
。
そ
こ
に

は
甘
え
や
妥
協
が
ま
っ
た
く
ゆ
る
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
の
が

二
人
に
し
て

一
つ
の
道
を
行
く
こ
と
な
か
れ
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
。
仏
道
修
行
は

あ
く
ま
で
自
己
の
修
習
で
あ
り
、
自
ら
の
仏
道
修
行
の

一
階
梯
と
し
て
、
過
酷
な
ま



在
家
信
者
と
な
り
佐
改
帰
他
者
と
し
て
活
躍
し
‘
弟
予
及
び
帰
依
者
0　
養
皮
に
9　
ん

だ
。
彼
ら
は
と
も
に
仏
教
僧
伽
の
護
持
養
育
に
重
責
を
担

っ
た
の
で
あ
る
。

釈
尊
の
説
法
教
化
の
様
子
を
み
る
と
、
そ
の
対
象
は
ま
さ
に
様
々
で
あ
り
、
バ
ラ

モ
ン
・
外
道
の
沙
門

・
王
族

・
庶
民

・
奴
隷
な
ど
に
男
女

・
善
悪
の
区
別
な
く
説
法

教
化
さ
れ
て
い
る
。
釈
尊
の
説
法
教
化
の
態
度
が

「
対
機
説
法
」
と
称
さ
れ
る
由
縁

で
あ
る
。
相
手
の
地
位
職
業
に
応
じ
、
智
慧

・
機
根
の
優
劣
に
応
じ
、
ま
た
そ
の
場

の
環
境
に
従

っ
て
臨
機
応
変
に
、
最
勝
の
効
果
を
も
た
ら
す
方
法
で
あ
る
。

「
対
機
説
法
」
と
は
、
元
来
、

一
対

一
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現

代
的
に
表
現
す
れ
ば
、
そ
れ
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的
要
素
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
人

と
人
と
の
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
上
に
成
立
し
、
そ
の
基
盤
に
は
同
位
的
問
題
の

追
求
が
緊
要
で
あ
る
。
こ
の

「
対
機
説
法
」
は
、
大
別
す
る
と
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に

分
け
ら
れ
る
。

一
方
は
、
仏
教
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
や
、
い
ま
だ
他
の
教
え
に

害
さ
れ
る
こ
と
な
く
温
順
な
人
に
対
し
て
、
1　
喩
や
因
果
物
語
を
混
え
世
俗
的
な
や

さ
し
い
教
え
か
ら
説
き
始
め
、
そ
の
理
解
が
深
ま
る
に
従

っ
て
次
第
に
高
い
教
え
に

進
み
い
仏
教
が
目
的
と
す
る
理
想
に
導
こ
う
と
す
る
方
法
で
、
こ
れ
を

「
次
第
説

法
」
と
称
す
る
。
他
方
、
す
で
に
他
の
教
え
に
信
仰
し
、
釈
尊
の
教
え
を
理
論
や
言

葉
で
説
い
て
も
理
解
で
き
な
い
か
、
ま
た
そ
れ
ら
を
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
よ
う
と
せ

ず
頑
強
に
拒
絶
す
る
人
に
対
し
て
は
、
神
通
力
な
ど
の
特
別
な
霊
力
を
用
い
神
変
を

あ
ら
わ
し
相
手
を
信
伏
さ
せ
る
方
法
で
、
こ
れ
を

「
折
伏
」
と
称
す
る
。

こ
れ
ら
の
方
法
で
も

っ
て
説
法
教
化
さ
れ
た
重
な
人
々
を
可
能
な
か
ぎ
り
仏
伝
に

登
場
す
る
順
を
お
っ
て
図
表
化
す
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。五

九

s

　　

I

　　

I

a

　

X

s

　

・

　　　

一

　

`

　　

l

s

　　　

l

で
も
説
法
教
化
の
厳
し
さ
を
語
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
、
衆
生
済
度
の
説
法
教
化
と
は
菩
薩
の
慈
悲
行
と
し
て
大
乗
仏
教
の
教

説
の
ご
と
く
解
さ
れ
る
。
大
乗
に
お
け
る
求
道
者
の
精
神
と
し
て
慈
悲
行
が
説
か
れ
、

そ
こ
に
お
い
て
衆
生
済
度
が
誓
願
と
し
、
さ
ら
に
如
来
の
慈
悲

(如
来
=
R
r
十

a
g
a
t
a

　

如
去
=
区
r
-
9
剪
)
が
誓
わ
れ
る
と
一
層
そ
の
風
潮
が
広
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
今
こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
釈
尊
に
お
け
る
説
法
教
化
の
態
度

は
衆
生
済
度
と
い
う
慈
悲
行
と
し
て
の
大
乗
利
他
行
と
、
他
方
、
自
ら
の
修
行
の
階

梯
と
し
て

「
縁
起
の
法
」
を
実
践
し
、
さ
と
り
を
覚
証
す
る
自
利
行
が
調
和
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
説
法
教
化
に
あ
た
っ
て
今

一
度
こ
の
釈
尊
の
態
度
を
再
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

V

釈
尊
の
四
十
五
年
間
に
わ
た
る
説
法
教
化
の
模
様
は
諸
仏
伝
に
ょ
っ
て
語
ら
れ
て

い
る
。
釈
尊
の
説
法
教
化
の
足
跡
は
マ
ガ
ダ
の
ラ
ー
ジ
ャ
ガ
(
と
コ
ー
サ
ラ
の
サ
ー

ヴ
ァ
ッ
テ
ィ
ー
を
中
心
と
し
、
東
は
ア
ソ
ガ
の
チ
ャ
ン
パ
ー
、
西
は
ク
ル
の
カ
ソ
マ

ー
ツ
サ
ダ
ン
マ
、
南
は
ヴ
ァ
ン
サ
の
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
、
北
は
シ
ャ
カ
の
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ

ッ
ト
ク
に
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
乾
季
に
は
各
地
を
遊
説
し
、
雨
季
に
は
安
居
を

過
ご
し
、
勢
力
的
に
大
衆
教
化
に
励
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。
雨
季
安
居
を
過
ご
し
た

(
15
)

の
は
サ
ー
ヴ
ア
ご
ア
イ
ー
に
二
十
回
以
上
と
さ
れ
、
ラ
ー
ジ
ャ
ガ
(
に
は
五
十
七
回

と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
間
、
釈
尊
は
上
下
の
身
分
の
差
な
く
大
衆
に
説
法
教
化
を
施

し
、
あ
る
も
の
は
出
家
し
、
比
丘
と
な
り
仏
教
僧
伽
組
成
に
貢
献
し
、
他
の
も
の
は

釈
尊
に
お
け
る
説
法
教
化
に
つ
い
て
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ガ　　　　　 l　　 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l　 へ　　　 I
/ ゝ　　　　　　 ラ　 ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ト　 の　　　 ラ

1　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 途　　　 1
へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中
の

途
中

所

ビ ガ ナ ウ 寇 ⌒　　　　 ヤ ー ⌒ ヤ ア マ バ　 ヴ　 五　 ウ　
⌒　

Q

四竹員‥‥バljシ。jづTぞ]E号j　 yl璽
I　 カ　 カ　 1　 丈叉丿　　　　 人誓ろ　　　 1　 ヤ　　　 コ　　　　 N I
特 如 づ 詐 衣 肖　　

7　

1y とき
こと　　 ≒　 レ バ　　　　　　　　　　　　　　 ミlL
゛　　

こ

氏

名

r夕　 μ　 μ　 fr　 f夕　 f夕　 ff　 fy　 μ　 男　 女　 μ　 μ　 μ　 タタ　 f7　 μ　 y夕　 y夕　 f夕　 男
性
別

ク　　　　 事　 コ　 良　　　　　　 長　　 長 長　　　　　　　 沙 派ア バ　 商
シ　　　　　 火　 l　 家　　　　　　　 者　　　　　 者　　　　　　　　　　　　 1　 ラ
ヤ　 μ　 /ノ　 バ　 サ　 (7) タフ　 rx　 夕x　 の　　　　　 ○　 μ　 jt　 rr f　　　　 ジ モ
ト　　　　　 ラ　 ラ　 子　　　　　　　 子　　　 者　 子　　　　　　　　　 門　　 1　 ソ　 人
リ　　　　　 モ　 人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヴ
ヤ　　　　　 ソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ィ

カ

出
身
心

職
業
口

←

説
法
教
化
の

方
法

次　　　　　 慈
第　　　　　 心

説　　　　　 三　 //

} E　　　　　 n七

伝
道
宣
言

次　　　 神　 次　　　　　　　 中　 次　　　 対
第　　　 通　 第
説　　　 ↓　 説
法　　　 次　 法

第
説　 施

四南中北
諦方道方
↓系 ↓系
無　 四
我　 諦

↓
五

菰
↓
十
一

一

因
縁

論　 第
↓　 弾　　　

。四　 法　　　 固

諦
↓
八
正
道

M4

の燃
教火

r b

↓
神ゝ
マ

疋1　　　　　　　　　　　　　　　　 μ/

戒

生
天
論
↓
四
諦

帰　 二　 三　 五　 出　　　　　　　　　　 出　 帰　 帰　 出　　　　　　　　　 出　 立　 立　 帰
依　 百　 百　 百　 家　　　　　　　　　 家　 依　 依　 家　　　　　　　　　 家　 ち　 ち　 依
者　 人　 人　 人　 す　 f夕　 f夕　 fy　 fX　 し　 者　 者　 し　 fj　 fy　 Xy　 fy　 し　 去　 去　 者
と　 の　 の　 の　 る　　　　　　　　　　

`　

と　 と　 阿　　　　　　　　　 阿　 る　 る　 と
な　　　　　 弟　　　　　　　　　　　 阿　 な　 な　 羅　　　　　　　　　 羅　

゜　　

な
り　　　　　 子　　　　　　　　　　　 羅　 る　 る　 漢　　　　　　　　　 漢　 後　　　 る
竹　 ry　 fx　 と　　　　　　　　　　 漢　　　　　 と　　　　　　　　 と　 に
林　　　　　 出　　　　　　　　　　　 と　　　　　 な　　　　　　　　　 な　 仏
精　　　　　 家　　　　　　　　　　　 な　　　　　 る　　　　　　　　　 る　 弟
舎　　　　　 す　　　　　　　　　　　 る　　　　　　　　　　　　　　　　　 子
寄　　　　　 る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ?
進

出

家

の

有

無



-

フ

1
yf　 lj　 jj　 yj　 lj　 17　 11　 。 1j　 lj　 lj　 ll　 fj　 fl　 lf　 fj　 jy　 ジ　 lj　 μ　 ly　 11

ヤ

ガ
所

コ ヴ チ バ ダ サ ス プ ソ シ ラ マ ヨ ア タ バ マ デ ⌒ モ サ
´　

エ　 ュ　 1　 ナ　 1　 ダ　 ッ　 I　 ン　 1　 二　 1　 ッ　 ラ　 ッ　 ノ `　 ィ　
千　

ッ　 1
!　 l　 ン　 ラ　 ン　 リ　 ッ　 ク　 ナ　 ガ　 シ　 チ　 ダ　 サ　 プ　 ダ　 1　 1　

人　
ガ　 リ

乙　 ル　 デ　 ド　 ジ　 1　 タ　 サ ・　 1　　 ャ　 ュ　 1　 1　　 ラ　 カ　 カ ガ 9 ッ プ
ト　

カ　 ィ　 ワ　 ャ　　　　　　 1　 ご;z　 ラ　　　 1　 ジ　 ロ　　　 ピ　 ッ　 ナ　 旦　 ラ　 ッ
ワ　

ッ　　 1　　 1　 ニ　　　　　 テ　 1　 カ　　　　 ラ　 l　 l　　　 ラ　 サ　 カ　 き　 】 夕
、t　 デ　　　 ジ　 I　　　　　　 ィ　 リ　　　　　 カ　 ワ　 ハ　　　 I　 パ　　　　　 ナ
ソ　

ィ　　　 ャ　　　　　　　　　　 ヴ　　　　　　　　　　　　　　 こ

灸　　　　　 ・

迫

氏

名

男　 //　 女　 男　 女　 女　 り　 r夕　 り　 μ　 11　 μ　 μ　 μ　 男　 女　 男　 f7　 μ　 f夕　 り
性
別

ダ　　 多　 夫　 づ 7　 貿長で; ぢ呈駕茸　 鍍靉ぶE　 頷
う　　 W　 ?　 バ　　 悩 二. M縛答x/　 僧　 ?リ | ″敦

昔　 こ　 討　　 Å　 轟　　 jリ |　　　 こ　　　 ぶy　　
行　　　　 者　　 長　　　　　　 長　　　　　 ン　　　　　　 ヤ

出
身

斐
怒　　　　 毒　　　　　 莞 2 次　　　　　　 夫 修　　　　 ァ
の　　　　　　 の　　　　　　　　　　　 単　 ゛　

第　　　　　　　　　 ・　 道　　　　　　　 ッ

対　　　　 根　　　　　 琴 方 説　　　　　　
マ 実　　　 yx サ

論　　　　　
呈　　　 肩口　　　 り　　 昆
る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヵ　 心　　　　　　　 丘

管　　　　　　　　 裳　 宸　　　　　　　　　　　 ぶ　
得　　　　　　　 応

を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 パ　　　　　　　　　 対

孚　　　　　　　　　　 窃　　　　
論

話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 誘

W
化

j

出　　　　 帰 帰 帰　　 出　　　　 ご　 帰 出 後 出 帰 出　 一

家　　　　　　　 依　 依　 依　　　 家　　　　　　　　　 依　 家　 に　 家　 依　 家　　 菅し　 fj　 ft　 fj 老　 老　 老　　　 す　 yX　 lj　 jj　 μ 者　 す　 出　 し　 者　 す　　
五阿　　　　　　　 と　 と　 と　　　 る　　　　　　　　　 と　 る　 家　 阿　 と　 る

羅　　　　　　　 な な な　　　　　　　　 な　　　 し　 羅　 な　　　　
十

管　　　　 ゛ 叉 9ヽ　　　　　　　　 ゛　
畳ワド ヽ　　 li

な　　　　　　　　　　　 祗　　　　　　　　　　　　　　　　　 尼　 な　 後　　　　 混る　　　　　　　　　　　　 園　　　　　　　　　　　　　　　　　　 と　 る　 に　　　　　
゜

ぉ　　　　　　　　 x・こ　 出　　 玄舎　　　　　　　　　　　　　　　　　　 る　　　 家
寄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ?　　　　 崇ゝ

進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
す

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 る

出

家

の

有

無

釈
尊
に
お
け
る
説
法
教
化
に
つ
い
て

六

一



同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
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紀
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六
二

;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
カ　　　　　 ナ　　　　　 ラ　 マ　 チ

J　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ピ　　　　　 1　　　　　　 1　 ガ　 ャ
ミfl　 lf　 f夕　 fj　 f夕　 lj　 fj　 yl　 yj　 lj ラ　 lj　 l?　 ラ　 f夕　 fタ　 ジ　 ダ　 ソ　 1y　 yf

ヴ　　　　　 ン　　　　　 ャ　　　 パ

ァ　　　　　 ダ　　　　　 ガ　　　 1
,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ス　　　　　　 1　　　　　　 ノ ゝ

卜
ウ

所

ヤ　 マ　 2　 g　 バ　 ア　 ウ　 ナ　 ラ　 ア　 ス　 ウ　 ア　 ア　 サ　 ワ　 ニ　 ク　 ソ　 耕　 拝
シ　 ハ　

y　

l　　
ッ　 ヌ　 パ　 y　 l　 l　 ッ　 パ　 バ　 シ　 ク　 ッ　 グ　 1　 1　 田　 火

ョ　 1　 ヤ　　　
デ　 ル　 1　 ダ　 フ　 ナ　 ド　 1　 ヤ　 バ　 ル　 チ　 ロ　 タ　 ナ　 バ　 バ

l　 パ　
カ　 ミ　 ィ　 ッ　 リ　　　 ラ　 ン　 I　 リ　　　 y　 ダ　 ャ　 l　 ダ　 ダ　 ラ　 ラ

ダ　 ジ　
族　 ト　

ヤ　 ダ　　　　　　　 ダ　 ダ　　　　　 ダ　 1　 ゴ　 ダ　 ッ　 ッ　 モ　 モ

l　　 l　　　　　
゛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

プ　 l　 夕

ダこ 石　　　　　　　　　　　　　 ズ
ィ　　 9

氏

名

ノ/　 女　 μ　 μ　 打　 μ　 り　 μ　 μ　 μ　 μ　 fl　 男　 り　 り　 μ　 μ　 1夕　 f7　 μ　 ?y
性
別

ク　 ク　　　 バ　 ク　 ク　 王　　　　　　 ク　　　 ジ　 ジ　 バ　 外　 バ　 バ　 バ　 バ　 バ
シ　 シ　　　 ラ　 シ　 シ　 室　　　　　　 シ　　　 ャ　 ャ　 ラ　 教　 ラ　 ラ　 ラ　 ラ　 ラ
ャ　 ャ　　　 モ　 ャ　 ャ　 の　 fX　 μ　 fX　　 ャ　 //　 イ　 イ　 モ　 の　 モ　 モ　 モ　 モ　 モ
ト　 ト　　 ン　 ト　 ト 理　　　　　 ト　　 ナ ナ ン 遊 ン ン ン ン ッ
リ　 リ　　　 リ　 リ 髪　　　　 り　　 教 教 遊 行 首
ヤ　 ヤ　　　　　 ヤ　 ヤ　 師　　　　　　　 ヤ　　　 徒　 徒　 行　 僧　 長

僧

出
身

寂
苦

ア　　　 修　 ア　　　　　 方　 サ　　　 神　
¯ 1　　　

問　 理　 善　 修　 犠　 智　 心　 三
1　　　 養　 ヌ　　　　　 便　 1　　　 通　 芭　　　　　 想　 と　 行　 牲　 慧　 の　 明

//　 ナ　　　 の　 ル　　　　　　 説 リ　　 ↓　　　　　 到 不 の 祭 0 田 の
ン　　 説　 ,　　　 法 プ　　 次 2　　 答 達 善 方 。 対 を 対
ダ　　　 法　 ダ　　　　　　　　 ッ　　　 第 弾　　　 。 の 法 無 論 耕21論
の　　　　　 の　　　　　　　 夕　　　　 説　

法　　　　　
問 問 を 意　　 耘;「

助　　　　　 説　　　　　　　 の　　　 法　　　　　　　 答　 答　 説　 味
言　　　　　 法　　　　　　　 説　　　　　　　　　　　　　　　　 く

法

m
茫
の

ぶ

出　　　 五　　　　　　　 出　 出　 出　 帰　　　 帰　 帰　 出　 出　 帰　 帰　 帰　 帰　 出
家　　　 百　　　　　　　 家　 家　 家　 依　　　 依　 依　 家　 家　 依　 依　 依　 依　 家

//　 す　　　 人　 ff　 fX　 fy　 す　 し　 す　 者　　　 者　 者　 し　 し　 者　 者　 者　 者　 し
る　　　 が　　　　　　　 る　 沙　 る　 と　　　 と　 と　 な　 阿　 と　 と　 と　 と　 阿

帰　　　　　　　　　 弥　　　 な　　　 な　 な　 か　 羅　 な　 な　 な　 な　 羅
依　　　　　　　　　　 と　　　 る　　　 る　 っ　 っ　 漢　 ら　 る　 る　 る　 漢
し　　　　　　　　　 な　　　　　　　　　 た　 た　 と　 な　　　　　　　 と
た　　　　　　　　　　 る　　　　　　　　　　　　　　 な　 か　　　　　　　 な

る　 っ　　　　　　　 る
た

出

家

の

有

無



カ　 ラ　　 サ　 ラ　 サ　　 マ　　　　　　　　　　　　　　 サ　 イ　 サ

ン　 I　　　　 I　　 I　 【　 ッ　　　　　　　　　　　
゛　　　　　　　　 1　　 ッ　 l

フタ　 マ　 ジ　 μ　 ヴ　 ジ　 ヴ　 ダ/　 チ　 lj　 11　 月　 μ　 jf　 jj　 ,　 fj　 lj　 ソ　 チ　 ソ　 ノノ

】　 ャ　　　 ア　 ャ　 ア　　　 カ　　　　　　　　　　　　　
I　　　　　

ッ　 ャ　 ッ

ツ　 ガ　　　 ッ　 ガ　 ッ　　　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テ　 1　 テ

サ　 / ゝ　　　　 チ　 / ゝ　 チ　　　 サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ィ　 ナ　 ィ

ダ　　　　　　 ィ　　　 ィ　　　 ソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |　 ン　 l
y　　　　　　 l　　　　 l　　　 ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 カ

マ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ラ

村

所

ラ　 マ　 ダ　 バ　 キ　 ケ　 ウ　 ア　 チ　 ア　 マ　 パ　 ス　 ヴ　 ジ　 バ　 ブ　 ロ　 ポ　 バ　 ⌒

ッ　 l　 y　 タ　 サ　 i　 ッ　 チ　 ッ　 y　 ッ　 l　 ジ　 ィ　 ャ　 l　 l　 l　 ッ　 l　 惣
タ　 ガ　 マ　 1　 1　 マ　 パ　 s　 タ　 グ　 リ　 セ　 ャ　 サ　 1　 ラ　 セ　 ヒ　 カ　 ラ　

迦

ノ4　 ソ　 デ　 チ　 ゴ　 1　 ラ　 1　 居　 リ　 カ　 1　 1　 1　 ヌ　 ド　 ッ　 ッ　 ラ　 ド　 族

1　 デ　 ィ　 ャ　 l　　　　 ソ　 ラ　 士　 マ　 l　 ナ　 タ　 カ　 ッ　 ワ　 タ　 チ　 サ　 ワ　
の

ラ　 ィ　 y　 l　 夕　　　 y　 ,　　　 1　　　 デ　 1　 1　 リ　 1　　　　 ャ　 1　 1　 さ
ヤ　 ナ　 ラ　 ミ　　　 ナ　 カ　　　 ラ　　　 イ　　　　　 l　 ジ　　　　　 デ　 ジ

l　 l　 l　　　　 l　　 ッ　　　　　　　　　　　　　　 こ　 ャ　　　　　 イ　 ャ

サ
パ

氏

名

タタ　 男　 1夕　 fl　 μ　 女　 女　 lf　 r夕 男　 女　 男　 f夕　 女　 タフ　 X7　 77　 Xt　 X7　 男　 μ
性
別

富 パ　 婦 豪　 貧　 ク　 商 サマ　　 凶　 ク　 ク　　 富　　　　 バ 地 バ 事
豪 ラ　　 商 者 シ 家 1 ッ　　　 シ シ　　 豪　　　　 ラ　　 ラ 火
の　 モ　　 の　 の　 ャ　 の ラ カ　　　　 ヤ　 ャ　 //　 の　 Xy　 yx　 モ　　　 モ　 バ

子　 ソ　 人 娘 娘　 卜　 娘 のリ　　 賊　 ト　 ト　　 子　　　　 ソ　 主　 ン　 ラ

遊　　　　　　 り　　 弟 ・　　　　 リ　 リ　　　　　　　　　　　　　 モ

行　　　　　　 ヤ　　 子ゴ　　　　 ヤ　 ヤ　　　　　　　　　　　　　　 ン

僧　　　　　　　　　　　 1

出
身

愈
苦

9　 夫　 無　 9　 神　 親　 チ　 マ　 神　　　　　
9　　　　　　　　　　　 問　 a　 ア

゛゙ ヴ　 常　 量　 通　 の　 ゛ ^　 通　　　　　 殤　　　　　　　　　　　　　 民　
1

I, ィ　
無　 老　

↓　 勧　 夕　 1　 ↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1_　ナレ員げリリ　只　　　恥ジァカ説習観　　の7　　　　教　　　　　　　　　　の琵a゙ぉ弓|　　誼鼠　　　　　　　　　　　　　　　響き誘　　く　　　　法説く

W
肖
法

出　　　　　　　 出　　　 出　 帰　 出　　　 帰　　　 帰　　　　　　　　　　　 帰
家　　　　　　　 家　　　 家　 依　 家　　　 依　　　 依　　　　　　　　　　　 依

X/　 し　 タタ　 f7　 77　 し　 yx　 し　 者　 し　 y7　 者　 jj　 者　 jj　 lタ　 タタ　 抒　 1夕　 老　 y夕

阿　　　　　　　 比　　　 ・　 と　 阿　　　 と　　　 と　　　　　　　　　　　 と
羅　　　　　　　 丘　　　 阿　 な　 羅　　　 な　　　 な　　　　　　　　　　　 な
漢　　　　　　　 尼　　　 羅　 る　 漢　　　 る　　　 り　　　　　　　　　　　 る

と　　　　　　　 と　　　 漢　　　 と　　　　　　　　
`

な　　　　　　　 な　　　 と　　　 な　　　　　　　 鹿
る　　　　　　　 る　　　 な　　　 る　　　　　　　 子

る　　　　　　　　　　　　 母
講
堂
寄

ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 進

出

家

の

有

無

釈
尊
忙
お
廿
る
説
法
蔵
北
に
っ
い
て

六
三



ク　 パ　 ヴ　 ヴ　　　 ラ　 ア　 ア　 ア　　　　　　　 コ

シ　 l　 ァ　 x　　　 l　 ン　 パ　 ヴ　　　　　　　 1
ナ　 ヴ　 ジ　 l　 //　 ジ　 ド　 ラ　 ァ　 フタ　 xx　 rx　 サ
1　 7　 1　 サ　　　 ヤ　 ラ　 ン　 y　　　　　　　 ッ
ラ　 l　　　　 l　　　 ガ　　　 タ　 テ　　　　　　　 ビ
l　　　　　　 リ　　　 ノ ゝ　　　　　　　 ィ　　　　　　　　 l

i

所

ス　 チ　 シ　 ア　 ア　 ア　 バ　 プ　 マ　 サ　 ク　 ウ　 ピ
バ　 ュ　 l　 ン　 バ　 ジ　 1　 ン　 ノ ゝ　 1　 ッ　 デ　 ン
ッ　 ン　 ハ　 バ　 ヤ　 ャ　 ヴ　 ナ　 1　 マ　 ジ　 l　 ド
タ ダ 将 パ　　 セ　 ア　　 カ　 1　 ュ ナ　 1

軍　 I　　　　 リ　　　 ッ　 ヅ　 ッ　　 ラ
リ　　　　　 ン　　　 チ　 テ　 タ　　　 ・

l　　　　　　　　　　 ャ　 ィ　 ラ　　　 バ

l　 l　 l　　　　 l
ナ　　　　　　　 ラ

ド
ワ

1

ジ
ャ

氏

名

fy　 fX　 男　 女　 り　 11　 fl　 り　 男　 り　 女　 fl　 μ
性
別

遍 鍛　 ジ　 遊　　 夕子王 貿 子王 ク　 王　 夕 子王
歴 治　 ャ　　　　 シ　 師 易　 師 シ 妃 シ　 師
行 エ　 イ ・　　 Z/　　 ャ　 バ 商　 バ ャ の　 ャ　 バ

者　　 ナ 女　　 ト　 ラ 人　 ラ ト 侍　 ト　 ラ
教　　　　 リ　 モ　　 モ リ 女　 リ　 モ

徒　　　　 ヤ　 ン　　 ン ヤ　　 ヤ　 ン

の　　　 の　　　　　　　 の

出
身
一

職
業
心

仁 | ジ　 目　 万　 刎
騏　 o ド　 H　 I　 夢

リ　 ・　

奏
X
j

説
法
教
化
の

方
法

最　　　 帰　 出　 後　 後　　　　　 出　 帰　　　 帰
後　　　 依　 家　 に　 に　　　　　 家　 依　　　 依
の　　　 者　 し　 出　 帰　 fy　 fX　 し　 者　 //　 者　 x/

仏　　　 と　 比　 家　 依　　　　　 阿　 と　　　 と
弟　　　 な　 丘　 し　 者　　　　　 羅　 な　　　 な
子　　　 る　 尼　 阿　 と　　　　　 漢　 る　　　 る
と　　　　　 と　 羅　 な　　　　　 と
な　　　　　 な　 漢　 る　　　　　 な
る　　　　　 る　 と　　　　　　　 る

な
る

出

家

の

有

無

六
四

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
六
号

む
す
び

釈
尊
の
説
法
教
化
の
態
度
は

「
対
機
説
法
」
で
あ
り
、
本
質
的
に

一
対

一
の
個
々

の
交
渉
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
は
、
伝
道
と
い
う
衆
生
済
度

を
目
的
と
す
る
説
法
教
化
の
み
で
な
く
、
自
ら
さ
と
っ
た
法
、
す
な
わ
ち

「
縁
起
の

実
践
」
と
し
て
の
場
、
修
行
の
場
と
し
て
の
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伝

道
と
は
、
伝
道
者
と
対
機
な
る
衆
生
と
の
間
で
法
を
媒
介
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
釈
尊
の
伝
道
は
対
機
で
あ
る
衆
生
と
自
他

一
如
の
実
践
を
修
行
し
て
い
る

と
い
え
る
。
し
か
し
、
現
代
の
伝
道
者
は
釈
尊
の
伝
道
に
お
け
る
自
他

一
如
の
実
践

を
欠
き
、
宗
教
的
指
導
者
や
知
識
人
と
し
て
他
を
済
度
す
る
と
い
う
利
他
的
側
面
の

み
を
強
調
し
、
慢
心
の
あ
ま
り
自
ら
の
修
行
を
怠
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

か
か
る
矛
盾
を
指
摘
、
解
消
す
べ
く
、
釈
尊
の
出
家
か
ら
正
覚

・
伝
道

・
涅
槃
に
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善
の
用
語
に
は
、
そ
の
他
に

p
u
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k
a
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用
語
が

使
用
さ
れ
て
い
る
。
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イ
チ
ジ
ク
の
樹
の
一
種
と
さ
れ
る
が
、
後
世
、
釈
尊
が
さ
と
り
を
開
い
た
所
の
樹
と

し
て

「菩
提
樹
x
ljod
h
i　treej
と
呼
ば
れ
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中
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0
0
中
村
博
士
前
掲
書
四
三
三
頁
参
照
。

V
in
a
y
4

　

M
a
h
iiv
a
g
g
a
o

　

l
s
2
s
7
s
1
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　1
0
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四
住
期

q
r
~
)亙

(乱
I
I
R
r
)
・
遊
行
期

(1
1
「昏
r
=
随
世
期
saillnyisin5
通
常
、
老
年
に

な
り
息
子
に
ま
た
息
子
が
生
ま
れ
た
時
、
家
長
は
息
子
に
家
督
を
誤
り
、
無
物
で
森

林
に
入
る
。
彼
は
ム
ニ

(牟
尼
)
と
か
沙
門
と
か
呼
ば
れ
た
。
林
中
で
諸
々
の
宗
教

的
行
事
を
実
行
し
、
断
食
や
苦
行
や
。
坐
禅
を
修
し
、
ま
た
ウ
パ
ニ
シ
ャ
″
ド
と
い

う
深
遠
な
思
想
を
学
習
し
、
梵
我

一
如
の
境
地
を
体
得
す
る
こ
と
に
専
念
す
る
。
そ

し
て
こ
の
時
期
を
修
し
た
も
の
は
、

一
切
の
執
着
を
捨
て
て
各
地
を
遍
歴
す
る
。
遍

歴
者
は
乞
食
の
み
に
よ
っ
て
生
活
を
さ
さ
え
て
い
る
か
ら
比
丘

(g
l
口)
と
呼
ば

れ
た
。

『雑
阿
含
経
』
第
39
巻

(大
正
蔵
、
2
巻

5
2
88
中
)、
中
村
博
士
前
掲
書

p
O2
80
訳

参
照

中
村
博
士
前
掲
書

p
J
84
0

『仏
本
行
集
経
』
や
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ヤ
の

『
仏
所
行
讃
』
な
ど
が
あ
る
。

『大
霊
塔
経
』
(大
正
蔵
32
巻

p
p
O77
3j
に
よ
れ
ば
23
年
。

『僧
伽
羅
刹
所
集
経
』
(大
正
蔵
、
4
巻

p
J
4
4
申
)
に
よ
れ
ば
20
年

『
分
別
功
徳
論
』

(大
正
蔵
、
25
巻

?
S
中
)
『
法
顕
伝
』
(大
正
蔵
、
51
巻

p
J
60
下
)
に
よ
れ
ば
25

年
な
ど
漢
訳
諸
本
に
は
多
少
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　　　

・

わ
た
る
説
法
教
化
の
足
跡
を
中
心
に
考
察
し
た
。
次
の
機
会
に
は
、
釈
尊
の

「
対
機

説
法
」
と
い
わ
れ
る
個
々
に
お
け
る
説
法
教
化
の
内
容
を
詳
察
し
、

一
層
の
核
心
に

迫
る
と
と
も
に
、
現
代
、
説
法
教
化
を
志
ざ
す
人
々
に
そ
の

一
助
と
な
る
べ
く
願
う

次
第
で
あ
る
。
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