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ア
シ
ョ

i
カ
王
碑
文
が
古
代
イ
ン
ド
研
究
の
上
で
比
類
の
な
い
重
要
性
を
も
つ
こ
と
は
広
く
承
認
さ
れ
て
お
り
、
改
め
て
強
調
す

る
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
た
研
究
の
膨
大
な
量
が
こ
の
事
実
を
何
よ
り
も
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
碑
文
が
古
代
イ
ン
ド
研
究
上
極
め
て
重
要
な
文
字
資
料
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
碑
文
だ
け
か
ら
法
勅
の
意
味
内
容
を
明

確
に
限
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
法
勅
が
書
か
れ
た
当
時
の
歴
史
的
背
景
が
判
然
と
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
そ
の
時
代
の
歴
史
的
状
況
、
と
り
わ
け
政
治
史
的
・
文
化
史
的
・
宗
教
史
的
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
を
推
測
し
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
に
お
い
て
法
勅
を
理
解
す
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
様
々
な
資
料
が
参
考
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
資
料
に
沿
っ
た
解
釈
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ぼ
、
法

結
を
正
確
に
捉
え
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
文
献
解
釈
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
陪
題
に
つ
い
て
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ

ヲ
h
v

。ア
シ
ョ

i
カ
王
の
時
代
は
、
政
治
史
的
に
は
、
部
族
国
家
の
分
立
状
態
か
ら
統
一
一
国
家
の
実
現
と
い
う
、
古
代
イ
ン
ド
史
の
上
で

も
も
っ
と
も
激
し
い
変
動
の
時
代
で
あ
り
、
宗
教
史
的
に
は
、
す
で
に
成
立
し
て
い
た
仏
教
が
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
に
よ
る
寂
護
も
加

国
際
仏
教
学
大
学
競
大
学
研
究
紀
要
第
一
号

平
成
十
年
三
月
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プミ

わ
っ
て
、
著
し
く
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
他
方
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
激
動
の
中
に
埋

浸
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
イ
ン
ド
史
上
類
い
稀
な
個
性
的
存
在
で
あ
っ
た
。
大
き
な
歴
史
的
変
革
の
時
代
の
中
枢
に
位
置
し
て
、

ア
シ
ョ

i
カ
と
い
う
一
入
の
人
間
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
個
性
を
発
揮
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
こ
の
間
題
は
限
り
な
い
関
、
心
を
呼
ぴ
続

け
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
に
法
勅
研
究
の
参
考
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
、
実
捺
ど
こ
ま
で
参
考
資
料
・
補
助
資
料
と
し
て
有
効
で

あ
る
か
に
つ
い
て
の
評
僅
に
は
、
な
お
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
パ
シ
ャ
ム
は
、
蓋
接
、
ア
シ
ョ

l
カ
王
に
関
係
す

る
研
究
資
料
を
次
の
三
種
に
大
別
し
て
い
る
。

一
連
の
法
勅
碑
文
。

カ
王
自
身
の
言
葉
を
表
し
て
い
る
と
患
わ
れ
る
。

一、

こ
れ
ら
の
文
書
は
ア
シ
ョ

i
カ
王
と
厳
密
に
同
時
代
の
唯
一
の
文
献
で
あ
る
と
と
も
に
、

ア
シ
ョ

i

一
一、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
年
代
記
に
保
存
さ
れ
て
い
る
上
座
部
の
伝
承
。

三
、
「
ア
シ
ョ

i
カ
・
ア
ヴ
ァ
ダ

i
ナ」

そ
の
他
に
、
中
国
の
巡
礼
僧
の
記
録
、

後
代
の
も
の
で
あ
る
。

カ
ル
ハ
ナ
の

「ラ

i
ジ
ャ
タ
ラ
ン
ギ
ニ

i
』
、
プ
ラ

i
ナ
文
献
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は

そ
し
て
バ
シ
ャ
ム
は
、
こ
れ
ら
三
種
の
資
料
に
は
共
通
性
が
極
め
て
乏
し
く
、

な
統
治
者
で
あ
っ
た
、
そ
の
首
都
誌
パ

i
タ
リ
プ
ト
ラ
で
あ
っ
た
、
彼
は
仏
教
に
婦
依
し
て
新
し
い
覚
醒
し
た
政
策
を
採
用
し
た
、

と
言
い
、
カ
リ
ン
ガ
戦
争
の
よ
う
に
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
で
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い

も
ま
っ
た
く
被
れ
て
い
な
い
事
実
の
あ
る
こ
と
を

一
致
す
る
の
は
せ
い
ぜ
い
、

ア
シ
ョ

i
カ
は
強
力

と
い
う
く
ら
い
で
あ
る
、

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
屋
部
の
伝
承
も

「
ア
シ
ョ
!
カ
・
ア
ヴ
ァ
ダ

i
ナ』



指
捕
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
辻
ア
シ
ョ

i
カ
王
に
関
す
る
伝
承
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
資
料
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
諸
資
料
が
実

質
的
に
は
こ
の
よ
う
な
特
異
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
他
者
の
立
場
か
ら
見
た
ア
シ
ョ

i
カ
王
像
を
、
し
か
も
後
代
に
な
っ

て
か
ら
、
描
い
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
碑
文
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
、
興
味
深
い
様
々
な
事
柄
に
つ
い
て
も
記
述
し
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
が
ど
れ
だ
け
事
実
を
伝
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
保
証
は
な
い
。
い
わ
ん
や
こ
れ
ら
の
資
料
以
外
の
、
広
く
イ
ン

ド
患
葱
史
・
宗
教
史
上
の
資
料
と
も
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
法
勅
理
解
の
た
め
に
ど
こ
ま
で
真
に
参
考
資
料
た
れ
ソ
う
る
の
か
、
明
確
な

根
拠
を
示
す
宇
」
と
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
困
難
な
事
需
は
ア
シ
ョ

i
カ
王
に
の
み
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
イ
ン
ド
に
限
ら
ず
極
め

て
一
般
的
な
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
今
か
ら
百
年
前
の
事
柄
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
問
題
が
あ
る

こ
と
は
、
し
ば
し
ば
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
し
て
イ
ン
ド
で
は
、
古
い
資
料
の
場
合
は
資
料
そ
の
も
の
の
信
憲
性
が
常
に
問

題
に
な
る
。
そ
の
点
で
辻
逆
に
ア
シ
ョ

i
カ
王
碑
文
に
こ
そ
大
き
な
司
有
の
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
。
バ
シ
ャ
ム
も
指
摘
す
る
よ
う

に
、
法
勅
は
「
ア
シ
ョ

i
カ
王
と
厳
密
に
問
時
代
の
唯
一
の
文
献
で
あ
る
と
と
も
に
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
自
身
の
言
葉
を
表
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
)
も
の
で
あ
っ
て
、
後
代
の
付
加
・
改
変
を
経
る
こ
と
な
く
今
E
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
こ
そ
法
勅
の
重
要
性

が
あ
る
。
こ
の
事
実
を
再
確
認
す
る
な
ら
ば
、
法
勅
碑
文
を
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
に
関
す
る
他
の
伝
承
資
料
に
も
と
づ
い
て
解
釈
す
る
、

と
い
う
方
法
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
勅
辻
イ
ン
ド
の
藍
史
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

ア
シ
ョ

i
カ
王
に
関
す
る
伝
承
資
料
以
外
に
も
、
広
く
イ
ン
ド
文
佑
史
の
諸
資
料
が
参
照
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ

そ
れ
ら
が
法
勅
の
解
読
に
真
に
有
効
な
資
料
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
吟
味
検
討
が
必
要
と
き
れ
る
で

る
に
し
て
も
、

あ
ろ
、
フ
c

法
勅
の
文
章
が
ど
れ
沼
ど
難
解
で
あ
る
と
し
て
も
、
出
来
る
だ
け
そ
の
文
章
に
却
し
て
そ
の
意
味
内
容
を
再
吟
味
す
る
ほ
か
な
い

ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

Z
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C
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f、

そ
れ
だ
け
か
ら
厳
密
な
理
解
を
導
く
に
必
ず
し
も
充
分
と
は
言

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
理
解
不
能
な
ほ
ど
に
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
広
く
諸
種
の
資
料
を
参
考
に
せ
ざ
る
を

え
な
い
事
情
は
少
し
も
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
参
考
資
料
に
よ
っ
て
法
勅
を
読
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
法

勅
そ
の
も
の
の
文
賑
を
可
能
な
眠
り
重
視
し
て
そ
の
意
味
内
容
を
汲
み
取
る
方
法
に
よ
り
な
が
ら
、
法
勅
が
書
か
れ
た
当
時
の
ア

シ
ョ

i
カ
王
と
そ
の
時
代
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
と
に
な
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
法
勅
辻
、
文
章
の
量
と
し
て
は
、

え
な
い
に
し
て
も
、

ア
シ
ョ
!
カ
王
の
岩
石
法
勅
第
八
章
に
は
極
め
て
重
要
な
文
賑
の
中
で

g言
ず
。
島
己
と
い
う
語
が
患
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
は

仏
教
語
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
り
、
仏
教
に
お
い
て
は
第
一
義
的
に
は
「
正
覚
」
す
な
わ
ち
[
悟
り
」
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
。

古
代
イ
ン
ド
の
最
初
の
統
一
一
臣
家
を
完
成
し
た
国
王
が
、
そ
の
法
勅
に
お
い
て
仏
教
的
な
悟
り
に
言
及
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
統
治

者
で
あ
る
国
王
と
仏
教
と
の
関
孫
を
考
え
る
上
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
語
が
広
く
研
究
者
の
関
心
を
集
め
た

の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
一
語
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
容
易
な
問
題
で
は
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
種
々
の

解
釈
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
誰
も
が
納
得
出
来
る
よ
う
な
解
釈
は
い
ま
だ
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。

問
題
の
本
質
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
岩
石
法
勅
第
八
章
の
当
該
文
章
の
趣
旨
は
ほ
ぼ
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

一体、

過
去
長
期
に
わ
た
っ
て
諸
王
た
ち
は
娯
楽
の
巡
行
に
出
か
け
た
。
そ
こ
で
は
狩
猟
や
そ
の
他
局
種
の
楽
し
み
が
あ
っ
た
。

神
々
に
愛
さ
れ
た
喜
見
王
は
、
潅
頂
十
年
後
に
三
菩
提

(gEσ
。
舎
一
)
に
出
か
け
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
法
の
巡
行
が
(
始
ま
っ
た
)
。

こ
こ
に

g告
す
。
島
民
の
語
が
あ
り
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
の
法
勅
で
は
こ
こ
だ
け
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
法
勅
研
究
の
初
期
に



こ
の
語
辻
「
正
覚
」
の
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
研
究
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、

ピ
ュ
ル
ヌ
フ
等
は
「
三
菩
提
に
出
か
け
た
」
(
巳
r
r
y自
民

85σ
。
岳
山
)
の
箇
所
を
「
正
覚
に
達
し
た
」
、
す
な
わ
ち
「
正
覚
を
得
た
」

と
解
し
て
い
た
。

一
フ
ッ
セ
ン
、

お
い
て
は
、

し
か
し
亘
書
5
5
2
は
法
勅
で
は
古
の
王
に
つ
い
て
「
娯
楽
の
巡
行
に
出
か
け
た
」
(
〈
庄
町
田
円
ミ
笠
宮
召

E
W宵
E
5
2
c
)
と、

か
け
る
、
外
出
す
る
」
意
味
で
用
い
て
お
り
、
パ

i
リ
仏
典
で
も
そ
れ
が
通
常
の
用
法
で
あ
る
か
民
、
「
正
覚
に
達
し
た
」
と
解
す
る

の
は
無
理
が
あ
る
。
そ
の
後
、
仏
教
的
待
語
と
し
て
の
用
法
に
お
い
て
「
出
家
す
る
」
「
道
に
入
る
」
意
味
が
あ
る
の
で
、
「
正
覚
の

た
め
に
、
正
覚
を
求
め
て
、
正
覚
へ
の
道
に
、
出
発
し
た
」
と
解
さ
れ
た
。
森
鵠
外
・
大
村
西
産
は
「
菩
提
(
ぎ
舎
一
正
覚
、
道
)
仁

入
れ
れ
円
)
」
と
訳
し
、
「
道
に
入
れ
り
」
と
は
小
岩
石
法
勅
第
一
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
僧
伽
に
近
づ
き
し
」
こ
と
で
あ
る
と
す
い
)
。
宇
井

伯
寿
も
「
三
菩
提
に
往
き
ぬ
。
」
と
訳
し
、
「
三
菩
提
の
途
に
上
が
っ
た
(
口
実
5
5
Zご
号
、
泊
三
皇
室
ず
ο亀戸
E-5、
三
菩
提
を
得
る
真

の
途
に
上
っ
た
の
髭
ご
と
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
三
菩
提
は
通
常
は
正
覚
又
誌
等
覚
と
訳
さ
れ
、
仏
陀
の
大
悟
を
指
す
。
然
し

こ
、
で
辻
正
道
に
入
っ
た
の
意
味
に
解
し
て
よ
か
ら
う
と
患
ふ
」
と
注
し
て
い
が
)
。

出

王
が
仏
陀
の
悟
を
得
た
の
で
は
な
い
か
ら
、

ら
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、

こ
れ

ア
シ
ョ

i
カ
王
は
コ
ニ
菩
提
を
得
た
」
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、

「
仏
教
の
悟
り
の
智
慧
を
求
め
た
」
こ
と

に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
パ
ン
ダ
ル
カ
ル
は
異
議
を
唱
え
た
。
彼
は
ア
シ
ョ

i
カ
王
と
仏
教
の
悟
り
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
反
対
し
て
、

む
し
ろ
「
ブ
ッ
ダ
が
正
覚
に
達
し
た
所
、
す
な
わ
ち
ボ

i
ド
・
ガ
ヤ

i
の
菩
提
樹
に
参
詣
し
た
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主

張
し
た
。
古
の
王
た
ち
が
娯
楽
の
巡
行
に
出
か
け
た
の
と
司
様
ζ
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
も
具
体
的
な
あ
る
場
所
へ
出
か
け
た
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
場
所
が
菩
提
樹
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ギ
ル
ナ

i
ル
・
テ
キ
ス
ト
に
ミ
.3£
と
あ
っ
て
、
出

発
を
意
味
す
る
宮
=
立
さ
で
は
な
い
こ
と
、
飽
の
テ
キ
ス
ト
に
は

E
O首位
52
と
あ
り
、

覚
に
達
す
る
」

(EEEOHV竜
彦
三
言
。
-
-
ぽ

2
2
)
と
い
う
意
味
に
は
取
れ
な
い
と
言
う
。
そ
し
て

b
gき
お
訟
ぎ
に
ぎ
色
止
が

い
ず
れ
も
物
理
的
な
意
味
を
表
し
、
「
正

ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

S
5ぎ
岳
山
に
つ
い
て
/""ー、、、

一
、、__./

(
今
西
)

ナ」



ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

S
E
σ
o
a止
に
つ
い
て
"ー、弘

一
、._./

(
今
西
)

l2E 
C二〉

菩
提
樹
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
旬
、
ず

C
E
v
Z芸
答
。
量
と
同
様
に
話
芸
ぎ
主
も
菩
提
樹
の
意
味
に
解

し
て
よ
い
と
主
張
す
い
よ
さ
ら
に
パ
ン
ダ
ル
カ
ル
は

5
5哲
ぎ
岳
山
富
岳
山
(
ア
宅
u

℃

-N8)
に
お
い
て

g召
ぎ
岳
山
が
菩
提

樹
の
意
味
で
患
い
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
の
を
見
出
し
て
、
邑
説
を
補
強
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
ジ
ャ
!
タ
カ
で
も
、
表
題
ば
か
り

で
な
く
、
本
文
に
お
い
て
も
、
菩
提
樹
を
表
す
た
め
に
は

σ。岳民
w
z
m
y号
。
己
主
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
お
り
、

g召
σ。
島
民
は
た

だ
一
一
箇
所
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
一
つ
の
写
本
は

gH唱
す
。
島
岡
山
の
と
こ
ろ
を

Z
召

σc昌
弘
同
七
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
パ
ン
ダ
ル
カ
ル
は
、
こ
の
読
み
方
拡
フ
ァ
ウ
ス
ペ
ル
が
用
い
た
五
写
本
の
う
ち
た
だ
一
本
の
み
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
写
本
は
ビ
ル
マ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ピ
ル
マ
で
は
地
域
的
特
性
の
た
め

ω
を
正
し
く
発
音
出
来

ず
、
代
わ
り
に
同
と
発
音
す
る
と
し
て
、
こ
の
ピ
ル
マ
写
本
で
も

2
5
σ
o岳
山
吉
と
い
う
形
が
実
際
に
は
意
罰
さ
れ
て
い
る
、
と
言

う
。
パ
ン
ダ
ル
カ
ル
は
以
上
の
根
拠
か
ら
法
勅
の

Z
Bず
。
己
主
は
菩
提
樹
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
の
著
書
込
さ
ぎ
の
中
で
も

力
説
し
た
。

パ
ン
ダ
ル
カ
ル
の
こ
の
説
は
フ
ル
チ
ュ
が
そ
の
著
営
号
、
合
さ
さ
ミ
込
さ
雪
(
5
N
U
)

モ
ン
ト
が
、

g召
ず
。
色
回
目
が
菩
提
樹
を
意
味
す
る
例
を
『
ジ
ャ
!
タ
カ
』
(
ア
〈
C
戸

円

ぐ
.w

℃

-Nω
岱
)

例
指
播
し
た
た
め
、
菩
提
樹
の
意
味
に
解
す
る
の
が
定
説
の
よ
う
に
な
っ
た
。

わ
が
国
で
は
菩
提
樹
説
に
対
し
て
宇
井
信
寿
が
、

Z
5ぎ
き
-
は
三
菩
提
す
な
わ
ち
正
覚
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
あ
っ
て
、
菩
提

樹
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
に
は
、
「
三
菩
提
な
る
字
が
仏
陀
の
成
道
し
た
場
所
を
指
す
意
に
用
ひ
ら
れ
得
る
こ
と
を

明
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
」
と
反
論
し
て
い
だ
け
れ
ど
も
、
以
上
の
研
究
状
況
の
進
展
に
伴
っ
て
、
菩
提
樹
と
す
る
解
釈
が
一

殻
に
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(
同
日
)

に
お
い
て
採
用
し
た
。

さ
ら
に
エ
ッ
ガ

i

の
ほ
か
に
、

『
島
史
』

に
も
六

と
こ
ろ
で
、

ア
シ
ョ

i
カ
王
の
ル
ン
ミ
ン
デ

l
イ
法
勅
に
よ
れ
ば
、

ル
ン
ピ
ニ

i
塵
へ
は
潅
頂
二
十
年
後
に
参
詣
し
て
い
る
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
る
。
岩
石
法
勅
第
八
章
の

g苦
ず
。
色
比
を
菩
提
樹
と
と
る
な
ら
ば
、
菩
提
樹
へ
の
参
詣
は
、
目
下
検
討
し
て
い
る
法



勅
に
よ
っ
て
、
潅
頂
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
仏
教
伝
承
に
よ
る
と
、

の
中
で
菩
提
樹
に
も
参
詣
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
長
老
ウ
パ
グ
プ
タ
に
導
か
れ
て
、
ま
ず
ル
ン
ピ
ニ

l
匿
を
訪
い
、
次
い
で
サ
ー

キ
ヤ
族
の
故
都
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
、
そ
れ
か
ら
ブ
ッ
タ
ガ
ヤ

i
の
菩
提
樹
を
訪
れ
た
。
さ
ら
に
サ

i
ル
ナ

i
ト
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
、

祇
園
精
舎
、
舎
利
錦
、
呂
連
な
ど
の
塔
を
訪
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
(
旬
。
従
っ
て
法
勅
と
は
参
詣
の
頗
淳
が
違
う
の
み
な
ら
ず
、
参

詣
の
年
次
に
も
大
幅
な
縞
た
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
仏
跡
巡
礼
と
い
う
点
で
の
共
通
性
を
重
視
し
て
、
年
次
・
煩
序
の

桔
違
を
無
一
読
す
る
材
、
そ
れ
と
も
ア
シ
ョ

i
カ
玉
吉
身
が
法
効
に
記
し
て
い
る
年
次
・
頗
序
を
重
く
見
て
、
伝
承
の
方
を
軽
く
見
る

か
に
よ
っ
て
、
そ
の
評
価
は
異
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

法
勅
と
伝
承
と
が
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
法
勅
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
法
勅
の

ZHMH一

σca己
が
菩

提
樹
を
意
味
す
る
と
い
う
解
釈
が
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
確
実
で
あ
る
の
か
を
、
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ル
ン
ピ
ニ

i
匿
へ
の
参
詣
に
始
ま
る
一
連
の
巡
礼

現
在
で
は
菩
提
樹
説
が
有
力
な
解
釈
と
し
て
支
持
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
な
お
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
必
ず
し
も
法

勅
が
菩
提
樹
の
意
味
で
こ
の
語
を
愛
用
し
て
い
る
と
麟
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
現
在
で
も
菩
薩
樹
説
が
疑
問
の
余
地
の
な

い
確
定
的
な
も
の
と
し
て
、
必
ず
し
も
評
倍
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
(
旬
。
プ
サ
ン
は
研
究
史
を
大
観
し
た
上
で
、
ス
ナ

i
ル
の
「
正

覚
を
求
め
て
出
発
す
る
」
と
い
う
解
釈
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
間
も
な
く
ブ
ロ
ッ
ク
は
「
正
覚
の
た
め

に
出
発
し
た
」
と
い
う
訳
を
採
用
し
た
翻
訳
を
公
刊
し
た
。
彼
は
菩
提
樹
説
に
つ
い
て
は
、
動
詩

ErrFm凶
Ea
が
実
際
の
旗
行
を
意

味
す
る
の
で
、
そ
こ
か
ら

Z
Eず
ca己
を
菩
提
樹
の
意
味
に
解
そ
う
と
す
る
人
が
い
る
が
、
こ
の
解
釈
の
唯
一
の
難
点
は
、
パ

i
リ

語
で
も
パ

i
ル
フ
ト
の
碑
文
で
も
、
菩
提
樹
は
通
常
は

σ。
岳
山
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
と
批
評
す
る
。
た
だ
し
、
し
「
・
H

ぐ
.w

で
は

Z
告
ず

ca止
が
玄
何
回
}
戸
川
口

)oa己
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
菩
提
樹
の
意
味

ぎ
(
関
川
口
志
望
σο
亀戸一言
z
r
m
)

ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

25σ
。
昌
弘
に
つ
い
て
;--、、

一、、._./

(
今
西
)
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ア
シ
ョ

i
カ
王
法
毅
の

g
Eず
。
島
民
に
つ
い
て

(
一
)
(
今
西
)

lZ9 

で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
む
し
ろ
問
題
は
、

「
正
覚
の
た
め
に
出
か
け
た
」
と
い
う
こ
と
が
、
ア

シ
ョ

i
カ
王
が
正
覚
を
得
ょ
う
と
企
て
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
大
乗
仏
教
の
教
義
を
思
わ
せ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
問
。
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
リ
ス
・
デ
ヴ
イ
ツ
ズ
が
大
乗
仏
教
と
の
関
係
を
認
め
て
い
問
。

ブ
ロ
ッ
ク
の
こ
の
開
題
提
起
は
パ
シ
ャ
ム
に
よ
っ
て
も
支
持
き
れ
て
い
か
)
。
。
す
な
わ
ち
、

て

Z
召
ぎ
己
主
に
菩
提
樹
の
意
味
が
あ
る
と
し
て
も
、
ス
ワ
ラ
ン
カ
で
数
世
紀
後
に
書
か
れ
た
文
献
の
中
で
時
に
菩
提
密
が

g召
ぎ
岳
山
と
い
う
語
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
西
紀
前
二
五

O
年
頃
の
、
仏
教
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
を
も
た

な
い
、
平
均
的
な
教
養
を
も
っ
イ
ン
ド
人
は
そ
う
理
解
せ
ず
、
ア
シ
ョ

l
カ
は
正
覚
を
求
め
て
い
た
と
い
う
意
味
に
説
明
し
た

で
あ
ろ
、
7
。

二
、
プ
ッ
ダ
ガ
ヤ

i
は
パ

i
タ
ワ
プ
ト
ラ
か
ら
一

0
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
い
な
い
か
ら
、
何
度
か
訪
れ
る
こ
と
は
出

来
た
。
法
勅
の
文
を
、
準
頂
十
年
後
に
訪
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
荷
故
そ
れ
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
。

三
、
ギ
ル
ナ

l
ル
の
テ
キ
ス
ト
の
み
は
動
詞
可
凶
γ

頭
を
用
い
る
が
、
他
は
す
べ
て
宵
5
5
t
を
用
い
て
い
る
か
ら
、
付
5
5
s
が
正

し
い
読
み
方
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
}
内
E
B
z
は
到
達
よ
り
は
出
発
に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

31
は
特
定
の
目
的

地
へ
の
到
達
を
指
示
す
る
。
ア
シ
ョ

i
カ
誌

Z
Eず
孟
豆
に
出
か
け
た
が
ま
だ
そ
こ
に
到
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
表
現
し
よ
う

と
し
た
。

四
、
プ
ロ
ッ
ク
は

Z
召
σ
c
a己
を
正
覚
と
歌
っ
た
場
合
に
大
乗
仏
教
と
の
関
孫
が
問
題
に
な
る
と
す
る
が
、
こ
れ
辻
重
大
な
問

題
で
は
な
い
。
大
乗
経
典
が
書
か
れ
た
経
典
と
な
る
前
に
、
ど
れ
だ
け
長
期
の
問
、
口
承
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
か
、
わ
れ
わ
れ

は
承
知
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。



パ
シ
ャ
ム
は
以
上
の
理
由
か
ら
、
菩
提
樹
説
を
退
け
て
正
覚
説
を
採
用
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
代
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
仏
教

正
覚
を
追
求
す
る
と
い
う
厳
粛
な
誓
願
を
た
て
る
習
慣
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
、
大
乗
仏
教
的
な
精
神
を
法
勅

こ
十
品
、

に
読
み
込
も
う
と
す
る
。

パ
シ
ャ
ム
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
を
承
け
て
、
正
覚
説
を
採
用
し
た
場
合
に
は
、
誓
願
を
立
て
る
大
乗
仏
教
と
の
関
係
が
当
然
不
可
避
に

な
る
、
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
む
し
ろ
こ
の
立
場
を
肯
定
的
に
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
前
述
の

よ
う
に
菩
提
樹
説
が
有
力
視
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
西
義
雄
は
正
覚
説
を
と
る
の
み
な
ら
ず
、
「
正
覚
に
達
し
た
」
と
解
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
ア
シ
ョ
!
カ
王
の
他
の
法
勅
を
検
討
し
て
、
心
性
本
浄
説
、
『
法
華
経
」
の
「
警
蛾
品
」
に
あ
る
「
一
切
衆
生
は
わ

が
子
な
り
」
の
思
想
、
『
十
地
経
』
の
第
六
現
前
地
な
ど
の
大
乗
仏
教
思
想
と
の
関
連
性
を
想
定
し
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
が
、
一
二
菩
提

(
正
覚
)
を
覚
証
し
た
こ
と
の
「
意
義
の
深
さ
を
考
え
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
痛
感
す
る
」
と
、
問
題
提
起
を
試
み
て
い
る
。

正
覚
説
を
採
用
し
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
大
乗
仏
教
と
の
関
係
を
求
め
よ
う
と
い
う
研
究
の
一
つ
の
方
向
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。

し
か
し
仏
教
史
的
に
見
る
時
に
、
は
た
し
て
そ
こ
ま
で
主
張
出
来
る
の
か
ど
う
か
が
む
し
ろ
大
き
な
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ア
シ
ョ

i
カ
王
時
代
の
仏
教
教
団
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
当
然
部
汲
分
裂
の
開
題
を
中
心
に
考
察
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
る
に

法
勅
の
理
解
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
そ
こ
へ
き
ら
に
大
乗
仏
教
の
成
立
あ
る
い
は
存
在
と
い
う
大
き
な
問
題
ま
で
持
ち
上
が
っ
て
来

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
提
起
自
体
の
根
拠
は
、
最
初
期
の
大
乗
仏
教
運
動
が
ア
シ
ョ

l
カ
王
の
時
代
に
す
で
に
存
在
し

た
こ
と
を
論
証
し
た
で
、
そ
の
大
乗
仏
教
運
動
が
法
勅
に
も
反
映
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
反
対
に
、
法
勅

の
解
釈
に
よ
っ
て
、
最
初
期
の
大
乗
仏
教
運
動
の
存
在
を
推
測
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ア
シ
ョ

l
カ
王
の
法
勅
が

実
際
に
そ
こ
ま
で
含
意
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
改
め
て
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
わ
れ
わ
れ
は

あ
く
ま
で
も
法
勅
そ
の
も
の
の
理
解
と
い
う
出
発
点
に
立
ち
帰
っ
て
、
さ
ら
に
考
察
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

S
E
σ
c
a己
に
つ
い
て
(
一
)
(
今
西
)

IZE -



ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

gEσ
。
島
止
に
つ
い
て
〆~、、

一
、、ーー"

(
今
西
)

gョ
立主主

四

ア
シ
ョ
!
カ
王
は

Z
Eず
C
色
ユ
と
い
う
語
を
い
か
な
る
意
味
に
績
は
用
し
た
の
で
あ
る
か
、
な
お
断
定
す
る
に
困
難
な
状
況
に
あ

り
、
問
題
は
法
耕
研
究
の
最
初
の
当
時
に
一
戻
っ
た
観
が
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
を
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
別
の
角
度
か
ら
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
ア
シ
ョ

i
カ
が
国
王
で
あ
っ
た
と
い
う
極
め
て
昌
明
の
事
柄
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。

ア
シ
ョ

i
カ
王
は
小
岩
石
法
勅
第
一
の
中
で
二
年
半
宥
余
の
関
ウ
パ

i
サ
カ
(
優
婆
塞
、
在
家
信
者
)

で
み
り
、

サ
ン
ガ
に
近
づ

い
て
い
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
'
ア
シ
ョ

i
カ
玉
は
ウ
パ

i
サ
カ
と
な
っ
て
、
初
め
の
一
年
間
誌
熱
心
に
精
励
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
次
の
一
年
余
は
「
サ
ン
ガ
に
近
づ
い
て
熱
心
に
精
励
し
た
」
、
そ
し
て
「
か
つ
て
人
々
は
ジ
ャ
ン
プ
デ
ィ

i
パ

に
お
い
て
神
々
と
交
感
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た

(
ω
5
5
8
が
、
今
や
神
々
と
交
感
す
る
に
至
っ
た

(
5苦悩

}
S
3
u
s
-
g
g
E仲間)。

こ
れ
は
実
に
精
励
の
果
報
で
あ
る
」
と
こ
の
法
勅
に
記
し
て
い
る
。
リ
ス
・
デ
ヴ
イ
ッ
ズ
や

V
・
ス
ミ
ス
は
ア
シ
ョ

i
カ
王
が
ウ
パ

i

サ
カ
で
あ
っ
て
、
サ
ン
ガ
に
近
づ
い
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
量
い
て
、

2
5ぎ
昌
弘
を
正
覚
の
意
味
に
解
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
森

鴎
外
'
大
村
西
崖
や
宇
井
泊
寿
な
ど
も
正
覚
説
の
立
場
か
ら
ウ
パ

i
サ
カ
と
し
て
の
あ
り
方
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
い
た
。

今
こ
の
点
を
国
王
と
し
て
の
ア
シ
ョ

l
カ
と
い
う
立
場
か
ら
考
察
す
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
法
勅
の
阜
で
こ
こ
で
ま
ず
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
神
々
と
の
「
交
感
」
(
邑
器
削
)
と
い
う
問
題
で
あ
る
、
碑
文
が

発
見
さ
れ
た
当
初
、

S
Z剖

(2-zm同
)
は

mwz-芸
品
問
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ビ
ュ

i
ラ
ー
は
、
「
そ
れ
ま
で

真
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
人
々
、
す
な
わ
ち
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
汲
や
シ
ヴ
ァ
滋
な
ど
を
説
く
苦
行
者
や
バ
ラ
モ
ン
が
、
ア
シ
ョ

i

カ
王
の
努
力
の
結
果
、
そ
の
高
い
位
董
を
失
っ
て
、
神
々
も
そ
の
人
々
と
と
も
に
失
墜
し
た
」
と
い
う
趣
旨
に
解
し
た
。
ス
ナ

i
ル

も
ビ
ュ

i
ラ
i
の
読
み
方
に
従
っ
て
い
封
。
森
鴎
外
・
大
村
西
庄
の
訳
で
は
「
轄
部
洲
人
の
真
に
神
と
以
為
ひ
し
と
こ
ろ
の
も
の
、

患
妄
な
る
こ
と
を
顕
揚
せ
ワ
」
と
な
っ
て
い
る
。



(
拘
)

シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
慌
)
イ
は

5
2畠
を

E
S
で
あ
る
と
解
し
、

さ
ら
に
こ
の
法
勅
に
あ
る
己
雲
山
富
は
「
神
々
」
で
誌
な
く
て
、

「
王
達
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
々
は
号
〈
皆
と
交
感
す
る
に
い
た
っ
た
、
と
ア
シ
ョ

i
カ
王
が
言
う
と
き
、
そ
の

(
】
ぬ
ぐ
安
と
は
「
神
々
」
な
の
で
は
な
く
「
王
達
」
で
あ
る
。
ア
シ
ョ

l
カ
詰
仏
教
僧
錦
に
近
づ
き
、
彼
の
熱
意
を
表
す
た
め
に
、
仏

教
僧
に
定
め
ら
れ
た
巡
礼
を
行
い
、
人
々
と
交
わ
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
革
命
が
起
こ
っ
た
。
何
故
な
ら
ア
シ
ョ

i
カ
は
人
間
で
あ

る
と
と
も
に
、
王
と
い
う
資
格
に
お
い
て
号
〈
岱
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
人
民
は
王
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

が
、
ア
シ
ョ

i
カ
は
人
々
の
間
を
め
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
と
人
民
と
の
関
の
橋
て
を
打
ち
破
っ
た
。
人
々
が
号
〈
営
と
交
わ
る

4

4

}

E

，-っ，-、

F
む

を

し

宇

f

，

f

と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
、

と一一言、
7
。

シ
ル
ヴ
ア
ン
・
レ
ヴ
ィ
の
こ
の
説
を
ス
ナ

i
ル
は
前
述
の
よ
う
に
碑
文
の
解
読
を
根
拠
に
批
判
し
た
が
、

フ
ル
チ
ュ
は
レ
ヴ
ィ
と

同
じ
読
み
を
採
用
し
つ
つ
も
、
レ
ヴ
ィ
の
そ
の
解
釈
を
否
定
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
母
ぐ
山
の
語
は
、
法
勅
で
そ
の
他
に
は

己
ミ
宮
割
高
戸
a

買
ぞ
m
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
込
雪
山
誌
「
王
」
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
と
言
河
。
サ
ン
ス
ク

ワ
ッ
ト
と
パ

i
リ
語
で
は
号
〈
ω
が
王
を
意
味
す
る
用
法
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
呼
格
で
の
用
法
で
あ
っ
て
、
三
人
称
で
は
こ
れ
は
稀

有
で
あ
る
。

確
か
に
ア
シ
ョ

i
カ
王
は
巡
行
し
た
の
み
な
ら
ず
、
別
の
法
勅
に
お
い
て
、
い
か
な
る
時
で
も
上
奏
し
て
よ
い
と
定
め
て
お
り
、

王
と
行
政
な
ら
び
に
人
民
と
の
関
係
を
密
接
に
す
る
こ
と
に
務
め
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
人
々
と
神
々
と
の
交
惑
と

し
て
表
現
し
た
と
い
う
の
は
無
理
が
あ
る
。
ア
シ
ョ

i
カ
王
が
自
身
を
「
神
」
(
品
。

g)
と
考
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、
法
勅
が
何
故

「
神
々
」
と
い
う
複
数
形
に
し
た
の
か
が
説
明
困
難
で
あ
ろ
う
。

円同雪山
ω
は
文
字
通
り
「
神
々
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
意
味
に
関
し
て
は
種
々
の
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ト
ー

マ
ス
詰
神
々
と
の
交
惑
と
は
、
バ
ラ
モ
ン
の
神
々
を
、

種
族
に
知
ら
し
め
た
の
で
あ
る
、
と
解
し
て
い
い
針
。

こ
れ
ま
で
そ
れ
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
の
人
民
、
す
な
わ
ち
未
開

す
な
わ
ち
ア
シ
ョ

i
カ
王
の
政
治
も
バ
ラ
モ
ン
文
色
が
拡
張
し
て
い
っ
た
一
盛
史

ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

gBσ
。
島
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い
て
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西
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四
六

の
一
端
を
担
っ
た
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ム

i
ケ
ル
ジ
は
神
々
と
交
感
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
々
、
す
な
わ
ち
神
々

や
宗
教
と
無
縁
で
あ
っ
た
人
々
を
ア
シ
ョ

i
カ
王
は
僧
伽
に
結
び
つ
け
た
と
い
う
解
釈
、
あ
る
い
は
「
神
々
が
和
合
し
て
い
な
い

人
々
」
が
「
神
々
の
和
合
せ
る
人
々
」
と
な
っ
た
、
す
な
わ
ち
神
々
と
そ
の
信
者
と
の
関
の
争
い
が
止
ん
だ
と
い
う
解
釈
の
、
二
説

を
提
示
し
、
後
者
を
採
君
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
菩
提
樹
説
の
最
初
の
提
唱
者
で
あ
っ
た
パ
ン
ダ
ル
カ
ル
が
、
こ
の
点
で
は
微
妙
な
説
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

h
k
v
g吉
選
E
'
h
N
F
Q
喝さ
S
ミ
ミ
(
H
H
・H
H
a
H
)

に
「
か
つ
て
こ
の
世
に
お
い
て
神
々
と
人
間
は
一
緒
に
住
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
神
々
は

祭
詑
(
宮
司
ヨ
き
)
に
よ
っ
て
天
に
行
き
、
人
間
は
取
り
残
さ
れ
た
。
彼
ら
(
神
々
)
の
祭
記
を
同
様
に
営
む
者
は
(
死
後
に
)
か
の

世
界
に
お
い
て
神
々
及
び
党
天
と
共
住
す
話
。
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
を
引
用
し
、
人
間
と
神
々
と
の
共
住
は
バ
ラ
モ
ン
の
文
献
に
知

ア
シ
ョ

i
カ
王
は
人
民
が
法
を
実
践
し
て
、
死
後
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、

ら
れ
て
お
り
、

む
し
ろ
こ
の
世
に
お
い
て
、
神
々
と
交

感
出
来
る
よ
う
に
、
法
の
道
に
導
き
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
、

教
的
世
界
観
に
依
存
し
て
い
る
と
主
張
す
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
き
ら
に
パ
ン
ダ
ル
カ
ル
は
初
期
仏
教
の
文
献
に
お
い
て
も
、
入
慢

の
霊
的
高
揚
が
完
成
す
る
や
否
や
、
こ
の
世
に
お
い
て
発
天
お
よ
び
彼
の
神
々
に
よ
っ
て
崇
敬
さ
れ
る
、
と
説
か
れ
る
例
が
存
在
す

(e・
8H)
を
引
用
し
て
指
接
し
て

と
言
う
。
そ
の
限
ワ
で
は
、

ア
シ
ョ

i
カ
王
は
バ
ラ
モ
ン
の
宗

ヲハ
V

こ
〉
工
乞
、

い
ぷ
)
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ア
シ
ョ

l
カ
の
時
代
に
法
に
従
い
、
清
ら
か
で
高
貴
な
生
活
を
送
る
ジ
ャ
ン
プ
ド
ゥ
ヴ
ィ

i

パ
の
人
間
は
た
だ
ち
に
聖
者
と
見
な
さ
れ
、
神
々
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
、
と
想
定
す
る
の
辻
不
合
理
で
は
な
い
。
」

パ
ン
ダ
ル
カ
ル
の
説
に
よ
れ
ば
、
ア
シ
ョ

l
カ
王
の
足
場
は
バ
ラ
モ
ン
の
祭
式
的
伝
統
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
と
と
も
に
、
仏
教

と
い
う
微
妙
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

?
ア

i
ラ
・
ガ

i
タ
i』

(ee
・
0
N吋
z
a
ω
c
w
H
C

∞ω
2
H
C

∞ω
)

、

ア

ガ

タ

と
も
矛
盾
し
な
い
、

同
じ
こ
と
が
パ
ル
ア
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
バ
ル
ア
は
一
面
で
バ
ラ
モ
ン
の
伝
統
に
重
心
を
移
そ
う
と
し
て
い
る
。
役
に
よ
れ
ば
、

王
の
即
位
式
す
な
わ
ち
潅
頂
儀
礼
(
与

E
t
E
)
か
ら
見
る
と
き
、
王
は
神
々
(
色
。
ユ
ω)

と
密
接
不
可
分
の
関
保
に
あ
る
。
潅
頂
儀



礼
と
し
て
は
〈
旦
去
)mqp
品〕

mg口三一注目)己
DRamHず
E
g
}内my
巴ロ門町内
w
B
m凶}戸川目
σ
E
2
r
m

単
な
る
昌
〕
山
口

の
四
種
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
品
]
g
S占
は

(
U

代宮内ぷ
)mz.

出
内

Fmwω
宮
片
山
〈
凶
P
H
E
E
守
g
F
p
m
E
H
m
H
F弘
己
宮
F
富山門
E
m
u
-
q
m
y
〈
mH円ロロ
ω
巴
F
R
B
m老
町
淳
一
と
い
う
神
々
に
対
し
て
捧
げ
物
を

す
る
。
℃
C
H
M
O
円B
m

き
z
z
r
m
は
王
が
他
の
王
国
を
勝
ち
取
っ
た
と
き
に
執
行
さ
れ
、
そ
の
王
は
岱
昌
弘
司
丘
町
凶
と
呼
ば
れ
る
。
従
っ
て
、

期
位
儀
礼
を
通
じ
て
王
は
神
々
と
関
係
を
保
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
限
り
で
は
法
勅
の
神
々
は
ヴ
ェ

i
ダ
の
神
々

の
た
め
に
行
わ
れ
る
が
、

そ
の
際
に
∞
ミ
，
X
ペ

部
三
百
壱
E
E〈
P
〉
関
口
日

∞05ω 
〈岱己主山円
)

m

注目

と
言
、
7
0

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
バ
ル
ア
は
、
ア
シ
ョ

i
カ
の
称
号
号
〈
m
富山
B
耳
目
ヨ
を
郎
位
儀
礼
と
関
係
づ
け
る
。
こ
の
称
号
自
体
は
宮
可
mw

【
寄
間
宮
山
吉
F

泊三叩
5
m
g円
と
同
様
に
敬
稔
(
℃
旦
皆
川
凶
の
さ
と
に
過
ぎ
な
い
が
、
即
位
儀
礼
を
考
憲
す
る
と
、
「
神
々
に
愛
さ
れ
た
者
」

と
い
う
こ
と
は
、
部
位
儀
礼
に
お
い
て
祭
官
に
よ
っ
て
種
々
の
神
々
の
加
護
が
祈
類
さ
れ
た
者
を
意
味
す
封
。

の
意
味
は
潅
頂
儀
礼
に
よ
っ
て
説
明
出
来
る
も
の
で
み
る
と
言
う
の
で
み
る
。

σ日
戸
何
回
〈

ω
P

つ
ま
り
号
〈
悶
ロ

gf

℃
吋
同
日
、
山

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
ア
シ
ョ

i
カ
は
バ
ラ
モ

ン
の
伝
統
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
パ
ル
ア
は
、

こ
の
語
の
パ

i
リ
で
の
意
味
は
こ
れ
と
は
別
で
あ
る
と
注
意
を
促
見
、

仏
典
に
お
け
る
人
間
と
神
々
と
の

交
流
を
歌
り
上
げ
る
と
と
も
に
、

あ
り
、

法
勅
の
「
交
感
」

「
手
に
手
を
取
っ
て
身
体
が
触
れ
合
う
」

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
ギ
リ
シ
ア
人
の
記
録
に
、

て
い
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
マ
」
の
羨
む
べ
き
地
位
が
沙
門
た
ち
に
よ
っ
て
、

に
つ
い
て

『
ジ
ャ

l
夕
方
』

に

5
2包
t
F
A
M
片山

(ア〈
C
戸
〈
w

℃
・
∞
岱
)

の
語
が

そ
れ
が

(冨芹

Egg-zsmω
宮
守
山
}
内
川
山
富
52ω
同町宮間

g
g
z冨
哲
g・

)

と
注
釈

イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
は
「
神
々
に
愛
さ
れ
た
者
」
と
見
な
さ
れ

さ
ら
に
ま
た
門
戸
。
〈
m
古
川
四
日
胃
ぞ
ω
と
い
う
称

号
を
'
有
す
る
ア
シ
ョ

i
カ
の
よ
う
な
正
義
の
一
帝
王
に
よ
っ
て
、
競
わ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
言
沌
。

こ
の
視
点
か
ち
す
れ
ば
、
ア
シ
ョ

l

カ
の
立
脚
地
は
仏
教
に
近
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

仏
教
文
献
に
登
場
す
る
神
々
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
と
も
に
「
神
々
」
も
ま
た
ヴ
ェ

i
ダ
の
神
々
と
い
う
限
定
か
ら
離
れ

濯
頂
儀
礼
に
つ
い
て
の
考
察
は
こ
れ
と
ど
の
よ
う
な
関

て、

そ
う
だ
と
す
る
と
、

ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

g
E
U
c
a己
に
つ
い
て
/""ー、、

一
、、--'

(
今
西
)

豆主主
ー包



ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

g召
σ。
島
己
に
つ
い
て
/"ー、、

一
、、ー"

(
今
西
)

四
八

係
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

バ
ル
ア
自
身
は
以
上
の
二
つ
の
立
場
を
諒
整
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

は
っ
き
り
と
仏
教
へ
の
重
心
移
動
を
示
し
た
の
辻
メ
イ
ル
で
あ
る
。
後
は
レ
ヴ
J
q

の
説
を
退
け
る
と
と
も
に
、
仏
典
か
ら
の
資
料

(
e
F
S
∞a
g
p
H
C

∞N
z
H
C

∞ω)
な
ど
を
挙
げ
て
、
次
の

「
ス
ッ
タ
・
ニ
パ

i
タ」

(eFAF()hpA山

N

∞)

『テ
i
ラ、

ガ

i
タ
i
」

と
し
て

よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。
「
ア
シ
ョ

l
カ
は
神
々
と
の
交
感
と
い
う
ヴ
ェ
ー
ダ
の
決
ま
り
文
句
を
継
承
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
議
格
な
犠

礼
的
価
値
を
剥
奪
し
、
思
う
に
、
黄
金
時
代
の
イ
え

i
ジ
と
道
徳
的
観
念
を
そ
こ
に
含
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
」

し
か
し
な
が
ら
フ
ィ
リ
オ
ザ
は
メ
イ
ル
説
に
一
反
対
し
、
レ
ヴ
ィ
の
説
に
共
感
を
示
し
て
い
る
。
ア
シ
ョ

l
カ
王
法
勅
の
ど
こ
を
晃

人
民
が
神
々
と
交
感
し
た
こ
と
を
示
す
記
述
は
な
い
が
、

と
言
う
の
で
あ
る
。

て
も
、

「
神
々
」
が
「
玉
達
」
を
意
味
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
問
題
は
永

解
す
る
、

フ
ィ
リ
オ
ザ
は
神
々
の
実
質
内
容
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。
村
の
神
(
ぬ
B
E
m
E君
主
制
)
、
圏
の
神

(尚早
E
立
。
〈
州
民
間
)
を
始
め
と
す
る
地
上
の
神
々
は
常
に
人
間
と
共
に
あ
る
。
ま
た
、
天
上
の
神
々
が
地
上
に
降
臨
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ブ
ッ
ダ
の
生
涯
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
し
、
聖
者
が
酉
心
し
た
と
き
に
も
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
賎
し
い
清
掃
人
で
あ
る
∞
己
E
S
が

僧
と
な
っ
た
と
き
、
天
上
の
神
々
が
地
上
に
降
臨
し
て
敬
わ
れ
た
。
神
々
が
ブ
ッ
ダ
を
訪
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
『
棺
応
部
』
の

a
o
g
g
i
S
H恒
三
件
冨
(
切
戸
戸
{
)
一
口
君
主
三

g
'
Z召
三
片
言
(
戸
ロ
)
、
『
増
支
部
』
の
三
群
の
己
雪
山

S
E
E
mぬ何回(〉

zw
〈
戸
才
一

三
ご
〈
戸
山
〈
)
、
二
種
の
己
O
〈凶

S
2
2片片山(〉

zw〈
F
i
r
g
一一
M
F
F
5
)
な
ど
に
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
神
々
が
人
間
と
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
告
仰
は
確
か
に
存
在
し
た
か
ら
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
が
そ
れ
を
知
ら
ず
、

の
信
仰
を
分
か
ち
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
故
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
が
、
か
つ
て
イ
ン
ド
に
は
起
こ
ら
な
か
っ

た
と
述
べ
て
い
る
の
は
理
解
し
が
た
い
。

、，..
、ー圃'

神
人
関
係
が
長
期
に
わ
た
っ
て
中
臨
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、

そ
の
最
初
の
顕
現
と
い
う
よ
り
は
再
確
立
を
祝
っ
た
と
ア
シ
ョ

i

と
取
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
プ
サ
ン
の
克
解
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ア
シ
ョ

l
カ
王
が
遇

カ
王
誌
考
え
た
の
だ
、



去
に
言
及
す
る
と
き
、
神
々
と
人
間
と
の
交
感
は
そ
れ
ま
で
起
こ
ら
な
か
っ
た
、

第
一
の
後
半
で
ア
シ
ョ

i
カ
は
賎
し
い
身
分
の
者
た
ち
に
は
、
地
上
の
楽
冨
を
約
束
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
死
後
に
天
に
昇
る
こ

と
を
約
束
し
て
い
る
。
賎
し
い
者
た
ち
に
は
こ
の
世
に
お
け
る
神
々
と
の
交
感
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
典
と
は
違
っ
て
い

る
。
ア
シ
ョ

i
カ
王
の
号
品
ω
が
王
た
ち
を
意
味
す
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
困
難
や
そ
の
他
の
問
題
は
解
消
す
る
。

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
小
岩
石
法
勅

フ
ィ
リ
オ
ザ
は
潅
頂
儀
礼
が
王
と
諸
神
格
を
同
一
視
す
る
こ
と
を

示
と
は
神
格
が
異
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
趣
旨
は
同
じ
で
あ
る
。

『
マ
ヌ
法
典
』

(
〈
口

wAT
吋
)

に
よ
っ
て
示
す
。

パ
ル
ア
の
椀

ア
シ
ョ

l
カ
王
は
実
際
に
は
民
衆
で
は
な
く
、
少
数
の
主
だ
っ
た
人
々
と
交
わ
っ
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
少
数
者
が
ア
シ
ョ

i
カ

吉
身
で
あ
る
「
神
」
と
ア
シ
ョ

i
カ
の
内
に
あ
る
「
神
々
」
か
ら
恩
恵
を
得
、
そ
の
健
の
大
衆
は
「
神
々
」
と
の
交
感
か
ら
は
排
除

さ
れ
て
、
天
上
に
お
い
て
の
み
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
ア
シ
ョ

i
カ
に
「
革
命
」
を
見
ょ
う
と
す
る
レ
ヴ
イ
の
説
が
正
し
い
。

岩
石
法
勅
第
八
章
に
は
、
法
の
巡
行
に
h

お
い
て
神
々
と
人
間
と
の
交
惑
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
な
記
述
は
ま
っ
た
く
な
い
。

小
岩
石
法
勅
第
一
が
記
す
込
ミ
宏
と
の
交
感
辻
、
あ
く
ま
で
も
熱
心
な
精
励
に
対
し
て
ア
シ
ョ

i
カ
王
自
身
が
得
た
果
報
な
の
で

あ
っ
て
、
岩
石
法
勅
第
八
章
の
法
の
巡
行
に
お
い
て
は
、
天
上
の
神
々
が
降
臨
し
た
こ
と
は
述
べ
ら
れ
ず
、
単
に
王
が
人
々
を
訪
問

し
た
こ
と
の
み
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
王
が
法
の
巡
行
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
利
益
を
得
た
か
を
明
示
し
て
お
り
、
そ
の
利
益
と

辻
、
神
々
と
の
交
感
で
誌
な
く
、
単
に
王
が
そ
の
善
行
に
お
い
て
得
た
喜
び
の
う
ち
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

フ
ィ
ワ
オ
ザ
の
見
解
の
要
点
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
仏

2ω
を
王
と
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
説
に
対

し
て
な
さ
れ
た
批
判
、
す
な
わ
ち
、
ア
シ
ョ

i
カ
法
勅
で
は
己
ミ
ω
の
も
う
一
つ
の
用
例
で
あ
る
己
雪
山
首
岡
山
H

官
官
守
ω
に
お
い
て
は

己
2
m
辻
神
の
意
味
で
震
わ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
同
一
人
が
含
〈
岱
を
神
と
王
と
の
二
つ
の
意
味
で
便
用
し
で
は
な

と
反
論
す
る
。

ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
、

ア
シ
ョ

l
カ
王
法
勅
の

Z
5
C
C己
主
に
つ
い
て
〆'ー、、

一、‘~〆
(
今
西
)

豆豆
::ft.. 



ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

g
ヨ
σ。
島
民
に
つ
い
て
〆'ー、、

一
、、-'

(
今
西
)

三五
仁二コ

五

小
岩
石
法
勅
第
一
の
門
同
雪
山
の
意
味
に
つ
い
て
は
一
般
に
は
「
神
」
と
解
し
て
お
り
、
そ
れ
で
き
し
っ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
に
対
し
て
も
根
強
い
反
論
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
問
題
を
解
き
江
ぐ
す
糸
口
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。

ま
ず
第
一
に
号
〈
営
陣
吉
宮
ュ
ヨ
の
解
釈
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
称
号
に
つ
い
て
は
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
以
前
か
ら
春
在
し
て
い

た
も
の
と
の
見
方
が
一
毅
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
理
由
に
、
岩
石
法
勅
第
八
章
に
お
い
て
、

と
ダ
ウ
リ
の
法
勅
は
品
〕
凶
ロ
p-mC帥
ロ
ゆ
を
用
い
る
が
、

「
古
の
王
達
」
を
表
す
の
に
ギ
ル
ナ
l
ル

そ
の
他
の
も
の
は
含
〈
官
宮
口
℃

qmw
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
o

sEロ
と
同
じ
意
味
で
含
〈
MZω
言
℃
ぞ
"
が
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
法
勅
で
は
ア
シ
ョ

l
カ
王

自
身
の
こ
と
詰
通
常
含
品
口
密
口
℃

q
m
℃
q
m
E
gご
丘
町
山
と
表
し
て
い
る
。
岩
石
法
勅
第
八
章
で
も
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
小
岩

石
法
勅
第
一
に
お
い
て
は
単
に
含
〈
鈎

5
5立
三
と
稔
す
る
の
み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
小
岩
石
法
勅
第
一
に
属
す
る
マ
ス
キ
法
勅
で

は
号
〈
倒
H
E召
立
三
一
宮
山
〉
き

}sgmw、
グ
ジ
ャ
ッ
ラ
法
勅
で
は
己

2
吉
川
凶
召
立
苫

g
〉

g
w民
間
宮

g
と
あ
る
。
「
ア
シ
ョ

i
カ
」
と
い

う
固
有
名
詞
は
こ
の
二
つ
の
法
勅
に
見
ら
れ
る
。

円
目
。
〈
間
口
町
己
資
比
三
を
伝
統
的
な
称
号
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
以
上
の
こ
と
辻
荷
等
問
題
な
く
説
明
し
う
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
語
の
意
味
を
、
潅
頂
儀
礼
や
ヴ
ェ
ー
ダ
の
観
念
と
の
関
連
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
潅
頂

を
受
け
た
古
来
の
王
達
は
い
ず
れ
も
そ
う
称
し
て
き
し
っ
か
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

潅
環
儀
礼
を
重
視
し
た
パ
ル
ア
自
身
は
ア
シ
ョ
!
カ
王
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

『
シ
ヤ
タ
パ
タ
・
ブ
ラ

i
フ
マ
ナ
』

や

「ヵ

i
テ
ィ
ヤ

i
ヤ
ナ
・
シ
ュ
ラ
ウ
タ
・
ス

i
ト
ラ
』

に
よ
れ
ば
、

S
Y
D
の
称
号
は
芸
吾
芯
〕
よ
り
劣
る
統
治
者
の
地
金
を

示
し
、

E
Y
Z
E
に
よ
っ
て
そ
の
称
号
を
獲
得
す
る
o
b寺内
N

令
官
誌
の
記
述
従
う
な
ら
ば
、
彼
は
円
丘
町
山
一
宮
町
山
向
山
門

-Z〉
ω
。
}8
と
し

と
こ
ろ
で
邸
玄
ミ
喝
さ
む
に
「
マ
ヒ
ン
ダ
が
十
四
歳
の
と
き
に
ア
シ
ョ

l
カ

て
最
初
の
準
頂
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。



(〈
F
N
A
F
)

(
2
0
E召
mwZE邑
3
3三
苦
)
」
(
〈
戸
N
N
)

、
続
い
て
「
溝
二
十
歳
の
と
き
に
喜
見
を
潅
頂
し
た

と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
を
捉
え
て
、
パ
ル
ア
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
最
初
の
潅
頂
に
お
い
て
ア
シ
ョ

i
カ
の
名

こ
の
第
二
の
濯
頂
が
事
実
で

(℃

-M1mヌ
凶
何
回

mwm山
唱

mwσ
宮山

mw一
口
《
リ
山
一
可
己

を
濯
頂
し
た

召)」
を
得
、
六
年
後
の
潅
頂
に
お
い
て
喜
見
立
可
包
虫
色
と
い
う
称
号
を
得
た
の
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
吉

5
3
σ
F
Z
E
に
違
い
な
(
町
。
彼
は
さ
ら
に
議
論
を
震
関
し
て
い
る
が
、
以
上
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

あ
る
な
ら
、
は
、

b
A守
h
N
G
Q
暗
唱
誌
の
記
述
も
パ
ル
ア
の
よ
う
に
受
け
取
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
パ
ル
ア
の
以
上
の
論
議
に
よ
れ
ば
、
母
手
口
部
召
耳
目
ヨ

と
い
う
称
号
辻
潅
頂
犠
札
と
は
何
の
関
係
も
な
い
無
縁
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
彼
の
議
論
に
お
い
て
こ
の
語
の
意
味

が
パ

i
リ
仏
典
を
扱
う
と
き
に
は
別
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
が
王
の
称
号
と
し
て
は
ア
シ
ョ

i
カ
王
以
前
に
辻
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ろ
沌
。
号
品
急
百
円
)
ユ
ヨ
と
い
う
稔
号
は
ア
シ
ョ

i
カ
王
と
同
時
代
の
セ
イ
ロ
ン
の
支
配
者
で
あ
っ
た
、
口
gmw
に
つ
い
て
見

ら
が
)
、
碑
文
に
よ
る
と
、
ア
シ
ョ

i
カ
の
孫
の
む
忠
実
三
宮
王
に
も
こ
の
称
号
が
適
用
さ
れ
て
い
認
。
そ
の
飽
に
も
ス
リ
ラ
ン
カ

の
諸
王
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
碑
文
か
ら
知
ら
れ
て
い
話
。
ま
た
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
文
献
で
は
教
祖
マ
ハ

i
ヴ
ィ

i
ラ
を
そ
う
呼

ん
で
い
る
。
。

こ
れ
ら
の
用
例
泣
い
ず
れ
も
ア
シ
ョ

l
カ
王
以
前
に
遡
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
バ
ラ
モ
ン
系
統
の
文
献
に
は
ほ
と

に
は
「
愚
者
」
の
意
味
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
崎
、

カ
i
テ
ィ
ヤ

i
ヤ
ナ
は

ん
ど
そ
の
用
例
が
な
い
c

イ
ン
ド
の
古
典
的
辞
書
(
ぎ
皆
)

と出
と ・逗'
もさ・

敬~
称し
とシコ

しと2
て~
列」i

T4 
5
込
町
営

ω
に
こ
の
語
を
載
せ
、

パ
タ
ン
ジ
ャ
ワ
は
こ
れ
を
ゲ
}
冨
〈
主
唱
円
同
日

G
Eヨ
罪
者
己
引
き
m伊
丹

実
際
に
梗

他
方
で
は
、
文
法
家
と
御
者
と
の
対
話
の
中
で
、
文
法
的
規
則
に
は
通
じ
て
い
て
も
、

渇
さ
れ
て
い
る
語
形
を
知
ら
な
い
文
法
家
の
こ
と
を
含
〈
吉
川
町
H

吾
丘
三
と
呼
ん
で
い
る
。

バ
ル
ア
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
シ
ョ

i
カ
は
彼
の
個
人
名
、
プ
リ
ヤ
ダ
ル
シ
ン
は
彼
の
称
号
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
い
の

)
O

そ
し
て
ア
シ
ョ

l
カ
王
以
前
の
王
達
が
「
某
国
の
王
何
某
」
と
稔
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
わ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
例
え
ば

吋
旦
間
一
富
山
搭
ω島
5
印
。
邑
山
、
。
空
自
立
ω
凶
5
・
呂
志
富
町
円
相
川
m
H

門
言
。
〉
〕
凶

g
g片
付
ロ
〈
包
岳
山
富
2
0
の
ご
と
く
で
あ
る
。

そ
し
て
ア
シ
ョ

i
カ

ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

g
B
σ
。
島
比
に
つ
い
て
〆-、、

一
、、ー，〆

(
今
西
)

三ff..



ア
シ
ョ

l
カ
王
該
勅
の

Z
苦
σC門
戸
玄
に
つ
い
て
_.-、、

一、、_./

(
今
西
)

三fi..

王

の

小

岩

石

法

勅

第

三

(

パ

ブ

ラ

法

勅

)

冨

凶

m
m
a
5
が
見
ら
れ
る
。
従
っ
て

己

2m吉
川
町
召
℃
ュ
ヨ
は
古
来
の
敬
称
と
は
言
い
難
い
。
そ
し
て
そ
の
意
味
に
関
し
て
バ
ラ
モ
ン
の
文
献
に
お
い
て
擁
橡
的
な
扱
い
が
晃

ら
れ
る
こ
と
辻
、
こ
の
語
が
「
王
」
を
表
す
敬
称
と
し
て
必
ず
し
も
定
着
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
冨
か
ら
見
る
と
、

に
も
こ
れ
と
同
じ
表
現
形
式

z
q主
主
主

}
州
立
問

極
め
て
意
味
の
軽
い
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
パ
ル
ア
は
こ
の
敬
称
を
「
無
色
の
一
般
的
な
敬
稔
」
に

す
ぎ
な
い
と
言
う
。

こ
の
よ
う
に
、
敬
稔
・
稔
号
と
は
言
っ
て
も
、

こ
の
語
は
国
王
・
一
帝
王
・
自
主
一
帝
な
ど
の
よ
う
な
称
号
と
同
列
に
並
ぶ
こ
と
の
出
来

る
竪
史
的
呼
称
と
に
見
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
と
は
加
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
ア
シ
ョ

i

カ
王
自
身
以
前
に
は
そ
の
用
例
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
ア
シ
ョ

i
カ
王
が
そ
れ
ほ
ど
軽
い
意
味
で
用
い
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

新
た
に
実
現
し
た
統
一
一
臣
家
は
特
別
な
名
称
を
も
っ
て
い
な
い
。
小
岩
石
法
勅
第
一
に
あ
る
ジ
ャ
ン
プ
ド
ゥ
ヴ
ィ

i
パ
な
ど
は
国
家

と
し
て
の
名
称
と
は
言
え
な
い
。
だ
か
ら
泊
来
の
表
現
形
式
に
従
っ
た
「
某
国
の
王
荷
某
」
と
い
う
呼
称
で
表
現
す
る
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
薪
た
な
歴
史
的
局
面
に
立
っ
た
ア
シ
ョ

l
カ
王
は
自
ら
の
呼
称
を
考
案
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

「
神
々
に
愛
さ
れ
た
者
」
と
い
う
こ
の
語
の
意
味
は
、
そ
れ
故
、
法
勅
自
身
に
言
う
と
こ
ろ
の
、
「
神
々
と
の
交
感
」
自
体
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
き
、
小
岩
石
法
勅
第
一
に
お
い
て
単
に
含
〈
町
山
口
皇
官
立
三
と

名
乗
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
理
解
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ア
シ
ョ

i
カ
王
は
こ
の
法
勅
に
お
い
て
、
自
ら
の
精
励
に
よ
っ
て
神
々
と

人
障
と
の
交
感
を
実
現
し
た
こ
と
を
宣
言
し
た
上
で
、
「
神
々
に
愛
さ
れ
た
者
」
と
い
う
署
名
を
し
た
。
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
実

は
こ
の
法
勅
が
ア
シ
ョ

i
カ
王
の
最
初
の
法
勅
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
王
が
イ
ン
ド
史
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
墨
史
舞
台
に

登
場
し
よ
う
と
し
た
根
本
的
な
動
機
が
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
出
。

な
お
岩
石
法
勅
第
八
章
に
古
の
王
達
を
含
〈
凶
Hg苦
立
三
と
表
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
辻
前
述
し
た
が
、
岩
石
法
勅
第
三
章
、
第

四
章
で
濯
環
十
二
年
に
言
及
し
、
毘
第
五
章
で
十
三
年
に
言
及
し
て
い
る
。
従
っ
て
第
八
章
は
そ
れ
よ
り
も
後
年
に
な
っ
て
か
ら
の



公
布
で
あ
る
か
ら
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
の
表
記
法
が
す
で
に
定
着
し
て
い
た
た
め
に
、
冒
頭
の
号
乱

5
5
1
3
の
み
を
も
っ
て
王
一

般
を
表
す
も
の
と
、
王
の
周
辺
で
解
さ
れ
る
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
狩
祢
な
ど
の
娯
楽
の
巡
行
を
行
う
王
に

一
部
の
碑
文
が
号
J
1

剖ロ山口匂

こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
感
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
辻
、

1
E
と
せ
ず
に
、
単
に
司
丘
町
田
(
又
は
-
m
宕
)
と
し
て
い
る
事
実
が
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
人
間
と
神
々
の
交
惑
は
ア
シ
ョ

i
カ
王
が
仏
教
の
ウ
パ

i
サ
カ
と
な
っ
て
僧
伽
に
近
づ
き
、
一
年
有
余
に
わ
っ
て
精
励
し

た
果
報
と
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
同
じ
法
勅
が
説
い
て
い
た
。
従
っ
て
そ
の
「
神
々
」
が
仏
教
と
密
接
な
関
係
に
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
仏
教
と
神
々
と
の
関
係
に
つ
い
て
辻
、
前
述
の
よ
う
に
す
で
に
諸
学
者
が
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る

そ
の
詳
縮
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
。
た
だ
、
従
来
の
諸
研
究
で
は
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
に
お
け
る
仏
典
と
ヴ
ェ
ー
ダ
と
の
位
置
関

係
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
扱
う
べ
き
か
に
つ
い
て
極
め
て
媛
味
で
あ
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
江
、
仏
典
の
を
置

が
最
優
先
さ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
人
間
と
神
々
と
の
交
惑
は
端
的
に
誌
ブ
ッ
ダ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
シ
ョ
!
カ
王
が
「
熱
心
に

精
励
し
た
果
報
」
と
一
言
う
の
は
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
が
精
励
の
成
果
を
自
覚
し
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
成
果
が
法
の

巡
行
に
お
い
て
人
民
に
分
か
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
の
巡
行
の
根
底
に
は
法
の
自
覚
が
存
在
し
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
点
は
法
勅
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
故
わ
れ
わ
れ
は
ア
シ
ョ

i
カ
王

の
法
の
昌
覚
に
対
し
て

Z
吾
ず
C
岳
山
の
名
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
仏
教
教
義
学
的
に
規
定
さ
れ
た

ブ
ッ
ダ
や
阿
羅
漢
の
「
正
覚
」
と
は
異
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
従
来
の
諸
研
究
が
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
の
正
覚
達
成
を
否
定
し
よ
う
と

し
て
い
た
の
は
、
理
由
の
あ
る
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ア
シ
ョ

i
カ
王
は
阿
羅
漢
に
な
る
た
め
に
僧
伽
に
近
づ

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
あ
く
ま
で
も
ウ
パ

i
サ
カ
と
し
て
僧
伽
に
近
づ
い
た
の
で
あ
っ
て
、
王
の
地
位
を
放
棄
し
て
出
家
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
自
身
が
仏
教
ζ
期
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
増
伽
に
近
づ
い
た
。
伎
の
目
的
は
、
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
よ

ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の
言
言
ぎ
色
己
に
つ
い
て
(
一
)
(
今
西
)

三E乙



ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

g召
t
o
込
立
に
つ
い
て
〆'ー、、

一
、-'

(
今
西
)

五回一

、つに、

人
類
に
普
遍
的
な
法
の
発
見
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
法
勅
邑
身
に
照
ら
し
て
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
故
後
は
法
を
確
信
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
所
期
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
信
じ
た
。
彼
の

g
Eぎ
岳
山
の
内
容
は
彼
の
説
い
た
法
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
彼
は
熱
心
な
精
励
の
期
間
に
正
、
覚
を
得
た
と
い
う
自
覚
に
達
し
た
。

こ
こ
で
よ
う
や
く
最
初
の
「
g
s
σ
o岳
山
の
た
め
に
出
か
け
た
」
と
い
う
法
勅
の
文
章
に
立
ち
婦
る
こ
と
が
出
来
る
。

gH官
ず
。
岳
山
を
菩
提
樹
と
理
解
す
る
こ
と
が
医
難
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
残
る
選
択
肢
は
正
覚
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は

も
は
や
こ
れ
を
「
正
覚
を
求
め
て
出
か
け
た
」
と
解
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ア
シ
ョ

i
カ
王
は
既
に
法
の
自
覚
と

し
て
の
正
覚
を
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
「
(
人
民
の
)
正
覚
の
た
め
に
出
か
け
た
」
、
人
民
に
法
を

諒
え
実
践
さ
せ
て
、
人
民
を
啓
発
す
る
た
め
に
、
法
の
巡
行
に
出
か
け
た
、

確
定
す
る
た
め
に
は
、
な
お
検
討
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

き
て
、

こ
の

と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、

こ
の
理
解
を

注(
1
)
k
r
r
ぉ
m
m
y
g
f
〉

g
r
M凶
虫
丘
出
口
門
戸
円
注
目
的

5
1
1
1
〉

HNOOUSE-口
町
注
目
。
口
一
一

3
・2
5
2江
主
〉
仏
号

2
ω
2
5ロ
Oロ
吾
0
0
2
m富山
0
3
0同

若
手
2
F
(
V
O口町
2
2
2
0
ご
Z
E
E
-
室
主
203w

ヨ言

czp言問
5
F
H
C∞c
'
t
『云
Naw
〈
。

-
-
P
5・
Y
H包∞
N
W
U
-
Z
N・

(2)

∞mgyoEWC℃・己汁七・
5ω
・
「
ア
シ
ョ

l
カ
王
の
伝
に
つ
い
て
は
、
北
伝
と
高
伝
と
の
資
料
で
は
か
な
り
相
違
し
て
お
っ
、
さ
ら
に
王

自
身
が
発
布
し
た
詔
動
と
対
照
し
て
み
る
と
、
高
・
北
再
伝
の
資
料
の
作
者
は
、
王
の
詔
勅
を
全
く
知
ら
な
い
で
伝
記
を
書
い
た
の
で
は

な
い
か
と
疑
わ
れ
る
ほ
ど
、
著
し
い
相
違
を
示
し
て
い
る
。
」
「
カ
ワ
ン
ガ
征
撮
の
こ
と
は
弘
教
鱒
資
料
に
待
等
缶
、
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、

(
中
略
)
南
伝
・
北
伝
と
も
に
一
言
も
こ
れ
に
触
れ
て
い
な
い
の
辻
、
ま
こ
と
に
不
思
議
と
言
わ
な
け
れ
ば
砧
な
ら
な
い
乙
大
野
達
之
爵
「
聖

徳
太
子
の
研
究
ー
そ
の
仏
教
と
政
治
思
想

i
」
(
吉
川
弘
文
舘
、
昭
和
四
十
五
年
)
二
一
一
頁
、
二
二
一
頁
。
な
お
、
山
崎
元
一
『
ア
シ
ョ

i

カ
王
伝
説
の
研
究
』
(
春
秋
社
、
昭
和
五
十
四
年
)
六
回
頁
参
照
。

(3)

外
国
語
で
は
通
常
、
同
o
n
w
F
H
-
P
可
巳

2
5色
rF
注目門

ωロご.。。
FO吋
と
呼
ば
れ
る
が
、

日
本
で
は
森
鴎
外
以
来
摩
崖
法
勅
と
訳
さ
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 196
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u
c
k
，

 1968. 
S. 

238. 
M
i
t
 A
n
m
.
 2.) 

;
 E. 
Burnouf: 

L
e
 Lotus 

de 
la 

B
o
n
n
e
 Loi

，
 Appendice

，
 p. 

758-759. (cf. 
C
u
n
n
i
n
g
h
a
m
:
 lnscriptions 0/ 

A
s
h
o
初，

p. 
122.).

よ
~
~
'
B
h
a
g
w
a
n
l
a
l
 Indraji ti 

reached true nowledge、
AJ
垢
J
ν
二
時
(
~
~
 __)' 

D. R. 
B
h
a
n
d
a
r
k
a
r，

 Epigraphic N
 otes a

n
d
 Qestions. IA.

，
 1913

，
 p. 
159 

U
叫
吋
)
。

(
∞
)
 

入
ヤ
ピ
ミ
十
一
弐
・

lト.w-t-<
ι

な
母

ti
nayasu 

(>nirya-) 
A
Jい!'(d

O

(
ト
)

Cf. 
P
T
S
.
 Pali-English Dic.

，
 s.v. 

nikkhamati. 
11
ト
U
ベゅ

J
州

時
ぽ

い
ゆ

pavisati
AJ
取
U
仰
や
ド
賢
二
，
&
~
ν
ニ
ゆ
け

A
J
.-"i)

i号令。
o

Sn. 1，
 no. 

10
離
料
品
)4ぬ眼。

(∞) 
Senart: 

Les lnscriptions de Piか
αdα

si.
Paris

，
 

t
o
m
e
 1，

 1881
，
 

p. 
186; 

p.224; 
Buhler: 

Beitrage zur Erklarung der 

Asoka-Inschriften. 
Z
D
M
G
.
，
 Bd. 

44
，
 1892

，
 S. 

55; 
V
.
S
m
i
t
h
，
 As
o
k
a
，

 2nd ed. 
1909. 

P. 
165; 

F
川

T
T
h
o
m
a
s
，
 Les 

vivasa l:t 
d'Asoka. JA.

，
 1910

，
 p. 
508. 

Cf. 
Louis de 

L
a
 Vallee

♂
oussin: 

L
 'lnde

似
た

m
p
s

des 
M
a
uη

las 
et 

des 

Bα
rbares，

 Paris，
 1930，

 pp. 
104-106. 

(
∞
)
 

様
歯
求
・

4く:j:c阻幽
n~:附

同
時
臨

j
(
榊
盤
制
，

f
i
F
~
困
十

11
叶
)
I
!O/ E

;
'
蝉
陣
織
十
叶

U
制
n$民

(bodhi
同
制
，

~制
)
U
ペ
~
c
-

OJ
 

(
間
団
側
)
。

(
日
)

幡
盤
故
・

4く
お
閣
制

『度附ト+刊日併
!
U

1111
ト片岡(。

ト，入
m
--RI+l*日誌E;'

sarpbodhi 
U
 (，1ニト

J
(1) 

(
寸
阻
)

川町
叫刷川



ト
，
入
m
-
1
マ
同
士
活
探
~

s
a
m
b
o
d
h
i

以
や

ユ
ド

(
1) 

(
寸
閤
)

yhn 

叫刷川

(
口
)

~小牧草ilfR
nfr

脳
細
糾
悔
駅
J
組
長
田
'
国
~
1
1
叶
，

1
 

14
ユ<1

叫。

(
出
)

{1小牧:!#ilfR
r母
性
話
相
i*，悔

~~j
膿
11'

+
<
同
十
l吋叶，

1
 1
 

I眠。
(
口
)

朴
牧
草
i
l
f
R
r岳

脳
細
糾
侮
駅
J

縮
図
，

11
4J
<
1叫
:
出
1
W
同
刺
入

J....Jド~
s
a
m
b
o
d
h
i
 
~
制
蛍
E
除
u
駆
J
ν

1"1
R
h
y
s
 Davids 

(Dialogues 01 the B
u
d
d
h
a
，
 

1，
 

p. 
190; 

B
u
d
d
h
i
s
m
，
 
1899

，
 

p.108; 
Buddhist lndia

，
 

Calcutta: 
Susil G

u
p
t
a
，

 
1950

，
 

p.188) 

る
い
レ

u
itMt....J"v'鱗縄

Jν
ユ崎。

See
also V. S

m
i
t
h
，
 op. 

cit. 
p. 

165
，
 n. 
4; 

Poussin
，

 op. cit. 
p. 

106.
北
q
q

F. 
Fleet 

虫

剤
尽
坦
借
料
~

~J ~
組
底
U
0
ニ
ド
〆

1111抑
蝉

14!と
や
4
d

J
~
 t
i
~
起
u
や
ユ
ν
e
服
矧
\
J
~
ゆ
'
人

J....Jμ
o

Iヤ
な
ぎ
掛
け
ば
~
恒
常
ν

明
粧
~
帽
子
毛
~
u
ぽ
小
川

ÄJ
，，;j)u

'
ト
，
入
m
-
1
マ
Ä
J
~
縦
ω
な
蜘
革
路
指
盤
峰
山
時
日
{
同
J
ド
'sarpbodhi

，，;j) 
1

 ~鎚
誼
次
官

S
k
t
s
a
中
b
o
d
h
a

ÄJ!@:灘
G
制
蛍
u
賦

1騨~....J吋小
ÄJが

ゆ
。

J
R
A
S

，
1908

，
 p. 
49
1. 

(
式
)

y
a
v
a
d
 rajna b

o
d
h
a
u
 satasahasrarp dattam. Divyavα

d
a
nα

，
ed. 

Cowell
品

N
eil

，
 p. 
393. 

(
出
)

D. R. 
B
h
a
n
d
a
r
k
a
r
，

 Sarpbodhi in 
Asoka's R

o
c
k
 Edict VIII

，
 IA
，
 vol
，

 42，
 1913

，
 pp. 

159-160 ;
 

(
出
)

D. R. 
B
h
a
n
d
a
r
k
a
r
:
 A

s
o
k
a
n
 N

 otes. 
D
κ
M
o
d
i
 M
e
m
o
r
i
a
l
 
Volume. B

o
m
b
a
y，

 1930. pp. 
445

“6. 

(
口
)

D. R. 
B
h
a
n
d
a
r
k
a
r
:
 Asoka. 3rd ed. 

Calcutta
，
 1995 

(1st 
ed. 

1923; 
2ed rev. ed. 

1932). pp. 
71
，

 74，
 127
，

 282 with 

note 2. 

(~) 
E. 

Hultzsch: 
lnscriptions 

01 A
s
o
初
.
O
x
f
o
r
d
 1925

，
 P. 
15:

“h
e
 w
e
n
t
 to 

S
a
m
b
o
d
h
i
.
"
咋
な
聴
認

A
J....Jド

B
h
a
n
d
a
r

幽

k
a
r
，
 IA
，
 vo
l. 
42
，
 p. 
160 

~
絡
む
ド
二
時
。

(p.
15. 

n. 
1) 

(出)
P
.
H
.
E
g
g
e
r
m
o
n
t
:
 
T
h
e
 Chronology 01 the Reign 01 A

s
o
k
a
 Moriya. Leiden，

 
1956，

 
pp. 77-81

.
抑
堅
持
i
1
~
制
蛍
や

ti1

騒
!
1
ti

bodhi
例
μ

1"1
s
a
m
b
o
d
h
i
 
~
込
町
二
d
ミ
二
時
。
P
T
S
Pali

柵English
Dictionaη

，
 s. v. 

bodhi &
 mahabodhi. 

(
お
)

Mookerji
，
 As
o
k
a
，

 3rd 
ed. 

Delhi 
1962 

(1st 
ed.; 

2
n
d
 ed.) ，

 pp. 
26
，
 151 

n
，

 2. 
R
a
d
h
a
g
o
v
i
n
d
a
 
B
a
s
a
k
:
 A
s
o
k
a
n
 

lnscriptions. 
Calcutta

，
 1959. 

pp. 
42-43; 

R. 
T
h
a
p
a
r
，
 As
o
初

a
n
d
the 

Decline 
01 

the 
M
α
u
ηαs. O

x
f
o
r
d
，

 196
1. 

pp. 

37
・38;

D.C. Sircar: 
lnscriptions 

01 A
s
o
初
.
Revised ed. 

(1st 
ed. 

1967) 
p. 

27
，
 n. 
3: 

sarpbodhi =
 M
a
h
a
b
o
d
h
i
 (cf. 

Gauclalehamala
，
 p. 
31); 

Beni M
a
d
h
a
b
 B
a
r
u
a
，
 

A
s
o
初

仰
td

h
お
Inscriptions

，
p
t. 
1，

 3rd ed. 
Calcutta 1968

，
 

pp. 7，
 

32. 

Cf. 
Poussin，

 op. 
cit. 

pp. 
106-108. 



(
泣
)
宇
井
信
寿
『
印
度
哲
学
誹
究
」
第
四
、
二
七
八
頁
注
三
。

(
幻
)
塚
本
啓
祥
「
ア
シ
ョ

l
カ
王
碑
文
』
(
レ
グ
ル
ス
文
産
、
一
九
七
六
年
)
六

O
頁
「
摩
崖
法
勅
第
八
章
に
よ
れ
ば
、
潅
頂
十
年
に
三
菩

提
、
す
な
わ
ち
、
仏
詑
の
成
道
地
ブ
ッ
ダ
・
ガ
ヤ

i
を
訪
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
法
の
巡
礼
が
始
ま
っ
た
と
い
う
う
中
村
元
『
イ
ン
ド
史

H
』
(
『
中
村
元
選
集
〔
決
定
版
〕
第
六
巻
、
春
秋
柱
、
一
九
九
七
年
)
三
五
八
頁
[
期
位
潅
頂
後
十
年
を
過
ぎ
て
[
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
!

の
〕
菩
提
樹
の
も
と
に
赴
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
教
法
の
巡
行
が
起
こ
っ
た
」
。
な
お
、
岩
石
詔
勅
第
八
章
の
訳
文
は
六
三

O
頁
参

照
。
ま
た
、
同
『
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ツ
ダ

I
』
(
「
中
村
一
克
選
集
〔
決
定
版
」
第
一
一
巻
、
春
秋
社
、
一
九
九
二
年
)
三
七
八
頁
参
照
。

山
崎
元
一
「
ア
シ
ョ

i
カ
王
伝
説
の
研
究
』
「
菩
提
樹
へ
の
行
幸
を
記
す
摩
崖
法
勅
第
八
章
」
(
六
六
頁
注
一
三
)
、
「
近
年
で
は
〔
菩
提

樹
」
説
が
定
着
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(
中
略
)
文
の
前
後
関
係
か
ら
み
て
も
こ
の
語
は
「
菩
提
樹
に
詣
で
る
た
め
に
出
か
け
た
」
の

意
味
に
と
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
(
九
回
頁
)
。
な
お
、
島
地
大
等
「
聖
典
』
初
版
(
大
正
八
年
)
は

V
・
ス
ミ
ス
に
従
っ
て
「
真

の
菩
提
に
導
く
の
道
路
に
出
で
立
ち
き
」
と
訳
し
て
い
た
が
、
改
修
版
(
昭
和
三
年
)
は
フ
ル
チ
ユ
に
従
っ
て
「
真
の
菩
提
」
説
を
葉

て
て
、
単
に
「
三
菩
提
(
∞
己
主
)
。
己
主
)
に
と
出
で
立
ち
ま
し
き
」
と
音
写
す
る
に
と
ダ
め
て
い
る
。

(
お
)
己
S
H
Q
q
h
N色
町

S
F
宅・

ω
∞也同
h
'
w

『
南
青
王
伝
』
第
一
巻
、
大
正
議
五

O
巻
一

O
三
夏
以
下
、
『
南
青
王
経
』
第
二
巻
、
大
正
蔵
五

O

巻
二
二
六
頁
以
下
。

(
担
)
例
え
ば
ロ
h
・
2
2員
一
営
号
、

AVSミ
ミ
込
を
き
・
河
内
当
凶
器
与
え
・

2
2
0込・

5
ミ
)}γ

ミ
-Pω
辻

S
Sず
ca己
を
富
山
岳
仰
ぎ
岳
山
の

意
味
に
取
っ
た
上
で
、
ア
シ
ョ

i
カ
王
が
仏
跡
巡
礼
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
ル
ン
ミ
ン
デ

i
イ
及
び
ニ
ガ

i
リ
i
・サ

i
ガ
ル
の
碑

文
が
参
照
さ
れ
る
と
言
う
。

(
お
)
例
え
ば
西
義
雄
「
阿
育
王
の
仏
教
受
用
と
其
の
「
法
」
の
意
味
」
(
『
東
洋
学
研
究
』
一
一
、
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
、
一
九
七
六

年
)
七
頁
参
照
。

(
お
)
平
川
彰
『
イ
ン
ド
仏
教
史
上
』
春
秋
社
、
一
九
七
四
年
、
二
ニ
一
頁
「
即
位
十
年
後
に
「
三
菩
提
」
(
∞

mg号
。
色
比
)
に
行
っ
た
。

「
三
菩
提
」
と
は
「
悟
り
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
王
が
慢
り
を
ひ
ら
い
た
意
味
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
、
あ
る
い
は
仏
陀
が
官
り
を

ひ
ら
い
た
ブ
ツ
ダ
ガ
ヤ

i
に
行
っ
た
こ
と
の
意
味
に
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
」

(
幻
)
苛
。
吉
山
ω吉・
0
予
三
件
-
u
e
H
C
∞・

ア
シ
ョ

i
カ
王
法
勅
の

gsσo島
民
に
つ
い
て
/'"ー、、

一、、_./

(
今
西
)

五
七



ト
，
入

m
-
1マト+ぽ

i認
な

samboclhi
以

や
ニ

ド
(
1) 

(
十
関
)

(
~
)
 

Jules B
l
o
c
h
:
 Les lnscriptions 

d'Asok
α. 

Traduites et c
o
m
m
e
n
t
e
e
s
.
 Paris，

 1950. p. 
112. 

(
お
)

J. 
B
l
o
c
h，

 op. cit. 
p. 

112. 
n. 

6，
 cp. 

p. 
32. 

(
沼
)

J. 
B
l
o
c
h，

 
cp. 

cit. 
p. 

112. 
n. 

6. 

(
同
)

R
h
y
s
 D
a
v
i
d
s
:
 Dialogues 01 

the 
B
u
d
d
h
a
，
 1，
 pp. 

190
削192.

(
~
)
 

A.
L.
B
a
s
h
a
m
:
 S

a
J:!1boclhi in A

s
o
k
a
'
s
 8th R

o
c
k
 Edict，

 JI
A
B
S，

 1979
，
 pp. 

81-83. 

同〈

(
お
)
阻
糊
樹

rê:~1也
川
~
~
縦
断
眼
川
判
(
な
「
斑

J
~
制
苦
言

J
(n
眠
粧
動
梅
駅

j
1

 l' 
1民
粧
+
<
掛
断
株
主
ト
侮
駅
1ぜ

1
 ~-\J

1く
叶
)

1
 

1
 11 O

}lIll(' 
話位以i(}IIll(~

f
ム
。

(活)
悶
4情報，

~
盗
聴
縄
判

r
〈
同
(
。

(お)
G.Buhler，

 IA.
，

 1877
，

 p. 
156. 

(一
C
u
n
n
i
n
g
h
a
m，

o
p
 cit p. 

131) ;
地
igraPhilα

lndicα
I
I
I
，
p. 

14
1. 

(255) 
M

芯
Senart，

U
n
 nouvel edit d

'
A
s
o
k
a
 a

 Ma
s
k
i，

 
j
A
，
 1916

，
 pp. 

425-442. 

(
日
)

維
商
設
.
+
<
:
t
阻
出
'
蝦
日
制
m'

-tJ 
1

 }IIll(O 

(
沼
)

S. 
Levi

，
 Vy
u
t
h
e
n
a
 256. jA.

，
 1911

，
 pp. 

119
・126.

(
お
)

け
ば

ぬ
J
S
kt. 

m
i
s
r
a
幽
.
u
.
畑
、
J
t
!
~
~
ム
b
γ
為
自
国
尽
p
，
♀
や
t
!

O
Hultzsch，

 lnsc
r:争

tions
01 

Asok
α
，

 p. 
168. 

n. 
1. 

(
写
)

Hultzsch，
 op. 

cit. 
p. 

168
，
 n. 
1. 

cf. 
Pussin，

 L'lnde au temρ
s

 des 
M
αuryas

，
 p. 
114. 

(
司
)

P.Meile，
 Mi
s
a
 devehi chez A

s
o
k
a
，
 

j
A
，
 1949，

 pp. 
196-7. 

(
却
)

F
.
W
.
T
h
o
m
a
s，

 Cambridge History 01 
lndia

，
 vo1. 

1，
 1922

，
 p. 
505. 

(~) 
R.
K
.
M
o
o
k
e
r
j
i，

 Asoka
，
 3rd revised a

n
d
 enlarged ed.

，
 Delhi

，
 1962 (1st ed. 

L
o
n
d
o
n
 1928)

，
 pp. 

110
，
 n. 
1. 

(
~
)
 

D.
R.
B
h
a
n
d
a
k
a
r，

 Asoka
，
 p. 
123

嶋124.

(む)
s
a
h
a
 d
e
v
a
m
a
n
u
~
y
ã
 a
s
m
irp.

l
l
o
k
e
 p
u
r
a
 b
a
b
h
u
v
uり.

atha d
e
v
a
h
 k
a
r
m
a
b
h
i
r
 diva

中
j
a
g
m
u
r
ahiyanta manu~yãh. 

tesa
J:!1 

y
e
 tatha k

a
r
m
a
I).y

 ar
a
b
h
a
n
t
e
 s
a
h
a
 devair b

r
a
h
m
a
I).a

 ca
m
m
?
m
i
J:!11

1
o
k
e
 b
h
a
v
a
n
ti. 

Apastamba-dharmasutra，
 

II
，
 7，1. 

S
B
E
.
，
 II，

 p.140.
北~.tq'

Rα
rivam&α

，
 III，

 32，1: 
sarve y

a
j
n
a
h
…

sarve devair vimanasthair alamkrtah. S
e
e
 

M
e
i
l
e ，

 op. 
cit，

 
]A.

，
 1949

，
 p. 
213 ;. 

T
h
a
p
a
r，

 op. cit. 
p. 

155，
 n.3. 



(
事
)

D.
R.
B
h
a
n
d
a
r
k
a
r
，
 AB
O
R
I
，
 

v
o
l. 
X
，
 1929-1930

，
 pp.257. 

(
与
)

D.
R.
B
h
a
n
d
a
r
k
a
r
，

 As
o
k
a
，
 p.124. 

(
~
)
 

B
a
r
u
a
:
 A
s
o
k
，α
ω
zd 

his 
lnscriptions，

 
p
t. 
1，

 p. 
14. 

(
笥
)

B
a
r
u
a
，
 op. 

cit.
，
 pp. 

16
，
 131. 

(
臼
)

B
a
r
u
a
，
 op. 

ci
t.， 

pp. 
16
，
 131

・132.

(u;) 
B
a
r
u
a
，
 op. 

ci
t.， 

p. 
16 n. 

2. 

(
~
)
 

B
a
r
u
a
，
 op. 

ci
t.， 

p. 
267. 

(
沼
)

Pierre Meile
，
 Mi
s
a
 devehi chez A

s
o
k
a
，
 
JA

，
 1949

，
 pp. 

212
・214.

(
~
)
 

Meile
，
 op. 

ci
t.， 

pp. 
220

幽221

(
出
)

Jean Filliozat
，
 Les deva d'Asoka

，
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