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Spirit Possession Rituals in India, China and Japan:

An Invitation into the Study of Texts of “Mixed Esotericism”

Nobumi Iyanaga

The present essay is an attempt to construct a bridge across two (or three) fields of

scholarship, namely the study of spirit possession in ancient India, medieval and modern

Japan, and medieval China. It posits that a certain type of spirit possession practice in these

cultures was historically related through the transmission of Buddhism. The essay begins

with definitions of two terms used in its title: “spirit possession” and “zōmitsu” 雑密

(“mixed esotericism”). The author prefers to use “spirit possession” rather than

“shamanism,” because the latter term denotes a particular type of spirit possession

practiced in Siberia. Concerning the term “zōmitsu,” as opposed to “junmitsu”純密 (“pure

esotericism”), the essay points out that this opposition itself is based on a rather arbitrary

value judgement, and the division of esoteric works into these two categories cannot be

objective. However, the category “zōmitsu” may be useful in so far as it can designate a

group of texts dealing with magical methods which aimed to satisfy the daily and worldly

wishes and needs of believers.

After surveying recent studies related to Indian lore on spirit possession as well as

religious and medical practices in Japan’s medieval period, this essay contends that the

Japanese practices were influenced by the Indian techniques of spiritual possession which

were imported from the Continent through Buddhist esotericism. It then analyzes a

Chinese text from the fifth century. Comparing it with later Tantric texts, the author

demonstrates that this text describes a ritual of prophecy through a kind of spirit possession

that became widely known after the eighth century through Tantric texts. This is a very

early example of such practices, which suggests that its origins trace back to Indian

popular religion rather than Tantric religiosity. The author then presents several cases of

spirit possession rituals in Song-period China. The essay ends with remarks on Japanese

developments of spirit possession rituals of Indian origin.
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一

は
じ
め
に

小
稿
は
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
一
日
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
・
日
本
古
写
経
研
究

所
の
研
究
会
で
行
な
わ
れ
た
講
演
に
基
づ
い
て
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
で
は
冗

長
に
語
っ
た
部
分
を
簡
潔
に
し
て
、
要
点
を
記
し
た
い
。
ま
た
講
演
で
は
述
べ
な
か
っ
た

論
点
も
加
え
て
い
る
。

ま
ず
、
表
題
に
掲
げ
た
用
語
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。「
憑
霊
信
仰
」（
英
語
で

は
spiritpossession
に
当
た
る
）
と
は
、
近
似
的
に
は
一
般
に
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と

い
う
用
語
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
現
象
を
総
称
し
た
も
の
と
言
え
る
。

そ
れ
は
、
人
間
の
外
に
何
ら
か
の
目
に
見
え
な
い
超
自
然
的
な
存
在
、
霊
や
神
格
、
鬼
神

な
ど
を
想
定
し
、
そ
れ
が
人
間
の
中
に
入
っ
て
き
て
、
典
型
的
な
場
合
は
個
人
の
意
識
的

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
奪
い
、
自
律
的
な
行
動
、
言
動
な
ど
を
し
た
あ
と
、
外
に
出
て
い
く
、

と
い
う
現
象
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
個
人
は
「
霊
に
憑
か
れ
た
、
乗
っ

取
ら
れ
た
」
状
態
だ
と
言
え
る
。
ま
た
あ
る
場
合
は
、
逆
に
個
人
の
霊
が
外
に
出
て
い
き
、

何
ら
か
の
容
器
（
他
人
、
神
霊
、
器
物
な
ど
）
に
入
っ
て
そ
れ
に
「
乗
り
移
る
」
こ
と
も
あ

る
。
ま
た
は
、
異
界
に
出
て
行
き
、
そ
こ
で
得
た
知
見
を
他
の
人
々
に
伝
え
る
、
と
い
う

場
合
も
あ
る
。
こ
こ
で
、
あ
え
て
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
を
用
い
な
い
の
は
、

一
つ
は
こ
れ
が
本
来
、
シ
ベ
リ
ア
を
中
心
と
し
た
あ
る
地
域
の
民
俗
宗
教
で
用
い
ら
れ
た

語
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一
般
化
す
る
必
然
性
が
明
確
で
な
い
こ
と
、
ま
た
シ
ベ
リ
ア
の

「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
は
基
本
的
に
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
の
霊
が
異
界
に
「
出
て
行
く
」
現

象
を
指
し
て
お
り
、
異
界
の
霊
が
「
中
に
入
っ
て
く
る
」
こ
と
は
本
来
の
用
法
に
は
含
ま

れ
な
い
こ
と(1
)、
さ
ら
に
こ
の
語
が
、
エ
リ
ア
ー
デ
と
い
う
一
研
究
者
の
解
釈
に
あ
ま
り
に

も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
こ
の
語
を
用
い
る
か
ぎ
り
そ
の
解
釈
の
前
提
か
ら
逃
れ
る

こ
と
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
の
解
釈
は
、
こ
ん
に
ち
の
宗
教

学
批
判
の
思
想
で
は
、
あ
る
種
の
キ
リ
ス
ト
教
的
観
念
に
基
づ
い
た
超
越
的
な
「
宗
教
概

念
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り(2)、
さ
ら
に
彼
の
個
人
史
を
遡
る
と
、
一

九
三
〇
年
か
ら
四
〇
年
代
の
ル
ー
マ
ニ
ア
時
代
の
エ
リ
ア
ー
デ
が
き
わ
め
て
戦
闘
的
な
極

右
思
想
の
持
ち
主
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
て
、
そ
う
し
た
思
想
が
、
後
年
の

彼
の
宗
教
学
の
研
究
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
が
あ
る(3)。
エ
リ
ア
ー
デ
に

関
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
的
な
見
方
は
、
徐
々
に
一
般
化
し
て
お
り
、
今
後
、
エ
リ
ア
ー

デ
を
参
照
す
る
時
は
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
た
上
で
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
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上
に
述
べ
た
よ
う
な
憑
霊
信
仰
、
あ
る
い
は
憑
霊
現
象
は
、
世
界
各
地
の
い
わ
ゆ
る

「
民
俗
宗
教
」
で
見
ら
れ
る
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
歴
史
的
考
察
の
対
象
と
さ
れ
な
い
こ
と

が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
文
化
の
一
部
の
信
仰
／
現
象
は
、
文
書
化
さ
れ
る

な
ど
の
経
緯
に
よ
っ
て
他
の
地
域
に
伝
播
し
、
そ
こ
で
受
容
さ
れ
、
新
た
な
発
展
を
す
る

こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
明
ら
か
な
歴
史
的
現
象
と
し
て
歴
史

的
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
イ
ン
ド
の
憑
霊
信
仰
は
、
そ
う
し
た
例
の
一
つ
で
あ
り
、

仏
教
な
ど
を
通
し
て
他
の
地
域
、
た
と
え
ば
チ
ベ
ッ
ト
や
中
国
、
日
本
な
ど
に
も
伝
播
し

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
憑
霊
信
仰
は
、
直
接
的
に
は
イ
ン
ド
学
プ

ロ
パ
ー
の
研
究
対
象
だ
が
、
同
時
に
、
た
と
え
ば
中
国
や
日
本
の
憑
霊
信
仰
の
一
部
も
そ

の
延
長
線
上
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
イ
ン
ド
学
の
延

長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
逆
に
、
中
国
や
日
本
の
領
域
研
究
で
も
、

イ
ン
ド
的
な
起
源
を
背
景
に
置
か
な
け
れ
ば
、
充
分
に
理
解
で
き
な
い
も
の
で
も
あ
る
。

次
に
、「
雑
密
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
。
三
崎
良
周
氏
に
よ
れ
ば
、「
純
密
」
と
「
雑

密
」
の
区
別
／
用
語
は
、
古
い
時
代
に
遡
る
も
の
で
は
な
く
、「
徳
川
時
代
の
中
期
、
江

戸
湯
島
霊
雲
寺
慧
光
（
一
六
六
六
〜
一
七
三
四
）
の
撰
し
た
『
密
軌
問
辮
』
二
巻
、
並
び
に

『
密
軌
問
辮
啓
迪
』
五
巻
に
、
純
密
、
雜
密
の
語
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
辮
別
・
交

際
や
顯
教
と
の
關
連
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う(4)。
こ
の
こ
と
を
述
べ

た
論
文
の
末
尾
で
、
三
崎
氏
は
「
今
日
よ
り
し
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
む
し
ろ
い
わ
ゆ
る
雜

密
の
經
軌
に
お
い
て
こ
そ
、
反
つ
て
密
教
の
特
性
と
傳
播
性
と
が
濃
厚
で
あ
る
」
と
書
き
、

さ
ら
に
「
い
わ
ゆ
る
雜
密
に
つ
い
て
は
、
今
日
改
め
て
評
價
し
直
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
純

密
雜
密
の
用
語
を
以
て
し
て
は
、
密
教
史
も
密
教
の
特
質
を
も
解
明
し
得
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
添
え
た
い
」
と
書
い
て
結
論
と
さ
れ
て
い
る(5)。
一
般
に
、
密
教

の
宗
学
で
は
「
純
密
」
は
出
世
間
的
な
成
仏
を
目
的
と
す
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し

て
「
現
世
利
益
」
的
な
呪
術
を
中
心
と
し
た
「
雑
密
」
は
概
し
て
低
い
評
価
が
与
え
ら
れ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
三
崎
氏
は
そ
の
区
別
が
実
際
に
は
恣
意
的
、
主
観
的
な
要
素
を
含
ん

で
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
一
部
の
と
く
に
「
出
世
間
」
的
な
内
容
が
強
調
さ
れ
た
文
献
を
の
ぞ
け

ば
、
多
く
の
密
教
経
典
や
儀
軌
は
、（
こ
ん
に
ち
の
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
き
わ
め

て
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
記
述
も
含
む
）
現
世
利
益
的
な
呪
術
の
儀
礼
を

列
挙
す
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
筆
者
は
、
歴
史
的
立
場

か
ら
価
値
的
な
判
断
は
避
け
る
が
、
少
な
く
と
も
分
量
か
ら
見
て
も
、
現
実
に
生
き
ら
れ

た
人
々
の
生
活
の
中
で
は
、
い﹅

わ﹅

ゆ﹅

る﹅

「
雑
密
的
」
な
要
素
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
そ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
密
教
研
究
は
あ

ま
り
に
も
「
純
密
的
」
な
も
の
に
偏
っ
て
お
り
、
今
後
は
実
際
の
生
活
の
中
で
現
わ
れ
た

「
雑
密
的
」
要
素
に
よ
り
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
と
考
え
る(6)。
そ
れ
が
、
小
論
で
述
べ
た
い

大
き
な
主
張
の
一
つ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、「
雑
密
」
と
い
う
概
念
で
注
意
し
て
お
き
た

い
の
は
、
一
般
に
は
「
雑
密
」
は
「
純
密
」
が
現
わ
れ
る
以
前
、
要
す
る
に
中
国
で
は
善

無
畏
の
翻
訳
、
あ
る
い
は
日
本
で
は
最
澄
や
空
海
の
入
唐
以
前
の
初
期
密
教
の
文
献
に
つ

い
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
筆
者
が
こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
し
た
い
の
は
、
い
わ
ゆ

る
「
純
密
」
の
時
代
や
、
晩
唐
の
偽
経
、
宋
代
の
翻
訳
な
ど
も
含
め
て
、
現
世
利
益
を
主

な
目
的
と
す
る
、
呪
術
の
記
述
を
中
心
と
し
た
す
べ
て
の
文
献
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
概
念
規
定
や
論
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
小
論
で
述
べ
た
い
も
う
一
つ
の
大
き

な
論
点
は
、
イ
ン
ド
学
と
イ
ン
ド
文
化
の
影
響
が
及
ん
だ
他
の
地
域
研
究
（
と
く
に
中
国

と
日
本
の
地
域
研
究
）
と
の
交
流
、
お
よ
び
欧
米
な
ど
外
国
の
学
問
と
日
本
の
学
問
と
の

交
流
を
よ
り
密
接
に
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
あ
え
て
「
イ

ン
ド
仏
教
学
」
で
は
な
く
「
イ
ン
ド
学
」
と
言
う
の
は
、
仏
教
は
イ
ン
ド
文
化
の
一
部
で

（ 2 ）



あ
る
と
捉
え
る
視
点
が
決
定
的
に
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
た
め
で
あ
る
。
こ

の
点
は
、
近
年
の
研
究
で
は
あ
る
程
度
の
改
善
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ま
で
は
、
イ
ン

ド
仏
教
学
、
と
く
に
日
本
の
イ
ン
ド
仏
教
学
は
、
仏
教
を
言
説
、
思
想
と
し
て
捉
え
る
視

点
が
強
く
、
そ
れ
が
イ
ン
ド
の
全
般
的
な
歴
史
的
生﹅

活﹅

の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ

た
か
、
と
い
う
見
方
が
非
常
に
弱
か
っ
た
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
日
本
で
は
、
仏
教

が
今
も
生
き
た
伝
統
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
そ
う
し
た
傾
向
は
あ
る
程
度
理
解
で

き
る
が
、
欧
米
の
研
究
で
は
、
仏
教
を
イ
ン
ド
文
化
史
の
一
部
と
見
る
考
え
方
が
（
日
本

に
比
べ
れ
ば
）
よ
り
濃
厚
で
、
日
本
で
も
（
イ
ン
ド
仏
教
思﹅

想﹅

史
で
は
な
く
）
歴
史
研
究
を
考

え
る
場
合
は
、
そ
う
し
た
方
向
性
を
取
入
れ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
以
下

で
述
べ
る
憑
霊
信
仰
に
関
す
る
研
究
状
況
で
も
顕
著
な
よ
う
に
、
一
方
で
、
欧
米
に
お
け

る
イ
ン
ド
学
を
中
心
と
し
た
研
究
が
大
き
な
発
展
を
遂
げ
て
お
り
、
も
う
一
方
で
は
日
本

の
研
究
者
に
よ
る
平
安
時
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
日
本
の
事
象
に
関
す
る
研
究
が
急
速

に
進
展
し
て
い
る
が
、
そ
の
両
者
は
お
互
い
の
研
究
を
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く

参
照
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
は
両
側
の
研
究
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
を
生
ん
で
い
る
と

思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
研
究
者
が
あ
ら
ゆ
る
研
究
領
域
に
つ
い
て
広
い
知
識

を
持
つ
こ
と
は
不
可
能
だ
し
、
ま
た
言
語
の
障
壁
に
よ
っ
て
、
研
究
成
果
の
共
有
が
困
難

で
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
現
状
は
あ
ま
り
に
も
ロ
ス

が
大
き
い
。
仏
教
の
文
化
史
を
含
む
欧
米
の
イ
ン
ド
学
の
成
果
を
学
ぶ
こ
と
で
、
日
本
の

中
世
日
本
学
は
大
き
な
示
唆
を
得
る
だ
ろ
う
し
、
日
本
の
仏
典
研
究
や
中
世
宗
教
文
化
史

の
結
果
を
知
る
こ
と
で
、
イ
ン
ド
の
憑
霊
信
仰
研
究
は
新
た
な
視
野
が
開
け
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
異
な
っ
た
地
域
研
究
の
間
に
掛
け
橋
を
架
け
る
こ
と
が
、
小
論
の
大
き
な
目
的

の
一
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
と
同
様
に
重
視
し
た
い
の
は
、
人
類
学
的
／
民
俗
学
的

研
究
と
歴
史
的
／
文
献
学
的
研
究
の
間
に
、
よ
り
密
接
な
交
流
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
近
年
の
イ
ン
ド
学
に
お
け
る
憑
霊
信
仰
研
究
の
隆
盛
は
、
近
・
現
代
に

お
け
る
憑
霊
信
仰
の
人
類
学
的
研
究
を
古
典
的
イ
ン
ド
の
文
献
学
と
融
合
さ
せ
た
と
こ
ろ

に
生
み
出
さ
れ
た
。
日
本
で
は
、
歴
史
学
と
民
俗
学
／
人
類
学
の
協
働
は
一
九
八
〇
年
代

に
一
時
盛
ん
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
そ
う
し
た
学
際
的
研
究
の
試
み
は
停
滞
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
小
論
で
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
論
の
復
活
に
向
け
、
さ
ら
に
た
と
え
ば
日

本
の
平
安
時
代
に
記
さ
れ
た
記
録
と
、
現
代
イ
ン
ド
の
人
類
学
的
デ
ー
タ
と
を
比
較
す
る

と
い
う
よ
う
な
、
大
胆
な
研
究
分
野
横
断
的
な
試
み
も
提
唱
し
た
い(7
)。

二

近
年
の
イ
ン
ド
文
化
圏
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
の
憑
霊
信
仰
研
究
の
進
展
に

つ
い
て

イ
ン
ド
の
憑
霊
信
仰
の
研
究
は
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
大
き
な
進
展
を
見
せ
て
い
る
。

中
で
も
画
期
的
な
の
は
、
Frederick
M
.Sm
ith
氏
に
よ
る
T
he
Self
Possessed:

D
eity
and
SpiritPossession
in
South
A
sian
Literatureand
Civilization
と
い
う

七
〇
〇
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
大
著
の
出
版
で
あ
る
（
N
ew
Y
ork:Colum
bia
U
niversity
Press,

2006）。
Sm
ith
氏
は
、
古
典
イ
ン
ド
学
の
専
門
家
で
あ
る
と
同
時
に
人
類
学
に
も
強
い

関
心
を
持
ち
、
自
ら
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
な
っ
て
、
新
た
な
知
見
を
得
て
い
る
。
イ

ン
ド
の
人
類
学
的
研
究
で
は
、
憑
霊
信
仰
は
古
い
時
代
か
ら
強
い
関
心
を
呼
び
、
多
く
の

研
究
の
蓄
積
が
あ
っ
た
が
、
古
典
イ
ン
ド
学
の
分
野
で
は
こ
う
し
た
信
仰
に
つ
い
て
の
研

究
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
Sm
ith
氏
の
著
作
は
、
人
類
学
に
よ
る
成
果
を
参
照
し
て
古

典
イ
ン
ド
の
文
献
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
巨
大
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
一
挙
に
埋
め
、
ヴ
ェ

ー
ダ
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
イ
ン
ド
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
思
想
や
文
学
の
中
で
、

「〔
霊
が
〕
入
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
āve
a（
ま
た
そ
の
派
生
語
で
あ
る
prave
a
な
ど
）
の
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概
念
が
き
わ
め
て
多
様
な
様
相
の
も
と
に
変
遷
を
続
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
Ā
ve-

a
は
、
漢
訳
仏
典
で
は
お
も
に
「
遍
入
」
と
翻
訳
さ
れ
、
密
教
文
献
で
は
「
阿
尾
奢(8)」

な
ど
の
音
写
で
表
わ
れ
て
、
多
く
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
Sm
ith
氏
の
著
作
で
は
、
チ
ベ

ッ
ト
や
東
ア
ジ
ア
に
伝
播
し
た
āve
a
の
儀
礼
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に

タ
ン
ト
ラ
の
文
献
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
Sm
ith
氏
は
、
チ
ベ
ッ

ト
語
文
献
は
お
そ
ら
く
自
身
で
一
次
資
料
を
用
い
て
い
る
が
、
中
国
語
の
資
料
に
つ
い
て

は
、
M
ichelStrickm
ann
氏(9)や
Edw
ard
L.D
avis氏
の
研
究(10
)に

基
づ
い
て
論
じ
て
い

る
。
Strickm
ann
氏
の
研
究
は
、
非
常
に
先
駆
的
な
も
の
で
、
漢
訳
密
教
文
献
を
渉
猟

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
例
を
挙
げ
、
分
析
し
て
い
る
。
中
で
も
、『
速
疾
立
驗
魔
醯
首
羅
天
説

阿
尾
奢
法
』
や
『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
經
』
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
英
訳
を
付
し
て

お
り(11
)、

中
国
密
教
に
お
け
る
阿
尾
奢
法
研
究
の
基
礎
を
築
い
て
い
る
。
一
方
、
Strick-

m
ann
氏
の
弟
子
で
も
あ
る
D
avis氏
は
、
宋
代
の
洪
邁
（
一
一
二
三
〜
一
二
〇
二
年
）
に

よ
る
亜
大
な
説
話
集
『
夷
堅
志
』
を
お
も
な
材
料
と
し
て
、
相
当
に
中
国
化
さ
れ
た
形
の

ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
儀
礼
の
例
を
検
討
し
て
い
る
。
日
本
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
シ
ャ

ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
事
例
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
、
日
本
で
は
多
様
な
民
俗
学
的
研
究
の
対
象

と
さ
れ
て
い
て
、
亜
大
な
蓄
積
が
あ
る
。
欧
米
で
も
、
た
と
え
ば
Carm
en
Blacker氏

の
Catalpa
Bow
(London,George
A
llen
and
U
nw
in,1975）
は
「
日
本
に
お
け
る
シ
ャ

ー
マ
ニ
ズ
ム
的
実
践
の
研
究
」
と
い
う
副
題
を
持
ち
、
名
著
の
誉
れ
が
高
い
。
こ
こ
に
は

ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
法
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
る
が
、
一
般
に
は
「
日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
は
日
本
固
有
の
も
の
」
と
す
る
観
念
が
強
く
、
長
い
間
、
大
陸
か
ら
移
入
さ
れ
た
呪
術

の
技
法
と
し
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Sm
ith
氏
の
本

で
も
、
日
本
に
つ
い
て
の
言
及
は
非
常
に
少
な
い
。

一
方
、
日
本
で
は
、
こ
う
し
た
欧
米
に
お
け
る
研
究
動
向
と
は
無
関
係
に
、
お
も
に
修

験
道
の
民
俗
学
的
研
究
の
分
野
で
阿
尾
奢
法
に
関
説
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
一
九
七
六

年
に
遡
る
小
松
和
彦
氏
に
よ
る
平
安
時
代
文
学
に
見
ら
れ
る
病
気
治
療
の
加
持
の
分
析(12
)な

ど
を
嚆
矢
と
し
て
、
平
安
時
代
以
降
の
密
教
僧
に
よ
る
病
気
治
療
の
儀
礼
の
研
究
を
通
じ

て
、
阿
毘
奢
法
の
研
究
に
大
き
な
進
展
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
小
山
聡
子
氏
は
中
世
に

お
け
る
「
童
子
」
の
研
究
を
出
発
点
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
阿
尾
奢
法
の
研
究
を
推
進

さ
れ
、
ま
た
上
野
勝
之
氏
が
、
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
の
貴
族
の
日
記
を
中
心
と

し
た
資
料
を
博
捜
し
て
、
驚
く
べ
き
成
果
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る(13)。
上
野
氏
の
研
究
で
は
、

日
本
に
お
け
る
ヨ
リ
マ
シ
を
用
い
る
病
気
治
療
の
儀
礼
は
、
ほ
ぼ
確
実
に
仏
教
経
由
で
イ

ン
ド
起
源
の
信
仰
が
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
詳
細
な
実

態
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
小
田
悦
代
氏
の
研
究
が
出
版
さ
れ
て(14)、
中
世
日
本
の

説
話
に
見
ら
れ
る
阿
尾
奢
法
関
連
の
記
述
の
分
析
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
呪
法
が
日
本
の

心
性
に
い
か
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
が
示
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、
漢
訳
仏
典
に
お
け

る
阿
尾
奢
法
お
よ
び
類
似
の
儀
礼
に
関
係
す
る
記
述
が
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ

り
ず
っ
と
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
、
イ
ン
ド
以
来
の
密
教
で
、
憑
霊
信
仰

に
関
連
す
る
儀
礼
が
い
か
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
小
山
氏
や
上
野
氏
な
ど
が
、
お
も
に
日
本
に
か
ぎ
っ
た
資
料
を
渉
猟
し
て
い
る
の
に

対
し
、
小
田
氏
は
漢
訳
仏
典
ま
で
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
一
挙
に
、
こ
れ
が
決
し
て

「
日
本
固
有
」
の
現
象
で
は
な
い
こ
と
、
イ
ン
ド
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
具
体

的
な
例
を
挙
げ
て
証
明
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
画
期
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
阿
毘

奢
法
の
研
究
は
、
現
在
の
日
本
で
新
た
な
段
階
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
歴
史
学
や
文
化
史
の
分
野
の
研
究
で
、
仏
教
学
で

は
こ
う
し
た
問
題
は
ほ
と
ん
ど
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
し
た
い
。
仏

教
学
で
も
、
こ
の
問
題
群
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
、
筆
者
の
願
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い
で
あ
る
。

三

ヨ
リ
マ
シ
を
用
い
る
憑
霊
儀
礼
の
古
い
例

『速
疾
立
驗
魔
醯
首
羅
天
説
阿
尾
奢
法
』
で
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
憑
霊
儀
礼
の

修
法
で
は
、
童
子
、
童
女
な
ど
を
ヨ
リ
マ
シ
に
用
い
、
そ
こ
に
霊
を
降
ろ
し
て
過
去
現
在

未
来
の
こ
と
を
語
ら
せ
た
り
、
降
り
た
霊
（
日
本
で
は
多
く
の
場
合
こ
れ
を
「
童
子
」
あ
る
い

は
「
護
法
童
子
」
と
呼
ぶ
。
ヨ
リ
マ
シ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
現
実
の
「
童
子
」
と
混
同
さ
れ
や
す

い
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
）
を
使
役
し
て
病
気
の
原
因
で
あ
る
鬼
神
な
ど
を
縛
し
追
い
払

う
、
な
ど
、
行
者
の
目
的
を
か
な
え
る
。
こ
う
し
た
阿
尾
奢
法
の
儀
礼
は
、
と
く
に
予
言

の
儀
礼
と
し
て
イ
ン
ド
以
来
の
文
献
に
頻
繁
に
表
わ
れ
る
（
日
本
で
は
、
な
に
ゆ
え
そ
れ
が

病
気
治
療
の
儀
礼
に
特
化
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
）。

Sm
ith
氏
は
、
お
も
に
シ
ヴ
ァ
教
の
文
献
を
用
い
て
、
こ
の
種
の
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
儀
礼

が
svasthāve
a
(健
康
な
状
態
の
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
、
つ
ま
り
意
図
的
に
霊
を
身
体
に
入
れ
る
憑

霊
法
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
）
と
呼
ば
れ(15)、
も
っ
と
も
古
く
は
六
世
紀
後
半
に
遡
る
イ
ン
ド
東

北
部
の
チ
ャ
ッ
テ
ィ
ー
ス
ガ
ル
州
、
ラ
イ
プ
ル
近
く
で
見
つ
か
っ
た
シ
ヴ
ァ
教
・
シ
ッ
ダ

ー
ン
タ
派
の
銅
板
の
金
石
文
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
た
だ
し
、
こ
れ
は
ア
ー
ヴ
ェ
ー

シ
ャ
法
へ
の
明
示
的
な
言
及
で
は
な
い(16)）。

Sm
ith
氏
以
前
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
後(17)）
の
欧
米
の
研
究
で
は
、
こ
の
種
の
儀
礼
に
つ
い

て
よ
り
古
い
言
及
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
先
に
引
用
し
た

Giacom
ella
O
rofino
氏
（
注
11
）
や
M
ichel
Strickm
ann
氏
は
、
パ
ー
リ
語
の

D
īghanikāya
(『
長
部
』、
紀
元
一
世
紀
前
後
？
）
の
最
初
の
sutta、
Brahm
ajāla
sutta

に
注
目
し
、
バ
ラ
モ
ン
や
沙
門
が
身
過
ぎ
世
過
ぎ
の
た
め
に
行
な
う
「
無
益
な
呪
術
」
を

羅
列
す
る
中
で
、（
Rhys
D
avisの
英
訳
を
直
訳
す
る
と
）

魔
法
の
鏡
を
用
い
て
託
宣
を
得
る
こ
と

憑
依
し
た
少
女
を
通
し
て
託
宣
を
得
る
こ
と

神
か
ら
託
宣
を
得
る
こ
と

と
い
う
三
つ
の
託
宣
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
個
所(18
)が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(19
)（

こ

の
う
ち
、
と
く
に
二
番
目
が
「
童
子
を
ヨ
リ
マ
シ
に
用
い
る
憑
霊
儀
礼
」
に
関
連
付
け
ら
れ
る
だ

ろ
う
）。
た
だ
し
、
パ
ー
リ
語
原
文
を
見
る
と
、
こ
の
三
つ
の
「
託
宣
」
に
関
す
る
記
事

は
単
純
に
、「
鏡
へ
の
問
い
、
少
女
へ
の
問
い
、
神
へ
の
問
い
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
こ

に
「
魔
法
の
鏡
」
や
「
憑
依
し
た
少
女
」、「
託
宣
」
な
ど
の
意
味
は
明
示
的
に
は
見
ら
れ

な
い
。
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
は
、
五
世
紀
ご
ろ
の
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
に
よ

る
註
釈
Sum
an.galavilāsinīD
īghanikāya-A
t.t.hakatā
で
あ
る
。
Rhys
D
avidsが
翻

訳
、
引
用
す
る
そ
の
註
釈
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
の
「
魔
法
の
鏡
」
は
「
神
を
映
し
出
し
、

そ
の
神
か
ら
質
問
へ
の
答
を
得
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
憑
依
し
た
少
女
」
は
「
名
の
あ
る

良
家
の
少
女
」
で
あ
り
、
最
後
の
「
神
か
ら
得
る
託
宣
」
は
「
神
殿
娼
婦
を
通
し
て
神
の

託
宣
を
得
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
だ
け
の
情
報
で
は
、
ニ
カ
ー
ヤ
の
本
文
で

「
少
女
に
質
問
す
る
こ
と
」
が
実
際
に
「
憑
依
し
た
少
女
か
ら
託
宣
を
得
る
こ
と
」
を
意

味
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
正
確
に
は
判
断
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
遅
く
と
も
ブ
ッ

ダ
ゴ
ー
サ
の
時
代
（
五
世
紀
ご
ろ
）
に
は
、
そ
の
解
釈
の
よ
う
な
理
解
が
あ
り
得
た
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
こ
の
三
つ
の
句
に
共
通
の
「
質
問
」
と
い
う
語
は
、
パ
ー

リ
語
の
pañha
に
当
た
る
が
、
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
同
意
の
pra
na
に
相
当

す
る
。
先
に
『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
經
』
の
阿
尾
奢
法
に
関
連
す
る
一
節
で
言
及
し
た
、
予

言
の
阿
尾
奢
法
に
特
有
の
神
格
で
あ
る
Prasenā
と
い
う
名
が
（
前
注
11
）、
語
源
的
に

は
pra
na
と
関
連
付
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ニ
カ
ー
ヤ
の
原

（ 5 ）



文
で
も
託
宣
や
憑
霊
と
関
連
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
情
報
は
あ
ま
り
に
断
片
的
で
、
た
と
え
一
世
紀
前

後
、
ま
た
は
五
世
紀
ご
ろ
の
イ
ン
ド
に
ヨ
リ
マ
シ
を
用
い
る
憑
霊
儀
礼
が
あ
っ
た
と
し
て

も
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
っ
た
の
か
、
具
体
的
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
中
国
の
文
献
で
は
、
南
朝
宋
の
皇
族
、
劉
義
慶
（
四
〇
三
〜
四
四

四
年
）
が
五
世
紀
前
半
に
著
わ
し
た
説
話
集
『
幽
明
録
』
に
載
せ
ら
れ
た
仏
図
澄
（
二
三

二
〜
三
四
九
年
）
に
関
わ
る
記
事
に
、
掌
に
映
っ
た
影
像
を
用
い
る
予
言
法
が
記
述
さ
れ

て
お
り
、
明
ら
か
に
阿
尾
奢
法
の
例
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
図
澄
は
ク
チ

ャ
出
身
で
北
西
イ
ン
ド
（
こ
ん
に
ち
の
カ
シ
ミ
ー
ル
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
）
で
仏
教
を
学
ん
だ

有
名
な
呪
術
僧
で
、
三
一
〇
年
に
洛
陽
に
至
っ
た
。
当
時
、
テ
ュ
ル
ク
族
の
石
勒
（
二
七

四
〜
三
三
三
年
）
が
率
い
る
勢
力
が
中
国
北
部
で
版
図
を
広
げ
て
お
り
、
仏
図
澄
は
そ
の

石
勒
の
元
で
呪
術
僧
と
し
て
重
用
さ
れ
た
。
石
勒
が
華
北
を
制
覇
し
、
後
趙
を
築
く
過
程

で
最
後
の
戦
い
と
な
っ
た
三
二
八
年
の
洛
陽
で
の
前
趙
の
王
、
劉
曜
（
二
七
五
〜
三
二
九

年
）
と
の
決
戦
で
、
劉
曜
を
破
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
最
大
の
焦
点
と
な
っ
た
。

そ
の
時
の
こ
と
と
し
て
、『
幽
明
録
』
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
（
佐
野
誠
子
氏
の
翻
訳

に
よ
る
）。

石
勒
が
仏
図
澄
に
尋
ね
た
。「
劉
曜
を
捕
ま
え
た
い
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
予
兆
は

あ
る
だ
ろ
う
か
。」
そ
こ
で
、
仏
図
澄
は
、
童
子
に
七
日
間
物
忌
み
さ
せ
、
自
分
は

ゴ
マ
油
を
手
の
ひ
ら
に
と
っ
て
す
り
あ
わ
せ
、
ビ
ャ
ク
ダ
ン
の
枝
を
焼
い
て
呪
文
を

唱
え
た
。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
手
を
広
げ
て
童
子
に
見
せ
た
手
の
ひ
ら
は
あ
き
ら
か

に
尋
常
で
な
い
光
り
方
を
し
て
い
た
。
仏
図
澄
は
童
子
に
聞
い
た
。「
何
が
見
え
る

か
。」「
軍
人
が
一
人
だ
け
い
ま
す
。
大
き
な
体
を
し
て
い
て
、
色
白
で
、
変
わ
っ
た

風
貌
で
す
。
赤
い
紐
を
肘
に
縛
っ
て
い
ま
す
。」
仏
図
澄
は
「
こ
れ
が
つ
ま
り
劉
曜

で
あ
る
。」
と
言
っ
た
。
そ
の
年
、
そ
の
通
り
劉
曜
が
生
け
捕
り
に
さ
れ
た(20
)。

仏
図
澄
の
事
蹟
は
中
国
の
複
数
の
文
献
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
詳
細
な

慧
皎
に
よ
る
『
高
僧
伝
』（
五
一
九
年
成
立
）
で
は
、
仏
図
澄
は
「
善
く
神
呪
を
誦
し
、
能

く
鬼
物
を
役
使
す
。
麻
油
を
以
て
胭
脂
に
雜
へ
掌
に
塗
り
、
千
里
の
外
の
事
、
皆
掌
中
に

徹
見
し
、
對
面
す
る
が
如
し
。
ま
た
能
く
潔
斎
す
る
者
を
し
て
見
せ
し
む
」
と
あ
っ
て(21)、

童
子
に
予
言
さ
せ
た
、
と
は
言
わ
な
い
が
、
手
の
平
に
油
を
塗
っ
て
そ
こ
に
「
千
里
の
こ

と
」
を
見
る
、
と
い
う
の
は
、
同
じ
こ
と
を
省
略
し
て
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
高
僧
伝
』
で
は
、
劉
曜
を
生
け
捕
り
に
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
ま
た
香
を
買
い
に
西
域
に

行
か
せ
た
弟
子
が
強
盗
に
襲
わ
れ
て
い
る
の
を
、
や
は
り
「
掌
中
」
に
見
て
、「
因
り
て

燒
香
呪
願
し
て
、
遥
か
に
之
を
救
護
す
」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る(22)。
こ
れ

ら
の
記
述
で
は
、
仏
図
澄
の
呪
術
は
予
言
と
い
う
よ
り
も
一
種
の
千
里
眼
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
や
す
い
。
ま
た
、
童
子
に
言
及
し
な
い
た
め
、
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
法
の
一
種
で
あ

る
こ
と
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
典
拠
で
あ
る
『
十
六
国

春
秋
』（
五
二
五
年
以
前
）
お
よ
び
『
晋
書
』（
六
四
八
年
）
は
、『
幽
明
録
』
の
記
述
に
従

っ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
数
百
年
も
経
っ
て
か
ら
現
わ
れ
た
仏
教
経
典
を
含
む
タ
ン
ト
ラ
に
見
ら
れ
る

ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
の
法
に
は
、
鏡
、
剱
、
玉
、
水
精
、
炎
、
水
面
な
ど
、
お
ぼ
ろ
に
物
を

映
す
も
の
に
、
霊
を
入
り
込
ま
せ
、
そ
こ
に
未
来
の
こ
と
を
映
し
出
す
、
と
い
う
修
法
が

あ
り
、
そ
う
し
た
映
し
出
す
も
の
の
中
に
「
指
や
掌
」
を
記
述
し
た
も
の
が
あ
る
（『
守

護
国
界
主
陀
羅
尼
経
』
巻
第
九
「
陀
羅
尼
功
徳
軌
儀
品
第
九
」、『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
経
』
巻
中

「
下
鉢
私
那
分
品
第
八
」
な
ど
）。
そ
う
し
た
修
法
に
は
、
童
子
に
そ
の
像
を
報
告
さ
せ
、
そ

れ
を
解
釈
す
る
も
の
が
あ
る(23)。
さ
ら
に
、『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
経
』
で
は
、「
も
し
、
指
に

吉
凶
の
こ
と
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら
、
紫
礦
水
〔
あ
る
種
の
樹
脂
を
指
す
と
思
わ
れ
る
〕
で

（ 6 ）



指
を
清
浄
に
し
、
そ
の
後
、
香
油
を
塗
る
と
、
吉
凶
の
こ
と
が
現
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る(24)。
あ
る
い
は
、
Sm
ith
氏
が
引
く
一
二
世
紀
の
シ
ヴ
ァ
教
タ
ン
ト
ラ
の
Jayad-

rathayām
ala
(T
antrarāja
と
い
う
別
名
が
あ
る
）
に
よ
れ
ば
、
吉
凶
を
教
え
る
一
種
の
鬼

神
で
あ
る
Prasenā
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
体
に
現
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
水
面
や
金
属

の
鍋
、
剣
の
刃
、
ラ
ン
プ
の
炎
、
鏡
、
少
女
の
瞳
、
太
陽
、
月
、
行
者
自
身
の
油
を
塗
っ

た
指
、〔
中
略
〕
に
現
わ
れ
、
そ
こ
に
質
問
へ
の
答
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
答
は
、
幻

影
の
よ
う
な
文
字
や
姿
の
な
い
者
の
声
と
な
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
ト
ラ
ン
ス
に
入
っ

た
童
子
や
童
女
か
ら
聞
き
出
す
こ
と
も
で
き
る
」
と
言
う(25)。
ま
た
、
宋
代
の
天
息
災
訳
に

よ
る
『
佛
説
大
摩
里
支
菩
薩
經
』
に
も
「
親
指
に
燕
脂
、
あ
る
い
は
油
を
塗
っ
て
真
言
を

誦
え
る
と
、
指
が
照
り
出
し
て
、
そ
こ
に
天
人
な
ど
の
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る(26)。
こ
れ
ら
の
後
代
の
文
献
を
考
慮
す
れ
ば
、
先
の
『
幽
明

録
』
の
記
述
が
、
こ
の
種
の
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
法
の
非
常
に
古
い
事
例
で
あ
る
と
考
え
て

間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る(27)。
五
世
紀
前
半
の
劉
義
慶
が
こ
う
し
た
呪
術
を
記
述
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
タ
ン
ト
ラ
が
整
備
さ
れ
る
よ
り
相
当
に
以
前
か
ら
、
こ
の
種
の
ア
ー
ヴ

ェ
ー
シ
ャ
法
が
存
在
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
も
し

も
『
幽
明
録
』
の
記
事
に
何
ら
か
の
歴
史
的
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
四
世
紀
初
頭
の

仏
図
澄
が
す
で
に
こ
う
し
た
修
法
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ー
ヴ
ェ

ー
シ
ャ
の
呪
法
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
を
含
む
民
間
信
仰
的
な
も
の
で
、
タ
ン
ト
ラ
は
後
に

そ
れ
を
取
入
れ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
な
理
解
だ
ろ
う
。

仏
図
澄
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
神
異
」
を
現
わ
す
呪
術
僧
は
、『
高
僧
伝
』
な
ど
、

古
い
文
献
か
ら
多
く
見
ら
れ
る
。
彼
ら
の
呪
術
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
だ
っ
た
か
を

詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
で
、
イ
ン
ド
の
呪
術
思
想
の
古
い
層
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド
の
呪
術
思
想
の
起
源
は
、
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
な
ど
、
非
常
に

古
い
時
代
に
ま
で
遡
り
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
民
間
信
仰
や
呪
術
と
な
っ
て
、
展
開
し
て

い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
を
始
め
と
し
た
叙
事
詩
な
ど
に
も
見

ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
仏
典
も
、
そ
の
意
味
で
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
に
違
い
な
い
。

こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
仏
教
は
、
決
し
て
純
粋
な
哲
学
だ
け
の
宗
教
で
は
な
く
、
お

そ
ら
く
そ
の
起
源
か
ら
す
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
呪
術
的
、
民
間
信
仰
的
要
素
を
多
く
含
ん

で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宮
坂
宥
勝
氏
が
、『
仏
教
の
起
源
』
と
い

う
大
著
で
（
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七
一
年
）、
仏
教
に
お
け
る
部
族
宗
教
的
側
面
に
大
き

な
焦
点
を
当
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
宮
坂
氏
の
論

点
は
、
仏
教
は
、
シ
ャ
ー
キ
ャ
族
と
い
う
、
北
イ
ン
ド
の
一
部
族
の
王
族
と
し
て
生
ま
れ

た
釈
尊
が
、
一
種
の
宗
教
改
革
者
と
し
て
起
こ
し
た
宗
教
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
、
す
な
わ
ち
、
仏
教
に
民
間
宗
教
的
な
も
の
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
の
は
、
シ
ャ
ー
キ

ャ
族
本
来
の
部
族
宗
教
の
名
残
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
は
本

来
的
に
イ
ン
ド
の
民
間
宗
教
的
な
要
素
に
親
和
的
関
係
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
状
況
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
も
ほ
ぼ
同
じ
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
六
〜
七
世
紀
か

ら
い
わ
ゆ
る
本
格
的
な
タ
ン
ト
ラ
が
現
わ
れ
る
と
、
仏
教
も
ジ
ャ
イ
ナ
教
も
「
タ
ン
ト
ラ

化
」
し
て
い
っ
た
、
と
言
わ
れ
る
。
最
近
で
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
A
lexis

Sanderson
氏
の
シ
ヴ
ァ
教
タ
ン
ト
ラ
を
中
心
と
し
た
研
究
が
世
界
的
に
高
い
評
価
を
受

け
て
、
イ
ン
ド
宗
教
の
タ
ン
ト
ラ
化
は
シ
ヴ
ァ
教
が
推
進
役
に
な
っ
て
展
開
し
た
、
と
す

る
議
論
が
ほ
と
ん
ど
定
説
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
大
き
な
問
題

に
な
る
の
は
、
イ
ン
ド
の
（
イ
ン
ド
の
言
語
で
残
さ
れ
て
い
る
）
タ
ン
ト
ラ
文
献
で
明
確
に

年
代
が
定
め
ら
れ
る
も
の
が
少
な
く
、
多
く
は
八
世
紀
以
降
の
も
の
し
か
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
で
あ
る
。
し
か
し
翻
っ
て
、
漢
訳
の
仏
典
を
見
る
と
、
大
部
分
は
相
当
程
度
に
年

代
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
し
か
も
相
当
に
古
い
時
代
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
初
期
密
教
、
あ
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る
い
は
「
雑
密
」
的
な
文
献
が
多
数
残
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
詳
し

く
ひ
も
と
い
て
い
け
ば
、
イ
ン
ド
宗
教
の
タ
ン
ト
ラ
化
は
、
も
ち
ろ
ん
シ
ヴ
ァ
教
や
ヴ
ィ

シ
ュ
ヌ
教
も
重
要
な
要
素
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
む
し
ろ
仏
教
や
ジ
ャ

イ
ナ
教
が
積
極
的
な
役
割
を
果
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
混
淆
し
て
い
っ
た
結
果
、
あ

る
時
期
に
は
仏
教
が
、
別
の
時
期
に
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
が
、
ま
た
や
や
後
期
に
な
る
と
シ
ヴ

ァ
教
が
中
心
的
な
牽
引
者
の
役
割
を
果
し
て
、
い
わ
ば
螺
旋
的
に
進
展
し
た
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

Sm
ith
氏
は
、
イ
ン
ド
宗
教
史
に
お
け
る
民
間
宗
教
的
な
宗
教
性
と
サ
ン
ス
ク
リ
テ
ィ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
傾
向
と
い
う
二
つ
の
間
の
絶
え
間
な
い
矛
盾
、
葛
藤
、
融
合
と
い
っ
た
プ

ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
議
論
し
て
い
る
。
民
間
信
仰
的
要
素
と
エ
リ
ー
ト
文
化
の

間
の
交
渉
と
い
う
問
題
は
、
ど
の
文
化
で
も
大
き
な
テ
ー
マ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
イ
ン
ド

宗
教
で
は
そ
れ
が
と
く
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
古
典
学
と
人
類
学
、

社
会
学
の
融
合
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
古
く
か
ら
伝
統
が
あ
り
、
た
と
え
ば
PaulM
usや

RolfA
.Stein
な
ど
の
先
駆
的
な
研
究
者
を
数
え
ら
れ
る
し
、
LouisD
um
ont、
あ
る
い

は
M
ichelStrickm
ann
も
そ
の
部
類
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
間
信
仰
的
な
も
の

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
に
変
容
し
て
も
、
地
域
的
な
信
仰
に
止
ま
る
傾
向
が
強
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
が
一
旦
エ
リ
ー
ト
宗
教
に
取
り
込
ま
れ
る
と
、
一
挙
に
普
遍
的
意
味
を
持
つ

も
の
に
変
質
し
て
、
別
の
様
相
を
生
み
出
し
て
い
く
。
と
く
に
イ
ン
ド
の
エ
リ
ー
ト
宗
教

は
、
き
わ
め
て
大
規
模
で
精
緻
な
宇
宙
論
を
構
築
し
た
宗
教
で
、
そ
こ
に
た
と
え
ば
地
方

的
な
神
格
が
取
り
込
ま
れ
る
と
、
突
然
、
あ
る
種
の
宇
宙
論
的
な
意
味
を
も
つ
巨
大
な
神

格
に
変
容
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
シ
ヴ
ァ
や
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
、
あ
る
い
は
大
女

神
が
さ
ま
ざ
ま
な
名
前
を
持
ち
、
ま
た
観
音
、
仏
陀
、
明
王
な
ど
も
、
非
常
に
多
様
な
形

態
を
と
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
宇
宙
論
的
表
象
と
し
て
機
能
す
る
、
と
い
う
状

況
は
、
そ
う
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
宗
教
史
の
流
れ
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ

こ
そ
が
タ
ン
ト
ラ
の
素
地
を
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
に
、
子
ど
も
の
ヨ
リ
マ
シ
に
託
宣
さ
せ
る
法
に
関
連
し
て
、
水
面
や
鏡
、
炎
な
ど
に

未
来
を
映
し
出
す
、
と
い
う
法
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
要
す
る
に
、
器
物
に
霊
を
入
れ

る
、
と
い
う
法
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
の
一
つ
は
、
仏
像
や
神
像
に
霊
を
入
れ
て
、

動
き
出
さ
せ
る
法
で
、
こ
れ
も
い
わ
ゆ
る
雑
密
仏
典
を
見
る
と
、
血
の
涙
を
流
す
像
と
か
、

恐
ろ
し
い
声
を
あ
げ
る
像
な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な
い(28)。
ま
た
、
た
と
え
ば
奝
然
が
請
来
し

た
清
涼
寺
の
釈
迦
像
が
、
完
成
し
た
時
に
肩
か
ら
血
が
に
じ
み
出
て
き
た
、
と
い
う
伝
承

が
あ
る
が(29)、
要
す
る
に
「
生
身
の
仏
像
」
も
、「
霊
が
入
っ
た
」
か
ら
こ
そ
生
き
た
肉
身

の
仏
像
な
の
だ
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、「
生
身
信
仰
」
も
憑
霊
現
象
の

一
つ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る(30)。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
と
く
に
興
味
深
い
の
が
、「
起
尸

鬼
」
と
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
vetāla
の
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
死
ん
で
ま
も
な
い

屍
体
に
入
り
込
み
、
そ
れ
を
自
由
に
動
か
す
と
い
う
鬼
神
の
一
種
で
、
イ
ン
ド
で
は
と
く

に
一
一
世
紀
の
『
カ
タ
ー
・
サ
リ
ッ
ト
・
サ
ー
ガ
ラ
』
に
含
ま
れ
た
『
屍
鬼
二
十
五
話
』

の
記
述
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る(31)。
し
か
し
仏
典
で
は
、『
法
華
経
』
の
羅
什
訳
（
四
〇
六

年
）
に
そ
の
名
を
挙
げ
る
個
所
が
あ
り(32
)、

初
唐
の
密
教
経
典
、
た
と
え
ば
菩
提
流
志
訳
の

『
一
字
仏
頂
輪
王
経
』
な
ど
に
は
、
多
く
の
例
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
す
べ
て
確
認
し
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
菩
提
流
志
の
訳
に
よ
る
経
典
で
は
、「
米
嚲
羅
」、「
米
哆
羅
」
な
ど
と

表
記
さ
れ
る
ヴ
ェ
ー
タ
ー
ラ
は
、
屍
体
に
入
る
鬼
（
の
霊
）
で
は
な
く
、
霊
を
入
れ
る
入

れ
物
で
あ
る
屍
体
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
一
字
仏
頂
輪
王
経
』
の

一
節
に
は
（
充
分
に
意
味
が
取
れ
な
い
部
分
が
あ
る
が
）

あ
る
天
気
が
良
く
な
い
一
日
が
終
わ
っ
た
時
（
不
候
時
日
覓
？
）、
死
ん
だ
ば
か
り
の

ま
だ
腐
敗
し
て
い
な
い
、
傷
も
な
い
米
嚲
羅
（
＝
屍
体
）
を
種
々
の
香
湯
で
清
め
、
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新
し
い
清
潔
な
衣
服
や
華
鬘
を
着
け
て
、
壇
の
中
に
置
け
。
呪
者
は
結
界
し
て
〔
自

ら
を
〕
護
身
し
、
結
跏
趺
坐
し
て
呪
を
誦
え
、〔
そ
れ
を
〕
起
き
上
が
ら
せ
よ
。
心
に

恐
怖
を
抱
い
て
は
な
ら
な
い
。
安
ら
か
に
米
嚲
羅
に
問
う
て
言
え
。
我
が
た
め
に
、

過
去
未
来
善
悪
の
こ
と
を
説
示
せ
よ
、
寿
命
を
延
ば
す
仙
薬
の
こ
と
、
金
銀
を
作
製

す
る
法
の
こ
と
、
安
怛
陀
那
（
antardhana＝
隠
身
）
の
法
の
こ
と
、
娜
羅
鉢
底

（
narapati＝
王
〔
に
な
る
？
〕）
の
法
の
こ
と
を
我
が
た
め
に
詳
し
く
説
き
、
我
を
し

て
明
解
な
ら
し
め
よ
、
と
。
も
し
呪
者
が
精
進
し
て
加
持
し
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
法
の

呪
を
〔
努
力
を
？
〕
倍
加
し
て
誦
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
大
転
輪
頂
娜
羅
鉢
底
三
摩
地

（
m
ahā-cakravarti-narapatisam
ādhi?）
を
證
し
て
（
つ
ま
り
「
転
輪
聖
王
」
と
な
っ

て
？
）、
こ
の
米
嚲
羅
神
は
随
っ
て
使
者
と
な
り
、
諸
願
を
叶
え
る
で
あ
ろ
う(33
)。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
と
い
う
語
こ
そ
出
て
い
な
い
が
、
明

ら
か
に
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
呪
術
の
一
種
で
あ
る
。
こ
の
経
典
の
第
四
巻
か
ら
第
五
巻
の
中

だ
け
で
も
、
二
十
八
回
、
こ
う
し
た
「
米
嚲
羅
」
の
法
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
大
正
蔵

密
教
部
に
見
え
る
ヴ
ェ
ー
タ
ー
ラ
の
法
は
、
文
字
通
り
枚
挙
に
暇
が
な
い
と
言
っ
て
過
言

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
今
の
引
用
で
「
呪
者
」
と
い
う
語
が
繰
り
返
し
現
わ
れ
る
が
、
こ
れ

は
「
持
呪
者
」
あ
る
い
は
「
持
明
者
」、
つ
ま
り
vidyādhara
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
vidyādhara
に
つ
い
て
は
、『
屍
鬼
二
十
五
話
』
の
冒
頭
に
と
く

に
印
象
的
な
記
述
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
漢
訳
の
雑
密
経
典
に
は
、
こ
う
し
た
異
様
な
修
法
が
文
字
通
り
無

数
に
記
さ
れ
て
お
り
、
髑
髏
を
用
い
る
修
法
な
ど
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
の
タ
ン

ト
ラ
の
歴
史
で
は
、
シ
ヴ
ァ
教
が
あ
る
程
度
整
備
さ
れ
て
く
る
の
は
、
八
世
紀
後
半
く
ら

い
か
ら
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
、
そ
う
し
た
タ
ン
ト
ラ
を
準
備
し
た
も
の
と

し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
髑
髏
派
＝
カ
ー
パ
ー
リ
カ
派
」
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
れ

に
か
ん
し
て
残
っ
て
い
る
文
献
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る(34
)。

し
か
し
、
漢
訳
仏
典
に
は
、
ま

さ
に
こ
の
カ
ー
パ
ー
リ
カ
派
の
仏
教
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
言
う
べ
き
も
の
が
、
き
わ
め
て
大

量
に
残
っ
て
い
る
。
一
一
世
紀
の
『
屍
鬼
二
十
五
話
』
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
世
界
は
、

八
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
こ
ろ
の
中
国
で
は
、
広
く
知
ら
れ
た
世
界
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。

四

中
国
の
事
例

イ
ン
ド
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
八
世
紀
ご
ろ
の
漢
訳
仏
典
、
ま
た
宋
代
に
訳
さ

れ
た
雑
密
経
典
に
、
ほ
と
ん
ど
数
え
き
れ
な
い
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
の
記
述
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
取
り
あ
え
ず
の
結
論
と
し
て
お
こ
う
。
次
に
中
国
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。

中
国
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
金
剛
智
（
六
七
一
〜
七
四
一
年
）
が
、
玄
宗

皇
帝
の
第
二
十
五
公
主
が
死
に
か
け
た
時
に
施
し
た
と
い
う
呪
法
が
あ
る
。
公
主
は
十
日

も
横
た
わ
っ
た
ま
ま
、
口
も
聞
か
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
金
剛
智
は
、
宮
中
の
七
歳

の
少
女
二
人
の
顔
に
赤
い
布
を
か
ぶ
せ
て
地
に
伏
せ
さ
せ
、「
密
語
を
以
て
之
を
呪
し
」、

「
三
摩
地
に
入
っ
て
不
思
議
力
を
以
て
」
彼
女
た
ち
を
閻
魔
王
の
元
に
送
り
届
け
る
。
そ

こ
で
、
閻
魔
王
の
許
し
を
得
て
公
主
は
半
日
の
間
、
息
を
吹
き
返
し
、
馬
で
駆
け
つ
け
た

皇
帝
と
親
し
く
話
し
た
後
、「
長
逝
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
宋
高
僧
伝
』
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
皇
帝
は
金
剛
智
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
語
ら

れ
る(35)。
袂
袒
し
か
し
、
そ
の
後
中
国
仏
教
は
唐
の
武
帝
に
よ
る
法
難
（
八
四
〇
〜
八
四
六

年
）
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
、
と
く
に
権
力
の
中
枢
に
近
い
位
置
に
あ
っ
た
密
教

は
、
決
定
的
に
衰
退
し
た
。
Edw
ard
D
avid
氏
が
集
中
的
に
研
究
し
た
南
宋
の
『
夷
堅

志
』
の
時
代
、
一
二
世
紀
後
半
の
南
中
国
に
な
る
と
、
密
教
は
道
教
と
深
く
習
合
し
、
さ
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ら
に
民
間
宗
教
化
し
て
、
各
種
の
儀
礼
の
文
献
的
な
典
拠
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
困
難
な

状
態
に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
憑
霊
信
仰
に
関
し
て
は
、
中
国
に
古
来
か
ら
存
在
し
た
呪

法
が
あ
り
、
仏
教
由
来
の
も
の
か
、
中
国
固
有
の
も
の
か
を
明
確
に
見
分
け
る
こ
と
は
難

し
い
。
そ
れ
で
も
、
話
の
中
に
仏
教
の
神
仏
の
名
な
ど
が
見
ら
れ
る
場
合
は
、
仏
教
の
要

素
が
継
承
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
宋
代
中
国
で
と
く
に
信
仰
さ
れ
た
の
は
、
烏
芻
澁
摩

明
王
と
龍
樹
だ
っ
た
。
烏
芻
澁
摩
明
王
は
「
穢
跡
金
剛
」
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る(36)。
一
方
、

龍
樹
は
『
龍
樹
五
明
論
』（
T
.X
X
I
1420）
の
著
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
説
か
れ

て
い
る
よ
う
な
呪
術
に
関
連
す
る
一
種
の
神
格
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
。
こ
の
『
龍
樹
五
明

論
』
は
、
き
わ
め
て
奇
妙
な
文
献
で
、
明
ら
か
に
中
国
の
偽
書
だ
が
、
内
容
は
一
種
の
雑

密
経
典
で
、
ま
だ
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
南
宋
時
代
の
中
国
で
は
、

密
教
は
都
市
や
村
落
の
宗
教
に
融
合
さ
れ
て
お
り
、
庶
民
の
需
要
に
応
じ
た
呪
法
を
駆
使

す
る
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
失
せ
物
の
捜
索
で
あ
っ
た
り
、
病
気
の
治
癒
、
あ

る
い
は
物
の
怪
退
治
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
村
の
子
ど
も
が
ヨ
リ
マ
シ
と
し
て
大
き

な
役
割
を
果
す
。
こ
れ
が
、
現
代
の
中
国
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
華
僑
の
民
間
宗
教
に
お
け

る
童
乩
（
タ
ン
キ
ー
、
ピ
ン
イ
ン
で
は
tóngjī）
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
主

に
D
avis
氏
の
研
究
に
引
用
さ
れ
た
文
献
か
ら
い
く
つ
か
の
例
を
引
く
に
と
ど
め
る
。

な
お
、
澤
田
瑞
穂
氏
の
研
究
に
は
、
こ
れ
に
類
似
す
る
例
が
見
ら
れ
、
可
能
な
場
合
は
澤

田
氏
の
翻
訳
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

は
じ
め
の
例
は
、『
夷
堅
志
』
で
は
な
く
、
古
く
、
唐
の
肅
宗
（
在
位
七
五
六
〜
七
六
二

年
）
時
代
の
人
と
い
う
孫
頠
に
よ
る
『
幻
異
志
』
に
見
ら
れ
る
次
の
説
話
で
あ
る
（
澤
田

瑞
穂
著
『
中
国
の
呪
法
』〔
平
河
出
版
社
、
一
九
八
四
年
]
p.48-49;D
avis,p.122-123）。
以
下
、

澤
田
氏
の
抄
訳
で
あ
る
。

越
〔
浙
江
省
〕
の
全
淸
と
い
う
僧
、
戒
律
に
精く
わ

し
く
、
ま
た
五
部
法
と
、
符
に
書

し
て
鬼
神
を
厭
役
す
る
術
を
善
く
し
た
。
時
に
市
人
の
王
と
い
う
姓
の
家
の
嫁
が
邪

気
に
魅
入
ら
れ
、
終
日
哭
泣
し
た
り
終
夜
喚
き
叫
ん
だ
り
す
る
こ
と
数
歳
。
後
に
全

淸
を
招
い
て
治
癒
を
乞
う
。
そ
こ
で
長
さ
尺
余
の
草
人
（
わ
ら
人
形
）
を
作
り(37)、
こ

れ
に
五
綵さ
い

の
衣
を
着
せ
、
壇
を
作
っ
て
草
人
を
土
に
立
て
て
こ
れ
を
禁
呪
す
る
。
し

ば
ら
く
す
る
と
嗚
咽
し
て
、
た
だ
「
お
助
け
下
さ
い
」
と
い
う
。
全
淸
が
こ
れ
を
詰

問
す
る
。「
何
の
精
魅
に
し
て
何
処
か
ら
来
た
も
の
な
る
か
、
分
明
に
申
せ
。
も
し

偽
り
を
申
さ
ば
打
っ
て
微
塵
に
す
る
ぞ
」
と
い
う
と
、
鬼
が
自
供
し
た
。
い
う
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
魈﹅

鬼﹅

（
し
ょ
う
き
）
で
、
近
年
の
春
、
会
稽
の
禹
廟
に
お
い

て
若
妻
を
見
染
め
、
こ
れ
に
憑つ

い
て
精
神
を
昏
迷
さ
せ
た
も
の
。
も
し
和
尚
が
許
せ

ば
、
み
ず
か
ら
境
を
出
て
人
間
界
に
は
近
づ
き
ま
せ
ん
と
い
う
。
全
淸
、「
こ
の

妖ば
け
も

はの

詐
り
を
申
す
。
釈ゆ
る

す
こ
と
相
成
ら
ぬ
」
と
て
、
甕か
め

を
横
に
し
て
鞭
で
草
人
を

追
い
た
て
甕
の
中
に
入
れ
る
と
、
泣
き
声
が
聞
え
る
。
こ
れ
に
封
を
し
、
甕
の
口
に

は
符
印
を
朱
書
し
、
泥
で
封
じ
て
桑
林
の
下
に
埋
め
、
家
人
に
は
動
か
し
て
は
な
ら

ぬ
と
戒
め
た
。
嫁
の
病
は
す
ぐ
治
っ
た
。

こ
れ
よ
り
五
年
を
経
て
兵
乱
が
起
り
、
人
々
み
な
逃
げ
避
け
る
。
兵
士
が
甕
を
埋

め
た
と
こ
ろ
を
見
て
、
埋
蔵
金
か
と
思
い
、
掘
り
出
し
て
甕
を
割
る
と
、
雉き
じ

が
突
然

に
飛
び
出
し
て
桑
の
樹
の
梢
に
止
ま
り
、
翼
を
振
っ
て
人
語
を
な
す
、「
あ
の
和
尚

め
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
が
、
今
や
っ
と
陽
の
目
を
見
る
ぞ
」
と
。
時
に
全
清
は
す
で

に
遷
化
し
て
い
た
（
唐
・
孫
頠
『
幻
異
志
』。
ま
た
宋
・
龔
明
之
『
葆
光
録
』
巻
二(38)）。

澤
田
氏
は
、
こ
れ
に
「
右
の
全
淸
の
こ
と
は
『
宋
高
僧
伝
』
巻
三
十
に
も
出
て
い
る
が
、

た
だ
字
句
表
現
に
小
異
が
あ
る
。「
禁
呪
を
密
蔵
し
、
能
く
鬼
神
を
劾
す
」
と
あ
り
、
終

り
に
甕
か
ら
飛
び
出
し
た
の
は
雉
で
は
な
く
て
鵶
（
鴉
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と
に
か
く

野
鳥
の
精
怪
が
女
に
と
り
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
加
え
て
い
る
。
こ
の
呪
法
は
、
わ
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ら
人
形
に
呪
文
を
唱
え
て
鬼
神
を
封
じ
込
め
る
（
縛
す
る
）
と
い
う
も
の
で
（
日
本
で
は
、

こ
う
し
た
修
法
は
お
も
に
陰
陽
道
で
行
な
わ
れ
る
）、
こ
こ
で
「
邪
気
」
と
い
う
表
現
が
用
い

ら
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
日
本
で
は
平
安
時
代
以
来
、「
邪
気
」
が
「
モ
ノ
ノ
ケ
」

と
読
ま
れ
て
、
阿
尾
奢
法
に
よ
る
加
持
で
治
療
す
る
べ
き
病
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ

よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
の
二
例
は
『
夷
堅
志
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

毗
陵
県
〔
江
蘇
省
、
常
州
〕
の
胡
氏
の
家
で
は
、
家
屋
を
広
げ
る
た
め
に
邪
魔
な
中

庭
の
木
を
伐
採
し
た
。
そ
の
真
ん
中
を
切
る
と
、
中
に
三
斗
の
米
を
入
れ
ら
れ
る
ほ

ど
の
甕
が
あ
っ
た
。
そ
の
様
子
は
木
の
皮
の
節
と
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

日
か
ら
山
魈
（
山
の
物
の
怪
）
の
怪
が
始
ま
っ
た
。
龍
樹
呪
を
善
く
誦
え
る
行
者
が

い
た
の
で
、
来
て
も
ら
い
、
お
祓
い
（
治
）
を
し
て
も
ら
っ
た
。〔
行
者
は
〕
童
子
に

様
子
を
観
ず
る
よ
う
に
命
じ
た
。〔
童
子
は
〕
数
寸
の
人
の
よ
う
な
も﹅

の﹅

（
人
物
）
が

た
く
さ
ん(39)、
龍
樹
に
追
わ
れ
て
、
婦
人
（
家
の
主
婦
）
の
床
の
上
に
登
っ
て
い
く
の

が
見
え
ま
す
、
と
言
っ
た
。
そ
の
後
、〔
も﹅

の﹅

〕
た
ち
は
〔
婦
人
、
あ
る
い
は
童
子
？
〕

に
憑
い
て
、
そ
の
口
を
借
り
て
話
し
た(40)。〔
行
者
は
〕
結
壇
し
て
そ
の
も﹅

の﹅

の
正
体

を
見
極
め
（
考
）、
攻
撃
し
て
（
撃(41)）
追
い
払
っ
た
。
騒
ぎ
が
収
ま
る
ま
で
半
年
か
か

り
、
や
っ
と
静
か
に
な
っ
た(42)。

次
の
例
は
、
仏
教
と
い
う
よ
り
、
道
教
的
儀
礼
を
民
間
の
「
法
師
」
が
行
な
っ
て
い
る

も
の
の
よ
う
だ
が
、
澤
田
氏
の
同
じ
論
文
で
抄
訳
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
興
味
深
い
。

呂(43)椿
年
の
三
歳
に
な
る
幼
児
が
、
南
宋
の
紹
熙
四
年
〔
一
一
九
三
年
〕
の
夏
に
病

に
か
か
る
。
父
母
こ
れ
を
憂
い
て
医
者
よ
祈
禱
よ
と
手
を
つ
く
し
た
。
あ
る
人
が
、

呉
法
師
と
い
う
者
が
あ
っ
て
符
水
の
術
に
精
し
い
か
ら
、
こ
れ
に
頼
ん
で
み
て
は
と

勧
め
る
。
そ
こ
で
す
ぐ
迎
え
に
ゆ
く
。
ま
た
百
銭
で
も
っ
て
市
中
の
店
の
一
小
児
を

雇
い
、
こ
れ
を
ヨ
リ
マ
シ
と
す
る
。
呉
法
師
が
き
び
し
く
詰
問
し
、
神
将
に
命
じ
て

そ
の
手
を
縛
ら
せ
る
と
、
徐
々
に
高
く
手
を
あ
げ
、
縛
を
受
け
る
状さ

ま

を
す
る
。
つ
い

で
両
足
を
縛
ら
せ
て
も
ま
た
同
様
に
す
る
。
こ
れ
を
𠮟
っ
て
、「
汝
は
某な
に

々が
し

の
鬼
な

る
か
」
と
い
う
と
、
俯う
つ

いむ

て
「
そ
う
で
す
」
と
答
え
る
。
す
べ
て
問
い
か
け
る
と
み

な
応
答
す
る
。
ま
た
「
汝
を
処
罰
す
る
に
忍
び
な
い
か
ら
、
な
に
が
し
の
功
徳
（
法

事
）
を
し
よ
う
と
思
う
が
、
汝
は
希
望
す
る
や
」
と
問
う
と
、
小
児
は
頷
い
て
礼
を

い
う
。
つ
い
で
𠮟
っ
て
去
ら
し
め
る
と
、
小
児
は
ば
っ
た
り
と
地
に
倒
れ
、
や
が
て

起
き
上
る
。
法
師
も
退
出
し
た
。
あ
と
で
主
人
の
呂
が
小
児
に
先
刻
の
こ
と
を
憶
え

て
い
る
か
と
問
う
と
、
答
え
て
い
う
、「
お
ら
は
百
文
が
欲
し
か
っ
た
か
ら
、
一
切

は
あ
の
人
の
い
う
こ
と
に
従
っ
た
の
で
、
あ
の
縛
ら
れ
た
り
答
え
た
り
し
た
の
も
、

み
ん
な
自
分
で
し
た
こ
と
。
で
も
、
長
い
こ
と
立
っ
て
足
が
疲
れ
た
の
で
、
何
の
質

問
に
も
頷
き
、
そ
れ
に
早
く
終
っ
て
外
に
出
て
一
睡
り
し
た
か
っ
た
だ
け
さ
」
と
。

衆
人
顔
を
見
合
わ
せ
、
大
笑
い
を
し
て
終
っ
た
。
幼
児
の
病
気
も
い
つ
の
ま
に
か
癒

っ
て
い
た
（『
夷
堅
志
』
支
景
巻
四
「
呉
法
師(44)」）。

こ
こ
で
、
澤
田
氏
は
「
附
語
」
と
い
う
表
現
を
「
ヨ
リ
マ
シ
」
と
訳
し
て
い
る
。
病
気

の
子
ど
も
の
病
因
で
あ
る
霊
（
鬼
神
？
）
を
ヨ
リ
マ
シ
の
身
体
に
乗
り
移
ら
せ
て
縛
し
、

そ
の
正
体
を
問
い
詰
め
、
法
事
（
加
持
）
を
し
て
去
ら
せ
る
と
い
う
手
順
は
、
日
本
の
平

安
時
代
の
阿
尾
奢
法
に
よ
る
モ
ノ
ノ
ケ
加
持
と
よ
く
合
致
す
る
。
ま
た
、
ヨ
リ
マ
シ
の
子

ど
も
が
一
種
の
「
八
百
長
」
を
演
じ
て
一
座
の
人
び
と
を
騙
す
、
と
い
う
こ
と
も
、
憑
霊

現
象
に
は
、
常
に
一
種
の
真
偽
の
問
題
が
絡
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
興
味
深
い
。

D
avis氏
は
、
こ
れ
は
患
者
個
人
の
家
で
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
市
中
の
公
衆
の
面

前
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
解
釈
し
、
こ
う
し
た
お
祓
い
儀
礼
の
「
演
劇
性
」
を
強
調
し
て

い
る(45)。
ま
た
、
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
日
本
の
近
世
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
吉
備
の
上か
ん

原ば
ら

大た
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夫ゆ
う

と
い
う
陰
陽
師
の
祈
禱
で
、「
前
申
し
」「
先
乗
り
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
助
手
が
、
祈
禱

の
対
象
の
家
の
事
情
な
ど
を
前
も
っ
て
聞
き
取
り
、
そ
れ
を
祈
禱
者
に
密
か
に
伝
え
て
儀

礼
の
効
果
を
高
め
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
想
起
さ
せ
る(46)。
た
だ
、
全
体
と
し
て
中

国
に
お
け
る
阿
尾
奢
法
、
ま
た
は
類
似
の
呪
術
に
関
す
る
研
究
は
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、

多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

五

日
本
に
関
連
し
て

最
後
に
、
日
本
に
関
し
て
も
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
た
だ
、
日
本
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
大
き
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
り
、
筆
者
が
こ
こ
で
新
た
な
資
料
を
提
示
す
る
用
意
は
な

い
こ
と
を
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
で
は
、
す
で
に
『
日
本
書
紀
』
の
段
階
で
、

天
皇
に
近
い
巫
女
的
な
女
性
が
神
の
意
思
を
伝
え
る
、
な
ど
の
事
例
が
あ
り
、
非
常
に
古

い
時
代
か
ら
神
懸
か
り
、
憑
霊
現
象
と
呼
べ
る
よ
う
な
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
古
代
か
ら
憑
霊
現
象
が
記
録
さ
れ
て
い
る
中
国
と
似
た
状
況
だ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
中
国
で
も
子
ど
も
が
ヨ
リ
マ
シ
の
役
割
を
果
す
こ
と

は
お
そ
ら
く
仏
教
の
影
響
下
で
始
ま
っ
た
の
と
同
様
に(47)、
日
本
で
は
、
ヨ
リ
マ
シ
を
用
い

る
憑
霊
儀
礼
は
ほ
ぼ
確
実
に
仏
教
経
由
で
イ
ン
ド
起
源
の
信
仰
が
移
入
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
「
お
そ
ら
く
冷
泉
天
皇
の
時
代
」（
一
〇
世
紀
半
ば
ご
ろ
）
と
い

う
時
代
の
特
定
に
至
る
ま
で
、
詳
し
く
分
析
さ
れ
た
上
野
勝
之
氏
の
研
究
成
果
は(48)、
日
本

の
宗
教
史
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、「
日
本

の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
、
ほ
ぼ
す
べ
て
「
日
本
古
来
の
」「
日

本
土
着
の
」
現
象
と
考
え
ら
れ
て
き
た
日
本
に
お
け
る
憑
霊
信
仰
は
、
明
ら
か
に
外
来
の
、

し
か
も
イ
ン
ド
由
来
の
要
素
が
重
要
な
役
割
を
果
し
た
複
雑
な
現
象
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
平
安
時
代
か
ら
室
町
期
に
至
る
ま
で
の
病
気
治
療
の
加
持

に
つ
い
て
、
上
野
氏
は
貴
族
の
日
記
を
中
心
と
し
た
資
料
の
精
細
か
つ
網
羅
的
な
研
究
を

し
て
お
り
、
こ
う
し
た
研
究
は
お
そ
ら
く
世
界
的
に
見
て
も
類
を
見
な
い
と
思
わ
れ
る

（
と
い
う
の
は
、
何
よ
り
貴
族
の
日
記
と
い
う
日
常
生
活
を
記
し
た
資
料
が
今
も
大
量
に
残
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
日
本
に
特
有
の
き
わ
め
て
稀
な
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
）。

筆
者
が
こ
う
し
た
事
例
に
興
味
を
持
つ
大
き
な
理
由
の
一
つ
は
、
近
年
の
「
宗
教
概

念
」
批
判
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
明
治
時
代
に
圧
倒
的
な
西
欧
近
代
を
受
け

入
れ
、
そ
れ
を
吸
収
す
る
と
い
う
大
き
な
政
治
的
・
文
化
的
な
背
景
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト

教
的
な
概
念
装
置
に
の
っ
と
っ
た
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
を
生
み
出
し
、
そ
れ
に
従
っ
て

こ
ん
に
ち
ま
で
宗
教
を
考
え
、
宗
教
史
を
探
求
す
る
と
い
う
営
為
を
重
ね
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
の
た
め
、
現
実
の
宗
教
の
歴
史
を
見
る
目
に
大
き
な
狂
い
が
生
じ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
、
と
い
う
深
刻
な
反
省
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
主
に
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の

は
、
各
宗
教
や
宗
派
の
教
義
の
歴
史
で
あ
り
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
の
信

仰
の
歴
史
だ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
人
び
と
の
生
活
の
中
で
「
生
き
ら
れ
た
宗
教
」
は
、

そ
う
し
た
研
究
範
疇
か
ら
は
み
出
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な

「
現
実
の
生
き
ら
れ
た
宗
教
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
重
要
だ
っ
た
の
は
病
気
の

治
療
や
失
せ
物
の
捜
索
、
あ
る
い
は
貧
困
か
ら
の
脱
却
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
生
活

に
密
着
し
た
日
常
的
な
要
素
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
祭
や
広
い
意
味
の
娯
楽

な
ど
も
含
ん
だ
社
会
生
活
の
幸
せ
の
追
究
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
な
目
で
見

た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
現
世
利
益
」
の
範
疇
に
入
る
さ
ま
ざ
ま
な
需
要
に
注
目
す
る
こ
と

が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
も
っ
と
も
欠
け
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う(49)。

そ
の
よ
う
な
研
究
の
一
環
と
し
て
、
阿
尾
奢
法
を
含
む
憑
霊
信
仰
の
研
究
は
、
き
わ
め

て
興
味
深
い
分
野
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
野
氏
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
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に
、
平
安
時
代
以
来
、
人
び
と
の
日
常
生
活
で
加
持
祈
禱
に
よ
る
病
気
治
療
は
、
宗
教
者

の
活
動
の
非
常
に
重
要
な
一
部
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
後
七
日
御
修
法
や

請
雨
法
な
ど
の
国
家
的
修
法
と
は
違
っ
て
、
宗
教
者
（
仏
教
者
）
自
身
が
書
い
た
文
献
な

ど
と
し
て
は
、
せ
い
ぜ
い
成
賢
に
よ
る
『
作
法
集
』
に
「
験
者
作
法
」
と
し
て
記
さ
れ
た

も
の
く
ら
い
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る(50)。
そ
も
そ
も
、
こ
の
「
験
者
」
の
実

態
が
、
ま
だ
未
解
明
の
部
分
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
験
者
に
つ
い
て
は
、
徳
永
誓
子
氏
の

修
験
道
成
立
に
関
連
す
る
歴
史
的
研
究
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
が(51)、
た
と
え
ば
中
国
に
お

け
る
「
神
異
」
の
僧
や
さ
ま
ざ
ま
な
霊
験
譚
と
の
比
較
も
含
め
て
、
今
後
の
大
き
な
研
究

課
題
だ
ろ
う
。
護
摩
壇
の
建
立
を
含
む
大
き
な
修
法
と
は
違
っ
て
、
加
持
祈
禱
は
よ
り
小

規
模
で
日
常
的
な
「
作
法
」
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
現
実
の
生
活
で
は
大
き

な
意
味
を
も
っ
た
に
違
い
な
い
。
事
実
、
先
入
観
な
し
に
大
正
蔵
の
密
教
部
を
ひ
も
と
け

ば
、
非
常
に
大
き
な
部
分
に
、
き
わ
め
て
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
、
血
腥
い
黒
魔
術
を
含
む

儀
礼
が
満
載
で
あ
る
こ
と
が
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
仏
教
、
と
く

に
密
教
の
専
門
家
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
記
述
は
目
に
入
ら
ず
、
よ
り
「
正
統

的
」
で
教
理
的
内
容
を
含
む
テ
ク
ス
ト
を
中
心
に
研
究
す
る
習
慣
が
身
に
つ
く
よ
う
に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
黒
魔
術
だ
け
が
「
現
実
の
生
き
ら
れ
た
宗
教
」
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
密
教
の
こ
う
し
た
部
分
は
、
タ
ン
ト
ラ
が
民
間
信
仰
的
な
も
の
を
エ
リ
ー
ト
宗
教

の
中
に
取
り
込
ん
だ
結
果
、
異
常
に
発
達
を
遂
げ
た
部
分
で
あ
り
、
特
殊
な
要
素
で
あ
る

こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、「
生
き
ら
れ
た
宗
教
」
が
現
実
の
生
活
に
密
着
し
た

需
要
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
部
分
的
に
黒
魔
術
も
含
め
た
現
世
利
益
、
す
な
わ

ち
「
雑
密
」
的
な
修
法
が
中
心
的
な
課
題
に
な
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な

い
。
ま
た
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
日
本
で
も
近
世
以
降
、
先
に
見
た
宋
代
中
国
と

似
た
よ
う
な
村
落
の
宗
教
に
お
け
る
寄
り
祈
禱
や
加
持
、
あ
る
い
は
祭
礼
に
お
け
る
神
懸

か
り
な
ど
の
現
象
が
非
常
に
頻
繁
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
狐
憑
き
を
は
じ
め
と

す
る
憑
き
物
信
仰
も
、
も
ち
ろ
ん
同
じ
範
疇
に
入
れ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る(52
)。
憑
霊
の
技

法
は
、
現
代
も
続
く
民
俗
祭
礼
で
あ
る
岡
山
県
久
米
郡
の
「
護
法
祭
」
で
の
神
懸
か
り
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
儀
礼
や
芸
能
に
も
取
入
れ
ら
れ
て
い
る
し
、「
カ
ゴ
メ
カ
ゴ
メ
」

の
よ
う
な
子
ど
も
の
遊
戯
に
さ
え
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
世
ま
で
は
寺
院
の
奥

深
く
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
う
し
た
修
法
が
、
形
を
変
え
て
民
間
に
流
布
す
る
よ

う
に
な
っ
た
媒
介
の
役
割
を
果
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
修
驗
者
な
ど
、
密
教
の
周
辺
に
位

置
し
て
い
た
宗
教
者
た
ち
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
過
程
を
、
イ
ン
ド
や
中
国
の
民
間

儀
礼
と
エ
リ
ー
ト
宗
教
の
関
係
な
ど
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
今

後
の
研
究
の
大
き
な
課
題
と
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
雑
密
的
な
こ
と
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
が
、
最
後
に
、
純
密
的
な
内
容

に
も
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
最
近
、
乾
仁
志
氏
が
『
金
剛
頂
経
』
に
お
け
る
āve
a
に

つ
い
て
い
く
つ
も
の
論
文
を
出
し
て
お
ら
れ
る(53
)。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、『
金
剛
頂
経
』
系
の

密
教
の
修
法
で
は
、「
遍
入
」
あ
る
い
は
「
召
入
」
と
訳
さ
れ
る
āve
a
が
き
わ
め
て
重

要
な
場
面
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
れ
は
vajrāve
a
す
な
わ
ち
「
金
剛
遍

入
」
と
訳
さ
れ
、
金
剛
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
如
來
の
智
慧
が
、
行
者
の
身
体
に
入
れ
ら

れ
る
、
あ
る
い
は
「
注
入
」
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
、
と
い
う
ふ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
āve
a
は
、
も
と
は
一
種
の
降
霊
術
に
類
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
密
教
の

教
義
的
・
救
済
論
的
な
文
脈
で
直
接
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
種
の
「
即
身
成
仏
」

の
理
論
的
か
つ
修
法
上
の
根
拠
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
」
は
、
古
く
は
、
た
と
え
ば
『
観
無
量
壽

経
』
に
「
諸
佛
如
來
是
法
界
身
。
遍
入
一
切
衆
生
心
想
中
（
諸
佛
如
來
は
是
れ
法
界
身
な
り
、

一
切
衆
生
の
心
想
の
中
に
遍
入
し
た
ま
ふ(54)）」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
う
か
が
う
こ
と
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が
で
き
る
（『
観
無
量
壽
経
』
は
五
世
紀
前
半
の
主
に
中
国
製
の
偽
経
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）。
イ

ン
ド
で
は
、
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
が
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
へ
の
バ
ク
テ
ィ
（
信
仰
）
の
文
脈
で
多

く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と(55)、
浄
土
教
は
、
仏
教
的
な
バ
ク
テ
ィ
運
動
に
属
す

る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
う
し
た
意
味
で
も
こ
の
用
例
は
興
味

深
い
。

さ
て
、
純
密
的
な
密
教
経
典
の
中
で
も
、
特
殊
な
位
置
づ
け
の
も
の
と
し
て
、『
瑜
祇

経
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
不
空
以
降
の
中
国
製
の
偽
経
と
思

わ
れ
る
が
、
格
調
高
い
純
密
の
経
典
で
あ
っ
て
、
部
分
的
に
は
後
期
密
教
の
影
響
も
考
え

ら
れ
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
半
部
分
に
は
、
四
回
、「
阿
尾

舍
」
と
い
う
語
が
現
わ
れ
、
中
に
は
相
当
に
「
雑
密
」
的
な
内
容
の
も
の
も
見
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
純
密
的
な
文
脈
だ
が
、「
V
ajrāve
a
nam
o
’stute/O
M.
vajra
rīye

svāhā
嚩
日
哩
（
二
合
）
吠
捨

南
謨
（
引
)
窣
覩
（
二
合
）
帝
／
唵
嚩
日
囉
（
二
合
）

室
哩
（
二
合
）
曳
娑
嚩
（
二
合
）
賀
（
引
）」
と
い
う
真
言
が
あ
り(56
)、

そ
れ
に
続
い
て
「
若

し
此
の
讃
王
を
持
し
て
纔
か
に
一
遍
稱
誦
す
れ
ば
諸
佛
悉
く
雲
の
ご
と
く
に
集
い
、
三
十

七
智
圓ま
ど

か
な
り
。
若
し
當
に
兩
遍
を
誦
す
れ
ば
諸
佛
悉
く
身
に
入
り
一
切
阿
尾
舍
し
、
及

び
以
て
三
界
の
主
た
ら
ん
」
と
い
う
一
節
が
あ
る(57)。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
『
金
剛
頂
経
』
的

な
意
味
で
の
阿
尾
奢
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
後
半
部
分
に
対
し
て
、
一
四
世
紀
の
宥
範

が
『
瑜
祇
経
義
述
』
で
次
の
よ
う
な
注
釈
を
付
し
て
い
る
。

次
に
、「
若
し
當
に
兩
遍
を
誦
す
れ
ば
」、
と
は
、
兩
遍
稱
讚
の
功
能
に
依
り
て
、
諸

佛
と
持
誦
者
、
入
我
我
入
す
る
不
可
思
議
を
明
か
す
。
故
に
、「
諸
佛
悉
く
身
に
入

り
一
切
阿
尾
舍
し
、
及
び
以
て
三
界
の
主
た
ら
ん
」
と
云
ふ
。
阿
尾
舍
は
不
二
和
合

の
義
な
り
。
す
で
に
諸
佛
と
不
二
和
合
し
て
、
三
界
の
法
王
の
位
と
同
ず
る
。
故
に
、

「
及
び
以
て
三
界
の
主
た
ら
ん
」
と
云
ふ
な
り(58)。

す
な
わ
ち
、
宥
範
は
阿
尾
舍
を
「
入
我
我
入
」
と
直
結
さ
せ
て
理
解
し
て
い
る
。「
入
我

我
入
」
と
は
、「
仏
が
我
に
入
り
、
我
が
仏
に
入
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
明
ら
か

に
「
入
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
の
観
念
に
よ
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば

「
聖
な
る
も
の
が
向
う
か
ら
入
っ
て
く
る
と
と
も
に
、
自
己
が
向
う
に
入
っ
て
い
き
、
両

者
が
融
合
す
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
即
身
成
仏
」
の
思
想
で
あ
り
、
密

教
儀
礼
の
核
心
そ
の
も
の
が
、
阿
尾
奢
法
の
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
だ
ろ
う(59
)。

し
か
し
翻
っ
て
考
え
て
み
る
な
ら
、
最
初
に
言
及
し
た
『
魔
醯
首
羅
天
説
阿
尾
奢
法
』

で
、
す
で
に
「
印
を
以
て
自
身
の
五
處
を
加
持
し(60)」、
さ
ま
ざ
ま
な
真
言
を
誦
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
行
者
は
次
に
應
に
自
身
を
魔
醯
首
羅
天
と
爲
せ
。
三
目
に
し
て
頭
に
瓔
珞

を
冠
り
莊
嚴
し
て
、
頭
の
冠
の
上
に
佛
を
有
す
る
半
月
を
置
け
。
首
の
上
は
青
く
、
十
八

臂
に
し
て
、
手
に
は
種
々
の
器
杖
を
持
ち
、
龍
を
以
て
紳
線
と
爲
し
、
角
を
絡
繫
す
。
ま

た
彼
の
血
を
塗
れ
る
象
皮
を
被
れ
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り(61)、
阿
尾
奢
法
が
本
尊
と
同
化
し
、

融
合
す
る
こ
と
に
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
「
雑
密
」
経
典
で
す
で
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

註(1
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Frederick
M
.Sm
ith,T
heSelfPossessed:D
eity
and
Spirit

Possession
in
South
A
sian
Literature
and
Civilization,
N
ew
Y
ork:
Colum
bia

U
niversity
Press,2006,p.60-66
に
（
お
も
に
Ioan
M
Lew
is,E
cstatic
religion:an

anthropologicalstudy
ofspiritpossession
and
sham
anism
,Penguin
Books,1971
を

め
ぐ
っ
て
）
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

(2
)
T
im
othy
Fitzgerald,“A
critique
of
‘religion’as
a
cross-cultural
category,”

M
ethod
and
T
heory
in
theStudy
ofR
eligion,9-2
(1997),p.91-110,と
く
に
p.107-
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108
参
照
。

(3
)
エ
リ
ア
ー
デ
の
個
人
史
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
英
語
の
W
ikipedia
に
よ

る
M
ircea
Eliade
の
項
目
が
詳
細
な
記
述
を
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
Philippe
Borgeaud,

E
xercicesdem
ythologie,Genève,LaboretFides,2004,p.179-205
に
も
、
興
味
深
い

記
述
が
あ
る
。

(4
)
三
崎
良
周
「「
純
密
と
雜
密
」
に
つ
い
て
」、『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
15-2
(1967),p.

535-540,p.536b.

(5
)
三
崎
、
同
上
論
文
、
p.540b.

(6
)
後
述
p.12-13
も
参
照
。

(7
)
た
と
え
ば
Sm
ith,op.cit.,p.114-117
に
記
述
さ
れ
た
ラ
ー
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
、
M
ehn-

dipur
の
Bālājī寺
院
お
よ
び
そ
の
周
辺
で
行
な
わ
れ
る
憑
霊
儀
礼
を
伴
っ
た
病
気
治
療
の

「
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
、『
枕
草
子
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
、
vol.18,p.60）
や
『
紫
式
部
日

記
』（
同
上
、
vol.26,p.130-132）
な
ど
に
見
ら
れ
る
ヨ
リ
マ
シ
加
持
の
儀
礼
の
記
述
と
非

常
に
近
い
部
分
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(8
)
ま
た
「
阿
毘
捨
」「
阿
吠
舎
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
写
が
あ
る
。

(9
)
M
ichel
Strickm
ann,
M
antras
et
m
andarins.
Le
bouddhism
e
tantrique
en

Chine,Paris,Gallim
ard,1996,p.213-241;Id.,Chinese
M
agicalM
edicine,Stanford,

Stanford
U
niversity
Press,2002,p.218-238
な
ど
。

(10
)
Edw
ard
L.D
avis,Society
and
the
Supernatural
in
Song
China,
H
onolulu,

U
niversity
ofH
aw
ai‘iPress,2001.

(11
)
Strickm
ann,ChineseM
agical
M
edecine,
p.229-232
お
よ
び
Id.,M
antras
et

m
andarins,p.222-224
参
照
。『
速
疾
立
驗
魔
醯
首
羅
天
説
阿
尾
奢
法
』（
T
.X
X
I1277）

は
、
最
近
、
RolfGiebel氏
に
よ
る
、
長
大
な
陀
羅
尼
の
還
梵
、
英
訳
を
含
む
模
範
的
英
訳
が

発
表
さ
れ
、
さ
ら
に
正
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
RolfGiebel,“A
aiva
T
extin

Chinese
Garb?A
n
A
nnotated
T
ranslation
ofthe
Sujiliyan
M
oxishouluo
tian
shuo

aw
eishe
fa,”in
A
ndrea
A
cri,ed.,E
soteric
Buddhism
in
M
ediaevalM
aritim
e
A
sia:

N
etw
orks
of
M
asters,
T
exts,
Icons,
Singapore,ISEA
S
Publishing
ISEA
S-Y
usof

Ishak
Institute,2016,p.381-388.一
方
、『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
經
』（
T
.
X
V
III
895

728a16-b6袂
袒
原
文
は
下
註
23
に
引
用
し
た
）
に
は
、
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
儀
礼
に
特
有
の
神

格
と
思
わ
れ
る
「
鉢
私
那
」
Prasenā
を
喚
び
だ
す
儀
礼
な
ど
、
ア
ー
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
法
に
関
す

る
き
わ
め
て
詳
細
な
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Strickm
ann
氏
以
前
に

Giacom
ella
O
rofino
氏
が
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
基
づ
い
て
と
く
に
興
味
深
い
研
究
を
発
表
し
て

い
る
。
Giacom
ella
O
rofino,“D
ivination
w
ith
M
irrors.O
bservations
on
a
Sim
ile

Found
in
the
K
ālacakra
Literature,”
In
T
ibetan
Studies,ed.Per
K
vaerne,vol.2

(1994),p.612-628,p.614-615
(O
slo:Institute
forCom
parative
Research
in
H
um
an

Culture).袂
袒
な
お
、
こ
れ
ま
で
謎
と
さ
れ
て
き
た
Prasenā
に
関
し
て
は
、
Sm
ith,op.

cit.p.422-437
に
詳
し
い
論
述
が
あ
り
、
そ
の
語
の
変
遷
、
意
味
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。

袂
袒
『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
經
』
の
漢
訳
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
で
は
、
儀
礼
の
内
容
に
大
き
な
違
い

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
両
訳
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
本
の
違
い
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
翻
訳
の

段
階
で
相
違
が
生
ま
れ
た
の
か
、
な
ど
、
問
題
が
多
い
。

(12
)
小
松
和
彦
「
護
法
信
仰
論
覺
え
書
き
袂
袒
治
療
儀
礼
に
お
け
る
「
物
怪
」
と
「
護
法
」」

『
現
代
宗
教
』
七
（
一
九
七
六
年
）。
こ
れ
は
同
著
『
憑
靈
信
仰
論
袂
袒
妖
怪
研
究
へ
の
試
み
』

講
談
社
、
一
九
九
四
年
、
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(13
)
小
山
聡
子
著
『
親
鸞
の
信
仰
と
呪
術
袂
袒
病
気
治
療
と
臨
終
行
儀
』（
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
一
三
年
）、
同
稿
「
憑
祈
禱
の
成
立
と
阿
尾
奢
法
袂
袒
平
安
中
期
以
降
に
お
け
る
病
気
治
療

と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て
」（『
親
鸞
の
水
脈
』
五
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
稿
「
病
気
治
療
に

お
け
る
憑
座
と
憑
依
」（『
親
鸞
の
信
仰
と
呪
術
』
に
収
録
）、
同
稿
「
護
法
童
子
信
仰
の
成
立

と
不
動
信
仰
」（
磯
水
絵
編
『
論
集

文
学
と
音
楽
史
袂
袒
詩
歌
管
弦
の
世
界
』、
和
泉
書
院
、

二
〇
一
三
年
）、
同
稿
「
光
源
氏
と
六
条
御
息
所
の
死
霊
」（『
説
話
』
一
二
、
二
〇
一
四
年
）、

同
稿
「
院
政
期
の
憑
祈
禱
に
お
け
る
物
付
の
待
遇
袂
袒
禄
を
中
心
と
し
て
」（『
日
本
宗
教
文
化

史
研
究
』
一
九
袞
一
、
二
〇
一
五
年
）。

上
野
勝
之
著
『
夢
と
モ
ノ
ノ
ケ
の
精
神
史
袂
袒
平
安
貴
族
の
信
仰
世
界
』（
京
都
大
学
学
術

出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）。

(14
)
小
田
悦
代
著
『
呪
縛
・
護
法
・
阿
尾
奢
法
袂
袒
説
話
に
見
る
僧
の
験
力
』（
岩
田
書
院
、
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二
〇
一
六
年
）。

(15
)
Frederick
Sm
ith,op.cit.,p.412
and
n.2.ま
た
A
lexis
Sanderson,“T
he
aiva

A
ge.袞
T
he
Rise
and
D
om
inance
of
aivism
during
the
Early
M
edievalPeriod,”in

Shingo
Einoo
[永
ノ
尾
信
悟
],ed.,G
enesis
and
D
evelopm
ent
ofT
antrism
,
T
ōkyō,

Institute
ofO
rientalStudies,T
okyo
U
niversity,2009,p.41-349,p.136-138,n.318

[p.138﹈
も
参
照
。

(16
)
Sm
ith,op.cit.,p.428
and
n.61
参
照
。

(17
)
Sm
ith
氏
以
後
の
研
究
と
し
て
は
、
P-J.N
orelius,“Strīkām
ā
vai
gandharvāh.:

Spirit-possession,w
om
en,and
initiation
in
V
edicIndia,”A
cta
O
rientalia,76
(2015),

p.13-89
が
と
く
に
興
味
深
い
。

(18
)
T
.W
.Rhys
D
avids,D
ialogues
ofthe
Buddha,London,Frow
de,1899,p.24.

Rhys
D
avids
の
英
訳
で
は
“O
btaining
oracular
answ
ers
by
m
eans
of
the
m
agic

m
irror.O
btaining
oracular
answ
ers
through
a
girlpossessed.O
btaining
oracular

answ
ers
from
a
god.”
パ
ー
リ
語
原
文
で
は
“ādāsapañham.
kum
ārikapañham.
de-

vapañham.”(D
īgha-nikāya,ed.T
.W
.Rhys
D
avids
and
J.Estitin
Carpenter,vol.1,

London,PaliT
extSociety,1975.p.11).な
お
、
片
山
一
良
訳
『
長
部
（
デ
ィ
ー
ガ
ニ
カ
ー

ヤ
）
大
篇

Ｉ
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
四
年
p.101
お
よ
び
注
も
参
照
。

(19
)
O
rofino,art.
cit.,
p.614
and
n.21
[p.621﹈
お
よ
び
Strickm
ann,M
antras
et

m
andarins,p.216
and
p.459-460,n.7.

(20
)
佐
野
誠
子
「
中
国
の
仏
教
者
と
予
言
・
讖
詩
袂
袒
仏
教
流
入
期
か
ら
南
北
朝
時
代
ま
で
」、

『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
八
七
、「
怪
異
を
媒
介
す
る
も
の
」、
勉
成
出
版
、
二
〇
一
五
年
p.206a-

220b,p.208b-209a
の
翻
訳
に
よ
る
。
原
文
は
、
竹
田
晃
、
黒
田
真
美
子
、
佐
野
誠
子
編
訳

『
中
国
古
典
小
説
選
』
二
『
捜
神
記
・
幽
明
録
・
異
苑
他
〈
六
朝
Ｉ
〉』、
明
治
書
院
、
二
〇
〇

六
年
p.405-407.石
勒
問
佛
圖
澄
：「
劉
曜
可
擒
、
兆
可
見
不
？
」
澄
令
童
子
齋
七
日
、
取
麻

油
掌
中
研
之
、
燎
旃
檀
而
咒
。
有
頃
、
舉
手
向
童
子
、
掌
内
晃
然
有
異
。
澄
問
：「
有
所
見

不
？
」
曰
：「
唯
見
一
軍
人
、
長
大
白
晳
、
有
異
望
、
以
朱
縛
其
肘
。」
澄
曰
：「
此
即
曜
也
。」

其
年
、
果
生
擒
曜
。

(21
)
『高
僧
伝
』（
T
.L
2059
383b21-23）「〔
佛
圖
澄
〕
來
適
洛
陽
。
志
弘
大
法
。
善
誦
神
呪
。

能
役
使
鬼
物
。
以
麻
油
雜
胭
脂
塗
掌
。
千
里
外
事
皆
徹
見
掌
中
如
對
面
焉
。
亦
能
令
潔
齋
者

見
」（「〔
仏
図
澄
は
〕
神
呪
を
誦
え
る
こ
と
を
得
意
と
し
、
鬼
神
を
使
役
す
る
こ
と
が
で
き
、

麻
油
を
臙
脂
〔
え
ん
じ
〕
に
混
ぜ
合
わ
せ
て
掌
に
塗
る
と
、
千
里
先
の
遠
方
の
事
柄
ま
で
が
す

べ
て
あ
り
あ
り
と
掌
の
中
に
現
れ
、
ま
る
で
じ
き
じ
き
に
対
面
す
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
潔

斎
す
る
者
に
も
そ
れ
を
見
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
」（
吉
川
忠
夫
、
船
山
徹
訳
、
岩
波
文
庫

『
高
僧
伝
』
第
三
巻
、
二
〇
一
〇
年
p.297-298）。『
高
僧
伝
』（
386b11-14）「〔
前
略
〕
兩

陣
纔
交
。
曜
軍
大
潰
。
曜
馬
沒
水
中
。
石
堪
生
擒
之
送
勒
。
澄
時
以
物
塗
掌
。
觀
之
。
見
有
大

衆
。
衆
中
縛
一
人
。
朱
絲
約
項
。
其
時
因
以
告
弘
。
當
爾
之
時
正
生
擒
曜
也
」（
同
上
訳
p.

307:「
両
軍
の
陣
営
が
交
戦
す
る
や
い
な
や
、
劉
曜
軍
は
総
崩
れ
と
な
り
、
劉
曜
の
馬
は
川
の

中
に
没
し
、
石
堪
が
生
け
捕
り
に
し
て
石
勒
の
も
と
に
送
り
届
け
た
。
仏
図
澄
は
そ
の
時
、
あ

る
も
の
を
掌
に
塗
っ
て
観
察
し
て
い
た
が
、
多
く
の
人
間
が
お
り
、
そ
れ
ら
多
く
の
人
間
の
中

か
ら
一
人
を
縛
り
上
げ
、
朱
色
の
糸
で
項
を
締
め
つ
け
る
の
が
見
え
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
こ
と
を

石
弘
に
報
告
し
た
。
そ
の
時
に
当
た
っ
て
、
ま
さ
し
く
劉
曜
を
生
け
捕
り
に
し
た
の
で
あ
る
」）。

袂
袒
『
高
僧
伝
』
の
仏
図
澄
伝
は
、
A
rthur
F.W
right,“Fo-T
‘u-T
êng
佛
圖
澄
：
A

Biography,”
H
arvard
JournalofA
siatic
Studies,V
ol.11,N
o.3/4
(D
ec.,1948),p.

321-371
に
よ
っ
て
詳
し
い
訳
注
と
と
も
に
英
訳
さ
れ
て
い
る
。

(22
)
『高
僧
伝
』（
T
.L
2059
385b17-22）「
澄
常
遣
弟
子
向
西
域
市
香
。
既
行
澄
告
餘
弟
子

曰
。
掌
中
見
買
香
弟
子
。
在
某
處
初
被
劫
垂
死
。
因
燒
香
。
呪
願
遥
救
護
之
。
弟
子
後
還
云
。

某
月
某
日
某
處
爲
賊
所
劫
。
垂
當
見
殺
。
忽
聞
香
氣
賊
無
故
自
驚
曰
。
救
兵
已
至
。
棄
之
而

走
」（
同
上
訳
p.320:「
仏
図
澄
は
あ
る
時
、
弟
子
を
西
域
へ
香
を
買
い
に
遣
わ
し
た
。
出
か

け
る
と
、
仏
図
澄
は
残
り
の
弟
子
た
ち
に
告
げ
た
。「
掌
の
中
に
香
を
買
い
に
出
か
け
た
弟
子

の
姿
が
見
え
る
が
、
某
所
に
お
い
て
盗
賊
の
た
め
に
今
に
も
死
に
そ
う
に
な
っ
て
い
る
」。
そ

れ
で
焼
香
し
て
呪
願
し
、
遥
か
に
身
の
安
全
を
守
っ
た
。
弟
子
は
そ
の
後
戻
っ
て
来
る
と
言
っ

た
。「
某
月
某
日
、
某
所
に
お
い
て
盗
賊
に
襲
わ
れ
、
今
に
も
殺
さ
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

突
然
、
香
の
匂
い
が
し
、
盗
賊
は
わ
け
も
な
し
に
驚
い
て
救
援
の
兵
隊
が
や
っ
て
来
る
と
言
い
、

放
り
出
し
て
逃
げ
て
行
き
ま
し
た
」）。
袂
袒
盗
賊
に
襲
わ
れ
て
い
る
弟
子
を
遠
く
か
ら
助
け
、
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賊
を
追
い
払
っ
た
、
と
い
う
の
は
、
空
間
を
越
え
て
鬼
神
を
使
役
で
き
た
、
と
い
う
観
念
に
基

づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

(23
)
『守
護
国
界
主
陀
羅
尼
経
』（
T
.X
IX
997
569b10-18）「
次
説
持
念
軌
儀
。
金
剛
阿
闍

梨
先
以
瞿
摩
夷
塗
成
方
壇
。
以
乳
酪
末
作
儞
也
〔
中
略
〕
各
盛
滿
碗
置
壇
四
角
四
角
。
置
燈
。

然
後
散
花
燒
安
悉
香
。
或
於
劍
中
或
鏡
或
牆
。
或
指
或
掌
或
燈
或
佛
像
。
或
水
精
或
壇
或
琉
璃

中
。
稱
心
所
欲
見
其
善
惡
。
當
以
童
男
或
有
童
女
。
身
無
瘢
痕
清
淨
無
過
。
澡
浴
身
體
著
解
白

衣
。
誦
此
眞
言
用
加
持
之
。
我
當
至
彼
自
現
其
身
。
隨
其
所
問
三
世
之
事
。
悉
皆
辯
説
。
隨
心

疑
惑
悉
皆
斷
除
」。

『蘇
婆
呼
童
子
請
問
経
』（
T
.X
V
III895
728a16-b6）「
復
次
蘇
婆
呼
童
子
。
若
念
誦
人
問

下
鉢
私
那
者
。
應
當
如
法
請
召
。
所
謂
手
指
或
銅
鏡
。
及
清
水
横
刀
燈
焰
寶
等
。
虚
空
尊
像
童

子
眞
珠
火
聚
石
等
。
於
如
是
處
。
鉢
私
那
下
者
。
請
召
來
已
。
當
即
自
説
天
上
人
間
。
及
過
去

未
來
現
在
。
超
越
三
世
善
惡
等
事
。
一
一
具
説
。
法
若
有
闕
。
持
眞
言
字
數
或
有
加
減
。
或
不

經
誦
。
不
具
正
信
亦
不
供
養
。
於
不
淨
地
天
不
睛
明
。
童
子
身
分
或
賸
或
少
。
有
斯
過
等
私
那

不
下
。
若
欲
請
下
。
初
應
持
誦
私
那
眞
言
。
持
誦
功
畢
。
即
於
白
月
八
日
或
十
四
日
或
十
五
日
。

是
日
不
食
。
以
瞿
摩
塗
地
如
牛
皮
形
。
即
將
童
子
清
淨
澡
浴
。
著
新
白
衣
坐
於
其
上
。
以
花
香

等
而
爲
供
養
。
自
亦
於
内
面
向
其
東
。
而
坐
茅
草
。
又
若
欲
令
彼
鏡
中
相
貌
現
者
。
則
先
取
其

鏡
。
以
梵
行
婆
羅
門
呼
摩
之
灰
。
揩
鏡
令
淨
。
或
七
八
遍
乃
至
十
遍
。
置
於
曼
荼
羅
上
。
仰
著

鏡
中
。
即
現
出
世
間
事
。
又
於
横
刀
中
看
事
法
者
。
亦
同
如
鏡
。
若
欲
於
手
指
面
上
看
吉
凶
者
。

先
以
紫
礦
水
清
淨
其
指
。
後
以
香
油
塗
之
。
即
現
諸
吉
凶
事
〔
後
略
〕」。

(24
)
前
注
に
引
い
た
『
蘇
婆
呼
童
子
請
問
経
』
の
最
後
に
「
若
欲
於
手
指
面
上
看
吉
凶
者
。
先

以
紫
礦
水
清
淨
其
指
。
後
以
香
油
塗
之
。
即
現
諸
吉
凶
事
」
と
あ
る
。

(25
)
Frederick
Sm
ith,op.
cit.,
p.430:“T
he
loci
of
the
prasenā
are
m
any.She

appears
in
highly
insubstantialand
unstable
form
as
a
shadow
or
apparition.H
er

appearance
does
notcom
e
outofthin
air,how
ever,buton
the
surface
ofw
ater,a

m
etalpot,a
sw
ord-blade,in
the
flam
e
ofa
lam
p,in
a
m
irror,the
eye
ofa
girl,the

sun,the
m
oon,his
ow
n
thum
b
sm
eared
w
ith
oil,or
w
ithin
his
body
in
the
pointof

lightbetw
een
hisbrow
s,and
there
revealsthe
answ
erhe
seeks.T
he
answ
erm
ay

take
the
form
ofapparitionalw
riting
ora
disem
bodied
voice,oritm
ay
be
uttered

by
a
young
boy
orgirlplaced
in
a
trance
forthispurpose
(svasthāve
an);oritm
ay

appear
to
such
a
m
edium
in
one
ofthe
aforesaid
substrates;or
itm
ay
arise
in
the

sādhaka’s
m
ind
w
hen
he
aw
akens
after
a
nightspentin
a
tem
ple
ofthe
deity.”

注
70
(p.463）
に
“Sanderson,personalcom
m
unication,Septem
ber
13,2001.”を

引
く
。

(26
)
『佛
説
大
摩
里
支
菩
薩
經
』（
T
.X
X
I1257
264a28-b9）「
復
有
成
就
法
。
日
初
出
時
令

一
童
女
洗
浴
清
淨
。
以
白
花
栴
檀
塗
身
。
著
白
衣
服
住
。
衢
摩
夷
作
者
。
曼
拏
羅
中
燒
安
悉
香
。

用
燕
脂
染
手
大
指
。
令
念
此
眞
言
一
百
遍
。
眞
言
曰
。
唵
引
喞
里
喞
里
目
娑
嚩
（
二
合
引
）
賀
。

復
誦
眞
言
八
百
遍
。
加
持
其
油
。
將
此
油
亦
塗
大
指
上
。
塗
已
指
面
明
照
。
能
現
天
人
等
像
。

復
誦
唵
𤚥
眞
言
。
加
持
燈
八
百
遍
。
其
童
女
能
見
過
去
事
如
對
目
前
。
及
能
調
伏
一
切
母
鬼
之

衆
。
復
能
更
念
。
唵
（
引
）
晩
多
隷
（
引
）
𤚥
（
引
）
目
。
眞
言
阿
喩
多
數
。
決
定
能
知
一
切

善
惡
之
事
」。

(27
)
佐
野
氏
の
「
中
国
の
仏
教
者
と
予
言
・
讖
詩
」
と
い
う
論
文
（
前
注
20
）
に
基
づ
い
て
、

こ
の
こ
と
を
最
初
に
筆
者
に
個
人
メ
ー
ル
で
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
小
田
悦
代
氏
で
あ
る
。
小
論

は
、
小
田
氏
の
こ
の
指
摘
を
出
発
点
に
し
て
い
る
。
特
筆
し
て
感
謝
し
た
い
。

(28
)
た
と
え
ば
菩
提
流
志
訳
『
不
空
羂
索
神
變
眞
言
經
』（
T
.X
X
1092
258c14-17,259a

22-29）「
世
尊
大
自
在
天
三
叉
戟
羂
索
三
昧
耶
。
鑌
鐵
爲
戟
。
其
戟
量
長
四
手
把
量
。
羂
索
等

分
取
生
蓙
牛
尾
生
童
男
頭
髮
。
五
淨
淨
治
建
曼
拏
羅
。
眞
言
加
持
索
股
。〔
中
略
〕
持
眞
言
者

執
持
戟
擬
。
大
瞋
怒
聲
一
誦
奮
怒
王
眞
言
。
加
持
自
手
作
大
瞋
心
。
一
挌
摩
訶
迦
囉
面
三
五
七

下
。
其
像
大
叫
。
時
眞
言
者
勿
生
怖
畏
。
結
期
剋
印
擬
摩
訶
迦
囉
像
。
其
像
眼
中
便
涙
出
下
。

手
指
取
涙
握
塗
額
上
。
得
祕
密
三
昧
耶
見
於
伏
藏
。
又
眞
言
手
挌
三
四
七
下
。
其
像
眼
中
便
血

出
下
。
承
掬
飮
之
即
證
身
通
。
騰
空
自
在
於
諸
藥
叉
威
用
第
一
〔
後
略
〕」
な
ど
。

(29
)
奥
健
夫
『
清
涼
寺
釈
迦
像
』、『
日
本
の
美
術
』
N
o.513、
至
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
p.

42c-44a.

(30
)
J.R.Freem
an,“Possession
Ritesand
the
T
antric
T
em
ple:A
Case-Study
from

N
orthern
K
erala,”
D
iskus
[Electronic
journal
of
religious
studies.]
vol.2
no.2
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(A
utum
n
1994).〈http://jbasr.com
/basr/diskus/diskus1-6/FREEM
A
N
.T
X
T
〉（
二

〇
一
七
年
一
〇
月
二
三
日
閲
覧
）
に
現
代
イ
ン
ド
の
「
生
身
の
神
像
」
を
憑
霊
信
仰
の
視
点
か

ら
解
釈
し
た
興
味
深
い
例
が
あ
る
。

(31
)
ソ
ー
マ
デ
ー
ヴ
ァ
『
屍
鬼
二
十
五
話

イ
ン
ド
伝
奇
集
』
上
村
勝
彦
訳
、
平
凡
社
（
東
洋

文
庫
）、
一
九
七
八
年
。

(32
)
『妙
法
蓮
華
経
』（
T
.IX
262
59b6）「
毘
陀
羅
」。

(33
)
『一
字
仏
頂
輪
王
経
』（
T
.X
IX
951
255a24-b3）「
不
候
時
日
覓
。
一
卒
去
米
嚲
羅
。

身
支
未
壞
無
瘢
痕
者
。
以
諸
香
湯
而
淨
浴
之
。
與
著
新
淨
衣
服
花
鬘
。
臥
置
壇
内
。
是
時
呪
者
。

結
界
護
身
結
跏
趺
坐
。
呪
令
起
坐
心
莫
怖
悚
。
安
詳
問
言
米
嚲
羅
曰
。
爲
我
説
示
過
去
未
來
善

惡
之
事
。
長
年
仙
藥
之
事
。
作
金
銀
法
。
安
怛
陀
那
法
。
娜
羅
鉢
底
法
。
具
爲
我
説
令
我
明
解
。

若
當
呪
者
加
以
精
進
。
倍
誦
其
呪
專
一
作
法
。
即
證
大
轉
輪
頂
娜
羅
鉢
底
三
摩
地
。
是
米
嚲
羅

神
隨
爲
使
者
。
能
與
諸
願
」。

(34
)
K
āpālika
派
に
つ
い
て
は
D
avid
N
Lorenzen,T
he
K
āpālikas
and
K
ālām
ukhas:

T
w
o
Lost
aivite
Sects,D
elhi,M
.Banarsidass
Publ.,1991
が
基
本
文
献
で
あ
る
。

(35
)
『宋
高
僧
伝
』（
T
.L
2061
711c6-18）「
初
帝
之
第
二
十
五
公
主
甚
鍾
其
愛
。
久
疾
不
救
。

移
臥
於
咸
宜
外
館
。
閉
目
不
語
已
經
旬
朔
。
有
勅
令
智
授
之
戒
法
。
此
乃
料
其
必
終
。
故
有
是

命
。
智
詣
彼
。
擇
取
宮
中
七
歳
二
女
子
。
以
緋
繒
纏
其
面
目
臥
於
地
。
使
牛
仙
童
寫
勅
一
紙
焚

於
他
所
。
智
以
密
語
呪
之
。
二
女
冥
然
誦
得
不
遺
一
字
。
智
入
三
摩
地
。
以
不
思
議
力
令
二
女

持
勅
詣
琰
摩
王
。
食
頃
間
王
令
公
主
亡
保
母
劉
氏
護
送
公
主
魂
隨
二
女
至
。
於
是
公
主
起
坐
開

目
言
語
如
常
。
帝
聞
之
不
俟
仗
衞
。
馳
騎
往
于
外
館
。
公
主
奏
曰
。
冥
數
難
移
。
今
王
遣
迴
略

覲
聖
顏
而
已
。
可
半
日
間
然
後
長
逝
。
自
爾
帝
方
加
歸
仰
焉
」。
袂
袒
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

Strickm
ann,M
antrasetm
andarins,p.213-215
に
翻
訳
、
論
述
が
あ
る
。

(36
)
中
国
に
お
け
る
穢
跡
金
剛
の
信
仰
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
Y
ang
Zhaohua

氏
が
優
れ
た
研
究
を
さ
れ
て
い
る
が
、
公
表
さ
れ
た
論
文
は
な
い
。〈
https://searchw
orks.

stanford.edu/view
/10164620〉
に
“D
evouring
im
purities:m
yth,ritual
and
talis-

m
an
in
the
cult
ofU
cchus.m
a
in
T
ang
China”と
題
さ
れ
た
博
士
論
文
の
要
旨
が
あ
る

（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
四
日
閲
覧
）。

(37
)
澤
田
氏
は
、「
八
尺
余
の
草
人
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
原
文
に
は
「
尺
余
」
と
あ
る
の

で
、
こ
れ
は
校
正
ミ
ス
と
思
わ
れ
る
。

(38
)
幻
異
志
（「
龍
威
秘
書
四
集
」「
晋
唐
小
説
暢
観
」
第
七
冊
〔
大
酉
山
房
、
一
七
九
四
年
〕）

七
表
〜
裏
「
越
猶
全
清
。
精
於
戒
律
。
而
善
五
部
法
。
書
符
猒
役
鬼
神
之
術
。
時
有
市
人
姓
王
。

兒
婦
染
邪
氣
。
或
盡
日
哭
泣
。
或
終
夜
狂
呼
。
如
此
數
歲
。
後
召
全
清
治
之
。
乃
縛
草
人
。
長

尺
餘
。
衣
之
五
綵
。
結
壇
草
人
於
土
。
禁
呪
之
良
久
。
嗚
咽
而
語
。
唯
稱
乞
命
。
全
清
詰
之
。

是
何
精
魅
。
從
何
而
來
。
分
明
言
之
。
如
虛
妄
。
撲
成
微
塵
。
云
是
魈
鬼
。
頃
歲
春
日
。
於
禹

廟
前
。
見
伊
人
。
遂
相
附
。
令
其
舉
止
顚
倒
。
魂
魄
昏
迷
。
和
尚
儻
捨
之
即
自
逾
境
。
不
敢
近

於
人
煙
。
全
清
曰
。
此
妖
詐
。
不
宜
釋
之
。
乃
取
一
瓮
側
臥
。
以
鞭
驅
約
草
人
入
瓮
中
。
呦
呦

有
聲
。
緘
之
。
瓮
口
朱
書
符
印
。
封
以
六
一
之
泥
。
埋
於
桑
林
下
。
戒
家
人
無
動
之
。
其
婦
即

日
差
。
經
五
載
。
劉
漢
宏
兵
馬
之
際
。
人
皆
逃
避
。
兵
人
見
埋
瓮
處
。
謂
之
藏
物
。
遂
掘
之
。

打
瓮
被
。
見
雉
突
然
飛
出
。
立
於
桑
杪
。
奮
迅
羽
毛
。
作
人
語
曰
。
被
這
和
尚
禁
却
。
今
方
見

日
光
。
時
全
清
已
遷
化
」（〈
http://ctext.org/library.pl?if=en&
file=104977&
page=16

#%
E5%
85%
A
8%
E6%
B8%
85〉,〈http://ctext.org/library.pl?if=en&
file=104977&
pa

ge=17〉）〔
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
五
日
閲
覧
〕。
袂
袒
澤
田
、『
中
国
の
呪
法
』
p.48-49
の

抄
訳
。
な
お
、『
宋
高
僧
伝
』
巻
三
十
（
T
.L
2061
895b19-c2）
に
「
又
會
稽
釋
全
清
。
越

人
也
。
耰
耘
戒
地
芬
然
杜
若
。
於
密
藏
禁
呪
法
也
能
劾
鬼
神
。
時
有
市
儈
王
家
之
婦
患
邪
氣
。

言
語
狂
倒
或
啼
或
笑
。
如
是
數
歳
。
召
清
治
之
。
乃
縛
草
人
長
尺
餘
。
衣
以
五
綵
置
之
於
壇
。

呪
禁
之
良
久
。
婦
言
乞
命
。
遂
誌
之
曰
。
頃
歳
春
日
於
禹
祠
前
相
附
耳
。
如
師
不
見
殺
即
放
之

遠
去
。
清
乃
取
一
姶
以
鞭
驅
芻
靈
入
其
中
。
而
呦
呦
有
聲
。
緘
器
口
以
六
乙
泥
。
朱
書
符
印
之

瘞
于
桑
林
之
下
。
戒
家
人
無
動
之
。
婦
人
病
差
。
經
五
載
後
。
値
劉
漢
宏
與
董
昌
隔
江
相
持
越

城
陷
人
。
謂
此
爲
窖
藏
掘
打
姶
破
。
見
一
鵶
闖
然
飛
出
。
立
於
桑
杪
而
作
人
語
曰
。
今
得
日
光

矣
。
時
清
公
已
卒
也
」
と
あ
る
。

(39
)
D
avis氏
は
、
こ
れ
を
単
数
に
取
っ
て
い
る
が
、
原
文
に
「
皆
」
と
あ
る
の
で
、
複
数
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

(40
)
原
文
「
遂
憑
以
語
」。
D
avis
氏
は
、
こ
れ
を
「
物
の
怪
が
童
子
に
憑
い
た
」
と
理
解
し

て
い
る
が
、
童
子
か
婦
人
か
に
つ
い
て
、
や
や
疑
問
が
残
り
る
。

（ 18 ）



(41
)
D
avis氏
は
こ
れ
を
「
繫
」
の
意
味
に
と
っ
て
「
bound」
と
訳
し
て
い
る
。

(42
)
『夷
堅
乙
志
』
巻
第
二

一
表
（
張
元
濟
・
新
校
輯
活
字
本
、
上
海
商
務
印
書
館
、
民
国

一
六
年
刊
本
に
基
づ
く
中
文
出
版
社
本
、
一
九
七
五
年
p.112a;何
卓
握
校
、
中
華
書
局
、
一

九
八
〇
年
、
vol.1,p.195）「
樹
中
甕

毗
陵
胡
氏
家
。
欲
廣
堂
屋
。
以
中
庭
朴
樹
爲
礙
。
伐

去
之
。
剖
其
中
得
陶
甕
。
可
受
三
斗
米
。
而
皮
節
宛
然
。
即
日
山
魈
見
怪
。
有
行
者
善
誦
龍
樹

咒
。
召
使
治
之
。
命
童
子
觀
焉
。
見
人
物
皆
長
數
寸
。
爲
龍
樹
所
逐
。
入
婦
人
榻
上
。
遂
憑
以

語
。
乃
結
壇
考
擊
逐
去
。
蓋
擾
擾
半
年
乃
定
」。
袂
袒
D
avis,op.cit.p.140-141.

(43
)
澤
田
氏
の
翻
訳
で
は
「
呉
」
と
あ
る
が
、
原
文
に
従
っ
て
「
呂
」
に
変
え
る
。

(44
)
澤
田
、
同
上
書
p.51.『
夷
堅
志

支
景
』
巻
四

二
裏
〜
三
表

中
文
出
版
社
本
p.

386a-b;何
卓
本
vol.2,p.902「
呂
椿
年
幼
三
歲
。
以
紹
熙
癸
丑
夏
。
得
痰
疾
。
父
母
憂
之
。

醫
禱
備
至
。
或
言
。
有
吳
法
師
者
。
符
水
極
精
宜
使
治
之
。
乃
亟
往
邀
請
。
復
以
百
錢
顧
廛
市

一
小
兒
令
附
語
。
吳
訶
責
詰
問
。
勅
神
將
縛
其
手
。
卽
徐
徐
高
擧
手
。
爲
受
繫
之
狀
。
繼
令
縛

兩
足
。
亦
然
。
𠮟
之
曰
。
汝
是
某
鬼
乎
。
俛
首
曰
是
。
凡
所
扣
數
條
。
皆
呫
囁
應
喏
。
又
曰
。

予
不
忍
治
汝
。
汝
要
某
功
徳
乎
。
兒
頷
首
。
謝
曰
幸
甚
。
旋
𠮟
使
去
。
兒
冥
然
仆
地
。
少
頃
而

起
。
法
師
退
。
呂
氏
詢
兒
適
問
所
見
。
尚
能
省
憶
否
。
答
曰
。
我
貧
。
百
錢
之
利
故
。
一
切
從

彼
言
。
其
執
縛
。
對
答
皆
我
自
爲
之
。
仍
以
久
立
脚
力
疲
盡
。
是
以
隨
問
掂
頭
。
且
欲
事
了
後

出
外
睡
一
覺
耳
。
衆
相
視
大
笑
而
罷
。
幼
子
亦
自
癒
」。
袞
D
avis,op.cit.,p.109-110.

(45
)
D
avis,ibid.,p.110-112.

(46
)
荒
俣
宏
『
陰
陽
師
袂
袒
安
倍
晴
明
の
末
裔
た
ち
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
二
年
)
p.63-

69
以
下
。

(47
)
D
avis,op.cit.,p.271-273
参
照
。

(48
)
上
野
、
前
掲
書
p.106-107、
ま
た
第
二
章
全
般
。

(49
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
日
本
「
宗
教
」
史
ゼ
ロ
章
と
し
て
・
1
〜
3
」
と
し
て
雑

誌
『
春
秋
』
二
〇
一
七
年
四
〜
六
月
号
に
連
載
し
た
文
章
を
参
照
。

(50
)
小
田
、
前
掲
書
p.165-168
お
よ
び
該
当
注
﹇
p.182-183﹈
に
主
要
な
先
行
研
究
の
紹

介
と
と
も
に
、
論
述
さ
れ
て
い
る
。

(51
)
徳
永
誓
子
「
修
験
道
成
立
の
史
的
前
提
袂
袒
験
者
の
展
開
」、『
史
林
』
84
(1）（
二
〇
〇

一
年
)
p.97-123
参
照
。

(52
)
狐
憑
き
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
拙
稿
“La
‘possession’des

esprits
anim
aux
(tsukim
ono)
au
Japon
et
la
m
ythologie
bouddhique”,Cahiers

d’E
xtrêm
e-A
sie,21
(2012),p.387-403
で
は
仏
教
と
の
関
連
を
強
調
し
て
い
る
。

(53
)
乾
仁
志
「
金
剛
界
マ
ン
ダ
ラ
を
通
し
て
見
た
密
教
の
特
色
袂
袒
特
に
金
剛
鈴
菩
薩
を
中
心

と
し
て
」、『
日
本
仏
教
学
会
年
報
袞
仏
教
と
智
慧
』
73
（
二
〇
〇
八
年
)
p.125-138
お
よ
び

同
氏
「
漢
訳
経
軌
に
見
え
る
入
知
」、『
頼
富
本
宏
博
士
還
暦
記
念
論
文
集

マ
ン
ダ
ラ
の
諸
相

と
文
化

上
袂
袒
金
剛
界
の
巻
』、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
p.183-198.

(54
)
『觀
無
量
壽
經
』
T
.X
II365
343a19-20.

(55
)
Sm
ith,op.cit.,p.345-362
参
照
。

(56
)
こ
の
還
梵
は
PolV
anden
Broucke,“Y
ugikyō.D
e
schriftuur
van
alle
yoga’s
en

yogi’s
van
het
paviljoen
m
et
vajra-top
(T
.
X
V
III
no
867,
pp.
253-269),”

RijksuniversiteitGent,A
cadem
iejaar
1989-1990,p.123
に
よ
る
。

(57
)
『瑜
祇
経
』（
T
.X
V
III867
262c28-263a8）「

V
ajrā

ve
a

na
m
o

’stu

te

嚩
日
哩
（
二
合
）
吠
捨
南
謨
（
引
）
窣
覩
（
二
合
）
帝

O
M.
vajra

rī

ye

svā

唵
嚩
日
囉
（
二
合
）
室
哩
（
二
合
）
曳
娑
嚩
（
二
合
）

hā賀
引若

持
此
讃
王

纔
一
遍
稱
誦

諸
佛
悉
雲
集

三
十
七
智
圓

若
當
誦
兩
遍

諸
佛
悉
入
身

一
切
阿
尾
奢

及
以
三
界
主
」。

(58
)
『瑜
祇
経
義
述
』（
日
本
大
蔵
経
〔
旧
版
〕、
経
蔵
部
、
密
経
部
章
疏
、
二
下
p.429a-b）

「
次
若
當
㆑

誦
㆓

兩
遍
㆒

等
者
。
依
㆓

兩
遍
稱
讚
之
功
能
㆒

明
㆘

諸
佛ト

與
㆓

持
誦
者
㆒

入
我
我
入
不
可
思

議
乂故
云
㆓

諸
佛
悉
入
㆑

身
一
切
阿
尾
舍
及
以
三
界
主
㆒

也
。
阿
尾
舍ハ

不
二
和
合
義
也
。
既
與
㆓

諸

佛
㆒

不
二
和
合シ

テ

同
㆓

三
界
法
王
位
弌
故
云
㆓

及
以
三
界
主
㆒

也
」。

(59
)
密
教
の
「
入
我
我
入
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
表
現
は
、
道
教
の
経
典
で
も
見
ら
れ
る
。

（ 19 ）



D
avis,op.cit.,p.274,n.33
は
、
雷
法
に
属
す
る
明
代
の
文
献
『
法
海
遺
珠
』（
CT
1166）

巻
第
一
、
十
二
裏
の
次
の
よ
う
な
句
を
引
い
て
い
る
。「
吾
神
入
師
神
、
師
神
入
我
神
」、「
吾

身
即
辛
君
、
辛
君
即
吾
身
」。
こ
れ
は
、
道
教
で
も
、
イ
ン
ド
の
タ
ン
ト
ラ
と
同
様
に
儀
礼
体

系
の
中
で
憑
霊
の
技
法
を
用
い
る
の
で
、
自
然
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
明

代
の
文
献
な
の
で
、
何
ら
か
の
形
で
密
教
の
間
接
的
な
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
袂
袒
と
言
っ
て
も
、「
入
我
我
入
」
と
い
う
表
現
は
、『
心
地
法

門
義
訣
』
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
（
T
.X
X
X
IX
1798
i813
b
16-17）、
中
国
の
文
献
で
は
ほ

と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(60
)
印
明
に
よ
っ
て
自
身
を
加
持
す
る
儀
礼
は
密
教
儀
礼
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
、
タ
ン
ト
ラ

の
文
脈
で
は
nyāsa
と
い
う
術
語
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
種
の
神
性
を
行
者
の
体

内
に
取
入
れ
る
儀
礼
で
あ
り
、
Sm
ith
氏
は
āve
a
儀
礼
の
一
つ
と
理
解
し
て
検
討
し
て
い
る
。

O
p.cit.,p.376-388.ま
た
A
ndré
Padoux,“Contributionsà
l’étude
du
m
antra
āstra.

II”,Bulletinsdel’É
colefrançaised’E
xtrêm
e-O
rient,67
(1980),p.59-102
も
参
照
。

(61
)
『魔
醯
首
羅
天
説
阿
尾
奢
法
』（
T
.X
X
I1277
329c1）「
加
持
七
遍
。
安
童
女
掌
中
。
便

以
手
掩
面
。
則
持
誦
者
結
大
印
。
二
手
合
掌
外
相
交
。
左
押
右
虚
其
掌
即
成
。
以
此
印
加
持
自

身
五
處
。
所
謂
額
右
肩
左
肩
心
喉
」。（
330a4-7）「
行
者
次
應
自
身
爲
魔
醯
首
羅
天
。
三
目
頭

冠
瓔
珞
莊
嚴
。
頭
冠
上
有
佛
半
月
。
項
上
青
。
十
八
臂
。
手
持
種
種
器
仗
。
以
龍
爲
紳
線
。
角

絡
繫
。
又
彼
塗
血
象
皮
」。

【付
記
】

小
稿
の
内
容
の
一
部
（
第
三
節
「
ヨ
リ
マ
シ
を
用
い
る
憑
霊
儀
式
の
古
い
例
」）
を
中
心
に

論
じ
た
英
文
の
拙
稿
「
A
n
Early
Exam
ple
of
Svasthāve
a
Ritual:A
Chinese

H
agiography
ofthe
Early
Fifth
Century」
が
、
日
仏
東
洋
学
会
の
機
関
誌
『
通
信
』
第

四
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
に
刊
行
予
定
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

（ 20 ）


