
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

九
月
の
こ
と
ば
は
仏
教
経
典
の
中
で
も
最
も
古
い
と
い

わ
れ
る
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
か
ら
で
す
。
古
い
と
い
う

こ
と
は
、
後
世
の
手
垢
が
つ
い
て
い
な
い
。
お
の
れ
の
主

張
に
合
う
よ
う
に
釈
尊
の
こ
と
ば
を
脚
色
し
て
な
い
か
ら
、

明
快
で
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
防
腐
剤
も
は
い
ら
ず
、
瓶

に
は
ラ
ベ
ル
も
貼
っ
て
な
い
、
蔵
出
し
の
生
一
本
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

|
生
ま
れ
が
あ
な
た
を
つ
く
る
の
で
は
な

い
。
今
の
あ
な
た
の
行
為
が
自
己
自
身
を
作
っ

て
い
く
|
。
い
や
な
事
が
続
く
今
だ
け
ど
、

読
ん
だ
だ
け
で
ス
ッ
キ
リ
し
ま
せ
ん
か
。
バ

ラ
モ
ン
と
い
う
の
は
、
古
代
イ
ン
ド
で
最
高

の
地
位
を
い
い
ま
す
。

　

よ
く
知
れ
た
有
名
な
こ
と
ば
な
の
で
す
が
、

忘
れ
か
け
て
い
た
名
句
を
思
い
だ
さ
せ
て
く

れ
た
の
は
、
奈
良
興
福
寺
貫
首
・
多
川
俊
映

師
が
こ
の
四
月
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
「
宗
教

の
時
間
」
の
講
師
を
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
テ

キ
ス
ト
『
唯
識
・
心
の
深
層
を
さ
ぐ
る
』
で

し
た
。
定
価
１
０
４
５
円
の
本
だ
か
ら
、
新

刊
で
買
え
ば
よ
い
の
で
す
が
、
つ
い
で
が
あ
っ
て
８
２
５

円
で
ネ
ッ
ト
の
古
書
店
か
ら
買
い
ま
し
た
。

　

古
書
と
は
い
え
綺
麗
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
ラ
ジ
オ
講

座
の
第
一
回
放
送
分
の
冒
頭
の
十
個
所
ほ
ど
に
に
赤
鉛
筆

で
線
が
引
か
れ
て
い
ま
す
。
良
い
気
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

古
書
で
す
か
ら
仕
方
の
な
い
こ
と
。パ
ラ
パ
ラ
と
後
の
ペ
ー

ジ
を
め
く
っ
て
い
く
と
読
ん
だ
形
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
テ
キ
ス
ト
を
最
初
に
買
っ
た
人
は
、
講
座
の
第
一

回
の
冒
頭
を
き
い
て
、
諦
め
た
の
で
し
ょ
う
。
唯
識(

ゆ

い
し
き)

は
難
し
い
の
で
す
。

　

唯
識
は
奈
良
時
代
（
八
世
紀
）
に
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ

た
「
法
相
宗
」
の
教
え
で
、
藥
師
寺
や
興
福
寺
、
京
都
の

清
水
寺
も
唯
識
で
す
。

　

正
直
に
白
状
す
れ
ば
、
わ
た
く
し
は
「
唯
識
」
が
、
わ

か
ら
な
い
。
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
わ
か
ろ
う
と
思
っ
て
、

多
川
師
の
著
作
だ
け
で
数
冊
も
っ
て
い
ま
す
。
が
、
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
禅
と

は
真
逆
の
方
向
に
あ
る
か
ら
。
ど
う
い
う

こ
と
か
と
い
う
と
、
禅
は
中
国
で
育
て
ら

れ
た
体
験
の
仏
教
で
す
。
そ
れ
に
た
い
し

て
、
唯
識
は
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
大
乗
仏

教
の
壮
大
・
精
緻
な
論
理
を
伝
え
る
教
え

で
す
。

　

体
験
と
論
理
で
す
か
ら
、
距
離
が
あ
る
。

距
離
を
ど
う
に
か
縮
め
よ
う
と
お
も
っ

て
、
わ
か
り
や
す
く
唯
識
を
語
っ
て
く
れ

る
多
川
師
の
本
を
読
ん
で
い
ま
す
。
九
月

の
こ
と
ば
に
し
た
名
句
の
前
に
多
川
師
は

漱
石
の『
草
枕
』の
一
節
を
引
き
ま
す
。「
生

ま
れ
に
よ
っ
て
賤
し
い…

」
の
現
代
語
訳
と
も
い
え
ま
す
。

「
人
の
世
を
作
っ
た
も
の
は
神
で
も
な
け
れ
ば
鬼
で
も
な

い
、
や
は
り
向
こ
う
三
軒
両
隣
に
ち
ら
ち
ら
す
る
た
だ
の

人
で
あ
る
」。

　

最
初
は
、
こ
の
こ
と
ば
を
九
月
の
こ
と
ば
に
し
よ
う
か

と
思
っ
た
の
で
す
が
、
た
だ
で
さ
え
仏
典
の
言
葉
が
す
く

な
い
松
岩
寺
の
伝
道
掲
示
板
で
す
か
ら
、
最
も
古
い
経
典

の
こ
と
ば
を
採
用
し
た
と
い
う
次
第
で
す
。

　

こ
の
四
月
か
ら
、
妙
心
寺
派
の
月
刊
誌
『
花
園
』
の
巻
頭
ペ
ー
ジ

を
担
当
し
て
い
ま
す
。
毎
月
、
千
字
ほ
ど
の
短
文
で
す
。
な
ぜ
、『
花

園
』
と
い
う
名
前
の
月
刊
誌
か
と
い
う
、
妙
心
寺
は
花
園
上
皇
（
１

２
９
７
〜
１
３
４
８
）
が
開
基
（
か
い
き
）、
言
っ
て
み
れ
ば
ス
ポ
ン

サ
ー
と
な
っ
て
建
て
た
お
寺
だ
か
ら
、
そ
の
ご
恩
を
忘
れ
な
い
た
め

に
、
妙
心
寺
関
係
の
も
の
に
は
、
花
園
が
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

月
刊
『
花
園
』
で
す
が
、
な
が
い
歴
史
が
あ
る
か
ら
、
執
筆
し
て

き
た
方
も
膨
大
で
し
ょ
う
。
多
く
の
執
筆
者
の
ひ
と
り
に
、
昭
和
の

名
僧
と
慕
わ
れ
た
山
田
無
文
元
妙
心
寺
派
管
長
（
一
九
〇
〇
〜
八
八
）

が
お
ら
れ
ま
す
。
ご
著
書
『
わ
が
精
神
の
故
郷
』
に
よ
れ
ば
、
無
文

老
師
は
愛
知
県
に
生
ま
れ
、
若
い
日
に
法
律
家
を
目
指
し
て
上
京
、

早
稲
田
中
学
へ
進
学
す
る
。
し
か
し
、「
学
校
の
授
業
中
に
も
ひ
そ
か

に
『
法
華
経
』
や
『
歎
異
抄
』
や
バ
イ
ブ
ル
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な

生
徒
に
な
っ
て
し
ま
い
」、
旧
制
高
校
の
入
学
試
験
に
は
不
合
格
、
あ

げ
く
に
結
核
で
生
死
を
さ
ま
よ
っ
た
の
ち
、
出
家
得
度
。
病
身
が
完

全
に
回
復
す
る
ま
で
の
間
、
京
都
の
臨
済
宗
大
学
（
現
花
園
大
学
）

で
禅
宗
学
を
学
ぶ
。
京
都
に
出
て
か
ら
も
「
日
曜
日
に
は
か
な
ら
ず
、

黒
い
衣(

こ
ろ
も)

を
着
た
ま
ま
教
会
へ
通
っ
た
」
と
い
う
。

　

そ
ん
な
無
文
老
師
も
『
花
園
』
誌
を
執
筆
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
坐

禅
和
讃
講
話
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
松
岩
寺
で
も
法
要
の
時
に
み

な
さ
ん
と
一
緒
に
お
よ
み
す
る
「
白
隠
禅
師
坐
禅
和
讃
」
の
解
説
を

昭
和
二
十
年
後
半
か
ら
六
年
以
上
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
一
冊
の
本
に
ま
と
ま
っ
た
時
、「
は
し
が
き
」
と
し
て
次
の
よ

う
な
詩
を
か
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

　　
　

た
の
し
ん
で
書
き　

く
る
し
ん
で
書
き

　
　

よ
ろ
こ
ん
で
書
き　

し
か
た
な
く
書
き

　
　

書
き
去
り　

書
き
去
り

　
　

落
葉
の
よ
う
に
花
園
に
た
ま
っ
た

　
　

九
十
八
篇
。

　　
　

た
の
し
ん
で
読
ま
れ　

い
や
い
や
読
ま
れ

　
　

お
も
し
ろ
く
読
ま
れ　

し
か
た
な
く
読
ま
れ

　
　

読
ま
れ　

読
ま
れ
て

　
　

枯
葉
の
よ
う
に
何
処
か
へ
舞
っ
て
し
ま
っ
た

　
　

九
十
八
篇
。

　
　

集
め
ら
れ
て
こ
の
一
巻
と
な
る

　
　

お
と
し
た
垢
を
見
せ
ら
れ
る
よ
う
で

　
　

自
分
で
は　

見
る
気
も
し
な
い
が

　
　

誰
か
が　

読
ん
で
く
れ
よ
う
か
。

　

い
い
で
し
ょ
う
。
ど
な
た
か
が
、「
宗
教
的
天
才
は
文
学
的
天
才

を
か
ね
る
」
と
い
う
名
言
を
書
い
て
い
た
け
れ
ど
、
無
文
老
師
は

ま
さ
し
く
宗
教
的
天
才
で
あ
り
、
文
学
的
天
才
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
今
回
の
私
の
拙
い
『
花
園
』
誌
の
連
載
を
読
ん
で
、
知

人
が
無
文
老
師
の
文
学
的
天
才
を
物
語
る
逸
話
を
教
え
て
く
れ
ま

し
た
。
花
園
大
学
に
在
学
中
の
知
人
が
父
親
を
突
然
に
亡
く
し
た
。

故
郷
へ
帰
る
と
無
文
老
師
に
報
告
に
行
く
と
、
次
の
よ
う
な
俳
句

を
即
興
で
つ
く
り
、
出
さ
れ
た
抹
茶
の
懐
紙
に
毛
筆
で
さ
ら
さ
ら

と
書
い
た
と
い
う
。

　

夏
萩
の
／
花
こ
ぼ
る
が
に
／
泣
き
た
ま
へ

　

ち
い
さ
な
懐
紙
は
、
知
人
の
大
き
な
宝
も
の
に
な
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
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生
ま
れ
に
よ
っ
て
賤
し
い
人
と
な
る
の
で
は

な
い
。
生
ま
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
と
な
る

の
で
は
な
い
。
行
為
に
よ
っ
て
賤
し
い
人
と

も
な
り
、
行
為
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
と
な
る
。

　

「
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
（
ス
タ
ッ
ニ
パ
ー
タ
）
」
よ
り

【
九
月
の
こ
と
ば
】
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