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第
３
章　

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る「
パ
ラ
ウ
ン
仏
教
」の
創
出
と
そ
の
実
態
に
つ
い
て

小
島
敬
裕

　
　
　

一　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
族
と
上
座
仏
教

 

山
地
の
少
数
民
族
パ
ラ
ウ
ン

　

テ
ー
マ
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
少
数
民
族
の
仏
教
と
い
う
こ
と
で
、か
な
り
細
か
い
話
に
な
り
ま
す
が
、ど
う
ぞ
ご

容
赦
く
だ
さ
い
。

　

私
自
身
は
、
中
国
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
境
地
域
の
タ
イ
族
と
い
う
少
数
民
族
の
仏
教
に
つ
い
て
研
究
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。
今
回
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
族
の
実
践
に
つ
い
て
紹
介
す
る
よ
う
に
と
い
う
依
頼
が
あ
り
ま
し

た
の
で
、
こ
こ
数
年
、
調
査
し
て
き
ま
し
た
パ
ラ
ウ
ン
族
の
仏
教
実
践
に
つ
い
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す1
。

　

は
じ
め
に
、「
パ
ラ
ウ
ン
」と
呼
ば
れ
る
山
地
民
と
、主
な
調
査
地
ナ
ム
サ
ン
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ

（
図
１
）は
私
が
撮
っ
た
ナ
ム
サ
ン
の
写
真
で
す
。
彼
ら
は
山
の
尾
根
沿
い
に
住
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
付
近
に
茶

畑
が
あ
り
ま
す
。
茶
を
栽
培
し
て
生
業
と
し
て
い
る
民
族
で
す
。

　

本
発
表
で
は
、主
に
パ
ラ
ウ
ン
族
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
が
、パ
ラ
ウ
ン
の
み
な
ら
ず
、シ
ャ
ン
族
、あ
る
い
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は
ビ
ル
マ
族
と
い
う
少
数
民
族
と
の
関
係
か
ら

分
析
す
る
た
め
、
ま
ず
そ
の
三
民
族
に
つ
い
て
、

簡
単
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
一
九
八
三
年
の
国
勢

調
査
に
基
づ
い
て
、
百
三
十
五
の
民
族（B

:	
taingyintha lum

yo

）2

が
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て

お
り
ま
す
。
本
発
表
で
取
り
あ
げ
る
、
パ
ラ
ウ

ン
、
シ
ャ
ン
、
ビ
ル
マ
の
三
つ
の
民
族
も
そ
こ
に

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

パ
ラ
ウ
ン
と
は
、
ビ
ル
マ
族
に
よ
る
他
称
で

す
。
自
称
は「
タ
ア
ー
ン
」と
い
う
山
地
民
で
す
。

パ
ウ
ラ
ン
が
多
く
住
む
ナ
ム
サ
ン
と
い
う
町
の

中
心
部
は
標
高
約
千
六
百
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し

て
い
ま
す（
図
２
）。

　

そ
の
次
に
、
パ
ラ
ウ
ン
と
の
関
係
を
取
り
上

げ
る
の
は
、「
シ
ャ
ン
」
と
い
う
人
た
ち
で
す
。

「
シ
ャ
ン
」と
い
う
の
は
ビ
ル
マ
族
に
よ
る
他
称

図１　ナムサンのパラウン族村落
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で
、
自
称
は「
タ
イ
」で
す
。
彼
ら
は
主
に
山
間
部
の
高
原
地
帯
の
盆
地
に
住
ん
で
い
ま
す
。
ナ
ム
サ
ン
に
近
い

チ
ャ
ウ
メ
ー
と
い
う
町
の
標
高
は
七
百
〜
八
百
メ
ー
ト
ル
で
す
。

　

そ
し
て
、
最
大
民
族
の
ビ
ル
マ
族
は
自
称「
バ
マ
ー
」と
い
い
ま
す
。
主
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
中
央
部
の
平
地
地
帯

に
居
住
し
て
い
ま
す
。

　

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
山
地
民
と
平
地
民
の
関
係
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
リ
ー
チ

（Edm
und	Leach

）の
論

3文
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
リ
ー
チ
は
、
平
地
と
山
地
の
社
会
組
織
に
つ
い
て
二
項
対
立

的
に
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
、平
地
民
は
階
層
制
の
政
治
構
造
を
持
ち
、生
産
性
の
高
い
水
稲
耕
作
を
お
こ
な
い
、非
単
系
出
自
で
あ

り
、
仏
教
を
信
仰
し
ま
す
。
そ
し
て
、
複
数
の
言

語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
い
い

ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
山
地
民
は
平
等
主
義
の
統

治
を
行
い
、
生
産
性
の
低
い
焼
畑
耕
作
を
営
み
、

単
系
出
自
で
あ
り
、精
霊
信
仰
が
中
心
で
す
。
ま

た
、複
数
の
言
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
い
ま

す
。

　

し
か
し
、
リ
ー
チ
の
貢
献
は
、
こ
の
よ
う
な
特

図２　シャン州ナムサン

ナムサン
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徴
を
持
ち
な
が
ら
も
山
地
民
が
生
活
ス
タ
イ
ル
を
変
え
、仏
教
徒
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
文
明
」化
さ
れ
た
平

地
民
に
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で
す
。
つ
ま
り
民
族
は
本
質
的
で
な
く
、
可
変
的
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
パ
ラ
ウ
ン
は
山
地
民
で
あ
り
な
が
ら
も
仏
教
徒
で
、
ソ
ー
ボ
ワ（B

:	 saw
bw

a,	P
:	 părm

ang

）を
首
長

と
す
る
階
層
制
の
政
治
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、リ
ー
チ
は
山
地
、平
地
の
類
型
の「
例
外
」と
し
て
パ

ラ
ウ
ン
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、パ
ラ
ウ
ン
は
山
地
民
の
な
か
で
も
茶
を
栽
培
し
て
い
る
た
め
、経
済
力
が

あ
り
、仏
教
を
受
容
し
て
、シ
ャ
ン
の
政
治
的
モ
デ
ル
を
模
倣
し
た
の
だ
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

 

パ
ラ
ウ
ン
と
上
座
仏
教

　

こ
こ
で
、パ
ラ
ウ
ン
の
信
仰
す
る
上
座
仏
教
の
実
践
と
言
語
の
関
係
に
つ
い
て
、簡
単
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。

　

東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
を
中
心
と
す
る
上
座
仏
教
徒
社
会
の
各
地
で
は
、
比
較
的
均
質
な
パ
ー
リ
語
経
典
が
継

承
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
、藤
本
先
生
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、大
乗
仏
教
の
よ
う
に
宗
派
に
よ
っ
て

重
視
す
る
経
典
が
異
な
る
と
い
う
状
況
と
は
違
い
ま
す
。
た
だ
、上
座
仏
教
に
も
、細
か
な
儀
軌
作
法
、あ
る
い

は
戒
律
に
関
す
る
実
践
の
相
違
に
基
づ
く
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
こ
の
発
表
で
は

「
教
派
」と
呼
ん
で
区
別
を
し
ま
す
。

　

上
座
仏
教
の
経
典
に
用
い
る
パ
ー
リ
語
は
、
文
字
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
各
地
で
使
用
さ
れ
る
イ
ン
ド
系

の
文
字
に
よ
っ
て
筆
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
少
し
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、パ
ー
リ
語
の
発
音
は
、民
族
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に
よ
っ
て
若
干
の
相
違
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、儀
礼
の
際
に
唱
え
ら
れ
る「
三
帰
依
文
」の
冒
頭
部
分
は
、ビ
ル

マ
式
で
は
、「
ボ
ウ
ダ
ン
・
ダ
ラ
ナ
ン
・
ゲ
ッ
サ
ー
ミ
」と
唱
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、シ
ャ
ン
州
東
部
を
中

心
と
す
る
タ
イ
系
民
族
の
様
式
で
は「
ブ
ッ
タ
ン
・
サ
ラ
ナ
ン
・
ガ
ッ
チ
ャ
ー
ミ
」と
唱
え
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の

よ
う
に
微
妙
な
発
音
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、三
蔵
経
典
の
み
な
ら
ず
、パ
ー
リ
語
経
典
の
一
節
に
続
き
、民
族
語
で
内
容
に
関
す
る
説
明
が
続
く
書

物
が
作
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
本
発
表
で
は
、そ
れ
を「
仏
典
」と
呼
ん
で
、経
典
と
区
別
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

す
。

　

で
は
、パ
ラ
ウ
ン
の
場
合
は
、仏
教
実
践
に
お
い
て
ど
の
言
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
パ
ラ
ウ

ン
に
つ
い
て
は
、
ミ
ル
ン（Leslie	M
ilne

）と
い
う
人
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
時
代
の
調
査
記
録
が
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
、布
薩
日（
満
月
・
新
月
、上
弦
八
日
・
下
弦
八
日
の
こ
と
）の
午
後
、パ
ラ
ウ
ン
の
寺
院
境

内
の
宿
坊
で
は
、在
家
の
識
字
者
が
シ
ャ
ン
語
ま
た
は
ビ
ル
マ
語
で
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
朗
誦
す
る
。
ま
た
、パ
ラ
ウ

ン
は
、独
自
の
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
、王
統
記
も
シ
ャ
ン
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
、と
い
う
記
述
が
あ
り

ま
4す。

　

こ
の
三
言
語
は
、言
語
系
統
か
ら
し
て
も
、パ
ラ
ウ
ン
語
は
モ
ン
・
ク
メ
ー
ル
系
言
語
、シ
ャ
ン
語
は
タ
イ
系
言

語
、
ビ
ル
マ
語
は
チ
ベ
ッ
ト
・
ビ
ル
マ
系
言
語
と
い
う
よ
う
に
、
か
な
り
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
パ
ラ
ウ
ン
は
異
民
族
の
言
語
を
仏
教
実
践
に
用
い
た
と
い
う
記
述
が
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
時
代
に
は
あ
る

わ
け
で
す
。
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で
は
、な
ぜ
パ
ラ
ウ
ン
語
を
使
わ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
後
ほ
ど
説
明
す
る
パ
ラ
ウ
ン
知
識
人
の
ウ
ー
・

ポ
ー
サ
ン（U

	Paw
	San

）の
、
植
民
地
時
代
か
ら
一
九
四
八
年
の
独
立
直
後
に
か
け
て
の
状
況
に
関
す
る
記
述

に
よ
れ
ば
、仏
教
儀
礼
の
際
に
、パ
ラ
ウ
ン
語
で
礼
拝
す
る
と
軽
蔑
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
パ
ラ
ウ
ン

語
は「
低
級
の
言
語
」と
認
識
さ
れ
て
お
り
、シ
ャ
ン
語
で
礼
拝
し
た
ほ
う
が
よ
り
効
果
的
で
、聴
き
心
地
も
よ
い

と
パ
ラ
ウ
ン
族
は
感
じ
て
い
た
か
ら
だ
と
ウ
ー
・
ポ
ー
サ
ン
は
説
明
し
ま
す
。
そ
し
て
、パ
ラ
ウ
ン
族
が
こ
の
よ

う
な
意
識
を
持
つ
よ
う
に
至
っ
た
の
は
、ソ
ー
ボ
ワ（
首
長
）や
僧
侶
た
ち
が
自
民
族
の
利
益
を
考
え
ず
、シ
ャ
ン

文
化
を「
高
級
」と
見
な
す
一
方
で
、
自
ら
の
文
化
を「
低
級
」と
見
な
し
て
い
た
か
ら
だ
と
分

5

析
し
ま
す
。
こ
の

分
析
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
異
民
族
の
言
語
で
経
文
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
か
ら
も
確

か
め
ら
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
か
け
て
、ミ
ャ
ン
マ
ー
・
中
国
国
境
で
調
査
を
行
っ
た
際
に
、在

家
の
儀
礼
専
門
家
が
パ
ラ
ウ
ン
文
字
で
仏
典
を
書
き
、
パ
ラ
ウ
ン
語
で
朗
唱
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

驚
い
て
聞
き
取
り
を
お
こ
な
う
と
、パ
ラ
ウ
ン
文
字
や
パ
ラ
ウ
ン
仏
典
の
発
祥
地
は
、シ
ャ
ン
州
の
ナ
ム
サ
ン
だ

と
説
明
さ

6

れ
た
の
で
す
。
そ
の
話
を
聞
き
ま
し
て
、私
は
関
心
を
持
ち
、ナ
ム
サ
ン
周
辺
の
調
査
を
始
め
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。

　

ナ
ム
サ
ン
を
訪
れ
る
と
、仏
教
儀
礼
の
な
か
で
も
雨
安
居
期
間
中
の
布
薩
日
・
葬
式
・
新
築
式
・
布
施
儀
礼
で
行

わ
れ
る
説
法
の
言
語
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、ナ
ム
サ
ン
中
央
部
で
は
、僧
侶
が
パ
ラ
ウ
ン
語
で
在
家

に
説
法
し
、
周
辺
部
の
村
落
寺
院
で
は
、
在
家
の
専
門
家
タ
ー
・
ジ
ャ
レ
ー（P

:	 ta căre

）が
、
パ
ラ
ウ
ン
語
の
韻
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文
形
式
で
書
か
れ
た
仏
典
を
朗
唱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
パ
ラ
ウ
ン
の
エ
リ
ー

ト
僧
た
ち
も
、
こ
れ
を「
パ
ラ
ウ
ン
派
」の
仏
教
と
認
め
て
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。

 

本
発
表
の
目
的
と
方
法

　

そ
こ
で
、本
発
表
で
は
、以
下
の
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。
ま
ず
一
つ
は
、ど

の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で「
パ
ラ
ウ
ン
派
」の
実
践
が
構
築
さ
れ
た
の
か
。
次
に
、
山
地
に
お
け
る「
パ
ラ
ウ
ン
派
」

の
実
践
は
、リ
ー
チ
の
言
う
よ
う
に
平
地
の
仏
教
の
模
倣
に
過
ぎ
な
い
の
か
。
三
つ
目
に
、「
パ
ラ
ウ
ン
派
」仏
教

の
シ
ャ
ン
州
各
地
に
お
け
る
実
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お

け
る
現
代
の
社
会
変
容
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

パ
ラ
ウ
ン
の
上
座
仏
教
に
つ
い
て
扱
っ
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
ミ
ル
ン
が
、イ
ギ
リ
ス

植
民
地
時
代
の
一
九
一
〇
年
代
に
調
査
を
お
こ
な
っ
た
貴
重
な
記
録
が
あ
り
ま
す
。
独
立
後
の
一
九
五
〇
年
代

に
行
っ
た
調
査
に
基
づ
く
記
録
と
し
て
は
、考
古
局
の
役
人
の
ミ
ン
ナ
イ
ン（B

：M
in	N
aing

）が
、一
九
六
二
年

に
少
数
民
族
文
化
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
出
版
し
た
記
録
が
あ

7

り
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
長
く
パ
ラ
ウ
ン
の
仏
教
に
関
す
る
書
籍
は
出
版
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

最
近
に
な
っ
て
、パ
ラ
ウ
ン
の
知
識
人
や
パ
ラ
ウ
ン
僧
ら
が
、自
身
で
書

8籍
や
修

9

士
論
文
を
執
筆
し
始
め
て
お
り

ま
す
。
本
発
表
で
も
、こ
れ
ら
の
成
果
を
取
り
入
れ
て
い
き
ま
す
。
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そ
れ
と
並
行
し
て
、二
〇
一
一
年
以
降
、フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
も
続
け
て
き
ま
し
た
。
調
査
地
は
、本
発
表
で
主

に
扱
う
シ
ャ
ン
州
の
ナ
ム
サ
ン
を
中
心
に
、チ
ャ
ウ
メ
ー
、チ
ャ
イ
ン
ト
ン
、タ
ー
チ
ー
レ
イ
、カ
ロ
ー
、ヤ
ン
ゴ

ン
、マ
ン
ダ
レ
ー
で
、パ
ラ
ウ
ン
の
出
家
者
・
在
家
者
に
対
す
る
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
　
　

二　

ナ
ム
サ
ン
の
上
座
仏
教
の
特
徴

　

パ
ラ
ウ
ン
の
上
座
仏
教
の
受
容
過
程
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、確
か
な
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、パ
ラ
ウ

ン
は
茶
の
栽
培
と
販
売
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
こ
と
が
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
パ
ラ
ウ

ン
は
、そ
の
茶
の
販
売
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
で
、盆
地
に
住
む
シ
ャ
ン
か
ら
米
や
塩
な
ど
の
生
活
必
需
品
を

購
入
し

10

て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
日
常
的
な
接
触
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
仏
教
の
受
容
に
つ
な
が
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
い
つ
仏
教
が
伝
来
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
り
ま

せ
ん
が
、取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、一
七
八
二
年
に
ビ
ル
マ
の
ボ
ー
ド
ー
パ
ヤ
ー
と
い
う
王
が
布
教

僧
を
派
遣
し
、パ
ラ
ウ
ン
に
仏
教
を
広
め
た
と
い
う
伝
説
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、ミ
ル
ン
は
、一
六
〜
一
七
世

紀
に
シ
ャ
ン
の
ク
ニ
で
あ
る
テ
イ
ン
ニ
ー（S:	Sε

n	W
i

）北
部
や
モ
ー
メ
イ（S

:	M
әŋ	M

it

）で
は
仏
教
が
受
容

さ
れ
て
い
た
た
め
、そ
の
頃
か
ら
ナ
ム
サ
ン
周
辺
の
パ
ラ
ウ
ン
に
も
、仏
教
に
関
す
る
知
識
は
普
及
し
て
い
た
と
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推
測
し
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、ナ
ム
サ
ン
で
聞
き
取
り
を
行
い
ま
す
と
、パ
ラ
ウ
ン
の
知
識
人
や
僧
侶
た
ち
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し

ま
す
。

　

ま
ず
、現
在
の
シ
ャ
ン
州
東
部
か
ら
テ
イ
ン
ニ
ー
経
由
で
、タ
イ
国
北
部
や
シ
ャ
ン
州
東
部
の
タ
イ
系
民
族
を

中
心
と
す
る
ヨ
ン
派
が
ナ
ム
サ
ン
に
入
り
ま
す
。
そ
の
後
、
一
八
七
八
年
に
ナ
ム
サ
ン
の
町
に
管
長
寺
院（B

：

Gaing	kyok	kyaung
）が
完
成
し
ま
す
。
す
る
と
今
度
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
中
央
部
の
マ
ン
ダ
レ
ー
と
い
う
町
で

教
理
学
習
を
し
て
い
た
パ
ラ
ウ
ン
僧
の
ト
ゥ
ナ
ン
ダ
師
を
ナ
ム
サ
ン
の
首
長
が
マ
ン
ダ
レ
ー
か
ら
招
請
し
、
そ

れ
以
来
、
パ
ラ
ウ
ン
族
の
間
で
は
ビ
ル
マ
派（P

：Pai	M
an

）と
も
呼
ば
れ
る
ト
ゥ
ダ
ン
マ
派
が
流
入
し
た
と
言

い
ま
す
。

　

で
は
、こ
の
二
つ
の
教
派
の
実
践
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ト
ゥ
ダ
ン
マ
派
は
、ナ
ム

サ
ン
の
町
の
中
心
部
に
近
い
村
落
の
寺
院
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。
礼
拝
の
際
の
パ
ー
リ
語
の
発
音
は
ビ
ル

マ
式
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ン
派
は
ナ
ム
サ
ン
周
辺
部
の
村
落
寺
院
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
一
九
八
〇
年

の
全
教
派
合
同
サ
ン
ガ
大
会
議
以
降
、制
度
的
に
は
ト
ゥ
ダ
ン
マ
派
に
編
入
さ
れ
て
い
ま
す
が
、彼
ら
自
身
は
ヨ

ン
派
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て
い
ま
す
。
礼
拝
の
際
の
パ
ー
リ
語
の
発
音
が
北
タ
イ
式
に
近
い
の
が
特
徴
で

す
。

　

ま
た
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
以
前
は
、
仏
典
に
使
用
さ
れ
た
文
字
も
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ト
ゥ

ダ
ン
マ
派
で
は
、
ビ
ル
マ
文
字
と
シ
ャ
ン
文
字（
ビ
ル
マ
文
字
を
借
用
し
た
タ
イ
系
民
族
の
文
字
）で
書
か
れ
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た
仏
典
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
ミ
ル
ン
が
調
査
し
た
の
は
、
カ
ト
ゥ
ー
ル（P

:	K
ătur,	S:	

Sam
loŋ

）と
い
う
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
で
、こ
れ
は
ト
ゥ
ダ
ン
マ
派
の
寺
院
で
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ン
派
の
寺
院
で
は
ヨ
ン
文
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
北
タ
イ
と
共
通
す
る
タ

イ
系
民
族
の
文
字
で
、タ
ム
文
字
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
、シ
ャ
ン
文
字
で
書
か
れ
た
仏
典
を
使
用
す
る

と
い
う
よ
う
に
、使
わ
れ
る
文
字
が
異
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
　
　

三　

パ
ラ
ウ
ン
文
字
の
誕
生

 

文
字
創
出
の
背
景

　

し
か
し
現
在
で
は
、
こ
れ
ら
の
仏
典
の
他
に
パ
ラ
ウ
ン
文
字
で
記
さ
れ
た
仏
典
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
。
で
は
、こ
の
パ
ラ
ウ
ン
文
字
は
、ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
経

緯
に
つ
い
て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
、パ
ラ
ウ
ン
文
字
の
創
出
が
試
み
ら
れ
た
の
は
、イ
ギ
リ
ス
植
民
地
時
代
の
こ
と
で
す
。
一
九
一
二
年

に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
女
性
、
マ
ク
レ
ー
ン（M

aclean

）と
い
う
人
が
、
ロ
ー
マ
字
を
用
い
た
パ
ラ
ウ
ン
文
字
を
考

案
し
た
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
読
み
書
き
が
難
し
く
、発
音
表
記
も
不
完
全
な
た
め
、成
功
し
な

か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
マ
ク
レ
ー
ン
の
素
性
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
パ
ラ
ウ
ン
文
字
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統
一
に
関
わ
っ
た
知
識
人
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
れ
ば
、マ
ク
レ
ー
ン
は
宣
教
師
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

当
時
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
と
と
も
に
、そ
れ
ま
で
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
少
数
民
族
の

文
字
が
宣
教
師
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
パ
ラ
ウ
ン
文
字
創
出
の
試
み
も
、
さ
ほ
ど

珍
し
い
事
例
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
た
だ
、熱
心
な
仏
教
徒
の
多
い
パ
ラ
ウ
ン
は
、改
宗
者
を
現
在
に
至
る
ま
で
出

し
て
お
ら
ず
、パ
ラ
ウ
ン
文
字
は
普
及
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
文
字
創
出
の
試
み
は
沈
静
化
し
ま
す
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
独
立
後
の
一
九
五
〇
年
代
に
、
パ
ラ
ウ

ン
文
字
作
成
の
動
き
が
再
活
発
化
し
ま
す
。
そ
の
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
ウ
ー
・
ポ
ー
サ
ン

（
一
九
〇
九
〜
二
〇
〇
五
）と
い
う
人
で
す
。
彼
は
、
一
九
五
五
年
に
ビ
ル
マ
文
字
を
借
用
し
た
パ
ラ
ウ
ン
文
字

を
完
成
さ
せ
ま
す
。
当
時
、
パ
ラ
ウ
ン
の
ソ
ー
ボ
ワ（
首
長
）だ
っ
た
ク
ン
パ
ン
チ
ン（P

:	K
hun	P ăn	C

ĭŋ

）は
、

こ
の
業
績
に
よ
っ
て
彼
に
金
メ
ダ
ル
を
授
与
し
て
い
ま
す
。
以
下
、
ウ
ー
・
ポ
ー
サ
ン
自
伝
に
よ
っ
て
、
文
字
創

出
の
経
緯
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
契
機
は
、
ク
ン
パ
ン
チ
ン
が
、
当
時
の
ウ
ー
・
ヌ
首
相
の
紹
介
で
、
二
〇
世
紀
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る

代
表
的
な
ビ
ル
マ
族
詩
人
・
作
家
・
反
英
独
立
運
動
指
導
者
の
タ
キ
ン
・
コ
ー
ド
ー
フ
マ
イ
ン（B

:	T
hakin	K

o	
D
aw
	H
m
aing

）に
会
っ
た
こ
と
で
し
た
。
当
時
、
ク
ン
パ
ン
チ
ン
は
有
力
な
首
長
の
一
人
で
、
一
九
四
七
年
の

ピ
ン
ロ
ン（S

：Paŋ	Loŋ

）会
議
で
シ
ャ
ン
州
の
代
表
を
務
め
た
他
、
国
会
議
員
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
パ
ラ
ウ

ン
に
は
文
字
が
あ
る
か
と
コ
ー
ド
ー
フ
マ
イ
ン
に
尋
ね
ら
れ
た
た
め
、「
な
い
」と
答
え
た
と
こ
ろ
、「
文
字
を
持

た
な
い
民
族
は
滅
び
る
」と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
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こ
の
発
言
を
聞
き
、ク
ン
パ
ン
チ
ン
は
恥
ず
か
し
く
思
い
、パ
ラ
ウ
ン
文
字
の
創
出
を
指
示
し
ま
す
。
こ
れ
に

対
し
て
、ウ
ー
・
ポ
ー
サ
ン
が
基
本
字
母
に
ビ
ル
マ
文
字
を
借
用
し
た
上
で
、「va

」の
一
文
字
を
加
え
、母
音
記
号

や
末
子
音
を
示
す
記
号
は
、
ビ
ル
マ
文
字
と
共
に
シ
ャ
ン
文
字
か
ら
借
用
し
た
パ
ラ
ウ
ン
文
字
を
作
成
し
ま
し

た
。
ウ
ー
・
ポ
ー
サ
ン
自
身
、出
家
者
と
し
て
マ
ン
ダ
レ
ー
、ヤ
ン
ゴ
ン
で
ビ
ル
マ
語
を
学
び
、さ
ら
に
、当
時
と

し
て
は
非
常
に
珍
し
い
の
で
す
が
、ス
リ
ラ
ン
カ
で
英
語
を
学
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
後
に
還
俗
し
た
た
め
、自
分

が
文
字
を
持
た
な
い「
低
級
な
」「
未
開
の
」民
族
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
感
じ
て
い
た
と
言
う
の
で

す
。

 

パ
ラ
ウ
ン
文
字
の「
統
一
」

　

し
か
し
、
ナ
ム
サ
ン
以
外
の
シ
ャ
ン
州
各
地
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ラ
ウ
ン
文
字
が
存
在
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
、シ
ャ
ン
州
指
導
部
は
各
地
の
文
字
考
案
者
を
呼
び
、統
一
パ
ラ
ウ
ン
文
字
制
定
の
た
め
の
タ
ウ
ン
ジ
ー
会
議

を
一
九
六
七
年
か
ら
六
八
年
に
か
け
て
開
催
し
ま
す
。
そ
こ
で
主
に
ビ
ル
マ
文
字
を
借
用
し
た
ウ
ー
・
ポ
ー
サ

ン
の
表
記
法
が
基
本
的
に
承
認
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

ビ
ル
マ
文
字
派
が
シ
ャ
ン
文
字
派
に
勝
利
し
た
理
由
に
は
、
以
下
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
番
目

に
、パ
ラ
ウ
ン
の
大
部
分
は
仏
教
徒
で
あ
り
、仏
典
の
パ
ー
リ
語
を
伝
統
的
な
ス
タ
イ
ル
で
表
記
で
き
る
こ
と
で

す
。
例
え
ば
、
シ
ャ
ン
文
字
の
仏
典
で
も
、
パ
ー
リ
語
の
部
分
だ
け
は
ビ
ル
マ
式
に
書
く
の
で
す
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
も
あ
り
、
ビ
ル
マ
式
を
使
っ
た
ほ
う
が
仏
教
徒
に
と
っ
て
は
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
の
で
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す
。
二
番
目
に
、ビ
ル
マ
文
字
の
基
本
文
字
数
が
三
三
文
字
で
、シ
ャ
ン
文
字
の
一
九
文
字
よ
り
も
多
く
の
音
節

を
表
記
で
き
る
こ
と
で
す
。
三
番
目
に
、
ビ
ル
マ
文
字
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
と
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
意
見
が
あ
っ
た
た
め
で
す
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、会
議
後
も
各
地
の
文
字
考
案
者
は
、自
ら
が
発
明
し
た
文
字
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
続

け
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
多
様
な
文
字
が
併
存
す
る
状
況
に
対
し
て
、当
時
、マ
ン
ダ
レ
ー
大
学
、タ
ウ
ン
ジ
ー

大
学
に
在
学
し
て
い
た
六
名
の
パ
ラ
ウ
ン
学
生
が
、
タ
ア
ー
ン（
パ
ラ
ウ
ン
）文
学
お
よ
び
文
化
中
央
委
員
会
を

組
織
し
、一
九
七
二
年
に
各
地
の
パ
ラ
ウ
ン
代
表
を
招
集
し
ま
す
。

　

そ
の
当
事
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
学
生
た
ち
に
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
あ
っ
た
と
い
い

ま
す
。
一
番
目
に
、文
字
の
相
違
は
民
族
の
分
裂
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
。
二
番
目
に
、シ
ャ
ン
、モ
ン
、

カ
チ
ン
な
ど
他
の
少
数
民
族
は
文
字
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ラ
ウ
ン
に
は
文
字
が
な
い
こ
と
が

恥
ず
か
し
か
っ
た
こ
と
。
三
番
目
に
、
文
字
が
な
け
れ
ば
民
族
も
消
滅
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
機
意
識
が
あ
っ

た
と
い
い
ま
す
。

　

学
生
た
ち
は
、
会
議
で
各
種
の
パ
ラ
ウ
ン
文
字
を「
統
一
」し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
文
字
で
は
、
基
本
字
母
に

ビ
ル
マ
文
字
を
借
用
し
た
ウ
ー
・
ポ
ー
サ
ン
の
方
式
が
踏
襲
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ウ
ー
・
ポ
ー
サ
ン
の
表

記
法
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
母
音
や
末
子
音
を
表
す
記
号
に
は
他
の
表
記
法
も
採
用
す
る

な
ど
、
主
要
方
式
を
折
衷
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
文
字
の
考
案
に
関
わ
っ
た
M

氏（
男
性
、
六
二
歳
）に
尋
ね
ま
す
と
、「
ど
れ
か
一
つ
の
方
法
に
偏
る
と
別
の
グ
ル
ー
プ
の
反
発
を
招
く
恐
れ
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が
あ
る
た
め
、
な
る
べ
く
偏
ら
な
い
よ
う
に
各
文
字
の
方
式
か
ら
一
部
ず
つ
採
用
し
た
」と
言
い
ま
す
。
こ
の

一
九
七
二
年
版
パ
ラ
ウ
ン
文
字
は
、現
在
に
至
る
ま
で
ナ
ム
サ
ン
や
マ
ン
ダ
レ
ー
、ム
ー
セ
ー
、ナ
ン
カ
ン
な
ど

の
地
域
で
教
育
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　

四　

パ
ラ
ウ
ン
仏
典
の
創
出

 

パ
ラ
ウ
ン
仏
典
創
出
の
経
緯
と
そ
の
独
自
性

　

で
は
次
に
、こ
の
パ
ラ
ウ
ン
文
字
に
よ
る
仏
典
が
創
出
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、
使
用
さ
れ
て
い
る
仏
典
の
大
部
分
は
、
ナ
ー
ガ
テ
ー
ナ（N

agahteina	

一
九
二
二
〜
一
九
九
一
）師
と

い
う
僧
侶
が
、一
九
六
一
年
か
ら
創
作
を
開
始
し
、特
に
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
、ナ
ム
サ
ン
周
辺
地
域
で
普
及

し
た
も
の（
図
３
）で
す
。
ナ
ー
ガ
テ
ー
ナ
師
は
、マ
ン
ダ
レ
ー
の
教
学
寺
院
で
教
理
学
習
し
た
後
、ナ
ム
サ
ン
の

管
長
寺
院
に
戻
り
、長
ら
く
副
住
職
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
一
九
八
〇
年
に
、ヤ
ン
ゴ
ン
で
開
催
さ
れ
た
全
教
派

合
同
サ
ン
ガ
大
会
議
に
は
、ナ
ム
サ
ン
郡
の
代
表
と
し
て
参
加
し
て
お
り
ま
す
。

　

パ
ラ
ウ
ン
語
の
仏
典
を
創
作
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、ナ
ー
ガ
テ
ー
ナ
師
の
弟
子
で
、現
在
、管
長
寺
院
の
副
住

職
を
務
め
る
K
師
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
ま
す
。

　

一
九
六
〇
年
代
当
時
は
、
シ
ャ
ン
語
が
ナ
ム
サ
ン
に
お
け
る
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ（
共
通
語
）だ
っ
た
た
め
、
僧
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侶
や
タ
ー
・
ジ
ャ
レ
ー
が
シ
ャ
ン
文
字
で
書
か
れ
た
仏
典
で
説
法
し
て
も
、パ
ラ
ウ
ン
在
家
は
、あ
る
程
度
、そ
の

意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、シ
ャ
ン
語
話
者
で
も
、韻
文
形
式
の
仏
典
を
聴
い
て
理
解
で
き
る

人
は
減
少
し
て
い
た
た
め
、在
家
信
徒
が
説
法
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
、僧
侶
の
側
で
も
工
夫
が
必
要
だ
っ
た
と

言
う
の
で
す
。

　

そ
の
後
、一
九
六
二
年
か
ら
一
九
八
八
年
に
か
け
て
の
ネ
ー
ウ
ィ
ン
政
権
時
代
に
、学
校
に
お
い
て
ビ
ル
マ
語

の
教
育
の
み
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
シ
ャ
ン
族
が
ナ
ム
サ
ン
へ
来

て
茶
摘
み
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、一
九
八
〇
年
代
以
降
は
、盆
地
の
米
生
産
量
が
上
が
り
、茶
摘
み
に
来
な
く

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、シ
ャ
ン
族
に
代
わ
っ
て
、平
地
の
ビ
ル
マ
族
が
ナ
ム
サ
ン
へ
茶
摘
み
に
来
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、シ
ャ
ン
語
話
者
は
徐
々

に
減
少
し
、ビ
ル
マ
語
話
者
が
増
え
て
い
き
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
要
因
が
重
な
り
、
リ
ン
ガ
・

フ
ラ
ン
カ
も
シ
ャ
ン
語
か
ら
ビ
ル
マ
語
に
変

化
し
て
い
っ
た
と
い
う
状
況
が
あ
る
わ
け
で

す
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、ナ
ー
ガ
テ
ー
ナ

師
は
シ
ャ
ン
の
言
語
・
文
字
で
書
か
れ
て
い

た
仏
典
の
内
容
を
、
パ
ラ
ウ
ン
語
の
サ
ブ
・
グ

図３　ナーガテーナ師が
　　　創作したパラウン仏典
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ル
ー
プ（
後
述
）の
一
つ
で
あ
る
サ
ー
ム
ロ
ン
の
言
語
に
翻
案
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、単
な
る
翻
訳
で
は
な
く
、

六
音
節
を
一
節
と
す
る
韻
文（P

：nge-kărkăp

）形
式
で
あ
り
、
節
の
最
初
ま
た
は
最
後
で
韻
を
踏
む
と
い
う
形

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
形
式
は
、ナ
ー
ガ
テ
ー
ナ
師
の
独
創
で
は
な
く
、パ
ラ
ウ
ン
の
伝
統
的
な
ス
タ
イ
ル
で

あ
り
、そ
も
そ
も
独
身
男
女
が
歌
の
掛
け
合
い
を
す
る
際
、あ
る
い
は
結
婚
式
や
新
築
式
な
ど
の
際
の
祝
祭
、葬

式
に
お
い
て
死
者
を
偲
ぶ
際
な
ど
に
、
独
特
の
節
を
付
け
て
在
家
信
徒
が
朗
唱
し
て
い
た
も
の
で
す
。
ナ
ー
ガ

テ
ー
ナ
師
の
独
創
は
、そ
こ
に
仏
教
に
関
す
る
内
容
を
含
め
、さ
ら
に
独
自
の
文
字
で
筆
記
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。

　

こ
の
ナ
ー
ガ
テ
ー
ナ
師
の
仏
典
は
、
ナ
ム
サ
ン
周
辺
地
域
に
お
い
て
、
在
家
の
タ
ー
・
ジ
ャ
レ
ー
と
い
う
男
性

が
、寺
院
境
内
の
宿
坊（
ザ
ロ
ッ
）で
読
み
聞
か
せ
る
わ
け
で
す
。
タ
ー
・
ジ
ャ
レ
ー
が
仏
典
を
見
な
が
ら
朗
唱
す

る
際
に
は
、節
を
付
け
て
歌
う
よ
う
に
誦
え
ら
れ
ま
す
。
一
方
、出
家
者
が
説
法
す
る
際
に
は
、あ
ら
か
じ
め
記

憶
し
て
お
き
、節
を
付
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、歌
う
よ
う
な
節
回
し
が
、歌
舞
音
曲
を
禁
じ
た
戒
に
抵
触
す
る
か

ら
だ
と
説
明
さ
れ
ま
す
。

 

エ
リ
ー
ト
僧
に
よ
る「
パ
ラ
ウ
ン
仏
教
」の
強
調

　

こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ウ
ン
語
に
よ
る
実
践
は
、私
が
調
査
し
た
限
り
で
は
、特
に
若
手
の
エ
リ
ー
ト
僧
ら
に
よ
っ

て
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
マ
ン
ダ
レ
ー
の
寺
院
で
、
自
ら
も
パ
ラ
ウ
ン
仏
典
の
創
作
に
関
わ
る
P
師（
三
九
歳
）

は
、以
下
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。「
今
ま
で
の
パ
ラ
ウ
ン
仏
教
は
、パ
ー
イ
・
ヨ
ン（P:	Pai	Y

ŏn	

ヨ
ン
派
）と
パ
ー
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イ
・
マ
ー
ン（P

:	Pai	M
an	

ビ
ル
マ
派
＝
ト
ゥ
ダ
ン
マ
派
）に
分
か
れ
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
対
立
を
や
め
て
、

パ
ー
イ
・
タ
ア
ー
ン（P

:	Pai	T
ă’aŋ	

パ
ラ
ウ
ン
派
）と
し
て
の
仏
教
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
」。
そ
し

て
、
ナ
ー
ガ
テ
ー
ナ
師
の
仏
典
創
作
に
関
し
て
も
、「
た
だ
パ
ー
リ
語
の
経
文
を
誦
え
て
い
る
だ
け
で
は
意
味
が

な
い
。
意
味
ま
で
理
解
す
る
た
め
に
は
、
パ
ラ
ウ
ン
語
で
説
法
す
る
、
ま
た
は
仏
典
を
朗
唱
す
る
こ
と
が
重
要
。

そ
う
し
た
意
味
で
、ナ
ー
ガ
テ
ー
ナ
師
が
果
た
し
た
貢
献
は
大
き
い
」と
評
価
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
、こ
の
若
手
エ
リ
ー
ト
僧
が
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
な
の
か
、説
明
し
て
お
き
ま
す
。
一
九
八
〇
年
代
頃

ま
で
、ヤ
ン
ゴ
ン
や
マ
ン
ダ
レ
ー
へ
教
理
学
習
に
赴
い
た
ウ
ー
・
ポ
ー
サ
ン
や
ナ
ー
ガ
テ
ー
ナ
と
い
っ
た
出
家
者

は
非
常
に
少
数
に
限
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
理
由
は
、見
習
僧
の
多
く
は
ビ
ル
マ
語
が
話
せ
ず
、ビ
ル
マ

語
が
話
せ
な
け
れ
ば
、ヤ
ン
ゴ
ン
や
マ
ン
ダ
レ
ー
の
都
会
に
行
っ
て
も
非
常
に
心
細
か
っ
た
た
め
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
ヤ
ン
ゴ
ン
や
マ
ン
ダ
レ
ー
に
社
会
福
祉
寺
院（B

:	 parahita kyaung

教
育
の
困
難
な
地
域
に
居
住
す
る
子
ど
も
た
ち
が
寄
宿
し
て
、
学
校
に
通
う
た
め
の
寺
院
）や
、
僧
侶
教
育
学
校

（B
:	 hpondaw

gyi thin pinnyayei kyaung	
見
習
僧
や
在
家
の
子
ど
も
た
ち
に
、無
償
で
世
俗
教
育
を
受
け
さ
せ

る
寺
院
）が
で
き
ま
す
。
そ
こ
へ
行
っ
て
勉
強
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
見
習
僧
出
家
者
た
ち
が
急
増
し
て
い

き
ま
す
。

　

ま
た
、先
ほ
ど
も
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、一
九
八
〇
年
代
か
ら
ビ
ル
マ
語
会
話
の
可
能
な
人
が
増
加
し
て
い

く
わ
け
で
す
。
も
は
や
見
習
僧
た
ち
も
ヤ
ン
ゴ
ン
、
マ
ン
ダ
レ
ー
に
出
る
こ
と
を
恐
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
特

に
、親
た
ち
は
、息
子
が
袈
裟
を
着
れ
ば
都
会
で
勉
強
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
し
、子
ど
も
た
ち
の「
目
を
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開
か
せ
た
い
」、
つ
ま
り
都
会
の
進
ん
だ
社
会
に
つ
い
て
学
ば
せ
た
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
見
習
僧
が
増
加
し
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

彼
ら
の
な
か
に
は
、一
定
期
間
を
寺
院
で
過
ご
し
た
後
、還
俗
す
る
者
も
い
ま
す
が
、初
級
・
中
級
・
上
級
レ
ベ

ル
の
教
理
試
験
に
合
格
し
た
後
、難
関
と
い
わ
れ
る
講
師（B

：Dam
asariya

）試
験
に
合
格
す
る
僧
侶
も
こ
の
時

代
か
ら
増
加
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
こ
で「
パ
ラ
ウ
ン
派
」の
主
張
を
展
開
し
た
僧
侶
の
一
人
で
あ
る
ト
ゥ
ー
カ（T

huhka

）師
の
経
歴
を
紹
介

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
一
九
九
〇
年
、二
三
歳
の
と
き
に
講
師
試
験
に
合
格
し
、ビ
ル
マ
仏
教
の
教
義
に
つ
い
て

一
通
り
学
習
を
終
え
た
彼
は
、パ
ラ
ウ
ン
文
字
の
創
出
に
大
き
く
貢
献
し
た
先
述
の
ウ
ー
・
ポ
ー
サ
ン
か
ら
パ
ラ

ウ
ン
仏
教
の
根
本
に
あ
る
ヨ
ン
派
の
実
践
を
学
ぶ
よ
う
に
勧
め
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
シ
ャ
ン
州
の
タ
イ
国
境

に
面
し
た
タ
ー
チ
ー
レ
イ
の
町
に
あ
る
寺
院
で
ヨ
ン
語
を
習
得
し
ま
す
。
し
か
し
、習
得
を
す
る
う
ち
に
、ヨ
ン

語
は
タ
イ
系
民
族
の
言
語
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
自
民
族
で
あ
る
パ
ラ
ウ
ン
の
仏
教
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
重
要

だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、他
地
域
、他
民
族
の
仏
教
と
の
接
触
を
経
験
し
た「
越
境
」

経
験
者
が
、平
地
の
仏
教
世
界
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
も
、パ
ラ
ウ
ン
と
い
う
自
ら
の
民
族
の
仏
教
を
推
進
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
。
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五　
「
パ
ラ
ウ
ン
派
」の
実
態

　

で
は
、
そ
の「
パ
ラ
ウ
ン
派
」の
実
態
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
題
を

考
え
る
際
に
、
パ
ラ
ウ
ン
の
場
合
は
、
サ
ブ
・
グ

ル
ー
プ（P

:	 khrш
）の
存
在
が
要
に
な
っ
て
き

ま
す
。
パ
ラ
ウ
ン
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
メ

ジ
ャ
ー
な
も
の
だ
け
で
一
三
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
も
入
れ

る
と
、
そ
の
数
は
か
ぞ
え
き
れ
ま
せ
ん
。
し
か

も
、そ
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
言
語
差
が
か

な
り
大
き
い
の
が
特
徴
で
す
。

　

こ
の
写
真（
図
４
）は
、
ヤ
ン
ゴ
ン
の
寺
院
で

お
こ
な
わ
れ
た
寄
進
祭
の
と
き
に
パ
ラ
ウ
ン
女

性
の
衣
装
を
撮
影
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
両
端

の
二
人
が
サ
ー
ム
ロ
ン
・
グ
ル
ー
プ
で
す
。
そ

し
て
、
中
央
左
が
ル
ー
チ
ン
・
グ
ル
ー
プ
で
す
。

図４　サブ・グループによって異なるパラウン女性の衣服



126

そ
れ
か
ら
、
中
央
右
が
ル
ー
マ
ー
イ
・
グ
ル
ー
プ
で
す
。
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
言
語
で
話
し
て
も
通
じ
な
い
た
め
、

も
は
や
共
通
語
は
ビ
ル
マ
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
学
生
が「
統
一
」し
た
と
さ
れ
る
文
字
の
実
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
シ
ャ
ン
州
各
地

で
実
際
に
調
査
を
お
こ
な
い
、使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
を
調
査
し
ま
す
と
、「
統
一
」さ
れ
た
は
ず
の
パ
ラ
ウ
ン
文

字
を
使
用
し
な
い
グ
ル
ー
プ
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

　

仏
典
の
創
作
者
と
し
て
有
名
な
ナ
ー
ガ
テ
ー
ナ
師
で
さ
え
、タ
ウ
ン
ジ
ー
会
議
以
降
、基
本
字
母
に
ビ
ル
マ
文

字
を
採
用
し
ま
し
た
が
、母
音
や
末
子
音
が
示
す
記
号
に
関
し
て
は
、一
九
七
二
年
以
降
も
、学
生
の
統
一
し
た

表
記
法
と
は
異
な
る
文
字
で
仏
典
を
創
作
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
パ
ラ
ウ
ン
文
字
講
座
で
教
育
さ
れ
る「
統

一
」文
字
と
は
異
な
る
文
字
で
、仏
典
は
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

一
方
、
ル
ー
チ
ン
・
グ
ル
ー
プ
で
は
、
ヨ
ン
文
字
を
借
用
し
た
パ
ラ
ウ
ン
文
字
の
仏
典
を
広
く
使
用
す
る
と
と

も
に
、
文
字
講
座
で
も
ヨ
ン
文
字
借
用
版
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
は
、
ナ
ム
サ
ン
の
話
が
中
心
で
し

た
が
、パ
ラ
ウ
ン
全
体
で
見
れ
ば
、こ
の
ル
ー
チ
ン
・
グ
ル
ー
プ
は
、パ
ラ
ウ
ン
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
の
人

口
・
分
布
地
域
と
も
最
大
規
模
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、独
自
の
試
験
ま
で
開
催
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
ル
ー
チ
ン
の
代
表
も
、
一
九
七
二
年
の
学
生
主
催
の
文
字
統
一
会
議
に
は
参
加
し
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
の
結
果
を
地
元
で
説
明
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
ヨ
ン
文
字
を
借
用
し
た
独
自
の
文
字
が
存
続
し
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、民
族
全
体
と
し
て
の
一
体
感
よ
り
、

む
し
ろ
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
ま
と
ま
り
の
ほ
う
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
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こ
こ
で
パ
ラ
ウ
ン
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、近
年
で
こ
そ
、グ
ル
ー
プ
間
、民
族

間
の
通
婚
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、以
前
は
グ
ル
ー
プ
内
で
し
か
結
婚
は
認
め
ら
れ
ず
、今
で

も
そ
れ
を
維
持
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
す
。
入
安
居
、中
安
居
、出
安
居
の
一
年
に
三
回
、グ
ル
ー
プ
全

体
の
母
村
を
訪
れ
、
僧
侶
や
村
の
老
人
、
親
戚
に
対
し
て
礼
拝
し
ま
す
。
ま
た
、
出
安
居
の
後
に
は
、
グ
ル
ー
プ

の
住
職
の
な
か
で
法
臘
が
最
大
の
僧
侶
を
グ
ル
ー
プ
全
体
で
訪
れ
、
カ
テ
ィ
ナ
衣（
特
別
な
袈
裟
）を
奉
献
し
ま

す
。
他
教
派
の
寺
院
の
住
職
に
な
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
教
派
が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
が
異
な

れ
ば
、
そ
の
村
の
住
職
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。
マ
ン
ダ
レ
ー
や
ヤ
ン
ゴ
ン
に
あ
る
パ
ラ
ウ
ン
寺
院
で
も
、
サ
ブ
・
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
お
寺
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
同
じ
パ
ラ

ウ
ン
語
で
も
、
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
間
に
は
会
話

が
成
立
し
な
い
ほ
ど
の
相
違
が
存
在
し
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
統
一
さ
れ
た
パ
ラ
ウ
ン
文

字
を
使
用
す
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
す
が
、

中
国
国
境
付
近
の
ム
ン
・
マ
ー
ウ
盆
地
に
多
い

ル
ー
マ
ー
イ
・
グ
ル
ー
プ（
図
５
）や
ナ
ム
サ
ン

郡
、
チ
ャ
ウ
メ
ー
郡
に
分
布
す
る
ル
ー
カ
ー

ウ
・
グ
ル
ー
プ
で
は
、
出
家
者
や
在
家
の
知
識

図５　ルーマーイ語で書かれた仏典
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人
が
、サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
の
言
語
に
よ
っ
て
独
自
の
仏
典
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
内
の
村
落
に
お
け
る
仏
教
実
践
も
、
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
挙
げ
た
ル
ー
カ
ー
ウ
・
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
ナ
ム
サ
ン
郡
に
隣
接
す
る
チ
ャ
ウ

メ
ー
郡
フ
ー
ク
エ
ッ
村
で
は
、
周
囲
に
シ
ャ
ン
族
の
村
も
点
在
し
て
お
り
ま
す
。
五
〇
七
戸
の
住
民
の
う
ち

一
五
戸
は
シ
ャ
ン
族
の
環
境
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
村
人
の
ほ
ぼ
全
員
が
シ
ャ
ン
語
で
の
会
話
が
可
能
で
す
。

フ
ー
ク
エ
ッ
村
の
タ
ー
・
ジ
ャ
レ
ー
は
、
葬
式
や
雨
安
居
期
間
中
の
布
薩
日
に
は
、
パ
ラ
ウ
ン
文
字
で
は
な
く
、

シ
ャ
ン
文
字
の
仏
典
を
シ
ャ
ン
語
で
朗
唱
し
ま
す
。
こ
れ
は
若
い
世
代
の
多
く
が
、
シ
ャ
ン
語
を
理
解
で
き
な

い
ナ
ム
サ
ン
と
は
対
照
的
で
、言
語
の
環
境
に
よ
っ
て
も
使
用
言
語
は
差
異
が
生
じ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
分
か
る
の
は
、「
パ
ラ
ウ
ン
派
」の
以
下
の
よ
う
な
内
実
で
す
。
す
な
わ
ち
、パ
ラ
ウ
ン

の
民
族
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、民
族
意
識
に
根
ざ
し
た「
ヨ
ン
派
・
ビ
ル
マ
派
か
ら
パ
ラ
ウ
ン
派
へ
」と
い
う
表
現
を

用
い
ま
す
。
確
か
に
、仏
教
儀
礼
に
お
け
る
パ
ラ
ウ
ン
語
の
使
用
は
増
加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
一
方
で
、

現
実
に
は「
パ
ラ
ウ
ン
派
」は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、
パ
ラ
ウ
ン
内
部
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
ご
と
、
さ
ら
に
は

村
落
ご
と
に
独
自
の
実
践
形
態
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
現
状
に
つ
い
て
、エ
リ
ー
ト
僧
も
認
識
は
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
自
身
、パ
ラ
ウ
ン
語
に
よ
る
仏
教
実

践
の
普
及
に
努
力
す
る
一
方
で
、パ
ラ
ウ
ン
語
は
多
様
性
が
大
き
く
、実
践
の
標
準
化
を
実
現
す
る
の
は
困
難
だ

と
も
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
現
状
で
は
、
自
民
族
の
言
語
を
ま
ず
使
用
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る

の
で
す
。



129

　
　
　

六　
「
パ
ラ
ウ
ン
仏
教
」の
創
出
と
そ
の
実
態

　

で
は
こ
こ
で
、最
初
に
挙
げ
た
問
い
に
答
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で「
パ
ラ
ウ
ン
派
」の
実
践
が
構
築
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
ビ
ル

マ
中
央
部
や
外
国
の
世
界
と
接
触
し
た
経
験
を
持
つ
ウ
ー
・
ポ
ー
サ
ン
は
、
パ
ラ
ウ
ン
文
字
を
創
出
し
、
マ
ン
ダ

レ
ー
大
学
の
学
生
た
ち
が
パ
ラ
ウ
ン
文
字
を
統
一
し
ま
し
た
。
仏
教
教
理
を
学
ぶ
た
め
、
マ
ン
ダ
レ
ー
ま
で
越

境
し
た
ナ
ー
ガ
テ
ー
ナ
師
は
、パ
ラ
ウ
ン
語
の
仏
典
を
創
作
し
、そ
の
後
、エ
リ
ー
ト
僧
た
ち
が「
パ
ラ
ウ
ン
派
」

の
仏
教
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、平
地
へ
と「
越
境
」し
た
人
々
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、仏
教
実
践

に
お
け
る
パ
ラ
ウ
ン
語
の
使
用
は
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、平
地
の
パ
ラ
ウ
ン
族
、茶
摘
み
労
働
者

の
流
入
や
学
校
教
育
の
浸
透
に
よ
り
、
シ
ャ
ン
語
か
ら
ビ
ル
マ
語
へ
と
リ
ン
ガ
・
フ
ラ
ン
カ
が
変
化
し
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
、若
い
世
代
の
在
家
信
徒
が
シ
ャ
ン
語
を
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
も
、こ
の
よ
う

な
変
化
が
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
の
一
つ
で
す
。

　

次
に
、山
地
に
お
け
る「
パ
ラ
ウ
ン
派
」の
実
践
は
、リ
ー
チ
の
議
論
の
よ
う
に
、平
地
の
仏
教
の
模
倣
に
過
ぎ

な
い
の
か
、と
い
う
問
題
で
す
。
確
か
に
平
地
民
の
実
践
を
模
倣
し
た
側
面
も
見
ら
れ
る
の
で
す
が
、以
下
の
二

点
に
お
い
て
、前
近
代
の
受
容
形
態
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
ま
ず
、前
近
代
に
お
い

て
は
、盆
地
の
タ
イ
系
言
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、特
に
一
九
七
〇
年
以
降
、民

族
独
自
の
言
語
に
よ
る
実
践
が
目
指
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、
言
語
を
そ
の
ま
ま
民
族
語
に
翻
訳
し
た
こ
と
に
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と
ど
ま
ら
ず
、民
族
独
自
の
節
回
し
を
流
用
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
特
に
移
動
を
重
ね
る
エ
リ
ー
ト
僧
ら
は
、平

地
の
仏
教
を
吸
収
し
つ
つ
も
、平
地
の
実
践
へ
の
単
な
る
同
化
に
は
向
か
わ
ず
、パ
ラ
ウ
ン
独
自
の
実
践
を
主
体

的
に
築
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

最
後
に
、「
パ
ラ
ウ
ン
派
」仏
教
の
シ
ャ
ン
州
各
地
に
お
け
る
実
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で

す
。
私
の
調
査
に
よ
り
、
村
落
レ
ベ
ル
の
仏
教
実
践
に
目
を
向
け
れ
ば
、
言
語
使
用
の
み
に
焦
点
を
当
て
て
も
、

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
ご
と
、さ
ら
に
同
グ
ル
ー
プ
内
で
も
地
域
ご
と
に
か
な
り
の
多
様

性
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
し
、エ
リ
ー
ト
僧
自
身
も
そ
れ
を
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
パ
ラ
ウ
ン
の
事
例
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
決
し
て
特
殊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
少
数
民
族
を
対
象
に

調
査
を
行
っ
て
も
、
エ
リ
ー
ト
僧
ら
に
よ
る「
民
族
仏
教
」の
語
り
を
し
ば
し
ば
耳
に
し
ま
す
。
こ
れ
は
パ
ラ
ウ

ン
と
同
様
、
特
に
近
代
以
降
に
顕
著
と
な
っ
た
現
象
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
少
数
民

族
村
落
で
調
査
を
行
う
と
、研
究
者
の
立
場
か
ら
も
、あ
る
民
族
に
均
質
な
仏
教
が
存
在
す
る
と
は
言
え
ま
せ
ん

し
、
少
数
民
族
の
人
々
全
体
に
そ
の
よ
う
な
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
上
座
仏
教
徒
社

会
の
各
地
域
の
上
座
仏
教
は
、比
較
的
均
質
な
パ
ー
リ
仏
典
を
保
持
し
、儀
礼
に
も
共
通
す
る
点
は
あ
る
の
で
す

が
、仏
典
に
用
い
ら
れ
る
言
語
以
外
の
実
践
に
注
目
す
れ
ば
、さ
ら
な
る
多
様
性
が
見
ら
れ
ま
す
。
今
回
は
時
間

の
都
合
で
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、少
数
民
族
の
多
様
な
実
践
に
注
目
す
る
こ
と
は
、主
に
平
地
の
主
要
民

族
の
事
例
に
基
づ
い
て
表
象
さ
れ
て
き
た
上
座
仏
教
の
あ
り
方
を
、
相
対
化
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
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