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ま
え
が
き

仏
教
は
ひ
と
り
で
に
伝
わ
り
ゆ
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
が
遠
く
イ
ン
ド
か
ら
日
本
に
ま

で
伝
わ
っ
た
の
は
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
多
く
の
人
間
の
は
た
ら
き
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
僧
侶
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
為
政
者
や
富
裕
な
商
人
、
芸
術
家
や
建
築
家
、
そ
し
て
一
般
民
衆
な
ど
、
仏
教

に
大
き
な
価
値
を
認
め
た
人
た
ち
が
い
た
れ
ば
こ
そ
、
仏
教
は
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

古
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、「
語
り
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
と
り
わ
け
古
代
イ
ン
ド

は
説
話
（
物
語
）
の
宝
庫
で
し
た
。
民
間
に
流
布
し
て
い
た
伝
承
を
仏
教
が
巧
み
に
取
り
込
み
、
仏

教
独
特
の
「
語
り
」
が
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
本
書
で
取
り
上
げ
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
そ
の
典
型

で
す
。

釈
尊
（
お
釈
迦
さ
ま
）
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
以
前
の
前
世
の
物
語
、
そ
れ
が
ジ
ャ
ー
タ
カ
で
す
。

ジ
ャ
ー
タ
カ
は
パ
ー
リ
語
で
説
か
れ
た
南
方
上
座
部
（
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
）
の
経
蔵
に
含
ま
れ
て
い

て
、
五
四
七
の
話
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
本
書
で
は
そ
の
一
端
に
ふ
れ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

前
世
の
釈
尊
は
菩
薩
と
呼
ば
れ
ま
す
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
イ
ン
ド
文
化
を
特
色
づ
け
る
輪
廻
転
生
の

考
え
方
を
基
盤
に
し
て
い
て
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
よ
れ
ば
過
去
世
に
お
い
て
菩
薩
は
さ
ま
ざ
ま
な
生
を

経
て
い
ま
す
。
人
間
だ
け
で
な
く
、
サ
ル
や
ウ
サ
ギ
と
い
っ
た
動
物
、
と
き
に
は
鬼
神
で
あ
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
菩
薩
が
主
役
で
あ
る
事
例
が
も
ち
ろ
ん
一
番
多
い
の
で
す
が
、
と
き
に
菩
薩
が
脇
役

で
あ
る
例
も
あ
り
ま
す
。

ジ
ャ
ー
タ
カ
は
、
慈
愛
の
大
切
さ
や
徳
の
高
い
人
物
の
あ
り
方
を
教
え
る
内
容
か
ら
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
な
内
容
ま
で
、
実
に
多
種
多
様
で
す
。
特
権
階
級
を
批
判
し
た
り
、
平
和
の
尊
さ
を
説
く
も
の
が

あ
っ
た
り
、
子
ど
も
に
も
わ
か
る
教
訓
話
が
あ
っ
た
り
と
、
内
容
の
豊
富
さ
に
は
驚
か
さ
れ
ま
す
。

世
界
に
伝
わ
る
昔
話
や
伝
説
と
も
関
連
を
有
し
て
い
て
、『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
や
『
ア
ラ
ビ
ア
ン

ナ
イ
ト
』
な
ど
と
も
対
比
検
討
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
比
較
文
学
の
う
え
で
も
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
重

要
な
資
料
な
の
で
す
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
幾
つ
か
の
物
語
は
漢
訳
経
典
を
通
じ
て
、
わ
が
国
に
も
も
た

ら
さ
れ
ま
し
た
。『
今
昔
物
語
』
の
「
月
の
兎
」
の
話
は
特
に
有
名
で
す
。

パ
ー
リ
語
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
、
ど
の
話
も
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

㈠

 

現
在
世
物
語
：
釈
尊
が
い
か
な
る
き
っ
か
け
に
よ
っ
て
過
去
世
物
語
を
説
く
に
至
っ
た
か
の

部
分
。
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の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ジ
ャ
ー
タ
カ
を
彫
刻
し
た
無
名
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
や
、
一
般
民
衆
に
向
け
て
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
教

化
に
活
用
し
た
無
名
の
説
法
師
た
ち
に
思
い
を
は
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

視
覚
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
た
「
語
り
の
文
化
」。
そ
れ
は
仏
教
文
化
の
大
き
な
特
徴
で
す
。
古
代
イ

ン
ド
の
「
語
り
の
文
化
」
を
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
の
始
ま
り
始
ま
り
～

入
澤　

崇

㈡

過
去
世
物
語
：
現
在
世
に
起
き
た
出
来
事
の
由
来
が
語
ら
れ
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
主
要
部
分
。

㈢

 

結
合
：
現
在
世
の
登
場
人
物
と
過
去
世
に
登
場
す
る
人
物
（
動
物
や
鬼
神
の
場
合
も
あ
り
）

を
結
び
つ
け
る
最
終
部
分
。

ジ
ャ
ー
タ
カ
の
中
心
と
な
る
の
は
過
去
世
の
部
分
で
、
本
書
は
過
去
世
物
語
に
焦
点
を
あ
て
て
い

ま
す
。

ジ
ャ
ー
タ
カ
は
一
般
の
民
衆
向
け
に
語
ら
れ
た
説
話
で
す
。
そ
れ
故
、
古
代
イ
ン
ド
で
広
く
仏
教

が
受
容
さ
れ
て
い
く
の
に
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
果
た
し
た
役
割
は
、極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

一
般
民
衆
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ
る
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、主
に
仏
塔
で
し
た
。
仏
塔
と
い
う
の
は
、

釈
尊
の
遺
骨
（
舎
利
）
を
内
蔵
し
た
建
造
物
の
こ
と
で
、
門
や
欄
楯
（
石
の
垣
根
）
に
釈
尊
の
生
涯

を
語
る
図
像
（
仏
伝
図
）
と
と
も
に
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
彫
刻
さ
れ
た
の
で
し
た
。

本
書
は
主
に
古
代
イ
ン
ド
の
仏
塔
に
施
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
図
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。
ジ
ャ
ー

タ
カ
の
図
像
は
画
面
構
成
が
複
雑
で
、
見
た
だ
け
で
す
ぐ
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
理
解
で
き
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
解
説
者
の
存
在
が
予
想
で
き
ま
す
。
事
実
、
説
法
師
（
バ
ー
ナ
カ
）
と
い
う
役
職
の

僧
侶
が
仏
塔
に
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
は
彼
ら
が
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
人
々
に
語
り
伝
え
た
も
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ジ
ャ
ー
タ
カ
と
は
…
…

仏
教
の
開
祖
で
あ
る
釈
尊
の
前
生
物
語
、
そ
れ
を
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
い
う
。

「
本
生
譚
」「
本
生
話
」
と
も
呼
ば
れ
、
仏
教
で
は
大
変
重
視
さ
れ
て
き
た
。

パ
ー
リ
語
で
編
纂
さ
れ
た
仏
教
聖
典
に
は
五
四
七
話
が
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
が
、
現
在
あ
る
よ
う
な
形
で
整
え
ら
れ
た
の
は
、
お
よ
そ
五
世
紀
頃
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
図
像
資
料
は
そ
れ
以
前
の
も
の
で
、
ジ

ャ
ー
タ
カ
の
原
形
を
知
る
う
え
で
貴
重
で
あ
る
。
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月
に
兎う
さ
ぎが

い
る
。

ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
こ
ん
な
話
が
あ
る
。

森
の
中
に
一
匹
の
兎
（
釈
尊
の
前
生
）
が
住
ん
で
い
た
。
こ
の
兎
に
は
猿さ
る

と
豺
や
ま
い
ぬと
獺
か
わ
う
その
三
匹
の
友
達
が
い
た
。
あ
る
日
、

一
人
の
修
行
者
が
や
っ
て
き
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
に
食
物
を
乞
う
た
。「
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
と
も
。
あ
な
た
さ
ま

に
食
物
を
お
布
施
い
た
し
ま
し
ょ
う
」
と
、
猿
も
豺
も
獺
も
、
そ
の
日
手
に
入
れ
た
食
物
を
差
し
だ
す
の
だ
っ
た
。
修
行
者

が
兎
の
も
と
を
訪
ね
た
時
、
兎
は
施ほ

ど
こす

食
物
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

「
私
は
自
分
を
捨
て
て
火
の
中
に
飛
び
こ
み

ま
す
。
私
の
身
体
が
焼
け
た
ら
、
そ
の
肉
を
食

べ
て
、
修
行
を
お
続
け
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
」

そ
う
言
っ
て
兎
は
燃
え
盛
る
火
に
近
付
き
、

「
も
し
私
の
毛
の
中
に
生
き
物
が
い
た
ら
、
そ

れ
ら
が
死
ぬ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
」
と

呟
い
て
火
の
中
に
身
を
投
げ
た
。

と
こ
ろ
が
薪
の
火
は
兎
を
焼
か
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
か
、
兎
は
不
思
議

が
っ
た
。
実
は
、
そ
の
修
行
者
の
正
体
は
帝た

い

釈
し
ゃ
く

天て
ん

と
い
う
神
で
、
兎
を
試
す
た
め
に
天
か
ら

や
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

「
た
と
え
誰
が
や
っ
て
き
て
自
分
を
試
そ
う

と
も
、
私
に
施
し
を
惜
し
む
気
持
ち
を
見
つ
け

兎本生（ササジャータカ）
（ゴーリ出土　3世紀中頃　チェンナイ
（旧マドラス）州立博物館蔵）
右側の人物は修行者（帝釈天）。そ
の前で燃えている火に、兎が飛び
こもうとしている。兎の左に立っ
ている者は帝釈天で、兎の功徳を
たたえているのか、上空（月）を
指している。左に獺、猿、豺それ
に供養者の姿が見える。後方に仏
塔（ストゥーパ）が描かれているの
が面白い。
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家
に
妻
を
残
し
て
出
家
し
た
修
行
僧
は
、
な
か
な
か
妻
へ
の
想
い
が
断
ち
切
れ
な
か
っ
た
も
の
ら
し
い
。
釈
尊
は
、
そ
ん

な
修
行
者
に
こ
の
よ
う
な
話
を
し
て
い
る
。

一
匹
の
牝
鹿
が
精
の
つ
い
て
い
る
草
を
食
べ
、
水
を
飲
ん
で
妊
娠
す
る
。
生
ま
れ
た
の
は
人
間
の
子
。
仙
人
（
釈
尊
の
前 

生
）
は
そ
の
子
を
我
が
子
と
し
、
一
角
仙
人
と
名
づ
け

た
。
一
角
仙
人
は
成
長
し
、
森
の
な
か
で
厳
し
い
修
行

を
続
け
た
。
修
行
の
厳
し
さ
は
、
帝
釈
天
の
す
み
か
ま

で
を
揺
り
動
か
す
ほ
ど
で
、
帝
釈
天
は
一
角
仙
人
の
修

行
を
邪
魔
し
よ
う
と
一
計
を
企く

わ
だて

る
。
帝
釈
天
の
た
く

ら
み
と
い
う
の
は
、
地
上
に
三
年
間
雨
を
降
ら
さ
ず
に

お
い
て
、
国
中
を
混
乱
に
陥
れ
、
国
王
を
次
の
よ
う
に

そ
そ
の
か
す
こ
と
だ
っ
た
。「
雨
が
降
ら
な
い
の
は
一

角
仙
人
の
行
っ
て
い
る
苦
行
の
せ
い
だ
。
王
の
娘
ナ
リ

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
」

と
、
兎
は
言
い
放
っ
た
。
帝
釈
天
は
、
兎
の
立
派
な
行

い
が
世
界
中
に
知
れ
わ
た
る
よ
う
に
と
、
山
を
圧
し
つ

ぶ
し
て
、
山
の
汁
を
絞
り
取
り
、
そ
の
汁
で
月
面
に
兎

の
姿
を
描
い
た
の
だ
っ
た
。

古
代
イ
ン
ド
で
は
、
月
の
こ
と
を
別
名
「
兎
を
持
て

る
も
の
」
と
呼
ん
だ
。

ナリニカージャータカ
（マトゥラー出土　3世紀頃　マトゥラー博物館蔵）
ナリニカー姫が一角仙人を誘惑している場面。

ジャータカのレリーフが出土したゴーリは、南インドを代表する仏教遺跡のひとつ。上の写真は
ジャガヤペータ仏教遺跡附近からゴーリ方向を望んだところ。


