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大だ
い
か
い海
を
以も

っ

て

　
　

牛ご

跡し
ゃ
く

に
内い

る
る
こ
と
な
か
れ

インドに行くと大地に牛の足跡がある。経典はそれを見逃さず、そこには海
の水は入らないという。愚かな行為であると。
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表
題
は
維ゆ

い
ま
き
ょ
う

摩
経
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。「
大
海
原
の
水
を
牛
が
つ
け
た
小
さ
な
足
跡
に
押

し
込
む
よ
う
な
こ
と
は
す
る
な
」

　

維
摩
経
が
成
立
し
た
の
は
西
暦
後
一
世
紀
ご
ろ
と
い
わ
れ
て
お
り
、
釈
尊
没
六
、七
百
年
後
で
あ
る
。

初
期
の
大
乗
経
典
に
属
す
る
経
で
あ
る
。
維
摩
経
は
徳
太
子
に
よ
る
注
釈
（
維
摩
経
義ぎ

し
ょ疏
）
も
あ
り
、

日
本
で
は
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る
経
の
一
つ
で
あ
る
。

　

筆
者
は
維
摩
経
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
故
橋
本
芳
契
先
生(

一
九
一
〇―

二
〇
〇
一)

か
ら
、
こ

の
経
の
一
字
一
句
を
昭
和
五
十
年
頃
二
年
半
に
わ
た
り
、
一
対
一
で
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
と
き

の
録
音
記
録
（
二
時
間
テ
ー
プ
で
三
二
本
）、
を
起
こ
し
十
数
年
前
に
『
維
摩
経
講
話
』（
山
喜
房
佛
書

林
刊
）
と
し
て
上
梓
し
た
。

　

お
経
は
釈
尊
の
教
え
を
物
語
と
し
て
展
開
す
る
の
が
一
般
的
な
形
式
で
あ
る
が
、
維
摩
経
で
は
、
よ

ご
れ
を
離
れ
た
き
よ
ら
か
な
人
で
あ
る
と
い
う
評
判
の
在
家
の
維
摩
居
士
と
智
慧
の
文も

ん
じ
ゅ
ぼ
さ
つ

殊
菩
薩
の
二
人

を
軸
と
し
て
、
仏
の
悟
り
と
は
な
に
か
が
、
舞
台
を
変
え
登
場
人
物
を
変
え
語
ら
れ
る
。
経
に
入
る
者

は
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
芝
居
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

　

維
摩
経
の
舞
台
は
東
北
イ
ン
ド
の
地
方
都
市
、
ヴ
ェ
ー
シ
ャ
リ
ー
で
あ
る
。
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菩
薩
数
万
人
と
マ
ン
ゴ
ー
の
林
に
い
た
お
釈
迦
様
は
維
摩
居
士
が
病
に
な
っ
た
こ
と
を
神
通
力
で
知

る
。

　

な
ぜ
維
摩
は
病
気
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、「
衆
生
病
む
故
に
我
病
む
」
か
ら
で
あ
る
と
。
お
経

に
は
と
き
ど
き
と
て
も
恐
ろ
し
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
に
違
い
な
い
。

　

身
内
や
友
人
や
近
し
い
人
が
病
む
と
き
は
確
か
に
つ
ら
く
苦
し
い
こ
と
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
衆

生
」、つ
ま
り
「
生
き
と
し
生
け
る
全
て
の
人
」
が
病
ん
で
い
る
の
で
、自
分
も
病
に
落
ち
た
の
だ
と
い
っ

て
あ
る
。

　

お
釈
迦
様
は
維
摩
の
見
舞
い
に
行
っ
て
く
れ
な
い
か
と
、
ま
ず
、
十
大
弟
子
に
い
う
。

　

見
舞
い
に
行
け
と
い
わ
れ
た
弟
子
は
み
な
「
私
は
と
て
も
あ
ん
な
お
そ
ろ
し
い
人
の
と
こ
ろ
に
は
行

け
ま
せ
ん
」
と
断
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
弟
子
の
だ
れ
も
が
修
行
や
托
鉢
や
戒
律
の
こ
と
で
、
維
摩
居

士
に
徹
底
的
に
や
り
こ
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

表
題
の
「
大
海
を
以
て
牛
跡
に
内
る
る
こ
と
な
か
れ
」
は
、
説
法
第
一
の
富ふ

る

な

楼
那
の
と
こ
ろ
に
出
て

く
る
。
説
法
と
は
人
に
何
事
か
を
教
え
る
行
為
で
あ
る
。

　

富
楼
那
が
説
法
し
て
い
る
と
維
摩
が
や
っ
て
き
て
「
お
ま
え
は
何
を
し
て
い
る
の
か
」。
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富
楼
那
「
は
い
、
説
法
を
し
て
い
ま
す
」。

　

維
摩
「
お
前
の
よ
う
な
説
法
な
ら
し
な
い
ほ
う
が
い
い
」。

　

お
前
の
説
法
は
、
無
限
に
変
化
す
る
大
海
原
の
水
を
狭
い
牛
の
足
跡
に
押
し
込
も
う
と
し
て
い
る
よ

う
な
も
の
だ
、
太
陽
の
光
を
蛍
の
灯
り
と
同
じ
と
見
る
よ
う
な
も
の
だ
、
大
き
な
道
を
行
こ
う
と
し
て

い
る
人
に
小
さ
い
道
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
し
て
何
に
な
る
。

　

見
事
な
教
育
論
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
を
旅
し
て
い
る
と
牛
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
見
る
。
右
の
喩
え
の
「
牛
の
足
跡
」
は
本
当
に
よ

く
分
か
る
。
イ
ン
ド
の
喩
え
は
的
確
で
直
截
的
で
あ
る
。

　

十
代
弟
子
全
て
が
見
舞
い
を
辞
退
し
た
後
、
お
釈
迦
様
は
次
に
菩
薩
方
に
見
舞
う
よ
う
言
わ
れ
る
。

菩
薩
四
人
も
維
摩
の
論
に
抗
え
な
か
っ
た
い
き
さ
つ
を
説
明
し
、
同
じ
く
辞
退
す
る
。
最
後
に
、
そ
れ

で
は
と
文
殊
菩
薩
が
立
ち
上
が
り
、
維
摩
の
待
つ
方
丈
の
間
に
向
か
う
。

　

維
摩
経
は
こ
の
あ
と
い
く
つ
も
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
展
開
を
見
せ
る
。

　
（
二
〇
〇
七
年
四
月
二
五
日
）


