
一

駒
澤
大
学
仏
敎
学
部
研
究
紀
要
第
七
十
六
号　

平
成
三
十
年
三
月

近
代
仏
教
学
に
お
け
る
数
多
い
論
争
の
う
ち
、
論
じ
ら
れ
た
期

間
が
最
も
長
く
、
ま
た
最
も
多
様
な
説
が
出
さ
れ
た
の
は
、『
大
乗

起
信
論
』
の
成
立
を
め
ぐ
る
論
争
だ
ろ
う
。
中
国
の
場
合
は
、
こ

の
論
争
を
通
じ
て
近
代
仏
教
学
が
形
成
さ
れ
て
い
る（

１
）。

東
ア
ジ
ア
仏
教
の
基
軸
の
一
つ
と
な
っ
た
『
大
乗
起
信
論
』（
以

下
、『
起
信
論
』
と
略
す
）
は
、
馬
鳴
菩
薩
の
作
、
真
諦
三
蔵

（
四
九
九
〜
五
六
九
）
の
訳
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
隋
の
訳
経

目
録
で
あ
る
法
経
の
『
衆
経
目
録
』（
五
九
四
年
）
で
は
、「
人
は

真
諦
訳
と
言
っ
て
い
る
が
、
真
諦
の
訳
経
録
を
調
べ
る
と
こ
の
論

は
無
い
。
そ
の
た
め
、
疑
惑
の
部
に
入
れ
て
お
く
」
と
記
し
て
い

る
。
ま
た
、
三
論
宗
の
教
理
を
集
成
し
た
吉
蔵
（
五
四
九
〜
六
二

三
）
の
兄
弟
弟
子
で
あ
る
百
済
の
慧
均
は
、『
大
乗
四
論
玄
義
』
に

お
い
て
、
北
地
の
諸
論
師
に
よ
れ
ば
馬
鳴
の
作
で
は
な
く
、
昔
の

地
論
師
が
作
っ
て
馬
鳴
の
作
だ
と
称
し
た
と
述
べ
、
唐
代
の
新
羅

の
華
厳
学
者
と
思
わ
れ
る
珍
嵩
も
、『
探
玄
記
第
三
私
記
』
に
お
い

て
、『
起
信
論
』
は
偽
経
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
偽
論
だ
と
説
い
て

い
る
。

　

以
後
も
こ
の
問
題
は
時
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
成
立
を
め
ぐ

る
論
争
が
活
発
に
な
っ
た
の
は
、
望
月
信
亨
が
一
九
○
二
年
に

「
起
信
論
の
作
者
に
就
い
て
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
、『
起
信

論
』
の
作
者
と
成
立
年
代
に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
て
か
ら
だ
。
以

後
、
真
作
説
、
北
地
な
い
し
南
地
で
の
偽
作
説
、
来
朝
し
た
イ
ン

ド
人
選
述
説
な
ど
、
実
に
様
々
な
説
が
提
出
さ
れ
、
論
争
が
な
さ

れ
て
き
た
。

　

こ
の
論
争
史
の
中
で
、
重
要
な
く
さ
び
を
打
ち
込
ん
だ
の
が
、

竹
村
牧
男
の
『
大
乗
起
信
論
読
釈
』（
一
九
八
五
年
）
だ
っ
た
。
イ

ン
ド
唯
識
説
の
研
究
者
で
あ
っ
て
華
厳
教
学
な
ど
中
国
仏
教
の
知

識
も
あ
っ
た
竹
村
は
、『
起
信
論
』
が
用
い
て
い
る
語
を
精
査
し
、

南
地
の
真
諦
の
訳
語
よ
り
、
北
地
の
菩
提
流
支
や
勒
那
摩
提
な
ど

の
訳
語
と
一
致
す
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の

だ
。
こ
の
点
は
、
そ
の
前
か
ら
あ
る
程
度
は
説
か
れ
て
い
た
が
、

竹
村
は
こ
の
面
の
研
究
を
大
幅
に
進
展
さ
せ
、
状
況
を
一
変
さ
せ
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二

た
。
こ
の
た
め
、
真
諦
訳
出
説
を
支
持
し
て
実
証
的
な
研
究
を
重

ね
て
き
た
柏
木
弘
雄
な
ど
も
、
後
に
な
る
と
真
諦
の
訳
場
に
北
地

か
ら
来
た
僧
侶
が
参
加
し
て
訳
語
に
影
響
を
与
え
た
の
だ
と
説
く

よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
竹
村
を
初
め
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
考
慮

せ
ず
、
ま
た
イ
ン
ド
仏
教
の
教
理
に
不
案
内
な
ま
ま
『
起
信
論
』

イ
ン
ド
成
立
説
を
説
く
人
た
ち
が
、
近
年
に
な
っ
て
ま
た
現
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
登
場
し
た
の
が
、
つ
く

ば
大
学
の
学
部
と
大
学
院
で
そ
の
竹
村
の
指
導
を
受
け
て
研
究
を

始
め
た
大
竹
晋
の
『
大
乗
起
信
論
成
立
問
題
の
研
究
│
『
大
乗
起

信
論
』
は
漢
文
文
献
か
ら
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
│
』
だ
。
副
題
が
示

す
よ
う
に
、
中
国
成
立
説
に
立
つ
こ
の
著
作
は
、
千
四
百
年
以
上

に
わ
た
る
長
い
論
争
を
終
わ
ら
せ
た
画
期
的
な
研
究
と
言
っ
て
よ

い
。
議
論
の
細
か
い
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
修
正
さ
れ
た
り
補
足

さ
れ
た
り
す
る
だ
ろ
う
が
、
中
国
北
地
の
中
国
人
の
作
だ
と
す
る

大
竹
の
結
論
を
論
駁
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。

　

本
書
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
。

　

目
次

　

ま
え
が
き

　

序　

論

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　
　
　

二　

研
究
史
の
概
観

　
　
　

三　

本
研
究
の
構
成

　
　
　

四　

お
わ
り
に

　

第
一
部　

資
料
篇

　
　

第
一
章　

敦
煌
写
本
系
『
大
乗
起
信
論
』

　
　

第
二
章　

北
朝
現
在
漢
文
仏
教
文
献
対
照
『
大
乗
起
信
論
』

　

第
二
部　

研
究
篇

　
　

第
一
章　
『
大
乗
起
信
論
』
の
素
材

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　
　
　

二　

元
魏
漢
訳
に
先
行
す
る
諸
訳

　
　
　

三　

元
魏
漢
訳
に
先
行
す
る
偽
経

　
　
　

四　

元
魏
漢
訳

　
　
　

五　

元
魏
菩
提
流
支
著
作
お
よ
び
講
義
録

　
　
　

六　

お
わ
り
に

　
　

第
二
章　
『
大
乗
起
信
論
』
に
お
け
る
北
朝
仏
教
説

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　
　
　

二　

五
蘊
を
色
心
と
見
な
す
説

　
　
　

三　

心
を
無
明
と
見
な
す
説

　
　
　

四　

双
運
道
に
お
け
る
止
観
の
対
象
を
別
々
と
見
な
す
説

　
　
　

五　

大
乗
の
語
義
を
三
大
と
見
な
す
説

　
　
　

六　

お
わ
り
に

　
　

第
三
章　
『
大
乗
起
信
論
』
に
お
け
る
奇
説

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　
　
　

二　

あ
ら
ゆ
る
諸
法
を
真
如
と
見
な
す
説



【
書
評
】
大
竹
晋
『
大
乗
起
信
論
成
立
問
題
の
研
究
』（
石
井
）

三

　
　
　

三　

意
を
五
意
と
見
な
す
説

　
　
　

四　

熏
習
を
熏
と
見
な
す
説

　
　
　

五　

前
世
の
業
障
が
今
世
に
残
っ
て
い
る
と
見
な
す
説

　
　
　

六　
  

阿
惟
越
致
を
信
か
ら
退
か
な
く
な
る
こ
と
と
見
な
す

説

　
　
　

七　

正
定
聚
を
信
か
ら
退
か
な
く
な
る
者
と
見
な
す
説

　
　
　

八　

お
わ
り
に

　
　

第
四
章　
『
大
乗
起
信
論
』
の
成
立
と
流
伝

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　
　
　

二　

北
朝
に
お
け
る
成
立
と
馬
鳴
へ
の
仮
託

　
　
　

三　

南
朝
に
お
け
る
流
伝
と
真
諦
へ
の
仮
託

　
　
　

四　

お
わ
り
に

　
　

結　

論

　
　
　

一　

は
じ
め
に

　
　
　

二　

中
国
仏
教
史
に
お
け
る
『
大
乗
起
信
論
』

　
　
　

三　

通
仏
教
史
に
お
け
る
『
大
乗
起
信
論
』

　
　
　

四　

お
わ
り
に

　
　

註

　
　

索
引

　
　

Table of C
ontents

　
　

O
utline

　
「
序
論
」
で
は
、『
起
信
論
』
は
「
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
手
頃
な

入
門
書
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
」
と
述
べ
、
そ
の
成
立
問
題
に

取
り
組
ん
だ
人
の
多
く
は
「
梵
文
や
蔵
訳
に
つ
い
て
知
識
を
持
た

な
い
ま
ま
、
漢
文
仏
教
文
献
に
も
と
づ
い
て
憶
測
を
述
べ
た
に
す

ぎ
な
い
」
と
手
厳
し
い
言
葉
を
述
べ
て
い
る
（
四
頁
）。
本
書
の
研

究
は
、
大
竹
が
自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
漢
文
大
蔵
経
の
電
子

化
」
と
「
敦
煌
出
土
北
朝
文
献
の
翻
刻
出
版（

２
）」
と
い
う
最
近
の
二

大
成
果
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
大
竹
が
こ
の
成
果
を
存
分
に
生
か

す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
イ
ン
ド
と
中
国
の
如
来
蔵
説
・
唯
識
説

に
対
す
る
該
博
な
知
識
と
、
梵
文
文
献
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
文

献
の
精
密
な
読
解
力
に
よ
る
。
大
竹
は
こ
れ
ま
で
に
著
書
と
し
て

は
『
唯
識
説
を
中
心
と
し
た
初
期
華
厳
教
学
の
研
究
│
智
儼
・
義

湘
か
ら
法
蔵
へ
』、『
元
魏
漢
訳
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
釈
経
論
群
の
研

究
』、
訳
注
書
で
は
新
国
訳
大
蔵
経
シ
リ
ー
ズ
の
『
十
地
経
論
Ⅰ
・

Ⅱ
』『
大
宝
積
経
論
』『
能
断
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
経
論
釈　

他
』

『
法
華
経
論
・
無
量
寿
経
論　

他
』、『
金
剛
仙
論
』（
共
著
）
そ
の

他
を
公
刊
し
、
関
連
論
文
も
数
多
く
発
表
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、

『
起
信
論
』
の
背
景
と
な
る
漢
訳
の
諸
経
論
に
対
し
て
精
細
な
注
を

つ
け
、
梵
文
や
チ
ベ
ッ
ト
語
の
対
応
箇
所
を
指
摘
し
、
内
容
に
関

す
る
研
究
も
し
て
き
た
の
だ
。
ま
た
、
大
竹
自
身
、「
地
論
宗
断
片

集
成
」（
金
剛
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
編
『
地
論
宗
の
形
成
』、
国

書
刊
行
会
、
二
○
一
七
年
）
が
示
す
よ
う
に
、
地
論
宗
文
献
の
佚

文
を
精
力
的
に
収
集
し
て
公
開
す
る
作
業
も
や
っ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
積
み
重
ね
が
、
今
回
の
本
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
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四

『
起
信
論
』
の
成
立
問
題
に
関
し
て
、
大
竹
ほ
ど
適
任
な
研
究
者
は

い
な
い
だ
ろ
う
。「
あ
る
文
献
が
イ
ン
ド
選
述
で
あ
る
か
中
国
選
述

で
あ
る
か
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
、
梵
文
や
蔵
訳
に
つ
い

て
知
識
を
持
た
な
い
と
い
う
の
は
、
学
問
的
な
誠
実
さ
を
疑
わ
れ

て
も
仕
方
が
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
四
頁
）
と
ま
で
大
竹
は

述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
梵
文
・
蔵
訳
・
漢
文
資
料
を
活
用
し

て
『
起
信
論
』
に
つ
い
て
論
じ
た
高
崎
直
道
、
柏
木
弘
雄
、
竹
村

牧
男
な
ど
の
よ
う
に
、
素
晴
ら
し
い
研
究
水
準
を
示
し
て
き
た
日

本
の
仏
教
学
界
が
急
速
に
衰
退
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
大

竹
が
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
右
の
厳
し
い
言

葉
は
、
若
い
世
代
の
研
究
者
に
対
す
る
激
励
の
言
葉
と
し
て
受
け

止
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

第
１
部
資
料
編
の
第
一
章
で
は
、
複
数
の
敦
煌
写
本
を
用
い
て

本
文
を
校
訂
し
、
唐
代
に
流
通
し
て
い
た
古
形
を
復
元
し
て
い
る
。

大
竹
の
こ
の
復
元
テ
キ
ス
ト
は
今
後
の
『
起
信
論
』
研
究
の
基
盤

と
な
る
に
違
い
な
い
。
大
正
大
蔵
経
だ
け
で
研
究
で
き
た
時
代
は

と
っ
く
に
終
わ
っ
て
お
り
、
近
年
で
は
テ
キ
ス
ト
の
変
遷
に
よ
っ

て
『
梵
網
経
』
の
受
容
の
仕
方
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
た
船
山
徹

の
研
究
な
ど
も
出
て
い
る（

３
）が
、
い
ま
だ
に
こ
の
問
題
に
注
意
を
払

わ
な
い
内
外
の
研
究
者
が
多
い
の
は
遺
憾
だ
。

　

第
二
章
の
「
北
朝
現
在
漢
文
仏
教
文
献
対
照
『
大
乗
起
信
論
』」

で
は
、
高
崎
直
道
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
『
起
信
論
』
の
語
法
や

用
語
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
略
に
説
明
し
た
う
え
で
、
校
訂
さ
れ
た

『
起
信
論
』
本
文
と
そ
の
現
代
語
訳
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

『
起
信
論
』
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
を
上
段
に
、
ま
た
現
存
す
る
北
朝
の

漢
文
仏
教
文
献
の
う
ち
の
対
応
す
る
部
分
を
下
段
に
配
し
て
対
照

さ
せ
、『
起
信
論
』
が
北
朝
の
漢
訳
経
論
・
講
義
録
・
注
釈
な
ど

様
々
な
漢
文
仏
教
文
献
を
素
材
と
し
て
い
る
こ
と
、
少
な
く
と
も

そ
れ
と
並
行
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
経
論
な
ど
の
梵
文

テ
キ
ス
ト
や
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
が
存
在
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
そ
れ

も
示
し
て
現
代
語
訳
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
対
照
作
業
は
実
に
徹

底
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
有
益
だ
。『
起
信
論
』
作
者
が

基
づ
い
た
典
拠
、
あ
る
い
は
類
似
し
た
説
が
知
ら
れ
る
う
え
、
本

覚
・
始
覚
の
部
分
の
よ
う
に
、
対
応
す
る
梵
文
テ
キ
ス
ト
や
チ

ベ
ッ
ト
語
訳
が
示
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
、『
起
信
論
』

作
者
の
創
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
分
か
る
。『
起
信
論
』

の
特
質
が
見
え
て
く
る
う
え
、
今
後
さ
ら
な
る
研
究
を
し
て
い
く

際
、
こ
れ
ほ
ど
便
利
で
貴
重
な
デ
ー
タ
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

第
二
部
は
研
究
編
の
う
ち
、
第
一
章
「『
大
乗
起
信
論
』
の
素

材
」
で
は
、
同
論
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
北
朝
の
さ
ま
ざ
ま
な
漢

文
仏
教
文
献
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
偽
経
、
偽
論
だ
け
で

な
く
、
来
朝
し
た
イ
ン
ド
人
三
蔵
の
講
義
録
も
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、『
起
信
論
』
が
偽
経
で
あ
る
『
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』

の
説
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
本
書
で
は
そ

う
し
た
調
査
を
徹
底
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
の
だ
。
特
に
、『
起
信

論
』
と
の
類
似
部
分
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
『
金
剛
仙
論
』
に
つ
い
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五

て
は
、
大
竹
自
身
が
詳
細
な
研
究
を
し
、
菩
提
流
支
の
講
義
録
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
『
金
剛
仙
論
』
に

基
づ
く
部
分
が
多
い
こ
と
は
、
北
朝
人
撰
述
説
の
有
力
な
材
料
と

な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
部
分
に
は
多
く
の
発
見
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

特
に
重
要
な
指
摘
の
一
つ
は
、『
起
信
論
』
が
「
修
多
羅
（sūtra

経
）」
の
説
と
し
て
引
い
て
い
る
文
言
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て
典
拠

を
明
ら
か
に
し
、
し
か
も
、『
瑜
伽
論
』「
本
地
分
中
菩
薩
地
」
の

異
訳
で
あ
る
『
菩
薩
地
持
経
』
の
主
張
が
「
修
多
羅
」
の
説
と
し

て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
大
竹

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
論
で
あ
る
「
菩
薩
地
」
の
内
容
を
「
経
」

の
引
用
と
い
う
形
で
扱
う
の
は
、「
菩
薩
地
」
を
『
菩
薩
地
持
経
』

と
い
う
「
経
」
の
形
で
受
容
し
て
い
た
中
国
に
お
い
て
し
か
あ
り

え
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
不
明
な
も
の
が
多
か
っ
た
『
起
信

論
』
の
「
修
多
羅
」
の
引
用
を
解
明
し
た
大
竹
な
ら
で
は
の
指
摘

だ
。

　

こ
の
第
一
章
に
お
い
て
書
評
子
が
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、『
涅
槃

経
』
に
基
づ
く
部
分
が
一
カ
所
し
か
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

だ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
詳
細
に
典
拠
を
精
査
し
て
お
り
な
が
ら
、『
起

信
論
』
と
『
涅
槃
経
』
の
一
致
箇
所
が
こ
こ
し
か
な
い
と
い
う
の

は
、
北
朝
に
お
け
る
『
涅
槃
経
』
の
流
行
を
考
え
る
と
信
じ
が
た

い
こ
と
で
あ
り
、『
起
信
論
』
作
者
の
独
自
な
立
場
を
良
く
示
す
も

の
だ
。
こ
れ
は
、『
起
信
論
』
が
「
仏
性
」
と
い
う
語
を
用
い
て

い
な
い
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、『
起
信
論
』
作
者

は
如
来
蔵
を
説
く
『
勝
鬘
経
』
や
『
楞
伽
経
』
や
『
宝
性
論
』
そ

の
他
の
漢
訳
経
論
や
菩
提
流
支
の
講
義
録
で
あ
る
『
金
剛
仙
論
』

な
ど
を
尊
重
す
る
一
方
で
、「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
を
強
調
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
南
北
朝
仏
教
の
基
調
と
な
っ
た
漢
訳
『
涅
槃
経
』

を
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
違
い
を
強
調
し
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
起
信
論
』
の
作
者
を
推
定

す
る
う
え
で
、
こ
の
う
え
な
く
重
要
な
前
提
と
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
本
書
は
、
そ
れ
自
体
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
で
あ
る
と
同
時
に
、

今
後
の
研
究
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有
益
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
。

　

な
お
、
本
章
で
は
、
般
若
流
支
の
訳
経
と
の
共
通
箇
所
を
示
す

際
、
菩
提
流
支
訳
が
直
訳
調
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
同
時
期
の
毘

目
智
仙
訳
と
般
若
流
支
訳
は
一
貫
し
て
四
字
句
で
あ
っ
て
、
と
も

に
曇
林
が
筆
受
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
曇
林
の
「
毘
耶
婆
問
経
翻
訳
之
記
」
に
も
『
起
信
論
』
と
似

た
言
い
回
し
や
「
摂
化
衆
生
」
の
よ
う
に
『
起
信
論
』
と
こ
の

「
毘
耶
婆
問
経
翻
訳
之
記
」
の
用
例
が
最
も
早
い
語
句
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
書
評
子
は
か
つ
て
、『
起
信
論
』
に
は
直

訳
調
で
読
み
に
く
い
部
分
と
、
後
半
の
よ
う
に
四
字
句
を
連
ね
て

い
る
部
分
が
あ
り
、
直
訳
調
の
部
分
で
四
字
句
が
続
く
箇
所
は
不

適
切
な
比
喩
や
中
国
的
解
釈
を
思
わ
せ
る
内
容
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た（

４
）が
、
大
竹
は
こ
の
指
摘
に
触
れ
、『
起
信
論
』
で
四
字
句
が

続
く
部
分
に
つ
い
て
は
曇
林
の
訳
文
の
影
響
が
あ
る
可
能
性
を
示
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六

唆
し
て
い
る
。

　

書
評
子
は
ま
た
、
曇
林
が
序
を
書
い
て
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
禅

宗
最
初
の
文
献
、『
二
入
四
行
論
』
の
う
ち
に
『
起
信
論
』
を
類
似

す
る
言
い
回
し
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
大
竹

は
さ
ら
に
こ
れ
を
取
り
上
げ
、
曇
林
が
『
起
信
論
』
選
述
に
関
与

し
た
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
も
の
の
、『
起
信
論
』
選
述
が
曇
林

に
比
較
的
近
い
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
い
え
な

い
と
論
じ
て
い
る
。
大
竹
は
、「
菩
提
達
摩
『
二
入
四
行
』
を
め

ぐ
っ
て
」（『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
第
二
十
五
号
、
二
○
一

三
年
十
二
月
）
に
お
い
て
、『
二
入
四
行
論
』
と
北
地
の
訳
経
と
の

共
通
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
た
め
、
今
回
の
『
起
信
論
』
研
究
は

初
期
禅
宗
の
研
究
に
と
っ
て
も
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
章
に
お
い
て
は
、
近
年
、
翻
刻
が
な
さ
れ
て
研
究
が
進
ん

だ
敦
煌
出
土
の
北
朝
仏
教
文
献
を
活
用
し
、『
起
信
論
』
に
見
え
る

北
朝
仏
教
の
説
を
指
摘
し
て
整
理
し
て
い
る
。
本
章
で
は
、『
起
信

論
』
に
見
え
る
北
朝
仏
教
の
説
が
い
か
に
中
国
風
な
解
釈
を
し
て

い
る
か
を
具
体
的
に
示
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
人
撰
述
説
を

否
定
し
て
北
地
中
国
人
選
述
説
を
補
強
し
て
い
る
。
南
朝
仏
教
学

の
説
と
の
類
似
も
注
意
さ
れ
て
お
り
、『
起
信
論
』
が
大
乗
を
体

大
・
相
大
・
用
大
の
三
大
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
は
、
南
朝
の
荘

厳
寺
僧
旻
や
開
善
寺
智
蔵
や
招
提
寺
慧
琰
な
ど
が
摩
訶
般
若
の
説

明
に
用
い
て
い
た
体
大
・
相
大
の
概
念
が
、
仏
の
三
身
を
体
と
用

と
に
分
類
す
る
『
金
剛
仙
論
』
を
経
て
北
地
で
展
開
し
た
体
・

相
・
用
の
仏
身
論
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
。
大
竹
は
触
れ
て
い

な
い
が
、
荘
厳
寺
僧
旻
や
開
善
寺
智
蔵
な
ど
の
説
が
北
地
に
ま
で

伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
注
釈
が
敦
煌
や
そ
の
周
辺
か
ら

得
ら
れ
た
写
本
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
示
す
通
り
だ
。

　

第
三
章
に
お
い
て
は
、『
起
信
論
』
に
散
見
さ
れ
る
イ
ン
ド
仏
教

に
対
す
る
誤
解
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
検
討
は
、

大
竹
の
独
壇
場
だ
。
こ
の
面
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
指
摘

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
は

『
起
信
論
』
こ
そ
が
イ
ン
ド
仏
教
の
概
論
と
み
な
さ
れ
て
き
た
た

め
、『
起
信
論
』
の
説
と
イ
ン
ド
仏
教
の
教
理
と
の
ズ
レ
が
注
意
さ

れ
に
く
か
っ
た
た
め
だ
と
、
大
竹
は
述
べ
て
い
る
。
興
味
深
い
指

摘
が
続
く
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
悟

り
か
ら
退
か
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
阿
惟
越
致

（avaivartikatā

な
ど
）
の
こ
と
を
、『
起
信
論
』
は
信
か
ら
退
か
な

く
な
る
こ
と
だ
と
誤
解
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
だ
。
大
竹
は
、
こ

れ
は
「
か
つ
て
諸
仏
の
も
と
で
善
根
を
植
え
た
こ
と
が
あ
る
衆
生

が
決
定
的
に
退
か
な
い
も
の
で
あ
る
信
を
得
る
よ
う
に
な
る
」
と

説
く
『
金
剛
仙
論
』
の
主
張
に
似
て
い
る
と
い
う
。『
起
信
論
』
の

こ
の
解
釈
は
、
元
暁
を
初
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
浄
土
信
仰

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
た
め
、
大
竹
の
こ
の
指
摘
の
意
味

は
大
き
い
。

　

第
四
章
に
お
い
て
は
、
同
論
が
北
朝
で
い
つ
成
立
し
、
い
つ
馬

鳴
に
仮
託
さ
れ
、
い
つ
南
朝
に
流
伝
し
、
い
つ
真
諦
に
仮
託
さ
れ
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七

た
の
か
を
、
現
在
利
用
で
き
る
限
り
の
資
料
に
よ
っ
て
解
明
し
て

い
る
。
大
竹
は
、『
起
信
論
』
に
は
地
論
宗
南
道
派
や
北
道
派
の
教

理
は
見
ら
れ
な
い
と
し
、
菩
提
流
支
が
中
国
に
来
朝
し
た
時
期
や

そ
れ
以
前
の
北
朝
仏
教
の
教
理
、
ま
た
菩
提
流
支
の
訳
経
や
講
義

録
に
見
え
る
要
素
と
共
通
す
る
点
が
目
立
つ
と
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
訳
経
の
状
況
な
ど
を
考
慮
し
、
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
五

四
三
年
か
ら
五
四
九
年
頃
の
成
立
と
見
る
。

　

そ
し
て
馬
鳴
へ
の
仮
託
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
七
寺
一
切
経
、

興
聖
寺
一
切
経
、
松
尾
社
一
切
経
な
ど
か
ら
発
見
さ
れ
、
古
形
を

保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
写
本
系
『
馬
鳴
菩
薩
伝
』
の
う

ち
に
、
馬
鳴
が
煩
雑
で
煩
わ
し
い
記
述
を
省
い
た
簡
略
な
論
を
著

し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
起
信
論
』
の
作
者
は
、
こ
う

し
た
記
述
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、
文
が
多
い
の
を
煩
わ
し
い

と
す
る
衆
生
の
た
め
に
著
さ
れ
た
と
冒
頭
で
述
べ
る
『
起
信
論
』

を
馬
鳴
に
仮
託
し
た
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作

者
自
身
が
『
起
信
論
』
成
立
時
に
仮
託
し
た
と
す
る
の
だ
。
た
だ
、

法
蔵
以
前
の
注
釈
が
用
い
て
い
る
テ
キ
ス
ト
に
は
、
馬
鳴
の
作
で

あ
る
と
い
う
記
述
が
な
い
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
検

討
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
起
信
論
』
が
南
朝
の
真
諦
周
辺
に
も
た
ら
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い

て
は
、
現
存
最
古
の
『
起
信
論
』
注
釈
で
あ
る
杏
雨
書
屋
本
（
擬

題
、
羽
三
三
三
Ｖ
）
で
は
真
諦
の
訳
経
と
真
諦
系
文
献
の
み
を
利

用
し
て
い
る
と
池
田
将
則
が
指
摘
し
て
い
る（

５
）こ
と
に
注
目
し
、
北

地
の
文
献
が
真
諦
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
手
に
渡
り
、
そ
の
用
語
が
真

諦
の
訳
経
中
で
用
い
ら
れ
た
例
を
あ
げ
、
真
諦
は
偽
経
で
あ
る

『
仁
王
経
』
に
注
釈
を
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
真
諦
が
五
五

○
年
に
『
起
信
論
』
の
注
釈
を
作
っ
た
と
い
う
伝
承
も
事
実
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
。『
起
信
論
』
が
真
諦
訳
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
点
も
あ
る
と
す
る
の
だ
。
典
拠
を
あ
げ
つ

つ
き
わ
め
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
た
そ
れ
以
前
の
章
に
比
べ
、

こ
の
第
四
章
の
記
述
は
は
な
は
だ
簡
略
と
な
っ
て
い
る
。
議
論
の

多
く
は
納
得
し
う
る
も
の
だ
が
、
細
か
な
点
に
つ
い
て
は
、
多
少

の
異
論
が
出
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

最
後
の
「
結
論
」
で
は
、
大
竹
は
、
如
来
蔵
思
想
を
集
大
成
し

た
『
宝
性
論
』
の
よ
う
な
瑜
伽
師
系
の
如
来
蔵
思
想
と
、
如
来
蔵

と
阿
梨
耶
識
を
結
び
つ
け
て
独
自
の
主
張
を
展
開
し
た
『
入
楞
伽

経
』
の
よ
う
な
瑜
伽
師
系
の
如
来
蔵
思
想
は
、
イ
ン
ド
に
つ
い
て

は
別
な
系
統
に
お
い
て
成
立
し
た
こ
と
に
注
意
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
二
つ
を
結
び
つ
け
た
『
起
信
論
』
は
、
勒
那
摩
提
が
『
宝
性

論
』
を
漢
訳
し
、
同
じ
時
期
に
同
じ
洛
陽
の
地
で
菩
提
流
支
が

『
入
楞
伽
経
』
を
漢
訳
し
た
中
国
北
地
に
お
い
て
こ
そ
成
立
し
え
た

と
論
じ
て
い
る
。
大
竹
は
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
『
成
実
論
』
も
玄
奘

訳
『
成
唯
識
論
』
も
、
純
粋
な
翻
訳
で
な
く
、
イ
ン
ド
の
仏
教
文

献
を
中
国
人
向
け
に
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
う
な

が
す
。
外
来
文
化
は
現
地
化
し
、
新
た
に
豊
か
な
文
化
を
生
ん
で

い
く
も
の
で
あ
る
以
上
、『
起
信
論
』
が
イ
ン
ド
成
立
で
な
い
と
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八

い
っ
て
も
、
偽
物
だ
か
ら
価
値
が
な
い
と
見
る
の
は
誤
り
で
あ
る

こ
と
を
強
調
す
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
釈
尊
の
直

説
で
な
い
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
の
展
開
、
大
乗
経
典
の
展
開
を
ど
う

評
価
す
る
か
と
い
う
点
と
連
動
す
る
問
題
だ
。

　

以
上
だ
。
本
書
が
い
か
に
画
期
的
で
あ
る
か
、
い
か
に
多
く
の

難
問
を
解
決
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
本
書
に

問
題
と
な
る
点
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、『
起
信

論
』
の
「
我
已
総
説
（
我
す
で
に
総
説
す
）」
を
、「
わ
た
し
に

よ
っ
て
ま
と
め
て
説
か
れ
終
わ
っ
た
」（
三
四
一
頁
）
と
訳
し
て
い

る
箇
所
も
そ
の
一
つ
だ
。
漢
文
原
文
は
能
動
態
で
あ
る
以
上
、
こ

れ
を
受
け
身
の
形
で
訳
す
の
は
お
か
し
い
。
大
竹
は
『
起
信
論
』

を
読
む
際
、
背
景
と
な
っ
た
イ
ン
ド
の
経
論
の
そ
の
箇
所
は
ど
の

よ
う
な
梵
文
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
な
っ
て

い
る
か
を
考
え
な
が
ら
読
む
ら
し
い
た
め
、『
起
信
論
』
の
右
の
箇

所
に
つ
い
て
も
、「
〜
と
如
来
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
」
と
い
っ
た
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
経
典
の
慣
用
語
法
に
従
っ
て
訳
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
。
梵
文
文
献
に
習
熟
し
て
い
る
大
竹
な
ら
で
は
の
不
適
切

な
訳
と
言
え
る
が
、
そ
う
し
た
箇
所
は
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
。

だ
が
、
漢
文
文
献
で
あ
る
以
上
、
作
者
は
ど
の
よ
う
な
意
図
で
書

い
た
か
と
い
う
点
と
同
時
に
、
当
時
の
僧
侶
が
読
ん
だ
ら
ど
の
よ

う
に
受
け
取
っ
た
か
を
考
慮
し
な
が
ら
訳
し
て
い
く
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。
ま
た
論
証
面
で
も
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
、

や
や
武
断
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。

　

だ
が
、
本
書
と
『
起
信
論
』
に
つ
い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
な
議

論
が
展
開
さ
れ
る
と
し
て
も
、『
起
信
論
』
は
六
世
紀
中
頃
に
中
国

北
地
で
菩
提
流
支
や
勒
那
摩
提
の
訳
書
や
講
義
録
に
接
し
て
い
た

中
国
僧
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
大
竹
の
結
論
が
動
く
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
四
○
○
年
以
上
続
い
て
き
た
『
起
信
論
』

成
立
を
め
ぐ
る
論
義
は
、
本
書
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
解
決
さ
れ
た

と
言
っ
て
よ
い
。
大
竹
が
『
起
信
論
』
に
関
わ
る
近
年
の
二
大
成

果
と
称
す
る
漢
文
仏
教
文
献
の
電
子
化
と
地
論
宗
文
献
の
翻
刻
と

い
う
事
業
に
関
わ
っ
た
者
た
ち
の
一
人
と
し
て
、
ま
た
、
大
竹
の

大
学
院
時
代
以
来
、
そ
の
す
さ
ま
じ
い
研
究
ぶ
り
を
遠
く
か
ら
見

て
き
た
研
究
仲
間
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
画
期
的
な
学
問
成
果
の

刊
行
を
喜
び
た
い
。
そ
し
て
、
日
本
史
学
に
お
け
る
邪
馬
台
国
論

争
に
も
匹
敵
す
る
よ
う
な
『
起
信
論
』
真
偽
論
争
と
い
う
仏
教
学

の
大
問
題
が
、
こ
う
し
て
あ
ざ
や
か
に
解
決
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
目

撃
す
る
こ
と
の
で
き
た
好
運
に
感
謝
し
た
い
。

（
1
）
石
井
公
成
「
近
代
の
日
本
・
中
国
・
韓
国
に
お
け
る
『
大
乗
起
信

論
』
の
研
究
動
向
」（『
禅
学
研
究
』
特
別
号
、
二
○
○
五
年
七
月
）。

こ
れ
を
増
補
し
た
講
演
は
、
同
「
近
代
日
本
に
お
け
る
『
大
乗
起
信

論
』
の
受
容
」（
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
『
2
0
1
2
年
全

体
研
究
会
プ
ロ
シ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
』、
二
○
一
三
年
三
月
）。

（
2
）
青
木
隆
・
方
広
錩
・
池
田
将
則
・
石
井
公
成
・
山
口
弘
江
『
蔵
外
地

論
宗
文
献
集
成
』（
C
I
R
、
ソ
ウ
ル
、
二
○
一
二
年
）、
青
木
隆
・

荒
牧
典
俊
・
池
田
将
則
・
金
天
鶴
・
山
口
弘
江
・
李
相
旻
『
蔵
外
地



【
書
評
】
大
竹
晋
『
大
乗
起
信
論
成
立
問
題
の
研
究
』（
石
井
）

九

論
宗
文
献
集
成

続
集
』（
C
I
R
、
ソ
ウ
ル
、
二
○
一
三
年
）。

（
3
）
船
山
徹
『
梵
網
経
の
研
究
│
最
古
の
形
と
発
展
の
歴
史
』（
臨
川
書

店
、
二
○
一
七
年
）。

（
4
）
石
井
公
成
「『
大
乗
起
信
論
』
の
成
立
│
文
体
の
問
題
お
よ
び
『
法

集
経
』
と
の
類
似
を
中
心
と
し
て
│
」（
研
究
代
表
者
・
井
上
克
人

「『
大
乗
起
信
論
』
と
法
蔵
教
学
の
実
証
的
研
究
」
平
成
十
三
年
〜
平

成
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
課
題
番
号
：

13410006

）

（
5
）
池
田
将
則
「
杏
雨
書
屋
本
『
大
乗
起
信
論
』
と
曇
延
『
大
乗
起
信
論

義
疏
』」（
近
藤
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
編
『
敦
煌
写
本
『
大
乗
起
信

論
』
義
疏
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
二
○
一
七
）。

大
竹
晋
『
大
乗
起
信
論
成
立
問
題
の
研
究
│
『
大
乗
起
信
論
』
は
漢
文
仏

教
文
献
か
ら
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
│
』（
国
書
刊
行
会
、
二
○
一
七
年
十
一

月
、
五
八
四
頁
、
一
四
○
四
○
円
）。
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