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﹁
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
︑
諸
行
無
常
の
響
あ
り
︒
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
︑
盛
者
必
衰
の
こ
と
は
り
を
あ
ら
わ
す
︒﹂
と
の
﹃
平
家
物
語
﹄

冒
頭
の
句
で
も
有
名
な
﹁
祇
園
精
舎
﹂
は
︑
そ
こ
の
み
な
ら
ず
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
や
﹃
太
平
記
﹄
な
ど
の
多
く
の
作
品
で
言
及
さ
れ
て

い
る（

（
（

︑
日
本
で
も
周
知
さ
れ
た
古
代
イ
ン
ド
の
寺
（vihā ra

（
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
祇
園
精
舎
﹂
が
最
終
の
究
極
的
﹁
場
所
﹂
と
も
見

做
し
う
る
﹁
福
田
﹂
の
典
型
と
思
わ
れ
て
き
た
ゆ
え
か
も
し
れ
な
い
が
︑
当
初
私
は
︑
そ
の
﹁
祇
園
精
舎
﹂
の
寄
進
成
立
譚
で
も
扱
っ

て
み
よ
う
と
考
え
て
い
た
も
の
の
︑
急
遽
︑
標
記
の
よ
う
な
テ
ー
マ
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
︒
そ
れ
は
︑
寺
よ
り
も
家
を
論
じ
る
方
が

先
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
た
め
で
も
あ
る
が
︑
直
接
の
由
縁
は
︑
金
沢
篤
氏
が
︑
そ
の
褒
め
殺
し
的
表
現
は
若
干
気
に
な
っ
た
が
︑
私

の
﹁
家
﹂
と
﹁
子
供
﹂
に
関
す
る
曾
て
の
誤
り
を
正
し
て
下
さ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

（
（

︒
私
は
昔“ aputrasya g r

3ha m

3 śū nyam
”

を
﹁
子

供
の
い
な
い
人
の
家
は
虚
し
い
﹂
と
訳
し
て
し
ま
っ
た（

（
（

が
︑
金
沢
氏
は
︑
そ
れ
を
﹁
息
子
の
い
な
い
人
に
と
っ
て
︑
家
は
空
で
あ
る
﹂

と
訳
す
べ
き
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
︑
種
々
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
に
基
づ
い
て
︑
私
の
誤
訳
の
指
摘
を
含
む
︑
氏
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
に
関
す
る
薀
蓄
を
傾
け
た
考
察
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
私
は
そ
の
御
指
摘
を
率
直
に
認
め
た
い
︒
し
か
も
そ

の
御
指
摘
は
︑putra

が
用
い
ら
れ
て
い
る
そ
の
文
脈
に
お
い
て
︑
イ
ン
ド
の
父
権
制
の
下
で
の
男
系
相
続
の
差
別
主
義
の
側
面
が
強
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け
れ
ば
強
い
ほ
ど
妥
当
す
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
な
の
に
私
は
︑
昔
も
今
も
﹁
語
釈
は
肝
要
な
ら
ず
﹂
と
い
う
宣

長
の
徒
と
し
て
文
脈
を
重
視
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
︑
頭
に
残
っ
て
い
た
細
切
れ
の
練
習
問
題
の
例
文
み
た
い
な
も
の
に
よ
っ

て
そ
の
当
該
論
文
を
書
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
か
く
反
省
し
な
が
ら
も
︑
今
も
﹁
家
﹂
に
つ
い
て
は
果
た
し
て
そ
ん
な
例

文
が
あ
る
の
か
ど
う
か
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に“ g r

3he v r

3k s

3ā h

3

（
家
に
木
々
が
あ
る
（”

の
よ
う
な
文
章
が
浮
か
ん
で
お
り
︑
確
か
に
小
屋

み
た
い
なg r
3ha
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
︑
や
は
り
木
々
を
抱
え
た
広
い
庭
を
も
つ
大
き
な
屋
敷
のg r

3ha

の
方
を
考
え
て
し
ま

う
の
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑そ
ん
な
大
き
な
屋
敷
の
主
が
︑本
稿
で
も
問
題
に
す
る
は
ず
の
文
献
中
に
登
場
す
る
﹁
居
士
（g r

3ha-pati

︑

長
者
（﹂
で
あ
り
︑
多
く
の
場
合
︑
か
か
る
﹁
居
士
﹂
の
息
子
が
﹁
善
男
子
（kula-putra

（﹂
と
呼
ば
れ
︑﹁
居
士
﹂
の
娘
が
﹁
善
女
人

（kula-duhit r

3

（﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
し
か
も
︑
漢
字
の
み
な
ら
ず
日
本
語
に
お
い
て
も
︑
か
か
る
例
の
﹁
子
﹂

は
男
性
し
か
指
し
え
な
い（

（
（

︒
従
っ
て
︑
娘
に
は
﹁
子
﹂
が
適
用
で
き
な
い
か
ら
︑
そ
れ
は
﹁
女
子
﹂
で
は
な
く
﹁
女
人
﹂
と
な
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
︒

　

た
だ
し
︑
い
く
ら
前
文
の
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
︑
余
り
文
献
に
基
づ
か
ず
に
か
か
る
文
言
を
連
ね
て
い
て
は
再
び
顰
蹙
を
買
い
か
ね

な
い
の
で
︑以
下
は
︑具
体
的
な
文
献
に
寄
り
添
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒
先
ず
は
︑比
較
的
最
近
に
拙
稿
で
扱
っ
た
文
献
で
あ
る
﹁
二

人
の
母
﹂
を
見
て
み
よ
う（

（
（

︒
そ
こ
で
は
︑私
も
原
文
のputra

を
﹁
息
子
﹂
と
訳
し
て
い
る
が
︑そ
の
後
に
判
明
し
た
︑本
話
に
類
似
し
︑

ロ
ー
レ
ン
ス
も
﹃
息
子
と
恋
人
﹄
で“ Solom

on’ s baby”
と
し
て
触
れ
て
い
る
︑西
欧
で
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
ら
し
い
﹃
旧
約
聖
書
﹄

の
﹁
ソ
ロ
モ
ン
伝
説
﹂
で
は
︑
二
人
の
母
が
我
が
子
と
し
て
取
り
合
お
う
と
し
て
ソ
ロ
モ
ン
王
の
面
前
に
訴
え
出
て
い
る
︑
そ
の
一
人

の
赤
子
の
同
一
指
示
対
象
に
つ
き
︑K

ing Jam
es Version

で
は“ son”
と“ child”

の
双
方
が
用
い
ら
れ
︑
日
本
語
訳
で
は
﹁
子
﹂
だ

け
が
用
い
ら
れ
て
い
る（

（
（

︒
し
か
る
に
︑
そ
れ
ら
は
皆
︑
文
脈
上
い
ず
れ
の
場
合
で
も
そ
の
指
示
対
象
を
﹁
男
の
子
﹂
と
特
定
で
き
る
も

の
で
あ
っ
た
が
︑類
似
の
話
を
持
つ
日
本
の
﹃
大
岡
政
談
﹄
で
は
︑越
前
守
が
﹁
そ
の
子
を
中
へ
入
れ
置
き
て
双
方
よ
り
左
右
の
手
を
把
っ
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て
引
き
合
う
べ
し
﹂
と
命
じ
た
﹁
子
﹂
は
﹁
男
の
子
﹂
で
は
な
く
﹁
娘
﹂
た
る
﹁
女
の
子
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
女
の
子
﹂
と
な
っ
た

か
ら
と
て
差
別
主
義
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
は
﹁
生
ま
れ
付
き
き
り
ょ
う
よ
く
発
明
に
て
︑
今
は
い
ず
か
た
へ
奉
公
に

出
す
と
も
一
か
ど
親
の
為
に
成
る
べ
き
程
な
り
し
か
ば
﹂と
い
う
別
な
差
別
主
義
が
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
︒因
み
に
︑

こ
れ
と
は
関
係
な
い
が
︑
日
本
で
も
江
戸
期
ま
で
な
ら
﹁
子
﹂
も
﹁
子
供
﹂
も
男
を
指
す
例
の
多
い
こ
と
も
知
っ
て
お
く
べ
き
か
も
し

れ
な
い（

（
（

︒

　

次
に
︑
別
な
拙
稿
で
触
れ
た
﹁
鬼
子
母
神
﹂
の
﹁
子
供
﹂
の
場
合
を
見
て
み
た
い
︒
こ
の
場
合
に
は
︑
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
が
な

く
チ
ベ
ッ
ト
訳
を
主
と
し
た
文
献
な
の
で
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
︑putra

も
し
く
は
そ
れ
に
準
じ
る
語
の
可
能
性
が
高
く
︑

従
っ
て
︑
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ
の
子
供
を
次
々
と
食
い
殺
す
よ
う
に
な
っ
て
以
来
﹁
ハ
ー
リ
ー
テ
ィ
ー
（H

ā r ītī

︑
奪
う
女
（﹂
と
呼
ば
れ

た
彼
女
が
生
ん
だ
本
文
献
で
の
五
百
人
の
子
は
全
て
男
性
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
る
に
︑彼
女
の
生
ん
だ
子
が
全
て
男
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
人
数
が
一
万
に
膨
れ
上
が
っ
た
漢
訳
に
し
か
な
い
﹃
雑
宝
蔵
経
﹄
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

（
（

︒

一
方
︑
そ
の
ハ
ー
リ
ー
テ
ィ
ー
が
後
に
釈
尊
に
帰
依
し
て
子
供
を
守
る
﹁
鬼
子
母
神
﹂
と
な
っ
た
こ
と
は
日
本
で
も
周
知
さ
れ
て
い
よ

う
が
︑
こ
の
﹁
鬼
子
母
神
﹂
の
特
徴
を
︑
①
子
供
誘
拐
者
︑
②
子
供
授
与
者
︑
③
財
物
贈
与
者
︑
④
病
回
避
女
神
︑
⑤
庇
護
提
供
者
︑

と
捉
え
た
説
を
受
け
な
が
ら
︑
更
に
そ
の
新
た
な
特
徴
と
し
て
︑
彼
女
は
﹁
子
供
た
ち
の
庇
護
者
（the protector of children

（﹂
で
は

な
く
自
分
の
子
供
た
ち
の
庇
護
者
を
仏
教
教
団
に
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
︑
と
し
た
シ
ョ
ペ
ン
教
授
の
近
時
の
御
見
解
に
注
目
し
た
い（

（
（

︒

し
か
る
に
︑
私
と
し
て
は
︑
そ
の
御
見
解
以
上
に
︑
そ
れ
を
披
瀝
さ
れ
た
御
論
文
中
に
引
か
れ
た
﹃
律
摂
（Vinayasa m

3graha

（﹄
の
次

の
よ
う
な
一
節
が
注
目
さ
れ
る（
（1
（

︒
因
み
に
︑
こ
れ
は
﹁
没
収
自
白
罪
﹂
第
二
〇
条
﹁
購
買
販
売
没
収
罪
﹂
中
の
記
述
で
あ
る
︒

　

施
主
（sbyin bdag, dā na -pati

（
の
子
（bu, putra

（
や
妻
（chung m

a, bhā ryā

（
が
施
与
さ
れ
た
な
ら
ば
︑﹁
ど
の
よ
う
に
な
さ

れ
る
の
が
適
切
か
︒﹂
と
そ
の
︹
施
主
︺
当
人
に
質
す
べ
き
で
あ
る
︒
も
し
も
︹
彼
が
︺﹁
競
り
に
か
け
て
下
さ
い
（skyed cig, 
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＊v ikr ī n

3īh i

︑
唱
売
（︒
さ
す
れ
ば
私
は
︹
そ
の
︺
代
金
（rin thang, cetanaka

（
を
施
与
い
た
し
ま
す
︒﹂
と
言
っ
た
な
ら
ば
︑
競
り

に
か
け
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
の
場
合
︑
比
丘
が
競
り
に
か
け
た
な
ら
ば
悪
作
（nyes byas, du s

3k r

3ta

（
で
あ
る
︒
教
団
（dge ’ dun, 

sa m
3gha

（
も
ま
た
代
金
そ
の
ま
ま
に
回
収
す
べ
き
で
は
な
い
が
（bda’  bar m

i bya m
od kyi

（︑
し
か
し
彼
が
望
ん
で
施
与
し
た
も

の
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
受
領
す
べ
き
で
あ
る
（blang bar bya

（︒
母
な
ど
が
子
や
娘
（bu m

o, duhit r

3

（
を
施
与
し
た
な
ら
ば
受
領
す

る
の
で
あ
る
︒
後
に
返
す
よ
う
求
め
ら
れ
た
な
ら
ば
（slar slong na

（︹
親
元
へ
戻
す
べ
く
︺
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
も
し
も

値
切
ら
れ
た
も
の
た
ち
（god pa rnam

s

（
の
代
金
（rin

（
が
施
与
さ
れ
た
と
し
て
も
受
領
す
べ
き
で
あ
る
︒
値
切
ら
れ
た
ま
ま
に

受
領
す
べ
き
で
は
な
い
が
︑
し
か
し
望
ん
で
施
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
受
領
す
べ
き
で
あ
る
︒
そ
の
子
供
（byis pa, 

bā la

︑小
童
子
（
も
教
団
が
衣
の
切
れ
端
（chos gos kyi tshal bu

（
を
︹
子
供
の
︺
腰
（rked pa

（
や
首
（m

gul ba

（
に
結
ん
で
︹
こ

の
種
の
子
供
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
し
て
︺
庇
護
す
べ
き
で
あ
る
︒
彼
ら
が
成
長
し
て
報
恩
の
た
め
に
（byas pa shes pa’ i 

phyir, k r

3ta-jñ â rtham

（︹
師
に
︺
施
与
す
る
な
ら
ば
︹
彼
ら
は
︺
近
住
の
弟
子
（nye gnas, antevā sin

（
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

ら
︹
そ
の
施
物
を
︺
受
領
す
べ
き
で
あ
る
︒

　

右
引
中
の
後
半
で
︑
子
供
を
売
っ
た
代
金
を
施
与
す
る
の
で
は
な
く
︑
子
や
娘
即
ち“ bā la”

で
あ
る
漢
訳
に
言
う
﹁
小
童
子
﹂
を
直

接
教
団
に
施
与
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
が
︑
シ
ョ
ペ
ン
教
授
が
﹁
鬼
子
母
神
﹂
に
託
け
て
強
調
し
た
﹁
自
分
の
子
供

た
ち
の
庇
護
を
仏
教
教
団
に
見
出
し
た
﹂
こ
と
の
真
相
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
︑
そ
の
前
半
で
は
︑
子
供
の
競
売
（vikraya

︑
唱
売
（

が
是
と
さ
れ
て
い
る
以
上
︑
こ
れ
は
現
代
に
お
い
て
も
問
題
に
さ
れ
て
い
る
﹁
人
身
売
買
（hum

an trafficking

（﹂
の
一
種
と
見
ら
れ

な
い
こ
と
は
な
い
と
思
う
︒
尤
も
今
こ
の
問
題
を
扱
う
つ
も
り
は
な
い
も
の
の
︑
そ
の
際
︑
息
子
は
比
丘
教
団
に
︑
娘
は
比
丘
尼
教
団

に
引
き
取
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
彼
ら
が
そ
の
後
仏
教
教
団
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
成
長
し
活
動
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
後

で
簡
単
に
推
測
し
て
み
た
い
︒
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と
こ
ろ
で
︑
今
は
取
り
扱
わ
な
い
と
し
た
﹁
人
身
売
買
﹂
の
問
題
は
︑
そ
の
背
後
に
労
働
力
の
搾
取
に
伴
う
﹁
社
会
格
差
（social 

inequality

（﹂
の
増
大
を
秘
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
数
年
前
か
ら
私
は
こ
の
背
後
の
経
済
問
題
を
仏
教
思
想
よ
り
ど
う
捉
え
う
る

か
を
考
え
よ
う
と
し
て
︑
再
び
マ
ル
ク
ス
の
著
作
に
親
し
も
う
と
し
て
き
た（
（（
（

︒
そ
ん
な
時
︑
実
は
余
り
に
も
遅
ま
き
で
恥
ず
か
し
い
の

で
は
あ
る
が
︑
向
坂
逸
郎
記
の
﹁
解
説
﹂
を
介
し
て
︑
一
七
歳
の
マ
ル
ク
ス
が
書
い
た
﹃
職
業
の
選
択
に
さ
い
し
て
の
一
青
年
の
考
察
﹄

の
左
の
よ
う
な
一
節
を
知
る
こ
と
が
で
き
た（
（1
（

︒

　

地
位
の
選
択
（Standesw

ahl

（
に
さ
い
し
て
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
く
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
主
要
な
導
き
手
（die H

auptlenkerin

（

は
︑
人
類
の
幸
福
（das W

ohl der M
enschheit

（
で
あ
り
︑
わ
れ
わ
れ
自
身
の
完
成
（unsere eigne Vollendung

（
で
あ
る
︒
こ
れ

ら
両
方
の
利
害
が
た
が
い
に
敵
対
的
に
た
た
か
い
あ
う
こ
と
に
な
っ
て
︑
一
方
が
他
方
を
ほ
ろ
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
な
ど

と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
て
︑人
間
の
本
性
と
い
う
も
の
は
︑彼
が
自
分
と
同
時
代
の
人
々
の
完
成
の
た
め
︑そ
の
人
々

の
幸
福
の
た
め
に
働
く
と
き
に
の
み
︑
自
己
の
完
成
を
達
成
し
う
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

若
き
マ
ル
ク
ス
が
な
ぜ
か
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
由
縁
は
︑
こ
の
作
文
の
冒
頭
に
書
か
れ
た
次
の
よ
う
な
一
節
に
示

さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　

人
間
に
た
い
し
て
も
ま
た
︑
神
（die G

ottheit
（
が
人
類
お
よ
び
人
間
自
身
を
高
貴
な
ら
し
め
る
普
遍
的
な
目
的
（ein 

allgem
eines Ziel

（
を
あ
た
え
た
の
で
あ
る
が
︑
神
は
こ
の
目
的
を
達
成
し
う
る
た
め
の
手
段
を
さ
が
し
も
と
め
る
こ
と
を
人
間
自

身
に
ゆ
だ
ね
た
︒
神
は
︑人
間
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
︑そ
し
て
人
間
が
人
間
自
身
と
社
会
と
を
最
も
よ
く
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
（sich 

und die G
esellschaft am

 besten erheben kann

（
よ
う
な
立
場
（der Standpunkt

（
を
社
会
の
な
か
で
え
ら
ぶ
こ
と
（zu 

w
ahlen

（
を
人
間
に
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
普
遍
的
目
的
達
成
の
手
段
を
人
間
に
委
ね
た
神
の
力
を
信
じ
て
い
た
マ
ル
ク
ス
も
︑
こ
れ
を
書
い
た
九
年
後
の
二
六
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歳
に
な
る
年
の
一
八
四
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
独
仏
年
誌
﹄
に
は
﹁
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
﹂
と
﹁
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
﹂

を
発
表
す
る
に
至
り
︑
後
者
に
あ
の
有
名
な
﹁
宗
教
︑
︙
そ
れ
は
民
衆
の
阿
片

0

0

で
あ
る
（D

ie Religion…
 Sie ist Opium

 des Volks

（︒﹂

が
登
場
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
彼
は
︑ユ
ダ
ヤ
人
も
し
く
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
し
て
も
批
判
的
に
︑前
者
で
︑﹁
ユ

ダ
ヤ
教
の
現
世
的
基
礎
（der w

eltliche G
rund des Judentum

s

（
は
﹂﹁
実
際
的
な

0

0

0

0

欲
求
︑
私
利

0

0

（das praktische Bedurfnis, der 

Eigennutz
（で
あ
る
﹂︑﹁
ユ
ダ
ヤ
人
の
世
俗
的
な
祭
祀（der w

eltliche K
ultus des Juden

（
は
﹂﹁
あ
く
ど
い
商
売

0

0

0

0

0

0（der Schacher

（で
あ

る
﹂︑﹁
彼
の
世
俗
的
な
神
（sein w

eltlicher G
ott

（
は
﹂﹁
貨
幣

0

0

（das Gelt

（
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
真
の
宗
教
的
意
義
に
つ

い
て
は
︑
一
七
歳
の
時
の
考
え
が
保
た
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
︑
そ
れ
が
︑
こ
の
前
半
に
お
け
る
︑﹁
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な

く
（nicht das Christentum

 als Religion

（︑
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
人
間
的
背
景

0

0

0

0

0

だ
け
（nur der m

enschliche H
intergrund 

der christlichen Religion

（
が
︑
真
に
人
間
的
な
創
造
物
（w

irklich m
enschliche Schö pfungen

（
に
仕
上
げ
ら
れ
う
る
﹂
と
の
吐
露

と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る（
（1
（

︒
し
か
も
︑
か
か
る
考
え
が
生
涯
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
︑
搾
取
に
由
来
す
る
社
会
的
格
差
に
苦
し
む

弱
き
人
々
へ
視
線
を
向
け
た
マ
ル
ク
ス
の
資
本
主
義
批
判
も
な
さ
れ
え
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

因
み
に
︑
今
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
本
稿
の
テ
ー
マ
た
る
﹁
家
﹂
や
﹁
子
供
﹂
と
は
直
接
関
係
の
な
い
マ
ル
ク
ス
の
宗
教
観
の
方
向
に
話

が
逸
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
︑﹁
家
﹂
と
﹁
子
供
﹂
は
い
か
な
る
時
代
や
地
域
に
お
い
て
も
大
人
た
る
親
を
も
含
め
た
個
々

人
か
ら
な
る
社
会
の
﹁
場
所
﹂
と
し
て
の
最
小
の
基
本
単
位
で
あ
り
︑宗
教
は
そ
こ
を
温
床
と
し
て
育
つ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑

か
か
る
宗
教
は
︑そ
の
基
本
単
位
か
ら
国
や
世
界
へ
い
く
ら
広
ま
っ
た
と
し
て
も
︑そ
こ
か
ら
崇
高
で
普
遍
的
な
上
方
の
目
的
に
向
か
っ

て
超
越
せ
ん
と
す
る
契
機
が
働
い
て
い
な
け
れ
ば
﹁
土
着
思
想
﹂
に
留
ま
っ
た
ま
ま
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
し
か
る
に
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
や
地
域
に
お
い
て
そ
の
超
越
の
契
機
を
与
え
る
の
が
﹁
外
来
思
想
﹂
で
あ
る
が
︑﹁
外
来
思
想
﹂
対
﹁
土
着
思
想
﹂
の
問
題
は

こ
れ
ま
で
も
論
じ
て
き
た（
（1
（

の
で
︑こ
こ
で
こ
の
問
題
に
焦
点
を
絞
る
つ
も
り
は
な
い
︒
し
か
し
︑上
述
の
問
題
意
識
か
ら
﹁
家
﹂
や
﹁
子
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供
﹂
を
扱
う
以
上
は
︑
か
か
る
観
点
を
失
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
コ
ロ
ナ
禍
の
今
は
︑
か
か
る
観
点
は
益
々
必
要

と
痛
感
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
が
︑
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
二
〇
一
八
年
頃
の
こ
と
か
と
思
う
が
︑
外
へ
持
ち
出
し
た
の
で
な
い
限
り
は
必

ず
あ
る
は
ず
と
思
っ
て
探
し
て
い
た
堀
田
善
衛
の
﹃
イ
ン
ド
で
考
え
た
こ
と
﹄
が
書
棚
整
理
の
折
に
偶
然
見
つ
か
り
︑
そ
れ
を
半
世
紀

余
も
経
て
再
読
し
︑
そ
の
折
に
︑
読
む
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
用
意
し
た
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
﹃
イ
ン
ド
へ
の
道
﹄
を
今
年
に
な
っ
て
か

ら
読
ん
で
い
た
︒
そ
の
間
に
は
︑
蔵
書
整
理
で
重
複
書
籍
は
処
分
す
る
方
向
で
事
を
進
め
て
い
た
が
︑
中
村
元
博
士
の
﹃
イ
ン
ド
思
想

と
ギ
リ
シ
ア
思
想
と
の
交
流
﹄は
処
分
で
き
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
︑こ
の
上
記
二
書
も
言
及
し
て
い
る
村
川
堅
太
郎
訳﹃
エ
リ
ゥ

ト
ゥ
ラ
ー
海
案
内
記
﹄を
読
む
必
要
も
感
じ
て
入
手
の
手
配
を
し
た
り
し
な
が
ら
︑諸
宗
教
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
も
ラ
ッ
セ
ル
の﹃
な

ぜ
わ
た
し
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
か
﹄
を
再
読
し
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
す
る
と
︑
そ
ん
な
私
の
と
こ
ろ
へ
︑
カ
ソ
リ
ッ
ク
の

キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
教
授
よ
り
近
著
が
次
々
と
送
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
︒
更
に
︑
こ
ん
な
こ
と
が
続
く
裡
に
︑

堀
田
の
竹
山
へ
の
言
及
か
ら
︑
竹
山
の
そ
の
具
体
的
な
記
述
を
知
り
た
く
な
っ
て
竹
山
の
著
述
を
漁
っ
て
い
る
間
に
︑
上
述
の
金
沢
論

文
の
載
っ
た
研
究
雑
誌
や
以
下
に
触
れ
る
で
あ
ろ
う
関
連
論
文
の
掲
載
さ
れ
た
他
の
研
究
雑
誌
も
届
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
（1
（

︒

　

か
か
る
状
況
の
中
で
︑
彼
ら
の
宗
教
観
に
触
れ
る
に
つ
け
て
も
︑
そ
れ
ら
に
言
及
す
る
に
は
︑
先
ず
自
分
の
そ
れ
を
述
べ
て
お
か
な

け
れ
ば
フ
ェ
ア
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
︒
私
は
小
学
校
高
学
年
の
時
に
雑
誌
の
挿
絵
付
き
の
要
約
し
た
よ
う
な
文
章
で
芥
川

の
﹃
蜘
蛛
の
糸
﹄
を
読
み
︑
以
来
︑
寺
の
子
で
あ
っ
た
私
に
は
︑
釈
尊
と
は
芥
川
の
描
く
﹁
御
釈
迦
様
﹂
の
ご
と
く
常
に
天
上
よ
り
天

網
恢
恢
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
自
分
た
ち
の
全
て
を
お
見
通
し
の
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
無
論
︑
そ
の
﹁
天
網
恢
恢
﹂

な
ど
と
い
う
言
葉
は
中
学
生
以
上
に
な
っ
て
か
ら
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
︑
大
学
生
に
な
っ
て
か
ら
は
︑
私
に
と
っ
て
の
﹁
釈
尊
﹂
は
︑

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
影
響
も
あ
っ
て
か
︑
釈
尊
そ
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
思
い
に
突
っ
走
る
と
︑

言
葉
軽
視
の
神
秘
主
義
に
陥
り
か
ね
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
私
は
︑
や
が
て
釈
尊
の
﹁
仏
教
﹂
そ
の
も
の
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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と
気
付
く
︒
す
る
と
︑
そ
の
﹁
仏
教
﹂
に
も
︑
仏
教
で
あ
る
と
伝
承
さ
れ
て
さ
え
い
れ
ば
か
か
る
全
て
を
﹁
仏
教
﹂
と
す
る
も
の
と
︑

議
論
の
真
偽
決
着
の
上
で
正
し
い
仏
説
と
選
び
取
ら
れ
た
も
の
だ
け
を
﹁
仏
教
﹂
と
す
る
も
の
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
︒
私
は
そ
の

後
者
の
﹁
仏
教
﹂
を
知
ろ
う
と
努
め
信
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
仏
教
徒
で
あ
る（
（1
（

︒
前
者
の
﹁
仏
教
﹂
は
︑
釈
尊
の
出
現

に
関
係
な
く
常
に
﹁
真
如tathatā

﹂﹂
は
実
在
し
て
い
て
全
て
が
そ
の
中
で
進
行
さ
れ
そ
こ
で
は
悩
む
も
の
も
い
れ
ば
悩
み
の
な
い
究

極
の
状
態
に
至
る
も
の
も
い
る
と
す
る
立
場
で
あ
る（
（1
（

が
︑
私
は
そ
れ
を
﹁
仏
教
﹂
と
は
認
め
な
い
︒
一
方
︑
自
ら
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
で

な
い
と
主
張
す
る
ラ
ッ
セ
ル
は
︑
逆
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
る
こ
と
の
要
件
を
︑
①
唯
一
神
へ
の
信
仰
（belief in G

od

（︑
②
不
滅
へ
の

信
仰
（belief in im

m
ortality

（︑
③
キ
リ
ス
ト
に
関
す
る
信
仰
（belief about Christ

（︑
と
し
︑
自
分
に
は
そ
の
要
件
が
欠
如
し
て
い

る
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
い
と
い
う
極
め
て
厳
格
な
主
張
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
彼
自
身
は
﹃
聖
書
﹄
を
当
然
の
こ
と
な

が
ら
よ
く
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る（
（1
（

︒
そ
し
て
︑
特
に
﹃
新
約
聖
書
﹄
の
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
を
引
い
て
︑
称
賛
し
た
り
矛
盾
を
指
摘
し
た

り
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
一
例
だ
け
を
挙
げ
れ
ば
︑
彼
は
︑﹁
も
し
︑
だ
れ
か
が
あ
な
た
の
右
の
頬
を
打
つ
な
ら
︑
ほ
か
の
頬
を

向
け
て
や
り
な
さ
い
︒﹂（M

t, 5 .39

（
と
言
っ
た
キ
リ
ス
ト
を
誉
め
る
一
方
で
︑
そ
の
同
じ
イ
エ
ス
が
イ
チ
ジ
ク
の
実
る
は
ず
も
な
い
季

節
に
腹
が
減
っ
て
イ
チ
ジ
ク
を
食
べ
よ
う
と
近
づ
い
た
時
に
実
を
つ
け
て
い
な
い
イ
チ
ジ
ク
を
見
て
︑﹁
今
か
ら
後
い
つ
ま
で
も
︑
お
ま

え
の
実
を
た
べ
る
者
が
な
い
よ
う
に
︒﹂（M

k, 11 .14
（
と
呪
っ
た
こ
と
に
︑
イ
エ
ス
の
残
忍
な
一
面
を
指
摘
し
て
い
る（
（1
（

︒
し
か
し
︑
一

般
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
動
か
し
て
い
る
の
は
︑
か
か
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
︑
ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る（
11
（

︒

　

真
に
人
々
を
動
か
し
て
神
を
信
じ
さ
せ
る
も
の
は
︑
そ
も
そ
も
知
的
な
議
論
（intellectual argum

ent

（
な
の
で
は
な
い
の
で
す
︒

大
部
分
の
人
々
が
神
を
信
じ
る
の
は
︑
幼
児
期
か
ら
そ
う
信
じ
る
よ
う
に
教
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
り
︑
そ
れ
が
主
た
る
理
由
と

な
り
ま
す
︒
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し
か
し
こ
れ
は
︑
私
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
た
と
え
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
そ
れ
が
い
か
に
拡
が
っ
て
い
よ
う
と
も
︑
所
詮
は
生
ま
れ
育
っ

た
﹁
家
﹂
を
大
き
く
超
え
る
こ
と
の
な
い
﹁
土
着
思
想
﹂
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教

に
対
し
て
は
︑
ラ
ッ
セ
ル
も
︑
別
な
と
こ
ろ
で
︑
そ
れ
の
世
界
を
変
え
う
る
よ
う
な
促
進
力
を
認
め
て
︑
左
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
の

で
あ
る（
1（
（

︒

　

彼
（
国
民
（
は
︑
自
国
の
た
め
に
偏
狭
な
所
有
力
の
一
時
的
な
勝
利
を
望
む
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
キ
リ
ス
ト
が
教
え
キ
リ
ス

ト
教
会
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
あ
の
な
ん
ら
か
の
隣
人
愛
的
精
神
（som

ething of that spirit of brotherhood w
hich Christ taught 

and w
hich the Christian churches have forgotten

（
を
人
事
に
お
い
て
体
現
す
る
の
を
促
進
す
る
よ
う
な 

永
続
的
な
勝
利
を
望
む

で
あ
ろ
う
︒

　

し
か
る
に
︑﹁
キ
リ
ス
ト
が
教
え
キ
リ
ス
ト
教
会
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
所
謂
﹁
愛
の
宗
教
﹂
と
し
て
知
ら
れ
る
よ

う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
一
面
に
視
点
を
置
い
て
﹁
異
教
徒
（pagan

（﹂
と
し
て
の
私
な
ど
が
﹃
聖
書
﹄
を
読
む
と
き
に
は
︑ラ
ッ
セ
ル
が
﹃
新

約
聖
書
﹄
の
中
だ
け
で
も
感
じ
て
い
た
よ
う
な
違
い
を
︑﹃
旧
約
聖
書
﹄
と
﹃
新
約
聖
書
﹄
と
の
間
に
は
︑
よ
り
一
層
大
き
な
相
違
と
し

て
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
教
授
は
︑﹃
聖
書
﹄
全
体
を
唯
一
の
主
（Lord

（
の
声
と
し
て
受
け
止
め
て
解

釈
し
て
い
く
よ
う
で
あ
り（
11
（

︑
私
に
彼
の
著
述
は
読
む
の
さ
え
難
し
く
感
じ
ら
れ
る
が
︑
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
︒

そ
の
著
述
の
一
冊
に
は
︑
扉
に
パ
ス
カ
ル
の
一
節
の
一
部
が
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
更
に
そ
の
一
部
分
を
先
ず
示
し
て
お
く
こ

と
に
し
た
い（
11
（

︒

　

ま
た
単
に
︑
人
間
の
生
活
や
財
宝
の
う
え
に
そ
の
摂
理
を
お
こ
な
い
︑
彼
を
拝
す
る
者
に
幸
福
な
年
月
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
よ

う
な
神
で
は
な
い
︒
そ
う
い
う
こ
と
は
︑
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
言
い
分
で
あ
る
︒
そ
れ
に
反
し
て
︑
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
︑
イ
サ
ク
の
神
︑

ヤ
コ
ブ
の
神
︑
キ
リ
ス
ト
者
の
神
は
︑
愛
と
慰
め
の
神
（un D

ieu d’ am
our et de consolation

（
で
あ
る
︒
こ
の
神
は
︑
彼
に
所
属
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す
る
人
々
の
霊
魂
と
心
情
を
満
た
す
神
で
あ
る
︒

　

そ
し
て
︑
そ
の
著
述
の
本
文
中
で
は
︑
パ
ス
カ
ル
の
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
間
に
お
け
る
二
種
類
の
人
々
に
関
す
る
︑
次
の
よ
う
な
一

節
を
引
用
し
て
い
る（
11
（

︒

　

ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
あ
い
だ
で
は
︑
肉
的
な
人
々
と
︑
古
い
律
法
に
関
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た︹
霊
的
な
︺人
々
︒
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
あ
い
だ
で
は
︑
新
し
い
律
法
に
関
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
俗
悪
な
人
々
︒
肉
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
は
肉
的
な
メ
シ
ア
を
待
望
し
て
い

た
︒
俗
悪
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
︑
メ
シ
ア
が
彼
ら
を
し
て
神
を
愛
し
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
さ
せ
て
く
れ
た
と
思
っ
て
い
る
︒
真
の

ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
真
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
︑
彼
ら
を
し
て
神
を
愛
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
一
人
の
メ
シ
ア
を
崇
拝
す
る
︒

　

グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
教
授
に
よ
れ
ば
︑
パ
ス
カ
ル
は
︑
両
節
を
重
ね
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
︑﹁
愛
と
慰
め
の
神
を
﹂﹁
愛
す
る
よ
う
に

さ
せ
る
一
人
の
メ
シ
ア
を
崇
拝
す
る
﹂
方
向
に
お
い
て
真
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
歩
み
寄
る
可
能
性
を
︑
必
ず
し
も
一
貫

し
て
深
く
追
究
し
て
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
︑
主
張
し
て
い
る
と
見
做
し
︑
教
授
自
身
も
そ
の
可
能
性
を
更
に
強
く
押
し
進
め
て
行
き

た
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
お
見
受
け
す
る
︒
し
か
し
︑
竹
山
道
雄
は
︑
そ
の
著
書
﹃
聖
書
と
ガ
ス
室
﹄
で
︑
イ
エ
ス
を
十
字
架
で
殺

害
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
を
邪
悪
な
も
の
と
決
め
付
け
る
﹃
聖
書
﹄
に
注
目
し
︑
そ
の
ユ
ダ
ヤ
人
蔑
視
が
理
論
上
は
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺

を
準
備
し
た
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（
11
（

︒
左
に
︑
そ
の
竹
山
が
典
拠
と
し
て
引
く
イ
エ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
呪
い
の
言
葉

の
中
か
ら
二
つ
だ
け
を
示
す（
11
（

︒

　

⒜
あ
な
た
が
た
は
自
分
の
父
︑
す
な
わ
ち
︑
悪
魔
か
ら
出
て
き
た
者
で
あ
っ
て
（Ihr seid K

inder des Teufels

︑
な
ん
じ
ら
は
悪
魔

の
子
で
あ
り
（︑そ
の
父
の
欲
望
ど
お
り
を
行
お
う
と
思
っ
て
い
る
︒
彼
は
初
め
か
ら
︑人
殺
し
で
あ
っ
て
︑真
理
に
立
つ
者
で
は
な
い
︒

彼
の
う
ち
に
は
真
理
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
彼
が
偽
り
を
言
う
と
き
︑
い
つ
も
自
分
の
本
音
を
は
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
彼
は
偽
り

者
で
あ
り
︑
偽
り
の
父
で
あ
る
か
ら
だ
︒（Jn, 8 .44

（
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⒝
エ
ル
サ
レ
ム
の
娘
た
ち
（daughters

（
よ
︑
わ
た
し
の
た
め
に
泣
く
な
︒
む
し
ろ
︑
あ
な
た
が
た
自
身
の
た
め
︑
ま
た
自
分
の

子
供
た
ち
（children

（
の
た
め
に
泣
く
が
よ
い
︒﹁
不
妊
の
女
（the barren

（
と
子
を
産
ま
な
か
っ
た
胎
（the w

om
bs that never 

bare
（
と
︑
ふ
く
ま
せ
な
か
っ
た
乳
房
（the paps w

hich never gave suck

（
と
は
︑
さ
い
わ
い
だ
﹂
と
言
う
日
が
︑
い
ま
に
来
る
︒

（Lk, 23 .28 -29
（

　

か
か
る
視
点
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し
て
い
る
竹
山
に
対
し
て
︑
堀
田
が
﹃
イ
ン
ド
で
考
え
た
こ
と
﹄
で
論
評
し
て
い
る
の
は
︑

次
の
よ
う
な
一
節
に
お
い
て
で
あ
る（
11
（

︒

　

欧
州
と
い
う
状
況
の
な
か
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

チ
ベ
ッ
ト
人
を
見
て
︑
竹
山
道
雄
氏
が
﹁
荒
れ
て
す
さ
ま
じ
い
︑
ま
た
放
埓
な
表
情
﹂
と
チ
ベ
ッ
ト

人
を
見
た
と
い
う
こ
と
も
︑
私
に
は
わ
か
ら
ぬ
で
は
な
い
︒
が
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
云
う
前
に
︑
手
前
の
面
を
鏡
に
う
つ
し
と
っ
て

眺
め
て
見
ろ
︑
と
云
い
た
く
な
る
︑
そ
れ
を
禁
じ
え
な
い
︒
竹
山
氏
は
︑
Ｅ
・
Ｍ
・
フ
ォ︹
ー
︺ス
タ
ー
や
ヴ
ァ
レ
リ
イ
と
と
も
に

0

0

0

0

﹁
地

中
海
は
人
間
の
規
矩
だ
﹂
と
断
言
し
︑﹁
人
類
が
ボ
ス
フ
ォ
ラ
ス
の
海
峡
な
り
︑
ヘ
ル
ク
レ
ス
の
柱
な
り
を
過
ぎ
て
︑
こ
の
美
事
な
湖

を
去
っ
た
と
き
︑
彼
ら
は
怪
奇
に
し
て
異
様
な
る
も
の
に
近
づ
く
の
だ
﹂
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

こ
の
よ
う
に
堀
田
は
竹
山
を
西
欧
至
上
主
義
者
の
ご
と
く
に
扱
っ
て
い
る
が
︑
竹
山
の
著
作
を
色
々
読
ん
で
み
る
と
︑
必
ず
し
も
そ

う
と
は
言
え
な
い
面
の
方
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
︒
確
か
に
竹
山
は
︑
ド
イ
ツ
語
の
み
な
ら
ず
他
の
西
欧
の
諸
言
語
に
も
通
暁
し
て
文
学

や
哲
学
に
も
深
い
造
詣
を
示
し
つ
つ
︑
旧
制
一
高
・
東
京
大
学
教
養
学
部
の
教
壇
に
立
た
れ
︑
し
か
も
戦
中
戦
後
を
通
じ
て
︑
ナ
チ
ス
・

ド
イ
ツ
批
判
を
含
む
決
し
て
ブ
レ
ル
こ
と
の
な
い
高
い
見
識
を
示
し
続
け
て
き
た
こ
と
は
︑
著
述
自
体
か
ら
明
白
で
あ
り
︑
そ
の
一
貫

性
に
は
畏
敬
の
念
を
禁
じ
え
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
竹
山
が
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
と
す
る
西
欧
文
化
の
批
判
に
転
じ
た
時
に
は
︑
そ
の

論
拠
は
︑﹁
外
来
思
想
﹂
た
る
西
欧
文
献
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
人
口
に
膾
炙
し
た
日
本
の
﹁
土
着
思
想
﹂
の
通
俗
性
に
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒
批
判
は
も
っ
と
詳
し
く
な
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
︑
論
拠
と
さ
れ
た
三
点
の
み
を
挙
げ
て
お
く（
11
（

︒
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（
イ
（ 

何
事
の
お
わ
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど
も
／
か
た
じ
け
な
さ
に
涙
こ
ぼ
る
る

　
（
ロ
（ 

ふ
み
分
く
る
麓
の
道
は
多
け
れ
ど
／
お
な
じ
高
嶺
の
月
を
見
る
か
な

　
（
ハ
（ 

願
以
此
功
徳　
　

普
及
於
一
切　
　

我
等
与
衆
生　
　

皆
共
成
仏
道

　

こ
れ
ら
の
中
︑
そ
の
典
拠
が
明
確
な
の
は
（
ハ
（
だ
け
で
あ
る
︒
竹
山
は
こ
の
訓
読
を
托
鉢
僧
か
ら
聞
い
た
と
言
っ
て
い
る
か
ら
︑

鎌
倉
に
お
住
い
の
竹
山
は
︑建
長
寺
や
円
覚
寺
な
ど
の
托
鉢
が
行
わ
れ
る
時
に
耳
に
し
た
と
思
わ
れ
る
が
︑こ
れ
は
元
々
﹃
法
華
経
﹄﹁
化

城
喩
品
﹂
に
あ
る
頌
で
︑
以
来
﹁
普
回
向
﹂
と
呼
ば
れ
て
︑
誦
し
終
わ
っ
た
経
典
の
功
徳
を
衆
生
に
回
向
す
る
た
め
に
唱
え
る
﹁
作
善

主
義
﹂
の
儀
式
の
一
環
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
思
想
表
明
の
頌
で
は
な
い（
11
（

︒（
イ
（
は
︑
一
般
に
西
行
作
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
私
は
﹁
伝
西
行
﹂
と
す
べ
き
一
種
の
﹁
道
歌
﹂
の
類
と
思
っ
て
い
る（
11
（

︒（
ロ
（
も
﹁
伝
一
休
﹂

と
す
べ
き
﹁
道
歌
﹂
の
一
種
で
あ
る
が
︑そ
の
流
布
の
度
合
い
は
（
イ
（
を
遙
か
に
凌
い
で
周
知
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
か
か
る
（
ロ
（

の
﹁
道
歌
﹂
に
収
斂
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
動
向
が
︑
中
国
以
東
︑
更
に
日
本
に
お
い
て
い
か
に
展
開
さ
れ
た
か
と
い
う
思
想
背
景
の
根

強
さ
に
つ
い
て
は
︑
最
近
の
奥
野
光
賢
博
士
の
考
察
が
あ
る（
1（
（

︒
因
み
に
︑
奥
野
博
士
も
触
れ
て
お
ら
れ
る
︑
か
か
る
﹁
道
歌
﹂
で
表
さ

れ
る
考
え
方
や
（
ロ
（
に
酷
似
し
た
﹃
バ
ガ
ヴ
ァ
ド
＝
ギ
ー
タ
ー
﹄
第
四
章
第
一
一
頌
の
宗
教
多
元
主
義
が
宗
教
の
高
度
に
良
質
な
部

分
を
内
部
か
ら
瓦
解
さ
せ
る
と
す
る
︑
松
本
史
朗
博
士
や
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
教
授
の
批
判
は
︑
図
ら
ず
も
同
じ
年
の
一
九
八
三
年
に
仏
教

側
と
キ
リ
ス
ト
教
側
と
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
私
は
そ
れ
を
知
っ
た
上
で
︑
そ
の
（
ロ
（
の
考
え
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
歌
の
文

言
の
出
処
を
長
い
こ
と
探
っ
て
は
み
た
も
の
の
︑﹁
伝
一
休
﹂
と
言
わ
れ
る
歌
以
上
の
も
の
を
未
だ
に
見
出
し
得
て
い
な
い
が
︑
そ
の
思

想
的
淵
源
は
﹁
一
音
演
説
法
﹂
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る（
11
（

︒
な
お
︑
竹
山
も
堀
田
も
触
れ
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
そ
の
時

点
で
は
無
理
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
こ
で
い
か
に
高
度
の
仏
教
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た
か
は
︑
今
日
で
は
知
ら
な
い
で
済
ま
さ

れ
な
い
ほ
ど
の
成
果
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
11
（

︒
ま
た
︑
竹
山
は
︑
そ
の
著
作
の
末
尾
で
︑
御
自
身
に
対
す
る
批
判
を
﹁
日
本
人
は
﹂
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と
い
う
形
で
さ
れ
た
く
な
い
旨
を
記
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
︑
御
自
身
が
日
本
の
﹁
土
着
思
想
﹂
に
浸
っ
て
い
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
よ
う
︒

　

さ
て
︑
そ
ろ
そ
ろ
紙
幅
の
制
限
を
気
に
す
る
頃
合
と
な
っ
た
の
で
︑﹁
土
着
思
想
﹂
の
温
床
で
あ
る
﹁
子
供
﹂
と
﹁
家
﹂
の
問
題
の
直

接
的
考
察
に
戻
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
こ
で
先
ず
︑
イ
ン
ド
の
﹁
土
着
思
想
﹂
の
教
訓
集
で
あ
る
﹃
ヒ
ト
ー
パ
デ
ー
シ
ャ
﹄

の
序
文
よ
り
﹁
子
﹂
の
例
の
二
頌
を
示
す（
11
（

︒

　

学
な
く
（na vidvā n
（
法
を
行
ぜ
ざ
る
（na dhā rm
ika h

3

（
／
子
（putra

（
は
生
る
る
も
何
か
せ
ん
︒
／
見
え
ざ
る
眼
は
役
立
た
ず
︑

／
痛
み
を
招
く
の
み
な
れ
ば
︒（Pra.12

（

　

徳
す
ぐ
れ
た
る
人
々
を
／
数
え
は
じ
む
る
そ
の
時
に
︑／
い
と
速
や
か
に
指
折
り
に
／
加
え
ら
れ
ざ
る
人
の
子
の
／
母
親
（am

bā

（

に
し
て 

＂子
を
持
つ
（sutinī

（＂ 
と
／
言
わ
れ
得
べ
し
と
す
る
な
ら
ば
︑
／
言
え
よ
︑
如
何
な
る
女
か
／
こ
れ
ぞ
石
女
（vandhyā

（

と
せ
ら
る
べ
き
︒
／
（Pra.14

（

　

右
の
前
者
は
︑putra

を
明
示
し
た
上
で
︑
学
も
法
も
な
い
子
供
は
父
権
相
続
の
数
に
も
入
ら
な
い
と
い
う
差
別
主
義
を
謳
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
子
が
男
子
で
あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
︒
後
者
で
は
︑putra

は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
こ
こ
で

想
定
さ
れ
て
い
る
子
供
は
︑
徳
が
な
い
た
め
に
父
権
相
続
の
数
に
も
入
ら
な
い
も
の
で
あ
り
︑
そ
ん
な
子
が
い
た
と
し
て
も
存
在
す
る

こ
と
の
あ
り
え
な
い
石
女
の
子
に
等
し
い
の
だ
と
︑
こ
の
頌
は
示
唆
し
て
い
る
ゆ
え
︑
こ
の
場
合
の
石
女
の
子
（vandhyā -putra

（
が

男
子
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
イ
ン
ド
で
も
︑
そ
の
文
脈
に
よ
っ
て
は
︑vandhyā -duhit r

3, vandhyā -suta

な
ど
の

表
現
も
あ
り
う
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒

　

次
に
︑
イ
ン
ド
の
﹁
土
着
思
想
﹂
の
一
大
叙
事
詩
と
し
て
有
名
な
﹃
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
﹄
の
﹁
寂
静
の
巻
﹂
よ
り
﹁
子
﹂
の
例
を
含

む
四
頌
を
示
す（
11
（

︒
カ
ッ
コ
内
の
ド
イ
ツ
語
は
ド
イ
ッ
セ
ン
訳
で
あ
る
︒
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お
よ
そ
こ
れ
（
ヴ
ィ
ヤ
ー
サ
仙
の
話
（
を
常
に
聞
か
ん
と
し
︑
は
た
ま
た
こ
れ
を
布
告
せ
ん
と
し
︑
／
世
尊
（bhagavat, H

eilige

（
に

帰
依
し
て
精
神
集
中
せ
し
人
は
︑
／／（102

（　

輝
か
し
き
無
病
の
も
の
と
な
り
︑
力
と
姿
を
兼
ね
備
え
し
も
の
た
ら
ん
︒
／
病
者
は
病

よ
り
放
た
れ
︑束
縛
者
は
束
縛
か
ら
放
た
れ
ん
︒／／（103

（　

愛
欲
を
欲
す
る
も
の
は
愛
欲
を
得
︑長
寿
に
至
ら
ん
︒／
司
祭（brā hm

a n

3a

（

は
全
知
た
ら
ん
︒
王
族
（k s

3atriya

（
は
征
服
者
た
ら
ん
︒
／
庶
民
（vaiś ya

（
は
高
所
得
者
た
ら
ん
︒
奴
隷
（śū dra

（
は
安
楽
に
至
ら
ん
︒

／／（104

（　

子
な
き
も
の
（aputra, Sohnlose

（
は
子
（putra, Sohn

（
を
︑
は
た
ま
た
娘
（kanyā , Jungfrau

（
は
望
ま
し
き
主
人
を
︑

得
︒
／
陣
痛
の
母
胎
（lagna-garbhā , K

reissende

（
は
解
放
さ
れ
︑妊
婦
（garbhi n

3ī , Schw
angere

（
は
子
（suta, Sohn

（
を
産
ま
ん
︒

／
石
女
（vandhyā , U

nfruchtbare

（
は
子
（putra, K
ind

（
や
孫
（pautra, Enkel

（
の
繁
栄
せ
る
誕
生
を
得
︒
／／（105

（

　

こ
れ
は
︑
前
半
の
世
尊
へ
の
帰
依
に
基
づ
く
︑
イ
ン
ド
の
﹁
土
着
思
想
﹂
た
る
四
姓
制
度
の
﹁
差
別
主
義
﹂
の
中
で
の
成
果
を
謳
っ

た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑そ
れ
を
受
け
た
後
半
最
後
の
第
一
〇
五
頌
の
最
初
に
出
る
﹁
子
﹂
が
﹁
男
子
﹂
だ
け
を
指
す
の
は
当
然
と
し
て
も
︑

そ
の
後
に
出
る
﹁
石
女
﹂
の
﹁
子
﹂
は
一
族
繁
栄
の
た
め
に
は
男
女
を
含
ん
で
い
た
方
が
よ
い
か
ら
﹁
女
子
﹂
を
含
意
し
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
ド
イ
ッ
セ
ン
はputra
を
前
で
はSohn

︑
後
で
はK

ind

と
訳
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
因
み
に
︑
一
般
的
に

は
文
法
上
に
厳
格
な
性
（gender

（
の
区
別
を
も
つ
言
語
圏
で
生
活
す
る
人
は
そ
の
性
別
に
拘
束
さ
れ
が
ち
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
が
︑必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
︑現
に
イ
ン
ド
で
も
仏
教
で
は
男
女
の
区
別
は
﹁
名
称
上
（nā m

ata h

3

（﹂
の
こ
と
で
あ
っ
て
﹁
実

質
上
（dravyata h

3

（﹂
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
︑
そ
の
意
味
で
な
ら
︑
例
え
ば
︑﹁
比
丘
教
団
﹂
と
い
え
ば
﹁
比
丘
尼
教
団
﹂
も
含
む
の

で
あ
る（
11
（

︒
こ
れ
は
恐
ら
く
現
代
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
て
︑
例
え
ば
︑The Russell-Einstein M

anifesto

に“ M
an”

と
あ
れ
ば

男
だ
け
を
思
う
人
は
な
く“ hum

an being”

を
指
す
と
考
え
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
が
︑グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
教
授
も
︑﹃
旧
約
聖
書
﹄﹁
創

世
記
﹂
第
三
章
第
三
節
の“ the m

an”

の
英
訳
に
相
当
す
る
ラ
テ
ン
語
の“ hom

o”

に
つ
き
︑
そ
の
﹁
男
﹂
は
︑
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
を
包

含
す
る
︑
特
化
さ
れ
た
性
で
は
な
い
む
し
ろ
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
︑
と
見
做
さ
れ
て
い
る（
11
（

︒
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こ
こ
で
︑
以
上
の
よ
う
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
に
お
け
る
﹁
子
供
﹂
の
意
味
を
捉
え
た
上
で
︑
そ
の
﹁
子
供
﹂
を
︑
そ
れ
を
仏
教

教
団
へ
送
り
出
す
﹁
家
（g r

3ha

（﹂
と
共
に
︑
以
下
で
考
察
し
た
い
︒
先
に
︑
子
供
を
教
団
に
施
与
す
る
場
合
に
︑
競
売
に
付
し
て
そ
の

代
金
で
施
与
す
る
の
と
︑
子
供
そ
の
も
の
を
施
与
す
る
の
と
が
あ
る
例
を
見
た
︒
で
は
︑
そ
の
後
者
の
子
供
た
ち
は
教
団
に
入
っ
た
後

で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
に
な
る
︒
一
般
で
は
︑
例
え
ば
下
層
民
の
理
髪
師
ウ
パ
ー
リ
ン
で
も
教
団
に
入
れ
ば
そ
の

扱
い
は
平
等
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
現
実
に
は
少
な
く
と
も
発
展
し
た
段
階
の
教
団
に
あ
っ
て
は
そ
う
で
は
な

い
︒
既
に
記
し
た
こ
と
だ
が
︑
禅
者
ナ
ン
デ
ィ
ン
は
淫
欲
法
を
犯
し
た
た
め
に
﹁
授
学
比
丘
（ś ik s

3ā -dattaka-bhik s

3u

（﹂
と
な
り
︑
そ

の
執
行
猶
予
期
間
（parivā sa
（
中
の
罰
則
と
し
て
教
団
で
の
種
々
の
業
務
を
科
せ
ら
れ
︑
熱
心
に
そ
れ
を
果
し
て
最
高
の
境
地
ま
で
得

た
も
の
の
︑
最
後
ま
で
﹁
本
性
住
比
丘
（prak r

3ti-sthakā  bhik s

3ava h

3

（﹂
と
一
線
を
画
さ
れ
て
い
る（
11
（

︒
こ
こ
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
︑

教
団
内
に
は
︑
生
涯
に
わ
た
り
教
団
の
雑
用
業
務
に
携
わ
る
比
丘
と
︑
罰
則
と
し
て
一
定
期
間
だ
け
そ
れ
に
従
事
す
る
﹁
本
性
住
比
丘
﹂

と
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
11
（

︒
前
者
の
比
丘
に
な
り
た
て
の
若
い
頃
の
比
丘
た
ち
の
業
務
執
行
の
様
子
は
︑（
根
本
（説
一
切
有
部
の﹃
律

分
別
﹄
の
﹁
教
団
追
放
罪
﹂
第
三
条
の
殺
人
罪
に
関
す
る
﹁
分
別
﹂
の
記
述
中
に
典
型
的
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る（
11
（

︒

し
か
る
に
︑シ
ョ
ペ
ン
教
授
は
︑後
者
の
﹁
本
性
住
比
丘
﹂
を“ m

onks “ in good standing” (prak r

3tisthaka)”

も
し
く
は
単
に“ good 

m
onk(s)”

と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
︑
前
者
の
比
丘
と
の
区
別
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る（
1（
（

︒
し
か

し
︑
こ
の
用
語
は
︑
説
一
切
有
部
の
中
で
﹁
唯
識
説
﹂
を
主
張
し
て
い
た
も
の
た
ち
の
使
用
し
て
い
た
﹁
本
性
住
種
性
（prak r

3ti-stha m

3 

gotram

（
11
（

（﹂
と
無
縁
の
も
の
と
は
考
え
難
く
︑
後
者
は
︑
本
来
の
比
丘
た
る
本
性
（prak r

3ti

（
に
住
し
て
い
る
（stha

（
正
式
の
比
丘
と

見
做
さ
れ
て
︑
前
者
の
比
丘
と
は
差
別
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
そ
し
て
︑﹁
授
学
比
丘
﹂
と
し
て
罰
則
の
執
行
猶
予
期
間
中
の
業
務

が
科
せ
ら
れ
る
の
は
︑
禅
者
ナ
ン
デ
ィ
ン
の
よ
う
な
前
者
は
む
し
ろ
例
外
的
で
︑
多
く
は
後
者
の
﹁
本
性
住
比
丘
﹂
で
あ
っ
た
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
︒
今
は
詳
細
を
省
か
ざ
る
を
え
な
い
が
︑
唯
識
文
献
で
︑
律
に
関
し
て
﹁
授
学
︹
比
丘
︺
な
ど
の
刑
罰
の
承
認
﹂
が
説
か
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れ
て
い
る
の
も
そ
れ
ゆ
え
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る（
11
（

︒

　

一
方
︑
か
か
る
差
別
主
義
の
理
論
的
究
明
の
た
め
に
は
イ
ン
ド
由
来
の
唯
識
文
献
や
そ
の
関
連
文
献
に
お
け
る
当
該
問
題
の
考
察
が

求
め
ら
れ
る
が
︑
最
近
偶
々
気
付
い
た
も
の
に
は
︑
岡
田
英
作
博
士
の
論
稿
が
あ
る（
11
（

︒
そ
れ
は
︑
従
来
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
手
際

よ
く
纏
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
︑
私
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
の
新
た
に
示
さ
れ
た
知
見
と
さ
れ
る
︑
①
﹁
五
性（
姓
（各
別
﹂
と
い
う

術
語
は
中
国
撰
述
文
献
に
見
出
し
得
な
い
日
本
独
自
の
展
開
を
示
し
て
い
る
こ
と
︑
②
﹁
否
定
辞a-

﹂
の
意
味
に
関
す
る
文
法
学
的
な

解
釈
は
中
国
や
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
︑
の
御
指
摘
を
含
め
て
も
︑
そ
の
研
究
方
法
に
は
か
な
り
の
疑
問
が
残
る
︒
そ
の
点
︑
同

じ
﹁
差
別
主
義
﹂
の
問
題
に
関
る
﹁
理
性
﹂
と
﹁
行
性
﹂
を
︑
松
本
史
朗
博
士
や
私
の
問
題
提
起
を
受
け
た
形
で
考
察
を
進
め
ら
れ
て

い
る
︑
岡
本
一
平
氏
の
研
究
に
は
方
法
論
的
に
も
好
感
が
持
て
る
の
で
あ
る（
11
（

︒

　

さ
て
︑
か
か
る
﹁
差
別
主
義
﹂
を
内
部
に
抱
え
た
仏
教
教
団
に
お
い
て
大
乗
仏
教
も
ま
た
盛
況
を
み
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
か
か
る
教

団
へ
︑
子
供
を
競
売
に
付
し
た
代
金
で
施
与
す
る
場
合
と
子
供
自
身
を
施
与
す
る
場
合
と
の
二
種
の
あ
る
こ
と
を
先
に
見
た
が
︑
そ
の

場
合
の
親
は
﹁
家
（g r

3ha

（﹂
も
小
さ
く
財
産
も
乏
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
だ
か
ら
こ
そ
︑
教
団
の
進
め
る
﹁
福
田
﹂
へ
の
子
供

な
ど
の
棄
捨
を
な
し
て
来
世
に
は
イ
ン
ド
の
当
時
の
大
富
豪
た
る
﹁
商
組
合
主
や
居
士
や
大
臣
や
王
族
や
司
祭
の
大
門
構
え
の
良
家

（m
ahā -śā lā -kula

（﹂
に
生
ま
れ
た
い
と
願
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
る
に
︑
か
か
る
小
さ
な
﹁
家
﹂
の
﹁
施
主
﹂
の
子
が
︑
あ

く
ま
で
も
推
測
で
し
か
な
い
が
︑
教
団
で
生
涯
に
わ
た
り
雑
用
業
務
に
従
事
し
た
比
丘
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
現
に
大
富
豪
た
る
﹁
大

門
構
え
の
良
家
﹂
の
子
は
出
家
す
る
と
﹁
本
性
住
比
丘
﹂
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
﹁
大
門
構
え
の
良
家
﹂
は
大
乗
経
典
に

多
く
出
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る（
11
（

が
︑
こ
こ
で
は
︑
商
業
の
栄
え
た
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
に
住
む
大
富
豪
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
維

摩
（
居
士
の
家
は
当
然
大
き
な
屋
敷
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
な
ぜ
﹁
方
丈
﹂
と
中
国
以
東
で
は
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
だ
け
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
私
見
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑
智
顗
説
の
﹃
維
摩
経
略
疏
﹄
や
吉
蔵
の
﹃
淨
名
玄
論
﹄﹃
維
摩
経
義
疏
﹄
に
﹁
方
丈
﹂
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が
多
用
さ
れ
︑
そ
れ
が
隠
棲
好
み
の
日
本
で
は
受
け
容
れ
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
︑﹃
維
摩
経
﹄
自
体
に
彼
の
家
が
﹁
方
丈
﹂
で
あ
る

こ
と
の
根
拠
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
彼
の
﹁
小
さ
な
家
に
（paritte g r

3he

（﹂
と
い
う
表
現
は
確
か
に
あ
る
が
︑
そ
れ
は
︑
そ
こ
に
巨
大
な

如
来
や
獅
子
座
が
入
る
こ
と
の
不
可
思
議
に
対
比
さ
れ
て
﹁
小
さ
い
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
︑
実
は
そ
れ
ら
の
入
る
そ
の

家
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
受
け
容
れ
て
し
ま
う
最
終
の
究
極
的
﹁
場
所
﹂
た
り
う
る
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る（
11
（

︒

　

因
み
に
︑g r

3ha
に
関
し
て
︑
金
沢
篤
氏
は
︑
上
記
の
論
文
で
︑
こ
の
語
はhom

e

（
家
庭
（
で
は
な
くhouse

（
家
（
と
訳
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
の
お
考
え
を
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
私
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
そ
ん
な
訳
で
︑
偶
々
読
ん
で
い
た
﹃
エ
マ
﹄

第
二
三
章
（Vol.2 ,Chap.5
（
で
︑
養
父
母
の
家
か
ら
実
父
の
家
を
訪
れ
た
チ
ャ
ー
チ
ル
が
同
じ
発
言
中
でhouse

とhom
e

を
用
い
て

い
る
の
に
注
意
が
い
っ
た
り
︑
コ
ロ
ナ
禍
中
の
目
下
の“ Stay hom

e”

が
気
に
な
っ
た
り
︑
竹
山
の
﹃
ビ
ル
マ
の
竪
琴
﹄
で
投
降
前
の

日
本
兵
が
イ
ギ
リ
ス
兵
の
歌
う
﹁
埴
生
の
宿
：H

om
e! Sw

eet H
om

e!

﹂
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
り
︑﹃
新
約
聖
書
﹄﹁
マ
タ
イ
伝
﹂
第

一
三
章
第
五
七
節
で
預
言
者
は
郷
里
や
家
で
敬
わ
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
時
の
﹁
家
﹂
相
当
の
英
語
は“ house”

で
あ
る
こ
と
を
考

え
た
り
し
た
が
︑
こ
こ
で
は
︑
イ
ン
ド
の
教
訓
集
﹃
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
﹄
第
四
章
か
ら
﹁
家
（g r

3ha

（﹂
に
関
す
る
二
頌
を
示
し
て
お

く
だ
け
に
し
た
い（
11
（

︒

　

家
（g r

3ha

（
は
家
な
り
と
言
わ
ず
︑家
内
（g r

3hi n

3ī

（
が
家
な
り
と
言
わ
る
︒
／
し
か
し
て
家
内
欠
き
た
る
家
は
荒
野
よ
り
過
度
な
り
︒

／／（77

（　

た
と
い
樹
下
た
り
と
も
︑
そ
に
愛
し
き
女
（dayitā
（
い
ま
せ
ば
︑
そ
は
家
な
り
︒
／
た
と
い
宮
殿
に
あ
り
と
も
︑
彼
女

を
欠
き
た
れ
ば
︑︹
宮
殿
は
︺
森
林
（ara n

3ya

（
の
如
し
と
言
わ
る
︒
／／（78

（

　

し
か
し
︑
い
か
に
家
が
心
地
好
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
︑
ま
た
心
地
好
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
人
々
と
和
や
か
に
仲
良

く
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
は
︑
各
自
の
﹁
土
着
思
想
﹂
を
超
え
て
︑
あ
た
か
も
預
言
者
が
﹁
家
﹂
に
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
︑

崇
高
で
普
遍
的
な
理
想
を
目
指
し
て
︑﹁
知
的
な
議
論
（intellectual argum

ent

（﹂
を
積
み
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
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フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
﹃
イ
ン
ド
へ
の
道
﹄
で
は
︑
そ
の
献
辞
に
あ
る
マ
ス
ウ
ー
ド
と
い
う
イ
ン
ド
人
ム
ス
リ
ム
が
当
の
小
説
の
主
人
公
の

ア
ジ
ズ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
︑
彼
は
イ
ン
ド
で
過
ご
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
と
お
互
い
理
解
し

合
っ
て
仲
良
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
︑
結
局
は
︑﹁
知
的
な
議
論
﹂
を
な
し
え
な
か
っ
た
た
め
に
︑
真
の
友
人
と
は
な
り
え
ず
︑

小
説
の
末
尾
で
は
決
別
す
る
に
至
る
︒
し
か
る
に
︑
そ
の
実
在
し
た
マ
ス
ウ
ー
ド
の
来
日
と
明
治
期
の
日
本
に
お
け
る
彼
の
交
流
を
中

心
に
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
化
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
が
︑
榊
和
良
氏
の
論
考
で
あ
る
︒
私
は
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
事
実

を
全
く
知
ら
ず
論
考
か
ら
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
︑
一
つ
だ
け
懸
念
を
覚
え
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
マ
ス
ウ
ー

ド
が
高
楠
順
次
郎
博
士
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
が
︑
問
題
は
そ
の
﹃
国
民
と
宗
教
﹄
に
基
づ
い
て
要
約
さ
れ

て
い
る
博
士
の
仏
教
観
﹁
一
切
の
神
は
仏
の
垂
迹
し
た
形
︑
権
化
し
た
も
の
で
あ
り
︑
本
地
面
は
同
一
で
同
じ
真
理
の
現
れ
出
た
も
の

で
あ
る
﹂
は
︑
仏
教
で
は
な
く
﹁
伝
一
休
﹂
の
﹁
道
歌
﹂
の
類
か
﹁
一
音
演
説
法
﹂
の
通
俗
的
﹁
土
着
思
想
﹂
か
だ
か
ら
に
他
な
ら
な

い（
11
（

︒
恐
ら
く
︑こ
の
考
え
方
で
近
代
化
は
な
さ
れ
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
に
問
題
は
あ
る
の
で
あ
る
︒
日
本
の
か
か
る
通
俗
的﹁
土

着
思
想
﹂
が
宗
教
界
を
中
心
に
蔓
延
っ
て
い
く
の
は
︑
鎌
倉
期
後
半
か
ら
南
北
朝
期
で
あ
る
が
︑
道
元
の
﹃
弁
道
話
﹄
の
加
筆
増
広
に

か
か
る
時
代
の
反
映
を
想
定
し
て
も
の
さ
れ
た
の
が
最
近
の
拙
稿
で
あ
る
も
の
の
︑
こ
れ
に
は
菅
野
優
子
氏
よ
り
早
速
に
反
論
が
提
起

さ
れ
た（
11
（

︒
一
般
に
無
視
さ
れ
が
ち
な
私
ゆ
え
嬉
し
い
限
り
で
あ
る
が
︑私
自
身
は
︑こ
の
コ
ロ
ナ
禍
中
の
﹁
家
﹂
と
﹁
子
供
﹂
に
﹁
格
差
﹂

が
犇
々
と
押
し
迫
っ
て
い
る
地
獄
の
よ
う
な
﹁
土
着
思
想
﹂
の
﹁
五
輪
﹂
の
﹁
福
田
﹂
か
ら
︑
芥
川
の
﹃
蜘
蛛
の
糸
﹄
の
犍
陀
多
の
よ

う
に
︑
天
上
を
見
上
げ
な
が
ら
︑
な
ん
と
か
﹁
知
的
な
議
論
﹂
を
模
索
し
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
︒

　
　
　
註
（
本
稿
で
断
っ
た
以
外
の
略
号
は
︑
本
稿
註
（（
所
掲
拙
稿
︑
八
︱
九
頁
の
表
の
そ
れ
に
従
う
（

（
１
（ 

上
記
の
二
作
品
だ
け
に
つ
い
て
は
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
一
第
三
一
︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（（
（
岩
波
書
店
︑
一
九
九
九
年
（︑
八
四
︱
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八
九
頁
︑﹃
太
平
記
﹄
巻
二
四
︑﹁
依
山
門
嗷
訴
公
卿
僉
議
事
﹂︑
日
本
古
典
文
学
大
系
（（
（
岩
波
書
店
︑
一
九
六
一
年
（︑
四
一
五
︱
四
三
三
頁

参
照
︒
延
暦
寺
の
天
龍
寺
の
件
に
関
す
る
強
訴
の
行
わ
れ
た
一
三
四
五
（
康
永
四
（
年
の
事
跡
に
つ
い
て
は
︑﹃
望
月
仏
教
大
辞
典
﹄
第
六
巻

（
一
九
三
六
年
︑
世
界
聖
典
刊
行
協
会
増
訂
版
︑
一
九
五
七
年
（︑
年
表
︑
二
九
三
頁
の
そ
の
年
参
照
︒
ま
た
︑﹃
太
平
記
﹄︑
同
︑
四
一
九
頁
に
︑﹁
仏

法
与
王
法
︑
以
相
比
故
︑
被
栽
許
者
也
﹂
と
あ
る
に
注
意
︒

（
２
（ 

金
沢
篤
﹁aputra

考
︑
ま
た
は
ベ
ー
ト
リ
ン
ク
の
不
覚
？
﹂﹃
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
第
五
一
号
（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
（︑
三
四
二
︱

三
一
二
頁
参
照
︒
そ
の
所
掲
誌
は
刊
行
が
遅
れ
た
せ
い
か
私
の
受
領
は
今
年
の
二
月
四
日
で
あ
る
︒
な
お
︑
そ
の
拙
稿
中
に
︑sat, asat 

と
あ

る
べ
き
を
︑
私
がsad, asad
と
次
に
有
声
音
が
来
る
か
の
よ
う
に
誤
記
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
御
指
摘
が
あ
る
の
で
︑
そ
の
よ
う
に
正
し
た
い
︒

最
初
の
論
文
か
ら
再
録
時
ま
で
の
間
に
も
ど
な
た
か
ら
か
注
意
を
受
け
た
よ
う
な
気
も
す
る
が
︑﹁
漱
石
枕
流
﹂
を
決
め
込
ん
で
い
た
こ
と
を
今

更
な
が
ら
に
恥
ず
か
し
く
思
い
つ
つ
感
謝
し
た
い
︒

（
３
（ 

拙
稿
﹁
空
性
理
解
の
問
題
点
﹂（
初
出
︑
一
九
八
四
年
（﹃
本
覚
思
想
批
判
﹄（
大
蔵
出
版
︑
一
九
八
九
年
（︑
三
五
︱
五
四
頁
︑
特
に
︑
三
八

頁
参
照
︒

（
４
（ Vocabvlario da Lingoa de Iapam

（
日
葡
辞
書
（, 1603

（
影
印
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
年
（, p.103

に“ Co. Filho

（
息
子
（”

と
あ
る
︒

日
本
の
辞
書
に
﹁
子
﹂
を
﹁
息
子
﹂
に
特
定
し
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
︑
漢
字
の
﹁
子
﹂
が
﹁
男
子
﹂
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
白

川
靜
﹃
字
統
﹄（
平
凡
社
︑
一
九
八
四
年
（︑
三
五
八
︱
三
五
九
頁
︑﹁
子
﹂
の
項
参
照
︒
因
み
に
﹁
子
供
﹂
を
﹁
男
子
﹂
と
す
る
例
と
し
て
は
︑

松
葉
軒
東
井
編
﹃
譬
喩
尽
﹄（
一
七
八
六
年
（︑
宗
政
五
十
緒
編
﹃
譬
喩
尽
並
ニ
古
語
名
数
﹄（
同
朋
舎
︑
一
九
七
九
年
（︑
五
六
頁
の
﹁
方
言
と

は
国
々
に
て
唱
へ
の
違
ひ
替
る
詞
を
い
ふ
﹂
の
例
に
︑﹁
子
供　

江
戸
に
小
僧
と
い
ふ
﹂
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

（
５
（ 

拙
稿
﹁
仏
教
文
学
に
お
け
る
イ
ン
ド
説
話
流
布
の
事
例
研
究
﹂﹃
駒
沢
大
学
仏
教
文
学
研
究
﹄
第
二
二
号
（
二
〇
一
九
年
二
月
（︑
六
八
︱

七
五
頁
︑
同
﹁
鬼
子
母
神
物
語
訳
註
﹂（
上
（﹃
駒
沢
大
学
仏
教
文
学
研
究
﹄
第
二
三
号
（
二
〇
二
〇
年
二
月
（︑
六
四
頁
︑
註
一
参
照
︒
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（
６
（ ﹃
旧
約
聖
書
﹄﹁
列
王
紀
上
﹂
第
三
章
第
一
六
︱
二
八
節
参
照
︒
な
お
︑﹃
息
子
と
恋
人
﹄
に
関
し
て
は
︑D

.H
.Law

rence, Sons and 

Lovers , w
ith Introduction and N

otes by K
ô chi D

oi and H
ideju Saji, Vol.I, K

enkyusha, Tokyo, 1951 , p.277 , N
otes, p.73

参
照
︒

因
み
に
︑
原
文““ Yes

︱w
e’ re going to share him

 up like Solom
on’ s baby,” said Beatrice.”

に
対
し
て
︑
伊
藤
整
訳
（
世
界
文
学
大
系

（（
︑
河
出
書
房
新
社
︑
一
九
八
〇
年
︑
二
三
三
頁
（
で
は
割
注
を
伴
っ
て
正
し
く
訳
さ
れ
て
い
る
が
︑
吉
田
健
一
訳
（
新
潮
世
界
文
学
（（
︑
新

潮
社
︑
一
九
七
〇
年
︑
二
二
〇
頁
（
で
は
︑﹁
そ
う
な
の
よ
︱
︱
私
た
ち
は
み
ん
な
で
ポ
ー
ル
を
細
切
れ
に
し
て
分
け
合
う
こ
と
に
し
た
の
﹂
と

訳
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
ポ
ー
ル
を
二
人
の
女
で
取
り
合
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
﹁
細
切
れ
﹂
は
余
計
︒

（
７
（ 

辻
達
也
編
﹃
大
岡
政
談
﹄
２
（
東
洋
文
庫
︑
平
凡
社
︑
一
九
八
四
年
（︑
三
〇
一
頁
参
照
︒
な
お
︑
男
子
を
指
す
例
に
つ
い
て
は
︑
前
註
４

を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
８
（ 

大
正
蔵
︑
四
巻
︑
四
九
二
頁
上
︑
一
二
︱
二
九
行
︑
特
に
︑
同
︑
一
三
︱
一
四
行
参
照
︒

（
９
（ G

regory Schopen,“ A N
ew

 H
at for H

ā rī tī : O
n “ G

iving”  Children for Their Protection to Buddhist N
uns and M

onks in 

Early India” , Buddhist N
uns, M

onks, and O
ther W

orldly M
atters

：Recent Papers on M
onastic Buddhism

 in India, 

U
niversity of H

aw
ai‘ i Press, H

onolulu, 2014
（
以
下
︑Schopen d

と
略
す
（, pp.131 -156 , esp., p.153

参
照
︒

（
（0
（ D

.ed., N
o.4105 , N

u, 162 a6 -b2  : P.ed., N
o.5606 , Phu, 215 a7 -b3 . 

な
お
︑
漢
訳
軽
視
の
シ
ョ
ペ
ン
教
授
は
︑
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に

漢
訳
を
参
照
さ
れ
て
い
な
い
が
︑﹃
根
本
薩
婆
多
部
律
摂
﹄︑
大
正
蔵
︑
二
四
巻
︑
五
六
一
頁
中
︑
一
二
︱
二
〇
行
も
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
︒

因
み
に
︑
そ
の
国
訳
に
つ
い
て
は
︑
境
野
黄
洋
訳
﹃
根
本
薩
婆
多
部
律
摂
﹄︑
国
一
経
︑
律
部
︑
十
七
︑一
二
三
（
一
二
七
（
頁
︑
一
四
︱
二
〇

行
参
照
︒
し
か
る
に
︑
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
漢
訳
は
︑
必
ず
し
も
厳
密
な
対
応
関
係
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
︑
同
本
異
訳
と
見
做
し
う

る
に
も
拘
ら
ず
︑
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
︑
日
本
で
も
そ
の
対
照
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
︑
進
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
︒

な
お
︑
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
つ
き
︑
私
に
は“ god pa rnam

s”

を
含
む
﹁
も
し
も
値
切
ら
れ
た
も
の
た
ち
の
代
金
が
施
与
さ
れ
た
と
し
て
も
﹂
と
訳
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し
た
箇
所
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
よ
く
分
か
ら
な
い
︒
因
み
に
︑Schopen d, p.150

の
訳
は“ If they give a sum

 for expenses”

︑
漢
訳
は
﹁
若

酬
価
者
任
彼
多
少
取
﹂
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
私
に
は“ god pa”

が
増
加
に
転
ず
る
プ
ラ
ス
の
方
の
意
味
に
な
る
と
は
思
え
な
い
︒
ま
た
︑

序
に
触
れ
て
お
け
ば
︑
漢
訳
﹁
若
言
唱
売
︑
我
当
酬
直
者
﹂
は
︑
国
訳
者
の
よ
う
で
は
な
く
︑﹁
若
し
﹁
唱
売
せ
ば
我
れ
当
に
直
を
酬
う
べ
し
﹂

と
言
わ
ば
﹂
と
訓
ず
べ
き
で
あ
る
︒

（
（（
（ 

拙
稿
﹁
仏
教
経
済
思
想
研
究
序
説
﹂（
一
（﹃
仏
教
経
済
研
究
﹄
第
四
七
号
（
駒
沢
大
学
仏
教
経
済
研
究
所
︑
二
〇
一
八
年
（︑
一
︱
二
八
頁

参
照
︒

（
（（
（ 

エ
ン
ゲ
ル
ス
編
︑
向
坂
逸
郎
訳
﹃
マ
ル
ク
ス　

資
本
論
﹄（
九
（（
岩
波
文
庫
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
〇
年
（︑﹁
解
題
﹂︑
一
五
七
︱
一
五
九

頁
参
照
︒
こ
れ
を
介
し
て
知
っ
た
︑
以
下
の
二
箇
所
か
ら
の
引
用
は
︑K

arl M
arx, Betrachtung eines Jünglings bei der W

ahl eines 

Berufes , K
arl M

arx , Friedrich Engels, Ergä nzungsband, Erster Teil, D
ietz Verlag, Berlin, 1968 , p.594  and p.591

︑
服
部
文

男
訳
﹃
職
業
の
選
択
に
さ
い
し
て
の
一
青
年
の
考
察
﹄︑
マ
ル
ク
ス
＝
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
︑
第
（0
巻
（
大
月
書
店
︑
一
九
七
五
年
（︑
五
一
九
頁
︑

お
よ
び
︑
五
一
五
頁
に
よ
る
︒

（
（（
（ 

以
上
は
︑Die Deutsch-Franzö sischen Jahrbü cher

に
掲
載
さ
れ
た“ Zur Judenfrage”

と“ Zur K
ritik der H

egelschen 

Rechtsphilosophie. Einleitung”

か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
︑
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
︑
順
次
に
︑K

arl M
arx, Die Frü hschriften, 

K
rö ner, Stuttgart, 2004 , p.275 , p.268 , p.250

︑
城
塚
登
訳
﹃
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て　

ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
序
説
﹄（
岩
波
文
庫
︑

岩
波
書
店
︑
一
九
七
四
年
（︑
七
二
頁
︑
五
七
︱
五
八
頁
︑
二
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（ 

こ
こ
で
は
︑
拙
書
﹃
日
本
仏
教
文
化
史
﹄（
大
蔵
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
（
と
拙
稿
﹁﹁
十
牛
図
﹂
の
背
景
と
し
て
の
禅
理
論
﹂﹃
駒
沢
大
学
禅

研
究
所
年
報
﹄
第
三
一
号
（
二
〇
一
九
年
十
二
月
（︑
六
九
︱
九
一
頁
（
特
に
︑
八
一
︱
八
二
頁
（
だ
け
を
挙
げ
て
お
き
た
い
︒

（
（（
（ 

以
上
を
順
次
に
指
摘
し
て
お
け
ば
︑
堀
田
善
衛
﹃
イ
ン
ド
で
考
え
た
こ
と
﹄（
岩
波
新
書
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
五
七
年
（（
竹
友
寮
は
人
の
住
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む
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
の
思
い
が
や
っ
と
叶
っ
て
一
九
六
二
年
の
夏
に
退
寮
す
る
時
に
一
年
先
輩
の
栖
川
隆
道
氏
よ
り
頂
戴
し
た
も
の
︑
遅
ま

き
な
が
ら
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
し
た
い
（︑E.M

.Forster, A Passage to India(1924 ), Everym
an’ s Library, London, 1963  : 

瀬
尾
裕
訳

﹃
イ
ン
ド
へ
の
道
﹄（
筑
摩
世
界
文
学
大
系
（0
︑
一
九
七
四
年
（︑
中
村
元
﹃
イ
ン
ド
思
想
と
ギ
リ
シ
ア
思
想
と
の
交
流
﹄（
春
秋
社
︑
一
九
五
九
年
（

（
私
は
こ
れ
を
高
校
二
年
の
修
学
旅
行
の
時
に
入
手
し
て
い
る
が
︑本
書
は
﹃
イ
ン
ド
と
西
洋
の
思
想
交
流
﹄（
中
村
元
選
集
︹
決
定
版
︺︑第
（（
巻
︑

春
秋
社
︑
一
九
九
八
年
（
に
再
録
さ
れ
て
い
る
も
の
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
の
に
︑
愈
々
手
放
そ
う
と
決
め
か
け
て
確
か
め
て
み
る
と
︑
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
く
︑
後
者
は
確
か
に
拡
大
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
細
部
で
は
前
者
の
方
が
詳
し
く
的
確
な
箇
所
も
多
い
の
で
︑
処
分
は
諦

め
た
︒
し
か
る
に
︑
こ
の
よ
う
な
最
近
に
な
っ
て
︑
私
が
﹁
一
音
演
説
法
﹂
で
問
題
に
し
た
﹃
大
毘
婆
沙
論
﹄
の
一
節
に
中
村
博
士
も
既
に
言

及
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
こ
の
時
に
知
っ
た
が
︑
こ
の
失
念
に
は
ま
だ
触
れ
て
い
な
い
の
で
︑
こ
こ
で
お
詫
び
し
て
お
き
た
い
︒（︑
村
川
堅
太

郎
訳
﹃
エ
リ
ュ
ト
ゥ
ラ
ー
海
案
内
記
﹄（
一
九
四
六
年
︑
中
公
文
庫
︑
中
央
公
論
新
社
︑
一
九
九
三
年
（（
こ
の
中
公
文
庫
版
の
﹁
解
説
﹂（
三
〇
二

頁
（
で
は
︑
村
川
訳
後
の
新
た
な
原
典
校
訂
本
︑Lionel Casson, The Periplus M

aris Erythraei, Text w
ith Introduction, 

Translation, and Com
m

entary, Princeton, 1989

（
の
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
因
み
に
︑
全
く
個
人
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
︑

こ
の
村
川
訳
を
機
縁
に
知
っ
た
︑S.Lé vi, “ K

ani s
3ka et Śā tavā hana, D

eux Figures Sym
boliques de l’ Inde au Prem

ier Sié cle” , 

Journal Asiatique, CCXXVIII, 1936 , pp.61 -121
を
︑
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
入
手
し
た
く
︑
池
田
道
浩
氏
に
お
願
い
し
て
み
た
と
こ
ろ
︑

快
く
願
い
を
叶
え
て
く
れ
た
︒
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
︒（︑Paul J.G

riffiths, 

①Christian Flesh, Stanford U
niversity Press, 

Stanford, 2018 , 

②Regret : A Theology, The U
niversity of N

otre D
am

e, N
otre D

am
e, 2021 , 

③W
hy Read Pascal?, The 

Catholic U
niversity of Am

erica Press, W
ashington,D

.C., 2021
（
今
年
二
月
十
八
日
に
前
二
冊
を
︑
六
月
十
五
日
に
後
一
冊
を
拝
受
し

た
︒
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
た
い
︒（
で
あ
る
︒
竹
山
道
雄
と
関
連
研
究
雑
誌
と
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
必
要
な
箇
所
で
そ
れ
ら
に
言
及

す
る
︒
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（
（（
（ 

私
が
大
学
生
の
頃
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
影
響
を
受
け
た
と
言
っ
て
も
︑
小
林
秀
雄
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
時
期
と
重
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は

ち
ょ
う
ど
︑
私
が
中
学
か
ら
高
校
で
芥
川
の
愛
読
者
で
あ
り
つ
つ
︑
高
校
の
時
か
ら
檀
家
の
前
で
読
経
も
手
伝
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
﹃
修

証
義
﹄
の
﹁
発
願
利
生
﹂
を
介
し
て
道
元
の
﹁
菩
提
心
を
お
こ
す
と
い
ふ
は
︑
お
の
れ
い
ま
だ
わ
た
ら
ざ
る
さ
き
に
︑
一
切
衆
生
を
わ
た
さ
ん

と
発
願
し
︑
い
と
な
む
な
り
︒﹂
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
柳
田
謙
十
郎
の
説
く
マ
ル
ク
ス
の
考
え
に
従
う
こ
と
こ
そ
そ
の
実
践
だ
と
思
っ
て
い
た

気
持
ち
が
次
第
に
希
薄
に
な
っ
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
の
で
︑
小
林
の
影
響
の
方
が
ず
っ
と
強
く
︑
こ
こ
に
指
摘
す
る
の
も
恥
ず
か
し
い
の

で
あ
る
が
︑私
が
真
理
で
は
な
く
釈
尊
と
一
緒
に
い
た
い
と
言
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑拙
稿
﹁
唯
識
と
無
我
﹂（
初
出
︑一
九
六
四
年
（﹃
批

判
仏
教
﹄（
大
蔵
出
版
︑
一
九
九
〇
年
（︑
三
六
八
︱
三
六
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑
こ
の
時
に
﹁
真
理
﹂
と
言
っ
て
い
た
も
の
を
﹁
真

如（tathatā

（﹂と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
論
じ
た
も
の
に
︑拙
稿﹁﹃
大
乗
荘
厳
経
論
﹄第
一
四
章
第
三
四
︱
三
五
頌
の
ア
ス
ヴ
ァ
バ
ー
ヴ
ァ

と
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
と
の
註
釈
﹂（
原
英
文
︑
初
出
︑
一
九
七
九
年
（﹃
唯
識
文
献
研
究
﹄（
大
蔵
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
（︑
四
〇
九
︱
四
二
六
頁
と
︑

同
︑﹁
縁
起
と
真
如
﹂（
初
出
︑
一
九
八
四
年
（︑
拙
書
（
前
註
３
（︑
八
八
︱
一
〇
八
頁
と
が
あ
る
︒
因
み
に
︑
私
は
上
記
拙
稿
前
者
で
︑

Abhidharm
asam

uccaya

のtathatā

に
関
す
るRahula

教
授
の
読
み
を
正
し
た
（
四
一
七
頁
︑註
（（
（
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

そ
こ
で
︑
拙
稿
﹁
場
所
（topos

（
と
し
て
の
真
如
﹂（
初
出
︑
一
九
八
八
年
（︑
拙
書
（
前
註
３
（︑
三
一
七
頁
︑
註
（（
で
︑
そ
の
正
し
た
読
み

を
具
体
的
に“ ta tha tā yā m

3 m
ā rge n

3a kleśâ nutpā da h

3”
と
示
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
も
状
況
は
余
り
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
︑
上
記
﹃
唯

識
文
献
研
究
﹄︑
七
二
︱
七
七
頁
に
お
い
て
︑
明
示
は
し
て
い
な
い
が
︑
仏
教
徒
と
し
て
の
批
判
的
立
場
か
ら
︑
中
国
仏
教
に
も
強
い
影
響
を
与

え
たtathatā

に
基
づ
く
﹁
場
所
﹂
の
哲
学
を
考
察
し
た
つ
も
り
な
の
で
︑
参
照
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
な
お
︑
以
上
の
間
に
は
︑
松

本
史
朗
﹁
如
来
蔵
思
想
は
仏
教
に
あ
ら
ず
﹂（
初
出
︑
一
九
八
六
年
（﹃
縁
起
と
空　

如
来
蔵
思
想
批
判
﹄（
大
蔵
出
版
︑
一
九
八
九
年
（︑
一
︱

九
頁
が
発
表
さ
れ
︑
私
は
そ
こ
で
提
起
さ
れ
たdhā tu-vā da

（
基
体
説
（
に
賛
同
し
︑
そ
のdhā tu

を
﹁
円
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
で
あ
るtathatā

と
同
値
さ
せ
︑
差
別
を
含
む
一
切
が
そ
のtathatā

の
中
に
一
味
で
包
括
さ
れ
て
い
る
と
見
做
す
の
を
﹁
場
所
仏
教
﹂
と
呼
ん
で
今
日
に
至
っ
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て
い
る
︒

（
（（
（ 

右
註
の
も
の
参
照
の
他
︑
拙
著
﹃
仏
教
文
献
研
究
﹄（
大
蔵
出
版
︑
二
〇
一
三
年
（︑
五
九
頁
の
註
番
号
（（（
を
付
し
た
箇
所
参
照
︒
前
者
の
﹁
場

所
仏
教
﹂
を
円
形
記
号
○
で
示
し
︑﹁
批
判
仏
教
﹂
を
垂
線
記
号
⊥
で
示
す
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
茶
道
の
思
想
︱
岡
倉
天
心
論
批
判
考
︱
﹂

﹃
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄
第
二
七
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
（︑
一
〇
五
︱
一
〇
六
頁
参
照
︒
な
お
︑﹁
真
如
﹂
の
中
で
悩
ま
な
い
も
の
が
い

る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
無
生
物
か
無
機
物
で
あ
る
︒

（
（（
（ Bertrand Russell, “ W

hy I am
 not a Christian” (1927 ), W

hy I Am
 N

ot a Christian,  Routledge Classics, London/N
ew

 

York, 2004 , pp.1 -19  : 
市
井
三
郎
訳
﹁
な
ぜ
わ
た
し
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
か
﹂﹃
ラ
ッ
セ
ル
﹄︑
世
界
の
大
思
想
II
︱
（（
（
河
出
書
房
新
社
︑

二
〇
〇
五
年
（︑
三
一
五
︱
三
三
三
頁
参
照
︒
彼
はK

ing Jam
es Version

に
依
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

（
（（
（ Russell, ibid., p.15  : 

三
二
九
頁
参
照
︒

（
（0
（ Russell, ibid., p.10  : 

三
二
五
頁
参
照
︒

（
（（
（ Russell, “ N

ational Independence and Internationalism
” (1917 ), Political Ideals, Prom

etheus Books, N
ew

 York, 2005 , 

p.89 . 

な
お
︑
入
手
で
き
る
方
は
︑
松
本
悟
朗
訳
﹃
経
済
制
度
に
於
け
る
政
治
の
理
想
﹄（
ス
キ
ア
書
院
︑
一
九
二
七
年
（︑
二
一
〇
︱
二
一
一
頁

を
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（ G

riffiths, op.cit.（
前
註
（（
②
（, p.xii

で
同
教
授
は“ divine nam

e

（
神
の
名
（”

を
示
す
時
は
大
文
字
の“ LO

RD
”

と
し
︑
そ
の
理
由
は
著

書Decreation

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
︒

（
（（
（ G

riffiths, op.cit.（
前
註
（（
③
（, The front page

参
照
︒
同
教
授
はLe G

uern’ s ed.

に
よ
っ
て
い
る
が
︑ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
版
で
は
︑

N
o.556

で
あ
る
か
ら
︑Pascal, Pensé es, G

arnier-Flam
m

arion, Paris, 1976 , pp.206 -207  : 

松
浪
信
三
郎
訳
﹃
デ
カ
ル
ト　

パ
ス
カ
ル
﹄︑

世
界
文
学
大
系
（（
（
筑
摩
書
房
︑
一
九
五
八
年
（︑
二
六
六
︱
二
六
七
頁
参
照
︒



四
七

仏
教
文
学
に
お
け
る
家
（gr

3ha

）
と
子
供
（putra

）（
袴
谷
）

（
（（
（ G

riffiths, op.cit.（
前
註
（（
③
（, p.199 . Brunschvicg’ s ed., N

o.609 , Pascal, ibid., p.220  : 

松
浪
上
記
訳
︑
二
七
八
頁
参
照
︒
引
用
中

の
訳
は
右
註
の
場
合
も
今
も
松
浪
訳
に
よ
る
︒

（
（（
（ 
竹
山
道
雄
﹃
聖
書
と
ガ
ス
室
﹄（
初
出
︑
一
九
六
三
年
（︑
竹
山
道
雄
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅱ
（
藤
原
書
店
︑
二
〇
一
七
年
（︑
一
五
五
︱
二
六
七

頁
参
照
︒

（
（（
（ 

竹
山
前
掲
書
︑
順
次
に
︑
一
六
六
頁
と
一
八
二
頁
で
言
及
さ
れ
る
﹃
新
約
聖
書
﹄
を
日
本
聖
書
協
会
の
一
九
五
五
年
改
訳
の
口
語
版
に
よ
っ

て
示
し
た
︒
末
尾
カ
ッ
コ
内
は
そ
の
章
節
で
あ
る
︒
⒜
の
最
初
の
カ
ッ
コ
内
に
示
し
た
の
は
︑
竹
山
が
見
た
で
あ
ろ
う
現
代
ド
イ
ツ
語
訳
か
ら

の
引
用
で
あ
る
が
︑
日
本
語
訳
口
語
版
に
対
応
す
る
古
い
ド
イ
ツ
語
訳
に
は“ Ihr habt den Teufel zum

 Vater”

と
あ
る
︒

（
（（
（ 

堀
田
前
掲
書
（
前
註
（（
（︑
八
六
︱
八
七
頁
︒
堀
田
は
︑
竹
山
の
チ
ベ
ッ
ト
人
に
触
れ
た
文
の
典
拠
を
明
示
し
て
い
な
い
の
で
同
定
に
少
々

手
間
取
っ
た
が
︑
竹
山
﹁
ス
イ
ス
に
て
﹂（
初
出
︑﹃
新
潮
﹄︑
一
九
五
七
年
一
月
号
（︑
竹
山
道
雄
著
作
集
２
（
福
武
書
店
︑
一
九
八
三
年
（︑

一
四
三
頁
︑
二
︱
七
行
が
そ
れ
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
︒
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
文
に
つ
い
て
は
︑Forster, op.cit.（
前
註
（（
（, p.246

（
瀬
尾
訳
︑

一
六
五
頁
︑
上
段
（
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（ 

以
下
︑
順
次
に
︑
竹
山
前
掲
書
（
前
註
（（
（︑
一
九
〇
頁
︑
二
一
八
頁
︑
二
三
三
頁
参
照
︒

（
（（
（ 

大
正
蔵
︑九
巻
︑二
四
頁
下
参
照
︒そ
の
対
応
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
箇
所
と
そ
の
訳
を
示
し
て
お
け
ば
︑K

ern/N
anjio(ed.), 

Saddharm
apu nd3

3arī ka, p.177 , ll.14 -15 (VII-57 ) : 

松
濤
誠
廉
他
訳
︑
大
乗
仏
典
４
（
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
五
年
（︑
二
〇
九
頁
で
あ
る
︒

（
（0
（ 

権
威
あ
る
﹃
山
家
集
﹄
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
歌
の
よ
う
で
︑﹁
西
行
法
師
家
集
﹂
の
板
本
系
の
一
つ
に
出
る
状
況
に
つ
い
て
は
︑
新
編

国
歌
大
観
︑第
三
巻
︑私
家
集
編
Ⅰ
︑歌
集
（
角
川
書
店
︑一
九
八
五
年
（︑九
一
七
頁
︑中
段
（
山
本
幸
一
記
（
参
照
︒
そ
こ
で
は
第
二
句
が
﹁
何

事
の
お
は
し
ま
す
を
ば
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
（（
（ 

奥
野
光
賢
﹁
日
本
仏
教
と
﹁
顕
道
無
異
﹂
の
思
想
﹂﹃
日
本
仏
教
学
会
年
報
﹄
第
八
五
号
（
二
〇
二
〇
年
八
月
（︑
七
三
︱
九
五
頁
参
照
︒
抜



四
八

仏
教
文
学
に
お
け
る
家
（gr

3ha

）
と
子
供
（putra

）（
袴
谷
）

刷
の
拝
受
は
今
年
の
四
月
二
十
七
日
で
あ
る
が
︑
こ
の
所
掲
誌
も
刊
行
が
遅
れ
た
せ
い
か
︑
そ
の
受
領
は
五
月
十
三
日
で
あ
る
︒
御
論
稿
か
ら

は
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
頂
き
感
謝
し
て
い
る
が
︑
奥
野
博
士
が
︑﹁
伝
一
休
﹂
の
歌
を
論
証
な
く
﹁
一
休
作
﹂
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
よ

う
に
扱
わ
れ
た
の
は
私
か
ら
す
れ
ば
多
少
残
念
に
思
わ
れ
る
︒
な
お
︑
御
論
稿
中
に
も
出
る
求
那
跋
摩
に
つ
い
て
は
︑
当
時
︑
奥
野
博
士
を
始

め
と
す
る
同
僚
た
ち
か
ら
情
報
を
頂
い
て
も
の
さ
れ
た
拙
稿
﹁﹁
善
悪
不
二
︑
邪
正
一
如
﹂
の
思
想
背
景
に
関
す
る
覚
え
書
﹂﹃
駒
沢
短
期
大
学

研
究
紀
要
﹄
第
三
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
三
月
（︑
一
六
九
︱
一
九
一
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（ 

松
本
博
士
と
グ
リ
ッ
フ
ィ
ス
教
授
と
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
同
じ
年
の
批
判
的
論
述
に
つ
い
て
は
︑
拙
書
評
﹁
松
本
史
朗
著
﹃
禅
思
想
の
批

判
的
研
究
﹄﹂﹃
駒
沢
短
期
大
学
仏
教
論
集
﹄
第
一
号
（
一
九
九
五
年
三
月
（︑
八
二
︱
八
三
頁
を
参
照
︑
更
に
︑﹁
道
歌
﹂
と
﹁
一
音
演
説
法
﹂

と
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
カ
イ
ネ
ー
ヤ
仙
人
物
語
︱
︱
﹁
一
音
演
説
法
﹂
の
背
景
︱
︱
﹂（
初
出
︑
二
〇
〇
〇
年
（︑
前
掲
拙
書
（
前
註
（（
（︑

二
〇
五
︱
二
七
一
頁
︑
拙
稿
﹁
道
歌
と
仏
教
文
学
﹂﹃
駒
沢
大
学
仏
教
文
学
研
究
﹄
第
二
一
号
（
二
〇
一
八
年
二
月
（︑
一
一
七
︱
一
四
〇
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（ 

現
在
そ
の
成
果
は
枚
挙
に
遑
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
︑
そ
の
嚆
矢
と
し
て
︑
山
口
瑞
鳳
﹃
チ
ベ
ッ
ト
﹄
上
（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
七
年
（︑

下
（
同
︑
一
九
八
八
年
︑
改
訂
版
︑
二
〇
〇
四
年
（︑
お
よ
び
︑
松
本
史
朗
﹃
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
哲
学
﹄（
大
蔵
出
版
︑
一
九
九
七
年
（
を
挙
げ
て

お
き
た
い
︒

（
（（
（ Peter Peterson(ed.), N

ā rā ya n

3a,H
itopadeś a, 1887 , Bharatiya Book Corporation, D

elhi, 1999 , p.2  : 

金
倉
圓
照
︑
北
川
秀
則

訳
﹃
ヒ
ト
ー
パ
デ
ー
シ
ャ
﹄（
岩
波
文
庫
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
八
年
（︑
一
三
頁
︒
引
用
は
︑
金
倉
︑
北
川
訳
に
よ
る
︒

（
（（
（ The M

ahā bhā rata, Text as constituted in its critical Edition, Vol.III, Poona, 1974 , p.2457 , XII.327 .vv.102 -105  : Paul 

D
eussen, Vier Philosophische Texte des M

ahā bhā ratam
, Leipzig, 1922 , p.794 , vv.113 -117 . 

頌
番
号
の
ズ
レ
は
底
本
の
違
い
に
よ

る
︒



四
九

仏
教
文
学
に
お
け
る
家
（gr

3ha

）
と
子
供
（putra

）（
袴
谷
）

（
（（
（ Abhidharm

akoś abhā s

3ya(Pradhan ed.), p.205 , ll.17 -25  : 

舟
橋
一
哉
﹃
倶
舎
論
の
原
典
解
明　

業
品
﹄（
法
蔵
館
︑
一
九
八
七
年
（︑

一
二
一
頁
参
照
︒

（
（（
（ G

riffiths, op.cit.（
前
註
（（
②
（, p.21

参
照
︒

（
（（
（ 

拙
稿
﹁
仏
教
教
団
と
貨
幣
経
済
﹂﹃
仏
教
経
済
研
究
﹄
第
四
九
号
（
駒
沢
大
学
仏
教
経
済
研
究
所
︑二
〇
二
〇
年
五
月
（︑六
︱
七
頁
︑お
よ
び
︑

同
﹁
イ
ン
ド
仏
教
教
団
経
済
実
態
小
考
﹂﹃
仏
教
経
済
研
究
﹄
第
五
〇
号
（
同
︑
二
〇
二
一
年
七
月
（︑
三
二
頁
﹁
付
記
﹂
参
照
︒

（
（（
（ Schopen b, pp.260 -284 (O

riginally published, 1998 )

︑
青
野
道
彦
﹁
根
本
説
一
切
有
部
律Pā rivā sikavastu

の
研
究
︱
僧
残
罪
を

犯
し
た
比
丘
の
遵
守
事
項
︱
﹂﹃
仏
教
研
究
﹄
第
三
八
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
（︑
二
二
三
︱
二
四
九
頁
︑
特
に
︑
二
二
八
︱
二
三
〇
頁
︑

二
四
三
︱
二
四
五
頁
参
照
︒

（
（0
（ 

拙
稿
﹁
信
仰
と
儀
式
﹂﹃
大
乗
仏
教
の
実
践
﹄︑
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
３
（
春
秋
社
︑
二
〇
一
一
年
（︑
六
一
︱
六
三
頁
に
よ
っ
て
︑
十
七
名

の
青
年
比
丘
の
雑
用
業
務
を
確
か
め
ら
れ
た
い
︒

（
（（
（ Schopen b, p.260 , pp.1 -18 (O

riginally published, 2000 ), Schopen d

（
前
註
９
（, p.408

参
照
︒
最
後
の
例
に
は“ dge slong 

bzang po”

も
含
ま
れ
る
が
厳
密
な
区
別
で
は
な
い
︒

（
（（
（ Bodhisattvabhū m

i(W
ogihara ed.), p.3 , l.2  : (D

utt ed.), p.2 , l.5

︑
大
正
蔵
︑
三
〇
巻
︑
四
七
八
頁
下
︑
一
二
行
︑
お
よ
び
︑
そ
の
前

後
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
（（
（ M

ahā yā nasū trā la m

3kā ra(Lé vi ed.), p.55 , l.3

に“ abhyupagam
a h

3 ś ik s

3ā -dattakâ dī nā m

3 da nd3
3a-karm

a n

3ā m
”

と
あ
る
︒
そ
の

対
応
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
︑D

.ed., N
o.4026 , Phi, 165 a4

で
あ
る
が
︑
更
に
︑
相
当
文
を
も
つ
玄
奘
訳
世
親
釈
﹃
摂
大
乗
論
釈
﹄
に
は
︑﹁
誓
受
治

罰
︑
謂
授
学
等
﹂（
大
正
蔵
︑
三
一
巻
︑
三
二
二
頁
上
（
と
あ
る
︒

（
（（
（ 

岡
田
英
作
﹁﹁
五
姓
各
別
﹂
説
と
イ
ン
ド
瑜
伽
行
派
︱
︱
種
姓
の
な
い
者
の
源
流
と
展
開
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂﹃
日
本
仏
教
学
会
年
報
﹄
第



五
〇

仏
教
文
学
に
お
け
る
家
（gr

3ha

）
と
子
供
（putra

）（
袴
谷
）

八
五
号
（
二
〇
二
〇
年
八
月
（︑
五
二
︱
七
八
頁
（
横
（
参
照
︒
先
ず
気
に
な
る
こ
と
は
︑
拙
稿
﹁
無
性
の
文
証
の
確
認
﹂﹃
駒
沢
短
期
大
学
研

究
紀
要
﹄
第
三
三
号
（
二
〇
〇
五
年
三
月
（︑
一
四
一
︱
一
四
二
頁
︑
註
２
で
示
し
た
﹁
無
性
﹂
か
﹁
無
姓
﹂
か
の
問
題
が
等
閑
に
付
さ
れ
た
ま

ま
で
﹁
無
姓
﹂
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
因
み
に
︑今
で
も
権
威
と
さ
れ
る
﹃
織
田
仏
教
大
辞
典
﹄（
五
三
一
頁
（
や
﹃
望
月
仏
教
大
辞
典
﹄

（
二
巻
︑一
二
一
二
︱
一
二
一
三
頁
︑三
巻
︑二
四
六
九
︱
二
四
七
〇
頁
（
で
は
﹁
五
性
﹂﹁
種
性
﹂﹁
五
種
性
﹂
が
項
目
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
︒

し
か
も
︑
岡
田
論
文
で
は
︑
こ
の
件
の
最
も
基
本
的
な
文
献
で
あ
る
﹃
楞
伽
経
﹄（
四
巻
（︑
大
正
蔵
︑
一
六
巻
︑
四
八
七
頁
上
︱
中
や
﹃
仏
地

経
論
﹄︑大
正
蔵
︑二
六
巻
︑二
九
八
頁
上
︱
中
に
言
及
が
な
い
︒
更
に
︑新
た
な
知
見
と
さ
れ
る
二
点
に
つ
い
て
い
え
ば
︑①
で
は
﹁
五
性
各
別
﹂

と
同
じ
意
味
の
﹁
五
性
差
別
﹂
が
調
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
︑
②
で
は
拙
稿
﹁﹃
成
唯
識
論
﹄
外
教
論
駁
総
括
箇
所
の
考
察
﹂﹃
駒
沢
短
期
大
学

仏
教
論
集
﹄
第
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
十
月
（︑
一
〇
五
︱
一
二
二
頁
で
論
じ
た
﹁
否
定
辞a-

﹂
に
関
す
る
漢
字
文
化
圏
で
の
用
語
﹁
遮

（prasajya-prati s

3edha)

﹂
と
﹁
表
（paryudā sa)

﹂
に
全
く
言
及
が
な
い
こ
と
︑
な
ど
が
︑
簡
単
な
指
摘
で
申
し
訳
な
い
が
︑
気
に
掛
る
こ

と
で
あ
る
︒

（
（（
（ 

岡
本
一
平
﹁
清
浄
法
界
と
如
来
蔵
︱
︱
理
性
・
行
性
の
思
想
背
景
︱
︱
﹂﹃
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
第
三
七
号
（
二
〇
〇
六
年
十
月
（︑

二
七
三
︱
二
九
八
頁
︑
同
﹁﹃
大
乗
義
章
﹄﹁
仏
性
義
﹂
に
お
け
る
﹁
行
性
﹂
に
つ
い
て
﹂﹃
印
仏
研
﹄
五
五
︱
一
（
二
〇
〇
六
年
十
二
月
（︑

七
二
︱
七
六
頁
︑
同
﹁
淨
影
寺
慧
遠
に
お
け
る
浄
土
思
想
の
問
題
群
﹂﹃
東
洋
学
研
究
﹄
第
五
七
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
（︑
一
︱
二
二
頁
参
照
︒

特
に
︑
上
記
第
一
論
文
で
︑﹁
理
性
﹂
と
﹁
行
性
﹂
を
イ
ン
ド
の
文
献
思
想
史
の
上
で
順
次
にsvabhā va

とv r

3tti

の
方
向
で
押
さ
え
よ
う
と

さ
れ
た
の
は
極
め
て
有
意
義
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
感
想
め
い
た
言
い
方
は
す
べ
き
で
は
な
い
が
︑
か
か
る
方
向

で
な
ら
︑Abhidharm

akoś abhā s

3ya(Pradhan ed.), p.298 , l.21  : 
玄
奘
訳
︑
大
正
蔵
︑
二
九
巻
︑
一
〇
五
頁
中
︑
二
行
：
真
諦
訳
︑
同
︑

二
五
八
頁
下
︑八
行
に
お
け
る
︑svabhā va

は
恒
常
︑bhā va

は
非
常
で
あ
る
と
の
対
比
に
お
い
て
︑前
者
は
玄
奘
と
真
諦
共
に
﹁
体
﹂
と
訳
し
︑

後
者
は
玄
奘
﹁
性
﹂
真
諦
﹁
法
﹂
と
あ
る
の
で
︑﹁
理
﹂
と
﹁
行
﹂
の
関
係
は
︑svabhā va

とbhā va 

の
関
係
に
あ
る
と
見
做
し
た
方
が
よ
い



五
一

仏
教
文
学
に
お
け
る
家
（gr

3ha

）
と
子
供
（putra

）（
袴
谷
）

よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

（
（（
（ ﹃
二
万
五
千
頌
般
若
﹄
に
は
多
く
︑
他
に
も
見
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
曽
て
触
れ
た
︑
拙
書
﹃
仏
教
教
団
史
論
﹄（
大
蔵
出
版
︑

二
〇
〇
二
年
（︑
一
〇
六
頁
所
引
の
一
例
の
み
を
指
摘
す
︒

（
（（
（ 

大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
梵
語
仏
典
研
究
会
﹃
梵
文
維
摩
経
﹄（
大
正
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
六
年
（, p.59 , §9  : 

羅
什
訳
︑
大
正
蔵
︑

一
四
巻
︑
五
四
六
頁
中
参
照
︒
羅
什
訳
に
は
﹁
小
室
﹂
と
あ
り
︑
そ
こ
に
巨
大
な
も
の
が
入
る
か
ら
不
思
議
な
の
だ
が
︑
長
明
の
﹃
方
丈
記
﹄

に
そ
の
不
思
議
は
な
い
︒

（
（（
（ M

.R.K
ale(ed.), Pañ catantra of Vi sn3

3uś arm
an, Bom

bay, 1912 , Repr., D
elhi, 2015 , p.214 , ll.14 -17 .　

引
用
は
既
出
の
も
の
で
は

な
く
拙
訳
に
よ
る
︒

（
（（
（ 

榊
和
良
﹁
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
ー
ム
と
仏
教
︱
︱
近
代
化
を
模
索
し
た
人
々
︱
︱
﹂﹃
日
本
仏
教
学
会
年
報
﹄
第
八
五
号
（
二
〇
二
〇
年
八
月
（︑

七
九
︱
一
〇
五
頁
（
横
（︑
特
に
︑
九
八
頁
参
照
︒
因
み
に
︑﹃
国
民
と
宗
教
﹄
を
自
分
で
も
確
か
め
て
み
よ
う
と
思
っ
た
が
︑
こ
の
コ
ロ
ナ
禍

の
中
で
は
入
手
が
難
し
く
︑
市
の
図
書
館
で
閲
覧
可
能
な
全
集
を
調
べ
た
が
︑
そ
こ
で
も
当
該
箇
所
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
も
の
の
︑
い
た
る

と
こ
ろ
に
高
楠
博
士
の
そ
の
考
え
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
︑榊
氏
の
要
約
に
間
違
い
は
な
い
︒
こ
こ
に
そ
の
実
例
の
一
つ
だ
け
を
示
し
て
お
け
ば
︑

﹁
垂
迹
と
い
う
の
は
︑
イ
ン
ド
人
が
シ
ナ
に
生
ま
れ
た
り
日
本
に
生
ま
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
︑
ど
こ
に
で
も
真
如
の
姿
の
現
れ
る
の
を
い
う

の
で
す
︒
真
如
の
理
体
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
表
現
は
国
土
に
応
じ
て
違
う
︒
そ
れ
は
理
に
適
う
た
話
で
あ
る
︒﹂（
高
楠
順
次
郎

全
集
︑
第
一
巻
︑
二
一
三
頁
（
で
あ
る
︒

（
（0
（ 

菅
野
優
子
﹁﹃
弁
道
話
﹄
の
成
立
に
つ
い
て
︱
加
筆
増
広
の
問
題
を
中
心
と
し
て
︱
﹂﹃
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
﹄
第
五
四
号

（
二
〇
二
一
年
五
月
（︑
四
三
︱
六
三
頁
参
照
︒
反
論
の
対
象
と
な
る
私
の
問
題
意
識
は
︑
鎌
倉
期
後
半
よ
り
南
北
朝
期
以
降
の
所
謂
﹁
道
歌
﹂

を
道
元
に
仮
託
せ
ん
と
す
る
曹
洞
宗
教
団
動
向
の
解
明
に
あ
る
︒
も
し
加
筆
増
広
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
て
ば
︑
そ
れ
は
道
元
の
最
も
﹁
土
着



五
二

仏
教
文
学
に
お
け
る
家
（gr

3ha

）
と
子
供
（putra

）（
袴
谷
）

思
想
﹂
的
な
通
俗
的
文
言
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
菅
野
氏
の
更
に
詳
し
い
反
論
は
近
々
な
さ
れ
そ
う
な
の
で
私
の
再
反
論
は
そ
れ
を

待
っ
て
か
ら
に
し
た
い
︒
当
面
は
︑
前
掲
拙
稿
（
前
註
（（
（︑
九
〇
頁
︑
註
（（
に
記
し
た
よ
う
な
︑
若
い
研
究
者
の
動
向
を
感
じ
て
喜
ぶ
の
み
で

あ
る
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
二
一
年
七
月
二
十
三
日　

悪
夢
の
五
輪
開
会
の
日
（


