
317

「東洋学術研究」第51巻第１号

西洋における『法華経』の物語

西
洋
に
お
け
る
『
法
華
経
』
の
物
語

　

─
学
問
的
対
象
か
ら
宗
教
の
テ
キ
ス
ト
へ

マ
ッ
ク
ス
・
デ
ー
ク

菅
野
博
史
　
訳

［
論
文
要
旨
］

　

本
稿
は
、﹃
法
華
経
﹄
に
対
す
る
西
洋
の
研
究
と
受
容
の
歴
史

を
考
察
す
る
。
特
に
﹃
法
華
経
﹄
の
西
洋
の
受
容
が
十
九
世
紀

中
葉
に
、
学
問
的
研
究

│
ユ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に

よ
る
﹃
法
華
経
﹄
の
研
究
と
仏
訳
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た

│

の
対
象
か
ら
、
当
然
の
権
利
と
し
て
宗
教
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

の
﹃
法
華
経
﹄
の
受
容
へ
と
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
取
り
組
む
。
筆
者
は
﹃
法
華
経
﹄
の
受
容
の

歴
史
を
略
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
変
化
の
跡
を
た
ど
る
。

東
ア
ジ
ア
の
仏
教

│
特
に
日
本
的
な
形
式
に
お
い
て

│
に
、

よ
り
強
い
関
心
の
焦
点
が
注
が
れ
た
こ
と
が
、
ア
ジ
ア
の
大
半

の
宗
教
文
化
に
影
響
を
与
え
た
主
体
と
し
て
﹃
法
華
経
﹄
を
発

見
す
る
こ
と
に
な
る
ま
で
は
、﹃
法
華
経
﹄
の
流
行
は
、
仏
教
学

者
、
宗
教
学
者
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
の
比
較
的
小
さ
な
サ
ー

ク
ル
に
制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
そ
の
歴
史
は
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
仏
教
各
教
団
の
た
め
に
鳩
摩
羅
什
の
中

国
語
訳
か
ら
西
洋
語
に
翻
訳
す
る
と
い
う
形
式
を
取
り
な
が
ら
、

学
問
的
純
粋
主
義
の
﹁
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
主
義
﹂
か
ら
、
生
き

た
テ
キ
ス
ト
の
伝
統
へ
移
行
す
る
と
い
う
、﹃
法
華
経
﹄
の
豊
か

な
翻
訳
の
歴
史
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。﹃
法
華
経
﹄
の
歴
史
と
研

究
は
、
十
九
世
紀
の
初
期
か
ら
現
代
に
至
る
西
洋
の
仏
教
観
の

転
換
の
典
型
的
な
例
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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※　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

﹁
私
が
そ
の
瞬
間
を
呪
っ
た
と
し
て
も
何
の
役
に
た
と
う

か
。
私
は
野
蛮
な
掟
に
基
づ
い
て
、
恐
ろ
し
い
伏
羲
に
誓

い
を
立
て
た
の
だ
か
ら
﹂︵
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ラ
ー

﹃
ト
ゥ
ー
ラ
ン
ド
ッ
ト　

中
国
の
姫
﹄
第
２
幕
第
２
場
︶

﹁﹃
法
華
経
﹄
は
、
仏
教
文
献
の
歴
史
の
研
究
に
と
っ
て
、

疑
い
な
く
最
も
興
味
深
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
⋮
⋮
﹂

︵
Ｊ
・
Ｗ
・
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
［1987

］p. 92
︶

　

私
が
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
、
論
文
を
提
出
す
る

よ
う
に
依
頼
さ
れ
た
と
き

│
主
催
者
が
私
を
﹃
法
華
経
﹄
の

翻
訳
者
︵
ド
イ
ツ
語
訳
︶
の
一
人
と
し
て
選
ん
だ
の
か
ど
う
か
は
、

推
量
す
る
ば
か
り
で
本
当
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い

│
無
理
の

な
い
仕
方
で
、
私
に
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
を
私
自
身

に
課
し
た
。
自
分
勝
手
で
は
あ
る
が
、
私
が
自
分
自
身
の
﹃
法

華
経
﹄
の
翻
訳
に
取
り
組
ん
だ
と
き
に
、
し
ば
し
ば
私
自
身
に

提
起
し
た
問
題
を
再
度
考
察
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
な
ぜ
﹃
法

華
経
﹄
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

そ
し
て
、
私
が
重
要
と
い
う
と
き
に
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
ジ
ア
の

宗
教
団
体
や
実
践
者
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
意
味
す
る
の
で
は

な
く

│
彼
ら
に
と
っ
て
は
﹃
法
華
経
﹄
は
神
聖
な
テ
キ
ス
ト

の
地
位
を
持
っ
て
い
る

│
む
し
ろ
、
西
洋
の
仏
教
認
識
と
い

う
よ
り
広
い
文
脈
に
お
い
て
、
私
の
意
見
で
は
二
つ
の
要
因
の

多
か
れ
少
な
か
れ
意
図
的
な
一
致
に
よ
っ
て
、﹃
法
華
経
﹄
が
明

ら
か
に
持
っ
て
い
る
重
要
性
を
意
味
す
る
。
二
つ
の
要
因
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
学
者
ユ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
︵Eugène 

B
urnouf 

一
八
〇
一
│
一
八
五
二あ︶
が
イ
ン
ド
仏
教
史
の
研
究
の
た

め
の
研
究
対
象
と
し
て
、﹃
法
華
経
﹄
を
発
見
、
選
択
し
た
こ
と

と
、﹃
法
華
経
﹄
が
天
台
仏
教
の
体
系
の
な
か
で
救
済
論
的
に
最

高
の
地
位
に
達
し
て
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
で
持
っ
た
重
要
性
と
で

あ
る
。

　

こ
こ
で
私
に
興
味
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
﹃
法
華
経
﹄

受
容
の
方
向
が
最
終
的
に
結
合
し
て
、
仏
教
学
、
宗
教
学
、
宗

教
間
対
話
の
領
域
に
お
け
る
重
要
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
﹃
法

華
経
﹄
を
ど
の
よ
う
に
確
立
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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ビ
ュ
ル
ヌ
フ
と
法
華
経
の
出
合
い

　

西
洋
に
お
け
る
仏
教
の
発
見
は
、
緩
や
か
で
段
階
的
な
も
の

で
あ
る
が
、
た
だ
十
九
世
紀
に
お
け
る
ア
ジ
ア
に
対
す
る
増
大

す
る
植
民
地
化
と
西
洋
の
影
響
に
よ
っ
て
弾
み
が
つ
い
た
。
ブ

ッ
ダ
と
そ
の
宗
教
に
つ
い
て
の
わ
ず
か
な
知
識
は
、
す
で
に
ギ

リ
シ
ャ
語
や
ラ
テ
ン
語
の
情
報
源
に
見
い
だ
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
の
文
化
や
言
語
が
、
ブ
ッ
ダ
、
ゴ
ー
タ
マ
、

サ
ガ
モ
ニ
・
ブ
ル
カ
ン
︵Sagam

oni B
urcan 

モ
ン
ゴ
ル
語
で
釈
迦
牟

尼
仏
を
意
味
す
る

│
訳
者
注
︶、
仏い
の
よ
う
な
異
な
る
用
語
で
意

味
す
る
も
の
が
、
実
際
に
は
、
西
洋
に
お
い
て
概
念
化
さ
れ
た

世
界
宗
教
、
仏
教う
の
同
じ
開
祖
に
言
及
し
て
い
た
こ
と
が
西
洋

人
に
明
ら
か
に
な
る
の
に
は
、
あ
る
程
度
の
時
間
が
か
か
っ
た
。

十
九
世
紀
の
初
め
に
、
宗
教
と
し
て
の
仏
教
が
東
洋
学
者
に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
た
と
き
に
は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、パ
ー
リ
語
、

チ
ベ
ッ
ト
語
、
中
国
語
の
よ
う
な
古
典
的
な
仏
教
の
言
語
に
よ

る
一
次
資
料
を
入
手
す
る
機
会
は
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
十
九
世
紀
の
前
半
、
イ
ン
ド
の
言
語
で
書
か
れ
た
仏
教

の
テ
キ
ス
ト
が
東
洋
学
者
に
入
手
可
能
と
な
っ
た
。
十
九
世
紀

の
後
半
に
は
、
仏
教
の
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
︵
長
老
派
︶
の
言
語
で

あ
る
パ
ー
リ
語
や
、
こ
の
中
期
イ
ン
ド
の
方
言
で
書
か
れ
た
聖

典
が
、
す
ぐ
に
仏
教
学
の
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
こ
の
文
献
が
最
古
の
、
し
た
が
っ
て
最
も
権
威
の
あ
る

ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
含
む
と
い
う
観
念
論
的
、
そ
し
て
実
証
主
義

的
な
前
提

│
パ
ー
リ
・
テ
キ
ス
ト
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
の
創
立

者
で
あ
る
ト
マ
ス
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
リ
ス
デ
ヴ
ィ
ッ
ズ
︵Thom

as 

W
illiam

 R
hys-D

avids 

一
八
四
三
│
一
九
二
二
︶
や
、
ブ
ッ
ダ
と
彼

の
宗
教
の
初
期
の
歴
史
に
つ
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
本

の
著
者
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
︵H

erm
ann 

O
ldenberg 

一
八
五
四
│
一
九
二
〇
︶
の
よ
う
な
学
者
と
関
連
づ
け

る
こ
と
の
で
き
る
考
え

│
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
発
見
で
あ
っ

た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
パ
ー
リ
語
の
資
料
に
焦
点
を

当
て
る
こ
と
は
、
仏
教
学
の
最
初
か
ら
の
状
況
で
は
な
か
っ
た
。

当
時
は
、
北
伝
仏
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
テ
キ
ス
ト
が
研
究
の

対
象
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
の
研
究
の
前
線
に
立
っ

て
い
た
人
物
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
ユ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル
ヌ

フ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
彼
の
先
生
で
あ
る
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
レ
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オ
ナ
ー
ル
・
ド
・
シ
ェ
ズ
ィ
︵A

ntoine-Léonard de C
hézy 

一
七
七

三
│
一
八
三
二
︶
の
パ
リ
に
お
け
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
教
授

職
の
後
継
者
と
な
っ
た
。
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
、
学
問
的
経
歴
の
最

初
の
頃
に
は
、
む
し
ろ
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
経
典
や
バ
ー
ガ
ヴ

ァ
タ
・
プ
ラ
ー
ナ
の
よ
う
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
テ
キ
ス
ト
に
専

念
し
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ジ
ア
協
会
の
秘
書
と
し
て
、

ネ
パ
ー
ル
の
首
都
カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
の
イ
ギ
リ
ス
の
使
節
で
あ
る

ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ホ
ー
ト
ン
・
ホ
ジ
ソ
ン
︵B

rian H
oughton 

H
odgson 

一
八
〇
〇
／
一
八
〇
一
│
一
八
九
四
︶
と
す
で
に
接
触
し
て

い
た
。
ホ
ジ
ソ
ン
は
、
彼
自
身
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
写
本
や

テ
キ
ス
ト
に
関
心
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
収
集
し
、
カ
ル
カ
ッ
タ
、

そ
し
て
パ
リ
に
も
送
っ
たえ
。

　

ホ
ジ
ソ
ン
は
、
一
連
の
論
文
の
な
か
で
、
彼
の
研
究
成
果
を

学
界
に
す
で
に
知
ら
せ
て
い
た
。
最
初
の
論
文
は
早
く
も
一
八

二
八
年
に
出
版
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
、
彼
は
﹃
法
華
経
﹄
に
関

し
て
短
い
説
明
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、﹃
法
華
経
﹄
に
対
し
て

直
接
熟
知
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
地
の
情
報
提

供
者
の
知
識
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
﹁
サ
ッ
ダ
ル
マ
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
、
授
記
、
大
規
模
な
、
そ
し
て

他
の
デ
ィ
ー
パ
・
ダ
ー
ナ
︵
ネ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
族
の
ラ
ン
プ
の
祭
り
│

訳
者
注
︶、
す
な
わ
ち
、
仏
や
菩
薩
た
ち
に
敬
意
を
表
し
て
保
持

さ
れ
る
灯
火
の
話
。
釈
迦
に
よ
る
、
幾
人
か
の
過
去
仏
の
生
涯

の
物
語
と
と
も
に
、
釈
迦
の
幾
人
か
の
弟
子
に
対
す
る
未
来
の

高
位
に
関
す
る
予
言
的
指
示
︵
授
記
の
こ
と
│
訳
者
注
︶
が
説
か
れ

る
。
説
法
者
と
聴
聞
者
、
釈
迦
、
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
、
マ
ン
ジ
ュ

シ
ュ
リ
ー
等
お々﹂

　

ホ
ジ
ソ
ン
に
と
っ
て
は
、﹃
法
華
経
﹄
は
た
だ
ネ
ー
ヴ
ァ
リ
ー

人
の
仏
教
徒
の
九
法
、
す
な
わ
ち
聖
な
る
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
に

す
ぎ
な
い
こ
と
、
ホ
ジ
ソ
ン
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
ネ
パ
ー

ル
の
仏
教
徒か
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
﹃
般
若

経
﹄
や
、﹁
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ト
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
注

目
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
師
子
の
ご
と
き
釈
迦
の
歴
史
に
関
す
る

す
べ
て
の
伝
本
に
と
っ
て
の
最
初
の
権
威き
﹂
と
し
て
の
﹃
ラ
リ

タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
﹄︵Lalitavistara

︶
に
、
よ
り
興
味
を
持
っ
て
い

る
こ
と
に
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

文
書
化
さ
れ
て
い
る
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
と
ホ
ジ
ソ
ン
と
の
間
の
最
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初
の
直
接
の
接
触

│
そ
し
て
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
仏
教
学
の
発
展
に
と
っ
て
大
変
重
要
に
な
っ
た

│
は
、

一
八
三
四
年
七
月
七
日
付
の
手
紙く
で
あ
る
。
そ
の
手
紙
の
な
か

で
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
、
ホ
ジ
ソ
ン
が
ア
ジ
ア
協
会
の
た
め
に
仏

教
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
写
本
を
入
手
す
る
と
い
う
申
し
出
を

し
た
こ
と
に
対
し
て
喜
び
を
表
わ
し
て
い
るけ
。
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は

そ
の
利
点
を
用
い
、ホ
ジ
ソ
ン
に
﹁
純
粋
な
仏
教
、
換
言
す
る
と
、

バ
ラ
モ
ン
教
︵
？
︶
の
い
か
な
る
変
更
に
よ
っ
て
も
汚
さ
れ
て
い

な
い
仏
教
の
体
系
の
一
部
に
接
近
す
る
た
め
に
最
も
価
値
が
あ

り
適
当
で
あ
る
と
、
あ
な
た
が
考
え
るこ
﹂
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
を
、

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
送
る
よ
う
に
依
頼
し
た
。

　

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
次
の
手
紙
︵
一
八
三
五
年
一
月
二
十
日
付
︶
の
な

か
で
、
彼
は
ホ
ジ
ソ
ン
に
、
自
分
の
た
め
に
、
そ
し
て
ア
ジ
ア

協
会
の
費
用
で
、
最
も
重
要
な
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
の
コ
ピ
ー
を

作
っ
て
も
ら
う
こ
と
、
そ
し
て
、
か
な
り
賢
い
こ
と
で
あ
る
が
、

ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
を
提
案
し
な
が
ら
、
他
の
テ
キ
ス
ト
を
彼

自
身
の
た
め
に
作
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
依
頼
す
る
。
ビ
ュ
ル
ヌ

フ
は
、
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
か
ら
は
、
ブ
ッ
ダ
当
時
の
歴
史
的
、

地
理
的
な
情
況
に
つ
い
て
の
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
を
期
待
し

て
い
たさ
。
一
八
三
六
年
二
月
と
一
八
三
七
年
六
月
と
の
間
に
、

ア
ジ
ア
協
会
は
ホ
ジ
ソ
ン
か
ら
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
の
二
十
四
の

コ
ピ
ー
を
受
け
取
っ
た
。
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
自
身
は
﹃
般
若
経
﹄
の

コ
ピ
ー
を
受
け
取
っ
た
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
た
ち
は
、

彼
ら
の
間
で
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
分
配
し
た
。
ビ
ュ
ル
ヌ
フ

は
、﹃
ガ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
﹄︵G

aṇḍavyūha

︶、﹃
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ

ラ
﹄、﹃
ス
ヴ
ァ
ヤ
ン
ブ
フ
ー
プ
ラ
ー
ナ
﹄︵Svayaṃ

bhūpurāṇa

［Sam
bhû purâna

］︶、﹃
法
華
経
﹄︵Saddharm

apuṇḍarīka-sūtra

︶、

﹃
王
三
昧
経
﹄︵Sam

ādhirāja-sūtra

︶、﹃
カ
ー
ラ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
﹄

︵K
āraṇḍavyūha

︶
を
得
たし。
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
、﹃
般
若
経す
﹄
の
繰

り
返
し
と
内
容
に
つ
い
て
、
あ
る
種
の
不
満
を
表
わ
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
、﹃
般
若
経
﹄
の
代
わ
り
に
﹃
法
華
経
﹄

に
取
り
組
む
こ
と
を
選
ん
だ
と
述
べ
て
い
る
。
彼
が
書
き
留
め

て
い
る
よ
う
に
、
彼
が
初
め
か
ら
興
味
を
持
っ
て
い
た
ラ
リ
タ

ヴ
ィ
ス
タ
ラ
は
、
彼
の
学
生
と
友
人
た
ち

│
お
そ
ら
く
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
エ
ド
ア
ー
ル
・
フ
ー
コ
ー
︵Philippe Édouard Foucaux  

一
八
一
一
│
一
八
九
四
︶

│
に
よ
っ
て
、
す
で
に
︵
チ
ベ
ッ
ト
語

か
ら
︶
翻
訳
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お

け
る
﹃
法
華
経
﹄
の
泰
斗
が
抱
い
た
最
初
の
印
象
を
引
用
す
る
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こ
と
は
、
こ
こ
で
は
価
値
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
﹁
⋮
⋮
私
は
、
新
し
い
本
、
九
法
の
一
つ
で
あ
る
﹃
法
華
経
﹄

に
取
り
か
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
の
選
択
に
つ
い
て
後
悔

す
る
必
要
は
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
な
た
に
再
確
認
し
ま
す
。
四

月
二
十
五
日
頃
か
ら
、
私
は
躊
躇
な
く
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
教
授
と
研
究
者
と
し
て
の
私
の
職
業
か
ら
割
く
こ
と
の
で
き

る
す
べ
て
の
時
間
を
、
こ
の
仕
事
に
捧
げ
ま
し
た
。
す
で
に
、

そ
の
か
な
り
多
く
の
部
分
を
読
み
ま
し
た
。
私
は
す
べ
て
の
こ

と
を
理
解
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
そ
の
こ
と

に
驚
か
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
テ
ー
マ
が
私
に
は

と
て
も
新
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
お
ま
け
に
ス
タ
イ
ル
に
つ
い

て
も
、
ま
た
深
い
意
味
に
つ
い
て
も
新
し
い
で
す
。
⋮
⋮
い
ま

だ
に
多
く
の
事
が
ら
が
私
に
は
曖
昧
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
今

や
そ
の
本
の
脈
絡
、
作
者
の
表
現
の
仕
方
を
理
解
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
私
は
す
で
に
二
つ
の
章
全
体
を
何
も
省
略
す
る
こ
と

な
し
に
翻
訳
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
は
二
つ
の
譬
喩
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
譬
喩
に
つ
い
て
は
、
関
心
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
仏

教
徒
の
教
え
を
伝
達
す
る
仕
方
と
、
そ
し
て
推
論
的
で
完
全
に

ソ
ク
ラ
テ
ス
式
問
答
に
よ
る
説
明
の
方
法
と
の
特
に
興
味
深
い

例
で
す
。
信
仰
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
︵
し
か
し
、

あ
な
た
は
﹁
聖
職
者
﹂︵clergym

an

︶［
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
に
あ
る
英
語

表
現
│
原
注
］
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︶、
私
は
ア
ジ
ア
全
体
で
こ
れ
ほ

ど
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
を
知
り
ま
せ
ん
。
バ
ラ
モ
ン
教
は
今

や
私
に
は
、
粗
野
で
頑
固
な
ユ
ダ
ヤ
教
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

あ
な
た
は
、
そ
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
見
る
と
、
キ
リ
ス
ト

教
は
道
徳
や
す
べ
て
の
被
造
物
に
対
す
る
慈
悲
に
満
た
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
人
は
、
こ
の
本
全
体
の
す
べ
て

の
事
が
ら
が
お
も
し
ろ
い
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
と
は
反
対
に
、
繰
り
返
し
と
同
語
反
復
は
退
屈
で
す
。
し

か
し
、
こ
の
同
語
反
復
で
さ
え
も
実
に
注
目
す
べ
き
特
徴
で
あ

り
、
ブ
ッ
ダ
が
語
り
か
け
た
人
々
に
は
と
て
も
ふ
さ
わ
し
い
の

で
す
。
⋮
⋮
最
後
に
、
私
は
あ
な
た
に
、
私
が
こ
の
本
を
読
む

こ
と
に
頭
が
い
っ
ぱ
い
で
、
昼
も
夜
も
そ
れ
に
没
頭
す
る
た
め

に
、
さ
ら
に
多
く
の
時
間
と
健
康
を
保
持
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
こ
と
を
告
白
し
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
十
分

な
写
本
断
片
を
抜
き
出
し
て
翻
訳
す
る
ま
で
は
、﹃
法
華
経
﹄
か

ら
離
れ
な
い
で
し
ょ
うせ
。
そ
し
て
、
あ
な
た
の
寛
大
さ
に
感
謝
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す
る
た
め
に
は
、
あ
な
た
が
寛
大
に
も
私
た
ち
に
提
供
し
て
く

だ
さ
っ
た
富
の
一
部
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
術
界
に
伝
え
る
以
上

の
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
、
私
は
確
信
し
て
い
ま
すそ
﹂

　

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
研
究
方
法
は
、
学
問
的
で
文
献
学
的
で
あ
る
。

彼
は
同
じ
手
紙
と
や
や
後
の
手
紙
でた、﹃
法
華
経
﹄
と
﹃
王
三
昧

経
﹄
の
別
の
写
本
の
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
し

て
い
る
。﹁
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
だ
一
つ
の
写
本
の
コ
ピ
ー
だ
け
で

は
、
い
く
つ
か
の
文
の
意
味
に
確
信
が
持
て
な
い
か
ら
で
すち
﹂。

そ
し
て
、
彼
は
ま
た
、
そ
の
谷
で
入
手
で
き
る
律
の
資
料
が
あ

る
か
ど
う
か
、ホ
ジ
ソ
ン
に
尋
ね
て
い
る
。
律
の
資
料
の
た
め
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
術
界
は
、
ギ
ル
ギ
ッ
ト
の
写
本
の
発
見
が
ビ

ュ
ル
ヌ
フ
の
願
望
を
満
た
す
ま
で
に
、
一
世
紀
以
上
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
往
復
書
簡
の
な
か
に
、
ビ
ュ

ル
ヌ
フ
の
﹃
法
華
経
﹄
に
つ
い
て
の
興
奮
と
そ
れ
に
対
す
る
彼

の
仕
事
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
が
、
ま
た
彼
の
扱
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
写
本
コ
ピ
ー
の
欠
如
に
対
す
る
不
満
も
現
わ

れ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
の
﹃
法
華
経
﹄
の
価
値
は
、
ブ
ッ
ダ

の
教
え
の
独
創
性
に
あ
る
。

　
﹁
私
は
こ
れ
ら
の
作
品
︵
大
乗
経
典
│
原
注
︶
の
特
徴
に
つ
い
て

の
判
断
、
そ
し
て
特
に
﹃
法
華
経
﹄
の
含
ん
で
い
る
ガ
ウ
タ
マ

の
説
法
の
分
野
に
と
っ
て
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
細
部
を
見
い

だ
し
ま
し
た
。
た
と
え
本
物
の
写
本
の
断
片
で
な
く
と
も
、
少

な
く
と
も
信
頼
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
私
の
判
断

で
き
る
限
り
、
完
全
に
真
正
の
伝
統
だ
と
思
い
ま
すつ
﹂

　

そ
し
て
、
一
八
四
四
年
に
最
初
に
出
版
さ
れ
た
ビ
ュ
ル
ヌ
フ

の
序
文
に
お
い
て
は
、﹃
法
華
経
﹄
に
高
い
地
位
を
ま
っ
た
く
与

え
な
か
っ
た
が
、﹃
法
華
経
﹄
の
教
義
の
本
質
に
つ
い
て
は
か
な

り
正
確
な
描
写
を
し
て
い
る
。﹁﹃
法
華
経
﹄、
つ
ま
り
﹃
善
い
法

の
白
い
蓮
華
﹄
は
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
譬
喩
に
加
え
て
、
教
義

の
と
て
も
重
要
な
要
点

│
今
の
存
在
の
状
態
か
ら
人
類
を
救

済
す
る
た
め
に
ブ
ッ
ダ
が
用
い
る
三
種
の
手
段
の
根
本
的
な
統

一
と
い
う
要
点

│
を
扱
っ
て
い
るて
﹂
と
。

　

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
、
ネ
パ
ー
ル
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
テ
キ
ス

ト
の
教
義
に
つ
い
て
の
ホ
ジ
ソ
ン
の
分
析
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ら
の
原
典
の
詳
し
い
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
事
実
を

強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
こ
の
こ
と
を
﹃
法
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華
経
﹄
の
翻
訳
の
遅
れ
の
理
由
と
し
て
い
る
。
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は

よ
り
早
い
出
版
を
再
び
主
張
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ずと
、
実
際
に

は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
早
す
ぎ
る
死
の
わ
ず
か
数
个
月
後
に
﹃
法

華
経
﹄
の
翻
訳
は
登
場
し
た
。
こ
れ
は
あ
る
程
度
は
ビ
ュ
ル
ヌ

フ
の
﹁
完
璧
主
義な
﹂
と
、
一
八
三
九
年
の
後
、
ネ
パ
ー
ル
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
他
の
テ
キ
ス
ト
に
集
中
し
た
た
め
で
あ
る
。
ビ

ュ
ル
ヌ
フ
は
止
む
こ
と
な
く
、
注
釈
を
加
え
な
が
ら
翻
訳
に
取

り
組
み
、
改
善
し
て
い
っ
た
。
一
八
五
二
年
二
月
、
彼
の
死
の

約
三
个
月
前
に
、
彼
は
い
く
ら
か
の
誇
り
を
持
っ
て
次
の
よ
う

に
注
を
付
け
て
い
る
。

　
﹁
私
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
翻
訳
を

│
当
時
は
唯
一
の
写
本
コ

ピ
ー
で
あ
っ
た
︵
フ
ラ
ン
ス
︶
ア
ジ
ア
協
会
の
写
本
コ
ピ
ー
を
翻

訳
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が

│
第
二
の
箱
︵
ホ
ジ
ソ
ン
に
よ
っ
て

送
ら
れ
た
│
原
注
︶
に
含
ま
れ
て
い
た
﹃
法
華
経
﹄
の
新
し
い
写

本
コ
ピ
ー
に
基
づ
い
て
見
直
し
た
。
言
語
や
、﹃
法
華
経
﹄
に
頻

繁
に
引
用
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
、
道
徳
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
付
録
に
つ
い
て
の
注
を
加
え
た
。
ク

ォ
ー
ト
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
︵
大
き
な
判
型
の
こ
と
│
訳
者
注
︶
と
小
さ

な
文
字
の
詰
ま
っ
た
印
刷
で
の
量
は
、
今
の
と
こ
ろ
八
百
八
頁

︵
か
な
り
大
部
［rather bulky

│
原
文
に
あ
る
英
語
表
現
で
あ
る
│
原

注
］
で
あ
る
︶
に
達
し
た
が
、
そ
れ
は
膨
大
な
量
と
い
う
ほ
ど
で

は
な
いに
﹂

イ
ン
ド
中
心
主
義
に
よ
る
「
漢
訳
法
華
経
の
軽
視
」

　

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
出
版
は
ま
も
な
く
、
明
ら
か
に
西
洋
の
仏
教

研
究
に
何
ら
か
の
衝
撃
を
与
え
た
。
一
八
五
四
年
に
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
エ
ド
ア
ー
ル
・
フ
ー
コ
ー
︵Philippe Édouard Foucaux

︶

は
、﹃
法
華
経
﹄
の
一
章
、﹁
迷
子
に
な
っ
た
息
子
﹂︵
第
四
章
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
、
ア
デ
ィ
ム
ク
テ
ィ
パ
リ
ヴ
ァ
ル
タ

［A
dhim

uktiparivarta

］、
中
国
語
で
は
信
解
品
︶
を
、
フ
ラ
ン
ス
語
の

翻
訳
と
と
も
に
、
デ
ー
ヴ
ァ
ナ
ー
ガ
リ
ー
と
チ
ベ
ッ
ト
文
字
で

出
版
し
た
。
フ
ー
コ
ー
は
、
そ
の
章
を
選
択
し
た
具
体
的
な
理

由
を
主
張
せ
ず
、
彼
の
目
的
が
﹁
チ
ベ
ッ
ト
語
の
学
習
を
促
進

す
る
こ
とぬ
﹂
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
本
の

末
尾
︵
五
十
八
頁
以
下
を
参
照
︶
の
﹃
法
華
経
﹄
第
四
章
の
要
約
的

な
チ
ベ
ッ
ト
語
・
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
版
に
お
い
て
、
我
々
は

仏
教
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
テ
キ
ス
ト
の
最
初
の
出
版
に
出
合
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っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
は
価
値
あ
る
こ
と
で
あ
るね
。﹃
法
華

経
﹄
の
最
初
の
完
全
な
版
が
ケ
ル
ン
と
南
条
に
よ
っ
て
校
訂
さ

れ
、
最
終
的
に
出
版
︵
一
九
〇
八
│
一
九
一
二
︶
さ
れ
る
ま
で
に
、

半
世
紀
以
上
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
十
九
世
紀
後
半

│
イ
ン
ド
仏
教
の
入
門

書
を
含
む
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
画
期
的
な
仕
事
の
後

│
の
仏
教
学

の
こ
の
よ
う
な
広
い
文
脈
に
お
い
て
、
海
峡
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸

と
イ
ギ
リ
ス
の
間
の
海
峡
│
訳
者
注
︶
の
反
対
側

│
そ
こ
で
は
、

ド
イ
ツ
の
学
者
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
教
授
、
マ
ッ
ク

ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
︵M

ax M
üller  

一
八
二
三
│
一
九
〇
〇
。
パ
リ
で
の

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
か
つ
て
の
学
生の︶
の
周
囲
で
、
隆
盛
し
て
い
た
イ
ン

ド
学
と
初
期
の
宗
教
学
が
融
合
し
て
い
た

│
で
採
用
さ
れ
た

大
乗
の
テ
キ
ス
ト
の
研
究
の
方
向
を
見
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

こ
こ
で
は
、
日
本
の
笠
原
研
壽
︵
一
八
五
二
│
一
八
八
三
︶、
南
条

文
雄
︵
一
八
四
九
│
一
九
二
七
︶、
そ
し
て
遅
れ
て
、
中
国
の
聖
典

の
標
準
版
、﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
﹄
の
編
纂
者
の
一
人
で
あ
る
高

楠
順
次
郎
︵
一
八
六
六
│
一
九
四
五は︶
の
よ
う
な
日
本
の
学
生
を

通
じ
て
、
英
国
の
イ
ン
ド
学
の
ド
イ
ツ
人
の
第
一
人
者
の
注
意

を
引
い
た
も
の
は
、﹃
法
華
経ひ﹄
で
は
な
く
、﹃
般
若
経
﹄
と
﹁
浄

土
﹂
文
献
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
す
べ
て
親
鸞
︵
一
一
七
三
│
一
二

六
三
︶
に
よ
っ
て
成
立
し
た
浄
土
真
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
。
浄
土

真
宗
は
、
親
鸞
の
師
で
あ
る
法
然
︵
一
一
三
三
│
一
二
一
二
︶
に

従
っ
て
、﹃
無
量
寿
経
﹄、﹃
阿
弥
陀
経
﹄、﹃
観
無
量
寿
経
﹄
を
聖

典
と
見
な
し
た
。
皮
肉
に
も
、﹃
法
華
経
﹄
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の

立
派
な
翻
訳
の
後
、
一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
一
二
年ふ
に
か
け
て

南
条
と
ケ
ル
ン
に
よ
る
卓
越
し
た
校
訂
本
の
初
版
が
出
る
ま
で

無
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、﹃
法
華
経
﹄
は
重
要
な
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
と

し
て
十
分
に
確
立
し
て
い
た
の
で
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の

画
期
的
な
翻
訳
シ
リ
ー
ズ
、
東
方
聖
書
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
Ｄ
・
ラ
イ
ト
︵D

. W
right

へ︶
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

か
ら
提
供
さ
れ
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
写
本
と
は
異
な
る
別
の
写
本

│
イ
ン
ド
の
言

語
で
書
か
れ
て
い
るほ
の
で
、
今
で
も
よ
り
信
憑
性
の
あ
る
も
の

と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る

│
に
基
づ
い
て
、
ヨ
ハ
ン
・
ヘ
ン

ド
リ
ッ
ク
・
カ
ス
パ
ー
・
ケ
ル
ン
︵Johan H

endrik C
aspar K

ern 

一
八
三
三
│
一
九
一
七
︶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
版
の
英
訳
と
い
う
形
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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ド
イ
ツ
の
学
者
の
研
究
方
法
は
、
ま
た
も
や
と
て
も
文
献
学

的
で
学
術
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ケ
ル
ン
は
序
論
の
な
か
で
、

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
確
立
し
た
考
え
に
基
づ
い
て
、
大
乗
仏
教
の
い

わ
ゆ
る
大
方
広
経
︵M

ahāvaipulya-sūtras

︶

│
﹃
法
華
経
﹄
は

数
十
年
早
く
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
そ
の
見
本
で

あ
っ
た

│
は
、
簡
略
な
経ま
︵
パ
ー
リ
三
蔵
の
テ
キ
ス
ト
を
意
味
す

る
︶
よ
り
も
成
立
が
遅
い
こ
と
や
、テ
キ
ス
ト
の
年
代
と
言
語
︵
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
偈
の
言
語
、
パ
ー
リ
語
︶
に
つ
い
て
の
問
題
を

議
論
し
て
い
る
。
ケ
ル
ン
は
、
南
条
カ
タ
ロ
グ
に
お
い
て
与
え

ら
れ
る
可
能
な
情
報
の
範
囲
で
、
中
国
語
訳
に
つ
い
て
短
い
概

観
を
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
版み
と
比
較
し
て
い
る
。
私
の
知

る
限
り
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
パ
リ
で
の
同
僚
の
教
授
、
ス
タ
ニ
ス

ラ
ス
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
︵Stanislas Julien 

一
七
九
七
│
一
八
七
三
︶
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
﹃
法
華
経
﹄
の
鳩
摩
羅
什
訳
の
短
い
部
分
の

西
洋
の
言
語
へ
の
翻
訳
の
最
初
の
例
を
、
我
々
は
ま
た
ケ
ル
ン

の
翻
訳
に
負
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
へ

の
手
紙

│
ケ
ル
ン
の
本む
に
収
録
さ
れ
て
い
る

│
に
含
ま
れ

て
い
る
﹃
法
華
経
﹄
第
三
章
の
偈
の
部
分
で
あ
る
。
漢
訳
か
ら

の
翻
訳
の
な
か
の
こ
の
と
て
も
短
い
一
節
と
、
彼
自
身
と
ビ
ュ

ル
ヌ
フ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
の
翻
訳
を
比
較
し
て
、
ケ

ル
ン
が
出
し
た
結
論
は
、
イ
ン
ド
語
版
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
の
他

の
言
語
へ
の
ど
の
翻
訳

│
も
し
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
相
違

が
あ
れ
ば
、
翻
訳
、
ま
た
は
翻
訳
者
に
よ
っ
て
生
じ
た
に
違
い

な
く
、
ケ
ル
ン
は
こ
の
こ
と
を
丁
寧
で
率
直
な
仕
方
で
、﹁
鳩
摩

羅
什
の
用
い
た
テ
キ
ス
ト
が
我
々
の
テ
キ
ス
ト
と
大
い
に
相
違

し
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
彼
が
意
味
を
明
確
に
す
る

た
め
に
、
逐
語
的
な
翻
訳
は
ど
の
言
語
に
お
い
て
も
不
可
能
で

あ
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
偈
の
構
文
を
、
自
由
に
修
正
し
た

こ
と
の
方
が
は
る
か
に
可
能
性
の
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
るめ
﹂
と

表
現
し
て
い
る

│
よ
り
も
、
よ
り
原
典
に
近
い
は
ず
で
あ
る

と
い
う
、
当
時
の
考
え
と
し
て
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ケ
ル
ン
は
、
学
問
的
な
研
究
方
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が

翻
訳
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
︵﹃
法
華
経
﹄
│
訳
者
注
︶
に
関
し
て
特

に
高
い
見
識
を
持
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、

彼
は
、﹁︵﹃
法
華
経
﹄
は
︶
演
芸
、
未
熟
な
聖
史
劇
の
特
徴
を
持
っ

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
一
人
で
は
な
い
が
、
主
な
対
話
者
は

釈
尊
と
い
う
王
で
あ
る
。
そ
れ
は
超
自
然
的
と
も
言
う
べ
き
舞

台
装
置
の
呪
術
的
な
効
果
に
よ
っ
て
盛
り
上
が
る
一
連
の
対
話



327

「東洋学術研究」第51巻第１号

西洋における『法華経』の物語

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
な
か
で
、
次
々
に
移
り
変
わ

っ
て
い
く
部
分
は
、
ブ
ッ
ダ
が
力
と
栄
光
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
考
え
に
よ
っ
て
私
た
ち
を
感
動
さ
せ
る
よ
う
に
明
ら
か
に
意

図
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
様
に
、
ブ
ッ
ダ
の
説
教
は
彼

の
卓
越
し
た
智
慧
を
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
るも
﹂
と
言
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

中
国
学
の
方
面
か
ら
の
﹃
法
華
経
﹄
の
中
国
語
版
に
関
す
る

不
注
意
は
、
十
九
世
紀
の
学
問
の
イ
ン
ド
中
心
主
義
の
観
点
か

ら
見
る
と
理
解
可
能
で
あ
る
。
仏
教
は
、
す
で
に
パ
ー
リ
／
テ
ー

ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
︵
長
老
派
︶
の
伝
統
、
す
な
わ
ち
﹁
南
伝
仏
教
﹂
と
、

後
の
発
展
段
階
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
仏
教
、
す
な
わ
ち
﹁
北

伝
仏
教
﹂
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
旧
仏
教
に
実
証
主
義
的
・
歴

史
主
義
的
に
階
層
化
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
古
代
の
イ
ン

ド
の
宗
教
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
他
の
文
化
、

あ
る
い
は
言
語
の
領
域
か
ら
来
た
も
の
は
何
で
も
、
宗
教
の
こ

の
よ
う
な
古
代
の
形
態
の
調
査
に
寄
与
す
る
と
き
に
の
み
価
値

が
あ
っ
た
。
わ
ず
か
の
抵
抗やに
反
対
し
て
、パ
ー
リ
テ
キ
ス
ト
は
、

最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
仏
教
の
原
点
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
、
し

た
が
っ
て
、
北
伝
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
は
、
こ
れ
ら
の
原
点
を
映

し
出
さ
な
け
れ
ば
、
二
次
的
な
も
の
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
こ
と
が
、
十
九
世
紀
末
に
向
か
っ
て
、
ト
ー

マ
ス
・
リ
ス
デ
ヴ
ィ
ッ
ズ
、
ヘ
ル
マ
ン
・
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
そ

の
他
の
学
者ゆに
よ
っ
て
確
立
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
中
国
の
仏
教
文
献
に
関
す
る
当
時
の
英
国
の

権
威
、
英
国
の
海
軍
医
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ
ー
ル
︵Sam

uel B
eal 

一
八
二
五
│
一
八
八
九
︶
が
ど
の
よ
う
に
彼
の
主
題
に
取
り
組
ん

だ
か
に
、
よ
り
明
確
に
反
映
し
て
い
る
。
法
顕
、
宋
雲
、
玄
奘

の
中
国
の
仏
教
徒
の
旅
行
記
の
よ
う
な
歴
史
的
な
テ
キ
ス
ト
の

ほ
か
に
、
彼
は
主
に
ダ
ル
マ
パ
ダ
︵
法
句
経
︶
な
ど
の
よ
う
な
仏

教
の
﹁
古
典
﹂
と
し
て
確
立
し
た
テ
キ
ス
ト
、
あ
る
い
は
イ
ン

ド
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
が
、
原
典
が
失
わ
れ
て
い
る

│
﹃
法

華
経
﹄
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
版
で
入
手
で
き
る
の
で
、
彼
の

翻
訳
リ
ス
ト
に
は
存
在
の
余
地
が
な
か
っ
た

│
テ
キ
ス
ト
を

翻
訳
し
た
。
ビ
ー
ル
の
﹃A C

atena of Buddhist Scriptures 

from
 the C

hinese

﹄︵
一
八
七
一
年
︶
は
、
中
国
の
仏
教
テ
キ
ス
ト

に
関
す
る
最
初
の
西
洋
の
概
観
と
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
一
つ
で
あ

る
が
、
そ
の
な
か
で
は
﹃
法
華
経
﹄
は
ご
く
わ
ず
か
に
言
及
さ

れ
る
だ
け
で
あ
り
、
数
年
後
に
出
た
中
国
に
お
け
る
仏
教
文
献
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の
翻
訳
者
と
翻
訳
の
リ
ス
ト
で
は
、
鳩
摩
羅
什
と
彼
の
﹃
法
華

経
﹄
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
言
及
さ
え
さ
れ
て
い
な
い
。

中
国
の
宣
教
師
が
「
漢
訳
法
華
経
」
を

「
聖
書
」
と
比
較

　

し
か
し
な
が
ら
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
と
ケ
ル
ン
の
研
究
と
翻
訳
を

通
じ
て
行
わ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
﹃
法
華
経
﹄
の
﹁
正
典

化よ
﹂
は
、
主
に
中
国ら
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
を
通
じ
て
、
鳩
摩

羅
什
の
中
国
語
訳
の
﹁
発
見
﹂
を
結
果
的
に
も
た
ら
し
た
。
そ

れ
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
注
目
の
増
大
は
、
部
分
的
に
は
聖
書

と
の
﹁
並
列
化
﹂
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
に
心
に
浮
か
ぶ

例
は
、﹃
法
華
経
﹄
と
ル
カ
福
音
書り
の
迷
子
に
な
っ
た
息
子
の
譬

喩
の
例
で
あ
る
。
比
較
の
論
理
は
、﹃
法
華
経
﹄
や
ア
シ
ュ
ヴ
ァ

ゴ
ー
シ
ャ
︵
中
国
で
は
馬
鳴
︶
に
帰
せ
ら
れ
る
﹃
大
乗
起
信
論
﹄

の
よ
う
な
中
国
語
の
そ
の
他
の
大
乗
の
テ
キ
ス
ト
は
、
そ
の
な

か
に
、﹃
新
約
聖
書
﹄
と
類
似
し
た
革
命
的
な
宗
教
的
真
理

│

ど
ち
ら
も
パ
ー
リ
経
典
に
代
表
さ
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
ヒ
ー
ナ

ヤ
ー
ナ
仏
教
や
﹃
旧
約
聖
書る
﹄
に
含
ま
れ
る
、
い
く
ら
か
制
限

さ
れ
た
宗
教
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
克
服
し
て
い
る

│
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
結
論
に
宣
教
師
た
ち
を
導
い
た
。
そ
の
と
き
か
ら

﹃
法
華
経
﹄
は
比
較
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
必
要
と

さ
れ
た
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
版
で
は
な
く
、

東
ア
ジ
ア
の
人
々
に
用
い
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

こ
の
過
程
に
お
い
て
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
テ

キ
ス
ト
へ
の
文
献
学
的
な
関
わ
り
は
、
少
な
く
と
も
し
ば
ら
く

の
間
は
退
け
ら
れ
たれ
。
す
で
に
ビ
ー
ル
は
、
彼
の
少
な
い
﹃
法

華
経
﹄
に
関
す
る
論
評
の
一
つ
に
お
い
て
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
と
ケ

ル
ン
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
イ
ン
ド
語
版
を
批
判

的
に
評
価
し
て
、
鳩
摩
羅
什
の
翻
訳
に
対
し
て
好
意
的
に
書
い

た
。
も
っ
と
も
、
鳩
摩
羅
什
の
版
が
本
格
的
に
西
洋
の
言
語
に

翻
訳
さ
れ
て
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
一
世

紀
が
か
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
と
て
も
短
い
期
間
に
い

く
つ
か
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
たろ
。

　

十
九
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
二
十
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
中

国
の
宣
教
師
た
ち
は
、﹃
法
華
経
﹄
は
そ
の
他
の
も
の
よ
り
も
高

度
な
宗
教
的
真
理
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
宗
教
的
に
重

要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る
﹃
法
華
経
﹄
に
対

す
る
宣
教
師
た
ち
の
強
調
は
、
実
際
の
﹁
生
活
の
座
︵Sitz im
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Leben
︶﹂

│
現
実
生
活
の
な
か
で
重
要
で
あ
り
、
大
衆
的
で
あ

る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
るわ
│
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
、﹃
法
華
経
﹄
が
当
時
の
中
国
の
在
家
と

出
家
の
共
同
体
に
お
い
て
持
っ
た
こ
の
宗
教
的
重
要
性
の
本
当

の
領
域
を
探
求
す
る
こ
と
は
、
別
の
事
が
ら
で
あ
る
こ
と
を
提

案
し
た
いを
。

　

私
が
今
指
摘
し
た
論
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
私
は
ウ
ェ
ー

ル
ズ
出
身
の
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
中
国
宣
教
師
、
テ
ィ
モ
シ
ー
・

リ
チ
ャ
ー
ド
︵Tim

othy R
ichard

一
八
四
五
│
一
九
一
九が︶
の
仕
事

に
焦
点
を
合
わ
せ
た
い
と
思
う
。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
一
九
一
〇
年

に
、﹃A N

ew
 Testam

ent for H
igher Buddhism

﹄
と
い
う
題
の

本
を
出
版
し
た
。
そ
れ
は
最
初
、
彼
が
鳩
摩
羅
什
の
﹃
法
華
経
﹄

か
ら
の
文
章
で
あ
る
と
考
え
た
も
の
を
、
西
洋
の
読
者
に
示
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
実
際
に
示
し
た
も
の
は
、
五
世
紀
末

の
曇
摩
伽
陀
耶
舍
訳
﹃
無
量
義
経
﹄︵﹃
大
正
蔵
経
﹄
二
七
六
番
︶
の

抄
録
で
あ
っ
たぎ
。
そ
れ
の
後
に
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
﹃
法
華
経
﹄

か
ら
翻
訳
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
偈
の
文
が
続
い

て
い
る
。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
彼
の
研
究
す
る
テ
キ
ス
ト
の
類
似
性
の
な

か
に
表
現
さ
れ
、
ま
た
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
宗
教
的
真
理
の
共

通
の
源
の
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
キ
リ

ス
ト
教
と
﹃
大
乗
起
信
論
﹄
や
﹃
法
華
経
﹄
に
見
い
だ
さ
れ
る

大
乗
仏
教
と
の
共
通
性
は
、
共
通
の
歴
史
的
起
源

│
彼
は
メ

ソ
ポ
タ
ミ
アぐ
を
想
定
し
て
い
た
が

│
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う

見
解
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
、
パ
ー
リ
仏
教
の
ヒ
ー
ナ
ヤ
ー
ナ

を
長
続
き
し
な
い
劣
っ
た
仏
教
の
形
態
と
し
て
捨
て
去
っ
た
と

き
に
、
自
分
が
研
究
し
て
い
た
大
乗
の
テ
キ
ス
ト
の
理
解
に
明

ら
か
に
従
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
、﹁
日
本
や
中
国
の
﹃
信

仰
を
持
っ
た
﹄
仏
教
徒
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
﹃
法
華
経
﹄
の

本
質
︵
し
か
し
、
東
方
聖
書
の
ケ
ル
ン
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
拡
大
版

で
は
な
い
︶
の
な
か
に
、
我
々
は
、
生
命
、
光
、
愛
に
関
し
て
、﹃
ヨ

ハ
ネ
福
音
書
﹄
に
あ
る
も
の
と
同
じ
教
え
を
見
い
だ
す
。
そ
の

教
え
は
、
東
洋
と
西
洋
の
宗
教
と
文
明
の
間
の
深
淵
に
す
ば
ら

し
い
橋
を
架
け
る
も
の
で
あ
るげ
﹂
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
か
っ

た
。

　

彼
は
中
国
・
日
本
の
﹁
本
質
﹂
を
﹁
翻
訳
﹂
す
る
中
で
、
仏

教
の
用
語
や
名
前
を
翻
訳
す
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
専
門

用
語
を
用
い
、
そ
し
て
読
者
を
聖
書
に
差
し
向
け
る
た
め
に
、
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仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
比
較
す
る
脚
注
を
大
量
に
付
け
た
。
そ

れ
は
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
︵Paul C

arus

︶
の
﹃G

ospel of 

Buddha

﹄ご
に
お
い
て
二
つ
の
宗
教
の
類
似
性
を
示
す
と
い
う
同

じ
目
的
の
た
め
に
す
で
に
用
い
ら
れ
た
一
つ
の
説
明
の
仕
方
で

あ
っ
た
。
説
明
の
た
め
に
、
私
は
こ
こ
で
二
つ
の
短
い
例
を
示

す
だ
け
に
す
る
。
一
つ
の
例
は
、
第
三
章
の
譬
喩
品
の
一
部
で

あ
り
、リ
チ
ャ
ー
ド
は
﹁
寓
話
、
燃
え
る
世
界
﹂
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
火
宅
の
有
名
な
譬
喩
を
含
ん
で
い
る
。
も
う
一
つ
の
例

は
第
四
章
の
信
解
品
か
ら
﹁
翻
訳
﹂
さ
れ
た
全
部
で
あ
り
、
リ

チ
ャ
ー
ド
は
﹁
信
仰
﹂
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
迷
子
の
息
子

の
譬
喩
を
含
ん
で
い
る
。
ど
ち
ら
の
ケ
ー
ス
で
も
、
リ
チ
ャ
ー

ド
は
、
後
の
キ
リ
ス
ト
教
の
作
家
を
大
い
に
引
き
つ
け
た
物
語

を
完
全
に
省
略
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
私
も
ま
た
、
鳩

摩
羅
什
の
テ
キ
ス
ト
と
リ
チ
ャ
ー
ド
の
翻
訳
を
比
較
し
て
も
、

表
面
的
な
類
似
に
基
づ
い
て
さ
え
、
出
典
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹁
合
掌
し
て
①
、

身
と
心
を
休
ま
せ
よ
う
。

そ
れ
か
ら
あ
な
た
は
す
ぐ
に
休
息
に
達
し
、

そ
し
て
神
の
法
の
一
部
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

あ
な
た
の
心
は
湖
の
よ
う
に
穏
や
か
に
な
り
、

完
全
に
正
直
で
、
誠
実
に
な
る
②
。

あ
な
た
の
心
が
決
ま
る
と
き
、

そ
の
と
き
即
座
に
後
悔
に
よ
っ
て
、

す
べ
て
は
完
了
す
る
。

過
去
と
現
在
の
努
力
、

そ
し
て
神
の
仕
事
の
学
習
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
は
神
に
帰
着
す
る
③
。
⋮
⋮
﹂

注
① 

こ
れ
は
敬
意
を
示
す
仏
教
の
や
り
方
の
一
つ
で
あ
る
。Tit. ii.2 , 

R
.V.

︵
改
訂
版
聖
書
﹁
テ
ト
ス
へ
の
手
紙
﹂︶“ R

everent in 
dem

eanour”

︵
敬
虔
な
振
舞
い
︶
を
参
照
。

注
② Isa. lvii. 15 ; Luke xix. 2

︲10 ; John i. 47 -51

を
参
照
。

注
③ Phil. ii. 13

ざを
参
照
。

﹁
大
い
に
あ
な
た
自
身
を
祝
福
し
な
さ
い
。

あ
な
た
は
計
算
で
き
な
い
ほ
ど
の
宝
聚
、

無
価
の
真
珠
を
受
け
る

│
求
め
る
こ
と
な
く
。
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あ
な
た
の
父
の
家
を
離
れ
、

ど
こ
へ
行
く
か
も
知
ら
ず
、

そ
し
て
、
貧
困
│
苦
悩
を
増
大
さ
せ
る
。

あ
な
た
の
心
は
後
悔
し
、

金
、
銀
、
宝
石
に
つ
い
て
考
え
る
。

あ
な
た
の
宝
庫
は
そ
れ
で
満
た
さ
れ
る
。

あ
な
た
は
最
高
の
宝
、

父
な
る
神
①
を
見
い
だ
す

│
す
べ
て
は 

求
め
ら
れ
た
の

で
は
な
い
②

遺
産
と
奴
隷
、

そ
し
て
多
く
の
人
々

│
す
べ
て
は
あ
な
た
の
も
の
で
あ

る
。

親
切
な
行
為
で

我
々
の
心
を
勝
ち
取
っ
た
③

神
の
慈
悲
に
感
謝
し
て
、

我
々
は
長
い
夜
を
通
じ
て
、

神
の
命
令
を
獲
得
し
、

そ
し
て
、
褒
美
を
与
え
ら
れ
始
め
、

世
尊
か
ら
偉
大
な
愛
を
受
け
る
④
。

神
は
、
ま
れ
に
見
る
驚
嘆
を
も
っ
て
、

我
々
を
哀
れ
み
、
教
え
、
祝
福
す
る
。

う
や
う
や
し
く
我
々
は
高
み
に
あ
る
神
を
崇
め
る
。

神
に
す
べ
て
を
捧
げ
な
が
ら
、

救
い
の
馬
車
に
乗
っ
て
⑤
。

そ
の
馬
車
は
三
種
に
分
け
ら
れ
る

│

初
歩
的
な
も
の
︵
ヒ
ー
ナ
ヤ
ー
ナ
︶、

中
級
の
も
の
︵
マ
デ
ィ
マ
ヤ
ー
ナ
︶、

そ
し
て
上
級
の
も
の
︵
マ
ハ
ー
ヤ
ー
ナ
︶
で
あ
る
﹂

注
① Luke iv. 11

︲24 ; John xv. 16

を
参
照
。

注
② 

こ
の
表
現
は
、R

om
. x. 20

の
聖
パ
ウ
ロ
の
言
葉
と
比
べ
る
と

注
目
に
値
す
る
。﹁
イ
ザ
ヤ
も
大
胆
に
、﹃
私
は
私
を
探
さ
な
か

っ
た
者
た
ち
に
見
い
だ
さ
れ
、
私
に
尋
ね
な
か
っ
た
者
た
ち
に

自
分
を
現
わ
し
た
︵
太
字
部
分
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
│
原
注
︶﹄
と

言
う
﹂

注
③ John iv. 10 , 19 ; Eph. iv. 32 ; Tit. iii. 3 , 4

を
参
照
。

注
④ p. 99 , note 2

を
参
照
︵
中
国
語
の
世
尊
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ

る
べ
き
で
あ
る
が
、
何
の
注
も
な
い
│
原
注
︶。

注
⑤ R

om
. xii. 1 , 2

を
参
照じ
。
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「
鳩
摩
羅
什
訳
」
か
ら
の
英
訳

　

中
国
仏
教
を
研
究
し
た
別
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ス
ー
ト
ゥ
ヒ
ル
︵W

illiam
 Soothill 

一
八
六
一
│
一
九
三
五
︶

は
、
中
国
仏
教
用
語
に
関
す
る
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
辞
書ず
の

編
纂
者
の
一
人
と
し
て
、
仏
教
の
学
生
に
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、

鳩
摩
羅
什
の
﹃
法
華
経
﹄
の
翻
訳
と
普
通
見
な
さ
れ
て
い
る
も

の
を
出
版
し
た
。
そ
れ
は
、
ス
ー
ト
ゥ
ヒ
ル
自
身
の
言
葉
で
は

翻
訳
で
あ
り
、
ま
た
彼
自
身
が
翻
訳
と
呼
ぶ
こ
と
を
主
張
し
て

い
るぜ
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
﹁
省
略
版ぞ
﹂、
あ
る
い
は
テ
キ
ス
ト

の
﹁
概
要だ
﹂
で
あ
る
。
ス
ー
ト
ゥ
ヒ
ル
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

彼
は
日
蓮
宗
の
僧
侶
、
加
藤
文
雄
︵
一
八
八
八
│
一
九
三
四
︶
と
協

力
し
た
。
加
藤
は
﹃
法
華
経
﹄
の
英
語
全
訳
に
取
り
組
ん
で
い

た
が
、
加
藤
の
死
後
数
十
年
し
て
、
在
家
の
仏
教
団
体
立
正
佼

成
会
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
たぢ
。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
と
彼
の
仕
事
に
対
す
る
ス
ー
ト
ゥ
ヒ
ル
の
賞
賛
、

彼
の
日
蓮
宗
の
僧
侶
と
の
協
力
は
、
彼
が
次
の
よ
う
な
総
括
的

な
発
言
を
す
る
こ
と
の
で
き
た
理
由
を
説
明
し
て
く
れ
る
。﹁﹃
法

華
経
﹄
は
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
、
過
去
、
現
在
、
未
来

の
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
国
土
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
度
だ
け
説
か
れ

る
究
極
の
真
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
乗
仏
教
徒
に
と
っ

て
は
、﹃
法
華
経
﹄
は
す
べ
て
の
世
界
、
す
べ
て
の
時
を
通
じ
て
、

仏
教
の
永
遠
の
教
え
で
あ
るづ
﹂
と
。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
と
ス
ー
ト
ゥ
ヒ
ル
が
な
そ
う
と
明
ら
か
に
意
図

し
て
い
た
こ
と
は
、﹃
法
華
経
﹄
の
繰
り
返
し
の
多
い
テ
キ
ス
ト
、

特
に
彼
ら
が
作
業
中
に
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
と
ケ
ル
ン
の
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
か
ら
の
翻
訳
の
な
か
に
見
た
も
の
を
、
西
洋
の
読
者

の
た
め
に
要
約
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
テ
キ
ス
ト
を
最

小

│
彼
ら
の
意
見
で
は
、
宗
教
的
、
精
神
的
な
本
質

│
に

ま
で
短
縮
し
省
略
す
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
代
わ
り
に
そ
れ
ぞ

れ
の
章
の
内
容
を
描
写
す
る
こ
と
を
、
キ
リ
ス
ト
教
中
心
の
用

語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
の
削
除
や
言
い
換
え
の
方
法
の
正
当
化
に
お
い
て
、
そ

の
結
果
は
今
日
の
標
準
で
は
ほ
と
ん
ど
﹁
翻
訳
﹂
と
呼
ぶ
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
二
人
の
作
者
の
研
究
方
法
の
相
違
は
、
明
白

に
分
か
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
よ
り
実
体
論
者
で
あ
り
、
あ
る

意
味
で
本
質
主
義
者
で
あ
る
。
彼
は
、
彼
が
真
理
と
理
解
す
る

も
の
の
話
に
な
る
と
、
そ
の
歴
史
的
な
正
確
さ
に
つ
い
て
本
当
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に
は
気
に
か
け
な
い
。﹁
ケ
ル
ン
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
﹃
法
華

経
﹄
は
、
そ
の
教
え
の
本
質
が
曖
昧
に
な
る
ほ
ど
、
あ
ま
り
に

も
多
く
の
イ
ン
ド
の
環
境
へ
の
適
合
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
て

い
るで
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
本
︵﹃
大
乗
起
信
論
﹄
も
含
ま
れ

る
│
原
注
︶
は
十
分
に
は
理
解
も
さ
れ
ず
、
評
価
も
さ
れ
な
か
っ

た
。
私
は
﹃
法
華
経
﹄
の
全
体
を
翻
訳
し
な
い
が
、
中
国
と
日

本
の
﹃
入
信
し
た
﹄
仏
教
徒
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
た
部
分
だ
け
を
翻
訳
す
る
。﹃
入
信
者
﹄
の
判
断
を
﹃
法

華
経
﹄
の
真
実
の
教
え
と
し
て
信
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西

洋
の
読
者
層
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
間
の
生
き
生
き
し
た

関
係
を
理
解
す
る
た
め
の
、
ま
た
未
来
の
一
つ
の
偉
大
な
世
界

的
規
模
の
宗
教
の
た
め
に
道
を
開
く
た
め
の
、
よ
り
よ
い
立
場

に
立
つ
で
あ
ろ
うど
﹂
と
。

　

ス
ー
ト
ゥ
ヒ
ル
は
、﹃
法
華
経
﹄
の
想
像
さ
れ
た
、
し
か
し
や

や
不
明
確
な
ア
ジ
ア
の
歴
史
的
な
聴
衆
に
対
す
る
﹁
西
洋
の
偏

見
に
と
ら
わ
れ
た
﹂
冷
笑
を
示
す
機
会
を
逃
さ
ず
に
、
理
性
的

な
や
り
方
で
、
彼
が
﹃
法
華
経
﹄
を
短
縮
し
た
理
由
と
し
て
、﹃
法

華
経
﹄
の
繰
り
返
し
と
冗
長
さ
を
強
調
し
て
い
る
。﹁
一
般
的
な

西
洋
の
読
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
︵﹃
法
華
経
﹄
│
原
注
︶
は
、
説
か

れ
た
こ
と
が
す
べ
て
偈
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
ま
り

に
長
い
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
本
の
読
者
に
と
っ
て
退
屈
な
繰

り
返
し
が
あ
る
。
疑
い
な
く
、そ
の
作
者
と
そ
の
時
代
の
方
法
は
、

真
理
を
、
鈍
い
頭
に
、
あ
る
い
は
他
の
面
白
い
何
か
に
心
を
奪

わ
れ
た
り
は
し
て
い
な
い
人
々
に
、
す
ん
な
り
と
理
解
さ
せ
る

に
は
有
益
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
無
学
の
人
々
に
愛
さ
れ
た
方
法

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
洋
の
読
者
が
本
質
的
な
意
味
を
見

失
わ
な
い
よ
う
に
、
私
は
繰
り
返
し
や
ま
っ
た
く
不
要
な
細
部

を
省
い
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
私
は
﹃
法
華
経
﹄
自
身
の
仕
方
で
、

﹃
法
華
経
﹄
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
で
き
る
だ
け
﹃
法
華
経
﹄
に
近

く
表
現
す
る
こ
と
を
私
の
目
標
と
し
たば
﹂
と
。

　

こ
の
種
の
キ
リ
ス
ト
教
中
心
の
﹃
法
華
経
﹄
の
﹁
包
括
化
﹂
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
の
影
響
で
、
日
本
仏
教
が
﹁
発
見
﹂
さ
れ
た

あ
と
で
は
、
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
普
通
、
禅
の
﹁
ウ

ェ
ー
ブ
﹂
と
結
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、
初
め
は
ア
メ
リ
カ
で
、

次
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
と
い
う
よ
う
に
、
西
洋
に
お
い
て
禅
の
実

践
的
、
観
念
的
な
適
応
が
生
じ
た
こ
と
と
並
行
し
て
、
西
洋
の

学
者
が
日
本
仏
教
と
そ
の
中
国
的
根
源
に
関
し
て
、
よ
り
強
い

執
著
を
持
っ
た
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
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レ
オ
ン
・
ハ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ︵Leon H

urvitz 

一
九
二
三
│
一
九
九

二び︶
の
よ
う
な
学
者
に
よ
る
天
台
宗
の
研
究
も
、
敦
煌
の
壁
面
に

発
見
さ
れ
た
よ
う
な
視
覚
的
表
現ぶ
に
よ
る
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

﹃
法
華
経
﹄
の
重
要
性
の
強
調
も
、
当
然
、
東
ア
ジ
ア
の
状
況
に

お
い
て
﹃
法
華
経
﹄
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
刺
激
を
与
え
た
。

し
た
が
っ
て
、﹃
法
華
経
﹄
の
鳩
摩
羅
什
の
版
の
最
初
の
完
全
な

翻
訳
の
一
つ
が
、
ア
ジ
ア
古
典
シ
リ
ー
ズ
の
た
め
に
、
ハ
ー
ヴ
ィ

ッ
ツ
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
翻
訳
シ
リ
ー
ズ
の
歴
史
が
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
よ
る
最

初
の
﹃
法
華
経
﹄
の
翻
訳
と
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
に
よ
る
鳩

摩
羅
什
版
に
対
す
る
多
か
れ
少
な
か
れ
ト
ピ
ッ
ク
選
択
的
な
翻

訳
と
の
間
に
存
す
る
方
向
と
意
図
に
関
し
て
生
じ
た
基
本
的
な

変
化
と
、
完
全
に
は
同
じ
で
な
い
が
、
か
な
り
似
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
ま
た
印
象
的
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
彼
の
翻

訳
を
独
立
し
た
学
者
の
仕
事
と
し
て
引
き
受
け
た
。
し
か
し
一

方
、
同
じ
シ
リ
ー
ズ
の
後
の
翻
訳
は
、
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ

ョ
ナ
ル
の
依
頼
に
応
じ
て
、
一
九
九
三
年
、
バ
ー
ト
ン
・
ワ
ト

ソ
ン
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
。

　

ハ
ー
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
翻
訳
は
、﹃
法
華
経
﹄
の
鳩
摩
羅
什
版
の
西

洋
の
言
語
へ
の
他
の
翻
訳
が
短
い
期
間
に
利
用
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
き
に
な
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
み
な
偶
然
の
一
致
で
、

ダ
ル
マ
︵
法
︶
を
西
洋
、
主
に
は
ア
メ
リ
カ
に
広
め
る
と
い
う
宗

教
的
な
背
景
、
あ
る
い
は
事
情
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
理
解
す

る
の
は
興
味
深
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
加
藤
文
雄
の
翻
訳
は
、

一
九
七
五
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
も
と
も
と
は
日
蓮
宗

の
た
め
に
な
さ
れ
、
そ
の
後
、
立
正
佼
成
会
に
よ
っ
て
出
版
さ

れ
た
。
村
野
宣
忠
︵
一
九
〇
八
│
二
〇
〇
一
︶
の
翻
訳
は
、
日
蓮

宗
の
要
求
に
応
じ
て
な
さ
れ
、
一
九
七
四
年
に
出
版
さ
れ
たべ
。

別
の
翻
訳
は
、
中
国
の
宣
化
︵X

uanhua

︶
大
師
︵
一
九
一
八
│
一

九
九
五ぼ︶
の
周
囲
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
翻
訳
チ
ー
ム
︵B

uddhist 

Text Translation Society

︶
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
。

　

最
後
に
、﹃
法
華
経
﹄
の
ド
イ
ツ
語
版
の
翻
訳
者
と
し
て
の
私

自
身
の
体
験
に
つ
い
て
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
は
、
ド

イ
ツ
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
た
め
に
、
数
年
前
に
引

き
受
け
た
翻
訳
で
あ
る
。
初
め
の
考
え
は
、
ワ
ト
ソ
ン
の
英
語

版
を
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な

仕
事
に
何
も
学
問
的
な
創
造
性
を
見
い
だ
さ
な
か
っ
た
の
で
、

そ
う
す
る
こ
と
を
止
め
た
。
そ
の
と
き
、
私
の
能
力
と
方
法
論
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的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
従
っ
て
、
完
全
に
学
者
と
し
て
の
自
由
を
持

っ
て
テ
キ
ス
ト
を
翻
訳
す
る
こ
と
に
同
意
を
得
ら
れ
た
。
そ
の

方
法
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
、
で
き
る
だ
け
忠
実
に
、
理
解
し

や
す
く
鳩
摩
羅
什
の
テ
キ
ス
ト
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も

し
中
国
語
の
曖
昧
さ
を
明
確
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、

よ
り
古
い
竺
法
護
︵
三
世
紀
︶
翻
訳
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
テ

キ
ス
ト
を
利
用
し
て
翻
訳
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ハ
ー
ヴ
ィ

ッ
ツ
と
同
じ
方
法
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
く
つ
か

の
ケ
ー
ス
で
私
の
翻
訳
が
ワ
ト
ソ
ン
訳
と
異
な
る
こ
と
を
意
味

す
る
け
れ
ど
も
、
ド
イ
ツ
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
は
こ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
入
れ
る

こ
と
は
、
ド
イ
ツ
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
日
蓮
聖
人

︵
一
二
二
二
│
一
二
八
二
︶
の
著
作
の
キ
ー
タ
ー
ム
に
対
す
る
彼
ら

の
翻
訳
の
い
く
つ
か
を
再
考
し
、
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
さ
え
意
味
し
た
。

　

私
に
許
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
翻
訳
の
や
り
方
に
反
映
さ
れ
て

い
る
の
は
、
研
究
対
象
と
し
て
の
﹃
法
華
経
﹄
と
宗
教
的
な
テ

キ
ス
ト

│
お
望
み
な
ら
ば
神
聖
な
テ
キ
ス
ト
と
言
っ
て
も
よ

い

│
と
し
て
の
﹃
法
華
経
﹄
と
の
統
合
あ
る
い
は
調
和
で
あ

り
、
こ
れ
は
近
年
に
な
っ
て
実
現
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
た
方
向
性
は
、
も
し
か
し
た
ら
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
実
現
し
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
素
晴
ら
し
い
卓
越
し
た
翻
訳
テ
キ
ス
ト
を

め
ぐ
る
研
究
に
、
新
た
に
一
つ
の
次
元
を
加
え
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
れ
が
示
し
て
い
る
の
は
、﹁
宗
教
的
﹂
テ
キ
ス
ト

と
﹁
学
問
的
研
究
と
翻
訳
の
対
象
﹂
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
と
い

う
二
つ
の
立
場
は
和
解
で
き
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
ど
ち
ら
も
仏
教
学
の
分
野
で
の
指
標
と
見

な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

原
注

︵
１
︶﹃
法
華
経
﹄
が
、
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
重

要
性
を
持
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、Silk 2001

の
議
論
を
参
照
。

︵
２
︶
異
教
徒
に
向
け
ら
れ
た
す
べ
て
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
本
論
の

最
初
の
シ
ラ
ー
の
﹁
ト
ゥ
ー
ラ
ン
ド
ッ
ト
﹂
か
ら
の
引
用
を
参

照
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
二
十
世
紀
の
偉
大
な
仏
教
学
者
の
一
人

で
あ
る
Ｊ
・ 

Ｗ
・ 

ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
の
積
極
的
な
評
価
と
比
較
さ

れ
た
い
。

︵
３
︶
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト

︵Im
m

anuel K
ant 

一
七
二
四
│
一
八
〇
四
︶
は
、
ア
ジ
ア
の
諸

言
語
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
に
対
す
る
異
な
る
用
語
の
同
一
性
に
つ
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い
て
、
ま
だ
疑
い
を
持
っ
て
い
た
。
学
者
や
知
識
人
を
通
じ
て
、

西
洋
に
お
い
て
ブ
ッ
ダ
と
仏
教
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、B

einorius 2005 , Lopez 2005 , A
lm

ond 1986

・1988

を

参
照
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
十
九
世
紀
後
半
の
発
見
に

つ
い
て
は
、Tw

eed 1992

を
参
照
。

︵
４
︶
ホ
ジ
ソ
ン
と
写
本
の
収
集
者
、
配
布
者
と
し
て
の
彼
の
役
割
に

つ
い
て
は
、Yuyam

a 2000 : 49 -54

と57 -62

を
参
照
。

︵
５
︶H

odgson 1841 : 24 -25

を
参
照
。
彼
の
﹁
仏
教
の
素
描
﹂︵
一
八

二
七
︶

│
そ
の
一
部
は
問
答
形
式
の
カ
テ
ィ
キ
ズ
ム
︵
公
教

要
理
︶
の
形
式
で
示
さ
れ
る

│
の
な
か
で
、﹃
法
華
経
﹄
は

か
な
り
混
乱
し
た
仕
方
で
描
写
さ
れ
て
さ
え
い
る
。﹁
⋮
⋮
チ

ャ
イ
ト
ゥ
ヤ
や
仏
の
道
場
の
建
て
方
、
そ
れ
を
崇
拝
す
る
方
法

や
成
果
の
説
明
を
含
ん
で
い
る
﹂︵H

odgson 1841 : 70 -71

︶
を

参
照
。

︵
６
︶H

odgson 1841 : 18

を
参
照
。

︵
７
︶H

odgson 1841 : 20

を
参
照
。

︵
８
︶
手
紙
はFéer 1899

に
お
い
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。Féer 

は
一
八

九
二
年
に
ホ
ジ
ソ
ン
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
た
。p. 147
、
注

１
を
参
照
。

︵
９
︶
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
活
動
と
彼
の
﹃
法
華
経
﹄
の
翻
訳
に
つ
い
て
の

詳
細
な
説
明
に
関
し
て
は
、Yuyam

a 2000

の
す
ぐ
れ
た
研
究

論
文
を
参
照
。

︵
10
︶Féer 1899 : 149

を
参
照
。

︵
11
︶Féer 1899 : 151 , 153

︵
一
八
三
六
年
二
月
十
七
日
付
の
手
紙
︶

を
参
照
。

︵
12
︶Féer 1899 : 157

︵
一
八
三
七
年
六
月
五
日
付
の
手
紙
︶
を
参
照
。

︵
13
︶Féer 1899 : 157 -158

を
参
照
。

︵
14
︶
一
八
三
七
年
七
月
一
五
日
付
け
の
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
か
ら
ホ
ジ
ソ
ン

へ
の
手
紙
で
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
す
で
に
テ
キ
ス
ト
の
三
分
の
二

以
上
を
翻
訳
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。Féer 1899 : 162

を
参

照
。
そ
し
て
、
一
八
三
七
年
十
月
二
十
七
日
付
の
別
の
手
紙
に

よ
れ
ば
、
彼
は
す
で
に
全
部
で
二
百
四
十
八
枚
の
写
本
貝
葉
の

な
か
の
二
百
三
十
三
枚
の
翻
訳
を
終
え
た
。Féer 1899 : 165

を

参
照
。

︵
15
︶Féer 1899 : 158 -159

︵
一
八
三
七
年
六
月
五
日
付
︶
を
参
照
。

︵
16
︶
一
八
三
七
年
七
月
十
五
日
付
の
手
紙
。Féer 1899 : 163

を
参
照
。

そ
の
と
き
ま
で
に
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
別
の
写
本
を
ほ
し
い
と

思
う
十
一
の
テ
キ
ス
ト
の
リ
ス
ト
の
ト
ッ
プ
に
、﹃
法
華
経
﹄

は
﹁
事
実
上
﹂
移
動
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
こ
と
は
興
味

深
い
。

︵
17
︶Féer 1899 : 160

を
参
照
。
よ
り
多
く
の
写
本
の
コ
ピ
ー
を
こ
の

よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
は
、
続
く
手
紙
の
な
か
で
も
何
度
も
繰

り
返
さ
れ
て
お
り
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
文
献
学
的
な
研
究
方
法
の

厳
格
さ
を
示
し
て
い
る
。

︵
18
︶Féer 1899 : 165

を
参
照
。

︵
19
︶  B

urnouf 2001 : 112 , B
urnouf 1876 : 61

を
参
照
。
こ
の
こ
と

は
、
フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て
事
実
上
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

︵Foucaux 1854 : 15

︶。

︵
20
︶
た
と
え
ば
、
一
八
三
九
年
七
月
二
十
一
日
付
の
ホ
ジ
ソ
ン
へ
の

手
紙
に
お
い
て
で
あ
る
。Féer 1899 : 168

を
参
照
。
し
か
し
な
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が
ら
、
こ
の
完
全
な
翻
訳
の
一
部
︵
薬
草
喩
品
第
五
︶
は
、
す

で
に
一
八
四
五
年
に
出
版
さ
れ
た
。Yuyam

a 2000 : 1

を
参
照
。

︵
21
︶
一
八
四
一
年
五
月
十
日
か
ら
の
日
付
の
ホ
ジ
ソ
ン
へ
の
手
紙
。 

Féer 1899 : 172 -173

を
参
照
。
同
年
の
十
月
二
十
八
日
付
の
別

の
手
紙
で
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
、
翻
訳
は
印
刷
さ
れ
た
が
、
彼

は
ま
だ
﹁
こ
の
奇
妙
な
作
品
﹂
に
対
し
て
序
文
を
書
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︵
一
七
四
頁
︶。
一
八
四
五

年
七
月
に
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
ま
だ
翻
訳
を
す
ぐ
に
で
も
出
版
し

た
い
と
い
う
希
望
を
表
わ
し
て
い
る
︵
一
七
六
頁
︶。

︵
22
︶Féer 1899 : 177  ︵
一
八
五
二
年
二
月
十
六
日
付
の
手
紙
︶
を
参

照
。

︵
23
︶Foucaux 1854 : 21

を
参
照
。

︵
24
︶Foucaux 1854 : 23

を
参
照
。

︵
25
︶
ミ
ュ
ラ
ー
と
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
つ
い
て
は
、Yuyam

a 2000 : 22 -
26 , Van den B

osch 2002 : 31 -34

を
参
照
。

︵
26
︶
日
本
の
学
者
や
学
生
と
の
こ
の
よ
う
な
協
力
に
つ
い
て
は
、 Van 

den B
osch 2002 : 133 -134

を
参
照
。

︵
27
︶
ネ
パ
ー
ル
の
仏
教
梵
語
文
献
に
つ
い
て
の
ラ
ー
ジ
ェ
ン
ド
ラ

ラ
ー
イ
︵Rā jendralā l M

itra

︶
の
概
説
の
な
か
で
、
た
と
え
ば

﹃
王
三
昧
経
﹄
は
十
四
頁
︵
二
〇
七
│
二
二
一
頁
︶
を
占
め
て

い
る
の
に
対
し
て
、﹃
法
華
経
﹄
は
わ
ず
か
四
頁
︵
二
〇
三
│

二
〇
七
頁
︶
し
か
占
め
て
い
な
い
。

︵
28
︶
一
八
八
三
年
の
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
南
条
校
訂
の
﹃
阿
弥

陀
経
﹄
に
対
す
る
ミ
ュ
ラ
ー
の
序
文
を
参
照
。M

üller 1883 : 
xiv

。

︵
29
︶K
ern 1884 : xxxviii

を
参
照
。

︵
30
︶
中
国
の
仏
教
の
﹁
聖
典
﹂
か
ら
は
、
馬
鳴
の
﹃
仏
所
行
讃
﹄

│
詳
し
い
ブ
ッ
ダ
の
伝
記

│
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ
ー
ル

︵Sam
uel B

eal

︶
の
翻
訳
の
み
が
、
東
方
聖
書
に
収
録
さ
れ
た
。

︵
31
︶K

ern 1884 : x

を
参
照
。

︵
32
︶K

ern 1884 : xx-xxiv

を
参
照
。

︵
33
︶K

ern 1884 : xl-xlii

を
参
照
。

︵
34
︶K

ern 1884 : xxiv

を
参
照
。

︵
35
︶K

ern 1884 : ix-x

を
参
照
。

︵
36
︶
ベ
ン
ガ
ル
の
学
者
、
ラ
ー
ジ
ェ
ン
ド
ラ
ラ
ー
イ
・
ミ
ト
ラ
は
、

イ
ン
ド
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
秘
め
ら
れ
た
感
情
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
反
対
の
意
見
を
持
ち
、
彼
の
結
論
の
根
拠
の
た

め
の
典
拠
と
し
て
中
国
語
の
翻
訳
を
強
調
し
さ
え
し
た
。
彼
の

結
論
と
は
、
仏
教
の
伝
統
︵
そ
し
て
、
当
然
テ
キ
ス
ト
も
含
む
︶

の
最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
言
語
は
、
実
に
仏
教
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
の
テ
キ
ス
ト
の
偈
の
部
分
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。M

itra 1882 : xxviii-xxxix

を
参
照
。

︵
37
︶
植
民
地
主
義
の
文
脈
に
お
け
る
パ
ー
リ
仏
教
の
﹁
発
見
﹂
の
歴

史
に
つ
い
て
はH

arris 2006

、
特
に 125 -138

頁
を
参
照
。

︵
38
︶
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
三
蔵
と
し
て
は
分
散
し
て
い
る
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
仏
教
テ
キ
ス
ト
に
言
及
し
て
い
る
。

M
üller 1901

を
参
照
。
ア
ジ
ア
の
宗
教
に
お
け
る
正
典
と
正
典

化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
編
集
済
み
のD

eeg, 
Freiberger, K

leine 2011

を
参
照
。

︵
39
︶
西
洋
に
お
け
る
仏
教

│
す
で
に
十
九
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
二



338

十
世
紀
の
初
め
に
お
い
て
、
時
代
や
地
域
に
よ
る
言
語
の
複
雑

な
変
化
と
語
法
が
、
あ
ま
り
に
も
単
純
化
さ
れ
て
い
た

│
の

概
念
の
変
化
を
、
個
々
の
要
素
に
い
た
る
ま
で
た
ど
る
こ
と
は

容
易
な
仕
事
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
︵
一

八
五
二
│
一
九
一
九
︶
の
よ
う
な
人
物
の
活
動
、
一
八
九
三
年

に
シ
カ
ゴ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会
の
と
き
の
万
国

宗
教
会
義
の
よ
う
な
行
事
、
ア
ナ
ガ
ー
リ
カ
・
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ

︵
一
八
六
四
│
一
九
三
三
︶、
釈
宗
演
︵
一
八
六
〇
│
一
九
一
九
︶

の
よ
う
な
人
物
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
仏
教
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ

ム
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
た
、
パ
ー
リ
仏
教
に
焦
点
を
当
て
る
こ

と
か
ら
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
形
態
を
含
む
よ
り
広
い
見
方
へ
の
変

化
で
あ
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
人
間
関
係
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

作
り
、
出
版
物
な
ど
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
複
雑
な
も
の

で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
テ
ィ
モ
シ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
中

国
の
新
仏
教
運
動
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
を
目
標
と

し
た
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
仕
事
に
お
い
て
は
必
ず

し
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
日
本
の
仏
教
の
推
進

か
ら
も
影
響
を
受
け
た
。
た
と
え
ば
、
彼
の
﹃
大
乗
起
信
論
﹄

の
翻
訳
︵
一
九
〇
七
年
︶
の
な
か
で
、
彼
は
一
九
〇
〇
年
に
出

版
さ
れ
た
鈴
木
の
よ
り
早
い
翻
訳
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い

が
、
鈴
木
の
仕
事
に
は
言
及
し
て
い
る
︵xiv

頁
︶。
こ
の
プ
ロ

セ
ス
に
関
す
る
日
本
の
寄
与
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
と
し
て

は
、
た
と
え
ば Snodgrass 2003

、
特
に
鈴
木
大
拙
貞
太
郎
︵
一

八
七
〇
│
一
九
六
六
︶
の
役
割
を
分
析
し
た
二
五
九
│
二
七
七

頁
を
参
照
。

︵
40
︶
よ
り
注
意
深
い
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
す
で
にFoucaux 1854 : 20

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。﹁
行
方
不
明
に
な
っ
た
子
供
の
譬
喩
を

読
む
と
き
に
、
人
は
も
う
一
つ
の
迷
子
に
な
っ
た
息
子
の
話
を

想
起
す
る
。
そ
し
て
、
人
は
す
で
に
二
つ
の
物
語
の
共
通
性

│
真
実
と
い
う
よ
り
も
見
か
け
上
の
も
の
で
あ
る
が

│
に

気
づ
い
て
い
る
﹂
と
。
数
十
年
の
後
に
、マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー

は
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
﹁
偶
然
の
一
致
﹂︵
彼
の
小
論
で
は
そ

の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
︶
に
関
す
る
伝
播
主
義
者
の
解
釈
を
警

戒
す
る
批
評
と
注
記
を
提
示
し
た
。M

üller, N
anjio 1901 : 

282 -284

を
参
照
。

︵
41
︶  Soothill 1830 : 26

と
比
較
さ
れ
た
い
。﹁︵﹃
法
華
経
﹄
に
お
い

て
︶
教
え
ら
れ
る
教
義
は
、
そ
の
起
源
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
れ
、
我
々
の
神
の
教
義
が
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
し
て
革
命
的
で
あ

っ
た
と
同
様
に
、
仏
教
に
対
し
て
革
命
的
で
あ
る
﹂
と
。

︵
42
︶Soothill 1830 : 6

に
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
と
ケ
ル
ン
の
翻
訳
に
つ

い
て
、﹁
こ
れ
ら
の
翻
訳
は
ど
ち
ら
も
学
者
の
た
め
に
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
﹂
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
序
論
で
は
、
さ
ら

に
鋭
く
﹁
こ
の
文
学
的
な
傑
作
は
、
あ
ま
り
に
も
長
い
間
、
致

し
方
の
な
い
不
格
好
な
訳
文
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
生
じ

な
い
退
屈
な
訳
文
の
な
か
に
埋
も
れ
て
い
た
﹂︵ix

頁
︶
と
コ
メ

ン
ト
し
て
い
る
。

︵
43
︶Soothill 1830 : 6

に
は
、﹁
今
ま
で
の
と
こ
ろ
中
国
語
版
の
翻
訳

は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
が
、
極
東
で
最
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の

は
中
国
語
版
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

︵
44
︶Soothill 1830

に
は
、﹁
生
き
た
本
と
し
て
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
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ト
語
版
は
も
は
や
読
ま
れ
て
お
ら
ず
、
極
東
の
言
語
で
の
み
読

ま
れ
て
い
る
﹂︵﹁
序
論
﹂
ｖ
頁
︶
と
あ
る
。
ス
ー
ト
ゥ
ヒ
ル
の

﹁
極
東
﹂
の
理
解
は
、
モ
ン
ゴ
ル
と
チ
ベ
ッ
ト
を
含
む
こ
と
は

注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︵
同
書
一
頁
を
参
照
︶。

︵
45
︶
ス
ー
ト
ゥ
ヒ
ル
は
、
議
論
の
正
当
性
を
保
ち
な
が
ら
、
こ
の
矛

盾
に
つ
い
て
か
な
り
明
確
に
、﹁﹃
法
華
経
﹄
は
大
乗
の
な
か
で

疑
い
な
く
根
本
的
な
古
典
で
も
あ
り
、
最
も
一
般
的
な
古
典
で

も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
読
者
の
数
は
人
数
的
に
少
な
い
と
い

う
こ
と
は
正
し
い
。
こ
の
こ
と
は
特
に
中
国
に
あ
て
は
ま
る
。

そ
こ
で
は
、
比
較
的
少
数
の
人
に
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
中
国
の
成
人
の
少
な
く
と
も
九
五
パ
ー
セ
ン
ト

は
ま
っ
た
く
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
僧
侶
自
身
の
間
で
も
お
そ
ら
く
事
実
で
あ
る
。
同
じ
論
評
は

お
そ
ら
く
チ
ベ
ッ
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
で
は
、
人
々
と
僧
侶
の
ど
ち
ら
も
よ
く
教
育
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
結
果
、
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
﹂︵Soothill 1830 : 24 -25

︶
と
述
べ
て
い
る
。
ス
ー
ト
ゥ

ヒ
ル
は
、
オ
ー
レ
ル
・
ス
タ
イ
ン
卿
︵Sir A

urel Stein

︶
の
新

疆
で
の
発
見
物
に
反
映
さ
れ
て
い
る
﹃
法
華
経
﹄
の
流
行
に
注

意
を
向
け
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
る
論
点
に
つ

い
て
、
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
歴
史
的
な
用
語
で
、
明

確
に
考
え
て
い
る
。

︵
46
︶
い
ま
だ
に
中
国
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
リ
チ
ャ
ー
ド
に
つ

い
て
は
、W

elsh Biography O
nline

︵http://yba.llgc.org.uk/
en/s-R

IC
H

-TIM
-1845 .htm

l; 

二
〇
一
一
年
十
月
二
十
八
日
に

ア
ク
セ
ス
︶
とB

iographical D
ictionary of C

hinese 
C

hristianity

︵http://w
w

w.bdcconline.net/en/stories/r/richard-
tim

othy.php; 

二
〇
一
一
年
十
月
二
十
八
日
に
ア
ク
セ
ス
︶
の
項

目
を
参
照
。
彼
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、Lai Pan-chiu, ‘Tim

othy 
R

ichard's B
uddhist-C

hristian Studies’, Buddhist-C
hristian 

Studies 29 (2009), 23-38

と N
g, Peter Tze M

ing, ‘Tim
othy 

R
ichard’, Studies in W

orld C
hristianity 14.1 (2008), 73-92

を
参
照
。

︵
47
︶R

ichard 1910 : 147

を
参
照
。
リ
チ
ャ
ー
ド
の
翻
訳
を
日
本
語

の
抄
録
と
比
較
す
る
こ
と
は
価
値
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
あ

い
に
く
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
入
手
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。

リ
チ
ャ
ー
ド
の
テ
キ
ス
ト
を
﹃
大
正
蔵
経
﹄
二
七
六
番
と
ざ
っ

と
比
較
す
る
と
、
両
者
に
は
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
こ
と
が
示

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
い
っ
た
い
リ
チ
ャ
ー
ド
が
彼
の
持
っ
て

い
た

│
も
し
持
っ
て
い
た
と
し
た
ら

│
何
を
翻
訳
し
、
言

い
換
え
た
の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。

︵
48
︶R

ichard 1907 : xiii

を
参
照
。

︵
49
︶R

ichard 1910 : 2

と127

を
参
照
。

︵
50
︶Paul C

arus, The G
ospel of Buddha, C

om
piled from

 Ancient 
Records (C

hicago, London, 1915 )

を
参
照
。

︵
51
︶R

ichard 1910 : 170 -171

を
参
照
。

︵
52
︶R

ichard 1910 : 173 -174

を
参
照
。

︵
53
︶Soothill, H

odous 1937

を
参
照
。

︵
54
︶Soothill 1830

を
参
照
。

︵
55
︶Soothill 1830 , “ Preface”, p. v

を
参
照
。



340

︵
56
︶Soothill 1830 : 6

を
参
照
。

︵
57
︶
初
版
は
加
藤
だ
け
の
名
前
で
一
九
七
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
加
藤
、
田
村
、
宮
坂
の
名
前
で
何
度
か
再
版
さ
れ
た
。

加
藤
は
ス
ー
ト
ゥ
ヒ
ル
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
そ
の
下
で
、
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
研
究
し
た
。
加
藤
の
翻
訳
の
歴
史
と
、
加

藤
に
つ
い
て
の
略
伝
に
つ
い
て
は
、M

iyasaka 2008

を
参
照
。

︵
58
︶ Soothill 1830

を
参
照
。
ス
ー
ト
ゥ
ヒ
ル
は
リ
チ
ャ
ー
ド
の
伝

記
、W

illiam
 Edw

ard Soothill, Tim
othy Richard of C

hina, 
seer, statesm

an, m
issionary &

 the m
ost disinterested adviser 

the C
hinese ever had (London: Seeley, Service &

 C
o., 1925 ) 

も
出
版
し
た
。

︵
59
︶R

ichard 1910 : 129

は
、
こ
の
こ
と
を
ず
っ
と
は
っ
き
り
と
﹁
ケ

ル
ン
の
翻
訳
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
に
信
じ
が
た
い
ほ
ど
イ

ン
ド
的
な
長
大
さ
は
、
読
者
に
﹃
核
心
部
分
を
知
り
た
い
﹄
と

強
く
思
わ
せ
る
。
核
心
部
分
こ
そ
が
、
あ
ま
た
の
人
々
の
糧
と

な
る
﹃
マ
ナ
﹄︵
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
し
た

後
に
、
神
が
与
え
た
食
べ
物
の
名
前
︱
訳
者
注
︶
な
の
で
あ
る
﹂

と
表
現
し
て
い
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
翻
訳
と
言
い
換
え
に
よ

っ
て
、
中
国
・
日
本
で
読
ま
れ
て
い
る
鳩
摩
羅
什
訳
の
大
意
の

み
を
示
し
︵
同
書
一
二
九
頁
を
参
照
︶、
こ
れ
が
、
批
判
さ
れ

て
い
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
と
同
様
に
大
部
で
あ
る
こ
と
を
隠

し
て
い
る
。

︵
60
︶R

ichard 1910 : 3 -4

を
参
照
。

︵
61
︶Soothill 1830 : Preface, p. vii

を
参
照
。

︵
62
︶H

urvitz 1963

を
参
照
。

︵
63
︶
す
で
に
ス
ー
ト
ゥ
ヒ
ル
は
こ
の
こ
と
を
注
記
し
て
い
る
。
ま
た 

D
avidson 1954

を
参
照
。 

︵
64
︶M

urano Senchu, The Sutra of the Lotus F
low

er of the 
W

onderful Law
 (Translated from

 K
um

ārajīva’s version of the 
Saddharm

apuṇḍarīka-Sūtra (Tokyo, 1974) N
ichirenshu 

H
eadquarters . 

村
野
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
は
シ
ア
ト
ル

に
、
大
戦
後
は
ハ
ワ
イ
に
住
ん
だ
日
蓮
宗
の
僧
侶
で
あ
っ
た
。 

︵
65
︶X

uanhua, The W
onderful D

harm
a Lotus Flow

er Sutra, 
10  vols. (San Francisco, 1977 -82 ). 

ま
たB

uddhist Text 
Translation Society

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、 http://w

w
w.cttbusa.

org/cttb/btts.asp

を
参
照
。

訳
者
注　

注
に
示
さ
れ
る
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
、
そ
の
他
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス

語
の
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
原
則
的
に
デ
ー
ク
氏
自

身
の
英
訳
を
日
本
語
に
訳
し
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
ま
た

小
見
出
し
は
原
文
に
は
な
い
。
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