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十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
人
間
ブ
ッ
ダ
」
の
誕
生
と

啓
蒙
主
義
的
先
入
見

─
オ
ズ
レ
ー
と
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
を
中
心
に
─

新　

田　

智　

通

は 

じ 

め 

に

　

仏
教
の
開
祖
で
あ
り
、
ま
た
三
宝
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
正
し
く
知
る
こ
と
は
、
仏
教
を
理
解
す
る
う
え
で
不
可

欠
な
こ
と
で
あ
る
（
な
お
本
稿
で
は
、
仏
教
の
歴
史
的
開
祖
と
し
て
の
釈
迦
牟
尼
仏
に
つ
い
て
は
「
ブ
ッ
ダ
」
と
表
記
し
、
彼
を
含
む
仏
一
般
を

指
す
場
合
に
は
「
仏
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
）。
で
は
、
こ
ん
に
ち
ブ
ッ
ダ
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ほ

と
ん
ど
の
仏
教
学
者
た
ち
は
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
、（
偉
大
で
は
あ
っ
た
に
し
て
も
）
あ
く
ま
で
も
単
な
る
一
人
の
人
間
で
あ
っ
た
と
み
な

し
て
お
り
、
彼
に
つ
い
て
の
伝
承
（
仏
伝
）
に
見
出
さ
れ
る
神
話
的
・
奇
跡
的
描
写
に
つ
い
て
は
、
後
世
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
ブ
ッ
ダ

の
「
神
格
化
」
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
エ
ウ
ヘ
メ
リ
ズ
ム
的
な
仕
方
で
説
明
す
る
。
し
か
し
筆
者
は
か
つ
て
、
我
が
国
に
お

い
て
そ
う
し
た
主
張
を
展
開
し
た
代
表
的
な
学
者
の
一
人
で
あ
る
中
村
元
の
研
究
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
人
間
ブ
ッ
ダ

の
神
格
化
説
」
が
、
文
献
学
的
根
拠
を
欠
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
そ
も
そ
も
論
理
的
に
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
理
解
の

も
と
で
は
、
ブ
ッ
ダ
と
そ
れ
以
外
の
諸
仏
と
の
間
に
一
貫
し
た
「
仏
の
仏
た
る
所
以
」
を
見
出
し
得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
（
新



（新田）　26

田
二
〇
一
三
）。

　

だ
が
、
も
は
や
仏
教
学
界
の
通
念
と
な
っ
て
い
る
こ
の
「
人
間
ブ
ッ
ダ
の
神
格
化
説
」
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
生
ま
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
目
的
の
一
つ
は
、
近
代
仏
教
学
発
祥
の
地
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
仏
教
や
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
言
説

を
振
り
返
る
こ
と
で
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
言
説
や
、
さ
ら
に
は
近
代
仏
教
学
成
立
の
経
緯
に
つ
い

て
年
代
ご
と
の
変
遷
を
踏
ま
え
つ
つ
整
理
し
た
先
行
研
究
は
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
ド
ナ
ル
ド
・
ロ
ペ
ス
に
よ
る
『
石
か
ら
肉
へ

─
ブ
ッ
ダ
の
小
史
』（From

 Stone to Flesh: A Short H
istory of the Buddha, 2013

）
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
、
ア
ジ
ア
各

地
に
お
い
て
石
像
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
崇
拝
さ
れ
て
き
た
ブ
ッ
ダ
が
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
い
か
に
し
て
歴
史
上
の
生
身
の
人

間
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
の
扱
う
テ
ー
マ
と
重
な
る
部
分
が
大
き
い
。

　

し
か
し
本
稿
は
そ
れ
ら
の
諸
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
従
来
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
研
究
史
の
整
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
さ

ら
に
踏
み
込
ん
で
、
こ
ん
に
ち
当
た
り
前
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
「
人
間
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
理
解
が
科
学
的
・
実
証
的
考
察
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
も
の
で
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
啓
蒙
主
義
的
先
入
見
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の

こ
と
が
、「
仏
教
学
の
父
」
と
評
さ
れ
、
近
代
的
な
仏
教
研
究
の
雛
形
を
示
す
こ
と
で
後
の
仏
教
学
の
展
開
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た

ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
（
一
八
〇
一
┣
一
八
五
二
）
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

　

そ
の
考
察
の
具
体
的
な
手
順
で
あ
る
が
、
最
初
に
近
代
仏
教
学
が
興
っ
た
十
九
世
紀
よ
り
も
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
を

め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
整
理
す
る
。
次
に
、
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
の
仏
教
文
献
が
読
み
解
か
れ
て
い
な
か
っ
た
十
九
世
紀

初
頭
に
、
後
の
仏
教
学
と
同
様
の
歴
史
主
義
的
観
点
か
ら
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
を
後
世
に
神
格
化
さ
れ
た
一
人
の
人
間
と
み
な
し
た
ミ
シ
ェ

ル
＝
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
オ
ズ
レ
ー
（
一
七
六
四
┣
一
八
五
九
）
の
主
張
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
唱

え
た
人
間
ブ
ッ
ダ
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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一　

十
九
世
紀
初
頭
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
理
解

　

で
は
ま
ず
、
お
お
よ
そ
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
理
解
に
つ
い
て
大
ま
か
に
で
は
あ
る
が
確
認
し
た
い
。

東
洋
と
西
洋
、
と
り
わ
け
イ
ン
ド
と
ギ
リ
シ
ア
と
の
間
に
は
古
代
世
界
に
お
い
て
す
で
に
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
ド

ゥ
・
ヨ
ン
グ
一
九
七
五
、
五
┣
六
頁
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
二
〇
一
〇
、
一
九
┣
二
一
頁
）。
そ
れ
を
促
進
し
た
の
は
、
キ
ュ
ロ
ス
二
世
（
紀
元
前

六
世
紀
）
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
ペ
ル
シ
ア
帝
国
や
、
そ
れ
を
打
ち
破
っ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
（
紀
元
前
三
五
六
┣
紀
元
前
三
二
三
）

の
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
国
な
ど
に
よ
っ
て
保
た
れ
た
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
の
政
治
的
統
一
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
イ
ン
ド
と
ギ
リ
シ
ア
と

の
交
流
は
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
末
期
ま
で
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
現
存
す
る
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
や

ロ
ー
マ
の
文
献
の
う
ち
に
、
仏
教
や
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
く
（
ル
ノ
ワ
ー
ル
二
〇
一
〇
、
二
四
┣
二
五
頁
、
下
田
二

〇
一
〇
、
二
二
┣
二
三
頁
）、
初
期
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
一
人
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
（
一
五
〇
頃
┣
二
一
五
頃
）
に
よ
る

『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』（Strom

ateis

）1

や
、
ラ
テ
ン
教
父
の
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
（
三
四
二
頃
┣
四
二
〇
）
に
よ
る
三
九
三
年
の
『
ヨ
ウ
ィ
ニ
ア

ヌ
ス
へ
の
駁
論
』（Adversus Jovinianus

）
と
い
っ
た
書
物
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
だ
が
後
者
の
文
献
が
、
聖
母
マ
リ
ア

の
処
女
性
の
問
題
と
の
関
連
で
、
ブ
ッ
ダ
が
処
女
の
脇
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
承
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
（Jerom

e 2016, 

p. 58

）。

　

中
世
に
入
り
十
三
世
紀
中
葉
を
迎
え
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
や
商
人
た
ち
が
ア
ジ
ア
諸
国
を
旅
す
る
よ
う
に

な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
仏
教
の
詳
細
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
徐
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
な
か
で
も
二
四
年
間
（
一
二
七
一

┣
一
二
九
五
）
に
渡
り
ア
ジ
ア
を
旅
し
た
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
（
一
二
五
四
┣
一
三
二
四
）
の
旅
行
記
『
東
方
見
聞
録
』
は
、
敦
煌
や
ス
リ

ラ
ン
カ
な
ど
の
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
仏
教
徒
の
様
子
や
、「
四
門
出
遊
」
と
い
っ
た
仏
伝
の
内
容
の
一
部
さ
え
を
も
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
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た
（
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
一
九
七
五
、
九
┣
一
〇
頁
）。
だ
が
彼
は
、
ア
ジ
ア
各
地
で
様
々
な
形
態
の
仏
教
伝
統
と
出
会
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
ら
が
皆
こ
ん
に
ち
「
仏
教
」
と
い
う
呼
称
に
よ
っ
て
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
同
一
の
歴
史
的
起
源
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
タ
イ
、
中
国
、
モ
ン
ゴ
ル
、

日
本
な
ど
に
伝
わ
る
諸
宗
教
が
同
一
の
ル
ー
ツ
を
も
ち
、
彼
ら
の
敬
う
像
（
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
は
仏
教
徒
の
こ
と
を
「
偶
像
崇
拝
者
」
と
呼

ん
で
い
る
）
が
同
じ
「
人
物
」
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る2
。
も
っ
と
も
、
ロ
ー
マ
教
皇
の

使
節
と
し
て
タ
イ
に
派
遣
さ
れ
た
シ
モ
ン
・
ド
・
ラ
・
ル
ベ
ー
ル
（
一
六
四
二
┣
一
七
二
九
）
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
見
出
し
た
ア
ジ
ア
の

諸
宗
教
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
唱
え
る
者
も
度
々
現
れ
た
が
（A

lm
ond 1988, pp. 8‒9; 

ル
ノ
ワ
ー
ル
二
〇
一
〇
、
七
四
頁
）、

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
認
識
は
ま
だ
一
般
的
な
も
の
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。

　

だ
が
十
七
世
紀
に
な
る
と
、
最
初
は
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
、
そ
し
て
後
に
は
シ
ャ
ム
や
ビ
ル
マ
な
ど
か
ら
、
こ
ん
に
ち
「
仏
教
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
よ
り
多
く
の
情
報
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
一
九
七
五
、
一
二
┣
一

九
頁
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
二
〇
一
〇
、
五
三
頁
、
下
田
二
〇
一
〇
、
二
六
┣
二
九
頁
）。
さ
ら
に
十
八
世
紀
後
葉
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン

ズ
（
一
七
四
六
┣
一
七
九
四
）
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
、
文
献
学
的
な
方
法
論
を
有
し
た
イ
ン
ド
学

（Indology

）
が
確
立
さ
れ
る
と3
、
ア
ジ
ア
各
地
で
見
出
さ
れ
る
多
く
の
宗
教
形
態
の
根
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
存

在
の
正
体
に
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
が
本
格
的
に
緒
に
就
く
こ
と
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
イ
ン
ド
学
が
確
立
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
、
仏
教
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
十
三
世
紀
に
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め4
、
当

時
の
学
者
た
ち
の
手
元
に
は
い
ま
だ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
仏
教
文
献
が
全
く
な
く
、
ま
た
そ
の
他
の
言
語
の
仏
教
文
献
も
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
ブ
ッ
ダ
の
正
体
を
探
求
す
る
に
際
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
主
た
る
材
料
は
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
諸
文
献
や
パ
ン
デ
ィ
ッ
ト
か
ら
の
伝
聞
、
ま
た
ア
ジ
ア
各
地
で
見
出
さ
れ
た
仏
像
等
の
考
古
学
的
資
料
、
さ
ら
に
は
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過
去
の
宣
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
諸
情
報
な
ど
で
あ
っ
た
（A

lm
ond 1988, p. 15; 

ロ
ペ
ス
二
〇
一
四
、
三
二
┣
三
三
頁
）。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
時
代
に
は
、
現
代
の
我
々
か
ら
す
る
と
奇
妙
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
様
々
な
議
論
が
俎
上
に

載
せ
ら
れ
た
。

　

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
ブ
ッ
ダ
を
各
地
の
神
話
上
の
神
格
や
人
物
と
同
一
視
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ル
ベ
ー
ル
は
一
六

九
三
年
の
著
書
に
お
い
て
、
ブ
ッ
ダ
は
ロ
ー
マ
神
話
の
神
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
で
あ
る
と
し
（A

lm
ond 1988, p. 56; 

ド
ロ
ワ
二
〇
〇
二
、
五

七
┣
五
八
頁
）、
ま
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、（
後
に
こ
の
説
を
放
棄
す
る
こ
と
と
な
る
の
だ
が
）
一
七
八
六
年
や
一
七
八
七
年
の

講
演
で
、
ブ
ッ
ダ
が
北
欧
の
神
オ
ー
デ
ィ
ン
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
（Jones 1799, pp. 22, 42

）。
ま
た
そ
の
後
も
そ

れ
ら
の
神
々
の
み
な
ら
ず
、
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン
や
旧
約
聖
書
の
モ
ー
セ
や
ノ
ア
、
さ
ら
に
は
エ
ジ
プ
ト
の
神
々
や
フ
ァ
ラ
オ
な
ど
と
ブ
ッ

ダ
と
を
同
一
視
す
る
仮
説
が
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
十
九
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
繰
り
返
し
議
論
さ
れ
た
（A

lm
ond 1988, 

pp. 56‒60; 

ド
ロ
ワ
二
〇
〇
二
、
五
一
┣
六
三
頁
）。

　

ま
た
ブ
ッ
ダ
の
生
没
年
に
関
し
て
も
現
代
の
常
識
と
は
異
な
る
議
論
が
こ
の
時
代
に
は
な
さ
れ
て
い
た5
。
こ
の
点
に
言
及
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
最
も
古
い
文
献
の
一
つ
は
、
ベ
ル
ギ
ー
人
の
修
道
士
で
、
中
国
で
布
教
活
動
も
行
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
プ
レ
（
一

六
二
三
┣
一
六
九
三
）
に
よ
る
『
中
国
の
哲
学
者
孔
子
』（C

onfucius Sinarum
 Philosophus, 1687

）
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
ブ
ッ
ダ
の
生

年
は
紀
元
前
一
〇
二
六
年
、
没
年
は
紀
元
前
九
四
七
年
（
あ
る
い
は
九
四
六
年
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ブ
ッ
ダ
の
出
現
を
紀
元

前
千
年
頃
に
位
置
づ
け
る
の
は
中
国
の
伝
承
に
よ
っ
て
お
り
（Lancaster 1991, p. 449

）、
こ
ん
に
ち
で
は
ブ
ッ
ダ
の
生
没
年
代
の
一
つ

の
可
能
性
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
す
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
こ
の
伝
承
が
学
者
た
ち

の
間
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
イ
タ
リ
ア
人
の
東
洋
学
者
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ジ
ョ
ル
ジ
（
一
七
一
一
┣
一
七
九
七
）
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
言
語
や
宗
教
、
文
化
に
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つ
い
て
紹
介
し
た
『
チ
ベ
ッ
ト
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
』（Alphabetum

 Tibetanum
, 1762

）
の
な
か
で
ブ
ッ
ダ
は
二
人
存
在
し
た
と
主
張
し
、

先
の
ブ
ッ
ダ
の
生
年
を
紀
元
前
九
五
九
年
、
後
の
ブ
ッ
ダ
の
生
年
を
紀
元
後
六
〇
年
頃
で
あ
る
と
し
た
。
当
時
集
ま
り
始
め
た
ブ
ッ
ダ

に
関
す
る
様
々
な
伝
承
の
う
ち
に
は
、
時
に
相
互
に
矛
盾
す
る
内
容
が
認
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
「
二
人
の
ブ
ッ
ダ
説
」
は
そ
う
し

た
矛
盾
を
容
易
に
解
消
し
て
く
れ
る
た
め
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
た6
。
し
か
し
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
先
の

ブ
ッ
ダ
の
生
誕
年
に
関
し
て
は
、
当
時
の
諸
説
を
比
較
検
討
し
た
う
え
で
紀
元
前
一
〇
一
四
年
と
し
て
い
る
（D

ietz 1995, p. 43

）。

　

次
に
、
仏
教
の
地
理
的
起
源
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。
仏
教
が
イ
ン
ド
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
お
い
て
も
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
果
た
し
て
イ
ン
ド
が
仏
教
の
地
理
的
起
源
（
す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
の
出
生
地
）
で
あ
る
の

か
に
つ
い
て
は
十
九
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
様
々
な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
歴
史
家
で
東
洋
学
者
で
あ
っ

た
マ
ト
ゥ
ラ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ィ
エ
ー
ル
・
ド
ゥ
・
ラ
・
ク
ロ
ー
ズ
（
一
六
六
一
┣
一
七
三
九
）
は
、
一
七
二
四
年
の
『
イ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト

教
の
歴
史
』（H

istoire du C
hristianism

e des Indes

）
に
お
い
て
、
古
代
イ
ン
ド
が
エ
ジ
プ
ト
の
植
民
地
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
を
示
し

（La C
roze 1724, p. 427; A

lm
ond 1988, p. 20
）、
ま
た
ジ
ョ
ル
ジ
は
、
二
人
い
る
と
し
た
う
ち
の
先
の
ブ
ッ
ダ
の
ル
ー
ツ
が
エ
ジ
プ
ト
に

あ
る
と
考
え
た
（D

ietz 1995, p. 42

）。
そ
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
シ
ャ
ー
キ
ヤ
（
釈
迦
）
と
、
紀
元
前
十
世
紀
の
エ
ジ

プ
ト
の
フ
ァ
ラ
オ
、
シ
ェ
シ
ョ
ン
ク
一
世
（
旧
約
聖
書
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
王
、
シ
シ
ャ
ク
）
と
が
、
名
前
も
似
て
お
り
年
代
も
重
な
る
こ

と
か
ら
同
一
人
物
で
あ
る
と
み
な
し
（Jones 1799, p. 42

）、
別
の
論
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
サ
ー
ク
ヤ
、
あ
る
い
は
シ
ー
サ

ク
は
…
…
自
分
自
身
で
、
あ
る
い
は
エ
ジ
プ
ト
か
ら
の
移
民
団
に
よ
っ
て
、
古
代
の
ブ
ッ
ダ
た
ち
の
穏
や
か
な
異
説
を
こ
の
国
﹇
イ
ン

ド
﹈
に
も
た
ら
し
た
」（Jones 1799, p. 327. ﹇ 

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
記
）。
ま
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
仏
像
に
お
い
て
ブ
ッ
ダ
の
頭
髪
が

巻
毛
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ブ
ッ
ダ
が
エ
チ
オ
ピ
ア
人
で
あ
る
と
も
考
え
た7
。

　

こ
の
よ
う
に
仏
教
の
由
来
を
ア
フ
リ
カ
に
見
出
そ
う
と
す
る
説
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
強
い
影
響
力
を
も
ち
、
一
八
三
〇
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年
代
に
至
る
ま
で
賛
否
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
こ
の
仮
説
に
関
す
る
議
論
が
盛
ん
に
交
わ
さ
れ
た
。
一
方
、
仏
教
が
ア
フ
リ
カ
起
源
で

あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
研
究
者
た
ち
か
ら
は
、
中
央
ア
ジ
ア
や
ペ
ル
シ
ア
な
ど
が
そ
の
代
わ
り
の
候
補
地
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

（A
lm

ond 1988, pp. 20‒23

）。

二　

十
九
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
仏
教
理
解
の
変
容

　

十
九
世
紀
前
半
は
、
仏
教
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
理
解
に
非
常
に
大
き
な
い
く
つ
か
の
変
化
が
起
こ
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
の
だ

が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
変
化
と
し
て
三
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
一
つ
目
は
、
ブ
ッ
ダ
の
生
没
年
が
従
来
の
紀
元
前
千
年
頃
か
ら

紀
元
前
五
世
紀
頃
へ
と
移
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
一
七
九
九
年
に
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
の
医
師
で
当
時
は
イ
ン
ド
に
滞

在
し
て
い
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ブ
キ
ャ
ナ
ン
（
一
七
六
二
┣
一
八
二
九
）
が
、
ブ
ッ
ダ
の
没
年
に
関
し
て
、
紀
元
前
五
四
二
年
と
い
う
ス
リ

ラ
ン
カ
の
伝
承
に
基
づ
く
説
の
ほ
う
が
他
の
諸
説
よ
り
も
信
憑
性
が
高
い
と
す
る
見
解
を
示
し
た
（B

uchanan 1799, p. 266, n.

）。

　

そ
れ
か
ら
約
四
〇
年
間
は
、
ブ
ッ
ダ
の
生
没
年
を
概
ね
紀
元
前
十
一
世
紀
か
ら
紀
元
前
六
世
紀
の
間
の
ど
こ
か
に
位
置
づ
け
る
様
々

な
仮
説
が
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
（D

ietz 1995, pp. 43‒54

）。
な
か
で
も
フ
ラ
ン
ス
の
高
名
な
中
国
学
者
、
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ

ー
ル
・
ア
ベ
ル
＝
レ
ミ
ュ
ザ
（
一
七
八
八
┣
一
八
三
二
）
の
仮
説
は
強
い
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。
彼
は
一
八
二
一
年
の
論
文
で
、
漢
文

文
献
に
基
づ
き
ブ
ッ
ダ
の
生
年
を
紀
元
前
一
〇
二
九
年
、
没
年
を
紀
元
前
九
五
〇
年
で
あ
る
と
し
た
（A

bel-R
ém

usat 1825, p. 117

）。

一
方
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
、
一
八
二
六
年
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ラ
ッ
セ
ン
（
一
八
〇
〇
┣
一
八
七
六
）
と
の
パ
ー
リ
語
に
つ
い
て
の
共
著
、

『
パ
ー
リ
語
、
あ
る
い
は
ガ
ン
ジ
ス
川
の
彼
方
に
あ
る
半
島
の
聖
な
る
言
語
に
つ
い
て
の
論
考
』（Essai sur le Pali, ou langue sacrée de 

la presqu ’île au-delà du G
ange

）
に
お
い
て
ス
リ
ラ
ン
カ
の
伝
承
の
高
い
信
憑
性
を
主
張
し
、
そ
れ
に
従
う
な
ら
ば
ブ
ッ
ダ
の
入
滅
は

紀
元
前
五
四
三
年
に
な
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
同
時
に
、
そ
れ
は
ブ
ッ
ダ
で
は
な
く
仏
教
を
最
初
に
ス
リ
ラ
ン
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カ
に
も
た
ら
し
た
王
の
没
年
で
あ
っ
て
、
実
際
の
ブ
ッ
ダ
の
没
年
は
紀
元
前
九
五
〇
年
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
の
時
点
で
は
結
局
ア
ベ
ル

＝
レ
ミ
ュ
ザ
の
仮
説
に
追
従
し
て
い
る8
。

　

だ
が
こ
の
一
連
の
議
論
に
対
し
て
は
、
一
八
三
七
年
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
タ
ー
ナ
ー
（
一
七
九
九
┣
一
八
四
三
）
に
よ
っ
て
、
ス
リ
ラ
ン
カ

の
王
統
記
『
マ
ハ
ー
ワ
ン
サ
』（M

ahāvaṃ
sa

）
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
と
英
訳
を
含
ん
だ
本
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
終
止
符
が
打
た
れ
た
。

そ
の
後
は
中
国
の
伝
承
に
基
づ
く
仮
説
は
影
を
潜
め
、
そ
れ
以
降
ブ
ッ
ダ
の
年
代
は
、
お
お
よ
そ
紀
元
前
六
世
紀
か
ら
紀
元
前
四
世
紀

の
間
の
ど
こ
か
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
（D

ietz 1995, pp. 54‒93

）。

　

次
に
、
こ
の
時
期
に
起
こ
っ
た
仏
教
理
解
の
第
二
の
変
化
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
、
仏
教
の
地
理
的
起
源
が
イ
ン
ド
で
あ
る
と
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
決
定
づ
け
た
の
も
文
献
の
発
見
で
あ
っ
た
。
既
述
の
と
お
り
、
当
時
仏
教
の
起
源
は
イ
ン
ド
以
外
に
あ
る

と
す
る
説
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
で
あ
り
東
洋
学
者
で
あ
っ
た
ブ
ラ
イ
ア
ン
＝
ホ
ー
ト
ン
・
ホ
ジ
ソ
ン

（
一
八
〇
〇
┣
一
八
九
四
）
は
、
ネ
パ
ー
ル
駐
在
中
に
多
く
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
チ
ベ
ッ
ト
語
の
仏
教
写
本
を
収
集
し
た
。
そ
し
て

一
八
三
六
年
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
も
の
こ
そ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
仏
教
文
献
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
仏
教
の
起
源
は
イ
ン
ド
で
あ

る
と
す
る
論
文
を
発
表
し
た
（H

odgson 1874

）。
こ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
の
起
源
が
イ
ン
ド
に
あ
る
こ
と
が
決
定
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
次
の
三
点
目
の
変
化
こ
そ
が
本
稿
の
主
題
と
の
関
連
に
お
い
て
何
に
も
増
し
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
フ
ィ

リ
プ
・
ア
ー
モ
ン
ド
の
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
「
ブ
ッ
ダ
と
神
々
と
の
同
一
性
が
、
ブ
ッ
ダ
の
非
歴
史
性
を
示
唆
す
る
傾
向
が
強
ま

っ
た
」（A

lm
ond 1988, p. 61

）
と
い
う
さ
り
気
な
い
一
言
の
う
ち
に
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
十
八
世
紀
末
に
お
い
て
ブ
ッ

ダ
の
年
代
や
出
生
地
を
確
定
し
よ
う
と
し
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
明
ら
か
に
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
同

時
に
彼
は
ブ
ッ
ダ
が
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
九
番
目
の
化
身
で
あ
る
と
も
認
識
し
て
い
た
（Jones 1799, p. 29

）。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
、
ブ
ッ

ダ
の
歴
史
性
と
神
的
性
格
と
は
何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
十
九
世
紀
に
入
る
と
、
両
者
が
相
容
れ
な
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い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
で
、
も
し
ブ
ッ
ダ
を
何
ら
か
の
神
格
と
同
一
視
す
る
な
ら
ば
、
ア
ー
モ
ン
ド
の
指
摘
の
と
お
り
、
そ
れ
は

直
ち
に
ブ
ッ
ダ
の
非
歴
史
性
（
架
空
性
）
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
反
対
に
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
性
を
認
め
る
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
不
可
避
的
に
ブ
ッ
ダ
の
神
的
性
格
を
否
定
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

、
す
な
わ
ち
、
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あ
く
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も
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な
も
の
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無
縁
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史
上
の
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人
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捉
え
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0

0

0

0
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、
彼
に
関
す
る
様
々
な
神
話
的
描
写
に
つ
い
て
は
後
世
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
み

0

0

0

0

0

0

0
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な
す
こ
と

0

0

0

0

に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
こ
の
後
者
の
立
場
に
こ
そ
、
現
代
の
通
念
と
な
っ
て
い
る
「
人
間
ブ
ッ
ダ
の
神
格
化
説
」
の
萌
芽
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
十
九
世
紀
に
入
る
と
、
ブ
ッ
ダ
を
単
な
る
一
人
の
人
間
と
み
な
す
説
が
複
数
の
学
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら

れ
急
速
に
広
ま
っ
て
行
く
。

三　

オ
ズ
レ
ー
に
よ
る
ビ
ュ
ッ
ド
ゥ
研
究

　

ま
だ
ブ
ッ
ダ
を
何
ら
か
の
神
格
と
同
一
視
す
る
よ
う
な
議
論
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
一
八
一
七
年
に
、
オ
ズ
レ
ー
と
い
う
、
東
洋
学

者
で
は
な
い
一
人
の
歴
史
家9
が
『
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
の
開
祖
ビ
ュ
ッ
ド
ゥ
あ
る
い
は
ブ
ッ
ド
ゥ
に
関
す
る
研
究
』（Recherches sur 

Buddhou ou Boudou, instituteur religieux de l ’Asie orientale
）
と
い
う
著
作
を
上
梓
し
た
（
な
お
「
ビ
ュ
ッ
ド
ゥ
」
や
「
ブ
ッ
ド
ゥ
」
と
は

ブ
ッ
ダ
の
こ
と
で
あ
る
）。
彼
は
同
書
に
お
い
て
仏
教
の
解
説
に
入
る
前
に
、
三
四
頁
を
割
い
て
諸
宗
教
の
起
源
に
つ
い
て
の
自
説
を
述

べ
て
い
る
（O

zeray 1817, pp. 1‒34

）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
宗
教
の
原
初
の
形
態
は
一
神
教
で
あ
っ
た
が
、
時
代
が
下
り
人
種
が
多
様
化

す
る
に
連
れ
て
人
々
が
一
神
教
か
ら
逸
脱
し
、
神
以
外
の
太
陽
、
月
、
惑
星
、
天
空
、
大
地
、
山
、
水
、
森
と
い
っ
た
も
の
を
次
々
と

神
格
化
し
て
行
っ
た
こ
と
で
多
神
教
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
神
格
化
の
最
後
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
が
人
間

と
動
物
で
あ
り
、
北
欧
の
オ
ー
デ
ィ
ン
や
、
イ
ン
ド
の
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
や
シ
ヴ
ァ
、
さ
ら
に
は
「
我
ら
が
哲
学
者
、
か
の
ビ
ュ
ッ
ド
ゥ
」
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（Ibid., p. 12

）
も
、
そ
の
よ
う
に
人
間
が
神
格
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
神
々
は
し
ば
し
ば
暴
力
的
な
性
格

を
有
し
て
い
た
り
好
色
で
あ
っ
た
り
と
不
道
徳
な
側
面
を
有
し
て
い
る
の
だ
が
、
オ
ズ
レ
ー
は
そ
れ
ら
の
神
々
と
ブ
ッ
ダ
と
を
区
別
し

て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

神
格
化
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

ビ
ュ
ッ
ド
ゥ
を
、
不
道
徳
よ
り
生
ま
れ
た
そ
れ
ら
す
べ
て
の
神
々
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
彼
と
イ
ン
ド

の
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
─
そ
れ
は
異
な
る
マ
ス
ク
を
被
っ
た
同
じ
人
格
と
さ
れ
て
お
り
、
彼
﹇
ブ
ッ
ダ
﹈
を
ほ
と
ん
ど
認
識
で
き
な
い

も
の
と
す
る
仕
方
で
描
か
れ
る
─
と
の
間
に
確
立
す
べ
き
関
連
性
も
な
い
。
ビ
ュ
ッ
ド
ゥ
の
物
語
の
う
ち
に
は
彼
の
歴
史
に
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

わ
る
何
か
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

。
彼
は
悪
徳
や
罪
悪
に
対
し
て
は
厳
し
く
容
赦
が
な
く
、
ま
た
彼
は
憐
れ
み
深
く
寛
大
な
人
間

0

0

で
あ
り
、
も
っ

ぱ
ら
道
徳
を
好
む
傾
向
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
で
あ
る
（Ibid., p. 31. 

傍
点
引
用
者
。﹇ 

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
記
）。

こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、
ま
ず
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
ブ
ッ
ダ
に
認
め
て
い
た
よ
う
な
「
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
の
化
身
」
と
い
う
理
解
が

こ
こ
に
は
な
く
、
む
し
ろ
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
と
切
り
離
す
こ
と
で
ブ
ッ
ダ
の
本
来
の

0

0

0

姿
が
知
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
ブ
ッ
ダ
本
来
の
姿
と
は
一
人
の
人
間
で
あ
り
哲
学
者
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
後
に
神
格
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
の
「
神
格
化
さ
れ
た
人
間
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
通
念
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
神
格
化
さ
れ
た
ブ
ッ
ダ
の
説
話
の
う
ち
に
は
歴
史
的
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
オ
ズ
レ
ー
の
推

察
で
あ
る
。
彼
は
、
我
が
国
で
は
「
出
島
の
三
学
者
」
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
・
ケ
ン
ペ
ル
（
一
六
五
一
┣
一
七
一

六
）
の
『
日
本
誌
』
に
よ
り
な
が
ら
、
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
と
教
義
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
て
い
る
の
だ
が
（Ibid., pp. 51‒52

）、
そ

れ
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、「
人
々
が
好
ん
で
増
大
さ
せ
た
、
そ
し
て
歴
史
性
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
神
話
的
物
語
を
除
外
す
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る
な
ら
ば
、
そ
れ
﹇
ビ
ュ
ッ
ド
ゥ
の
生
涯
﹈
は
実
に
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
」（Ibid., p. 51.

﹇ 

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
記
）
と
述
べ
て
い

る
。
歴
史
家
オ
ズ
レ
ー
の
関
心
は
、
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
を
闡
明
す
る
こ
と
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
オ
ズ
レ

ー
の
こ
の
著
作
の
約
三
〇
年
後
に
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
文
献
学
に
基
づ
く
仏
教
学
も
ま
た
歴
史
主
義
的
な

傾
向
を
色
濃
く
有
し
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
現
代
に
至
る
ま
で
数
多
の
学
者
た
ち
が
、
仏
伝
の
神
話
的
要
素
を
除
外
す
る
こ
と
で

そ
こ
か
ら
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
を
抽
出
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
つ
ま
り
オ
ズ
レ
ー
は
、
近
代
仏
教
学
の
成
立
以
前
に
そ
う

し
た
方
法
論
を
提
唱
し
た
初
め
て
の
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
も
う
一
つ
押
さ
え
て
お
く
べ
き
点
は
、
ブ
ッ
ダ
を
一
人
の
哲
学
者
と
み
な
す
オ
ズ
レ
ー
が
、
ブ
ッ
ダ
の
道
徳
家
と
し
て
の
側
面

を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
道
徳
は
「
偉
大
で
崇
高
な
」（Ibid., p. xxxv

）
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
ロ
ジ
ェ
＝
ポ

ル
・
ド
ロ
ワ
も
オ
ズ
レ
ー
の
著
作
を
紹
介
す
る
な
か
で
こ
の
点
に
注
目
し
て
お
り
、
オ
ズ
レ
ー
を
嚆
矢
と
し
て
、
そ
の
後
長
き
に
渡
り

ブ
ッ
ダ
を
道
徳
家
と
み
な
す
著
述
家
が
輩
出
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
ド
ロ
ワ
二
〇
〇
二
、
七
五
頁
）。

　

オ
ズ
レ
ー
は
こ
の
著
作
の
結
論
部
分
の
冒
頭
に
お
い
て
、
断
定
的
な
口
調
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
反
論
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
ビ
ュ
ッ
ド
ゥ
は
高
名
な
人
物

0

0

で
あ
る
。
彼
は
、
勤
勉
な
歴
史
家
や
学
識
あ
る
考
古

学
者
ら
の
関
心
の
お
か
げ
で
、
忘
却
へ
と
追
い
や
ら
れ
ず
に
す
ん
だ
。
…
…
彼
は
自
身
の
生
涯
と
素
行
の
う
ち
に
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
蒙
昧
と
迷
信
と
に
よ
っ
て
据
え
ら
れ
て
い
た
祭
壇
か
ら
下
ろ
さ
れ
た
ビ
ュ
ッ
ド
ゥ
は
、
卓
越
し
た
哲
学
者
で
あ
り
、
彼
の

同
胞
た
ち
の
幸
福
と
人
類
の
利
益
の
た
め
に
生
ま
れ
た
賢
者
な
の
で
あ
る
（O

zeray 1817, p. 111. 

傍
点
引
用
者
）。

こ
こ
で
オ
ズ
レ
ー
は
、
ブ
ッ
ダ
が
博
愛
主
義
的
な
思
想
を
有
し
た
卓
越
し
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
と
改
め
て
念
押
し
し
て
い
る
。
そ
し
て
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ブ
ッ
ダ
は
誤
っ
た
仕
方
で
祭
壇
に
祀
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
歴
史
家
や
考
古
学
者
が
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生
涯
や
素
行

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
い
ま
や
彼
の
真
実
の
姿
が
明
か
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

だ
が
ド
ロ
ワ
は
、
オ
ズ
レ
ー
が
「
反
論
し
よ
う
の
な
い
事
実
」
と
し
て
提
示
し
て
い
る
以
上
の
よ
う
な
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
見
解
に

関
し
て
、
非
常
に
重
要
な
一
つ
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
オ
ズ
レ
ー
の
こ
の
断
定
的
な
主
張
が
、
実
は
い
か
な
る
根
拠
に
も

0

0

0

0

0

0

0

0

基
づ
か
な
い
全
く
の
論
点
先
取
で
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ド
ロ
ワ
二
〇
〇
二
、
七
五
頁
）。
ド
ロ
ワ
は
こ
の
オ
ズ
レ
ー
の
著
作
に

つ
い
て
、
そ
こ
に
は
「
東
洋
学
の
発
見
も
、
純
粋
に
哲
学
的
な
分
析
も
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
ブ
ッ
ダ
に
か
ん
し
て
著
者
は
な
ん
ら
新

し
い
情
報
は
も
っ
て
い
な
い
」（
前
掲
書
、
七
〇
頁
）
よ
う
な
類
の
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
的
を
射
た
も
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
オ
ズ
レ
ー
の
こ
の
著
作
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
仏
教
文
献
は
い
ま
だ
学
者
ら
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
読
み
解
か
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
仏
教
に
つ
い
て
の
情
報
源
と
な
っ
た
の
は
、
既
述
の
と
お
り
ケ
ン
ペ
ル
の
『
日
本
誌
』
の
よ
う
な
、

近
代
仏
教
学
が
成
立
す
る
よ
り
は
る
か
以
前
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
の
見
聞
録
が
お
も
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
オ
ズ
レ
ー
の
ブ
ッ
ダ
理
解
の
大
枠
は
、
そ
の
後
の
仏
教
学
の
展
開
に
お

い
て
多
く
の
学
者
ら
の
間
に
着
実
に
広
ま
っ
て
行
き
、
出
版
か
ら
約
二
百
年
が
経
過
し
た
現
在
に
至
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
仏
教
学
者

の
通
念
と
な
っ
て
い
る
と
さ
え
言
っ
て
よ
い
。
ド
ロ
ワ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仏
教
研
究
史
に
お
け
る
こ
の
著
作
の
意
義
を
次
の
よ
う
に

評
し
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
、
無
意
味
に
み
え
る
こ
の
短
い
文
献
は
、
じ
つ
は
問
題
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
根
底
か
ら
変
化
し
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

た
し
か
に
こ
の
著
者
が
、
そ
の
変
化
を
「
作
り
だ
し
」
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
「
ビ
ュ
ッ
ド
ゥ
あ
る
い
は
ブ
ッ
ド
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ゥ
」
の
考
察
に
割
い
た
百
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
文
章
は
、
表
面
的
に
は
平
凡
で
は
あ
る
も
の
の
…
…
い
ま
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
関
心
を

ひ
き
続
け
て
い
る
ブ
ッ
ダ
の
新
し
い
顔
の
最
初
の
ス
ケ
ッ
チ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
小
冊
子
の
な
か
に
盛
り
込
ま
れ
た
要
素
こ
そ
、

そ
の
後
長
年
に
渡
っ
て
支
配
的
に
な
る
新
し
い
通
念
の
材
料
と
な
る
も
の
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
冊
子
は
、
そ
れ
が
示

し
て
い
る
変
容
の
う
ち
の
主
要
な
も
の
を
把
握
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
実
例
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
徴
候
と
言
う
べ
き
も
の
な
の

で
あ
る10
。

こ
の
「
問
題
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
変
化
」
と
は
、
ブ
ッ
ダ
を
、
何
ら
か
の
神
格
な
ど
と
同
一
視
す
る
と
い
う
従
来
の
見
方
か
ら
、

「
神
格
化
さ
れ
た
歴
史
上
の
一
人
の
人
間
」
と
み
な
す
と
い
う
現
在
の
常
識
的
理
解
へ
の
変
化
を
指
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
ド
ロ
ワ
の

指
摘
の
な
か
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
そ
の
変
化
が
オ
ズ
レ
ー
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
点
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼

の
著
作
は
、
そ
の
背
後
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
重
大
な
「
変
容
」
を
表
す
「
ひ
と
つ
の
徴
候
」
で
あ
る
と
ド

ロ
ワ
は
み
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
改
め
て
後
述
し
た
い
。

　

な
お
こ
の
オ
ズ
レ
ー
の
著
作
は
、
こ
ん
に
ち
一
般
に
通
用
し
て
い
る
意
味
で
の
「
仏
教
」（B

uddhism
, 

フ
ラ
ン
ス
語
でbouddhism

e

）

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
最
初
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（O

zeray 1817, p. xxxvi

）。
こ
の
よ
う
に
現
在
の
「
仏
教
」
と
い

う
概
念
が
確
立
さ
れ
た
の
は
、
お
お
よ
そ
一
八
二
〇
年
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
（A

lm
ond 1988, 

pp. 7‒12; 

ド
ロ
ワ
二
〇
〇
二
、
二
五
┣
二
六
頁
、
下
田
二
〇
一
〇
、
三
二
頁
）。

四　

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
よ
る
文
献
学
的
仏
教
学
の
確
立
と
「
人
間
ブ
ッ
ダ
説
」

　

既
述
の
と
お
り
、
十
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
仏
教
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
理
解
が
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
変
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化
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
仏
教
文
献
で
あ
っ
た
。
仏
教
研
究
は
こ
の
時
代
以
降
、
そ
の
主
た
る
研
究

対
象
を
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
文
献
や
ア
ジ
ア
各
地
に
残
る
同
時
代
の
土
着
の
仏
教
か
ら
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
パ
ー
リ
語
、
チ
ベ
ッ

ト
語
、
漢
文
な
ど
の
仏
教
文
献
へ
と
移
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（A

lm
ond 1988, pp. 12‒13, 24‒28; 

ド
ロ
ワ
二
〇
〇
二
、
三
八
頁
、

九
九
┣
一
〇
三
頁
）。

　

な
か
で
も
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
「
仏
教
学
＝
文
献
学
」
と
い
う
こ
ん
に
ち
の
常
識
を
確
立
し
た
人
物
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
、

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
で
あ
る
。
天
才
的
な
語
学
の
素
養
を
有
し
て
い
た
彼
は
、
一
八
三
七
年
に
ホ
ジ
ソ
ン
か
ら
ネ
パ
ー
ル
に
お
い
て
収
集
さ
れ

た
多
く
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
仏
教
写
本
を
受
け
取
る
と
、
そ
の
な
か
か
ら
『
法
華
経
』
を
選
び
取
り
、
そ
の
研
究
に
着
手
し
た
（
ビ

ュ
ル
ヌ
フ
は
わ
ず
か
二
年
で
そ
の
全
訳
を
終
え
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
世
に
出
た
の
は
彼
が
亡
く
な
っ
た
一
八
五
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
）。
彼
は

『
法
華
経
』
の
翻
訳
の
出
版
よ
り
も
前
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
序
論
を
書
き
た
い
と
考
え
、
そ
の
成
果
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
一
八

四
四
年
の
『
イ
ン
ド
仏
教
史
序
説
』（Introduction à l ’histoire du buddhism

e indien

）
で
あ
る
。
全
六
四
〇
頁
か
ら
な
る
こ
の
大
著
は
、

お
も
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
仏
教
写
本
に
よ
り
な
が
ら
、
仏
教
の
教
理
や
教
団
に
つ
い
て
（
当
時
と
し
て
は
）
か
な
り
詳
細
か
つ
網
羅

的
に
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
同
書
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
ブ
ッ
ダ
理
解
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い11
。

　

は
じ
め
に
『
イ
ン
ド
仏
教
史
序
説
』
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
前
に
、
仏
教
研
究
史
に
お
け
る
同
書
の
意
義
と
そ
れ
が
後
世
に
与
え

た
影
響
を
評
し
た
ド
ナ
ル
ド
・
ロ
ペ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。

　

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
ブ
ッ
ダ
と
仏
教
を
初
め
て
、
後
に
非
常
に
根
付
き
自
然
な
も
の
と
な
る
仕
方
で
描
写
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
﹇
非

常
に
根
付
い
た
仏
教
理
解
﹈
の
起
源
が
一
八
四
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
術
書
に
あ
る
こ
と
は
最
終
的
に
忘
れ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の

う
ち
に
は
、
仏
教
が
イ
ン
ド
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
、
ブ
ッ
ダ
が
歴
史
的
人
物
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
恐
ら
く
と
り
わ
け
重
要
な
こ
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と
と
し
て
、
ブ
ッ
ダ
が
、
教
義
や
儀
礼
、
形
而
上
学
に
頼
る
こ
と
な
く
倫
理
と
道
徳
と
を
説
く
宗
教
の
、
人
間
的
な
教
師
、
あ
る

い
は
こ
と
に
よ
る
と
哲
学
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
と
言
え
る
（Lopez 2013, pp. 210‒11.

﹇ 

﹈
内
は
引
用
者

に
よ
る
補
記
）。

こ
れ
に
も
う
一
つ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ブ
ッ
ダ
の
生
没
年
に
関
し
て
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
同
書
に
お
い
て
は
中
国
の
年
代
記
を
明
確
に

否
定
し
て
ス
リ
ラ
ン
カ
の
伝
承
に
基
づ
き
紀
元
前
七
世
紀
と
し
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
る
と
（B

urnouf 1844 (1876), p. xxxvii

）、

こ
ん
に
ち
仏
教
に
関
し
て
当
た
り
前
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
事
柄
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
の
前
提
と
は
、（
年
代
に
関
し
て
は
若
干
の
差

が
あ
る
も
の
の
）
仏
教
は
紀
元
前
五
世
紀
頃
に
イ
ン
ド
に
現
れ
た
、
そ
し
て
非
常
に
優
れ
て
い
た
に
し
て
も
一
般
の
人
間
と
異
な
る
と

こ
ろ
の
な
い
一
人
の
歴
史
的
人
物
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
現
代
の
常
識
的
ブ
ッ
ダ
理
解
の
発
端
を
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
見
出
す
こ
と
に
対
し
て
は
異
論
も
あ
る
。
例
え
ば
マ
シ

ュ
ー
・
カ
プ
ス
タ
イ
ン
は
ロ
ペ
ス
の
同
書
に
対
す
る
書
評
の
な
か
で
、
十
七
世
紀
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
で
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
に
つ
い
て
学
ん
だ
者
た
ち
の
う
ち
に
、
す
で
に
ブ
ッ
ダ
を
一
人
の
人
間
と
み
な
す
理
解
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
し

（K
apstein 2015, p. 462

）、
ア
ー
ス
・
ア
ッ
プ
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
よ
り
も
約
三
〇
年
前
に
す
で
に
オ
ズ
レ
ー
が
ブ
ッ
ダ
を
一
人
の
人
間
と

み
な
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る12
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
す
で
に
本
稿
で
も
確
認
し
た
と
お
り
、
ブ
ッ
ダ
の
年
代
を
ス
リ
ラ
ン
カ
の
伝
承
に

従
い
紀
元
前
六
世
紀
頃
で
あ
る
と
す
る
説
を
唱
え
た
の
も
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
初
め
て
で
は
な
い
し
、
ま
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
こ
そ
が

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
仏
典
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
仏
教
の
地
理
的
起
源
は
イ
ン
ド
に
あ
る
と
最
初
に
主
張
し
た
の
も
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
そ
の
人

で
は
な
く
彼
に
写
本
を
送
っ
た
ホ
ジ
ソ
ン
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
そ
れ
ら
の
事
実
は
、
先
に
引
用
し
た
ロ
ペ
ス
の
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
評
を
必
ず
し
も
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
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ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
仕
事
の
意
義
は
、
彼
が
仏
教
に
関
す
る
前
代
未
聞
の
独
自
の
説
を
打
ち
立
て
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
彼

が
活
躍
し
た
十
九
世
紀
前
半
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
起
源
に
関
連
す
る
旧
来
の
諸
説
を
否
定
す
る
よ
う
な
新
た
な
説
が
複
数
唱
え
ら
れ
、

し
か
も
そ
れ
ら
の
勢
力
が
（
説
に
よ
っ
て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
）
徐
々
に
増
し
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て

彼
は
、
そ
れ
ら
個
々
の
新
説
を
言
わ
ば
有
機
的
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
、
従
来
の
も
の
と
は
全
く
一
線
を
画
し
た
（
そ
し
て
現
代
に

お
い
て
は
常
識
と
な
っ
て
い
る
）
仏
教
の
全
体
像
と
ブ
ッ
ダ
の
姿
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
─
そ
れ

こ
そ
が
彼
が
「
仏
教
学
の
父
」
と
言
わ
れ
る
所
以
な
の
で
あ
る
が
─
彼
が
そ
の
成
果
を
、
諸
々
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
仏
教
写
本
の
精

査
か
ら
導
出
し
た
も
の
と
し
て
発
表
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
に
は
、
い
ま
一
度
検
証
さ
れ
る
べ
き
重
大
な
問
題
が
含
ま

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
果
た
し
て
本
当
に
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
い
か
な
る
先
入
見
を
も
抱
く
こ
と
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
純
粋
に
科
学
的

0

0

0

0

0

0

・
客
観
的
に
文

0

0

0

0

0

献
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
疑
問
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
『
イ
ン
ド
仏
教
史
序
説
』
に
描
か
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
の
姿
に
つ
い
て
み
て
行
き
た
い
の
だ

が
、
そ
の
た
め
に
も
、
同
書
の
内
容
に
関
し
て
事
前
に
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
二
点
あ
る
。
第
一
の
点
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
も

明
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
同
書
の
目
的
が
オ
ズ
レ
ー
同
様
、
仏
教
（
と
り
わ
け
イ
ン
ド
仏
教
）
の
歴
史
の
解
明
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
な
ぜ
イ
ン
ド
仏
教
を
こ
と
さ
ら
に
取
り
上
げ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
彼
が
仏
教
を
、
イ
ン
ド
に
起
源
を
有
す
る
歴
史

的
事
象
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
同
書
の
冒
頭
に
お
い
て
、
仏
教
の
歴
史
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
イ
ン
ド
に
お

け
る
こ
の
宗
教
の
発
端
と
そ
の
後
の
変
遷
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
目
的
意
識
の
も
と
で
こ
の
研
究
に
着
手
し

た
と
表
明
し
て
い
る
（B

urnouf 1844 (1876), pp. X
X

X
V
‒X

X
X

V
I

）。
ま
た
、
彼
が
仏
教
経
典
を
紹
介
す
る
際
に
最
初
の
経
典
と
し
て

選
ん
だ
の
は
『
デ
ィ
ヴ
ィ
ヤ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』（D

ivyāvadāna

）
の
第
十
七
章
「
マ
ー
ン
ダ
ー
ト
リ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
」

（M
āndhātāvadāna

）
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
、
彼
が
そ
の
伝
説
的
要
素
に
満
ち
た
物
語
の
う
ち
に
、
ブ
ッ
ダ
の
人
間
と
し
て
の
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生
涯
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
（Ibid., p. 79

）。
彼
の
こ
の
歴
史
主
義
は
、
そ
の
後
の
近

代
仏
教
学
の
展
開
に
お
い
て
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
行
く
こ
と
と
な
る
。

　

そ
し
て
第
二
の
点
は
、
既
述
の
と
お
り
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
（
そ
し
て
パ
ー
リ
）
文
献
こ
そ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
と

み
な
し
た
の
だ
が
（Ibid., pp. 10‒12

）、
そ
れ
に
加
え
て
彼
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
諸
文
献
の
な
か
に
も
そ
の
成
立
の
古
い
も
の
と
新
し

い
も
の
が
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
経
典
の
新
古
に
つ
い
て
の
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
仮
説
は
、
彼
の
ブ
ッ
ダ
理
解
と
深
く

関
係
し
て
い
る
。

　

で
は
そ
の
経
典
に
関
す
る
新
古
の
区
別
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
彼
は
三
蔵
に
お
け
る
経
蔵
に
つ
い
て
説
明

す
る
な
か
で
、
そ
れ
は
仏
教
徒
に
よ
っ
て
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
形

式
と
言
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
と
哲
学
に
関
す
る
対
話
か
ら
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（Ibid., p. 32

）。
さ
ら
に
彼
は
、

伝
統
的
な
経
典
の
分
類
法
で
あ
る
十
二
分
教
の
な
か
に
、（
十
二
分
教
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
）「
経
」（sūtra

）
と
は
別
に
「
方
等
」

（vaipulya

）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
後
者
の
語
を
「
発
展
し
た
」
と
い
う
意
味
に
取
り
、
そ
れ
は
前
者
の
下
位
区
分
を
表

す
と
解
釈
し
た
（Ibid., pp. 55‒56

）。
そ
し
て
大
乗
経
典
に
つ
い
て
も
、「
方
等
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
発
展
し
た
経
典
に
属
す

る
も
の
と
捉
え
た
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
経
典
と
は
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
形
式
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
は
そ
れ
が
よ
り
古
い
時
代
に
成
立
し
た
（
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
ブ
ッ
ダ
の
実
際
の
教
説
に
近
い
）
も
の
で
あ
ろ
う
の
に
対
し
、
発
展
し
た

経
典
は
よ
り
複
雑
な
内
容
を
有
し
、
よ
り
新
し
い
と
考
え
た
（Ibid., pp. 92, 112‒14

）。

　

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
、
シ
ン
プ
ル
な
経
典
と
発
展
し
た
経
典
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
形
式
的
な
相
違
と
し
て
、
シ
ン
プ
ル
な
経
典
は
ほ
と

ん
ど
散
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
発
展
し
た
経
典
は
散
文
と
韻
文
か
ら
成
っ
て
お
り
、
韻
文
部
分
は
散
文
部
分
の
内
容
の
繰

り
返
し
で
粗
野
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
書
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（Ibid., pp. 90‒93

）。
ま
た
さ
ら
な
る
相
違
と
し
て
、
シ
ン
プ
ル
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な
通
常
の
経
典
に
お
い
て
は
節
度
の
あ
る
書
か
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
発
展
し
た
経
典
に
お
い
て
は
拡
張
の
跡
が
認
め
ら

れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（Ibid., pp. 94‒101

）。
そ
の
例
と
し
て
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
両
者
の
経
典
に
お
け
る
対
告
衆
の
相
違
を
挙
げ
て
い

る
。
シ
ン
プ
ル
な
経
典
の
対
告
衆
は
、
時
と
し
て
神
々
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
基
本
的
に
人
間
で
あ
り
、
か
つ
極
端
に
多
く
の

数
に
上
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
発
展
し
た
経
典
に
お
い
て
は
、
桁
外
れ
に
多
く
の
比
丘
・
比
丘
尼
や
神
々
、
さ
ら
に
は
シ
ン
プ
ル
な

経
典
に
は
そ
の
名
を
み
な
い
よ
う
な
神
話
的
諸
菩
薩
が
対
告
衆
と
し
て
登
場
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
シ
ン
プ
ル

な
経
典
と
し
て
頻
繁
に
言
及
し
て
い
る
の
は
『
デ
ィ
ヴ
ィ
ヤ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』
で
あ
り
、
発
達
し
た
経
典
と
み
な
し
て
い
る
の
は
大

乗
の
諸
経
典
や
『
ラ
リ
タ
・
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
』
な
ど
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
分
け
ら
れ
る
経
典
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
間
に
は
、
内
容
的
な
相
違
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
が
、

そ
の
一
つ
が
仏
や
菩
薩
の
描
か
れ
方
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
発
展
し
た
経
典
に
お
い
て
は
、
本
初
仏
（Ā

dibuddha

）
や

五
智
如
来
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
超
人
的
で
神
的
な
諸
仏
・
諸
菩
薩
が
数
多
く
登
場
す
る
の
に
対
し
、
シ
ン
プ
ル
な
経
典
に
お
い
て
は
、

過
去
仏
の
よ
う
に
複
数
の
仏
が
現
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
人
間
的
な
仏
で
あ
る
（Ibid., pp. 102‒8

）。
そ
し
て
そ
こ
に
お
い

て
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
歴
史
的
開
祖
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
で
あ
り
、
彼
も
ま
た
確
か
に
神
話
的
色
彩
を
帯
び
て
は
い
る
も
の
の
、

神
や
本
初
仏
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
人
間
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る13
。

　

さ
ら
に
シ
ン
プ
ル
な
経
典
に
は
、
そ
の
教
説
に
関
し
て
も
発
展
し
た
経
典
に
は
な
い
い
く
つ
か
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
挙
げ
て
い
る
の
が
、
シ
ン
プ
ル
な
経
典
に
は
、
外
教
の
者
た
ち
と
対
論
し
、
カ
ー
ス
ト
制
度
の

よ
う
な
既
存
の
秩
序
に
立
ち
向
か
い
な
が
ら
、
自
ら
の
教
え
や
信
仰
を
広
め
て
い
こ
う
と
奮
闘
す
る
ブ
ッ
ダ
や
そ
の
弟
子
た
ち
の
姿
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
こ
れ
は
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
シ
ン
プ
ル
な
経
典
を
よ
り
古
い
も
の
と
み
な
し
た
理
由
の
一
つ
で
も
あ
る
）。

そ
し
て
そ
の
教
説
は
、
い
ま
だ
教
理
的
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
形
而
上
学
的
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
慈
し
み
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と
忍
耐
と
貞
潔
を
重
視
す
る
道
徳
を
中
心
と
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
た
（Ibid., pp. 112‒36

）。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
理
解
す
る
ブ
ッ
ダ
の
姿
を
一
言
で
表
す
と
、
す
で
に
ロ
ペ
ス
の
引
用
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
て
い
た

と
お
り
、
道
徳
を
中
心
と
す
る
教
説
を
説
い
た
一
人
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
律
蔵
に
つ
い
て
解
説
す
る

な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

私
は
こ
こ
で
、
私
に
と
っ
て
最
も
古
い
と
映
る
仏
教
、
す
な
わ
ち
あ
え
て
そ
う
呼
ぶ
な
ら
ば
、
人
間
的
な
仏
教

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
特
に
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
全
く
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
道
徳
律
か
ら
成
り
、
そ
こ
に
お
い
て
ブ
ッ
ダ
と
は
、
一
定
の

知
性
と
徳
─
各
人
は
そ
れ
ら
を
自
ら
の
人
生
の
模
範
と
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
が
─
に
到
達
し
た
一
人
の
人
間
で
あ
る
と
信

じ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
（Ibid., p. 300. 

傍
点
引
用
者
）。

続
い
て
彼
は
、
古
い
時
代
の
イ
ン
ド
仏
教
に
お
い
て
は
「
崇
拝
」
と
い
う
、
宗
教
に
特
徴
的
な
行
為
が
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
主

張
す
る
な
か
で
、「
私
と
し
て
は
躊
躇
な
く
、
シ
ャ
ー
キ
ヤ
が
、
民
間
に
普
及
し
て
い
た
信
仰
に
代
わ
る
新
た
な
崇
敬
の
対
象
や
新
た

な
崇
拝
の
形
式
を
用
い
よ
う
と
い
う
考
え
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
信
じ
て
い
る
。
彼
は
一
人
の
哲
学
者
と
し
て
生
き
、
教
え
、
死
ん

で
行
っ
た
」（Ibid., p. 302

）
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
彼
は
、
仏
教
経
典
と
ヴ
ェ
ー
ダ
と
を
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

﹇
バ
ラ
モ
ン
教
の
宗
教
的
な
構
成
要
素
は
﹈
決
し
て
天
か
ら
降
っ
て
く
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
神
話
学
の
漠
然
と
し
た
領
域
─

そ
こ
に
お
い
て
読
者
は
、
時
間
も
場
所
も
も
は
や
確
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
空
虚
な
形
象
し
か
把
握
で
き
な
い
─
に
留
ま
っ
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て
い
る
が
、
仏
教
の
諸
聖
典
は
、
通
常
は
我
々
に
、
一
連
の
全
く
人
間
的
な
出
来
事
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
苦
行
者

と
な
り
、
バ
ラ
モ
ン
た
ち
と
戦
い
、
王
た
ち
─
彼
ら
の
名
前
は
そ
れ
ら
の
諸
聖
典
が
我
々
の
た
め
に
保
持
し
て
い
る
─
を
教

導
し
改
宗
さ
せ
る
一
人
の
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
﹇
に
つ
い
て
の
出
来
事
﹈
で
あ
る
（Ibid., p. 513. ﹇ 

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
記
）。

こ
こ
で
は
仏
教
の
諸
聖
典
の
内
容
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
よ
う
に
超
越
的
事
象
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
と
し
て
生
ま
れ

た
ブ
ッ
ダ
と
い
う
一
人
の
人
物
に
ま
つ
わ
る
人
間
的
な
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
に

と
っ
て
本
来
の
仏
教
や
ブ
ッ
ダ
は
、
超
越
的
な
も
の
と
は
全
く
関
わ
り
の
な
い
、
純
粋
に
現
世
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
現
に
彼
は
、

仏
教
に
は
「
そ
の
教
義
の
現
実
主
義
的
精
神
と
そ
の
物
質
主
義
、
さ
ら
に
は
そ
の
尋
常
さ
」（Ibid., p. 514

）
と
い
う
性
格
が
あ
る
と
主

張
す
る
。
ま
た
彼
は
、
ブ
ッ
ダ
の
身
体
に
備
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
三
十
二
相
に
関
し
て
も
、
人
間
の
身
体
美
の
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
を

表
し
た
も
の
だ
と
解
釈
し
た
（Ibid., pp. 308‒9

）。

　

ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
仏
教
文
献
か
ら
導
出
し
た
と
す
る
、
以
上
の
よ
う
な
彼
の
ブ
ッ
ダ
（
そ
し
て
仏
教
）
理
解
は
、
非
常
に
興
味
深
い
こ
と

に
、
オ
ズ
レ
ー
が
仏
教
文
献
に
よ
ら
ず
し
て
描
い
た
ブ
ッ
ダ
の
姿
、
す
な
わ
ち
「
偉
大
で
崇
高
な
道
徳14
を
説
い
た
人
類
の
教
師
、
人
間

ブ
ッ
ダ
」
と
極
め
て
よ
く
一
致
す
る
。
果
た
し
て
オ
ズ
レ
ー
は
並
外
れ
た
先
見
の
明
を
有
し
て
い
て
、
仏
教
文
献
を
読
ま
ず
と
も
そ
の

本
質
を
看
破
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
両
者
の
主
張
の
一
致
は
単
な
る
偶
然
の
産
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
い
ず
れ

の
可
能
性
も
が
当
た
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
残
さ
れ
た
答
え
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
オ
ズ
レ
ー
と
同
じ

ブ
ッ
ダ
理
解
を
予
め
有
し
て
い
て
、
そ
れ
に
適
合
す
る
仕
方
で
自
説
を
展
開
し
た
（
す
な
わ
ち
結
論
先
取
で
あ
っ
た
）
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
そ
し
て
い
ま
の
場
合
そ
れ
こ
そ
が
正
鵠
を
射
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
は
至
極
単
純
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
最
も
古
い
経
典
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
『
デ
ィ
ヴ
ィ
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ヤ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』
の
よ
う
な
文
献
に
お
い
て
す
で
に
、
シ
ュ
ラ
ー
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
に
お
け
る
双
神
変
な
ど
の
、
ブ
ッ
ダ
に
ま
つ
わ
る

超
自
然
的
で
奇
跡
的
物
語
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
自
身
も
そ
の
こ
と
に
度
々
言
及
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず15
、
彼
が
最
終
的
に
は
そ
れ
ら
の
物
語
を
無
視
し
て
「
人
間
ブ
ッ
ダ
」
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
ロ
ペ
ス
も
ま
た

『
イ
ン
ド
仏
教
史
序
説
』
を
評
す
る
な
か
で
「
し
か
る
に
こ
の
人
間
ブ
ッ
ダ
は
奇
跡
を
も
行
っ
た
の
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主
義
の
科

学
の
申
し
子
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
そ
れ
に
対
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
に
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
」（Lopez 2013, pp. 208‒9

）
と
述
べ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
の
指
摘
は
全
く
正
し
い
。

　

も
っ
と
も
、『
イ
ン
ド
仏
教
史
序
説
』
の
う
ち
に
オ
ズ
レ
ー
に
つ
い
て
の
言
及
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
彼
の
ブ
ッ

ダ
に
つ
い
て
の
著
作
を
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
こ
の
問
題
に
関
し
て
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
直
接
的
な
影

響
関
係
で
は
な
い
。
こ
こ
で
先
に
紹
介
し
た
ド
ロ
ワ
に
よ
る
オ
ズ
レ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。
ド

ロ
ワ
は
、
オ
ズ
レ
ー
が
そ
の
著
作
に
お
い
て
描
き
出
し
た
の
は
「
人
間
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
「
ブ
ッ
ダ
の
新
し
い
顔
の
最
初
の
ス
ケ
ッ
チ
」

で
あ
り
、「
そ
の
後
長
年
に
渡
っ
て
支
配
的
に
な
る
新
し
い
通
念
の
材
料
と
な
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
し
つ
つ
も
、
オ
ズ
レ
ー
そ
の
人

が
そ
う
し
た
新
た
な
ブ
ッ
ダ
の
姿
を
生
み
出
す
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
変
化
を
作
り
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
た
が
、

こ
れ
は
実
に
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
す
で
に
触
れ
た
十
七
世
紀
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
の
例
の
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
を
一

人
の
人
間
と
み
な
す
理
解
は
十
九
世
紀
以
前
に
も
単
発
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
し
か
し
十
九
世
紀
を
迎
え
る
と
、
そ
う
し
た

主
張
が
（
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
っ
て
）
言
わ
ば
同
時
多
発
的
に
示
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
て
、
そ
れ
が
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
大
き
な
潮
流
を
形
成
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
（
な
お
オ
ズ
レ
ー
と
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
以
外
で
当
時
そ
の
よ
う
な
主
張
を
唱
え
た
フ
ラ
ン
ス
人

と
し
て
は
、
自
然
学
者
で
一
七
九
八
年
に
ス
リ
ラ
ン
カ
に
渡
っ
た
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ゥ
ラ
ン
・
ド
ゥ
・
ジ
ョ
ワ
ン
ヴ
ィ
ユ
﹇
生
没
年
不
詳
﹈
の

名
前
を
挙
げ
て
お
こ
う16
）。
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こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
一
つ
の
見
解
が
誕
生
し
急
速
に
広
ま
っ
て
行

っ
た
根
本
の
原
因
は
、
そ
れ
ま
で
未
知
で
あ
っ
た
仏
教
文
献
の
発
見
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
客
観
的
考
察
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

十
九
世
紀
の
し
ば
ら
く
前
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
間
に
浸
透
し
支
配
的
と
な
っ
て
行
っ
た
新
た
な
も
の
の
見
方
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
オ
ズ
レ
ー
に
お
い
て
も
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
お
い
て
も
、
共
通
の
先
入
見
と
し
て
作
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
新
た
な
も
の
の
見
方
と
は
、
先
に
引
用
し
た
ロ
ペ
ス
の
指
摘
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
お
り
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
主
義
で
あ

る
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う17
。
実
際
、
オ
ズ
レ
ー
や
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
、
ブ
ッ
ダ
を
超
越
性
と
は
無
縁
の
一
人
の
哲
学
者
と
み
な
し
、

そ
の
教
説
を
、
世
俗
化
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
も
そ
の
価
値
を
認
め
得
る
よ
う
な
単
な
る
道
徳
に
還
元
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
見
方
は
啓
蒙
主
義
の
価
値
観
と
極
め
て
よ
く
符
合
す
る18
。

　

な
お
紙
幅
の
都
合
上
、
詳
し
い
紹
介
は
割
愛
す
る
が
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
仕
事
の
主
要
な
継
承
者
と
し
て
、
こ
こ

で
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ー
リ
学
者
、
Ｔ
・
Ｗ
・
リ
ズ
＝
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ズ19
（
一
八
四
三
┣
一
九
二
二
）
と
、
ド
イ
ツ
人
の
イ
ン
ド
学
者
、
ヘ
ル
マ

ン
・
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
（
一
八
五
四
┣
一
九
二
〇
）
の
二
人
の
名
前
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
な
か
で
も
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
は
、
一
八
八
一

年
に
上
梓
し
た
『
ブ
ッ
ダ
、
そ
の
生
涯
、
教
義
及
び
教
団
』（Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine G

em
einde

）
に
お
い
て
、
神
話
的

記
述
に
満
ち
た
仏
伝
の
な
か
か
ら
非
歴
史
的
と
思
わ
れ
る
内
容
を
除
外
す
る
こ
と
で
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
史
実
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

た
。
そ
し
て
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
と
同
様
に
、
そ
の
史
実
は
古
い
伝
承
に
こ
そ
残
っ
て
い
る
と
考
え
た
彼
は
、
パ
ー
リ
文
献
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
文
献
に
共
通
す
る
要
素
こ
そ
が
古
い
伝
承
で
あ
る
と
い
う
仮
説
の
も
と
、
両
文
献
を
比
較
し
て
そ
れ
を
特
定
し
よ
う
と
試
み
た
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
や
ろ
う
と
し
て
な
し
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
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ま 

と 

め

　

近
代
仏
教
学
は
、
実
際
に
仏
教
の
信
仰
を
有
す
る
者
た
ち
の
仏
教
理
解
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
信
仰
を
有
し
て
い
る
が
ゆ
え

に
偏
見
や
教
条
主
義
に
陥
る
と
批
判
す
る
一
方
、
自
ら
に
つ
い
て
は
文
献
学
と
い
う
方
法
論
に
根
ざ
し
た
純
粋
に
客
観
的
な
科
学
で
あ

る
こ
と
を
標
榜
す
る
。
と
こ
ろ
が
本
稿
の
考
察
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
、
実
に
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
近
代
仏
教

学
に
お
い
て
長
年
常
識
で
あ
り
続
け
て
き
た
、
偉
大
な
哲
学
者
と
し
て
の
人
間
ブ
ッ
ダ
と
い
う
理
解
こ
そ
、
近
代
啓
蒙
主
義
と
い
う
大

き
な
偏
見
の
産
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
近
代
的
な
「
人
間
ブ
ッ
ダ
説
」
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、

近
代
啓
蒙
主
義
的
先
入
見
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
確
か
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
は
こ
ん
に
ち
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
し
て

批
判
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
近
代
仏
教
学
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
以
降
の
多
く
の

研
究
者
に
よ
る
幾
重
も
の
試
行
錯
誤
を
経
て
そ
の
手
法
の
精
緻
さ
を
増
し
て
行
っ
た
し
、
そ
れ
に
文
献
学
以
外
の
考
古
学
的
発
見
な
ど

も
重
な
る
こ
と
で
、
そ
の
説
の
確
か
さ
は
す
で
に
十
分
に
検
証
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、

「
人
間
ブ
ッ
ダ
説
」
は
仮
説
と
し
て
提
示
さ
れ
た
当
初
は
「
先
入
見
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
後
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
正

し
さ
が
証
明
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
長
年
に
渡
り
学
界
の
通
念
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
す
で
に
過
去
の
拙
稿
に
お
い
て
論
じ
た
二
つ
の
こ
と
を
こ
こ
で
改
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
目
は
、
現

在
で
も
「
人
間
ブ
ッ
ダ
説
」
の
確
か
さ
は
何
ら
実
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
い
ま
だ
に
仮
説
の
域
を
出
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
言
う
と
、
確
か
に
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
以
降
多
く
の
学
者
た
ち
が
神
話
的
要
素
に
満
ち
た
仏
伝
の
な
か
か
ら
史
実
を
抽
出
す
る
べ

く
様
々
な
工
夫
を
講
じ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
不
可
能
な
試
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
新
田
二
〇
一
三
、
八
三
┣
八
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七
頁
）。
そ
し
て
二
点
目
は
、
本
当
に
文
献
の
記
述
に
忠
実
に
従
う
な
ら
ば
、
初
期
経
典
に
お
い
て
す
で
に
、
ブ
ッ
ダ
は
単
な
る
一
人
の

人
間
で
は
な
く
超
越
的
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
新
田
二
〇
一
三
、
八
九
┣
九
二
頁
）。
そ
れ
ゆ
え
ビ
ュ
ル
ヌ

フ
の
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
に
関
し
て
「
見
て
見
ぬ
ふ
り
」
を
し
な
い
限
り
、
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
単
な
る
一
人
の
人
間
で
あ
る
と
は
主
張

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
断
っ
て
お
く
と
、
以
上
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
を
始
め
と
す
る
近
代
仏
教
学
者
ら
の
仕
事
を

全
否
定
し
た
い
か
ら
で
は
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
の
業
績
の
う
ち
に
は
、
我
々
の
仏
教
理
解
を
深
め
る
う
え
で
資
す
る
も
の

が
非
常
に
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
─
こ
の
こ
と
の
重
大
さ
に
つ
い
て
は
ど
れ
ほ
ど

強
調
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
─
彼
ら
の
仕
事
は
伝
統
的
な
ブ
ッ
ダ
理
解
に
対
し
て
、
極
め
て
深
刻
な
破
壊
的
影
響
を

も
も
た
ら
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
予
告
的
に
一
言
付
言
し
て
お
き
た
い
。
十
九
世
紀
の
学

者
た
ち
は
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
よ
う
に
単
な
る
一
人
の
人
間
と
み
な
す
立
場
と
、
反
対
に
純
粋
に
神
話
的
存
在
で
あ
っ

て
歴
史
的
に
実
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
立
場
と
に
別
れ
て
論
争
を
繰
り
広
げ
、
最
終
的
に
は
前
者
の
立
場
が
勝
利
を
収
め
た
。
だ
が
一

見
正
反
対
に
映
る
こ
の
二
つ
の
立
場
は
、
伝
統
的
な
仏
教
徒
の
ブ
ッ
ダ
理
解
か
ら
す
る
と
ま
さ
に
同
じ
穴
の
狢
で
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず

れ
の
立
場
に
立
つ
に
し
て
も
、
ブ
ッ
ダ
を
理
解
す
る
う
え
で
の
最
も
肝
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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註１ 

そ
こ
で
は
「
イ
ン
ド
人
の
な
か
に
は
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
信
奉
す
る
人
々
が
い
る
。
彼
ら
は
こ
の
人
物
を
、
そ
の
卓
越
し
た
威
厳
の
ゆ
え
に
神
と

し
て
崇
め
て
き
た
」（『
ス
ト
ロ
マ
テ
イ
ス
』1, 71, 6

）
と
記
さ
れ
て
い
る
（
秋
山
二
〇
一
三
、
一
〇
四
頁
）。

２ 

ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ 

一
九
七
五
、
一
二
┣
一
五
頁
、A

lm
ond 1988, pp. 7‒11; 

ド
ロ
ワ 
二
〇
〇
二
、
五
一
┣
五
二
頁
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
二
〇
一
〇
、
三
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七
頁
、
七
三
┣
七
四
頁
、
ロ
ペ
ス 

二
〇
一
四
、
三
二
頁
、
下
田 

二
〇
一
〇
、
十
六
┣
十
七
頁
、
二
四
┣
二
六
頁
を
参
照
。

３ 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
を
「
イ
ン
ド
学
の
父
」
と
す
る
見
方
に
つ
い
て
は
下
田 

二
〇
一
〇
、
三
〇
頁
を
参
照
。

４ 
そ
れ
ゆ
え
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
ン
ド
学
者
ら
の
間
で
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
よ
り
も
仏
教
の
ほ
う
が
歴

史
の
古
い
宗
教
だ
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
古
く
か
ら
イ
ン
ド
に
存
在
し
て
い
た
仏
教
が
新
興
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
駆
逐

さ
れ
た
結
果
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
滅
び
、
そ
の
周
辺
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
の
み
残
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（A

lm
ond 1988, p. 29; 

ド
ロ
ワ 
二
〇
〇
二
、
八
八
┣
九
六
頁
）。

５ 

十
八
世
紀
末
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
の
生
没
年
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、D

ietz 1995, pp. 39‒43

を
参
照
。

６ 

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
「
二
人
の
ブ
ッ
ダ
説
」
は
、
一
七
八
八
年
の
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
年
代
学
に
つ
い
て
」（“O

n the C
hronology of the H

indus ”

）
と

い
う
論
文
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
（Jones 1799, pp. 281‒313

）。
な
お
こ
の
点
に
関
し
て
は
ロ
ペ
ス 

二
〇
一
四
、
三
三
頁
を
参
照
。

７ 

ブ
ッ
ダ
＝
エ
チ
オ
ピ
ア
人
説
に
つ
い
て
は
、
ド
ロ
ワ 

二
〇
〇
二
、
六
三
┣
六
七
頁
、
九
六
┣
九
九
頁
、Lopez 2013, pp. 154‒55; 

ロ
ペ
ス 

二
〇

一
四
、
三
四
頁
を
参
照
。

８ 

同
書
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
の
年
代
に
関
す
る
議
論
はB

urnouf and Lassen 1826, pp. 46‒65

に
あ
る
。

９ 

彼
の
著
作
の
多
く
は
、
彼
と
ゆ
か
り
の
あ
っ
た
地
元
の
町
の
歴
史
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（A

pp 2017, pp. 6‒8

）。

10 

ド
ロ
ワ 

二
〇
〇
二
、
七
〇
┣
七
一
頁
（
原
文
、D

roit 1997, p. 62

）。
な
お
訳
文
中
の
「
長
年
に
渡
っ
て
」
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
、
邦
訳
で
は

「
何
年
間
も
」
と
あ
る
が
、
原
文
に
従
い
修
正
し
た
。

11 

こ
れ
に
関
し
て
はLopez 2013, pp. 195‒211
を
も
参
照
の
こ
と
。

12 
A

pp 2017, pp. 25‒26. 

だ
が
オ
ズ
レ
ー
は
、
仏
教
の
地
理
的
起
源
に
つ
い
て
は
イ
ン
ド
で
は
な
く
ス
リ
ラ
ン
カ
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
（A

pp 
2017, p. 52

）。

13 
B

urnouf 1844 (1876), p. 105. 

な
お
後
述
の
と
お
り
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
ブ
ッ
ダ
の
伝
承
の
な
か
に
含
ま
れ
る
神
話
的
・
超
人
的
要
素
に
つ
い
て

言
わ
ば
「
見
て
見
ぬ
ふ
り
」
を
し
て
い
た
た
め
、
人
間
ブ
ッ
ダ
が
「
神
格
化
さ
れ
た
」
と
明
言
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
整
理
し

た
と
お
り
、
彼
は
成
立
が
古
い
と
さ
れ
る
経
典
に
お
い
て
は
人
間
的
な
仏
し
か
現
れ
な
い
一
方
で
、
成
立
の
新
し
い
と
さ
れ
る
経
典
に
お
い
て
は

神
話
的
・
超
人
的
諸
仏
が
登
場
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
「
仏
」
概
念
に
つ
い
て
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
人
間
的
な
も
の
か
ら

神
的
な
も
の
へ
と
発
展
し
た
と
み
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
発
想
は
い
わ
ゆ
る
人
間
ブ
ッ
ダ
の
神
格
化
説
と
紙
一
重
で
あ
る
と
言

え
る
。

14 

オ
ズ
レ
ー
が
仏
教
の
道
徳
を
「
偉
大
で
崇
高
な
」
も
の
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
だ
が
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
も
ま
た
仏
教
に
つ
い
て
、
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普
遍
的
な
慈
し
み
の
原
理
を
有
し
た
、
古
代
ア
ジ
ア
の
諸
宗
教
の
な
か
で
最
上
位
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
高
く
評
価
し
て
い
る

（B
urnouf 1844 (1876), p. 300

）。

15 
例
え
ば
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
、
双
神
変
を
伝
え
る
『
デ
ィ
ヴ
ィ
ヤ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』
の
第
十
二
章
「
プ
ラ
ー
テ
ィ
ハ
ー
ル
ヤ
・
ス
ー
ト
ラ
」

（Prātihārya-sūtra

）
の
ほ
ぼ
全
文
を
も
訳
出
し
て
い
る
（B

urnouf 1844 (1876), pp. 144‒68

）。

16 

彼
は
奇
し
く
も
十
九
世
紀
を
迎
え
た
ば
か
り
の
一
八
〇
一
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
紹
介
す
る
な
か
で
、「
彼
﹇
ブ
ッ

ダ
﹈
を
尊
敬
し
て
い
る
シ
ン
ハ
ラ
人
た
ち
の
見
解
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
我
々
は
彼
を
一
人
の
人
間
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」

（Joinville 1801, p. 400. ﹇ 

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
記
）
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
ジ
ョ
ワ
ン
ヴ
ィ
ユ
に
つ
い
て
はLopez 2016, pp. 175‒78

を

参
照
。

17 

ロ
ペ
ス
同
様
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
ト
ロ
テ
ィ
ニ
ョ
ン
も
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
「
啓
蒙
の
世
紀
の
後
継
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
（
ト
ロ
テ
ィ

ニ
ョ
ン
二
〇
一
七
、
八
一
頁
）。
ま
た
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
『
イ
ン
ド
仏
教
史
序
説
』
に
お
い
て
、
バ
ラ
モ
ン
教
に
対
し
て
概
し
て
批
判
的
な
立
場
を

取
る
一
方
、
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
は
カ
ー
ス
ト
制
度
も
含
め
た
既
存
の
秩
序
に
否
定
的
で
あ
っ
た
と
し
て
称
賛
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
ロ
ペ
ス
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
て
誕
生
し
た
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
市
民
で
あ
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
を
嫌
っ
て
い
た
こ
と
と
少

な
か
ら
ず
関
係
し
て
い
る
と
み
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
（Lopez 2013, pp. 203‒4

）。
な
お
ア
ー
モ
ン
ド
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
に
対
す
る
批
判
的
態
度
が
十
九
世
紀
以
前
か
ら
認
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
十
九
世
紀
を
迎
え
る
と
そ
れ
が
一
層
硬
化
し
て
行
く
と
と
も
に
、

カ
ー
ス
ト
制
度
を
批
判
し
て
平
等
を
説
い
た
イ
ン
ド
の
改
革
者
と
し
て
ブ
ッ
ダ
を
称
賛
す
る
声
が
高
ま
っ
て
行
っ
た
と
い
う
（A

lm
ond 1988, 

pp. 69‒77

）。

18 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
イ
ン
ド
学
が
確
立
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ブ
ッ
ダ
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
を
追
求
し
始
め
た
ま
さ
に
十
八
世
紀

後
葉
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
学
に
お
い
て
も
、
伝
統
的
な
神
学
的
観
点
に
よ
る
こ
と
な
く
、
史
的
資
料
の
批
判
的
分
析
を
と
お
し
て
歴
史
的
人
物
と

し
て
の
イ
エ
ス
像
、
い
わ
ゆ
る
「
史
的
イ
エ
ス
」
に
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
が
始
ま
っ
た
（
な
お
十
八
世
紀
後
葉
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
イ
エ

ス
伝
研
究
に
つ
い
て
は
、
医
師
で
あ
り
か
つ
神
学
者
・
哲
学
者
で
も
あ
っ
た
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
る
研
究
が
あ
る
﹇
シ
ュ
ヴ

ァ
イ
ツ
ァ
ー 

二
〇
〇
二
﹈）。
ア
ー
モ
ン
ド
の
『
仏
教
の
英
国
的
発
見
』（The British D

iscovery of Buddhism

）
と
い
う
著
作
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
に
お
け
る
仏
教
に
つ
い
て
の
言
説
を
詳
細
に
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
な
か
で
、
十
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る

イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
の
探
求
が
、
当
時
は
大
陸
で
盛
ん
で
あ
っ
た
史
的
イ
エ
ス
の
探
求
か
ら
、
直
接
的
と
ま
で
は
言
え
な
い

に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
間
接
的
な
影
響
を
受
け
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
が
（A

lm
ond 1988, pp. 66‒67

）、
こ
の
推
測
は
的
を

射
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
た
だ
し
史
的
イ
エ
ス
の
探
求
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
な
か
か
ら
内
在
的
に
興
っ
て
き
た
の
に
対
し
、
人
間
ブ
ッ
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ダ
の
探
求
は
仏
教
伝
統
の
外
部
に
身
を
置
く
観
察
者
﹇
す
な
わ
ち
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
﹈
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
い
っ
た
こ
と
も
含
め
、
両
者

の
間
に
は
留
意
す
べ
き
相
違
点
も
少
な
く
な
い
）。

 
　

だ
が
、
こ
こ
で
も
重
要
な
の
は
、
両
者
の
間
に
ど
れ
ほ
ど
直
接
・
間
接
的
影
響
関
係
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
両
者
が
共
通

し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
主
義
的
精
神
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
著
作
の
訳
者
で
あ
る
遠
藤

彰
と
森
田
雄
三
郎
は
、
同
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
学
に
お
い
て
史
的
イ
エ
ス
の
探
求
が
始
め
ら
れ
た
時
代
的
背
景
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 

　
　

  

す
な
わ
ち
「
史
的
イ
エ
ス
」
の
追
求
は
、
長
い
キ
リ
ス
ト
教
会
と
神
学
の
歴
史
に
あ
っ
て
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
歴

史
意
識
の
自
覚
と
あ
い
ま
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
が
近
代
的
学
問
の
史
的
方
法
と
歴
史
理
解
と
を
自
己
の
う
ち
に
醸
成
し
て
行
く
過

程
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
伝
研
究
は
は
じ
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。
だ
い
た
い
十
八
世
紀
ま
で
の
教
会
は
福
音
書
の
記
事
を
イ
エ
ス
の
歴
史
そ
の

も
の
と
単
純
に
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
状
況
の
中
か
ら
学
問
的
イ
エ
ス
伝
研
究
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
第
一

段
階
と
し
て
、
啓
蒙
主
義
的
合
理
主
義
の
洗
礼
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
（
遠
藤
・
森
田 

二
〇
〇
二
、
四
〇
二
頁
）。

19 

彼
は
自
ら
の
著
書
『
仏
教
─
ガ
ウ
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
と
教
説
の
概
略
』（Buddhism

: Being a Sketch of the Legend and Teachings of 
G

autam
a, the Buddha, 1877

）
の
序
論
（R

hys-D
avids 1877 (1912), pp. 3‒17

）
に
お
い
て
、
そ
の
著
作
の
目
的
に
つ
い
て
、
仏
教
の
発
展
の

歴
史
を
た
ど
る
た
め
、
ま
ず
は
最
初
期
の
仏
教
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
表
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ビ

ュ
ル
ヌ
フ
の
著
作
の
狙
い
と
完
全
に
符
合
す
る
。
そ
し
て
パ
ー
リ
文
献
こ
そ
古
い
時
代
の
仏
教
の
姿
を
い
ま
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て

い
た
彼
は
、
同
書
に
お
い
て
、
お
も
に
そ
の
パ
ー
リ
文
献
に
よ
り
な
が
ら
、
自
ら
の
判
断
で
後
代
の
脚
色
と
思
わ
れ
る
要
素
を
排
し
つ
つ
、
ブ
ッ

ダ
の
生
涯
や
そ
の
教
義
、
教
団
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
的
に
ま
と
め
て
い
る
。

 

（
大
谷
大
学
准
教
授　

仏
教
学
）

 
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
近
代
、
仏
教
研
究
史
、
神
格
化
説




