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ブ
ッ
ダ
の
歴
史
性
へ
の
懐
疑
と 

仏
伝
へ
の
神
話
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
の
一
考
察

—

仏
教
伝
統
に
内
在
的
な
ブ
ッ
ダ
理
解
へ
の
一
助
と
し
て—

新　
　

田　
　

智　
　

通

は
じ
め
に

　

こ
の
小
論
は
、
拙
稿
「
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
」（『
大
谷
学
報
』
第
一
〇
一
巻
第
一
号
﹇
二
〇
二
一
﹈
所
収
）
に
お
い
て
紙
幅
の
都
合
か
ら
十
分
に
論
じ
得
な
か
っ
た
こ
と
を
補

う
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
拙
稿
で
は
、
こ
ん
に
ち
学
界
に
お
い
て
通
念
と
な
っ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
理
解
、
す
な
わ
ち
、
ブ

ッ
ダ
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
優
れ
て
い
た
に
し
て
も
超
越
的
・
神
的
な
も
の
と
は
無
縁
な
一
人
の
人
間
（
哲
学
者
・
教
師
）
で
あ
り
、
彼
に
つ
い

て
の
様
々
な
神
話
的
・
超
人
的
描
写
は
、
彼
が
そ
の
死
後
に
神
格
化
さ
れ
た
結
果
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
、
い
つ
ど
の

よ
う
な
過
程
を
経
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
は
仏
教
文
献
を
客
観
的
に
吟
味
す
る
こ
と
か
ら

導
出
さ
れ
た
も
の
で
は
全
く
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
主
義
に
由
来
す
る
先
入
見
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を

こ
ん
に
ち
流
布
し
て
い
る
仕
方
で
確
立
さ
せ
た
の
が
、「
仏
教
学
の
父
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
（
一
八
〇
一
┣

一
八
五
二
）
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
ブ
ッ
ダ
理
解
に
お
い
て
は
、
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
は
大
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
加
え
て
（
こ
れ
は
合
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理
主
義
的
思
考
が
染
み
付
い
た
現
代
人
に
と
っ
て
は
不
可
疑
の
こ
と
と
映
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
こ
に
は
い
か
な
る
客
観
的
根
拠
も
な
い
の
だ
が
）

彼
に
関
す
る
様
々
な
神
話
的
・
奇
跡
的
描
写
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た

近
代
仏
教
学
は
歴
史
主
義
的
傾
向
を
色
濃
く
有
し
て
お
り
、
多
く
の
研
究
者
の
関
心
事
は
仏
教
や
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
を
解
明

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
た
め
、
彼
ら
は
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
伝
承
（
仏
伝
）
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
思
わ
れ
る
も
の
を
除
去
す
る
こ
と
で
、
そ

の
歴
史
的
事
実
を
解
明
す
る
こ
と
に
心
血
を
注
い
で
き
た
。
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
研
究
手
法
を
「
歴
史
還
元
主
義

的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

　

だ
が
、
仏
教
学
の
黎
明
期
で
あ
っ
た
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
の
仏
伝
研
究
も
な
さ
れ

た
。
そ
の
よ
う
な
立
場
と
し
て
大
き
く
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
歴
史
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ

に
お
い
て
大
前
提
と
さ
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
に
つ
い
て
─
「
ブ
ッ
ダ
は
歴
史
的
に
実
在
し
な
か
っ
た
」
と
積
極
的
に
断

定
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
可
能
性
も
含
め
─
懐
疑
的
に
み
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
懐
疑
的
ア
プ
ロ
ー

チ
」
は
、
一
見
す
る
と
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
を
否
定
す
る
と
い
う
点
で
歴
史
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
対
極
に
位
置
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
両
者
と
も
「
歴
史
主
義
」
と
い
う
同
じ
土
俵
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
第
三
の
立
場
は
、
い
わ
ば
「
神
話
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
仏
伝
は
そ
の
大
部
分
が
神
話
的
要
素
か
ら

成
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
神
話
的
部
分
を
無
価
値
な
も
の
と
し
て
考
察
対
象
か
ら
除
外

し
、
わ
ず
か
な
残
滓
に
つ
い
て
の
み
検
討
し
て
き
た
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
（
さ
ら
に
懐
疑
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
そ
の
残
滓
の
価
値
す
ら

疑
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
）。
そ
れ
に
対
し
こ
の
第
三
の
立
場
を
取
る
研
究
者
ら
は
、
仏
伝
を
歴
史
資
料
と
し
て
で
は
な
く
神
話
と
し
て
受
け

止
め
象
徴
的
に
読
み
解
く
こ
と
で
、
仏
伝
の
主
題
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

歴
史
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
お
い
て
誕
生
す
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
冒
頭
に
示
し
た
拙
稿
に
お
い

て
論
じ
た
。
な
お
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
以
降
は
、
多
く
の
研
究
者
が
そ
の
方
法
論
に
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
、
よ
り
確
か
ら
し
い
「
人
間
ブ
ッ
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ダ
」
像
に
迫
ろ
う
と
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
試
み
は
成
功
し
た
と
は
言
え
な
い
の
だ
が1
、
そ
れ
ら
の
研
究
に
つ
い
て
こ
こ
で

こ
れ
以
上
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
こ
と
と
し
、
本
稿
で
は
、
と
り
わ
け
我
が
国
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
先
述
の
第
二
、
第
三
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
概
略
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。
ま
た
、
二
十
世
紀
以
降
の
仏
教
学
の
展
開
に

お
い
て
は
歴
史
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
研
究
が
圧
倒
的
に
主
流
を
な
し
て
き
た
の
だ
が
、
第
二
の
懐
疑
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も
未

だ
に
全
く
潰
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
次
に
近
年
に
な
さ
れ
た
そ
う
し
た
懐
疑
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
、
最

後
に
従
来
の
仏
伝
研
究
の
問
題
点
に
つ
い
て
総
括
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
研
究
発
展
の
一
助
と
し
た
い
。

一　

十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
議
論

（
一
）
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
に
対
す
る
懐
疑
的
立
場

　

初
め
に
、
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
、
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
に
対
す
る
懐
疑
的
な
立
場
に
つ
い
て
み
て
行
こ
う
。
管
見

の
限
り
、
最
も
明
確
に
こ
う
し
た
立
場
を
取
っ
た
論
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
東
洋
学
者
で
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
初
代
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
教
授
で
あ
っ
た
ホ
ー
ラ
ス
・
ヘ
イ
マ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
一
七
八
六
┣
一
八
六
〇
）
で
あ
る
。
彼
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
『
イ
ン
ド
仏
教

史
序
説
』（Introduction à l’histoire du buddhism

e indien, 1844
）
─
こ
の
著
作
に
お
い
て
近
代
仏
教
学
の
基
礎
的
手
法
が
確
立
さ
れ
る
と
と

も
に
、
こ
ん
に
ち
流
布
し
て
い
る
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
常
識
的
な
理
解
の
大
枠
が
表
明
さ
れ
た
─
が
上
梓
さ
れ
る
よ
り
も
前
の
一
八
二
八

年
に
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
過
去
七
仏
や
弥
勒
に
つ
い
て
、「
神
格
化
さ
れ
た
仏
で
あ
る
教
師
た
ち
、
あ
る
い
は
人
間
と

し
て
の
仏
た
ち
」
と
言
及
し
た
う
え
で
、
現
存
し
て
い
る
仏
教
伝
統
の
お
そ
ら
く
は
開
祖
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ブ
ッ
ダ
を
も
含
め
、
そ

れ
ら
諸
仏
の
う
ち
一
体
何
人
が
実
際
に
存
在
し
た
か
は
非
常
に
疑
わ
し
い
と
述
べ
て
い
る
（W

ilson 1828, pp. 455‒456

）。
彼
が
ブ
ッ
ダ
を

も
含
む
過
去
七
仏
の
歴
史
的
実
在
性
を
疑
っ
た
理
由
は
、
当
時
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
を
除
い
て
は
過
去
諸
仏
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
都
の

場
所
が
特
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
な
お
ヴ
ァ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
は
、
ブ
ッ
ダ
の
一
つ
前
の
第
六
仏
で
あ
る
カ
ッ
サ
パ
の
都
で
あ
っ
た
と
伝
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え
ら
れ
て
い
る2
）。
彼
は
ま
た
そ
の
四
年
後
に
発
表
し
た
論
文
に
お
い
て
も
、
ブ
ッ
ダ
が
歴
史
的
に
実
在
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
未
だ
確

定
し
得
な
い
と
い
う
見
解
を
示
唆
し
て
い
る
（W

ilson 1832, p. 256

）。

　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
と
親
交
を
も
っ
て
お
り
（D

rew
es 2017, p. 7, n. 15

）、
当
然
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
『
イ
ン
ド
仏
教
史
序
説
』
を
も

読
ん
で
い
た
の
だ
が
、
し
か
し
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
に
対
す
る
彼
の
懐
疑
的
態
度
は
、
そ
の
著
作
の
出
版
後
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
彼
は
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
他
界
し
た
二
年
後
の
一
八
五
四
年
に
王
立
ア
ジ
ア
協
会
で
行
っ
た
「
ブ
ッ
ダ
と
仏
教
に
つ
い
て
」（“O

n 

B
uddha and B

uddhism
”

）
と
い
う
題
目
の
講
演
の
冒
頭
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ブ
ッ
ダ
や
彼
の
名
を
有
す
る
宗
教
体
系
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
場
所
、
な
か
で
も
こ
の
協
会
に
お
い
て
、
多
く
の
こ
と
が
書
か
れ
、

多
く
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
歴
史
と
教
義
と
に
関
す
る
多
く
の
事
項
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
抱
か
れ
広
め
ら
れ
て

き
た
諸
見
解
は
、
不
十
分
な
情
報
に
基
づ
い
て
承
認
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
幾
分
拙
速
に
広
め
ら
れ
た
と
疑
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。（W

ilson 1856, p. 229.

）

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
に
語
る
と
、
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
従
来
の
主
要
な
諸
説
を
取
り
上
げ
吟
味
し
た
う
え
で
、
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
の
物

語
に
つ
い
て
、
奇
跡
を
別
に
す
れ
ば
全
く
あ
り
得
な
い
こ
と
と
は
言
え
な
い
が
、
し
か
し
同
時
に
、
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
は
い
く
つ

か
の
点
で
疑
わ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
彼
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
第
一
の
理
由
は
、
各
地
に
伝
わ
る
仏
教
文
献
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る

ブ
ッ
ダ
の
生
没
年
に
つ
い
て
の
記
述
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
お
り
、
北
伝
と
南
伝
と
を
比
較
し
て
も
五
百
年
も
の
開
き
が
認
め
ら
れ
る

と
い
う
点
で
あ
る3
。
つ
ま
り
、
も
し
ブ
ッ
ダ
が
実
在
の
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
生
没
年
に
つ
い
て
の
伝
承
に
多
少
の
相
違
は
あ
り
得

る
に
し
て
も
、
五
百
年
も
の
隔
た
り
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
に
違
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
加
え
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
第
二
の
理
由

と
し
て
、「
釈
迦
族
」
と
い
う
部
族
の
名
称
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
伝
承
の
う
ち
に
根
拠
を
見
い
だ
し
得
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
伝
説
も
不
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条
理
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
仏
伝
に
登
場
す
る
様
々
な
人
物
や
都
市
の
名
称
も
寓
意
的
で
あ
っ

て
、
そ
の
実
在
性
が
確
認
で
き
な
い
も
の
が
多
い
と
指
摘
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
彼
は
ブ
ッ
ダ
が
歴
史
的
に
実
在
し
な
か
っ

た
可
能
性
も
あ
り
得
る
と
述
べ
て
い
る
。（W

ilson, 1856, pp. 247‒248.

）

　

ま
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
よ
う
に
ブ
ッ
ダ
の
実
在
性
そ
の
も
の
ま
で
を
も
疑
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
ん
に
ち
に
伝
わ
る
仏
伝
の
記
述
の

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
懐
疑
的
な
眼
差
し
を
向
け
た
学
匠
に
、
同
じ
く
イ
ギ
リ
ス
人
の
ロ
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
ス
・
ハ
ー
デ
ィ
ー
（
一
八
〇
三
┣

一
八
六
八
）
が
い
る
。
彼
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
宣
教
師
と
し
て
ス
リ
ラ
ン
カ
に
も
長
ら
く
滞
在
し
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
の
批
判
的
な
視
点

か
ら
仏
教
に
つ
い
て
学
び
、
多
く
の
著
作
を
残
し
た
。
彼
は
一
八
五
三
年
に
上
梓
し
た
『
仏
教
の
手
引
書
』（M

anual of Buddhism

）
に
お

い
て
、
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
や
彼
の
弟
子
た
ち
に
ま
つ
わ
る
仏
典
の
記
述
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ゴ
ー
タ
マ
の
広
範
な
生
涯
に
つ
い
て
の
資
料
は
十
分
あ
り
、
彼
の
よ
り
直
接
の
弟
子
た
ち
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
出
来
事
も
ほ
と
ん
ど

同
程
度
存
在
す
る
。
だ
が
そ
の
大
部
分
は
、
単
な
る
不
条
理
な
こ
と
の
塊
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
妨
げ
ら
れ
た
眠
り
に

お
い
て
見
る
一
連
の
夢
の
詳
細
が
喚
起
す
る
で
あ
ろ
う
の
と
同
程
度
の
、
わ
ず
か
な
興
味
し
か
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
出
来
事
は
、
た
ぶ
ん
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
我
々
が
、
真
実
を
選
び
取
り
誤
り
を

排
除
す
る
こ
と
を
我
々
に
可
能
に
す
る
よ
う
な
い
く
ら
か
の
魔
法
の
よ
う
な
力

0

0

0

0

0

0

0

を
有
し
て
い
た
な
ら
ば
、
一
つ
の
歴
史
─
と
は
言

え
そ
れ
は
、
そ
の
﹇
出
来
事
﹈
が
教
え
る
訓
戒
と
同
等
の
重
要
性
を
ほ
と
ん
ど
有
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
─
を
描
け

た
か
も
し
れ
な
い
。
…
…
い
つ
の
日
か
一
人
の
才
能
あ
る
鑑
定
家
が
現
れ
て
、
自
ら
の
識
別
術
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
題
材
を
、
こ
れ

ら
四
つ
の
分
類
─
す
な
わ
ち
、
純
粋
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
不
確
か
な
こ
と
、
確
か
ら
し
い
こ
と
、
確
立
さ
れ
た
事
実
─
の
い
ず

れ
か
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
の
間
は
、
我
々
は
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
型
で
の
伝
説
に
─
そ
れ
が

長
年
の
間
に
取
り
入
れ
て
き
た
す
べ
て
の
蓄
積
物
を
含
め
る
か
た
ち
で
─
甘
ん
じ
る
他
な
い
の
で
あ
る
。（H

ardy 1853, p. 139.  

傍
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点
引
用
者
。﹇　

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
記
。）

こ
こ
に
お
い
て
ハ
ー
デ
ィ
ー
は
、
断
定
的
な
表
現
を
避
け
な
が
ら
も
、
仏
伝
の
伝
え
る
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
の
物
語
に
関
し
て
、
歴
史
的
事
実

に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
部
分
は
「
不
条
理
な
」
も
の
─
す
な
わ
ち
「
純
粋
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
や
「
不
確

か
な
こ
と
」
─
か
ら
な
っ
て
い
る
と
み
て
い
る
。
仏
伝
の
う
ち
に
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
「
事
実
」
と
が
混
在
し
て
い
る
と
す
る
点

に
お
い
て
、
こ
の
ハ
ー
デ
ィ
ー
の
見
方
は
、
仏
伝
か
ら
事
実
を
抽
出
し
よ
う
と
試
み
た
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
や
彼
の
後
継
者
ら
と
基
本
的
に
変
わ

り
が
な
い
。
た
だ
し
ハ
ー
デ
ィ
ー
は
、
そ
の
事
実
の
抽
出
は
未
だ
果
た
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
に
は
「
魔
法
の
よ
う
な
力
」

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
彼
は
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
不
可
知
論
的
な
立
場

を
取
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
彼
は
一
八
六
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
仏
教
徒
た
ち
の
伝
説
と
理
論
』（The Legends and Theories of the 

Buddhists

）
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
「
ブ
ッ
ダ
の
年
代
も
、
そ
の
個
人
存
在
す
ら
も
、
議
論
の
余
地
の
な
い
ほ
ど
に
確
立
さ
れ
て
は
い
な

い
」（H

ardy 1866, p. xiii

）
と
述
べ
て
い
る
。

　

な
お
宣
教
師
で
あ
っ
た
彼
は
、
仏
教
に
つ
い
て
一
定
の
評
価
を
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
科
学
的
事
実
や
道
徳
原
理
に
関
し
て
無
知
で
あ

っ
て
、
迷
信
的
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
と
み
な
し
て
い
た
（H

ardy 1866, pp. xiii, 70‒79

）。
彼
の
死
後
、
一
八
七
四
年
に
出
版
さ
れ
た

『
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
比
較
』（C

hristianity and Buddhism
 C

om
pared

）
に
お
い
て
、
彼
は
イ
エ
ス
と
ブ
ッ
ダ
と
を
比
較
す
る
に
あ
た
り
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
々
が
行
お
う
と
し
て
い
る
対
比
﹇
＝
イ
エ
ス
と
ブ
ッ
ダ
と
の
比
較
﹈
を
や
り
遂
げ
る
う
え
で
の
困
難
は
、
次
の
こ
と
を
思
い
起
こ

し
た
と
き
に
一
層
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
す
る
仏
教
に
伝
わ
る
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
は
、
お
そ
ら
く
は
真
実
の
伝
承
の
か

す
か
な
兆
し
か
ら
形
成
さ
れ
た
の
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
専
ら
想
像
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
対
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比
は
、
実
に
歴
史
と
伝
説
、
真
実
の
出
来
事
と
空
想
の
物
語
の
間
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
命
の
言
葉
」
─
そ
れ
に
つ
い
て
使
徒

ヨ
ハ
ネ
が
「
我
々
が
聞
き
、
目
で
見
、
よ
く
見
て
、
手
で
触
れ
た
も
の
」
と
言
い
得
た
も
の
─
と
、
東
洋
の
ヤ
シ
の
木
の
下
で
瞑

想
に
ふ
け
っ
て
い
た
苦
行
者
の
脳
内
で
形
作
ら
れ
た
幻
影
─
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
夢
を
書
き
留
め
、
そ
れ
ら
に
諸
々
の
名
前
を
付
加

し
、
そ
れ
ら
の
記
録
を
歴
史
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
─
と
の
間
の
も
の
な
の
で
あ
る4
。

そ
の
根
拠
を
全
く
示
す
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
聖
書
の
記
述
を
史
実
と
み
な
す
一
方
で
仏
伝
を
空
想
の
産
物
と
決
め
付
け
て
い
る
と
こ
ろ
に

は
、
い
か
に
も
こ
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宣
教
師
ら
し
い
偏
見
が
み
て
取
れ
る
の
だ
が
、
い
ま
そ
の
問
題
は
さ
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

こ
こ
で
も
ハ
ー
デ
ィ
ー
は
、「
現
存
す
る
仏
教
に
伝
わ
る
シ
ャ
ー
キ
ヤ
ム
ニ
」、
す
な
わ
ち
彼
と
同
時
代
の
ア
ジ
ア
世
界
の
仏
教
徒
ら
が
保

持
し
て
い
た
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
伝
承
が
、「
お
そ
ら
く
は
真
実
の
伝
承
の
か
す
か
な
兆
し
か
ら
形
成
さ
れ
た
の
で
は
あ
ろ
う
」
と
い
う

よ
う
に
、
何
ら
か
の
過
去
の
歴
史
的
事
実
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
可
能
性
を
、
推
測
的
な
表
現
を
用
い
な
が
ら
も
認
め
て
い
る
。
し
か

し
同
時
に
ハ
ー
デ
ィ
ー
は
、
現
代
に
伝
わ
る
仏
伝
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
専
ら
想
像
の
産
物
」
で
あ
る
と
か
「
空
想
の
物
語
」

「
脳
内
で
形
作
ら
れ
た
幻
影
」
と
断
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
以
前
の
一
八
五
三
年
の
著
作
に
お
い
て
は
仏
伝
の
な
か
に
歴
史
的
に

み
て
「
確
か
ら
し
い
こ
と
」
や
「
確
立
さ
れ
た
事
実
」
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
を
抽
出
す
る
術
が
な
い
こ
と

を
指
摘
す
る
に
留
め
て
い
た
が
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
は
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
現
存
す
る
仏
伝
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
無
価
値
な
も
の
と
み
な
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
に
つ
い
て
も
、
あ
く
ま
で
も
可
能
性
と

し
て
認
め
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
晩
年
の
彼
の
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
そ
れ
と
非
常
に
近

い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
実
際
彼
は
一
八
六
六
年
の
著
作
の
な
か
で
、
本
稿
に
お
い
て
す
で
に
紹
介
し
た
ウ
ィ
ル

ソ
ン
の
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
学
説
を
、
客
観
的
で
科
学
的
な
文
献
考
察
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て
好
意
的
に
紹
介
し
て
い
る
（H

ardy 1866, 

pp. 71‒73, 79

）。
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な
お
、
ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
イ
ン
ド
学
者
で
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
薫
陶
を
受
け
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ

ー
（
一
八
二
三
┣
一
九
〇
〇
）
は
、
一
八
五
七
年
の
著
作
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
が
疑
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
に

触
れ
た
う
え
で
、
た
だ
疑
い
得
な
い
の
は
、
仏
教
の
起
源
が
イ
ン
ド
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（M

üller 1857, 

pp. 4‒5
）。
彼
は
、
仏
教
が
歴
史
学
的
な
考
察
の
対
象
と
な
り
得
る
の
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
時
代
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は

（
我
々
が
た
ど
り
得
る
よ
う
な
）
仏
教
の
歴
史
は
な
い
と
考
え
て
い
た
（M

üller 1860, p. 262

）。
こ
う
し
た
不
可
知
論
的
な
主
張
は
、
ウ
ィ
ル
ソ

ン
や
ハ
ー
デ
ィ
ー
の
見
解
と
よ
く
重
な
る
と
言
え
る
。
し
か
し
彼
は
一
八
六
二
年
の
論
文
に
お
い
て
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
説
を
紹
介
し
た

う
え
で
、
法
顕
や
玄
奘
の
旅
行
記
の
記
述
か
ら
ブ
ッ
ダ
が
歴
史
的
に
実
在
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
し
て
、
一
転
し
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の

説
を
退
け
て
い
る
（M

üller (1862) 1867, pp. 217‒218

）。

（
二
）
セ
ナ
ー
ル
と
ケ
ル
ン
に
よ
る
仏
伝
の
神
話
学
的
考
察

　

次
に
本
稿
の
始
め
に
お
い
て
、
仏
伝
に
対
す
る
「
神
話
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
し
て
言
及
し
た
第
三
の
立
場
の
諸
研
究
に
つ
い
て
考
察

し
た
い
。
そ
れ
ら
と
は
、
い
ず
れ
も
十
九
世
紀
後
葉
に
な
さ
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
イ
ン
ド
学
者
、
エ
ミ
ー
ル
・
セ
ナ
ー
ル
（
一
八
四
七
┣

一
九
二
八
）
に
よ
る
『
仏
伝
に
つ
い
て
の
試
論
』（Essai sur la légende du Buddha, 1875

）
と
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
言
語
学
者
で
あ
り
東
洋
学
者

で
あ
っ
た
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ケ
ル
ン
（
一
八
三
三
┣
一
九
一
七
）
に
よ
る
『
イ
ン
ド
仏
教
史
』（G

eschiedenis van het buddhism
e in Indië, 1882‒

1884

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
（
と
り
わ
け
ケ
ル
ン
に
よ
る
も
の
）
は
、
時
と
し
て
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
言
及

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
正
確
で
は
な
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
）。
彼
ら
の
試
み
を
一
言
で
表
す
な
ら
ば
、

仏
伝
の
大
部
分
を
構
成
し
て
い
る
神
話
的
要
素
を
切
り
捨
て
る
こ
と
で
そ
こ
か
ら
歴
史
的
事
実
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
そ
れ
ま
で

の
歴
史
還
元
主
義
的
手
法
と
は
異
な
り
、
仏
伝
の
内
容
そ
の
も
の
を
神
話
学
的
に
解
釈
し
象
徴
的
に
読
み
解
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
に
よ
っ
て
ご
く
簡
単
な
内
容
紹
介
が
な
さ
れ
て
は
い
る
の
だ
が
（
ド
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ゥ
・
ヨ
ン
グ
一
九
七
五
、
三
一
┣
三
四
頁
）、
こ
こ
で
は
そ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
本
稿
の
主
題
と
の
関
連
で
重
要
な
い
く
つ
か
の

点
を
も
含
め
つ
つ
、
よ
り
詳
細
に
そ
れ
ら
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

　

ま
ず
は
セ
ナ
ー
ル
の
研
究
か
ら
み
て
行
こ
う
。
こ
の
著
作
は
、
も
と
も
と
はJournal Asiatique

と
い
う
学
術
誌
に
一
八
七
三
年
か
ら

一
八
七
五
年
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
た
論
文
が
、
後
に
一
冊
の
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
セ
ナ
ー
ル
は
一
八
八
二
年

の
第
二
版
に
お
い
て
そ
の
序
論
を
大
幅
に
加
筆
修
正
し
、
そ
の
な
か
で
彼
の
研
究
の
狙
い
や
手
法
に
つ
い
て
つ
ぶ
さ
に
論
じ
て
い
る
。

　

そ
こ
に
お
い
て
彼
は
最
初
に
、
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
諸
々
の
伝
承
の
う
ち
、
初
転
法
輪
よ
り
も
後
の
事
跡
と
、
降
兜
率
か
ら
初
転
法
輪

ま
で
と
を
区
別
し
て
い
る
（Senart 1882, pp. ix‒x

）。
前
者
は
ブ
ッ
ダ
の
伝
道
の
時
期
に
相
当
し
、
そ
こ
で
は
主
に
、
ブ
ッ
ダ
が
場
面
ご
と

に
相
手
に
応
じ
て
説
法
や
奇
跡
を
示
し
人
々
を
教
導
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
年
代
順
に
整
理
さ
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
体
系
化
さ
れ
る
こ
と

も
な
い
ま
ま
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
の
は
、
ブ
ッ
ダ
と
そ
れ
以
外
の
諸
仏
と
に
共
通
す
る
要
素
が
希

薄
な
、
一
度
限
り
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ブ
ッ
ダ
の
降
兜
率
か
ら
初
転
法
輪
ま
で
の
伝
承
は
、（
例
え
ば
そ

れ
ぞ
れ
の
仏
の
父
母
の
名
前
と
い
っ
た
）
若
干
の
固
有
名
詞
な
ど
の
相
違
を
別
に
す
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
と
そ
れ
以
前
の
過
去
の
諸
仏
に
共
通
し
た

同
一
の
物
語
か
ら
成
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
セ
ナ
ー
ル
は
特
に
後
者
の
部
分
に
注
目
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
そ
の
諸
仏
に
共
通
す
る
物
語
に
こ
そ
、
仏
と
い
う
存
在
の
本
質

に
迫
る
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
歴
史
還
元
主
義
的
な
仏
伝
研
究
に
お
い
て
は
、
仏
伝
は
史
実
を
含
む

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
仏
伝
文
献
の
第
一
の
資
料
的
価
値
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
研
究
者
ら
は
、
後
世
に
付
加
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
神
話
的
要
素
を
仏
伝
か
ら
除
去
す
る
こ
と
で
、
ブ
ッ
ダ
に
関
し
て
実
際
に
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
事
柄
を
史
実
と
し
て
抽
出
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。
し
か
し
セ
ナ
ー
ル
は
、
む
し
ろ
そ
れ
と
は
逆
に
、
本
来
は
神
話
的
物
語
こ
そ
が
仏
伝
の
核
を
構
成
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
仮
に
仏
伝
の
う
ち
に
歴
史
的
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
二
次
的
な
重
要
性
し
か
有
し
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
（Senart 1882, p. xi

）。
既
述
の
と
お
り
、
歴
史
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
仏
伝
を
研
究
対
象
と
し
つ
つ
も
そ
の
記
述
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の
大
部
分
を
切
り
捨
て
る
と
い
う
、
よ
く
考
え
る
と
不
可
解
な
問
題
点
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
対
し
セ
ナ
ー
ル
（
そ
し
て
こ
の
後
に
み
る

ケ
ル
ン
）
は
、
仏
伝
の
大
部
分
を
占
め
る
奇
跡
的
・
超
人
的
物
語
を
神
話
と
し
て
受
け
止
め
て
、
そ
の
意
味
を
象
徴
的
に
読
み
解
こ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

　

セ
ナ
ー
ル
は
自
ら
の
仏
伝
理
解
に
関
し
て
、
歴
史
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
比
較
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹇
仏
伝
に
つ
い
て
は
﹈
一
定
数
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
、
伝
説
的
な
伝
承
の
共
通
の
宝
庫
か
ら
借
用
さ
れ
、
本
質
的
に
歴
史
的
な
物
語

の
筋
に
混
ぜ
込
ま
れ
た
と
想
像
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
細
部
の
比
較
か
ら
、
す
べ
て
の
借
用
が
同
じ
宗
教
的
な
物

語
集
成
か
ら
な
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
全
体
と
し
て
真
の
統
一
性
に
満
ち
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
統
一
性
は
、
後
に
な
っ
て
ブ

ッ
ダ
に
適
用
さ
れ
た
太
古
の
諸
伝
説
に
そ
の
根
源
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
偶
然
や
恣
意
性
の
問
題
で
は

あ
り
得
な
い
。
た
と
え
い
く
つ
か
の
本
当
の
記
憶
が
そ
こ
に
忍
び
込
み
得
た
に
し
て
も
、
全
体
と
し
て
ブ
ッ
ダ
の
伝
説
は
、
何
ら
か

の
空
想
の
作
り
話
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
実
際
の
生
涯

0

0

を
表
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
本
質
的
に
、
神
話
学
的
で
神
聖
な
あ
る
一
つ
の
型
に
則
っ
た
叙
事
詩
的
な
賛
美
─
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
全

く
人
間
的
で
、
全
く
現
実
の
一
人
の
教
祖
の
頭
上
に
光
輪
を
付
加
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
大
衆
の
敬
意
が
彼
に
付
加
し
得
た
も
の
で

あ
る
の
だ
が
─
な
の
で
あ
る
。（Senart 1882, pp. xii‒xiii.  ﹇　
﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
記
。）

こ
の
な
か
の
「
一
定
数
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
…
…
本
質
的
に
歴
史
的
な
物
語
の
筋
に
混
ぜ
込
ま
れ
た
」
で
あ
る
と
か
、
仏
伝
が
「
何
ら
か

の
空
想
の
作
り
話
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
実
際
の
生
涯

0

0

を
表
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
仏
伝
に
対
す
る
従
来
の
歴
史
還
元

主
義
的
な
理
解
を
指
し
て
い
る
。
セ
ナ
ー
ル
は
こ
こ
に
お
い
て
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
そ
の
よ
う
な
仏
伝
読
解
の
方
法
を
考
え
得
る
こ

と
は
認
め
つ
つ
も
、
し
か
し
仏
伝
全
体
を
細
部
に
わ
た
っ
て
検
討
し
た
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
歴
史
還
元
主
義
的
な
仏
伝
の
読
み
方
は
適
切
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で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
、
セ
ナ
ー
ル
が
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
性
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
彼
が
こ

こ
で
仏
伝
に
つ
い
て
「
ち
ょ
う
ど
全
く
人
間
的
で
、
全
く
現
実
の
一
人
の
教
祖
の
頭
上
に
光
輪
を
付
加
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
大
衆
の
敬

意
が
彼
に
付
加
し
得
た
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
セ
ナ
ー
ル
に
よ
る
な
ら
ば
、
ブ
ッ
ダ
は
現
実
の

一
人
の
人
間
と
し
て
確
か
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
で
は
な
ぜ
そ
の
ブ
ッ
ダ
が
仏
像
や
仏
画
に
お
い
て
は
「
光
輪
」
と
い
う
超
人
的
特

徴
を
伴
っ
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
ブ
ッ
ダ
に
対
す
る
敬
意
を
抱
い
て
い
た
人
々
が
、
そ
の
敬
意
故
に
後
か
ら
ブ
ッ
ダ

に
そ
れ
を
付
加
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ブ
ッ
ダ
が
仏
伝
に
お
い
て
神
話
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
理
由
も
ま
た
そ
れ

と
同
じ
動
機
か
ら
説
明
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
も
と
も
と
は
一
人
の
人
間
で
あ
っ
た
ブ
ッ
ダ
が
そ
の
死
後
に
神
格
化
さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
セ
ナ
ー

ル
と
歴
史
還
元
主
義
的
な
立
場
の
研
究
者
と
の
間
に
違
い
は
な
い
。
両
者
の
決
定
的
な
相
違
は
、
仏
伝
の
神
話
的
記
述
を
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
歴
史
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
仏
伝
の
神
話
的
記
述
は
、
そ
の
「
作
者
」
と
思
わ
れ
る

人
物
が
土
着
の
伝
承
か
ら
伝
説
的
記
述
を
部
分
的
に
借
用
し
た
り
、
あ
る
い
は
空
想
の
な
か
で
物
語
を
創
作
し
た
り
し
て
、
そ
れ
ら
を
歴

史
的
記
録
の
な
か
に
、
た
ま
た
ま
、
も
し
く
は
恣
意
的
に
挿
入
し
た
結
果
こ
ん
に
ち
に
ま
で
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、

そ
れ
ゆ
え
そ
の
神
話
的
要
素
は
そ
れ
以
上
検
討
す
る
に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

と
こ
ろ
が
セ
ナ
ー
ル
は
、
仏
伝
を
詳
細
に
検
討
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
神
話
的
記
述
の
全
体
が
細
部
に
至
る
ま
で
、
仏
教
以
前
の
太
古
か

ら
伝
わ
る
神
話
の
体
系
の
な
か
に
統
一
性
を
も
っ
た
仕
方
で
収
ま
る
こ
と
が
分
か
る
と
言
う
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
仏
伝
の
物
語
は
、

単
な
る
偶
然
や
、
あ
る
い
は
あ
る
一
人
の
、
も
し
く
は
集
団
的
な
「
作
者
」
の
意
図
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
太
古
の
神
話
と
の
一
貫
性
に

従
っ
て
必
然
的
に
こ
ん
に
ち
に
伝
わ
る
よ
う
な
か
た
ち
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
仏
伝
の
本
質
は
、

諸
仏
に
共
通
の
一
つ
の
型
を
示
す
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
型
は
「
神
話
学
的
で
神
聖
な
」
も
の
で
あ
る
と
セ
ナ
ー
ル
は
み
て
い
る
。
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彼
は
そ
う
し
た
仮
説
か
ら
出
発
し
て
、
主
に
『
ラ
リ
タ
・
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
』
な
ど
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
仏
伝
文
献
に
よ
り
な
が
ら
、
そ

こ
に
説
か
れ
る
転
輪
聖
王
や
大だ

い

人に
ん

（M
ahāpuruṣa

）
の
概
念
や
、
そ
の
相
好
、
さ
ら
に
は
仏
伝
に
お
け
る
十
二
の
主
な
事
跡5
、
そ
し
て
菩
提

樹
や
仏
塔
と
い
っ
た
仏
の
象
徴
表
現
な
ど
に
つ
い
て
、
バ
ラ
モ
ン
教
に
伝
わ
る
神
話
と
比
較
対
照
し
た
。
そ
の
結
果
、
セ
ナ
ー
ル
は
仏
伝

の
物
語
に
つ
い
て
、
太
古
の
昔
か
ら
イ
ン
ド
に
伝
わ
る
神
話
の
体
系
と
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
ブ

ッ
ダ
と
は
太
陽
神
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
夜
明
け
の
太
陽
と
同
様
、
ブ
ッ
ダ
も
ま
た
誕
生
時
に
世
界
を
光
で
満
た
し
、
太

陽
神
が
雷
神
を
征
服
す
る
の
と
同
様
、
ブ
ッ
ダ
も
ま
た
魔
の
軍
勢
を
打
ち
負
か
し
、
太
陽
神
が
天
体
と
し
て
の
太
陽
を
天
空
に
投
じ
回
転

さ
せ
て
い
る
の
と
同
様
、
ブ
ッ
ダ
も
ま
た
法
の
輪
を
転
じ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
セ
ナ
ー
ル
の
仏
伝
理
解
を
一
言
で
要
約
す
る
な
ら
ば
、
ブ
ッ
ダ
は
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
一
人
の
人
間
と
し
て
歴
史
の
な

か
に
実
在
し
た
の
だ
が
、
そ
の
死
後
程
な
く
し
て
、
彼
を
敬
愛
す
る
人
々
の
手
に
よ
っ
て
、
仏
教
成
立
以
前
の
太
古
の
昔
か
ら
イ
ン
ド
に

伝
わ
る
太
陽
神
の
神
話
の
体
系
の
な
か
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
セ
ナ
ー
ル
と
同
様
に
仏
伝
を
古
代
イ
ン
ド
の
太
陽
神
話
と
の
関
連
で
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
が
ケ
ル
ン
で
あ
る
。
彼
の
『
イ
ン

ド
仏
教
史
』
は
、
も
と
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
か
れ
、
後
に
ド
イ
ツ
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
に
も
翻
訳
さ
れ
た
の
だ
が
、
上
下
二
巻
か
ら
な
り
、

一
八
八
二
年
に
出
版
さ
れ
た
上
巻
に
お
い
て
は
四
五
二
頁
に
わ
た
り
ブ
ッ
ダ
と
ダ
ル
マ
に
つ
い
て
の
、
ま
た
そ
の
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た

下
巻
に
お
い
て
は
四
五
六
頁
に
わ
た
っ
て
サ
ン
ガ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

な
か
で
も
「
ブ
ッ
ダ
」
と
題
さ
れ
た
上
巻
第
一
編
に
お
い
て
、
ケ
ル
ン
は
『
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
』
や
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
』、
パ
ー

リ
語
の
『
ブ
ッ
ダ
チ
ャ
リ
タ
』
や
、『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
冒
頭
の
「
ニ
ダ
ー
ナ
カ
タ
ー
」
と
い
っ
た
多
く
の
仏
伝
文
献
を
渉
猟
し
つ
つ
ブ
ッ
ダ

の
生
涯
に
つ
い
て
詳
細
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、
セ
ナ
ー
ル
と
同
様
に
仏
伝
が
伝
説
的
・
神
話
的
要
素
に
満
ち
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
バ
ラ
モ
ン
教
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
神
話
（
と
り
わ
け
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
に
関
す
る
も
の
）
と
比
較
し
な
が
ら

解
釈
を
試
み
た
結
果
、
ブ
ッ
ダ
が
太
陽
神
で
あ
る
と
の
結
論
に
い
た
る
の
で
あ
る
が
（K

ern 1901, pp. 239‒291

）、
そ
の
解
釈
は
す
で
に
ド
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ゥ
・
ヨ
ン
グ
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
非
常
に
天
文
学
的
で
あ
る
（
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
一
九
七
五
、
三
三
頁
）。
例
え
ば
、
十
二

縁
起
の
「
十
二
」
と
い
う
数
は
一
年
の
月
の
数
を
表
し
て
い
る
で
あ
る
と
か
、
ブ
ッ
ダ
の
初
転
法
輪
が
夏
至
（
夏
の
中
間
点
）
に
な
さ
れ
た

の
は
、
ブ
ッ
ダ
が
中
道
の
教
え
を
説
く
う
え
で
最
適
な
時
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
解
釈
し
た
り
、
さ
ら
に
は
ブ
ッ
ダ
が
出
家
後
に
一
時

師
事
し
、
ブ
ッ
ダ
の
成
道
の
直
前
に
亡
く
な
っ
た
ア
ー
ラ
ー
ラ
・
カ
ー
ラ
ー
マ
と
ウ
ッ
ダ
カ
・
ラ
ー
マ
プ
ッ
タ
と
い
う
二
人
の
師
は
、
太

陽
が
昇
る
と
そ
の
光
に
よ
っ
て
消
え
行
く
二
つ
の
星
座
を
意
味
し
て
い
る
と
読
み
取
っ
た
り
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
（K

ern 1901, pp. 245‒

248

）。

　

で
は
ケ
ル
ン
は
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ

は
、「
仏
陀
が
歴
史
的
に
実
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
す
べ
て
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
敢
え
て
し
た
ケ
ル
ン
」（
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
一
九
七

五
、
三
六
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
恐
ら
く
は
こ
の
影
響
に
よ
り
、
と
り
わ
け
我
が
国
の
一
部
の
学
者
の
間
に
は
ケ
ル
ン
に
つ
い
て
の
そ
の
よ

う
な
評
価
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る6
。
と
こ
ろ
が
彼
の
『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
を
実
際
に
紐
解
い
て
み
る
と
、
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
の

ケ
ル
ン
評
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ケ
ル
ン
は
、『
イ
ン
ド
仏
教
史
』
上
巻
第
一
編
「
ブ
ッ
ダ
」
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

ブ
ッ
ダ
の
物
語
は
、
伝
説
と
い
う
か
た
ち
で
我
々
に
伝
わ
っ
て
い
る
。﹇
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
﹈
次
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ブ
ッ
ダ
の
熱
狂
的
な
崇
拝
者
た
ち
が
、
師
の
単
な
る
人
間
的
な
偉
大
さ
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
お
そ
ら
く
は
図
ら
ず

も
、
彼
の
姿
を
栄
光
で
、
そ
し
て
彼
の
人
格
さ
え
を
も
、
王
家
の
、
さ
ら
に
は
神
的
な
輝
き
で
包
み
込
ん
だ
の
か
、
あ
る
い
は
、
あ

ら
ゆ
る
異
教
の
宗
派
の
至
高
の
教
師
─
そ
れ
は
常
に
人
間
の
姿
を
し
た
神
で
あ
る
─
に
備
わ
る
す
べ
て
の
特
徴
が
、
彼
が
神
的

存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
正
当
に
、
そ
し
て
最
初
か
ら
師
に
属
し
て
い
る
の
か
、
で
あ
る
。

　

現
在
我
々
が
自
由
に
使
え
る
資
料
で
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
そ
の
伝
説
の
な
か
の
何
が
歴
史
的
﹇
事
実
﹈
で
あ
り
何
が
そ
う
で
は
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な
い
の
か
を
明
確
に
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
の
伝
説
の
な
か
の
神
話
的
諸
特
徴
の
ほ
と
ん
ど
は
、
見
分
け

る
こ
と
が
困
難
な
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
神
話
的
要
素
を
分
離
し
た
後
に
得
ら
れ
る
残
滓
が
純
粋
に
歴
史
的
な
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
決
し
て
確
信
が
も
て
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
は
仏
教
寺
院
で
認
め
ら
れ
た
と
お
り
に
、
そ
の
伝
説
を

吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
神
話
的
な
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
神
的
な
要
素
が
、
師
の
真
の
歴
史
の
一
部
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
仏
教
精
神
の
歴
史
の
一
部
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
人
類
の
知
的
発
展
の
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。
間
違
い
な
く
、
師
の
出
現
な
く
し
て
仏
教
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
の
弟
子
た
ち
の
想
像
力
な
く
し
て
、
そ
の

教
義
は
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
敬
虔
な
人
々
を
強
烈
に
魅
了
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。（K

ern 1901, pp. 19‒20.  ﹇　

﹈
内
は
引

用
者
に
よ
る
補
記
。）

こ
の
引
用
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ケ
ル
ン
は
ブ
ッ
ダ
の
物
語
が
伝
説
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
解
釈
す
る
う
え
で
の
二
つ
の
可

能
性
を
示
し
て
い
る
。
第
一
の
可
能
な
解
釈
は
ま
さ
に
「
人
間
ブ
ッ
ダ
の
神
格
化
説
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
の
も
の
は
、
ち

ょ
う
ど
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
や
そ
の
化
身
な
ど
と
同
様
に
、
ブ
ッ
ダ
も
ま
た
神
話
的
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
歴
史
的
に
は
実
在
し
な
か
っ
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
も
す
る
と
、
ド
ゥ
・
ヨ
ン
グ
は
ケ
ル
ン
が
後
者
の
理
解
に
立
っ
て
い
た
も
の
と
誤
解
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
引
用
や
、
さ
ら
に
は
こ
の
第
一
編
「
ブ
ッ
ダ
」
全
体
に
目
を
通
し
た
な
ら
ば
、
ケ
ル
ン
も
ま
た
前
者
の
神
格
化
説
の
立
場
を
取
っ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
引
用
中
の
「
間
違
い
な
く
、
師
の
出
現
な
く
し
て
仏
教
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
文

言
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
ケ
ル
ン
の
理
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
仏
教
伝
統
の
始
ま
り
に
は
確
か
に
一
人
の
人
間
的
教
師
が
実
在
し
た
の

だ
が
、
そ
の
師
は
「
弟
子
た
ち
の
想
像
力
」
に
よ
っ
て
「
神
的
な
輝
き
で
包
み
込
」
ま
れ
る
こ
と
で
、「
伝
説
」
と
い
う
か
た
ち
で
伝
承
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る7
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ケ
ル
ン
の
ブ
ッ
ダ
理
解
は
、
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
と
神
話
上
の
ブ
ッ
ダ
と
を
切
り
分
け
た
う
え
で
、
前
者
に
後
者
を
重
ね
合
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わ
せ
る
と
い
う
神
格
化
説
の
立
場
に
あ
る
と
い
う
点
で
、
歴
史
還
元
主
義
者
や
セ
ナ
ー
ル
な
ど
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
セ
ナ
ー

ル
と
同
様
に
、
ケ
ル
ン
が
歴
史
還
元
主
義
者
と
一
線
を
画
し
て
い
る
の
は
、
仏
伝
の
神
話
的
要
素
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た

と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
試
み
の
意
義
に
つ
い
て
、
ケ
ル
ン
は
先
の
引
用
に
お
い
て
「
我
々
は
仏
教
寺
院
で
認
め
ら
れ
た
と
お
り
に
、
そ

の
伝
説
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
問
題
意
識
に
よ
り
な
が
ら
、
彼
は
仏
伝
の
物
語
に
つ
い

て
詳
し
く
整
理
し
た
う
え
で
、
独
自
の
分
析
と
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
が
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
な
、
天
文
学
的
視
点
を
交
え
な
が

ら
仏
伝
を
自
然
神
話
と
重
ね
て
理
解
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
考
察
の
結
果
と
し
て
、
彼
は
ブ
ッ
ダ
を
太
陽
神
で
あ
る
と
結
論
づ

け
た
の
で
あ
る
。
彼
は
仏
伝
の
有
す
る
神
話
的
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

も
し
、
こ
の
伝
説
が
歴
史
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
同
時
に
、
矛
盾
に
陥
ら
な
い
限
り
は
、
奇
跡
的
な
誕

生
を
始
め
と
し
て
、
語
ら
れ
て
い
る
出
来
事
の
大
部
分
が
純
粋
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
、
だ
が
特
殊
な
性
質
の
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
見
解
で
は
、
こ
れ
ら
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
自
然
現
象
を
表
す
神
話
と
し

て
の
性
格
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
の
伝
説
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
実
が
あ
ら
ゆ
る
点
で
真
実
で
あ
る
と
確
信
す
る
や
否
や
、
人
は
必
然
的
に
、
い
く
つ
か
の
些
細

な
点
を
別
に
す
れ
ば
、
そ
の
伝
説
の
否
定
し
よ
う
の
な
い
真
実
と
い
う
の
が
、
歴
史
上
の
も
の
で
は
な
く
自
然
の
神
話
上
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
結
末
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
説
上
の
ブ
ッ
ダ
は
神
話
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
仮
に
そ
の
宗
派
﹇
＝

仏
教
﹈
の
歴
史
的
開
祖
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
彼
と
は
何
の
共
通
点
も
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

だ
が
神
話
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
気
ま
ぐ
れ
に
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
作
り
話
で
は
な
く
、
真
実
の
自
然
神
話
で
あ
り
、
そ
の
真
実

は
、
異
な
る
本
質
の
も
の
だ
と
し
て
も
、
歴
史
的
真
実
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
個
人
や
、
あ
る
国
家
、
あ
る
民
族
の
歴
史
的

価
値
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
は
神
話
に
比
べ
れ
ば
確
実
性
に
お
い
て
劣
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
歴
史
的
事
実
は
決



54

し
て
繰
り
返
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
決
し
て
検
証
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
神
話
詩
の
主
題
を
形
成
す
る
自
然
現
象
は
絶
え
ず
規
則

的
に
繰
り
返
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。（K

ern 1901, pp. 239‒240.  ﹇　

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
記
。）

こ
こ
に
お
い
て
も
、
ケ
ル
ン
が
歴
史
と
伝
説
（
神
話
）
と
を
明
確
に
切
り
離
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
歴
史
か
ら
分
離

さ
れ
た
神
話
は
、
歴
史
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
無
価
値
な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
ケ
ル
ン
に
と

っ
て
仏
伝
の
物
語
は
「
気
ま
ぐ
れ
に
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
作
り
話
」
な
ど
で
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
的
事
実
以
上
の
真
実
を
伝
え
る

も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
そ
し
て
そ
の
真
実
は
、
仏
伝
が
「
自
然
神
話
」、
す
な
わ
ち
「
自
然
現
象
を
表
す
神
話
」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
れ
が
歴
史
的
真
実
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
理
由
は
、
歴
史
的
事
象
は
様
々
な
要
因
が
織

り
合
わ
さ
る
こ
と
で
時
間
の
な
か
に
一
度
限
り
現
れ
る
偶
然
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
自
然
現
象
（
お
そ
ら
く
は
天
体
の
運
行
や

四
季
の
循
環
な
ど
を
指
す
と
思
わ
れ
る
）
や
そ
れ
と
重
ね
ら
れ
る
神
話
は
、
時
間
の
な
か
に
あ
り
つ
つ
も
不
変
の
法
則
に
従
っ
て
再
現
さ
れ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
、
よ
り
確
実
で
リ
ア
ル
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る8
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ケ
ル
ン
の
仏
伝
解
釈
は
セ
ナ
ー
ル
の
そ
れ
と
多
く
の
点
で
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ブ
ッ
ダ
が
人

間
的
教
師
と
し
て
世
に
現
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
や
、
仏
伝
の
大
部
分
を
構
成
す
る
神
話
的
要
素
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

っ
て
後
世
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
神
格
化
の
所
産
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
セ
ナ
ー
ル
も
ケ
ル
ン
も
歴
史
還
元
主
義
者
た
ち
と

変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
彼
ら
二
人
に
共
通
し
て
い
て
、
か
つ
彼
ら
が
歴
史
還
元
主
義
者
ら
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
点
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
彼
ら
が
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
こ
そ
仏
伝
の
主
題
が
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
点
と
、
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
単
な
る
個
人
や
集
団

に
よ
る
恣
意
的
な
創
作
で
は
な
く
、
あ
る
必
然
性
─
そ
れ
は
セ
ナ
ー
ル
に
よ
る
な
ら
ば
仏
教
以
前
の
太
古
の
太
陽
神
話
と
の
一
貫
性
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
ケ
ル
ン
に
よ
る
な
ら
ば
、
自
然
法
則
へ
の
随
順
と
い
う
こ
と
で
あ
る
─
の
も
と
で
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

る
と
理
解
し
て
い
る
点
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
ら
の
試
み
た
仏
伝
の
様
々
な
モ
チ
ー
フ
に
対
す
る
個
々
の
象
徴
的
解
釈
の
妥
当
性
に
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つ
い
て
は
、
一
つ
一
つ
丁
寧
に
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
神
話
の
本
質
論
に
直
結
す
る
大
き
な
課
題
を
含
む
こ
と
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
仏
伝
の
神
話
的
部
分
を
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
彼

ら
の
研
究
の
視
座
は
一
定
の
意
義
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。

二　

ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
に
対
す
る
近
年
の
懐
疑
的
研
究

　

こ
こ
ま
で
は
、
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
な
さ
れ
た
、
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
に
対
す
る
懐
疑
的
立
場
か
ら
の
諸
研
究
と
、

仏
伝
に
対
す
る
神
話
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
諸
研
究
に
つ
い
て
整
理
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
仏
教

学
の
展
開
の
な
か
で
継
承
的
研
究
が
現
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く9
、
仏
伝
研
究
に
お
い
て
は
歴
史
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流
の

研
究
手
法
と
し
て
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
も
、
ブ
ッ
ダ
の
実
在
性
へ
の
懐
疑
や
、
あ
る

い
は
そ
こ
ま
で
で
は
な
く
と
も
、
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
に
つ
い
て
の
不
可
知
論
的
な
主
張
は
、
こ
ん
に
ち
に
至
る
ま
で
時
折
表

明
さ
れ
て
き
た11
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
近
年
に
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
へ
の
懐
疑
を
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
積
極
的
に
主

張
し
た
二
人
の
学
者
の
議
論
を
取
り
上
げ
整
理
し
て
み
た
い
。

　

一
人
目
は
日
本
人
の
宗
教
学
者
、
島
田
裕
巳
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
の
著
書
『
ブ
ッ
ダ
は
実
在
し
な
い
』（
二
〇
一
五
）
に
お
い
て
、
ブ
ッ

ダ
が
歴
史
的
に
実
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
彼
は
文
献
学
的
な
素
養
を
有
し
た
仏
教
学
者
で
は

な
い
た
め
、
彼
の
議
論
は
、
仏
教
の
一
次
資
料
に
と
い
う
よ
り
も
、
主
と
し
て
現
代
の
一
部
の
日
本
人
仏
教
学
者
に
よ
る
二
次
資
料
や
、

彼
自
身
が
翻
訳
を
手
掛
け
た
ロ
ジ
ェ=

ポ
ル
・
ド
ロ
ワ
の
著
作
（『
虚
無
の
信
仰
─
西
欧
は
な
ぜ
仏
教
を
怖
れ
た
か
』
島
田
裕
巳
・
田
桐
正
彦
訳
、

ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
二
）
な
ど
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
島
田
の
取
り
上
げ
て
い
る
二
次
資
料
が
非
常
に
限
定
的
で
偏
っ
て
お
り
、

し
か
も
そ
れ
ら
の
資
料
に
含
ま
れ
る
様
々
な
問
題
点
が
無
批
判
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
た
欠
陥
が
島
田
の
議
論
に
は

認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
彼
が
何
を
根
拠
と
し
て
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
を
否
定
し
て
い
る
の
か
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
に
は
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意
味
が
あ
る
。

　

島
田
の
議
論
は
、『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
第
四
章
と
第
五
章
と
が
最
も
古
い
仏
教
経
典
で
あ
っ
て
、
次
い
で
そ
れ
以
外
の
韻
文
経
典

が
成
立
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
諸
々
の
散
文
経
典
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
、
我
が
国
の
仏
教
学
界
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
多
く
の
学

者
に
支
持
さ
れ
て
き
た
仮
説
を
前
提
と
し
て
い
る
（
島
田
二
〇
一
五
、
九
三
┣
九
四
、
一
〇
一
┣
一
〇
二
頁
）。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
仮
説
に
対
し

て
は
近
年
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
た
め11
、
本
来
で
あ
れ
ば
そ
の
仮
説
の
是
非
を
含
め
て
島
田
の
議
論
に
つ
い
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る

の
だ
が
、
い
ま
は
そ
こ
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
と
し
よ
う
。
と
も
か
く
も
そ
の
仮
説
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
島
田
は
ブ
ッ
ダ
の
歴
史

的
実
在
性
に
疑
念
を
呈
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
主
た
る
根
拠
は
、
大
き
く
以
下
の
四
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

① 

中
村
元
が
初
期
経
典
に
よ
り
な
が
ら
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
を
描
く
際
、
誕
生
か
ら
出
家
と
降
魔
ま
で
は
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
よ
う
な
最

初
期
の
経
典
に
よ
っ
て
い
る
が
、
成
道
以
降
は
散
文
経
典
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
教
の
初
期
の
段
階
で
は
ブ
ッ
ダ
の
生

涯
が
必
ず
し
も
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
は
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
の
物
語
は
時
代
の

経
過
と
と
も
に
増
広
さ
れ
て
行
き
、
や
が
て
一
人
の
聖
者
の
生
涯
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。（
島
田
二
〇
一
五
、
九
一

┣
一
〇
二
頁
。）

② 

最
初
期
の
仏
典
に
お
い
て
は
、「
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
語
は
固
有
名
詞
と
し
て
で
は
な
く
普
通
名
詞
と
し
て
、
し
か
も
複
数
形
で
用
い
ら

れ
て
い
た
。（
島
田
二
〇
一
五
、
一
三
八
┣
一
四
六
頁
。）

③ 

仏
滅
後
、
ブ
ッ
ダ
は
久
し
く
仏
塔
な
ど
の
象
徴
物
で
表
現
さ
れ
、
人
物
の
姿
を
し
た
仏
像
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
紀
元
後
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
の
存
在
が
長
ら
く
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。（
島
田
二
〇
一
五
、
一
四
七
┣
一
五
六

頁
。）

④ 

ブ
ッ
ダ
の
直
説
に
最
も
近
い
と
さ
れ
て
い
る
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
四
章
と
第
五
章
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
「
貪
り
を
離
れ
よ
」
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と
い
う
、
極
め
て
単
純
な
こ
と
で
し
か
な
い
（
島
田
二
〇
一
五
、
一
二
五
┣
一
三
六
頁
）。
ま
た
、「
無
常
」「
苦
」「
無
我
」
と
い
っ
た
仏
教

の
重
要
な
概
念
は
、
も
と
も
と
は
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
バ
ラ
に
説
か
れ
て
い
た
も
の
が
、
後
か
ら
（
さ
な
が
ら
そ
れ
ら
が
一
人
の
人
物
に
よ
っ
て

説
か
れ
た
が
ご
と
く
に
）
相
互
に
関
連
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
四
諦
」「
八
正
道
」「
十
二
縁
起
」
に
つ
い

て
も
、「
四
諦
」
を
除
け
ば
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
に
は
現
れ
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
、
ブ
ッ
ダ
本
人
や
そ
の
教
え
を
記
憶
し
て
い
た

弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
概
念
が
一
個
の
実
在
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
創
作

さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。（
島
田
二
〇
一
五
、
一
七
〇
┣
一
九
一
頁
。）

大
ま
か
に
言
っ
て
以
上
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
り
な
が
ら
、
島
田
は
、
も
と
も
と
は
固
有
名
詞
と
し
て
の
「
ブ
ッ
ダ
」
と
呼
ば
れ
る
一
人
の

人
物
が
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
複
数
の
「
ブ
ッ
ダ
た
ち
」
が
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
ま
つ
わ
る
諸
々
の
出
来
事
や

彼
ら
の
語
っ
た
こ
と
が
、
時
代
を
経
る
に
連
れ
て
一
人
の
「
ブ
ッ
ダ
」
と
呼
ば
れ
る
固
有
の
人
物
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
あ

る
と
主
張
す
る
（
島
田
二
〇
一
五
、
一
五
五
、
一
六
一
、
一
七
〇
、
一
七
六
頁
）。
つ
ま
り
、「
も
と
も
と
ブ
ッ
ダ
と
い
う
人
物
が
実
在
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
長
い
時
間
を
か
け
て
、
一
人
の
人
物
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
」（
島
田
二
〇
一
五
、
一
五
九
頁
）
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

に
お
い
て
「
ブ
ッ
ダ
は
実
在
の
人
物
で
は
な
く
、
一
つ
の
観
念
で
あ
り
、
そ
の
観
念
か
ら
人
物
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ

た
」（
島
田
二
〇
一
五
、
二
三
一
頁
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

本
稿
は
従
来
の
研
究
の
整
理
・
紹
介
を
主
目
的
と
す
る
も
の
な
の
で
、
こ
こ
に
お
い
て
島
田
の
議
論
の
問
題
点
に
つ
い
て
深
掘
り
す
る

こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。
だ
が
ご
く
簡
潔
に
論
評
す
る
な
ら
ば
、
右
の
四
つ
の
根
拠
の
う
ち
最
後
の
も
の
は
、
ま
さ
に
島
田
が
依
拠
し
て

い
る
二
次
資
料
の
偏
り
と
、
彼
の
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
不
十
分
な
読
解
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
難
あ
り
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
始
め
の
三
つ
の
根
拠
に
お
い
て
島
田
が
着
目
し
て
い
る
事
柄
自
体
（
す
な
わ
ち
、
初
期
の
仏
典
に
お
い
て
は
ブ

ッ
ダ
の
生
涯
が
断
片
的
に
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
、「
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
語
が
普
通
名
詞
に
も
な
り
得
る
こ
と11
、
そ
し
て
ブ
ッ
ダ
の
没
後
長
ら
く
仏
像
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が
造
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
）
は
基
本
的
に
誤
り
で
は
な
い
。
そ
し
て
確
か
に
一
見
し
た
と
き
に
、
そ
れ
ら
の
事
柄
が
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
非
実

在
性
を
示
唆
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
て
し
ま
う
こ
と
も
ま
た
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
し
か
し
果
た
し
て
本
当
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る

の
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
大
い
に
あ
る
。

　

次
に
、
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
に
対
し
て
近
年
疑
念
を
呈
し
た
も
う
一
人
の
研
究
者
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ド
ゥ
リ
ュ
ー
ズ
に
よ
る
「
歴

史
的
ブ
ッ
ダ
の
概
念
」（“The Idea of the H

istorical B
uddha”

）
と
い
う
論
文
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
彼
は
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
こ
ん
に

ち
ブ
ッ
ダ
は
実
際
に
生
き
た
存
在
で
あ
っ
た
と
あ
ま
ね
く
認
め
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
二
世
紀
以
上
に
わ
た
る
仏
教
学
の
取
り
組
み
は
、

ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
何
一
つ
明
ら
か
に
で
き
ず
に
き
た
と
述
べ
て
い
る
（D

rew
es 2017, p. 1

）。

　

彼
は
そ
の
こ
と
を
、
仏
教
学
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
を
め
ぐ
る
議
論
を
再
吟
味
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
彼
は
最
初

に
、
十
九
世
紀
前
葉
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
ら
の
間
で
な
さ
れ
た
、
仏
教
の
起
源
を
ブ
ッ
ダ
に
認
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ブ
ッ
ダ
よ
り
も

前
の
過
去
仏
に
認
め
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
ド
ゥ
リ
ュ
ー
ズ
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば

し
ば
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
こ
そ
、
そ
の
主
著
『
イ
ン
ド
仏
教
史
序
説
』
に
お
い
て
、
ブ
ラ
イ
ア
ン=

ホ
ー
ト
ン
・
ホ
ジ
ソ
ン
（
一
八
〇
〇
┣
一
八
九

四
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
仏
教
写
本
に
よ
り
な
が
ら
、
現
存
す
る
仏
典
が
ブ
ッ
ダ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
初
め
て
論
証
し
た
（
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
を
確
認
し
た
）
学
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
そ

の
よ
う
な
評
価
が
誤
り
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
は
す
で
に
ホ
ジ
ソ
ン
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
ネ
パ
ー
ル
の

伝
承
を
た
だ
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
「
仏
典
の
起
源
は
ブ
ッ
ダ
に
あ
る
」
と
み
な
す
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

彼
自
身
は
仏
教
の
歴
史
的
起
源
に
つ
い
て
何
一
つ
新
た
な
発
見
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
ド
ゥ
リ
ュ
ー
ズ
は
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
以
降
、
学
者
た
ち
の
間
で
は
過
去
仏
へ
の
関
心
が
薄
ま
る
と
と
も
に
、
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
性
が
次
第
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。（D

rew
es 2017, pp. 2‒7.

）

　

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
学
界
の
風
潮
の
な
か
に
あ
っ
て
、
十
九
世
紀
の
後
半
に
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
を
確
立
し
た
と
一
般
に
み
な
さ
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れ
て
い
る
学
者
と
し
て
、
ド
ゥ
リ
ュ
ー
ズ
は
Ｔ
・
Ｗ
・
リ
ズ=

デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ズ
（
一
八
四
三
┣
一
九
二
二
）
と
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
い
る
。
し
か
し
ド
ゥ
リ
ュ
ー
ズ
に
よ
る
と
、
前
者
は
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
性
が
多
数
の

学
者
の
支
持
を
集
め
て
い
る
か
ら
そ
れ
に
従
う
べ
き
と
い
う
「
多
数
派
論
証
」
に
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
ア
ジ
ア
に
現
存
す
る
仏
教

伝
統
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
き
に
論
理
的
に
言
っ
て
そ
の
開
祖
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
「
偉

人
説
」（the G

reat M
an Theory

）
に
よ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り11
、
彼
ら
は
ブ
ッ
ダ
が
実
在
し
た
と
い
う
根
拠
を
何
一
つ
提
示
で
き

て
い
な
い
と
い
う
。（D

rew
es 2017, pp. 10‒12.

）

　

引
き
続
き
ド
ゥ
リ
ュ
ー
ズ
は
、
Ｅ
・
Ｊ
・
ト
ー
マ
ス
（
一
八
六
九
┣
一
九
五
八
）、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ラ
モ
ッ
ト
（
一
九
〇
三
┣
一
九
八
三
）、

ア
ン
ド
レ
・
バ
ロ
ー
（
一
九
二
一
┣
一
九
九
三
）
と
い
っ
た
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
仏
教
学
者
ら
に
よ
る
ブ
ッ
ダ
研
究
を
取
り
上
げ
て
い
る

の
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
彼
ら
も
「
多
数
派
論
証
」
か
「
偉
人
説
」
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
を
受
け
入
れ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
が
実
在
し
た
と
い
う
証
拠
を
何
も
示
せ
て
は
い
な
い
と
批
判
す
る
（D

rew
es 2017, pp. 12‒16

）。
そ

の
う
え
で
彼
は
、
自
ら
の
論
文
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　

ブ
ッ
ダ
は
歴
史
的
人
物
と
み
な
さ
れ
得
な
い
と
い
う
考
え
方
は
極
端
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
の
議
論
は
実
に
些
細
な
も

の
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
扇
情
的
な
主
張
を
生
み
出
す
た
め
長
年
の
間
奮
闘
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で

事
実
と
し
て
確
立
さ
れ
た
こ
と
は
何
一
つ
な
か
っ
た
し
、
学
問
に
お
い
て
基
準
と
な
る
立
ち
位
置
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
、
彼
は

我
々
が
彼
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
と
こ
ろ
の
人
物
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
私
の
唯
一
の
真
の
提
案
は
、
知
ら
れ
て
お
ら

ず
中
身
の
な
い
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
が
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
語
る
根
拠
を
何
一
つ
有
し
て
い
な
い
こ
と

を
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
と
、
わ
ず
か
に
移
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
初
期
文
献
の
不
透
明
な
「
沙
門
ガ
ウ
タ
マ
」

の
背
後
に
、
あ
る
一
人
の
実
在
の
人
物
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
る
も
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の
で
は
な
く
、
仮
に
そ
う
し
た
人
物
が
実
在
し
た
と
し
て
も
、
我
々
は
彼
が
誰
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
全
く
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
、
ア
ー
サ
ー
王
、
ヴ
ィ
ヤ
ー
サ
、
ヴ
ァ
ー
ル
ミ
ー
キ
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
と
い
っ
た
神
話
的

存
在
の
背
後
に
実
在
の
人
物
が
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
歴
史
的
存
在
で
あ
る
と
同
定
す
る
こ
と
を
可
能

に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
我
々
が
、
科
学
的
で
経
験
主
義
的
な
探
究
の
基
準
に
沿
っ
た
仕
方
で
初
期
仏
教
に
つ
い
て
描
き
た
い

と
思
う
な
ら
ば
、
ブ
ッ
ダ
が
﹇
彼
ら
と
同
じ
﹈
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。（D

rew
es 2017, p. 19.  ﹇　

﹈

内
は
引
用
者
に
よ
る
補
記
。）

こ
の
よ
う
に
、
初
期
仏
典
が
成
立
し
た
背
後
（
ひ
い
て
は
仏
教
が
誕
生
し
た
起
源
）
に
は
、
一
人
の
実
在
の
歴
史
的
人
物
が
い
た
可
能
性
を
排

除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
人
物
の
実
在
を
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
仮
に
実
在
し
た
と
し
て
も
、
仏
教

に
伝
わ
る
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
伝
承
は
そ
の
人
物
に
つ
い
て
知
る
手
が
か
り
と
は
全
く
な
り
得
な
い
と
い
う
の
が
ド
ゥ
リ
ュ
ー
ズ
の
結
論

で
あ
る11
。
こ
れ
は
本
稿
に
お
い
て
紹
介
し
た
な
か
で
は
、
特
に
ハ
ー
デ
ィ
ー
の
不
可
知
論
的
な
見
解
と
非
常
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
仏
伝
に
対
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
「
懐
疑
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
「
神
話
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
主
な
諸
研
究
に

つ
い
て
概
観
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
ら
に
以
前
の
拙
稿
（
新
田
二
〇
二
一
）
に
お
い
て
考
察
し
た
「
歴
史
還
元
主
義
的
ア

プ
ロ
ー
チ
」
を
も
加
え
て
、
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
に
つ
い
て
改
め
て
整
理
し
て
み
た
い
。
ま
ず
歴
史
還
元
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

仏
伝
に
つ
い
て
歴
史
的
事
実
を
含
む
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
を
何
と
か
し
て
抽
出
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
研
究
の
主
眼
を
置
い
て
い
る

の
に
対
し
、
懐
疑
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
研
究
者
は
、
今
に
伝
わ
る
仏
伝
の
内
容
は
基
本
的
に
す
べ
て
神
話
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
に
歴
史
的

事
実
は
（
完
全
に
ゼ
ロ
だ
と
ま
で
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
）
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
一
方
、
両
者
が
仏
伝
の
歴
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史
性
と
い
う
問
題
を
主
た
る
関
心
事
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
神
話
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
れ
ら
二
者
と
は
異
な
る
次
元
に
議
論
の
焦

点
を
当
て
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
仏
伝
の
大
部
分
を
構
成
し
て
い
る
神
話
的
要
素
を
捨
象
す
る
よ
う
な
前
二
者
の
仏
伝
の
読
み
方
と
は

異
な
り
、
神
話
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
た
セ
ナ
ー
ル
や
ケ
ル
ン
は
、
ま
さ
に
そ
の
神
話
的
部
分
に
こ
そ
仏
教
を
理
解
す
る
う
え
で
の
、

歴
史
的
事
実
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
価
値
（
あ
る
い
は
真
実
）
が
あ
る
と
捉
え
て
、
そ
の
意
味
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。

　

以
上
が
こ
れ
ら
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
大
ま
か
な
相
違
点
で
あ
る
が
、
今
回
の
考
察
を
と
お
し
て
、
三
者
に
は
共
通
の
ス
タ
ン
ス
が
見

い
だ
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
す
べ
て
の
研
究
者
が
、
仏
伝
の
神
話

的
・
奇
跡
的
要
素
は
歴
史
的
事
実
で
は
な
く
、
純
粋
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
う
え
で
、
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
歴
史

的
事
実
と
仏
伝
の
神
話
的
要
素
と
を
─
前
者
が
後
者
の
発
生
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
い
う
程
度
の
関
連
性
を
両
者
の
間
に
認
め
る
こ

と
は
あ
り
得
る
に
し
て
も
─
完
全
に
切
り
分
け
な
が
ら
仏
伝
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
に
歴
史
還
元
主
義

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
仏
伝
の
物
語
を
ふ
る
い
に
か
け
、
神
話
的
・
奇
跡
的
要
素
を
除
去
す
る
こ
と
で
歴
史
的
事
実
を
抽
出
す
る

こ
と
が
目
指
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
し
、
懐
疑
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
仏
伝
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
神
話
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
そ
こ
に
歴
史
的
事
実
は
な
い
と
見
な
さ
れ
た
。
ま
た
神
話
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
仏
伝
の
神
話
的
要
素
の
重
要
性
に
光

を
当
て
よ
う
と
し
た
セ
ナ
ー
ル
と
ケ
ル
ン
も
、
歴
史
的
な
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
は
一
人
の
人
間
的
教
師
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
想
定

に
立
ち
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
神
話
的
物
語
は
後
世
に
付
加
さ
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
考
え
た
。

　

こ
の
よ
う
に
歴
史
と
神
話
と
を
切
り
分
け
る
研
究
者
の
姿
勢
は
、
近
代
の
合
理
主
義
的
思
考
に
慣
れ
親
し
ん
だ
現
代
人
の
目
に
は
全
く

も
っ
て
論
を
俟
た
な
い
も
の
と
映
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
直
し
て
み
る
と
、
一
つ
の
疑
問
に
行
き
当
た

る
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
近
代
的
な
思
考
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
伝
統
的
な
仏
教
徒
ら
も
ま
た
、
近
現
代
の
学
者
た
ち
と
同
様
に
ブ
ッ

ダ
に
関
す
る
歴
史
と
神
話
と
を
切
り
分
け
て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
二
〇
世

紀
の
終
わ
り
に
、
非
常
に
短
い
な
が
ら
も
ブ
ッ
ダ
の
誕
生
か
ら
成
道
ま
で
の
物
語
を
象
徴
的
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
論
考
を
発
表
し
た
ガ
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ナ
ナ
ー
ト
・
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

私
が
考
え
る
に
、
ブ
ッ
ダ
は
、
現
代
の
経
験
主
義
的
な
歴
史
記
述
上
の
人
物
で
あ
る
こ
と
な
く
、
か
つ
「
歴
史
的
な
」
人
物
で
あ

り
得
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
徒
た
ち
は
い
つ
の
世
に
も
、
ブ
ッ
ダ
は
歴
史
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
は
、

我
々
が
ブ
ッ
ダ
の
神
話
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
文
字
ど
お
り
信
じ
て
も
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
は
ま
た
別
の
意
味
に
お
い

て
歴
史
的
宗
教
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
年
代
記
を
開
祖
の
死
か
ら
た
ど
っ
た
。
仏
教
徒
の
主
観
的
な
視
点
か
ら
す
る
と
、
異
な
る
仏

教
の
諸
伝
統
が
異
な
る
年
代
記
を
有
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
そ
れ
は
取
る
に
足
ら
な
い
事
柄
で
あ
る
。
神
話
的
諸
文
献
を
共
感

を
も
っ
て
み
る
に
つ
け
、
仏
教
は
救
済
者
や
崇
拝
を
伴
わ
な
い
「
合
理
的
な
宗
教
」
で
あ
っ
た
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
た
ち
に

共
有
さ
れ
て
い
る
非
常
に
強
固
な
意
見
─
そ
れ
は
土
着
の
仏
教
徒
の
知
識
人
た
ち
も
ま
た
受
け
入
れ
始
め
て
い
る
視
点
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ブ
ッ
ダ
の
「
さ
と
り
」（Enlightenm

ent

）
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
し
、
さ
ら
に
お
そ
ら
く
は
で
っ
ち
上
げ
さ
え
し
よ
う
と
し

て
い
る
─
に
対
し
て
、
私
は
反
論
し
た
い
と
思
う
。
学
者
た
ち
や
教
育
を
受
け
た
在
家
信
者
た
ち
は
、
ブ
ッ
ダ
の
神
話
の
な
か
の

一
見
奇
跡
的
な
諸
要
素
に
気
づ
い
て
は
い
る
が
、
パ
ー
リ
聖
典
を
批
判
的
に
読
む
こ
と
で
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
原
初
の
仏
教
に

対
す
る
付
加
物
と
し
て
の
み
み
て
い
る
。

　

確
か
に
仏
教
は
こ
の
合
理
的
な
解
釈
の
可
能
性
に
余
地
を
与
え
て
い
る
。
教
義
的
な
仏
教
の
う
ち
に
は
復
活
の
よ
う
な
中
核
的
神

秘
は
存
在
し
な
い
し
、
そ
れ
は
創
造
神
や
神
義
論
も
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
ブ
ッ
ダ
は
、
最
初
期
の
文
献
の
集
成
に

お
い
て
さ
え
神
話
的
な
人
格
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
信
じ
る
こ
と
は
救
済
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
に
し

て
も
、
し
か
し
事
実
上
す
べ
て
の
仏
教
の
思
想
家
た
ち
が
、
ブ
ッ
ダ
は
超
自
然
的
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
超
常
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、

三
十
二
の
大
人
（m

ahāpurisa

）
相
を
有
し
て
お
り
、
そ
し
て
通
常
の
身
体
的
な
過
程
を
離
れ
た
奇
跡
的
な
仕
方
で
生
ま
れ
た
と
信
じ

て
い
た
。
仏
教
の
思
想
家
た
ち
は
、
近
代
を
迎
え
る
前
ま
で
は
、
彼
ら
の
宗
教
の
う
ち
の
合
理
的
要
素
と
奇
跡
的
要
素
と
を
決
し
て
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区
別
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
性
を
非
常
に
強
調
し
た
が
、
彼
ら
の
言
う
そ
れ
は
、
学
術
的
な
想
像
力
が
想
定
す
る
全

く
そ
の
ま
ま
の
、
あ
る
い
は
経
験
主
義
的
な
意
味
で
の
歴
史
性
で
は
な
か
っ
た
。（O

beyesekere 1997, pp. 473‒474.

）

　

こ
こ
で
は
他
の
仏
教
学
者
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
非
常
に
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
仏
教
徒
た
ち
が
「
い
つ
の
世
に
も
、
ブ
ッ
ダ
は
歴
史
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
は
、
我
々
が
ブ
ッ
ダ

の
神
話
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
文
字
ど
お
り
信
じ
て
も
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
近
代
を
迎
え
る
前
ま
で
は
、
彼
ら
の
宗
教

の
う
ち
の
合
理
的
要
素
と
奇
跡
的
要
素
と
を
決
し
て
区
別
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
仏
教
徒
の
う
ち
に
は
、
多

く
の
在
俗
の
者
た
ち
の
み
な
ら
ず
、「
す
べ
て
の
仏
教
の
思
想
家
た
ち
」、
す
な
わ
ち
学
識
豊
か
な
高
僧
・
学
僧
た
ち
も
含
ま
れ
る
と
い
う
。

つ
ま
り
換
言
す
る
な
ら
ば
、
伝
統
的
な
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
性
と
神
話
性
と
は
全
く
矛
盾
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
し
て

受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
ブ
ッ
ダ
が
歴
史
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
神
話
的
存
在
で
も
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と

0

0

が
、
実
は
仏
教
が
成
立
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

三
十
二
相
の
よ
う
に
ブ
ッ
ダ
を
超
常
的
に
捉
え
る
理
解
に
つ
い
て
、
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ
は
、
事
実
上
、
す
べ
て
の
仏
教
思
想
家
に
共
有

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
に
信
じ
る
こ
と
は
「
救
済
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
」
と
断
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
仏
典
で
説
か
れ

て
い
る
、
よ
り
中
心
的
教
義
に
目
を
向
け
る
と
、
ブ
ッ
ダ
の
超
常
性
に
つ
い
て
の
信
仰
は
、
決
し
て
些
末
で
二
次
的
な
事
柄
で
は
な
い
こ

と
が
判
明
す
る
。

　

例
え
ば
、
有
名
な
梵
天
勧
請
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
終
わ
り
に
お
い
て
、
説
法
を
行
う
決
意
を
固
め
た
ブ
ッ
ダ
は
「
耳
あ
る
者
た
ち
に
不
死

の
門
が
開
か
れ
た11
」
と
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
に
お
け
る
「
輪
廻
」
と
は
、
時
間
の
な
か
に
生
き
る
我
々
が
常
に
経
験
し
て

い
る
絶
え
ざ
る
生
成
変
化
の
こ
と
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
無
始
無
終
の
生
老
病
死
の
連
鎖
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
、
過
去
の
拙
稿

に
お
い
て
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
（
新
田
二
〇
一
九
ａ
、
二
〇
一
九
ｂ
）。
そ
し
て
梵
天
勧
請
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
た
「
不
死
」
と
は
、
ま
さ
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に
仏
教
の
ゴ
ー
ル
と
も
言
う
べ
き
、
そ
の
時
間
的
な
生
成
変
化
を
超
越
し
た
解
脱
の
境
地
を
指
す
。
で
は
、
仮
に
ブ
ッ
ダ
が
ど
れ
ほ
ど
優

れ
て
い
た
に
し
て
も
本
質
的
に
我
々
と
異
な
る
こ
と
の
な
い
有
限
で
相
対
的
な
一
人
の
人
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て

彼
の
教
説
も
、
現
代
の
哲
学
と
同
類
の
人
間
的
な
思
索
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う

な
も
の
に
、
我
々
を
確
か
に
不
死
性
へ
と
教
導
す
る
よ
う
な
効
力
が
真
実
に
備
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
一
人
の
人
間

に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
と
さ
れ
る
一
つ
の
「
宗
教
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
が
ま
や
か
し
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
間
的
教
祖
や
彼
の
思
想

に
、
人
を
そ
う
し
た
不
死
性
へ
と
導
く
神
的
、
超
人
的
効
力
が
あ
る
と
喧
伝
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
エ
セ
宗
教
」
に
他
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
仏
教
も
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ブ
ッ
ダ
は
後
世
に
神
格
化
（
絶

対
者
化
）
さ
れ
た
が
元
々
は
一
人
の
人
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
教
説
も
彼
の
人
間
的
な
思
索
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と

捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
結
局
仏
教
を
そ
う
し
た
不
当
な
宗
教
と
同
等
の
も
の
と
し
て
見
な
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う11
。

　

オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
例
え
ば
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
や
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
と
い
っ
た
、
仏
教
伝
統
を
代
表
す
る
よ
う
な

高
明
な
学
僧
ら
も
仏
伝
の
神
話
的
物
語
を
文
字
ど
お
り
信
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
た
だ
、
近
代
以
前
に
お
い
て
は
彼
ら

の
よ
う
な
叡
智
に
富
ん
だ
者
で
す
ら
前
近
代
的
な
迷
信
か
ら
自
由
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
た
都
合
の
良
い
説
明
で
片
付
け
ら

れ
て
済
む
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
仏
教
が
真
正
な
宗
教
と
し
て
、
時
間
的
な
生
成
変
化
に
縛
ら
れ
た
我
々
を
不
死
性
へ
と

教
導
す
る
力
を
有
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
論
理
的
に
考
え
て
、
そ
の
宗
教
の
開
祖
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
時

間
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
よ
う
な
存
在
が
我
々
の
救
済
の
た
め
に
不
可
思
議
な
こ
と
に
時
間
（
歴
史
）
の
な
か
に

実
際
に

0

0

0

姿
を
取
っ
て
現
れ
た
と
い
う
二
つ
の
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は
あ
り
得
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、
近
代
的
思
考
の
影
響
を
受
け

て
い
な
い
す
べ
て
の
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
信
仰
の
中
核
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ブ
ッ
ダ
の
神
話
性
と
歴
史
性
と
は
、
矛
盾
す
る
ど
こ

ろ
か
、
ど
ち
ら
か
一
方
た
り
と
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
仏
教
の
根
幹
を
成
す
要
素
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
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ケ
ル
ン
が
「
我
々
は
仏
教
寺
院
で
認
め
ら
れ
た
と
お
り
に
、
そ
の
伝
説
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
」（K

ern 1901, p. 20

）
と
述
べ
、
伝
統

的
な
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
仏
伝
の
意
味
に
迫
ろ
う
と
し
た
際
の
、
彼
の
研
究
動
機
自
体
は
評
価
す
る
に
値
す
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ

彼
も
歴
史
還
元
主
義
の
研
究
者
ら
と
同
様
に
、
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
神
話
と
歴
史
を
切
り
分
け
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
し
ま
っ
た
。
も
し

本
当
に
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
意
味
を
仏
教
伝
統
に
内
在
的
な
仕
方
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ブ
ッ
ダ
に
関
す
る
神
話
と

歴
史
を
切
り
分
け
る
よ
う
な
仕
方
で
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
の
伝
統
的
理
解
を
、
近
代
的
偏
見
に
よ
る
誤
謬
に
陥
る
こ
と
な
く
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ

ま
で
の
近
代
的
実
証
主
義
的
研
究
に
お
い
て
無
批
判
的
に
前
提
さ
れ
区
別
さ
れ
て
き
た
「
神
話
」
と
「
歴
史
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
改
め

て
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ
は
、
伝
統
的
な
仏
教
徒
に
と
っ
て
重
要
な
歴
史
と
は
、「
学
術
的
な
想
像
力
が
想

定
す
る
全
く
そ
の
ま
ま
の
、
あ
る
い
は
経
験
主
義
的
な
意
味
で
の
歴
史
性
」
と
は
別
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
二
つ
の
「
歴
史
」

の
意
味
の
違
い
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
、
さ
ら
に
考
究
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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註１  

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
新
田
二
〇
二
一
、
四
七
┣
四
八
頁
を
参
照
。

２  
D
īghanikāya, vol. 2, 7, 26. D

īghanikāya
の
テ
キ
ス
ト
はThe D

īgha N
ikāya, vol. 2, ed. T. W

. R
hys D

avids and J. Estlin C
arpenter, London: Pali 

Text Society, 1903

に
よ
る
。

３  

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
新
田
二
〇
二
一
、
三
一
┣
三
二
頁
を
参
照
。

４  
H

ardy 1874, pp. 35‒36.  ﹇　

﹈
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
記
。
な
お
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ヨ
ハ
ネ
の
言
葉
は
、「
ヨ
ハ
ネ
の
第
一
の
手
紙
」
一
章
一
節

に
あ
る
。

５  

こ
れ
ら
十
二
の
事
跡
と
は
、
①
兜
率
天
に
お
け
る
下
天
の
決
意
、
②
入
胎
、
③
誕
生
、
④
﹇
並
外
れ
た
力
を
見
せ
つ
け
る
﹈
競
技
、
⑤
結
婚
と
ハ
ー
レ
ム

で
の
快
楽
、
⑥
父
の
王
宮
か
ら
の
出
家
、
⑦
苦
行
、
⑧
降
魔
、
⑨
成
道
、
⑩
転
法
輪
、
⑪
涅
槃
、
⑫
葬
儀
、
で
あ
る
。

６  

例
え
ば
外
薗
一
九
九
四
、
十
四
頁
を
参
照
。

７  

彼
は
同
書
の
序
論
冒
頭
に
お
い
て
、
仏
教
を
も
含
め
た
宗
教
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
特
に
第
二
段
落
の
内
容
を
み

る
と
、
あ
る
哲
学
の
創
始
者
が
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
神
格
化
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の
哲
学
が
宗
教
へ
と
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
仏
教
も
そ
の
よ
う
に
し
て
生

ま
れ
た
宗
教
の
一
つ
で
あ
る
と
ケ
ル
ン
が
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
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仏
教
は
、
誤
り
よ
う
の
な
い
師
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
救
い
の
教
義
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
最
終
目
標
は
、
最

高
善
を
知
り
そ
こ
に
到
達
し
よ
う
と
務
め
る
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
す
べ
て
の
宗
教
は
、
本
質
に
お
い
て
同
じ
目
的
に
向
か
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
あ
る
哲
学
の
創
始
者
の
権
威
は
、
無
際
限
で
は
な
く
批
判
的
知
性
の
自
律
的
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
に
留
ま
る
の
に
対
し
、
宗
教
体
系

は
、
優
れ
た
力
─
そ
れ
は
自
ら
の
意
志
を
、
自
ら
が
選
ん
だ
仲
介
者
を
用
い
て
人
々
に
明
ら
か
に
す
る
─
に
由
来
す
る
非
の
打
ち
所
の
な
い
決
定

に
絶
対
服
従
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

 

　
　

  　

も
し
、
あ
る
哲
学
の
学
派
に
お
い
て
、
創
始
者
の
権
威
が
あ
ま
り
に
も
至
上
の
も
の
と
な
る
が
た
め
に
、
自
由
な
判
断
が
盲
従
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、

そ
し
て
冷
静
な
理
性
の
声
が
感
謝
と
敬
虔
の
心
の
声
の
前
に
沈
黙
し
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
そ
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
は
そ
の
本
性
を
失
っ
て
宗

教
の
性
格
を
帯
び
る
─
少
な
く
と
も
、
そ
の
際
立
っ
た
諸
特
徴
の
う
ち
の
一
つ
を
帯
び
る
─
と
言
え
る
。
そ
し
て
弟
子
た
ち
の
眼
に
と
っ
て
、
師

は
そ
の
人
間
的
性
格
を
徐
々
に
失
っ
て
行
き
、
日
々
の
経
験
に
よ
る
な
ら
ば
人
間
の
本
性
に
反
す
る
こ
と
だ
が
、
誤
り
を
犯
し
得
な
い
も
の
と
な
る
。

そ
し
て
も
し
弟
子
が
、
崇
拝
さ
れ
る
自
ら
の
師
が
人
間
で
あ
っ
て
同
時
に
無
謬
で
あ
っ
た
と
い
う
教
義
を
口
で
公
言
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
心
は
図
ら
ず

も
こ
の
矛
盾
に
抗
い
、
そ
し
て
無
意
識
の
う
ち
に
、
自
分
が
人
間
と
呼
び
続
け
る
教
師
に
、
誰
も
が
も
た
な
い
よ
う
な
、
そ
し
て
も
ち
得
な
い
よ
う
な

才
能
を
帰
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
が
優
れ
た
存
在
を
崇
め
る
よ
う
に
し
て
彼
は
こ
の
人
を
崇
め
、
そ
し
て
最
後
に
は
、
崇
拝
す
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
師
は
彼
に
と
っ
て
神
と
な
り
、
伝
統
が
通
常
、
世
界
を
照
ら
し
た
超
人
間
的
で
神
的
な
聖
者
た
ち
に
帰
す
る
と
こ
ろ
の

業
を
な
す
の
で
あ
る
。
出
発
点
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ひ
と
た
び
超
自
然
的
な
能
力
を
彼
に
帰
し
、
神
の
栄
誉
を
師
に
与
え
る
よ
う
に

な
れ
ば
、
人
は
宗
教
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
宗
教
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
信
仰
、
信
心
、
服
従
の
な
か
に
い
る
こ
と
に
な
る
。

 

　
　

  　

仏
教
の
う
ち
に
は
そ
れ
ら
の
必
要
な
要
素
が
見
い
だ
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
正
当
に
、
ま
た
一
般
的
な
見
解
に
合
致
し
た
仕
方
で
、
仏
教
を

真
の
宗
教
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。（K

ern 1901, pp. 1‒2.
）

８  

ケ
ル
ン
が
「
我
々
は
仏
教
寺
院
で
認
め
ら
れ
た
と
お
り
に
、
そ
の
伝
説
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
」（K

ern 1901, p. 20

）
と
述
べ
、
伝
統
的
な
仏
教
徒
に

と
っ
て
仏
伝
が
も
つ
内
在
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
、
さ
ら
に
は
仏
伝
に
つ
い
て
「
気
ま
ぐ
れ
に
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
作
り
話
で
は
な
い
」

（K
ern 1901, p. 239

）
と
言
明
し
、
歴
史
的
事
実
が
も
つ
価
値
以
上
の
真
実
を
仏
伝
が
表
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
点
は
大
い
に
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、

彼
が
そ
の
真
実
性
の
確
か
さ
を
見
い
だ
し
た
の
は
自
然
法
則
の
再
現
性
の
な
か
に
で
あ
っ
て
、
仏
伝
の
主
題
を
自
然
現
象
の
象
徴
へ
と
還
元
す
る
そ
の
基
本

的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
結
局
仏
伝
の
神
話
的
意
義
を
矮
小
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
神
話
一
般
に
つ
い
て
、
太
古
の
人
類
が
太
陽
の

運
行
等
の
天
体
・
自
然
現
象
に
対
し
て
感
じ
た
驚
異
か
ら
生
ま
れ
た
と
す
る
、
自
然
神
話
学
説
（
特
に
太
陽
神
話
学
説
）
は
、
比
較
言
語
学
に
基
づ
い
て
比
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較
神
話
学
を
提
唱
し
た
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
（
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
言
語
疾
病
説
」）
を
嚆
矢
と
し
て
、
十
九
世
後
半
に
学
界
を
席
巻
し
た
一
つ
の
潮
流
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
神
話
の
本
質
を
捉
え
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
批
判
的
議
論
は
、
神
話
学
自
体
の
な
か
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
神
話
学
者
の

カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
イ
は
、『
神
話
学
入
門
』（Introduction to a Science of M

ythology: The M
yth of the D

ivine C
hild and the M

ysteries of Eleusis

）

の
「
童
子
神
」
を
扱
う
章
の
な
か
で
、
自
然
神
話
学
説
の
誤
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 

　
　

  

我
々
の
根
本
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
黄
金
の
卵
が
大
洋
の
中
か
ら
浮
上
し
て
、
そ
の
卵
か
ら
幼
児
が
孵
化
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

開
始
や
誕
生
、
発
生
や
生
起
、
し
た
が
っ
て
日
の
出

0

0

0

を
も
包
含
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
向
に
従
う
な
ら
ば
「
太
陽
神
話
」、
す
な
わ
ち
一
つ
の
自
然

現
象
の
単
純
な
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
還
元
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
、
神
話
そ
の
も
の
を
飛
び
越
え
、
我
々
が
ま
さ
に
今
そ

の
意
味
づ
け
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
世
界
を
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
…
…

 

　
　

  　

も
し
我
々
が
神
話
の
領
域
内
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
つ
の
自
然
現
象
へ
の
─
フ
ロ
ー
ベ
ニ
ウ
ス
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
非
神
話
」
へ
の
─

還
元
が
な
ぜ
不
当
で
あ
り
、
不
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
誤
り
で
あ
る
か
が
た
だ
ち
に
判
明
す
る
。
神
話
自
体
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
童
子
神
の
イ

メ
ー
ジ
と
い
っ
た
神
話
的
形
象
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
価
値
と
、
昇
る
太
陽
や
新
生
児
の
誕
生
と
い
っ
た
自
然
現
象
自
体
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
価
値
と
は
相
互

的
で
あ
り
、
等
価

0

0

な
の
で
あ
る
。
始
原
の
童
子
が
、
昇
る
太
陽
や
世
界
中
の
新
生
児
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
の
と
全
く
同
様
に
、
昇
る
太
陽
や
新
生
児

は
、
始
原
の
童
子
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
な
の
で
あ
る
。「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
は
「
あ
る
も
の
を
別
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
で
表
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が

ど
ち
ら
の
様
式
に
お
い
て
も
、
す
な
わ
ち
昇
る
太
陽
や
人
間
の
新
生
児
と
い
う
様
式
に
お
い
て
も
、
ま
た
神
話
的
童
子
と
い
う
様
式
に
お
い
て
も
、
世0

界
自
体

0

0

0

が
、
そ
の
起
源
、
誕
生
、
幼
児
期
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
象
徴
的
言
語
を
語
る
の
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
の
一
つ
が
太
陽
、
も
う
一

つ
が
人
間
の
子
ど
も
（
ゲ
ー
テ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
過
ぎ
行
く
一
切
の
も
の
は
一
つ
の
比
喩
に
過
ぎ
な
い
」）、
そ
し
て
さ
ら
に
も
う
一
つ
が
始
原
の
童

子
な
の
で
あ
る
。
世
界
は
世
界
の
な
か
に
あ
る

0

0

も
の
、
そ
し
て
世
界
の
な
か
で
真
実
で
あ
る

0

0

0

0

0

も
の
を
我
々
に
語
る
。「
象
徴
」
は
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」、
す

な
わ
ち
、
た
だ
別
の
語
り
方
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
世
界
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
、
い
や
表
象
さ
れ
た
像
な
の
だ
。
始
原
の

童
子
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
、
世
界
は
そ
の
自
ら
の
幼
児
期
を
、
そ
し
て
日
の
出
や
子
供
の
誕
生
が
世
界
に
と
っ
て
、
ま
た
世
界
に
つ
い
て
意
味
す
る

す
べ
て
の
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
。（Jung &

 K
erényi 1951, pp. 60‒62.

）

 

　

ケ
レ
ー
ニ
イ
が
こ
こ
で
参
照
し
て
い
る
の
は
、
ゲ
ー
テ
に
よ
る
「
象ズ

ュ
ン
ボ
ー
ル徴
」
と
「
寓ア

レ
ゴ
リ
ー意
」
の
区
別
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
「
普
遍
の
た
め

に
、
特
殊
を
求
め
る
」
も
の
、
す
な
わ
ち
あ
る
対
象
を
そ
の
外
部
に
あ
る
既
存
の
概
念
等
の
譬
え
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
象
徴
と
は
「
特

殊
の
な
か
に
普
遍
を
見
る
」
も
の
、
す
な
わ
ち
対
象
自
体
の
内
部
に
永
遠
な
る
も
の
、
根
源
的
な
る
も
の
を
直
観
さ
せ
る
も
の
と
し
て
区
別
し
（
岩
崎
・
関
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二
〇
〇
三
、
三
一
三
頁
を
参
照
）、
そ
れ
を
彼
の
芸
術
論
の
一
つ
の
軸
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
区
別
・
対
比
は
、
こ
こ
で
ケ
レ
ー
ニ
イ
が
し
て
い
る
よ
う

に
、
神
話
の
表
象
の
本
質
的
次
元
を
他
の
表
象
の
そ
れ
と
峻
別
す
る
た
め
に
も
有
用
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
あ
る
も
の
を
別
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
で
表
す
」
と

い
う
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
は
異
な
り
、「
象
徴
」
は
そ
れ
自
体
の
内
に
そ
れ
の
表
現
す
る
も
の
を
含
む
と
同
時
に
、
そ
の
表
現
さ
れ
る
も
の
自
体
は
そ
の
（
象

徴
で
あ
る
）
表
現
を
超
え
て
い
て
し
か
も
そ
の
表
現
な
し
に
は
語
れ
な
い
と
い
う
逆
説
的
な
関
係
性
を
含
意
す
る
の
で
あ
る
。「
象
徴
」
の
意
味
を
こ
の
よ

う
に
厳
密
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
神
話
の
な
か
に
多
く
の
自
然
現
象
的
な
形
象
が
出
て
く
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
「
神
話
が
自
然
を
象
徴
し
て
い
る
」
と
捉

え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
神
話
も
自
然
も
共
に
そ
れ
を
超
え
た
何
か
を
象
徴
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

 

　

近
代
の
歴
史
主
義
的
・
実
証
主
義
的
誤
謬
に
陥
る
こ
と
な
く
仏
伝
を
伝
統
に
内
在
的
な
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
伝
統
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
生
き
ら
れ
て
き
た

真
実
に
お
い
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
神
話
的
意
義
の
重
要
性
に
た
だ
注
目
す
る
だ
け
で
な
く
、
神
話
一
般
の
本
質
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
象
徴
し
て

い
る
も
の
を
め
ぐ
る
根
本
的
理
解
を
正
す
と
い
う
、
よ
り
広
く
人
文
諸
科
学
に
通
底
す
る
課
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

９  

近
年
仏
伝
の
神
話
的
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
例
外
的
な
論
文
と
し
て
、
本
稿
の
結
論
部
分
に
お
い
て
も
言
及
し
て
い
る
ガ
ナ
ナ
ー
ト
・
オ
ベ
ー
セ
ー
カ
ラ

に
よ
る
も
の
（O

beyesekere 1997
）
を
挙
げ
て
お
く
。

10 

例
え
ば
、
こ
の
後
に
紹
介
し
て
い
る
島
田
裕
巳
の
「
ブ
ッ
ダ
は
実
在
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
主
張
に
着
想
を
与
え
て
い
る
並
川
孝
儀
は
、
島
田
ほ
ど
明
確

に
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
的
実
在
性
を
否
定
し
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
を
疑
う
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
彼
は
「
ブ
ッ
ダ
」

と
い
う
語
が
も
と
は
普
通
名
詞
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
な
か
で
、「『
唯
一
の
ブ
ッ
ダ
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
あ
り
き
』
か
ら
仏
教
の
す
べ
て
が
始
ま
る
と
い

う
理
解
が
、
は
た
し
て
正
し
い
の
か
も
疑
う
必
要
が
あ
る
」（
並
川
二
〇
一
〇
、
七
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

 

　

こ
の
よ
う
な
ブ
ッ
ダ
の
実
在
へ
の
懐
疑
は
欧
米
の
研
究
者
か
ら
も
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
シ
ル
ク
は
、
相
対
主
義
的
な
視
点
を
織
り

交
ぜ
な
が
ら
、
ブ
ッ
ダ
の
歴
史
性
に
つ
い
て
の
不
可
知
論
的
な
見
方
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

 

　
　

  

脱
神
話
化
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
生
涯
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
多
く
の
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
企
て
全
体
が
論
理
的
に
支
離
滅
裂
な
も
の
と
し
て
、

正
し
く
批
判
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
歴
史
的
な
ブ
ッ
ダ
を
発
見
す
る
べ
く
、
同
様
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
同
じ
問
題
を
共
有
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
の
ブ
ッ
ダ
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
（
仏
教
徒
を
含
め
）
誰
の
ブ
ッ
ダ
で
あ
れ
、
そ
れ
は
雑
多
な
仏
教
伝
統
の
一
部
分
の
ブ
ッ
ダ

に
し
か
、
あ
る
い
は
我
々
が
自
ら
作
り
出
し
た
ブ
ッ
ダ
に
し
か
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
重
ね
て
言
う
と
、
も
し
我
々
が
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
、
歴
史
的

な
人
物
と
し
て
で
は
な
く
、
さ
と
っ
た
存
在
と
し
て
み
な
す
な
ら
ば
─
そ
し
て
宗
教
的
に
は
そ
う
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
─
論
理
的

に
言
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
存
在
へ
の
接
近
は
歴
史
を
と
お
し
て
は
な
さ
れ
な
い
。（Silk 1994, p. 183.

）
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ま
た
ウ
ル
ス
・
ア
ッ
プ
も
、「
実
際
の
と
こ
ろ
、
二
世
紀
に
渡
る
「
科
学
的
」
研
究
は
、
仏
教
の
開
祖
の
生
き
た
世
紀
に
つ
い
て
の
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
に

す
ら
完
全
に
失
敗
し
た
し
、
彼
は
単
な
る
肉
と
骨
を
帯
び
た
も
う
一
つ
の
伝
説
で
あ
る
と
主
張
す
る
懐
疑
論
者
た
ち
は
、
容
易
に
論
駁
さ
れ
て
は
い
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
（A

pp 2010, p. 136

）。

11 
例
え
ば
馬
場
紀
寿
は
、
従
来
の
定
説
と
は
逆
に
、
経
典
と
し
て
は
最
初
に
散
文
も
の
が
成
立
し
、
韻
文
仏
典
は
後
か
ら
経
蔵
の
な
か
に
加
え
ら
れ
た
と
み

て
い
る
（
馬
場
二
〇
一
八
、
五
九
┣
七
五
頁
）。

12 

よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
島
田
の
主
張
は
「『
ブ
ッ
ダ
』
と
い
う
語
が
普
通
名
詞
に
も
な
り
得
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
最
初
期
の
原
始
仏
典
に
お
い

て
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
こ
と
ば
が
、
固
有
名
詞
で
は
な
く
、
普
通
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
、
し
か
も
複
数
形
で
用
い
ら
れ
た
」（
島
田
二
〇
一
五
、
一
四
五
頁
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
は
並
川
の
研
究
に
依
拠
し
て
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
前
註
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
そ
も
そ
も
並
川
が
前
提
と
し
て
い

る
よ
う
な
、
韻
文
文
献
（
特
に
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
第
四
章
と
第
五
章
）
が
古
層
の
仏
典
で
あ
る
と
い
う
仮
説
に
つ
い
て
は
学
界
に
お
い
て
も
議
論
が

続
い
て
い
る
。
ま
た
仮
に
そ
の
仮
説
の
と
お
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
果
た
し
て
「
最
初
期
の
原
始
仏
典
」
の
う
ち
に
固
有
名
詞
と
し
て
の
「
ブ
ッ
ダ
」
と

い
う
語
の
用
例
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
の
か
に
つ
い
て
も
丁
寧
な
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

13 

ド
ゥ
リ
ュ
ー
ズ
に
よ
る
と
、
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
が
「
偉
人
説
」
を
唱
え
て
い
る
の
は
、『
ブ
ッ
ダ
、
そ
の
生
涯
、
教
義
及
び
教
団
』（Buddha, sein Leben, 

seine Lehre, seine G
em

einde

）
の
一
八
八
一
年
に
出
版
さ
れ
た
初
版
本
に
お
い
て
で
あ
り
、
第
二
版
以
降
に
お
い
て
は
そ
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い

う
。
ま
た
ド
イ
ツ
人
の
宗
教
学
者
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ケ
ッ
ペ
ン
（
一
八
〇
八
┣
一
八
六
三
）
や
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
イ
ン
ド
学
者
モ
ニ
エ
ル
・
モ

ニ
エ
ル=

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
一
八
一
九
┣
一
八
九
九
）
も
同
じ
く
偉
人
説
の
立
場
を
取
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（D

rew
es 2017, p. 11.

）

14 

な
お
、
こ
の
ド
ゥ
リ
ュ
ー
ズ
の
主
張
に
対
し
て
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ウ
ィ
ン
に
よ
る
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
（W

ynne 2019

）。

15 
Vinaya, vol. 1, p. 7, l. 4. Vinaya

の
テ
キ
ス
ト
はThe Vinaya Piṭakaṃ

: O
ne of the Principal Buddhist H

oly Scriptures in the Pâli Language, vol. 1, 
ed. H

erm
ann O

ldenberg, London: Pali Text Society, (1879) 1997
に
よ
る
。

16 

人
間
ブ
ッ
ダ
の
神
格
化
説
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
新
田
二
〇
一
三
（
特
に
八
三
┣
八
九
頁
）
を
参
照
。




