
著
者
の
多
年
に
わ
た
る
研
究
成
果
を
集
大
成
し
た
『
イ
ン
ド
・
東
南
ア

ジ
ア
仏
教
研
究
』
全
三
巻
が
完
結
し
た
。
一
九
八
五
年
四
月
に
第
一
巻

『
戒
律
と
僧
伽
』
が
公
刊
さ
れ
て
か
ら
、
標
記
第
二
巻
と
第
三
巻
と
が
そ

れ
ぞ
れ
一
年
四
ヵ
月
の
間
隔
を
お
い
て
遅
滞
な
く
刊
行
さ
れ
、
こ
の
ほ
ど

完
成
を
見
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
学
界
の
た
め
に
も
慶
賀
に
た
え
ぬ
と

こ
ろ
で
あ
る
。
第
一
巻
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
誌
第
四
十
四
号
で
書
評

が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
第
二
巻
と
第
三
巻
と
を
合
わ
せ
て
取

り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

著
者
佐
々
木
教
悟
博
士
は
、
人
も
知
る
ご
と
く
、
イ
ン
ド
及
び
東
南
ア

ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
研
究
で
数
々
の
優
れ
た
業
績
を
あ
げ
て
こ
ら
れ
た
斯

学
の
先
達
で
あ
る
。
そ
の
学
問
的
関
心
、
特
に
古
代
イ
ン
ド
の
歴
史
的
社

会
的
方
面
へ
の
視
野
の
広
さ
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ

ィ
著
『
イ
ン
ド
文
化
史
ｌ
上
古
よ
り
ク
シ
ャ
ー
ナ
時
代
ま
で
ｌ
』
（
一

九
五
八
年
刊
）
を
故
山
口
益
博
士
と
共
訳
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
学
界

の
定
評
を
得
て
き
た
。
ま
た
、
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
関
し
て
は
、
わ
が

佐
皇
小
教
悟
著

『
勇
泳
議
癖
Ⅱ
上
座
部
仏
教
」

「
真
藤
講
癖
Ⅲ
イ
ン
ド
仏
教
』

藤
田
宏
達

第
二
巻
『
上
座
部
仏
教
』
は
、
現
在
タ
イ
国
に
伝
承
さ
れ
、
タ
イ
人
の

日
常
生
活
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
上
座
部
仏
教
を
種
炎

の
角
度
か
ら
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
座
部
仏
教
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
第
一
巻
に
「
上
座
部
仏
教
の
基
盤
」
と
題
す
る
章
が
あ
り
、
上
座
部
の

僧
伽
と
受
戒
や
戒
本
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
第
二
巻

で
は
焦
点
が
専
ら
タ
イ
の
上
座
部
仏
教
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
シ
リ
ー
ズ

の
タ
イ
ト
ル
『
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
仏
教
研
究
』
を
文
字
通
り
に
解
す

る
な
ら
ば
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
端
を
発
し
ビ
ル
マ
・
タ
イ
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・

ラ
オ
ス
等
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
伝
播
し
た
、
い
わ
ゆ
る
セ
イ
ロ
ン
上
座

部
仏
教
の
全
体
が
含
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
著
者
は
「
は
し
が
き
」

で
こ
の
よ
う
に
い
う
。
Ｉ
「
同
じ
く
セ
イ
ロ
ン
上
座
部
仏
教
を
伝
承
し
た

と
い
っ
て
も
、
民
族
が
異
な
り
、
言
語
が
異
な
り
、
国
情
が
異
な
り
、
風

俗
習
慣
が
異
な
り
、
土
着
の
民
間
信
仰
が
異
な
る
た
め
に
、
仏
教
の
受
容

の
仕
方
、
伝
承
の
様
相
に
ち
が
い
の
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
し
て
や
、
長
い
歴
史
の
経
過
す
る
あ
い
だ
に
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
を
経
由

国
に
お
け
る
数
少
な
い
専
門
家
の
一
人
と
し
て
貴
重
な
論
稿
を
発
表
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
た
び
の
全
三
巻
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
発

表
さ
れ
た
も
の
の
中
か
ら
、
自
ら
選
び
出
し
て
加
筆
修
正
し
た
論
稿
に
加

え
て
、
未
発
表
の
も
の
も
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
著
者

の
主
要
な
業
績
を
ほ
ぼ
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
以
下
、
第

二
巻
と
第
三
巻
の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
著
者
の
学
績
の
諸
相
を
う
か
が

っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

三二
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す
る
こ
と
な
く
、
イ
ン
ド
の
北
か
ら
南
か
ら
直
接
に
上
座
部
系
以
外
の
仏

教
が
伝
播
し
た
あ
と
か
た
を
見
い
だ
す
研
究
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
座
部
圏
に
属
す
る
南
方
諸
国
の
仏
教
に
つ
い
て
、

そ
の
特
色
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
何
か
、
ま
た
い
か
な
る
歴
史
的
背
景
の

も
と
に
そ
の
よ
う
な
特
色
が
う
み
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い

う
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
が
、
当
面
の
課
題
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
」

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
著
者
は
上
座
部
仏
教
の
な
か
で
、

特
に
タ
イ
仏
教
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
色
や
歴
史
的
背
景
を
究
明
す
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
著
者
が
昭
和
十
九
年
一
月
よ
り
約
二
ヵ
年
に
わ
た
っ

て
ワ
ッ
ト
・
ラ
ー
チ
ャ
ブ
ラ
ナ
に
入
寺
し
た
こ
と
が
大
き
な
機
縁
に
な
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
留
学
僧
と
し
て
の
貴
重
な
体
験
を
背
景
と
し
て
い

る
だ
け
に
、
タ
イ
仏
教
に
つ
い
て
の
著
者
の
論
述
は
説
得
力
が
あ
り
、
わ

れ
わ
れ
は
安
心
し
て
上
座
部
仏
教
の
タ
イ
的
形
態
の
詳
細
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

本
巻
の
構
成
は
十
章
か
ら
成
り
、
後
に
二
篇
の
付
録
を
付
し
て
い
る
が
、

十
章
の
う
ち
の
五
章
（
第
三
・
四
・
六
・
八
・
九
章
）
と
付
録
は
未
発
表

の
論
稿
で
あ
る
の
で
、
本
巻
の
約
半
分
が
今
回
新
た
に
起
稿
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
。
次
下
に
、
章
を
追
っ
て
、
そ
の
内
容
を
撮
要
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
二
早
は
「
タ
イ
族
の
仏
教
受
容
」
に
つ
い
て
の
概
要
が
述
べ
ら

れ
る
。
中
国
南
部
か
ら
南
下
し
て
き
た
タ
イ
族
が
最
初
に
接
し
た
の
は
コ

ー
ム
（
ク
メ
ー
ル
系
）
仏
教
で
あ
っ
た
が
、
十
三
世
紀
に
ス
コ
ー
タ
イ
王

国
が
樹
立
し
て
間
も
な
く
ラ
ン
カ
ー
オ
ン
（
ラ
ン
カ
ー
系
）
の
仏
教
が
伝

来
し
、
つ
い
で
十
四
世
紀
後
半
ア
『
一
タ
ャ
ー
時
代
に
な
っ
て
セ
イ
ロ
ン
上

座
部
系
仏
教
が
国
内
に
広
く
普
及
し
た
こ
と
、
そ
し
て
ト
ン
ブ
リ
ー
時
代

を
経
て
、
現
王
朝
の
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ン
時
代
に
入
っ
て
僧
伽
の
革
新
運
動

が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
簡
明
に
説
か
れ
る
。

第
二
章
「
タ
イ
に
お
け
る
モ
ー
ン
族
と
仏
教
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
仏

教
受
容
の
過
程
で
、
特
に
モ
ー
ン
族
の
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
時
期
に
つ

い
て
考
察
を
行
う
。
七
世
紀
の
ド
ヴ
ァ
ー
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
国
を
中
心
に
し

て
、
モ
ー
ン
族
が
信
奉
し
て
い
た
仏
教
の
系
統
を
究
明
し
、
そ
れ
が
根
本

説
一
切
有
部
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
タ
イ
仏
教
に
も
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
事
実
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
著
者
に
よ
っ
て

初
め
て
解
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
章
「
タ
イ
仏
教
入
門
」
は
、
タ
イ
語
で
書
か
れ
た
最
も
簡
潔
に
し

て
権
威
あ
る
入
門
的
教
科
書
『
ナ
ワ
コ
ー
ワ
ー
ト
』
（
新
参
者
教
誠
）
の
紹

介
で
あ
る
。
著
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
書
の
大
半
は
パ
ー
リ

文
原
始
聖
典
か
ら
の
抜
葦
で
あ
る
が
、
そ
の
抽
出
の
仕
方
や
編
集
方
法
を

通
し
て
、
現
在
の
タ
イ
仏
教
教
理
の
綱
要
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
特
に
こ
の
害
の
第
三
篇
「
キ
ヒ
．
．
〈
テ
ィ
バ
ッ
ト
」
（
在
家
道
）
は
、

主
に
『
長
部
』
三
一
経
（
盟
侭
巴
○
乱
目
‐
の
具
３
口
目
）
に
基
づ
き
な
が
ら
、

タ
イ
独
自
の
「
タ
ン
・
ブ
ン
」
供
養
な
ど
に
も
言
及
し
て
お
り
、
た
い
へ

ん
興
味
深
い
。

第
四
章
「
比
丘
戒
律
の
根
本
」
は
、
右
の
『
ナ
ワ
コ
ー
ワ
ー
ト
』
収
載

の
も
の
に
主
と
し
て
基
づ
い
た
比
丘
の
。
〈
－
テ
ィ
モ
ッ
ク
（
波
羅
提
木
又
）

二
二
七
カ
条
の
要
約
的
な
紹
介
で
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ー
リ
律
の
戒
本
と
ほ

と
ん
ど
同
一
の
内
容
で
あ
る
。
戒
本
と
し
て
は
。
〈
－
リ
律
で
は
比
丘
尼
戒

本
三
二
カ
条
も
あ
る
が
、
そ
の
紹
介
が
な
い
の
は
、
タ
イ
を
含
む
上
座

部
仏
教
諸
国
で
は
、
す
で
に
比
丘
尼
僧
伽
が
消
滅
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
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で
あ
ろ
う
。
そ
の
あ
た
り
の
経
緯
に
つ
い
て
も
説
明
が
な
さ
れ
て
あ
れ
ば

よ
か
っ
た
よ
う
に
思
澤
フ
。

第
五
章
は
「
タ
イ
仏
教
に
お
け
る
業
思
想
」
が
歴
史
的
に
論
究
さ
れ
る
。

ま
ず
初
期
仏
教
（
原
始
仏
教
）
に
お
け
る
業
報
説
の
基
本
態
を
『
律
蔵
』

の
中
に
求
め
、
つ
い
で
『
法
句
経
』
及
び
そ
の
註
釈
の
業
報
説
、
後
代
の

・
ハ
ー
リ
仏
教
や
根
本
説
一
切
有
部
に
お
け
る
輪
廻
と
業
の
問
題
を
検
討
し

た
の
ち
に
、
ド
ヴ
ァ
ー
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
の
仏
教
に
お
け
る
業
思
想
が
根
本

説
一
切
有
部
の
そ
れ
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
タ
イ
仏

教
に
お
け
る
福
業
思
想
を
究
明
す
る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
初
期
仏
教
以

来
の
業
説
に
基
づ
く
が
、
「
ブ
ン
」
（
福
・
徳
）
を
作
っ
て
現
世
及
び
来
世

の
幸
福
を
願
う
「
タ
ン
・
ブ
ン
」
の
思
想
な
い
し
儀
礼
が
普
及
し
た
背
景

に
は
、
現
世
的
・
実
利
的
・
合
理
的
な
も
の
に
引
か
れ
る
民
族
性
ば
か
り

で
な
く
、
僧
伽
を
〈
世
間
の
無
上
の
福
田
〉
と
す
る
福
田
思
想
が
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
六
章
「
業
処
に
つ
い
て
の
考
察
」
は
、
タ
イ
仏
教
の
教
理
試
験
で
あ

る
「
ナ
ク
・
ダ
ム
」
一
級
の
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
止
・
観
の

業
処
に
つ
い
て
概
説
す
る
。
禅
観
の
対
象
を
論
ず
る
業
処
論
は
、
パ
ー
リ

仏
教
に
お
い
て
の
み
発
達
し
た
実
践
教
理
で
あ
る
が
、
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の

『
清
浄
道
論
』
に
お
い
て
集
大
成
さ
れ
た
四
十
業
処
説
が
そ
の
ま
ま
タ
イ

僧
伽
で
重
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

第
七
章
は
「
タ
イ
仏
教
に
お
け
る
謂
経
」
と
題
し
、
上
座
部
仏
教
の
兇

術
的
側
面
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
パ
リ
ッ
タ
（
プ
ラ
・
パ
リ
ッ
ト
、
護

兇
）
の
由
来
を
述
雫
へ
、
次
に
四
世
紀
中
葉
ス
リ
ラ
ン
カ
で
成
立
し
た
勤
行

聖
典
『
・
ハ
ー
ナ
ワ
ー
ン
』
（
読
調
品
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
二
十
二
の
．
く
り

ツ
タ
と
そ
の
諦
唱
方
法
を
紹
介
し
、
ま
た
現
在
タ
イ
で
広
く
用
い
ら
れ
て

い
る
『
ラ
ー
チ
ャ
・
・
ハ
リ
ッ
ト
』
（
王
護
兇
）
の
二
種
（
小
王
護
兇
と
大
王

護
児
）
の
形
態
、
及
び
・
く
り
ツ
タ
的
な
性
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
日
常
依

用
さ
れ
て
い
る
経
典
や
偶
頌
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
詞
兇
作

法
、
諸
種
の
勤
行
書
並
び
に
パ
リ
ッ
タ
調
唱
の
一
部
門
で
あ
る
ナ
ム
。
モ

ン
（
兇
水
）
の
謂
成
と
い
う
タ
イ
仏
教
独
自
の
兇
法
や
、
こ
れ
に
類
似
し

た
聖
糸
囲
続
の
儀
礼
等
に
つ
い
て
も
述
§
へ
る
。
こ
れ
は
タ
イ
仏
教
に
暁
達

し
た
著
者
に
し
て
始
め
て
な
し
う
る
叙
述
で
あ
る
。

第
八
章
「
タ
イ
に
お
け
る
仏
教
と
零
ハ
ラ
モ
ン
教
」
で
も
引
続
い
て
タ
イ

仏
教
の
兜
術
的
側
面
が
解
明
さ
れ
る
。
バ
ラ
モ
ン
教
の
影
響
を
強
く
受
け

た
理
由
を
考
察
し
、
寺
院
の
仏
像
の
鋳
造
式
に
も
零
ハ
ラ
モ
ン
僧
が
司
祭
者

と
な
っ
て
い
る
事
実
を
指
摘
す
る
。
ま
た
一
般
民
衆
の
間
に
お
け
る
「
プ

ラ
・
ピ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
押
型
仏
像
や
「
プ
ラ
・
ク
ル
ア
ン
グ
」
と
い
う

護
符
用
の
小
仏
像
の
普
及
等
に
つ
い
て
述
べ
、
タ
イ
仏
教
が
ゞ
ハ
ラ
モ
ン
教

の
信
仰
・
儀
礼
を
換
骨
奪
胎
し
て
庶
民
の
社
会
に
生
き
続
け
て
い
る
事
情

が
語
ら
れ
る
。

第
九
章
「
タ
イ
僧
伽
の
重
要
行
事
ｌ
布
薩
ｌ
」
で
は
、
比
丘
僧
伽
の
み

に
関
す
る
ゥ
ポ
ー
ソ
ッ
ト
（
布
薩
）
の
形
態
が
、
現
に
僧
伽
の
教
科
書
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
『
ウ
ィ
ナ
イ
ム
ッ
ク
』
（
律
入
門
）
に
基
づ
い
て
述

べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
．
〈
－
リ
律
の
規
定
に
準
ず
る
も
の
で
、
こ
の
面
で
は

あ
く
ま
で
伝
統
的
保
守
的
仏
教
と
し
て
の
面
目
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

最
後
の
第
十
章
は
一
‐
タ
イ
に
お
い
て
編
蟇
さ
れ
た
パ
ー
リ
語
の
典
籍
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
在
バ
ン
コ
ッ
ク
の
国
立
図
書
館
に
蒐
集
保
存
さ
れ
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て
い
る
二
十
四
種
の
。
〈
１
リ
文
献
が
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
加
え
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
多
く
は
写
本
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
公
刊
あ
る
い
は
翻
訳
さ
れ

て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
ジ
ャ
ー
タ
カ
や
文
典
関
係
な
ど
の
文
献

も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に
有
益
で
あ
る
。

以
上
で
本
論
が
終
わ
る
が
、
な
お
「
付
録
」
二
篇
が
付
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
１
「
大
乗
仏
典
の
タ
イ
語
訳
に
つ
い
て
」
は
、
現
代
に
お
け
る
『
般

若
心
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
『
維
摩
経
』
そ
の
他
の
タ
イ
語
訳
を
紹
介
し
た
も

の
で
興
味
深
い
。
こ
の
う
ち
『
阿
弥
陀
経
』
の
タ
イ
語
訳
者
の
解
説
の
中

で
、
デ
ン
マ
ー
ク
出
身
の
嗣
四
邑
星
農
①
尉
眉
が
《
《
己
の
Ｈ
勺
括
の
門
属
四
日
‐

白
煙
昌
国
ゞ
』
中
で
「
極
楽
世
界
」
に
関
す
る
物
語
を
あ
げ
て
い
る
の
を
示
し

て
い
る
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
評
者
は
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た

い
と
思
う
。
付
録
２
「
参
考
文
献
」
は
邦
文
・
タ
イ
文
・
欧
文
の
文
献
を

列
挙
し
て
い
る
が
、
特
に
タ
イ
文
・
欧
文
の
も
の
は
わ
が
国
で
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
く
、
極
め
て
有
用
で
あ
る
。

第
三
巻
『
イ
ン
ド
仏
教
』
は
、
紀
元
二
世
紀
前
後
に
お
け
る
イ
ン
ド
の

社
会
状
勢
と
仏
教
の
普
及
情
況
に
焦
点
を
置
い
て
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

（
龍
樹
）
と
ア
シ
ユ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
（
馬
鳴
）
の
出
世
の
意
義
を
考
察
す

る
と
と
も
に
、
イ
ン
ド
仏
教
の
実
践
道
に
関
す
る
諸
教
説
、
浄
土
教
の
基

本
的
思
想
及
び
正
法
隠
没
思
想
に
関
す
る
諸
論
稿
を
集
成
し
た
も
の
で
あ

る
。
「
は
し
が
き
」
に
よ
る
と
、
「
以
上
の
諸
論
稿
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
全

体
か
ら
い
え
ば
、
時
代
的
に
も
、
ま
た
分
野
的
に
も
限
ら
れ
た
部
分
の
み

を
扱
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
イ
ン
ド
の
仏
教
全
体
に
も
関
連
を
有
し

三

て
い
る
意
味
で
、
あ
え
て
『
イ
ン
ド
仏
教
』
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
た
」

と
い
う
。
著
者
が
最
も
力
を
入
れ
た
分
野
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
、

本
巻
の
内
容
は
充
実
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
仏
教
研
究
の
今
後
の
進
展
に
寄

与
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

全
体
は
六
章
よ
り
成
る
が
、
主
に
時
代
な
い
し
社
会
的
背
景
を
取
り
上

げ
る
前
三
章
と
、
主
に
思
想
・
学
説
を
取
り
上
げ
る
後
三
章
が
分
量
的
に

ほ
ぼ
同
じ
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
収
録
さ
れ
た
論
稿
は
こ
れ
ま
で

発
表
さ
れ
た
も
の
に
若
干
の
加
筆
補
正
を
加
え
た
も
の
と
い
う
が
、
こ
う

し
て
ま
と
め
ら
れ
る
と
、
著
者
の
イ
ン
ド
仏
教
に
対
す
る
関
心
の
広
さ
が

浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

第
一
章
は
「
龍
樹
教
学
の
社
会
的
背
景
」
と
題
し
て
、
ま
ず
龍
樹
が
活

動
し
た
と
み
ら
れ
る
紀
元
二
世
紀
の
中
葉
か
ら
三
世
紀
の
中
葉
に
か
け
て

の
時
代
の
ア
ー
ン
ド
ラ
・
デ
ー
シ
ャ
と
呼
ば
れ
た
南
イ
ン
ド
の
地
域
に
お

け
る
社
会
状
態
や
仏
教
普
及
の
模
様
に
つ
い
て
論
ず
る
。
ア
ー
ン
ド
ラ
の

シ
ャ
ー
タ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ
王
朝
は
、
ガ
ウ
タ
、
、
、
－
フ
ト
ラ
・
シ
ャ
ー
タ
カ
ル

’
一
（
○
四
、
ぢ
？
届
Ｐ
た
だ
し
六
頁
で
は
ぎ
山
置
少
．
口
．
と
す
る
）
の
と

き
に
非
常
に
強
大
と
な
っ
た
が
、
こ
の
王
朝
の
政
治
的
・
経
済
的
状
況
に

触
れ
た
の
ち
、
こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
遺
跡
を
中
心
に
仏
教
の
根
拠
と

な
っ
た
地
点
を
推
定
し
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
の
が
大
衆
部
系
諸
派
で

あ
り
、
大
乗
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
う
ち
ア
マ

ラ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
の
大
塔
な
ど
に
拠
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
チ
ャ
イ
テ
ィ

カ
（
制
多
山
部
）
等
の
部
派
が
チ
ャ
イ
テ
ィ
ャ
（
塔
廟
）
を
供
養
し
て
も

最
上
の
果
を
得
る
こ
と
な
し
と
説
い
た
の
は
、
『
般
若
経
』
の
思
想
の
影
響

で
あ
る
と
す
る
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
つ
い
で
、
王
の
阿
闇
梨
耶
と
し
て
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の
龍
樹
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。
龍
樹
が
止
住
し
た
土
地
、
伽
藍
を
検

討
し
、
龍
樹
に
帰
依
し
外
護
者
で
あ
っ
た
王
は
シ
ャ
ー
タ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ
王

朝
第
二
十
七
代
の
ヤ
ジ
ユ
ニ
ャ
シ
ュ
リ
ー
（
た
だ
し
六
頁
で
は
シ
ュ
リ
ー

・
ヤ
ジ
ュ
’
一
ャ
・
シ
ャ
ー
タ
カ
ル
’
一
と
す
る
）
と
見
る
説
を
支
持
す
る
。

ま
た
龍
樹
の
死
を
め
ぐ
る
伝
説
等
に
触
れ
、
王
師
と
し
て
の
龍
樹
の
実
践

教
学
の
基
本
的
立
場
に
も
論
及
し
て
い
る
。

第
二
章
「
シ
ャ
カ
・
・
ハ
フ
ラ
ヴ
ァ
時
代
に
お
け
る
仏
教
の
社
会
的
基

盤
」
は
、
前
章
で
取
り
扱
っ
た
年
代
よ
り
や
や
遡
っ
て
、
紀
元
前
一
○
○

年
こ
ろ
か
ら
後
七
五
年
こ
ろ
ま
で
の
シ
ャ
カ
・
・
ハ
フ
ラ
ヴ
ァ
時
代
の
仏
教

の
状
況
を
取
り
上
げ
る
。
シ
ャ
カ
族
と
．
〈
フ
ラ
ヴ
ァ
族
は
、
ヤ
ヴ
ァ
ナ
と

と
も
に
異
民
族
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
文
献
に
し
ば
し
ば

登
場
す
る
が
、
著
者
は
シ
ャ
カ
・
パ
フ
ラ
ヴ
ァ
の
イ
ン
ド
侵
入
を
め
ぐ
っ

て
仏
教
が
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
究
明
す
る
。

シ
ャ
カ
族
（
六
三
頁
以
下
で
は
サ
カ
族
と
す
る
）
の
行
政
上
の
単
位
の
統

治
者
た
ち
は
ク
シ
ャ
ト
ラ
パ
と
呼
ば
れ
る
が
、
主
と
し
て
西
部
イ
ン
ド
を

舞
台
と
し
て
活
動
し
た
ク
シ
ャ
ト
ラ
パ
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
並
び
に
仏

教
へ
の
帰
依
の
態
度
な
ど
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

第
三
章
「
ク
シ
ャ
ー
ナ
時
代
に
お
け
る
イ
ン
ド
仏
教
の
性
格
ｌ
ア
シ
ユ

ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
と
そ
の
周
辺
ｌ
」
は
、
第
一
章
の
南
イ
ン
ド
に
対
し
て
、

北
イ
ン
ド
を
舞
台
と
し
て
展
開
し
た
ク
シ
ャ
ー
ナ
時
代
の
仏
教
の
動
向
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
馬
鳴
（
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
。
コ
ー
シ
ャ
）
の
活
動
と
思

想
、
並
び
に
力
’
一
シ
ュ
カ
王
の
帰
仏
と
事
績
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、

ク
シ
ャ
ー
ナ
の
勢
力
と
力
’
一
シ
『
一
力
王
に
つ
い
て
概
観
し
、
馬
鳴
に
関
す

る
諸
種
の
伝
承
を
調
査
し
つ
つ
、
そ
の
活
動
の
輪
郭
を
述
べ
る
。
つ
い
で
、

馬
鳴
の
思
想
を
取
り
上
げ
、
特
に
『
サ
ウ
ン
ダ
ラ
ナ
ン
ダ
』
第
十
二
章
に

お
い
て
高
揚
さ
れ
る
「
信
」
に
注
目
し
、
そ
れ
が
大
乗
的
思
想
に
対
応
す

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
だ
し
馬
鳴
の
帰
属
部
派
に
つ
い
て
の
著
者
自
身

の
判
定
は
差
控
え
ら
れ
て
い
る
。
『
大
荘
厳
論
経
』
の
作
者
に
つ
い
て
も
異

説
が
あ
る
が
、
著
者
は
い
ち
お
う
馬
鳴
作
を
認
め
、
｝
」
の
害
に
よ
っ
て
当

時
の
優
婆
塞
の
仏
教
の
在
り
方
を
推
定
す
る
。
ま
た
諸
種
の
伝
承
か
ら
馬

鳴
が
偉
大
な
宗
教
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
優
れ
た
芸
術
的
才
能
の
持
主
で

あ
っ
た
こ
と
も
論
ず
る
。
一
方
、
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
に
つ
い
て
は
、
そ
の
仏

教
帰
依
の
因
縁
を
究
明
し
、
王
の
能
化
者
と
し
て
は
第
一
に
馬
鳴
を
あ
げ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
を
述
べ
る
。
ま
た
王
の
仏
教
事
績
と
し
て
、
仏
典

の
結
集
と
大
塔
な
い
し
伽
藍
の
建
立
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
の
叙
述
は

著
者
の
閼
達
な
筆
致
と
相
俟
っ
て
イ
ン
ド
古
代
史
へ
の
興
味
を
一
段
と
そ

そ
る
も
の
で
あ
る
。

第
四
章
「
イ
ン
ド
仏
教
の
実
践
教
学
」
は
三
つ
の
論
稿
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
．
１
「
戒
学
の
研
究
’
十
善
業
道
を
中
心
に
し
て
ｌ
」
は
、
イ
ン
ド

仏
教
思
想
史
上
に
お
い
て
戒
律
思
想
が
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
こ
と
を
、
主
と
し
て
十
善
業
道
の
考
察
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
ま

ず
解
脱
戒
と
増
上
戒
、
及
び
小
乗
戒
と
大
乗
戒
と
に
触
れ
、
つ
い
で
初
期

仏
教
、
部
派
仏
教
、
大
乗
経
論
に
一
貫
し
て
説
か
れ
る
十
善
業
道
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
大
乗
で
は
十
善
が
菩
薩
の
戒
波
羅
蜜
の
内
容
と
さ
れ
た
た

め
十
善
戒
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
が
、
著
者
は
か
か
る
大
乗

の
十
善
業
道
の
意
義
を
『
摂
大
乗
論
』
に
お
け
る
増
上
戒
学
の
中
に
探
り
、

『
十
地
経
』
の
文
に
よ
っ
て
十
善
の
一
為
を
解
説
し
、
さ
ら
に
菩
薩
戒
本

の
問
題
に
も
論
及
し
て
い
る
。
十
善
業
道
に
つ
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
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っ
た
考
察
は
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
大
乗
菩
薩
戒
に
つ
い
て
『
梵
網

経
」
『
菩
薩
婆
路
本
業
経
』
の
所
説
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
経
の

中
国
撰
述
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
説
明
が
あ
っ

て
も
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
次
に
、
２
「
大
乗
菩
薩
の
証
入
次
第
に
つ

い
て
ｌ
擬
大
乗
諭
総
標
綱
要
分
管
見
ｌ
」
は
『
摂
大
乗
論
』
「
総
標
綱
要
分
」

に
お
い
て
説
か
れ
る
声
聞
乗
等
よ
り
殊
別
さ
れ
る
大
乗
の
殊
勝
性
、
及
び

そ
の
こ
と
と
大
乗
仏
教
仏
説
の
主
張
と
の
関
係
を
討
究
す
る
。
そ
の
際
、

チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳
の
み
に
あ
る
「
秘
義
釈
』
（
秘
義
分
別
摂
疏
）
を
参
照
す
る
こ

と
が
多
い
の
は
、
そ
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
解
釈
に
注
目
し
た
た
め
に
よ
る
よ

う
で
あ
る
。
次
に
、
３
「
「
大
乗
の
仏
道
大
系
」
に
お
け
る
弘
誓
に
つ
い
て
」

は
、
故
山
口
博
士
が
示
さ
れ
た
「
大
乗
の
仏
道
体
系
」
の
中
で
、
仏
・
菩

薩
の
誓
願
と
い
う
課
題
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
「
摩
訶
僧
那
僧
浬
」
「
大
誓

荘
厳
」
と
い
う
語
で
示
さ
れ
る
こ
と
、
『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
「
弘
誓
」

も
同
じ
思
想
系
列
に
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
。
こ
れ
は
正
鵠
を
得
た
見
方
で

圭
柄
｝
父
》
Ｏ

第
五
章
「
浄
土
教
の
基
本
思
想
に
つ
い
て
の
考
察
ｌ
清
浄
と
荘
厳
を
中
心

と
し
て
ｌ
」
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
清
浄
と
荘
厳
と
を
柱

と
す
る
浄
仏
国
土
の
思
想
が
浄
土
教
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
重
要
思
想
で

あ
る
こ
と
を
論
ず
る
。
ま
ず
『
大
智
度
論
』
の
所
説
に
基
づ
い
て
、
い
わ

ゆ
る
「
七
仏
通
誠
偶
」
と
「
縁
起
法
頌
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
問
い
尋

ね
、
大
乗
に
お
け
る
清
浄
道
と
荘
厳
思
想
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
考
究
を
進

め
る
。
そ
こ
で
は
『
十
地
経
』
の
初
歓
喜
地
に
お
け
る
菩
薩
の
十
大
願
中

の
、
浄
仏
国
土
を
説
く
第
七
大
願
や
、
漢
訳
『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
「
荘

厳
仏
土
清
浄
之
行
」
の
句
を
特
に
注
目
し
て
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
浄
仏

国
土
の
具
体
相
と
し
て
、
浄
土
を
説
く
諸
経
典
に
は
有
形
的
表
現
が
用
い

ら
れ
、
や
が
て
と
と
の
っ
た
形
の
浄
土
の
荘
厳
功
徳
成
就
が
示
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
根
底
に
は
初
期
仏
教
以
来
の
「
自
浄
其
意
」
の
心

清
浄
思
想
が
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
と
論
ず
る
。
浄
仏
国
土
の
思
想
に
関

す
る
著
者
の
こ
う
し
た
見
解
に
は
、
評
者
も
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
。

最
後
に
第
六
章
と
し
て
「
正
法
隠
没
思
想
管
見
」
が
示
さ
れ
る
。
イ
ン

ド
に
お
け
る
法
滅
思
想
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何
故
に
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
を
中

心
と
し
た
地
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
い
か
に
し
て
発
生
し
た
の
か
、

さ
ら
に
い
つ
頃
起
こ
っ
た
も
の
か
、
と
い
う
諸
点
を
め
ぐ
っ
て
考
察
す
る
。

仏
陀
の
在
世
中
に
お
い
て
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
で
発
生
し
た
僧
伽
の
諄
論
、
仏

滅
後
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
の
コ
ー
サ
ン
ピ
ー
法
勅
に
見
ら
れ
る
破
僧
伽
に

関
す
る
文
、
及
び
原
始
経
典
に
説
か
れ
る
正
法
の
隠
没
説
を
逐
一
検
討
し
、

法
滅
思
想
が
僧
伽
内
部
に
お
け
る
比
丘
み
ず
か
ら
の
行
持
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
り
、
外
部
か
ら
の
僧
伽
に
対
す
る
圧
迫
と
い
う
理
由
に
先
立
つ
も

の
で
あ
る
と
見
る
。
そ
し
て
『
雑
阿
含
経
』
巻
二
五
に
出
る
法
滅
記
事
の

時
代
的
背
景
を
考
察
し
、
法
滅
説
が
い
つ
頃
形
成
さ
れ
た
か
を
調
べ
る
手

が
か
り
を
提
供
す
る
。
こ
の
法
滅
思
想
は
仏
教
の
一
種
の
歴
史
観
と
し
て

末
法
思
想
の
興
起
と
関
連
を
も
つ
が
、
著
者
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
正
像
末

の
三
時
思
想
の
上
で
末
法
の
語
が
文
献
に
現
わ
れ
て
く
る
ま
で
の
間
に
、

像
法
の
思
想
が
い
か
に
展
開
し
た
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
阿
含

を
始
め
と
し
て
諸
経
論
に
現
わ
れ
る
像
法
中
の
衆
生
及
び
『
球
伽
諭
』
巻

九
九
に
掲
げ
る
二
十
六
種
の
像
似
正
法
を
検
討
し
、
全
体
を
「
像
法
の
と

き
の
愚
者
と
智
者
」
と
し
て
ま
と
め
る
著
者
の
論
旨
は
、
令
法
久
住
の
ね

が
い
が
こ
め
ら
れ
て
感
銘
深
い
も
の
が
あ
る
。
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上
来
、
第
二
巻
と
第
三
巻
の
内
容
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
節
に
し
た
が
っ

て
素
描
し
て
み
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
両
巻
は
上
座

部
仏
教
と
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
諸
問
題
を
多
角
的
に
考
察
し
て
集
大
成

し
た
も
の
で
あ
り
、
著
者
の
幅
広
い
問
題
意
識
と
学
殖
の
深
さ
を
示
し
て

い
る
。
数
多
く
の
関
係
資
料
や
参
考
文
献
を
読
み
こ
な
し
、
信
頼
す
べ
き

解
釈
を
行
い
、
広
範
な
視
点
か
ら
論
旨
の
公
正
を
期
し
て
い
る
。
叙
述
も

平
明
・
懇
切
で
あ
り
、
単
に
専
門
学
者
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
読
者
に
も

近
づ
き
易
い
書
物
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
両
巻
の
書
題
に
対

応
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
上
座
部
仏
教
史
」
と
「
イ
ン
ド
仏
教
史
」
の
全
体

を
概
観
す
る
よ
う
な
章
が
巻
頭
に
設
け
ら
れ
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

両
巻
は
、
い
ず
れ
も
本
文
が
、
ポ
活
字
で
組
ま
れ
て
お
り
、
た
い
へ
ん

読
み
易
く
、
体
裁
も
美
麗
で
あ
る
。
た
だ
誤
植
が
少
し
目
に
つ
い
た
の
で
、

い
ま
気
づ
い
た
限
り
の
も
の
を
あ
げ
て
み
る
。
た
だ
し
、
評
者
は
タ
イ
語

を
解
さ
ぬ
の
で
、
第
二
巻
の
タ
イ
文
中
の
パ
ー
リ
語
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、

か
え
っ
て
原
文
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
は
、
念
の
た
め
疑
問
符
を
付
し
て
お
く
。

第
二
巻
一
二
頁
一
三
行
３
目
口
ゅ
目
↓
獣
目
。
、
五
○
頁
一
○
行

警
色
口
副
↓
答
自
画
、
五
二
頁
六
行
搦
薗
口
盟
↓
搦
薗
員
四
、
五
四
頁
一

一
行
ム
ー
ラ
サ
ル
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
ダ
↓
…
…
サ
ル
ヴ
ァ
ー
ス
テ

ィ
：
：
：
、
六
○
頁
一
行
ｏ
鼻
薗
凰
皇
３
３
日
冨
号
臼
冒
風
↓
ｏ
胃
薗
昌

ｐ
冒
国
員
乱
昌
ｅ
Ｏ
Ｈ
ｏ
自
国
Ｈ
ｏ
鼻
胃
ｇ
ご
且
冒
目
Ｈ
鼠
Ｓ
、
六
一
頁

四

五
行
目
の
、
凋
唱
国
１
寺
呂
ぃ
閏
閼
員
四
ｓ
、
六
二
頁
二
一
行
恩
を
知
る
人

↓
恩
を
知
り
恩
を
感
ず
る
人
、
六
四
頁
一
行
目
。
胃
詳
Ｐ
↓
旨
ｏ
８
働
冨

Ｓ
、
六
五
頁
三
行
§
ｇ
箇
冨
‐
冨
威
冨
蜀
↓
・
‐
意
宜
。
ｅ
、
六
八
頁

五
行
目
四
国
ロ
閉
闇
盆
ｌ
ｆ
昌
胃
Ｐ
口
尉
秒
武
Ｓ
Ｏ
Ｈ
目
胃
Ｐ
ｐ
Ｐ
ｐ
扁
閨
陸
Ｓ
、

七
七
頁
五
行
且
旨
ご
目
習
凹
↓
昌
冒
品
目
風
、
八
○
頁
二
行
目
閏
騨
邑
四
‐

の
困
陸
（
前
出
）
、
同
一
一
行
函
盆
冨
茸
目
口
少
↓
の
鼻
巷
鼻
菩
目
Ｐ
Ｓ
、
八

九
頁
二
一
行
司
目
砂
冨
↓
弔
昌
８
富
、
一
四
四
頁
五
行
罰
日
①
呂
己
】
。
‐

ｏ
目
３
３
↓
圃
目
の
の
巨
目
８
目
。
、
一
六
八
頁
三
行
肩
園
田
匡
合
①
冨
昌
↓

。
鳫
蔚
芹
四
目
）
、
一
七
一
頁
四
行
君
ｐ
ｐ
Ｐ
国
８
↓
冨
口
ｐ
ｐ
ｐ
・
鯉
、
一
七
四

頁
九
行
８
３
菌
望
目
員
↓
§
の
四
菌
。
、
一
七
五
頁
一
三
行
急
罵
冨
３
‐

百
日
↓
ぐ
房
丙
巨
ヰ
巴
３
日
、
一
七
六
頁
二
行
目
胃
②
ロ
尉
閏
は
（
前
出
）
、

一
七
七
頁
九
行
の
箇
閏
ロ
ロ
牌
↓
①
園
の
呂
目
ｅ
、
同
二
行
①
菌
ぐ
四
‐

ぐ
鼻
昏
習
い
↓
①
５
３
く
い
ぐ
呉
昏
習
幽
９
３
、
一
七
九
頁
七
行
旨
い
開
四
‐

昌
凋
盟
倒
ロ
昌
儲
間
口
ｐ
‐
↓
・
目
目
四
・
、
一
八
○
頁
九
行
唱
吋
：
冒
剴
目
色

↓
唱
吋
：
目
。
、
一
八
一
頁
三
行
己
ｇ
旨
ｇ
陸
↓
員
ｇ
目
３
角
、
一
九

八
頁
一
三
行
骨
旨
↓
骨
子
、
二
○
六
頁
一
五
行
パ
ー
テ
ィ
モ
ッ
↓
パ
ー

テ
ィ
モ
ッ
ク
、
二
六
四
頁
一
行
ぐ
昌
自
》
念
↓
ご
ｇ
・
急
、
同
四
行
普
唇
甲

ぐ
胃
昌
○
冒
曾
弾
ロ
↓
晋
］
開
園
ぐ
胃
昌
ｏ
冨
号
弾
暑
＆
、
同
八
行
曾
巨
身
魚
‐

菖
烏
昌
彦
弾
ロ
（
同
上
）
。

、

、

第
三
巻
六
頁
二
行
嗣
四
口
冒
↓
園
四
国
富
油
昌
‐
段
冨
冨
目
昌
↓
・
冨
禺
日
、

同
七
行
ロ
日
ロ
冒
冨
薗
冨
↓
・
冨
苗
富
、
同
一
二
行
獣
国
百
日
］
↓

醗
苗
冨
吋
日
、
同
一
四
行
断
国
富
目
］
↓
・
菌
暁
昌
、
七
頁
四
行
マ
デ
ィ

、

ャ
・
プ
ラ
デ
ー
デ
ー
シ
１
↓
…
…
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
、
二
○
頁
八
行
ヴ
ァ

ト
シ
ー
プ
ト
リ
ー
ヤ
‐
↓
ヴ
ァ
ッ
ィ
！
…
・
・
（
ま
た
は
ヴ
ァ
ー
ッ
ィ
！
・
・
…
）
、
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一
三
頁
一
○
行
チ
ャ
イ
テ
ィ
カ
↓
チ
ャ
イ
テ
ィ
て
二
五
頁
一
三
行

属
巴
旨
唱
↓
属
四
冒
唱
、
三
二
頁
五
行
胃
胃
樹
↓
ぃ
。
⑳
昌
四
、
八
八
頁
三

行
侭
巨
の
習
四
↓
屍
匡
困
昌
Ｐ
、
九
二
頁
二
行
悶
己
冒
己
ｐ
↓
属
巴
冒
愚
郡

閃
ａ
Ｐ
ｓ
国
巨
唱
昌
↓
・
苗
圃
侭
目
、
二
一
↓
ハ
頁
三
行
註
（
４
）
を
削
除
。

字
■
１

１

以
下
註
（
５
）
Ｉ
（
四
）
の
番
号
を
一
つ
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
同
八
行
留
胃
Ｐ
‐

華
、

姑
Ｊ
１

：
鼠
目
目
↓
普
胃
。
：
乱
昌
目
、
一
三
一
頁
一
四
行
。
鼻
員
く
胃
悶
闇
‐

庁
凹
む
四
国
ロ
貝
ぐ
門
庁
Ｐ
い
判
Ｐ
１
↓
Ｏ
の
凹
詐
ｐ
Ｏ
》
戸
口
の
回
国
ゆ
く
段
鹿
恒
、
四
目
ゆ
ほ
ｌ
↓
戸
口
い
い
ｐ
ゆ
く
四
‐

信
勘
農
、
同
一
五
行
冒
且
忠
○
↓
官
且
＄
偲
冒
包
爵
薗
冨
制
陣
↓
目
騨
‐

房
菩
箸
畠
①
丘
、
一
三
三
頁
七
行
百
‐
雷
冒
↓
官
‐
函
‐
口
四
宮
一
同
九
行

首
い
習
い
↓
ぽ
い
曽
色
、
一
三
六
頁
九
行
・
一
一
行
註
（
肥
）
。
（
聰
）
↓

（
Ｕ
・
（
肥
）
、
一
五
九
頁
五
行
く
巳
．
旨
】
も
．
畠
‐
・
↓
ご
巳
．
目
』
も
函
闇
．
、

一
六
八
頁
一
二
行
冒
呂
響
：
。
樹
９
９
‐
印
具
３
↓
旨
四
目
ぐ
Ｐ
ｏ
ｏ
ｇ
。
、
一

八
一
頁
一
三
行
冨
目
目
眉
鼻
目
↓
冨
尉
日
四
忌
昏
目
、
二
○
○
頁
二
行

い
い
昌
冨
官
国
名
Ｈ
己
３
弾
↓
唖
Ｐ
ｇ
ｇ
宮
口
④
。
、
二
○
二
頁
三
行
四
日
国
圃
ロ
ロ
四

日
ヰ
島
↓
い
ぐ
冒
冨
ロ
ロ
四
・
貸
昌
、
二
三
一
頁
一
五
行
宮
自
習
④
‐
、
自
愚
且

↓
・
‐
の
閏
息
且
、
二
三
六
頁
六
行
く
冒
曾
日
①
目
Ｐ
ｇ
↓
ぐ
冒
段
陣
。
、
同

二
行
目
Ｐ
屋
開
Ｐ
昌
邑
倒
嵩
四
２
日
ロ
色
目
ロ
ｐ
ｌ
や
・
の
胃
ゴ
旨
動
ぽ
い
‐
閏
目
。
、
二
四

三
頁
一
四
行
目
④
目
印
妙
ｇ
目
冒
め
い
目
口
騨
＆
目
ロ
四
国
ｌ
↓
・
ロ
四
目
目
目
目
、

二
四
四
頁
二
行
の
胃
ぐ
こ
○
鼠
尻
昏
四
＄
目
口
昌
号
習
四
日
↓
・
口
四
目
目
目
目
、

二
四
五
頁
一
○
行
還
相
廻
回
↓
…
…
廻
向
、
二
五
一
頁
八
行
蟹
。
ｇ
芹
Ｐ
‐

↓
留
昌
国
‐
、
’
一
五
二
頁
六
行
ｇ
貝
昌
８
↓
冨
具
自
国
、
二
五
九
頁

五
行
目
四
目
⑭
儲
四
目
⑳
ロ
。
↓
日
四
目
３
日
ｇ
ｏ
、
二
七
一
頁
五
行
く
首
冒
‐

唱
目
ｉ
“
騨
日
。
且
↓
・
‐
ぬ
四
目
冨
黛
二
七
七
頁
一
行
国
院
騨
↓
園
鯲
騨
・
園

倒
鼠
農
、
二
八
四
頁
一
行
冨
呂
３
３
首
冨
毎
↓
・
恩
威
、
二
八
八
頁
一
三

行
○
○
ｓ
目
壱
巨
国
閂
晶
騨
鳥
胃
昌
↓
ｏ
Ｐ
ｐ
３
目
冒
吋
ｐ
砕
晶
弾
鳥
胃
昌
、

二
九
二
頁
三
行
・
五
行
・
一
○
行
カ
ー
リ
↓
カ
リ

以
上
、
気
づ
い
た
も
の
を
並
ゞ
へ
て
み
た
が
、
こ
れ
ら
は
校
正
上
の
些
末

な
、
、
、
ス
に
過
ぎ
ず
、
も
と
よ
り
両
巻
の
内
容
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
損
ず

る
も
の
で
は
な
い
。
両
巻
は
著
者
の
絶
え
ざ
る
研
讃
が
見
事
に
結
実
し
た

も
の
で
あ
り
、
学
界
を
稗
益
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
読
書
界
に
も
推

奨
さ
れ
る
べ
き
良
書
で
あ
る
。
著
者
に
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
全
三
巻
に
収
め

て
い
な
い
論
稿
が
な
お
多
く
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
親
鴬
の
『
教
行
信

証
』
の
証
巻
や
化
身
土
巻
の
安
居
講
本
の
よ
う
な
日
本
仏
教
関
係
の
論
稿

も
あ
る
。
こ
れ
ら
が
引
続
き
新
た
な
構
想
の
も
と
で
集
大
成
さ
れ
る
こ
と

を
翼
念
す
る
の
は
、
ひ
と
り
評
者
の
み
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
巻
、
一
九
八
六
年
八
月
、
平
楽
寺
書
店
、

一
第
一
》
“
一
一
州
舟
聿
酎
恥
時
岬
壼
雫
母
詔
舞
郵
”
一
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