
唐
代
に
お
い
て
仏
典
の
翻
訳
を
も
っ
と
も
盛
行
な
ら
し
め
た
人

は
、
高
宗
の
時
代
の
七
世
紀
中
葉
に
、
尼
大
量
の
梵
本
を
長
安
に

も
た
ら
し
新
訳
仏
教
を
確
立
し
た
玄
奨
三
蔵
（
六
○
二
’
六
六
四
）

で
あ
っ
た
。
し
か
し
玄
美
の
没
後
に
も
翻
訳
事
業
は
継
続
さ
れ
多

く
の
翻
経
三
蔵
が
続
々
と
入
唐
し
て
い
る
。
と
く
に
七
世
紀
後
半

よ
り
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
則
天
武
后
が
政
治
的
実
権
を
掌

握
し
た
時
期
に
相
当
し
、
仏
教
保
護
政
策
の
下
で
国
家
的
規
模
の

仏
典
翻
訳
事
業
が
行
な
わ
れ
た
。
高
宗
の
儀
鳳
年
間
（
六
七
六
’
六

七
八
）
の
初
め
に
地
婆
訶
羅
（
六
一
二
’
六
八
七
）
が
来
朝
し
て
永
隆

元
年
（
六
八
○
）
ご
ろ
か
ら
経
論
の
翻
訳
を
開
始
し
た
。
そ
れ
以
来
、

菩
提
流
志
、
提
雲
般
若
、
実
又
難
陀
な
ど
の
有
数
な
翻
経
三
蔵
が

洛
陽
及
び
長
安
に
お
い
て
盛
ん
に
翻
訳
を
な
し
た
。
ま
た
長
き
に

亘
っ
て
イ
ン
ド
へ
遊
学
し
多
く
の
梵
本
を
将
来
し
た
義
浄
（
六
三

復
礼
法
師
の
伝
記
と
そ
の
周
辺

五
’
七
一
三
）
も
証
聖
元
年
（
六
九
五
）
ご
ろ
よ
り
経
典
の
訳
出
に
従

事
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
蔵
の
訳
場
に
は
鰺
し
い
数
に
の
ぼ
る

中
国
人
学
僧
が
動
員
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
当
時
の
仏
教
教
学
者
と

し
て
有
名
な
一
流
の
学
僧
が
加
わ
っ
て
い
た
。

華
厳
教
学
の
大
成
者
法
蔵
（
六
四
三
’
七
一
二
）
も
、
武
周
朝
期

（
六
九
○
’
七
○
五
）
を
中
心
と
し
た
仏
典
翻
訳
事
業
に
参
加
し
た

そ
の
一
人
で
あ
る
が
、
彼
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
き
、
訳
業
に
お
い

て
秀
れ
た
才
能
を
発
揮
し
た
人
に
復
礼
が
い
る
。
こ
の
生
没
年
不

詳
の
翻
経
沙
門
復
礼
は
、
地
婆
訶
羅
よ
り
実
叉
難
陀
に
至
る
三
蔵

た
ち
の
訳
出
事
業
に
し
ば
し
ば
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
訳
場
に

お
い
て
は
法
蔵
と
同
学
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
彼
に
は

「
十
門
弁
惑
論
』
三
巻
や
『
真
妄
頌
』
の
著
作
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

仏
典
の
翻
訳
の
み
な
ら
ず
当
時
の
仏
教
界
を
代
表
す
る
思
想
家
と

し
て
の
側
面
が
あ
る
。
従
来
よ
り
復
礼
に
関
し
て
は
、
地
婆
訶
羅

に
よ
る
『
六
十
巻
華
厳
経
』
の
補
訳
や
、
実
叉
難
陀
訳
の
『
八
十

一

色

順

心
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巻
華
厳
経
』
の
翻
訳
事
業
に
参
加
し
た
人
で
あ
る
こ
と
、
及
び
真

と
妄
の
関
係
を
当
時
の
学
界
に
問
う
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
代
の

澄
観
（
七
三
八
’
八
三
九
）
や
宗
密
（
七
八
○
’
八
四
二
等
に
少
な
か

ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
こ
と
な
ど
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち

華
厳
宗
の
所
依
の
経
典
で
あ
る
「
華
厳
経
』
の
翻
訳
に
参
加
し
た

一
員
と
し
て
復
礼
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
間
接
的
に
で
は
あ
る

が
華
厳
教
学
の
隆
盛
に
基
礎
づ
け
を
与
え
た
人
物
と
し
て
み
な
す

こ
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
復
礼
の
仏
教
思
想
が
ひ

と
つ
の
教
学
に
の
み
属
さ
ず
、
従
っ
て
そ
れ
を
樹
立
す
る
ほ
ど
の

基
盤
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
に
、
華
厳
教
学
の
枠
内
の
人
と
は
み

な
さ
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
枠
外
の
人
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
訳
場
に
お
い
て
法
蔵
と
凸
も
に
翻
訳
に
参
加
し
た

こ
と
や
さ
ら
に
、
華
厳
教
学
に
お
い
て
重
要
課
題
と
さ
れ
た
真
妄
・

の
関
係
に
、
す
で
に
復
礼
が
『
真
妄
頌
』
を
も
っ
て
世
に
問
い
正

し
た
と
い
う
事
実
に
思
い
至
る
と
き
、
唐
代
の
仏
教
研
究
、
と
く

に
華
厳
教
学
の
研
究
の
う
え
に
は
看
過
で
き
な
い
人
物
で
あ
ろ
う
。

現
存
す
る
彼
の
著
作
を
み
る
と
き
、
そ
の
作
成
の
動
機
や
そ
の

内
容
面
に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
異
質
な
性
格
を
も
ち
、
し
か
も
そ

の
二
書
が
翻
経
沙
門
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
多

様
な
側
面
を
有
す
る
復
礼
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
、
『
真

①

妄
頌
』
と
後
代
の
答
頌
に
関
す
る
研
究
、
及
び
「
十
門
弁
惑
論
』

②

の
註
解
研
究
と
い
っ
た
側
面
か
ら
個
々
に
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
復
礼
の
思
想
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
彼
の

伝
記
・
交
友
関
係
・
仏
典
の
翻
訳
歴
・
著
作
に
表
わ
れ
る
仏
教
思

想
に
ま
で
亘
っ
て
考
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
各
種
の
伝
記
資
料
や
訳
経
目
録
及
び
華
厳
典

籍
に
、
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
表
出
す
る
復
礼
の
人
物
像
を
探
求

す
る
中
で
、
唐
代
の
仏
教
界
に
お
い
て
復
礼
が
ど
の
よ
う
な
足
跡

を
残
し
、
ま
た
直
接
間
接
を
問
わ
ず
彼
と
関
わ
り
を
も
っ
た
人
々

に
つ
い
て
も
そ
の
一
端
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

復
礼
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
り
い
か
な
る
点
に
功
績
の
あ

っ
た
人
か
を
略
述
し
た
資
料
は
、
開
元
十
八
年
（
七
三
○
）
成
立
の

『
開
元
釈
教
録
』
と
端
拱
元
年
（
九
八
八
）
完
成
の
『
宋
高
僧
伝
』

③

で
あ
る
と
い
え
る
。
復
礼
伝
に
限
っ
て
い
え
ば
『
宋
高
僧
伝
』

の
場
合
は
『
開
元
釈
教
録
』
の
記
述
を
踏
襲
し
つ
つ
こ
れ
を
増
広

し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
『
開
元
釈
教
録
」
巻
九

に
表
わ
さ
れ
る
復
礼
の
略
伝
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

沙
門
釈
復
礼
、
京
兆
人
、
俗
姓
皇
甫
氏
、
少
出
家
住
二
興
善

寺
屯
性
虚
静
寡
二
嗜
欲
黛
遊
二
心
内
典
一
兼
博
二
玄
儒
司
尤
工
二
賦

詠
一
善
二
於
著
述
毛
俗
流
名
士
皆
慕
二
仰
之
壬

’
一
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三
蔵
地
婆
訶
羅
実
叉
難
陀
等
訳
二
大
荘
厳
華
厳
等
経
式
皆
勅

召
し
礼
令
二
同
翻
訳
「
綴
し
文
裁
レ
義
実
属
一
一
斯
人
毛

④

天
皇
永
隆
二
年
辛
已
、
因
下
太
子
文
学
権
無
二
述
二
釈
典
稽
疑

⑤

十
条
一
用
以
問
腰
礼
請
令
中
釈
滞
毎
遂
為
答
し
之
撰
成
二
巻
、
名

日
二
十
門
弁
惑
論
争
賓
主
酬
答
剖
二
析
稽
疑
弍
文
出
二
於
智
府
一

義
在
一
「
於
心
外
屯
如
レ
斯
答
対
非
し
此
而
誰
、
可
レ
謂
二
龍
猛
更

生
馬
鳴
再
出
↓
権
文
学
観
二
斯
論
一
已
、
衆
疑
頓
遣
頂
戴
遵
行
。

此
雄
二
時
之
酬
答
一
尭
為
二
万
代
之
亀
鏡
一
也
。
法
師
兼
有
二

文
集
一
行
二
於
代
一
焉
。
（
大
正
弱
．
五
六
四
ｂ
）

⑥

少
く
し
て
出
家
し
た
復
礼
は
、
長
安
の
興
善
寺
に
住
し
た
僧
で

あ
り
、
彼
の
学
は
内
外
典
に
通
じ
、
も
っ
と
も
賦
詠
に
た
く
み
で

あ
り
著
述
を
よ
く
行
な
っ
た
。
そ
し
て
俗
流
の
名
士
た
ち
は
み
な

復
礼
を
仰
ぎ
慕
っ
た
と
い
う
。
ま
た
地
婆
訶
羅
が
『
方
広
大
荘
厳

経
』
を
、
実
又
難
陀
が
「
華
厳
経
』
を
翻
訳
す
る
に
あ
た
り
勅
命

に
よ
っ
て
復
礼
を
召
し
て
、
こ
れ
ら
の
訳
出
に
参
加
さ
せ
た
。
そ

の
際
、
復
礼
は
文
を
綴
り
義
を
裁
め
る
任
に
当
っ
た
。
ま
た
永
隆

二
年
（
六
八
一
）
に
『
十
門
弁
惑
論
』
が
撰
成
さ
れ
、
間
者
権
無
二

が
こ
れ
を
読
了
し
た
と
き
旧
来
の
疑
問
が
た
だ
ち
に
解
決
さ
れ
た
。

こ
の
論
は
人
々
に
と
っ
て
万
代
の
亀
鏡
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
略

⑦

伝
の
最
後
に
彼
の
著
述
と
し
て
「
文
集
』
と
い
う
書
物
が
流
布
し

て
い
た
こ
と
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
『
開
元
釈
教
録
』
巻
九
の
所
説

を
要
約
す
れ
ば
、
㈲
内
外
典
に
博
識
で
あ
っ
た
復
礼
が
俗
流
の
名

士
た
ち
に
尊
ば
れ
て
い
た
こ
と
、
○
仏
典
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、

文
を
綴
り
義
を
裁
め
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
ｅ
彼
に

は
『
十
門
弁
惑
論
』
と
い
う
著
作
が
あ
っ
て
仏
教
に
対
す
る
疑
問

を
解
決
す
る
た
め
に
も
っ
と
も
手
本
と
な
る
書
で
あ
る
こ
と
、
の

三
点
に
な
る
と
い
え
る
。
。

次
に
『
宋
高
僧
伝
』
巻
十
七
「
唐
京
兆
大
興
善
寺
復
礼
伝
」
に

は
、
上
記
の
日
口
白
が
『
開
元
釈
教
録
』
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
な

文
体
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
㈲
に
つ
い
て
は
『
十
門
弁

⑧

惑
論
』
巻
下
の
文
を
実
際
に
引
用
し
つ
つ
権
無
二
の
疑
問
が
た
だ

ち
に
解
決
し
た
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
。
復
礼
伝
の
末
尾
に
『
十

門
弁
惑
論
』
が
「
外
難
の
攻
に
酬
う
る
に
は
た
だ
こ
の
戈
盾
を
用

⑨

い
ん
か
な
」
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
宋
高
僧

伝
』
が
復
礼
伝
を
「
護
法
篇
」
に
編
入
し
た
こ
と
と
密
接
に
関
係

す
る
と
い
え
よ
う
。
復
礼
の
伝
記
に
関
し
て
『
宋
高
僧
伝
』
巻
十

七
に
は
新
た
な
る
二
つ
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

作
二
真
妄
頌
一
間
二
天
下
学
士
圭
撃
和
者
数
人
。
当
二
草
堂
宗
密

師
錠
択
蕊
？
極
、
唯
清
涼
澄
観
得
二
其
旨
趣
一
若
二
盧
郎
之
米
粒
一

美
。
余
未
レ
体
二
礼
師
之
見
や
故
唐
之
訳
務
礼
為
二
宗
匠
一
故

恵
立
謂
二
之
訳
主
や
訳
主
之
名
起
二
於
礼
一
美
。
妙
通
二
五
竺
一

融
二
貫
三
乗
「
古
今
所
し
推
世
牢
二
倫
匹
渓
大
正
卵
．
八
二
・
一
ｃ
）
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
復
礼
は
『
真
妄
頌
』
を
作
成
し
て

当
時
の
仏
教
界
に
広
く
真
妄
の
問
題
を
投
げ
か
け
た
。
そ
れ
に
答

え
た
人
々
が
多
く
あ
っ
た
。
宗
密
が
詮
択
し
て
、
そ
の
中
か
ら
も

っ
と
も
極
ま
っ
た
答
頌
を
え
ら
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
た
だ
澄
観
の
み

が
答
頌
と
し
て
の
旨
趣
を
得
て
い
た
。
第
二
に
、
仏
典
の
翻
訳
に

お
け
る
彼
の
地
位
に
つ
い
て
、
唐
代
の
訳
務
は
復
礼
を
宗
匠
と
な

す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
恵
立
は
復
礼
の
こ
と
を
訳
主
と
よ
び
、

そ
の
訳
主
と
い
う
名
称
は
復
礼
の
と
き
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
。
彼

は
多
く
の
言
語
に
通
じ
て
お
り
翻
訳
の
才
能
は
抜
き
ん
で
て
い
た
。

『
宋
高
僧
伝
』
巻
十
七
に
は
、
『
開
元
釈
教
録
』
の
略
伝
に
は
み
ら
れ

な
い
新
た
な
る
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
点
で
、
復
礼
と
い
う
人

物
を
知
る
う
え
に
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
二
つ
の
指

摘
の
内
容
に
つ
い
て
少
し
く
吟
味
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

復
礼
が
『
真
妄
頌
』
を
作
成
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
問
頌
に

答
え
た
者
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら
を
宗
密
が
錠
択
し
た
中
で
は
澄

観
の
答
頌
の
み
が
そ
の
旨
趣
を
得
て
い
た
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
、

答
者
と
し
て
の
澄
観
や
鐙
択
者
と
し
て
の
宗
密
が
、
復
礼
の
『
真

妄
頌
』
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。
周
知

の
ご
と
く
、
『
真
妄
頌
』
は
、
単
独
の
書
物
と
し
て
現
存
せ
ず
、

⑩

澄
観
の
『
演
義
抄
』
巻
五
十
八
に
載
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
現
存

最
古
の
問
頌
で
あ
る
。
『
真
妄
頌
』
の
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
諸

資
料
や
答
頌
者
た
ち
の
真
妄
論
、
及
び
澄
観
の
真
妄
論
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
鎌
田
茂
雄
博
士
に
よ
る
論
稿
「
真
妄
論
に
対
す
る
澄

観
の
見
解
」
に
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
義
天
の

⑪

『
円
宗
文
類
』
巻
二
十
二
に
所
載
の
「
安
国
寺
利
渉
法
師
答
」
「
安

国
寺
洪
稻
禅
師
答
」
「
雲
華
寺
海
法
師
答
」
「
終
南
山
草
堂
寺
沙

門
宗
密
申
明
礼
法
師
意
」
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ら
の
諸
師
の
答
頌

を
、
安
国
寺
利
渉
に
代
表
さ
れ
る
法
相
宗
の
真
如
観
と
章
敬
寺
懐

暉
に
代
表
さ
れ
る
禅
宗
の
本
来
無
一
物
の
立
場
、
こ
れ
ら
二
人
に

対
し
て
法
性
宗
の
立
場
か
ら
そ
の
思
想
を
展
開
し
た
澄
観
の
立
場

⑫

と
い
う
よ
う
に
分
類
せ
ら
れ
て
い
る
。
六
名
の
答
頌
者
の
中
で

⑬

『
宋
高
僧
伝
』
巻
十
七
「
唐
京
兆
大
安
国
寺
利
渉
伝
」
に
よ
れ
ば
、

利
渉
と
は
、
玄
奨
門
下
で
あ
る
と
さ
れ
、
開
元
年
中
に
安
国
寺
に

お
い
て
『
華
厳
経
』
を
講
じ
た
人
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
章
敬
寺⑭

大
徳
懐
暉
と
は
、
‐
『
宋
高
僧
伝
』
巻
十
「
唐
雍
京
章
敬
寺
懐
暉
伝
」

に
よ
れ
ば
、
章
敬
寺
に
あ
っ
て
人
の
た
め
に
禅
要
を
説
い
た
人
で
、

元
和
十
年
（
八
一
五
）
に
六
十
二
歳
を
も
っ
て
没
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
そ
の
他
の
洪
酒
禅
師
と
海
法
師
に
つ
い
て
は
、
禅
門
の
人

て
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
が
そ
れ
以
外
に
は
そ
の
紀
伝
は
明
ら
か
で

⑮

な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
澄
観
と
宗
密
の
場
合
は
、
自
著
の
中
で

確
実
に
『
真
妄
頌
』
に
関
説
し
た
文
献
が
現
存
す
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
利
渉
等
の
四
師
に
は
そ
れ
が
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
『
真
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妄
頌
』
に
各
師
が
答
頌
を
加
え
た
と
い
う
『
円
宗
文
類
』
の
所
説

は
、
単
な
る
伝
承
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ

利
渉
と
懐
暉
の
答
釈
は
『
円
宗
文
類
』
に
の
み
表
わ
れ
る
の
で
は

⑯

な
く
、
宗
密
の
『
円
覚
経
略
疏
紗
』
巻
七
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る

点
で
は
、
九
世
紀
前
半
す
な
わ
ち
宗
密
が
『
円
覚
経
略
疏
紗
』
を

執
筆
し
た
時
代
に
は
、
利
渉
や
懐
暉
の
答
頌
と
し
て
広
く
認
め
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
懐
暉
が
八
世
紀
中
葉
か
ら
九
世
紀
初

頭
に
か
け
て
生
き
た
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
よ
り
百
年
ほ

ど
洲
っ
た
時
代
に
生
き
た
と
推
定
さ
れ
る
利
渉
は
、
復
礼
の
『
真

妄
頌
』
作
成
時
に
存
命
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
後
代
の
澄
観

。
》
宗
密
・
懐
暉
な
ど
の
諸
師
の
場
合
は
、
八
世
紀
中
葉
以
降
、
九

世
紀
に
か
け
て
活
躍
し
た
学
匠
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
彼
ら
が
武

周
朝
期
に
翻
訳
活
動
を
行
な
っ
た
復
礼
法
師
と
直
接
的
な
交
渉
が

あ
っ
た
と
は
推
定
し
が
た
い
。
よ
っ
て
『
真
妄
頌
』
と
い
う
問
頌

が
復
礼
の
没
後
に
も
流
布
し
て
お
り
、
澄
観
や
宗
密
な
ど
の
諸
師

が
答
釈
を
加
え
た
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
り
自
然
で
あ
る
。
各
種
の

文
献
に
残
存
す
る
答
頌
の
ほ
と
ん
ど
が
、
復
礼
の
没
後
に
流
布
し

て
い
た
「
真
妄
頌
』
に
対
す
る
答
頌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
復

礼
の
『
真
妄
頌
』
の
一
性
格
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。

次
に
、
復
礼
が
仏
典
翻
訳
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
地
位
を
稚
得

し
、
ま
た
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
。
『
宋
高
僧
伝
』
巻

十
七
の
復
礼
伝
に
は
、
唐
代
の
訳
務
が
復
礼
を
宗
匠
と
な
す
も
の

⑰

で
あ
り
、
恵
立
は
復
礼
の
こ
と
を
訳
主
と
よ
ん
だ
と
い
う
。
唐
代

の
仏
典
翻
訳
史
上
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
高
い
評
価
が
復
礼
と
い
う

人
物
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
仏
典
翻
訳
に
関
す
る
訳
務
に

は
、
訳
主
・
筆
受
・
綴
文
・
度
語
・
証
梵
本
・
潤
文
・
証
義
・
梵

唄
。
校
勘
・
監
護
大
使
な
ど
が
あ
る
が
、
中
で
も
訳
主
と
い
う
任

は
、
訳
場
と
そ
こ
に
お
け
る
訳
業
の
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
『
宋
高
僧
伝
』
巻
三
に
、
訳
務
に
つ
い
て
の
各
々

に
解
説
が
あ
っ
て
心
訳
主
と
い
う
役
割
も
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。

此
務
所
司
先
宗
二
訳
主
や
即
齋
二
葉
書
一
之
三
蔵
、
明
二
練
顕
密

二
教
一
者
充
し
之
。
（
大
正
別
．
七
二
四
ｂ
ｌ
ｃ
）

翻
訳
の
仕
事
に
お
い
て
、
ま
ず
も
っ
て
訳
主
は
、
も
っ
と
も
宗

要
と
な
る
任
務
で
あ
り
、
貝
葉
の
害
を
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
の
三

蔵
で
あ
っ
て
顕
密
二
教
に
熟
達
し
た
人
こ
そ
が
こ
れ
を
果
た
す
に

足
る
こ
と
が
、
こ
の
文
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
外
来
の

翻
経
三
蔵
及
び
玄
笑
や
義
浄
な
ど
の
代
表
的
な
翻
訳
家
が
訳
主
と

称
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
訳
主
を
明
す
項
に
は
復

礼
と
い
う
名
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ
、
『
宋
高
僧
伝
』
巻
三
の
証

義
の
項
に
、
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次
則
証
義
。
蓋
証
二
已
訳
之
文
所
詮
之
義
一
也
。
如
下
訳
二
婆
沙

論
一
慧
嵩
道
朗
等
三
百
人
考
中
正
文
義
却
唐
復
礼
累
場
充
レ
任

焉
。
（
大
正
別
．
七
二
四
ｃ
）

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
梵
文
等
の
原
語
か
ら
す
で
に
漢
訳
さ
れ
た

文
章
の
、
そ
の
所
詮
の
義
を
明
証
す
る
と
い
う
任
、
す
な
わ
ち
証

義
と
い
う
任
務
に
復
礼
が
あ
た
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
『
宋
高

僧
伝
』
の
復
礼
伝
に
は
、
復
礼
が
五
竺
の
言
語
に
通
じ
て
い
た
ほ

ど
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
翻
訳
の
才
能
は
充
分
に
あ
っ
た

に
し
て
も
、
訳
主
の
任
に
あ
た
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
際
は
証
義

・
筆
受
・
綴
文
な
ど
を
務
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
訳
場
に
お
け
る

復
礼
は
、
『
開
元
釈
教
録
」
の
記
述
の
ご
と
く
、
翻
経
三
蔵
の
も

と
で
文
を
綴
り
義
を
裁
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

六
世
紀
後
半
よ
り
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
と
く
に
武
周
朝
期

に
活
躍
し
た
翻
経
三
蔵
の
も
と
で
綴
文
や
筆
受
と
い
う
訳
務
に
復

⑱

礼
が
携
わ
っ
た
こ
と
は
、
『
開
元
釈
教
録
』
等
の
経
録
や
「
宋
高

⑲

僧
伝
』
等
の
高
僧
伝
類
に
、
再
三
に
亘
っ
て
彼
の
名
が
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
ま
た
彼
と
訳
業
を
と
も
に

し
た
と
こ
ろ
の
法
蔵
が
、
自
ら
の
著
述
の
中
に
詳
細
な
訳
出
事
情

⑳

を
記
述
し
た
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
『
華
厳
経
探
玄
記
』
に
『
六

三

⑳

十
巻
華
厳
経
』
の
補
訳
の
こ
と
を
、
及
び
『
入
拐
伽
心
玄
義
』
に

『
大
乗
入
梼
伽
経
』
の
訳
出
の
経
緯
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
資
料
に
は
、
復
礼
・
法
蔵
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
訳
経
僧
が

登
場
す
る
。
当
時
の
訳
場
に
お
い
て
は
訳
経
僧
同
志
の
交
流
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
訳
経
僧
の
間
の
師
弟
関
係
や
交
友
関
係
に

ま
で
立
入
っ
た
文
献
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
法
蔵
が
地
婆
訶
羅

か
ら
、
天
竺
の
那
燗
陀
寺
に
お
け
る
戒
賢
・
智
光
の
論
争
に
つ
い

＠

て
教
示
を
受
け
た
と
き
の
よ
う
な
学
問
的
交
流
は
、
復
礼
の
場
合

に
は
見
出
せ
な
い
。
翻
経
に
関
す
る
諸
資
料
を
見
る
限
り
、
そ
こ

に
は
復
礼
と
い
う
名
と
彼
の
訳
務
が
記
載
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
と
い
え
る
。

訳
場
に
お
け
る
訳
経
僧
た
ち
と
は
別
に
、
復
礼
と
の
交
流
が
な

さ
れ
、
し
か
も
そ
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
復
礼
の
学
風
ま
で
も
示
唆

す
る
と
思
わ
れ
る
文
献
資
料
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
挙

⑳

げ
れ
ば
、
㈲
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
四
の
烏
東
道
林
伝
、
。
『
宋

⑳

高
僧
伝
』
巻
五
の
道
気
伝
、
匂
「
釈
華
厳
教
分
記
円
通
抄
』
巻
一

⑮

に
お
け
る
復
礼
と
法
蔵
の
逸
話
な
ど
で
あ
る
。
日
○
日
の
い
ず
れ

も
が
い
さ
さ
か
後
代
に
属
す
る
文
献
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
何
に
基

づ
き
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
か
不
明
な
点
も

多
い
。
と
も
か
く
そ
れ
ら
は
、
復
礼
の
人
物
像
や
学
風
の
窺
え
る

資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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烏
案
道
林
禅
師
（
七
四
一
’
八
二
四
）
は
、
樹
上
に
棲
居
し
た
こ

と
か
ら
烏
案
禅
師
、
鵲
巣
和
尚
と
も
い
わ
れ
八
彼
の
晩
年
に
白
居

易
が
師
を
礼
謁
し
て
教
え
を
受
け
た
人
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
『
景

徳
伝
灯
録
』
巻
四
に
、
道
林
と
復
礼
と
の
出
会
い
が
、

九
歳
出
家
。
二
十
一
於
二
荊
州
果
願
寺
一
受
戒
、
後
詣
二
長
安

、
西
明
寺
復
礼
法
師
弐
学
二
華
厳
経
起
信
論
や
復
礼
示
以
二
真
妄

頌
一
伸
し
修
二
禅
那
や
師
問
日
、
初
云
何
観
、
云
何
用
心
。
復

‐
礼
久
而
無
し
言
。
師
三
礼
而
退
。
属
唐
代
宗
詔
二
径
山
国
一
禅

師
｝
至
レ
閾
、
師
乃
謁
レ
之
遂
得
二
正
法
如
（
大
正
矼
・
二
三
○
ｂ
）

と
説
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
林
は
、
二
十
一
歳
の
受
戒

以
後
に
長
安
の
復
礼
法
師
を
訪
問
し
、
『
華
厳
経
』
『
起
信
論
』

を
学
ん
だ
。
↑
復
礼
は
人
々
に
『
真
妄
頌
』
を
提
示
し
彼
ら
を
修
せ

し
め
て
い
た
。
道
林
が
復
礼
に
対
し
て
、
い
か
に
観
じ
、
ど
の
よ

う
に
用
心
す
べ
き
か
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
復
礼
か
ら
は
返
答
が
与

え
ら
れ
ず
、
結
局
、
道
林
は
復
礼
の
も
と
を
退
出
し
て
い
っ
た
と

⑳

い
う
。
こ
の
よ
う
な
記
事
は
『
釈
氏
稽
古
略
』
巻
三
に
も
同
様
に

あ
る
が
、
『
景
徳
伝
灯
録
』
の
所
説
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑳

た
だ
し
こ
れ
に
先
立
っ
て
撰
述
さ
れ
た
『
宋
高
僧
伝
』
や
『
祖
堂

⑳
集
』
に
お
け
る
道
林
伝
に
は
、
復
礼
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

道
林
は
、
武
周
朝
末
期
よ
り
約
六
十
年
も
後
代
の
、
代
宗
の
時
代

以
降
に
活
躍
し
た
禅
僧
で
あ
る
か
ら
、
復
礼
の
在
世
時
に
互
い
の

交
流
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
道
林
が
西
明
寺
の
復
礼
の
も

と
に
お
も
む
い
た
と
い
う
事
実
関
係
は
別
に
し
て
、
復
礼
が
『
華

厳
経
』
『
起
信
論
』
を
説
き
、
ま
た
『
真
妄
頌
』
を
も
っ
て
人
々

を
修
せ
し
め
た
と
い
う
記
事
は
、
彼
の
学
的
傾
向
と
指
導
の
あ
り

方
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

次
に
道
言
（
六
六
八
’
七
四
○
）
は
、
唯
識
・
因
明
・
百
法
等
の

論
に
秀
れ
、
と
く
に
玄
宗
皇
帝
の
代
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
人
で
あ
り
、

開
元
十
八
年
（
七
三
○
）
に
は
道
士
尹
謙
と
対
論
し
た
こ
と
で
も
有

名
で
あ
る
。
彼
に
は
『
大
乗
法
宝
五
門
名
教
』
『
信
法
儀
』
『
唯

識
疏
』
『
法
華
経
疏
』
『
御
注
金
剛
経
疏
』
な
ど
多
数
の
著
作
が

⑳

あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
§
『
御
注
金
剛
般
若
経
宣
演
』
二
巻
の
み
が

現
存
す
る
。
「
宋
高
僧
伝
』
巻
五
の
道
気
伝
に
は
、
一
行
禅
師

（
六
七
三
’
七
二
七
）
と
の
関
係
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前

に
、
道
気
が
そ
の
学
識
を
広
く
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
復

礼
が
道
氣
に
対
し
て
「
西
方
讃
」
一
本
を
造
れ
と
命
じ
た
こ
と
か

ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
が
『
宋
高
僧
伝
』
巻
五
に
、
州

時
有
二
興
善
寺
復
礼
法
師
司
善
属
し
文
。
謂
レ
気
目
籍
二
汝
少

俊
一
可
三
為
膠
余
造
二
西
方
讃
一
本
毛
遂
壁
し
紙
援
レ
毫
略
不
し
停

綴
、
斯
須
已
就
、
其
辞
典
麗
、
清
浄
仏
国
境
物
荘
厳
、
臨
レ

‐
文
若
二
現
前
一
美
。
礼
師
読
詑
顧
二
左
右
諸
徳
一
日
、
奇
才
秀
句

吾
輩
莫
二
能
測
一
也
・
自
後
二
服
麿
窓
案
｜
昼
夜
精
励
。
弁
給
難
ゞ
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v 写



訓
善
二
於
立
破
↓
礼
師
仰
二
其
風
規
《
、
営
於
二
稠
人
広
衆
中
一

ｋ
“
宣
言
日
、
気
之
論
端
勢
若
二
泉
涌
聿
従
レ
此
間
し
天
供
二
奉
朝
廷
聿

（
大
正
別
・
七
三
四
ｂ
ｌ
ｃ
）

で

と
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
道
気
が
作
成
し
た
「
西
方
讃
」
の
出
来
ば

え
が
見
事
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
八
復
礼
自
身
が
彼
の
奇
才
秀

句
に
驚
嘆
し
た
。
復
礼
は
そ
の
風
規
を
仰
ぎ
、
か
っ
て
多
く
の
聴

衆
に
対
し
て
、
道
氣
の
諭
端
に
勢
の
あ
る
こ
と
泉
の
涌
く
よ
う
だ

と
宣
言
し
た
と
い
う
。
道
気
伝
に
は
、
道
言
の
幅
広
い
学
識
ぶ
り

が
縦
横
に
語
り
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
登
場
す
る
復
礼
は
、
道

気
よ
り
も
先
輩
に
あ
た
る
有
徳
者
と
し
て
、
し
か
も
道
気
の
学
識

に
賛
同
し
こ
れ
を
認
め
た
人
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

復
礼
が
高
宗
や
武
后
の
時
代
の
み
な
ら
ず
、
春
宗
や
玄
宗
の
代
ま

⑳

で
存
命
で
あ
っ
た
か
否
か
は
速
断
で
き
な
い
が
、
道
試
と
重
な
っ

た
時
代
に
生
き
た
と
い
う
点
で
は
、
比
較
的
に
記
事
と
し
て
の
信

遍
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

高
麗
の
華
厳
学
匠
で
あ
る
均
如
大
師
（
九
二
三
’
九
七
三
）
は
、

⑪

『
釈
華
厳
教
分
記
円
通
抄
』
巻
一
に
、
復
礼
と
法
蔵
に
関
す
る
逸

⑫話
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
逸
話
の
出
拠
に
つ
い
て
は
明
確
で
は

な
く
て
、
均
如
も
、
「
古
辞
」
、
つ
ま
り
、
昔
よ
り
言
い
伝
え
ら
れ

た
言
葉
に
と
い
う
よ
う
な
表
現
の
し
か
た
で
紹
介
し
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
は
多
分
に
創
作
的
な
内
容
で
あ
っ
て
史
実
に
乏
し
い
感

が
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
法
蔵
の
「
仮
名
菩
薩
」
と
い
う
教

義
に
復
礼
が
批
判
的
見
解
を
も
っ
た
こ
と
が
、
巻
一
に
次
の
よ
う

に
示
さ
れ
て
い
る
。

古
辞
。
章
主
大
料
簡
中
、
明
下
三
乗
極
果
不
レ
信
二
此
経
一
亦
是

仮
名
之
義
麺
世
俗
勝
徳
復
礼
師
等
便
懐
二
嫌
嫉
一
奏
云
。
臣
聞
、

先
上
世
尊
三
大
劫
中
勤
二
修
万
行
一
登
二
大
覚
位
弐
無
上
之
上
、

天
中
之
天
。
法
蔵
抑
挫
為
一
一
仮
名
存
氾
此
法
師
罪
甚
是
不
レ
少
。

国
法
可
し
理
。
御
勅
續
二
於
江
南
屯

（
「
均
如
大
師
華
厳
学
全
書
』
下
巻
、
四
九
頁
）

法
蔵
の
「
大
料
簡
」
の
中
に
は
、
三
乗
の
極
果
で
あ
っ
て
も

『
華
厳
経
』
を
信
ず
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
仮
名
の
義
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
明
し
て
い
る
。
こ
の
所
説
に
対
し
て
嫌
嫉
を
懐
い
た
復

礼
は
、
上
奏
し
て
法
蔵
の
罪
の
少
な
か
ら
ざ
る
こ
と
を
述
べ
、
結

局
、
彼
を
江
南
へ
積
出
せ
し
め
ん
と
し
た
。
熟
頓
の
仏
果
に
至
っ

た
者
や
、
十
千
已
過
阿
僧
祇
未
満
の
菩
薩
も
仮
名
だ
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
三
大
劫
に
万
行
を
修
し
大
覚
の
位
に
登
っ
た
無
上
世
尊

は
ど
う
な
る
の
か
。
無
上
の
上
、
天
中
の
天
な
る
世
尊
こ
そ
真
実

と
す
べ
き
な
の
に
、
な
ぜ
仮
名
な
の
か
が
復
礼
に
は
承
服
で
き
ず
、

法
蔵
の
仮
名
菩
薩
説
を
曲
説
と
み
な
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
「
古
辞
」
と
そ
れ
を
引
用
し
た
均
如
か
ら
み
れ
ば
、
法
蔵

の
仮
名
菩
薩
説
が
正
鵠
を
得
て
お
り
、
遂
に
、
事
実
を
曲
解
し
た
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武
周
朝
期
の
仏
典
訳
出
に
功
績
を
残
し
『
真
妄
頌
』
や
『
十
門

弁
惑
論
」
を
著
し
た
復
礼
は
、
つ
ね
に
学
徳
を
具
備
し
た
高
僧
と

し
て
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
ば
し
ば
法
蔵
と
と
も
に
訳
場
に
あ
り
、

ま
た
澄
観
・
宗
密
と
い
っ
た
後
代
の
華
厳
教
学
に
注
目
を
受
け
、

さ
ら
に
内
外
典
に
も
通
暁
し
て
い
た
と
い
う
復
礼
に
関
し
て
、
そ

の
行
歴
を
知
る
た
め
の
充
分
な
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。
復
礼
の
時
代
よ
り
後
代
の
高
僧
伝
や
訳
経
目
録
を
中
心
と

し
て
そ
こ
に
表
わ
れ
る
復
礼
の
行
歴
及
び
そ
の
周
辺
を
探
求
す
る

こ
と
は
、
多
分
に
潤
色
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
復
礼
像
に
陥
る
危
険
性

を
孕
ん
で
い
る
。
彼
の
行
歴
に
お
い
て
確
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
は
、
永
隆
二
年
（
六
八
一
）
に
「
十
門
弁
惑
論
』
を
撰
し
た
こ

と
と
、
武
周
朝
期
の
仏
典
翻
訳
に
従
事
し
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ

の
は
復
礼
の
ほ
う
で
あ
る
と
い
う
見
地
に
立
つ
こ
と
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
。
復
礼
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
章
主
法
蔵
を

語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
世
俗
の
勝
徳
、

復
礼
師
等
は
便
ち
嫌
嫉
を
懐
き
」
と
い
う
言
葉
か
ら
説
き
進
め
ら

れ
る
逸
話
を
通
し
て
、
復
礼
と
い
う
人
は
、
仏
典
の
翻
訳
や
仏
教

の
知
識
に
は
精
通
し
て
い
る
が
し
か
し
あ
く
ま
で
も
世
俗
の
勝
徳

と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

結

ひ

を
基
軸
と
し
て
、
復
礼
伝
が
明
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
『
十
門
弁
惑
論
』
に
お
け
る
彼
の
仏
教
思
想
に
つ
い
て
も

級
密
な
論
究
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
想
内
容
と
彼
の
伝
記
と

の
脈
絡
が
結
ば
れ
た
と
き
復
礼
の
人
物
像
と
そ
の
思
想
の
全
容
が

明
ら
か
に
な
る
が
、
そ
の
基
礎
作
業
と
し
て
彼
の
伝
記
と
そ
れ
に

深
い
関
連
を
有
す
る
交
友
者
を
掘
り
下
げ
る
に
と
ど
め
た
こ
と
に

な
る
。復

礼
の
人
物
像
を
閏
明
す
る
た
め
に
、
そ
の
手
掛
り
と
し
て

『
開
元
釈
教
録
」
と
『
宋
高
僧
伝
』
に
お
け
る
復
礼
伝
に
つ
い
て

検
討
し
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
、
復
礼
は
、
内
外
典
に
博
識
で

あ
っ
て
俗
流
の
名
士
た
ち
に
尊
ば
れ
、
翻
経
に
お
い
て
は
文
を
綴

り
義
を
裁
め
る
と
い
う
訳
務
を
果
た
し
、
彼
の
著
し
た
『
十
門
弁

惑
論
』
が
衆
疑
を
解
決
す
る
手
本
と
な
る
書
物
た
る
こ
と
が
二
つ

の
復
礼
伝
に
共
通
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
し
か
し
『
真
妄
頌
』
に

対
し
て
数
人
の
学
匠
が
答
頌
を
も
っ
て
答
え
た
こ
と
、
復
礼
の
訳

務
に
宗
匠
と
か
、
訳
主
と
い
う
地
位
を
与
え
た
こ
と
は
『
宋
高
僧

伝
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
、
『
真
妄
頌
』
に

つ
い
て
は
、
そ
の
文
を
載
録
し
た
澄
観
の
『
演
義
抄
』
や
、
答
頌

を
掲
載
し
た
宗
密
の
『
円
覚
経
』
註
釈
書
類
を
参
考
に
し
て
賛
寧

が
復
礼
伝
に
編
入
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
数
人
の
答
頌
の

中
で
は
利
渉
を
例
外
と
し
て
い
ず
れ
も
復
礼
の
没
後
に
作
成
さ
れ
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た
と
推
定
さ
れ
、
復
礼
と
答
頌
者
と
の
間
に
年
月
の
懸
隔
あ
る
こ

と
が
『
真
妄
頌
』
な
る
書
の
特
質
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

復
礼
と
師
弟
関
係
ま
た
は
交
友
関
係
に
あ
っ
た
人
々
に
は
、
訳

場
に
お
け
る
訳
経
僧
や
椎
無
二
が
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
利
渉
に
も

Ｊ

そ
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
宋
高
僧
伝
』
『
景
徳
伝

灯
録
』
な
ど
の
伝
記
資
料
や
均
如
の
「
釈
華
厳
教
分
記
円
通
妙
』

に
は
、
復
礼
の
学
風
等
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
る
。

道
気
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
、
復
礼
と
重
な
っ
た
時
代
に
生
き
た

点
で
は
、
お
互
い
の
交
渉
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

烏
実
道
林
に
関
し
て
は
、
俄
か
に
史
実
と
し
て
認
め
難
い
が
、
し

か
し
、
復
礼
が
長
安
に
お
い
て
『
華
厳
経
』
『
起
信
論
』
を
教
え

た
と
い
う
見
解
は
、
彼
の
『
華
厳
経
』
翻
訳
や
真
妄
の
所
説
と
も

関
係
し
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
均
如
が
「
古
辞
」
を
引

い
て
法
蔵
と
復
礼
と
の
交
渉
に
関
す
る
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
史
実
で
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
復
礼
が
世
俗
の
勝
徳
と
し
て

み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
復
礼
の
人
物
像
と
符
合
す
る
面
が
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

註
記

①
復
礼
の
『
真
妄
頌
』
と
そ
の
答
頌
に
関
す
る
研
究
に
は
、
脇
谷
据

謙
「
復
礼
法
師
の
真
妄
頌
」
（
『
六
条
学
報
』
一
二
五
号
、
明
治
妬
年

３
月
）
、
鎌
田
茂
雄
「
真
妄
論
に
対
す
る
澄
観
の
見
解
」
（
「
中
国
華

厳
思
想
史
の
研
究
』
五
二
五
’
三
七
頁
、
昭
和
蛆
年
３
月
）
な
ど
が

圭
柄
｝
↓
〈
》
Ｏ

②
『
十
門
弁
惑
論
」
に
関
す
る
江
戸
時
代
の
註
釈
害
に
、
知
空
『
十

門
弁
惑
論
碑
検
」
（
正
徳
６
年
）
、
臥
雲
『
十
門
弁
惑
論
蟇
述
』
（
寛

保
２
年
）
が
あ
る
。

③
こ
の
他
に
復
礼
伝
に
ふ
れ
た
資
料
に
は
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
」

巻
十
二
（
大
正
弱
．
八
六
四
ｂ
ｌ
ｃ
）
が
あ
る
が
、
『
開
元
釈
教
録
』

の
記
述
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

④
永
隆
二
年
に
『
十
門
弁
惑
諭
』
が
撰
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
復
礼
自

身
が
『
十
門
弁
惑
論
』
巻
下
に
「
干
時
大
唐
永
隆
二
年
歳
次
辛
巳
孟

秋
之
朔
日
也
」
（
大
正
醜
．
五
五
九
ｂ
）
と
記
し
て
い
る
。

⑤
「
二
巻
」
と
あ
る
が
、
高
麗
本
及
び
大
正
蔵
経
所
収
本
は
上
中
下

三
巻
で
あ
り
、
宋
元
明
の
三
本
は
通
し
て
一
巻
と
す
る
。

⑥
復
礼
が
住
し
た
與
善
寺
と
は
、
大
興
善
寺
と
も
い
い
、
長
安
城
の

靖
善
坊
に
あ
っ
た
寺
院
で
あ
る
。
『
長
安
志
』
巻
七
、
足
立
喜
六
『
長

安
史
蹟
の
研
究
』
‐
一
三
○
頁
（
昭
和
弱
年
６
月
、
新
装
版
）
参
照
。

⑦
「
宋
高
僧
伝
』
巻
十
七
や
『
貞
元
録
」
巻
十
二
に
も
『
文
集
』
と

い
う
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
が
、
現
存
し
て
い
な
い
。

③
「
続
二
晨
鳧
之
足
一
鑿
一
一
混
沌
之
籔
『
百
年
之
疑
一
朝
頓
尽
。
方
当
禾

永
遵
二
覚
路
一
長
悟
二
迷
源
一
燕
二
煩
悩
之
薪
一
餐
牢
浬
藥
之
飯
些
請
事
一

斯
語
一
以
卒
二
余
年
ご
（
大
正
砲
．
五
五
九
ｂ
）

⑨
『
宋
高
僧
伝
』
巻
十
七
（
大
正
印
・
八
一
二
Ｃ
ｌ
三
ａ
）

⑩
澄
観
が
載
録
し
た
『
真
妄
頌
』
の
文
は
、
「
如
二
復
礼
法
師
有
し
造
し

問
一
三
真
法
性
本
浄
、
妄
念
何
由
起
、
許
二
妄
従
レ
真
生
《
此
妄
安
可
レ

止
、
無
し
初
則
無
し
末
、
有
し
終
応
し
有
睦
始
、
無
し
始
而
有
し
終
、
長
懐
し
惜
二
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斯
理
↓
願
為
閉
一
秘
密
『
析
レ
之
出
二
生
死
一
」
（
大
正
調
・
四
六
四
Ｃ
）

で
あ
る
。

⑪
卍
続
一
・
二
・
八
套
・
五
・
四
一
九
丁
左
下

⑫
鎌
田
茂
雄
前
掲
書
、
五
三
○
頁

⑬
「
欲
し
遊
二
震
旦
一
結
レ
侶
東
征
、
至
二
金
稜
嶺
一
過
一
玄
英
三
蔵
『
行
次

相
逢
礼
二
求
美
度
ご
「
開
元
中
於
二
安
国
寺
一
議
一
華
厳
経
聿
四
衆
赴
レ

堂
遅
則
無
二
容
レ
膝
之
位
一
美
。
」
（
大
正
印
・
八
一
五
ａ
）

利
渉
に
つ
い
て
は
、
牧
田
諦
亮
「
唐
長
安
大
安
国
寺
利
渉
」
（
『
東

方
学
報
』
第
三
一
冊
、
京
都
、
昭
和
調
年
３
月
）
に
詳
し
い
。
近
来
、

敦
埋
文
書
の
中
か
ら
利
渉
に
関
す
る
資
料
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
や
、

復
礼
の
『
真
妄
頌
』
に
つ
い
て
も
関
説
さ
れ
て
い
る
。

⑭
「
暉
既
居
二
上
院
一
為
し
人
説
一
一
禅
要
一
朝
寮
名
士
日
来
参
間
。
」
「
元

和
十
年
乙
未
冬
示
し
疾
、
十
二
月
十
一
日
滅
度
、
春
秋
六
十
二
・
」
（
大

正
印
．
七
六
八
ａ
）

⑮
『
円
覚
経
大
疏
紗
』
巻
六
之
上
（
卍
続
一
・
一
四
套
・
四
・
三
三

一
丁
左
上
）
、
『
円
覚
経
略
疏
紗
」
巻
七
（
卍
続
一
・
一
五
套
・
二
・

一
六
○
丁
右
）

⑯
卍
統
一
し
、
一
五
套
・
二
・
一
六
○
丁
右
上

⑰
恵
立
の
伝
記
は
「
宋
高
僧
伝
』
巻
十
七
（
大
正
別
．
八
一
三
ａ
）
：

に
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
復
礼
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
な
い
。

⑬
『
開
元
釈
教
録
』
巻
九
に
お
け
る
地
婆
訶
羅
・
提
雲
般
若
・
実
叉

難
陀
・
義
浄
の
訳
業
を
表
わ
す
箇
所
（
大
正
弱
．
五
六
三
Ｃ
ｌ
八

Ｃ
）
に
、
復
礼
の
名
が
所
出
。

⑲
『
宋
高
僧
伝
』
巻
一
「
義
浄
伝
」
（
大
正
卵
．
七
一
○
ｃ
）
、
巻
二

「
実
叉
難
陀
伝
」
（
大
正
即
・
七
一
八
Ｃ
ｌ
九
ａ
）
、
巻
二
「
地
婆
訶

羅
伝
」
（
大
正
別
．
七
一
九
ａ
）
、
巻
二
「
提
雲
般
若
伝
」
（
大
正
印

。
七
一
九
ｂ
）
に
、
復
礼
の
名
が
所
出
。
ま
た
巻
五
「
法
蔵
伝
」
に

は
「
実
叉
難
陀
齋
一
一
華
厳
梵
來
一
至
、
回
一
義
浄
復
礼
一
訳
一
出
新
経
ご

（
大
正
印
．
七
三
二
ａ
）
と
あ
る
。

⑳
巻
一
「
今
大
唐
永
隆
元
年
三
月
内
有
二
天
竺
三
蔵
地
婆
訶
羅
《
唐

言
二
日
昭
坐
有
二
此
一
品
梵
本
『
法
蔵
親
共
校
勘
至
一
此
關
文
《
奉
レ
勅

与
二
沙
門
道
成
復
礼
等
一
訳
出
補
し
之
。
」
（
大
正
弱
・
一
二
二
ｃ
）

巻
二
十
「
是
以
於
二
大
唐
永
隆
年
『
西
京
西
太
原
寺
三
蔵
法
師
地
婆

訶
羅
、
唐
云
一
日
昭
甥
共
一
一
京
十
大
徳
道
成
律
師
等
一
奉
レ
勅
訳
補
、
沙

門
復
礼
親
従
二
筆
受
ご
（
大
正
弱
．
四
八
四
ｃ
）

④
「
奉
レ
勅
令
二
共
翻
経
沙
門
復
礼
法
蔵
等
、
再
更
勘
訳
《
復
礼
畷

文
。
」
（
大
正
調
．
四
三
○
ｂ
）

⑳
『
華
厳
経
探
玄
記
』
巻
一
「
又
法
蔵
於
一
一
文
明
元
年
中
《
幸
遇
一
一
中

天
竺
三
蔵
法
師
地
婆
訶
羅
至
唐
言
一
目
昭
禦
於
二
京
西
大
原
寺
一
翻
一
訳

経
論
↓
余
親
干
時
乃
問
。
西
域
諸
徳
於
二
代
聖
教
一
頗
し
有
し
分
二
判

権
実
一
以
不
。
三
蔵
説
云
、
近
代
天
竺
那
燗
陀
寺
同
時
有
一
三
大
徳
論

師
記
一
名
一
戒
賢
『
二
称
二
智
光
ご
（
大
正
弱
．
二
一
ｃ
）

⑳
大
正
団
．
三
三
○
ｂ

⑭
唐
長
安
青
龍
寺
道
気
伝
、
大
正
印
・
七
三
四
ｂ
’
五
ａ

⑳
『
均
如
大
師
華
厳
学
全
書
』
下
巻
、
四
九
’
五
○
頁

⑳
鳥
案
禅
師
の
項
、
大
正
鉛
・
八
三
二
ｃ

⑰
巻
十
一
「
唐
杭
州
秦
望
山
円
脩
伝
」
（
大
正
印
．
七
七
四
ｃ
）
た

だ
し
こ
の
円
脩
と
い
う
人
を
烏
棄
禅
師
に
あ
て
て
い
る
が
混
同
が
あ

る
。
『
国
訳
一
切
経
』
史
伝
部
十
二
、
二
一
四
頁
、
脚
註
参
照
。

⑳
巻
三
「
烏
案
和
尚
」
の
項
、
柳
田
聖
山
主
編
『
祖
堂
集
』
（
中
文

出
版
社
刊
）
五
四
頁

⑳
玄
宗
が
自
ら
著
し
た
『
御
注
金
剛
般
若
経
』
に
道
気
が
註
釈
を
な
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し
た
も
の
で
あ
る
。
大
正
蔵
八
十
五
巻
に
所
収
。
『
宣
演
』
二
巻
に

つ
い
て
の
論
稿
に
、
平
井
宥
慶
「
敦
埠
本
・
道
歓
集
『
御
注
金
剛
経

宣
演
』
考
」
（
印
仏
研
究
二
二
Ｉ
一
所
収
）
が
あ
り
、
道
颪
の
思
想

の
形
成
と
彼
の
仏
教
史
上
に
お
け
る
思
想
史
的
位
置
に
言
及
が
試
み

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
同
「
道
気
と
曇
曠
の
唯
識
学
」
（
『
大
正
大

学
研
究
紀
要
』
六
一
号
、
昭
和
帥
年
皿
月
）
な
ど
も
あ
る
。

⑳
復
礼
の
生
没
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
現
存
の
資
料
に
よ

る
限
り
難
し
い
。
た
だ
、
彼
が
存
命
で
あ
っ
た
時
期
は
、
翻
経
へ
の

参
加
時
期
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

開
元
四
年
（
七
一
六
）
に
善
無
畏
が
長
安
に
入
っ
て
以
降
、
玄
宗
の

代
に
密
教
経
典
の
翻
訳
が
盛
ん
に
な
る
が
、
復
礼
は
そ
れ
ら
の
訳
業

に
は
従
事
し
て
い
な
い
。
復
礼
の
訳
業
は
、
神
竜
二
年
（
七
○
六
）

に
菩
提
流
志
が
『
大
宝
積
経
』
を
訳
し
始
め
た
と
き
そ
れ
以
前
に
終

わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

④
註
⑳
参
昭
蝿
鎌
田
茂
雄
「
釈
華
厳
教
分
記
円
通
紗
の
注
釈
的
研

究
」
（
「
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
八
四
、
昭
和
卵
年
３
月
）
一
五
五

’
六
頁
。

⑫
こ
の
逸
話
に
つ
い
て
『
中
国
仏
教
史
辞
典
」
（
東
京
堂
、
昭
和
弱

年
９
月
）
三
二
二
頁
「
復
礼
」
の
項
に
「
ま
た
法
蔵
の
仮
名
菩
薩
と

い
う
教
義
に
反
対
し
、
法
蔵
を
江
南
に
濱
出
す
る
よ
う
に
上
書
し
た

と
い
う
逸
話
も
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
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