
本
書
は
『
十
二
門
論
』
の
英
訳
を
中
心
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
著
者
の

国
閨
：
白
Ｑ
自
望
阜
氏
は
現
在
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ワ
イ
大
学
ヒ
ロ
分
校
の
哲

学
宗
教
学
科
の
教
授
で
、
》
一
九
七
四
年
に
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
に
勺
戸

口
．
論
文
崖
ご
閃
き
。
“
ミ
ミ
倉
員
Ｑ
ミ
。
昌
堕
譲
暑
ミ
ミ
ミ
ご
急
‐

ヨ
ミ
言
、
ミ
。
②
。
、
ざ
、
。
ミ
ｏ
言
ミ
鷺
め
。
ミ
。
閏
を
提
出
し
て
い
る
。
こ

れ
は
漢
文
資
料
の
『
中
論
』
と
『
十
二
門
論
』
を
中
心
に
し
た
中
観
仏

教
の
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
論
文
の
第
六
章
に
は
《
《
同
凰
冒
唱
の
“
目
①

ぱ
い
口
挫
四
辻
○
口
四
口
９
口
９
＄
旦
庁
ロ
①
日
笥
巴
ぐ
①
。
四
前
日
愚
Ｐ
陣
陥
》
》
と

し
て
『
十
二
門
論
」
の
英
訳
な
ら
び
に
注
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

Ｑ
自
凶
Ｑ
氏
は
す
で
に
多
数
の
研
究
論
文
も
発
表
さ
れ
て
お
り
（
国
匡
５
‐

唱
眉
ご
」
や
鹿
⑤
参
照
）
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
主
と
し
て
三
論
宗
や
吉
蔵

の
立
場
か
ら
見
た
中
観
思
想
の
研
究
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
氏

に
お
い
て
は
初
め
て
の
著
書
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
早
く
よ
り
推
敲
を

重
ね
て
こ
ら
れ
た
研
究
の
成
果
を
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
序
論
と
英
訳
の
二
つ
の
部
分
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
序

論
の
部
分
は
次
の
三
篇
よ
り
な
っ
て
い
る
。

一
、
ｚ
樹
胃
盲
目
四
色
目
言
①
ｇ
Ｈ
①
邑
○
ご
晨
目
①
Ｐ
呂
旨
鴨
（
龍
樹
と

国
の
匡
の
豈
毒
○
函
因
ｚ
⑦
（
角
．
）
“

ご
討
喧
画
ミ
ミ
軍
国
啄
胃
ミ
ミ
こ
い
の
ミ
⑮
己
沁
異
国
註
鷺

ロ
バ
ー
ト
。
Ｆ
・
ロ
ー
ズ

そ
の
教
学
の
流
布
ｌ
和
訳
筆
者
、
以
下
同
）

二
、
の
Ｐ
ロ
‐
旨
ロ
シ
勺
官
Ｏ
ｐ
Ｏ
ロ
①
い
ざ
閃
日
冒
旨
の
、
の
（
三
論
に
お
け
る
空
の

解
釈
）

一
三
日
常
ｚ
胃
日
の
い
且
ぐ
こ
目
①
旦
目
①
目
①
曽
・
（
「
十
二
門
論
」
の

性
質
と
価
値
）
｜

ま
た
本
書
の
後
半
部
分
を
占
め
る
『
十
二
門
論
』
の
翻
訳
（
ｚ
掛
目
言
‐

口
騨
》
ｍ
‐
閂
邑
里
鳥
句
員
や
目
、
§
誉
唖
と
題
さ
れ
て
い
る
が
）
で
は
「
大
正
新

修
大
蔵
経
」
に
準
じ
て
か
、
『
十
二
門
論
品
目
』
（
Ｈ
ゅ
亘
の
具
Ｃ
Ｏ
貝
①
ロ
蔚

扇
の
侭
‐
官
］
）
と
『
十
二
門
論
序
』
（
犀
①
厨
。
①
覇
①
品
‐
官
］
）
と
の
英
訳

が
ま
ず
置
か
れ
、
つ
ぎ
に
『
十
二
門
論
』
が
英
訳
さ
れ
て
い
る
。
翻
訳
に

際
し
て
底
本
と
し
て
用
い
た
テ
キ
ス
ト
を
本
書
は
明
記
し
て
い
な
い
が
、

恐
ら
く
『
大
正
蔵
経
』
所
収
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

著
者
が
長
年
に
わ
た
り
「
十
二
門
論
』
を
詳
し
く
研
究
し
て
き
た
こ
と

は
先
き
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
翻
訳
の
中
で
『
中
論
』
に
類

似
す
る
箇
所
を
い
ち
い
ち
注
に
指
摘
し
て
い
た
り
、
随
所
に
吉
蔵
の
『
十

二
門
論
疏
」
を
参
照
し
て
い
る
点
に
、
そ
の
成
果
が
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
問
題
と
さ
れ
る
桑
へ
き
点
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
ま
ず
序
論

の
中
で
気
付
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
み
た
い
と
思
う
。

『
十
二
門
論
』
の
研
究
に
着
手
す
る
に
当
り
、
第
一
に
考
察
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
著
者
の
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
「
十

二
門
論
』
は
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳
の
み
現
存
し
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
も

発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
も
な
い
。
漢
訳
で
は
そ
の
著
者
が
龍

樹
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
従
来
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ｏ
国
目
ｚ
Ｑ

氏
も
こ
の
伝
統
説
を
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
後
多
く
の
学
者
は
こ
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の
論
の
龍
樹
撰
述
説
を
否
定
し
て
お
り
、
伝
統
説
に
従
う
研
究
者
は
数
少

い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
つ
い
て

今
少
し
顧
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
『
十
二
門
論
』
偽
撰
説
に
つ
い
て
は
一
国
。
冨
匙
の
ン
「
ご
）
教
授
の

考
察
が
あ
る
（
員
ら
巨
昏
の
シ
匡
普
①
具
冒
ｇ
ｇ
ｇ
①
、
§
‐
冒
苫
色
目
ｇ
①

馨
啓
‐
偽
善
‐
ミ
§
‐
言
畠
』
》
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
、
第
二
巻
第
二
号
、
七
四

二
’
七
五
一
頁
）
。
こ
の
論
文
は
『
百
論
』
と
「
十
二
門
論
』
に
つ
い
て
、

そ
の
著
者
の
真
偽
も
含
め
て
、
多
く
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
論
究
し
た
も

の
で
あ
る
。
‐
そ
し
て
○
シ
巴
）
教
授
は
、
『
十
二
門
論
」
は
龍
樹
の
著
作
で

は
な
く
、
青
目
が
龍
樹
の
偶
頌
を
引
用
し
、
そ
れ
ら
を
注
釈
し
た
書
物
で

あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
論
は
青
目
の
編
集
に
よ
る
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
見
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
（
同
七
四
七
頁
）
。
ま
た
教
授

は
、
青
目
が
中
央
ア
ジ
ア
の
人
で
あ
り
、
従
っ
て
「
十
二
門
論
』
の
原
文

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
亀
蕊
語
か
あ
る
い
は
他
の
中

央
ア
ジ
ア
の
言
語
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
．
そ
し
て
青
目
と
い

う
人
物
も
『
十
二
門
論
』
も
、
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
で
は
全
く
そ
の
形
跡

が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て

い
る
（
同
七
四
五
’
六
頁
）
。

さ
ら
に
安
井
広
済
博
士
は
厳
密
な
文
献
学
的
考
証
を
通
じ
、
こ
の
論
の

龍
樹
撰
述
の
信
瀝
性
・
を
疑
っ
て
い
る
（
「
十
二
門
論
は
果
し
て
龍
樹
の
著

作
か
’
十
二
門
論
「
観
性
門
‐
一
の
偶
頌
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
、
一
Ⅷ
｜
中
観
思
想

の
研
究
』
、
三
七
四
’
三
八
三
頁
）
。
安
井
博
士
に
よ
る
と
、
『
十
二
門
論
』

の
第
八
章
第
一
偶
は
漢
訳
『
中
論
』
の
第
三
章
（
「
観
行
品
」
）
第
三
偶
に

相
当
す
る
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
チ
尋
ヘ
ッ
ト
語
で
残
さ
れ
て
い
る
月
称
、

無
畏
、
仏
護
、
清
弁
な
ど
の
『
中
論
釈
』
で
は
、
こ
一
の
偶
は
『
十
二
門

論
』
と
矛
盾
す
る
仕
方
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
十
二
門
論
』
や

冑
目
釈
の
『
中
論
』
で
は
こ
の
偶
を
龍
樹
自
身
の
立
場
を
表
わ
す
も
の
と

解
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
他
の
釈
は
皆
そ
れ
を
反
対
論
者
の
主
張
と
解

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
月
称
な
ど
の
注
釈
者
た
ち
が
「
十

二
門
論
』
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
よ
り
起
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従

っ
て
「
十
二
門
論
』
が
龍
樹
の
著
作
で
あ
る
と
す
る
の
は
疑
わ
し
い
と
安

井
博
士
は
論
じ
て
い
る
。

こ
の
安
井
論
文
は
「
十
二
門
論
」
の
著
者
に
つ
い
て
考
察
し
た
最
も
重

要
な
研
究
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
結
論
は
画
息
晶
ミ
塞
第
五
巻
の
‐
今
台
目
‐

咽
ロ
》
・
の
項
目
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
（
四
八
九
頁
、
こ
の
項
目
は

着
β
屋
①
の
富
皇
博
士
稿
）
、
‐
欧
米
の
研
究
者
の
間
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
○
自
身
卓
氏
は
、
先
の
⑦
ン
一
ｓ
論
文

に
注
目
し
て
序
論
の
中
で
そ
の
説
を
取
り
上
げ
反
論
し
て
い
る
が
、
残
念

な
こ
と
に
こ
の
安
井
論
文
に
は
言
及
し
て
お
ら
ず
（
冒
目
○
喝
僧
匂
に

も
こ
の
論
文
名
は
見
当
ら
な
い
）
、
ま
た
問
題
の
第
八
章
第
一
偶
の
訳
の

箇
処
で
も
特
別
な
注
意
を
払
っ
て
訳
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
ｏ
胃
．
旨
ｚ
』
）
Ｂ
ｚ
百
房
は
、
本
書
と
相
前
後
し
て
、
ご
侭
ミ
萱
‐

寓
言
菖
争
．
望
謹
島
鴎
営
尋
、
弓
昌
曽
騏
急
員
里
昌
９
号
ご
具
乏
侭
ミ
冒
苫
色

（
○
○
冨
巳
昌
鳴
月
ご
畠
（
冒
昌
爵
司
○
邑
畠
】
惠
篭
）
を
出
版
し
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
、
龍
樹
の
作
と
さ
れ
て
い
る
文
献
を
い
ち
い
ち
検
討
し
、
そ
れ

ら
の
真
偽
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
ま
た
『
十
二
門

論
』
は
疑
い
な
く
偽
撰
（
号
Ｏ
昼
＆
辱
名
匡
己
○
屋
の
）
の
部
類
に
入
る
と
い
う

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
『
十
二
門
論
」
の
中
の
偶
頌
は
、
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ほ
と
ん
ど
龍
樹
の
作
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
長
行
の
注
釈
部
分

は
龍
樹
の
も
の
で
は
な
く
、
青
目
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
論
拠
は
二
《
三
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
論
証
す
る
の
は
後
の
機
会
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
偽
撰
と
断
定
す
る

理
由
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
（
同
十
一
’
十
三
頁
、

注
十
三
）
。
盲
署
冒
画
目
戸
氏
の
研
究
は
本
書
と
同
じ
く
一
九
八
二
年
に
出

版
さ
れ
た
た
め
ｐ
『
圃
阜
氏
の
目
に
触
れ
て
な
い
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
の
偽
撰
説
が
学
界
の
定
説
と
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、

実
は
そ
う
い
っ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
近
頃
出
版
さ
れ
た

己
画
く
昼
留
茸
○
件
罰
ご
園
銅
Ｑ
教
授
の
弓
意
園
ミ
ミ
ミ
恥
旦
誉
ミ
ミ
ご
負
‐

雪
ミ
曹
牌
言
ミ
ミ
、
言
。
銅
§
ご
営
冒
島
倉
（
言
の
尉
冒
号
。
》
○
芹
。
国
胃
‐

国
朋
○
昌
貫
ご
望
）
で
は
こ
の
論
を
龍
樹
の
作
と
認
め
て
い
る
（
同
二
七

’
二
八
頁
）
。
ま
た
梶
山
雄
一
教
授
も
「
中
観
思
想
の
歴
史
と
文
献
」
（
平

川
彰
他
編
、
「
講
座
・
大
乗
仏
教
、
七
ｌ
中
観
思
想
」
）
の
中
で
、
そ
の
真

偽
は
未
決
定
で
あ
る
と
述
ぺ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
同
五
頁
）
。
こ
の

よ
う
に
『
十
二
門
論
』
偽
撰
説
は
未
だ
全
面
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
な
い

よ
う
で
あ
る
。
可

・
《
こ
の
よ
う
な
学
界
の
状
況
の
中
で
Ｑ
冒
署
（
串
氏
は
『
十
二
門
論
』
龍
樹

真
撰
説
を
力
説
し
て
い
る
。
そ
の
論
旨
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

岸
の
①
①
日
の
目
胃
黙
昏
①
、
§
の
ミ
ミ
ミ
、
白
昼
画
酎
鴨
己
巨
旨
の
、
昏
①
ロ
庁
彦
①

特
ミ
ミ
ミ
、
弓
罵
員
詠
い
騎
巴
、
ｏ
騨
巨
庁
屋
の
口
武
○
・
ヶ
①
ｏ
四
戸
の
①
含
豈
①
す
ぐ
○
ｐ
Ｈ
①

四
胃
邑
○
ｍ
命
』
色
の
。
陣
○
四
』
。
ｍ
』
ロ
。
①
ず
○
会
ぽ
命
巨
①
ロ
ロ
由
］
ロ
ぐ
ｏ
Ｈ
ｍ
①
の
色
口
Ｑ
○
○
口
〕
１

日
①
日
詐
四
国
①
の
ｇ
庁
彦
①
目
ご
亀
馬
○
員
恥
閂
患
騨
駄
馬
Ｈ
用
①
日
づ
き
合
置
①
目
凰
ロ

ぐ
⑦
厨
⑦
印
旦
侍
毒
の
惜
惠
ミ
ミ
恥
円
忌
§
身
、
旨
庁
ロ
①
胃
も
巨
旨
ｍ
ｏ
や
宮
ｏ
巴
尉
①
い
‐

の
○
己
旨
四
吋
昌
揖
旨
匡
、
四
ｍ
ｍ
⑦
制
武
Ｏ
ｐ
ｐ
コ
ロ
］
芹
⑦
局
四
吋
割
降
甦
の
ゞ
汁
ゴ
の
弓
筐
里
鳥

⑦
昌
四
弓
食
冒
爵
、
騎
目
○
黒
罠
時
①
毎
Ｐ
昌
画
匡
昏
①
口
は
○
ｚ
攪
胃
言
己
ゆ

ご
○
○
丙
。
（
己
．
い
『
）

つ
ま
り
今
日
、
月
称
の
、
》
、
男
色
ミ
畠
、
倉
§
に
収
め
ら
れ
て
い
る
箏
曽
↓

言
ミ
ミ
ミ
畠
ミ
農
冒
言
豊
富
は
一
般
に
龍
樹
の
真
撰
と
さ
れ
て
い
る
が
、
も

し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
漢
訳
｛
『
中
論
』
」
は
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
も
龍
樹
真
撰
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
『
十
二

門
論
』
は
哲
学
的
推
論
方
法
（
嘗
旨
叩
名
冒
８
胃
①
閉
○
日
侭
）
、
宗
教
的
主

張
（
Ｈ
呂
咽
ｏ
５
階
の
①
日
。
ロ
）
、
お
よ
び
文
学
的
様
式
（
胃
の
国
昌
吻
ご
常
）
に

お
い
て
「
中
論
」
と
類
似
す
る
た
め
、
そ
れ
も
龍
樹
の
著
作
と
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
‐
『
十
二
門
論
』
が
『
中
論
』
に
類
似
す
る
と
い
う
理
由
の
み

で
は
、
そ
れ
を
龍
樹
の
も
の
と
断
言
す
る
論
拠
と
は
看
倣
し
が
た
い
で
あ

ろ
う
や
さ
ら
に
安
井
博
士
の
研
究
に
よ
っ
て
、
菖
昌
ミ
ミ
、
ｓ
§
、
漢
訳

『
中
論
』
と
『
十
二
門
論
』
が
単
純
に
一
致
す
る
と
考
え
る
の
は
早
計
で

あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
今
の
時
点
で
は
『
十
二
門

論
』
が
は
た
し
て
龍
樹
の
作
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
論
争
に
は
未
だ
決
着

が
つ
い
て
い
な
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。

と
す
る
と
本
書
の
中
で
ｐ
自
凶
①
氏
が
『
十
二
門
論
』
の
中
に
み
ら
れ

る
学
説
を
、
全
面
的
に
龍
樹
そ
の
人
の
思
想
を
示
す
も
の
と
受
け
取
っ
て

い
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
問
題
で
あ
る
。
本
書
の
序
論
に
お
い
て
、
こ
の

論
に
は
龍
樹
が
他
の
著
作
の
中
で
は
考
察
し
て
い
な
い
課
題
を
明
確
に
論

じ
て
お
り
、
ま
た
龍
樹
自
身
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
が
こ
の
論
を
通

じ
て
解
決
で
き
る
と
し
て
、
氏
は
『
十
二
門
論
』
の
価
値
を
高
く
評
価
し
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て
い
る
。
し
か
し
こ
の
評
価
は
こ
の
論
が
龍
樹
真
撰
の
書
物
で
あ
る
と
い

う
前
提
に
立
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
か
な
る
点
で
こ
の
論
が

。
｝
冒
昌
＋
氏
に
よ
っ
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
第
一
に

龍
樹
は
他
の
著
作
の
中
で
は
神
ら
且
）
の
存
在
に
つ
い
て
扱
わ
な
い
が
、

こ
こ
で
は
創
造
者
・
救
済
者
と
し
て
の
武
建
ミ
季
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ

の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
三
○
頁
）
。

ま
た
次
に
、
「
中
論
』
第
二
十
六
章
（
「
観
十
二
因
縁
品
」
）
で
は
小
乗
的

な
十
二
支
縁
起
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
た
め
、
従
来
龍
樹
の
十
二
支
縁
起

説
は
小
乗
的
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
「
十

二
門
論
」
の
中
で
は
十
二
支
縁
起
は
無
生
で
あ
る
と
す
る
大
乗
的
縁
起
観

が
明
ら
か
に
述
舎
へ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
龍
樹
の
十
二
支
縁
起
観
は
究
極
的

に
は
大
乗
空
観
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
、
と
み
て
い
る

（
三
○
’
三
二
頁
）
。
ま
た
龍
樹
は
大
乗
仏
教
徒
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
し

た
碑
・
属
．
君
シ
謁
己
目
教
授
の
説
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
も
、
『
十
二
門
論
」
で
は
そ
の
初
頭
に
「
今
當
略
解
摩
訶
術
義
」

と
述
令
へ
て
（
大
正
蔵
三
○
・
一
五
九
Ｃ
×
大
乗
が
小
乗
に
優
る
理
由
を

列
挙
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
龍
樹
は
大
乗
仏
教
徒
で
あ
っ

た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
、
と
論
じ
て
い
る
（
三
三
’
三
四
頁
）
。
さ
ら
に

こ
の
論
は
龍
樹
の
四
句
分
別
を
考
え
る
に
あ
た
り
重
要
な
資
料
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
（
三
四
’
三
六
頁
）
。

し
か
し
先
に
考
察
し
た
通
り
、
「
十
二
門
論
」
が
は
た
し
て
龍
樹
の
作

か
否
か
に
つ
い
て
大
き
な
疑
問
が
も
た
れ
て
い
る
現
在
、
こ
の
論
を
依
り

拠
と
し
て
龍
樹
の
思
想
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
大
変
危
険
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
そ
の
著
者
が
龍
樹
で
あ
る
か
否
か
を
解
決
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ

る
。
そ
し
て
『
十
二
門
論
』
が
龍
樹
の
真
撰
と
立
証
さ
れ
た
と
き
始
め
て

そ
れ
を
龍
樹
の
思
想
を
探
る
資
料
と
し
て
採
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
本
書
に
見
ら
れ
る
論
究
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ー
ト
及
び
チ
等
ヘ
ッ
ト
語
で
現
存
す
る
龍
樹
の
他
の
著
作
や
そ

れ
ら
の
諸
注
釈
を
は
じ
め
、
よ
り
広
く
文
献
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

厳
密
に
考
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
Ｑ
白
璃
卓
氏
が
今
後
こ
の

よ
う
な
研
究
に
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

ま
た
序
論
に
見
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
問
題
点
は
、
本
書
が
「
十
二
門

論
』
の
研
究
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
論
の
思
想
史
的
位
置
付
け
を
十
分
に

行
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
序
論
第
一
章
《
《
ｚ
凋
倒
旨
邑
騨
四
目
苔
。

ｇ
Ｈ
①
且
ｇ
ご
ｍ
目
の
：
冨
凋
“
》
．
で
は
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
に
お
け
る

中
観
思
想
の
展
開
を
概
説
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ご
く
基
礎
的
な
説
明
に

す
ぎ
ず
、
欧
米
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
事
柄
を
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
こ
の
章
で
は
「
十
二
門
論
』
に
四
回
し
か
言
及
し
て
お
ら
ず
（
一
、

龍
樹
の
著
作
で
あ
る
と
述
ゞ
へ
る
箇
処
、
二
、
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
漢
訳
さ

れ
た
こ
と
を
述
雲
へ
る
箇
処
、
三
、
吉
蔵
に
よ
っ
て
注
釈
が
書
か
れ
た
こ
と

を
述
、
へ
る
筒
処
、
四
、
法
蔵
が
「
十
二
門
論
宗
致
義
記
』
を
著
わ
し
た
こ

と
を
述
雫
へ
ｒ
る
箇
処
）
、
こ
れ
の
み
で
は
到
底
『
十
二
門
論
』
が
仏
教
の
思
想

的
展
開
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
き
た
か
を
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
『
十
二
門
論
』
に
接
し
よ
う
と
す
る
読
者
が
序
論
に
期
待
す
る

一
つ
の
大
き
な
こ
と
は
、
こ
の
論
が
い
か
な
る
背
景
の
も
と
に
産
み
出
さ

れ
、
い
か
に
後
世
の
人
々
に
理
解
さ
れ
、
評
価
さ
れ
て
き
た
か
、
と
い
う

思
想
史
の
流
れ
の
上
で
の
位
置
付
け
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
著
者
が

判
明
し
な
い
限
り
、
無
論
中
国
伝
来
以
前
の
位
置
付
け
は
不
可
能
に
し
て

貝q
呼 ヅ



も
、
少
な
く
と
も
中
国
に
関
し
て
は
、
翻
訳
に
際
し
て
僧
叡
が
著
わ
し
た

序
文
が
現
存
す
る
こ
と
や
（
。
冒
泌
へ
》
氏
は
本
書
に
お
い
て
こ
の
序
文
を

英
訳
し
て
い
る
が
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
触
れ
て
い

な
い
）
、
吉
蔵
の
『
十
二
門
論
疏
」
や
法
蔵
の
「
十
二
門
論
宗
致
義
記
』

が
現
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
研
究
史
の
一
端
を
知
る
こ
と
は
で
き

よ
う
。
序
論
で
は
中
観
思
想
の
発
展
に
関
す
る
事
柄
を
ひ
ろ
く
例
挙
す
る

よ
り
は
、
む
し
ろ
『
十
二
門
論
』
に
即
し
た
紹
介
を
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
、

ま
た
い
ま
一
つ
、
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
天
台
教
学
に
お
け
る
龍
樹
の

影
響
に
つ
い
て
言
及
す
る
箇
処
で
、
慧
文
は
天
台
宗
の
開
祖
で
あ
り
、

「
中
論
』
第
二
四
章
（
「
観
四
諦
品
」
）
第
十
八
偶
（
天
台
の
い
わ
ゆ
る

「
三
諦
偶
」
、
以
下
そ
の
よ
う
に
略
称
す
る
）
‐
に
よ
っ
て
円
融
三
諦
を
悟

っ
た
、
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
（
九
頁
）
・
し
か
し
慧
文
は
『
大

智
度
論
』
を
所
依
と
し
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
（
『
摩
訶
止
観
」
、
大
正
蔵

四
六
』
・
一
ｂ
参
照
）
、
三
諦
偶
に
よ
っ
て
開
悟
し
た
と
は
言
わ
れ
て
い
な

い
。
も
し
こ
こ
で
慧
文
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
智
頻
の
誤
り
で
あ
る

と
し
て
も
、
問
題
は
残
る
。
智
甑
の
教
学
に
お
い
て
、
三
諦
偶
が
中
心

的
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
偶
が
そ
の
開
悟

の
直
接
の
機
縁
と
な
っ
た
こ
と
は
記
録
に
は
な
い
。
智
顎
の
大
蘇
開
悟
は

『
法
華
経
』
の
薬
王
品
の
文
に
一
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
横
超
慧
日
博
士
は
、
大
蘇
開
悟
は
未
だ
実
相
円
頓
の
開
悟
で

は
な
く
、
円
頓
の
開
悟
は
華
頂
峯
上
で
神
僧
よ
り
一
実
諦
の
法
を
授
け
ら

れ
た
と
き
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
論
じ
て
い
る
が
（
「
天
台
智

顎
の
法
華
三
昧
」
、
『
法
華
思
想
の
研
究
』
）
、
こ
こ
で
も
三
諦
偶
に
よ
っ
て

開
悟
し
た
と
は
述
今
へ
ら
れ
て
い
な
い
。
横
超
博
士
は
、
そ
れ
は
直
接
に
は

「
大
智
度
論
』
の
一
心
三
観
の
思
索
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
し

て
お
り
、
三
諦
偶
そ
の
も
の
に
よ
っ
た
開
悟
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ち
な

み
に
こ
こ
で
三
諦
偶
は
【
《
同
日
耳
目
の
協
尉
。
こ
』
呂
昏
の
目
同
巳
の
笥
昌
．

甸
○
叶
芹
勝
四
宮
○
ぐ
届
５
口
四
ご
ロ
四
目
①
ざ
Ｈ
昏
①
宮
鼻
昏
鼻
巴
冒
昏
言
明

四
Ｈ
①
○
四
房
巴
毎
号
肩
口
号
昇
巨
宮
ｐ
８
ｇ
Ｏ
菩
閂
ゞ
』
（
九
頁
）
と
訳
さ
れ

て
一
い
る
が
、
こ
れ
は
原
文
か
ら
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
も
、
漢
訳
か
ら

も
）
ほ
ど
遠
い
訳
で
あ
り
、
翻
訳
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
。

次
に
本
書
の
中
心
を
な
す
翻
訳
部
分
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
本
書
の

序
文
の
中
で
○
国
詞
凶
命
氏
は
、
可
能
な
限
り
逐
語
的
に
訳
を
進
め
て
ゆ
く

が
、
逐
語
訳
で
は
漢
文
の
意
味
が
英
文
と
し
て
通
じ
な
い
所
に
限
っ
て
、

意
訳
を
施
す
、
と
述
・
へ
て
い
る
念
．
巴
。
し
か
し
本
書
全
体
を
通
じ
て
意

訳
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
書
物
を
意
訳
す
る
こ
と
は
、
原
文

か
ら
離
れ
て
、
翻
訳
者
の
原
文
に
つ
い
て
の
理
解
の
も
と
に
訳
す
と
い
う

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
深
い
理
解
が
要
求
さ
れ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
難
解
な
『
十
二
門
論
』
の
文
章
を
、
仏
教
学

を
専
門
と
し
な
い
欧
米
人
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
翻
訳
し
よ
う
と
し
た

努
力
は
高
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
意
訳
と
い
う
方
法
を
採
用

し
た
結
果
、
訳
者
自
身
の
理
解
が
訳
文
の
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
訳
の
初
め
に
《
↓
ｚ
樹
習
菅
ご
固
め
畠
、
“
．
．
．
〕
》
ｅ
《

圏
）
と
あ
る
が
、
原
文
に
は
単
に
「
説
日
」
と
み
え
る
（
大
正
蔵
三
○
・

一
五
九
Ｃ
）
。
こ
の
箇
所
の
原
文
で
は
主
語
が
省
略
さ
れ
て
お
り
、
英
訳

で
は
そ
れ
を
補
う
必
要
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
ｚ
凋
習
言
ご
煙
と
主
語
を

補
足
し
、
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
原
文
に
龍
樹
の
名
が
み
え
な
い
の
に
、
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こ
の
よ
う
に
英
訳
す
る
の
は
訳
し
す
ぎ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
訳

者
自
身
の
意
見
が
訳
文
の
中
に
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
厳
密
な
訳
と
は
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
原
文
を
離
れ
て
訳
し
て
い
る
た
め
、
次
の
よ
う
な

理
解
し
難
い
英
訳
も
み
え
る
。

シ
唱
旨
》
昏
①
↑
昌
巨
冒
冒
胃
旨
ｍ
ｏ
ｐ
房
①
○
画
昌
邑
昏
日
旨
胃
①
ず
昇
○
包
昌
目
鼻

・
冬

も
Ｈ
ｏ
Ｑ
巨
ｏ
の
○
ず
万
○
厨
．
甸
○
Ｈ
①
〆
四
日
己
嚴
】
弓
ぽ
①
口
四
厨
日
己
瀞
胃
猛
丘
蔚
・

井
○
』
屋
巨
Ｈ
ｐ
許
口
色
芹
①
四
〕
四
Ｈ
』
ロ
計
画
①
Ｑ
Ｐ
Ｈ
丙
》
芹
Ｐ
］
の
○
壁
］
巨
口
昌
冒
①
↓
の
、
什
回
①

迅
辛
し

ず
○
・
ゆ
旨
包
○
斤
ロ
①
吋
庁
毎
一
口
四
ｍ
［
ず
ご
汁
Ｏ
鱈
コ
ロ
○
汁
も
Ｈ
Ｏ
ｇ
目
。
①
詐
彦
①
Ｒ
ｐ
－
．
（
も
．

つ
の
）

こ
れ
は

復
次
了
因
但
能
顕
発
。
不
能
生
物
。
如
為
照
闇
中
瓶
故
然
燈
亦
能
照
余

臥
具
等
物
。

（
大
正
蔵
三
○
・
一
六
Ｉ
Ｃ
）

の
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
原
文
の
「
了
因
」
も
、
「
顕
発
」
も
、
「
照
」

も
、
皆
昌
冒
目
口
胃
①
と
訳
さ
れ
て
お
り
、
理
解
し
難
い
訳
と
な
っ
て
い

‐
Ｌ
グ
Ｆ

る
。
逆
に
原
文
で
は
同
一
の
箇
処
を
英
訳
す
る
に
あ
た
り
異
っ
て
訳
し
て

い
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
或
根
壊
故
不
可
知
」
（
大
正
蔵
三
○
・

一
六
○
Ｃ
）
を
《
《
○
時
拝
皆
の
ロ
昇
冨
Ｈ
ｏ
ｇ
く
＆
胃
８
尻
の
具
の
①
ｐ
ｍ
Ｏ
ｑ

号
厨
昇
…
こ
念
．
ｓ
）
と
訳
し
な
が
ら
、
数
行
後
に
は
同
じ
「
根
壊
故
不

可
知
者
」
（
大
正
蔵
三
○
・
一
九
一
ａ
）
を
㈱
【
ど
普
○
巨
答
○
日
目
の
具
畠

闇
④
○
口
岸
ぽ
い
ｐ
Ｈ
①
邑
○
庁
砺
○
○
・
①
ロ
○
臣
い
ぼ
含
○
○
ず
の
①
Ｈ
ぐ
の
津
〕
①
門
口
．
．
．
》
〕
（
も
．

畠
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
箇
所
で
「
心
不
住
故
不
可
知
」
と
い
う

一
節
が
二
回
、
、
そ
れ
と
同
一
趣
旨
の
「
心
不
住
故
不
可
得
」
と
い
う
文
章

が
一
回
み
ら
れ
る
が
、
皆
異
っ
た
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
ｌ
↑
（
。
ｄ
固
い
ロ
具

己
の
Ｈ
ｏ
の
』
ぐ
①
Ｑ
ご
①
○
四
口
の
①
早
く
の
【
沙
芭
庁
○
旨
○
戴
○
①
罫
・
こ
（
己
．
の
い
）
《
へ
ゆ
庁
皀
骨
冒
頭

耐
己
○
詐
斥
ロ
○
ご
く
ロ
ウ
①
。
曾
巨
、
①
ど
ぐ
①
Ｑ
Ｏ
己
○
庁
勺
Ｐ
『
四
庁
芹
の
ご
丘
○
口
詐
○
芹
．
．
．
〕
》

言
．
③
ど
《
《
瞬
岸
屋
○
白
的
固
匡
昂
冒
冒
色
厨
さ
○
目
色
＃
①
己
武
ぐ
の
甘
○
ず
、
の
員
司
ｏ

夢
①
目
…
》
．
ｅ
・
園
）
。
こ
れ
ら
の
訳
の
不
統
一
は
、
読
者
を
著
し
く
混
乱

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
誤
訳
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
二
、
三
注
意
し
て
お
き
た
』
い
・
も
．
割

で
は
「
陶
師
」
を
。
国
津
の
日
騨
日
と
訳
し
て
い
る
が
、
厳
密
に
は
冒
芹
の
Ｈ

で
あ
ろ
う
（
大
正
蔵
三
○
・
一
六
○
ａ
）
。
ま
た
同
じ
・
へ
｜
－
ジ
の
「
酪
器

鎖
揺
人
功
」
は
目
房
』
・
胃
自
揖
ぐ
胃
Ｐ
昌
冨
ｇ
Ｈ
で
は
な
く
、
言
唱
再

ぐ
の
め
め
巴
］
ｏ
冒
儲
昌
凋
自
己
］
§
。
Ｈ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
観
作
者

門
」
で
は
一
貫
し
て
「
不
可
得
」
を
詳
騎
昌
○
ご
扁
陣
冒
匡
の
と
訳
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
章
の
始
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、

自
作
及
他
作
共
作
無
因
作

如
是
不
可
得
是
則
無
有
苦

（
大
正
蔵
三
○
・
一
六
五
ａ
）

と
い
う
偶
頌
は

目
詐
厨
口
○
斤
一
口
の
匪
働
い
ず
］
の

庁
ゴ
Ｐ
汁
め
口
印
の
凰
己
ぬ
ぢ
Ｈ
ｐ
ｐ
Ｑ
①
ず
討
詳
、
里
屍

ご
く
○
庁
面
①
Ｈ
ｍ
〕
ず
判
ご
○
命
犀
○
門
閉
門
○
邑
胃
口
○
の
凹
巨
の
①
騨
庁
四
］
］
．

自
営
①
門
具
○
吋
①
、
汁
面
①
Ｈ
の
尉
口
○
の
巨
嘩
①
Ｈ
旨
中
ｅ
、
＠
ｓ

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
の
「
不
可
得
」
は
通
常
ロ
ロ
８
ｓ
宮
口
亘
①

と
英
訳
さ
れ
る
仏
教
用
語
で
あ
り
、
単
に
「
正
当
で
は
な
い
」
と
い
う
も

の
で
は
な
い
で
あ
る
、
ヘ
ノ
。

従
来
、
欧
米
で
の
中
観
思
想
の
研
究
は
、
主
と
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

61



や
チ
ベ
ッ
ト
資
料
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
、
漢
訳
資
料
は
あ
ま 

り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
漢
訳
資
料
も
中
観
思
想
の
展
開
の
一
端 

を
示
す
も
の
と
し
て
大
い
に
研
究
さ
れ
る
価
値
が
あ
る
。
特
に
こ
れ
ら
が 

中
国
仏
教
に
与
え
た
影
響
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
論
書
を
中
観
思
想 

の
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
て
ゆ
く
作
業
の
重
要
性
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
点
に
お
い
て
、C

W
N
G

氏

が

『
十
二
門
論
』
に
注
目
し
、

そ
の
英 

訳
研
究
を
試
み
た
こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
今
後
の
研
究
の
成
果
を 

期
待
し
た
い
。
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