
ｆ
，
～
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く
く
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＃
〃
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く
く
ｊ
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ｌ
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く
げ
１
く
〃
う
ぐ
グ
ー
く
り

海
外
学
界
一
言
一
Ｉ
ス

ー
Ｆ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
、
く
く
ロ
く
く
く
く
く
ｊ
ｊ
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ｆ
ｊ
Ｉ
ｆ
Ｊ
ｊ
１
Ｆ
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耀
弓､,,滝
,露lニー

溺羅
ﾆーﾆーﾆIF

国
号
邑
月
伊
四
日
○
茸
①
教
授
の

御
逝
去
と
フ
ラ
ン
ス
仏
教
学

の
最
近
の
趨
勢

凸
‐
ロ
段
面
‐
Ｈ
品
凸
‐
期
‐

州

】

骨

群

計

栂

時

‐

Ⅱ

‐

肥

‐

‐

凸
・
‐
‐
‐
‐
‐
州
榊
蝿
亘
耐

沸
射
卦
’
強
顕
彰

樺
蕊
識

蕊
鋤
騨

白

『

二に

わ

か

本
年
五
月
五
日
、
我
々
は
偉
大
な
る
仏
教
学
者
国
．
Ｆ
四
日
○
茸
の
教
授

を
失
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
巨
人
の
去
り
ゆ
く
足
音
を
聞
く
思
い
で
あ

っ
た
が
、
同
時
に
ま
た
、
ひ
と
つ
の
時
代
は
去
っ
た
と
い
う
実
感
で
も
あ

っ
た
。先

生
が
秀
れ
た
仏
教
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
更
噸
灸
を
要
し
な
い

が
、
『
大
智
度
論
フ
ラ
ン
ス
語
訳
註
』
五
巻
の
二
五
○
○
・
ヘ
ー
ジ
に
の
ぼ

る
大
作
を
は
じ
め
、
「
解
深
密
経
訳
註
』
『
摂
大
乗
論
訳
註
」
『
成
業
論

訳
註
』
『
維
摩
経
訳
註
」
『
首
梧
厳
三
味
経
訳
註
』
『
イ
ン
ド
仏
教
史
』

等
灸
の
、
厳
密
な
文
献
学
的
方
法
を
経
て
解
明
さ
れ
た
仏
教
思
想
の
道
標

は
、
不
滅
の
金
字
塔
と
し
て
今
後
も
後
進
を
導
き
続
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

か
っ
て
、
Ｆ
ｐ
Ｂ
Ｏ
＃
の
先
生
の
知
友
、
故
勺
．
。
①
目
９
旨
の
教
授
は
、
『
大

智
度
論
訳
註
』
に
つ
い
て
、
「
こ
の
書
は
西
洋
流
に
い
う
な
ら
、
Ｆ
四
目
○
芽
①

師
の
上
に
は
恩
寵
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
零
へ
く
、
か
つ
正
確
・
適
切
・
明

蜥
な
註
を
付
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
訳
は
、
今
ま
で
い
か
な
る
言
語
に
よ
っ
て

①

も
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
絶
讃
し
、
そ
れ
よ
り
五
十
年
前
、

Ｆ
○
日
“
号
置
く
四
馬
①
勺
○
口
の
の
旨
教
授
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
不
朽
の

名
訳
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
訳
註
』
に
比
肩
す
、
へ
き
も
の
と
い
わ
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
ま
た
ス
イ
ス
の
］
・
冨
昌
教
授
は
「
ル
ー
ヴ
ァ
ン
の
師
は
そ

の
取
り
扱
う
す
、
へ
て
の
題
材
を
、
徹
底
し
て
明
快
に
示
し
得
る
絶
大
の
才

②

能
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
」
と
讃
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
証
言
は
、
Ｆ
四
日
○
＃
①
先
生
の
業
績
の
輝
か
し
さ
を
最
も
適

切
に
伝
え
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
ロ
①
目
曾
筐
の
教
授

が
「
Ｆ
色
目
。
拝
。
師
」
と
い
い
、
「
恩
寵
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

Ｆ
Ｐ
冒
○
芹
①
先
生
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
教
で
あ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
ト
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リ
ッ
ク
教
徒
の
先
生
が
仏
教
学
研
究
に
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
ル
ー
ヴ
ァ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
の
ロ
．
ロ
○
口
ロ
ｇ
教
授
の
こ
と

ば
に
聞
い
て
み
た
い
。
教
授
は
い
う
、
「
師
は
心
底
深
く
に
根
を
下
ろ
し

た
誠
実
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
模
範
で
あ
る
が
、

こ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
い
か
な
る
意
味
に
於
て
も
護
教
的
な
目
標
を

立
て
る
こ
と
な
く
、
仏
教
研
究
に
生
涯
を
捧
げ
た
が
、
そ
れ
は
最
も
開

か
れ
た
精
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
独
断
を
排
し
、
自

ら
に
真
理
あ
り
と
自
負
し
他
を
誘
い
こ
も
う
と
す
る
高
慢
な
自
信
を
拒
否

‐
③

す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
。

。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
書
斎
に
て

諜蕊蕊蕊蕊璽謹蕊識溌議蕊蕊 斡塾緯,窪11篭撚
馳冒輯塞蕊さ二『蕊暑壷 …騨

蕊
潔
鐵
騨
蕊
懸
鰯
蕊
欝
溌
蕊
騨
蕊
篭
蕊
臘
溌
蕊
蕊
蕊
礎
懸
慧
蕊
蕊
蕊
篭

淵
科
騨
認
識
弊
．

吋
、
酎
誹
辱
恕
‐
剥
鐸

：
一

ロ
○
口
目
ｇ
教
授
が
明
言
す
る

よ
う
に
、
最
も
開
か
れ
た
精

神
に
導
か
れ
た
識
見
と
勇
気

と
気
迫
こ
そ
は
、
先
生
の
学

問
を
貫
く
根
幹
で
あ
り
、
何

人
の
追
随
を
も
許
さ
ぬ
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
知

ら
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

晩
年
の
先
生
は
「
大
智
度

論
』
研
究
に
心
血
を
そ
そ
が

れ
た
が
、
「
大
智
度
論
』
の

般
若
波
羅
蜜
は
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
先
生
御
自
身
に
と
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
あ
い

を
持
っ
て
い
た
の
か
を
お
教

え
頂
き
た
か
っ
た
と
、
私
は
勝
手
に
考
え
る
が
、
あ
の
大
部
の
『
大
智
度

論
訳
註
』
の
、
超
人
的
な
お
仕
事
が
そ
れ
を
自
づ
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ

る
拾
う
か
。

‐
先
生
は
ま
た
謙
虚
な
方
で
あ
っ
た
ｐ
私
は
か
つ
て
ル
ー
ヴ
ァ
ン
に
先
生

を
お
訪
ね
申
し
あ
げ
る
機
を
得
た
が
、
そ
の
折
、
ホ
テ
ル
の
主
人
が
Ｆ
Ｐ
‐

日
。
茸
①
先
生
を
、
口
を
極
め
て
讃
め
た
た
え
て
い
る
の
を
聞
い
て
大
変
に

感
動
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
宗
教
者
と
し
て
の
先
生
を
改
め
て
考
え
た
こ

と
で
あ
っ
た
。

偉
大
な
る
碩
学
に
し
て
高
迦
な
勇
気
と
深
い
思
索
と
敬
度
に
み
ち
た
宗

教
者
、
局
．
Ｆ
四
日
○
洋
⑦
教
授
の
学
恩
を
謝
し
、
御
冥
福
を
心
よ
り
念
じ
あ

げ
る
次
第
で
あ
る
。

Ｆ
四
目
。
芹
①
教
授
の
御
逝
去
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
語
圏

内
の
仏
教
学
に
、
ひ
と
つ
の
終
止
符
を
打
っ
た
と
い
う
意
味
あ
い
を
兼
ね

て
い
る
。
鄭
写
凹
旨
尿
畠
教
授
を
頂
点
と
し
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
献
学

的
研
究
に
よ
る
仏
教
学
は
、
Ｆ
四
目
○
ヰ
の
教
授
を
も
っ
て
、
ほ
ぼ
最
後
と

す
る
と
言
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。

Ｆ
色
目
。
茸
①
教
授
が
パ
リ
大
学
に
学
ん
だ
一
九
三
○
年
頃
は
、
パ
リ
は

仏
教
学
の
黄
金
時
代
と
で
も
い
う
べ
き
と
き
で
あ
っ
た
。
東
洋
学
界
の
最

高
指
導
者
Ｆ
ｇ
〕
教
授
は
、
東
洋
の
学
問
研
究
の
必
須
条
件
と
し
て
仏
教

学
を
修
め
る
こ
と
を
奨
め
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
梵
蔵
漢
の
仏
教
の
テ

キ
ス
ト
の
厳
密
な
対
照
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
正
確
か
つ

確
実
な
判
断
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
研
究
の
文
献

学
的
方
法
が
確
立
し
て
い
っ
た
。
そ
の
頃
の
パ
リ
に
は
原
昌
教
授
の
他
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に
、
シ
，
甸
○
巨
目
日
、
両
ロ
っ
ョ
ぷ
ぐ
旨
の
》
言
．
Ｆ
巳
目
等
々
の
学
者
が
相
次

ぎ
、
、
ヘ
ル
ギ
ー
に
は
号
菌
ぐ
ゅ
展
。
勺
○
口
閉
冒
教
授
が
お
ら
れ
た
。
そ

し
て
ま
た
、
日
本
か
ら
も
学
者
が
．
〈
リ
に
学
び
、
そ
の
文
献
学
的
方
法
は

日
本
に
筒
さ
れ
、
日
本
の
仏
教
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
諸
学
者
は
す
で
に
亡
く
、
Ｆ
四
昌
○
ヰ
の
先
生
も
ま

た
逝
去
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
往
時
の
諸
学
者
達
が
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
こ
と

の
み
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
あ
の
華
々
し
か
っ
た
学
問
方
法
が
、
ひ
と

つ
の
転
機
に
さ
し
か
か
っ
た
と
い
う
、
時
代
的
な
意
味
あ
い
を
兼
ね
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
変
化
は
、
ど
う
し
て
起
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
こ
と
は

ま
こ
と
に
難
し
い
。
辛
じ
て
推
察
で
き
る
こ
と
は
、
ま
ず
一
般
の
趨
勢
と

し
て
、
社
会
学
的
・
歴
史
的
あ
る
い
は
民
族
学
的
な
思
考
法
が
強
く
な
っ

て
、
文
献
解
読
を
経
て
の
哲
学
的
思
弁
と
い
っ
た
こ
と
は
、
や
や
下
火
に

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
文
化
史

的
な
学
問
の
傾
向
が
強
い
か
ら
、
仏
教
も
文
化
現
象
の
一
部
と
し
て
扱
い
、

思
想
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
少
く
な
っ
て
き
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

た
だ
し
こ
の
場
合
、
文
化
現
象
に
あ
ら
わ
れ
た
仏
教
を
追
求
し
て
ゆ
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
社
会
現
象
と
し
て
の
仏
教
の
姿
や
、
生
き
た
仏
教
の
庶
民

信
仰
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
面
も
見
ら
れ
る
。
第
三
に
は
、
学
問
に
地
域

性
と
民
族
性
と
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
き
て
、
仏
教
が
伝
播
し
て
い
っ
た
地
域

の
仏
教
の
展
開
と
か
思
想
と
か
に
関
心
が
よ
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
の
が
認

め
ら
れ
る
。
以
上
あ
げ
た
点
の
み
で
、
こ
の
問
題
を
言
い
尽
く
し
て
い
る

わ
け
で
は
決
し
て
な
い
が
、
次
に
現
在
の
大
体
の
状
況
を
具
体
的
に
見
る

現
在
、
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
に
於
て
は
、
仏
教
が
か
な
り
広
く
研
究
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
東
洋
の
文
化
を
研
究
す
る
さ
い

に
、
仏
教
は
避
け
て
通
れ
な
い
部
門
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
そ
の

こ
と
は
か
つ
て
切
原
ａ
教
授
が
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し

そ
の
時
代
と
現
在
と
で
は
、
仏
教
へ
の
取
り
組
み
方
に
変
化
が
生
じ
て
い

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
っ
て
仏
教
文
献
の
比
較
研
究
か
ら
思
想
解
明

へ
と
展
開
し
、
仏
教
思
想
そ
の
も
の
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
の
に
く
ら
零
へ
、

現
在
は
仏
教
を
文
化
の
一
様
相
と
し
て
見
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
こ
れ
が
全
部
で
は
な
く
、
仏
教

の
思
想
的
解
明
に
努
力
さ
れ
て
い
る
向
き
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
大
方
の
趨
勢
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
９
扁
鴨
号
即
四
口
ｏ
①
附
属
の
ア
ジ
ア
学
研
究
所
に
置
か
れ

て
い
る
敦
煙
研
究
班
日
切
缶
お
巴
は
、
函
．
の
ｓ
割
日
賦
教
授
を
中
心
と
す

る
研
究
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
が
、
そ
の
最
近
の
仕
事
と
し
て
は
、
国
民
図
書

館
蔵
の
Ｐ
目
鼻
将
来
の
敦
埠
文
献
の
う
ち
、
中
国
関
係
文
献
の
第
三
目

録
宮
。
、
ｇ
ｓ
ｌ
韻
ｇ
）
の
出
版
が
あ
る
。
こ
れ
ら
敦
埠
資
料
の
大
部
分
は

仏
教
関
係
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
こ
の
研
究
班
の
メ
ン
零
ハ
ー
は

仏
教
学
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
の
ｇ
日
賦
教
授
は
も
と
も
と
中

国
民
間
信
仰
の
研
究
を
主
眼
と
し
、
道
教
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
が
、
仏

教
に
つ
い
て
は
敦
埋
文
献
に
よ
る
、
「
十
王
経
』
や
地
蔵
菩
薩
、
目
蓮
と

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
補
足
し
て
考
え
て
み
た
い
。
た
だ
し
こ
の
点
に

つ
い
て
も
、
細
部
の
資
料
に
乏
し
く
、
十
分
意
を
尽
く
し
得
な
い
こ
と
を

あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
た
い
。
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い
っ
た
点
で
論
文
を
書
い
て
お
ら
れ
る
。
］
・
国
四
日
号
○
口
教
授
は
ウ
イ
グ

ル
語
経
典
の
研
究
に
成
果
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
敦
埠
文
献
の
精
密
な

踏
査
に
よ
っ
て
い
る
。
勺
．
冨
樹
邑
旨
氏
は
天
台
研
究
に
意
欲
を
も
や
し
慧

思
に
つ
い
て
の
労
作
を
出
さ
れ
た
が
、
敦
煙
文
献
に
よ
る
仏
教
研
究
に
も

あ
た
っ
て
い
る
。
呉
其
呈
葛
屋
〉
ｏ
亘
‐
冒
氏
は
中
国
の
宗
教
研
究
が
専

門
で
道
教
の
他
に
仏
教
に
つ
い
て
は
、
敦
煙
文
献
に
よ
っ
て
禅
関
係
の
研

究
を
行
な
っ
て
い
る
。
又
、
チ
ベ
ッ
ト
学
の
罰
．
諺
．
陣
①
旨
教
授
は
敦

埋
文
献
を
も
と
に
、
中
国
の
偽
経
の
研
究
を
す
す
め
て
お
ら
れ
る
が
、
何

れ
発
表
さ
れ
る
と
き
も
近
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
学
で
は
礫
①
旨
教
授
の
他
に
、
缶
・
旨
．
四
○
目
①
口
ロ
教
授
が

国
８
行
阿
鼻
ご
ロ
。
：
⑩
国
四
員
の
ｍ
国
昌
の
①
の
第
五
部
門
で
、
「
ボ
ン
教

と
仏
教
」
と
い
う
題
で
講
義
を
行
な
っ
て
い
る
。
又
、
少
．
旨
Ｐ
ａ
ｇ
Ｐ
丘

教
授
も
仏
教
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
今
枝
由
郎
氏
は
チ
、
ヘ
ッ
ト
文
献
学

を
専
門
と
す
る
が
、
仏
教
学
の
論
文
も
発
表
し
て
い
る
。
‐

中
国
学
関
係
で
は
、
］
．
○
の
目
呉
教
授
が
以
前
は
仏
教
学
を
や
っ
て
い

た
が
、
現
在
は
中
国
思
想
や
道
教
研
究
に
主
力
が
注
が
れ
て
い
る
。
現
在

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
道
教
の
研
究
が
さ
か
ん
で
あ
っ
て
、
前
記
⑳
身
日
融
教

授
の
他
に
留
冒
喝
①
Ｈ
教
授
・
属
色
岸
①
ロ
目
色
烏
教
授
等
が
お
ら
れ
る
。

イ
ン
ド
学
の
］
・
国
晨
○
Ｎ
目
教
授
は
昨
年
物
故
さ
れ
た
が
、
教
授
は

仏
教
学
に
も
関
心
を
示
さ
れ
て
い
た
。
○
．
甸
巨
の
の
目
Ｐ
目
教
授
も
古
代
イ
ン

ド
宗
教
の
研
究
と
共
に
仏
教
研
究
に
意
を
注
い
で
い
る
。
梵
文
学
の
。

○
四
昌
胃
教
授
は
仏
教
よ
り
も
む
し
ろ
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
関
心
を
示
し
て

い
る
。
又
、
属
‐
国
冒
洋
色
。
菌
Ｈ
冨
氏
も
イ
ン
ド
学
の
論
文
の
か
た
わ
ら

仏
教
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
Ｐ

又
、
中
央
ア
ジ
ア
学
関
係
は
何
れ
も
仏
教
学
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、

表
向
き
仏
教
学
を
立
て
る
こ
と
は
少
い
よ
う
で
あ
る
。
説
明
を
加
え
る
べ

き
資
料
が
今
手
許
に
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

日
本
学
の
分
野
で
は
国
‐
犀
ぃ
烏
教
授
が
８
扁
鴨
号
同
国
己
。
①
で
、

日
本
の
仏
教
図
像
学
の
講
義
を
続
け
て
い
る
。
日
本
で
蒐
集
し
た
数
千
点

に
の
ぼ
る
図
像
資
料
、
と
く
に
寺
院
の
お
札
類
を
精
密
に
整
理
体
系
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
信
仰
の
パ
ン
テ
オ
ン
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
、
そ

こ
か
ら
日
本
人
の
信
仰
の
形
態
、
又
、
仏
教
思
想
そ
の
も
の
に
も
近
づ
こ

う
と
し
て
い
る
。
仏
教
学
と
民
族
学
を
統
合
す
る
新
し
い
研
究
法
で
あ
る
。

国
国
鳥
教
授
の
も
と
か
ら
は
若
い
日
本
仏
教
の
学
者
が
出
て
い
る
が
、
そ

れ
は
後
に
述
ぺ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
又
、
国
・
○
罰
○
洋
閏
日
匡
目
教
授
は

国
四
員
＄
国
目
①
“
の
第
五
部
門
で
日
本
の
宗
教
に
つ
い
て
講
義
を
行
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
民
族
学
が
中
心
で
、
日
本
の
行
事
と
民
間
信
仰
と

か
山
伏
に
つ
い
て
の
研
究
等
で
あ
る
。
民
族
学
に
は
そ
の
他
、
国
の
畠
①
Ｈ
‐

８
昌
碑
女
史
や
缶
・
言
．
呼
匡
。
身
女
史
が
い
て
精
力
的
に
仕
事
を
す
す

め
て
い
る
。
又
、
旨
．
呼
昌
島
女
史
が
仏
教
考
古
学
の
分
野
で
長
ら
く

研
究
に
携
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
。

以
上
は
、
主
に
文
化
史
的
立
場
か
ら
仏
教
研
究
に
携
っ
て
い
ら
れ
る
向

き
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
正
し
く
仏
教
学

の
部
門
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

少
．
国
肖
①
四
口
教
授
の
最
近
の
９
馬
鳴
号
司
３
口
。
①
に
お
け
る
講
義

は
、
「
原
始
仏
教
の
地
理
的
分
布
（
事
実
と
伝
説
の
局
限
）
」
と
か
弓
。
］
ｇ
‐

冒
画
日
怠
い
時
代
の
巴
侭
冨
冒
の
仏
教
」
と
い
う
題
で
あ
る
。
現
在
フ
ラ

ン
ス
の
代
表
的
な
仏
教
学
者
国
胃
３
色
教
授
の
、
最
近
の
傾
向
を
推
察
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で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
講
義
の
中
、
後
者
は
ゼ
ミ

形
式
で
あ
る
が
。
］
・
旨
．
睡
盟
、
印
①
氏
は
パ
ー
リ
仏
教
の
研
究
家
で
、
国
．

己
①
日
、
氏
は
「
ロ
ー
カ
パ
ン
ニ
ャ
シ
テ
ィ
と
古
代
仏
教
の
宇
宙
観
』
を
出

④

し
て
い
る
。
犀
．
吋
且
ｏ
巨
凶
氏
は
イ
ン
ド
密
教
の
研
究
を
続
け
て
い
る
。

切
○
侭
○
匡
岸
氏
は
「
般
若
経
』
の
研
究
で
あ
る
。

屯
．
冨
紺
口
冒
氏
が
中
国
天
台
の
研
究
に
意
を
注
い
で
い
る
こ
と
は
前

述
の
通
り
で
あ
る
。
又
、
９
扁
鴨
号
卑
四
国
８
ア
ジ
ア
学
研
究
所
の
京

士
慈
光
氏
は
、
中
国
偽
経
の
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
。

日
本
仏
教
で
は
、
】
．
ｚ
・
罰
○
房
風
氏
は
国
四
具
の
切
固
且
①
ぃ
第
五
部
門

で
講
義
を
持
っ
て
い
る
が
、
日
本
天
台
の
研
究
を
専
門
と
し
、
最
近
は
と

く
に
論
義
研
究
に
専
注
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
甸
．
９
３
己
氏
は
華
厳
学
で
、
と
く
に
明
恵
に
つ
い
て
綿
密
な
考

察
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
学
者
は
と
も
に
国
．
句
国
鳥
教
授
の
門

下
で
あ
る
・
又
、
ロ
．
○
胃
沙
氏
は
源
信
や
親
驚
の
思
想
研
究
を
続
け
て
い

つ
（
》
○

又
、
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
で
も
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
て
、
ス
リ
ラ
ン

カ
の
仏
教
に
つ
い
て
の
］
．
ぐ
の
Ｈ
国
鳥
①
女
史
や
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
仏
教

に
つ
い
て
の
田
．
田
圃
昇
氏
等
が
あ
る
が
、
委
細
に
報
告
す
る
準
備
を
未

だ
得
て
い
な
い
。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
内
の
ス
イ
ス
で
は
、
関
．
切
樹
ぃ
日
ｑ
教
授
と

共
に
Ｆ
凹
匡
“
ロ
ロ
ロ
①
の
］
・
冨
畠
教
授
が
健
在
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

い
け
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
京
都
相
国
寺
塔
頭
林
光
院
内
に
置
か
れ
て
い
る
法
宝
義
林
研

究
所
で
行
な
わ
れ
て
い
る
研
究
、
な
ら
び
に
『
法
宝
義
林
』
編
棊
の
こ

と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
研
究
所
は
昭
和
の
初
期
に
、
の
．

雨
脅
』
教
授
と
高
楠
順
次
郎
博
士
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
が
、
以
来
現
在

ま
で
『
法
宝
義
林
』
作
成
の
た
め
の
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。
編
輯
主
任

の
国
．
ロ
ロ
昇
氏
は
両
．
Ｆ
ｐ
Ｂ
Ｏ
芹
①
教
授
の
門
下
で
あ
る
が
、
専
門
は

仏
教
経
典
の
研
究
で
あ
る
。
同
じ
く
編
輯
に
携
わ
る
衿
．
の
①
昼
里
女
史

は
中
国
仏
教
と
道
教
と
を
専
門
と
す
る
幻
同
じ
淫
．
甸
○
制
蔚
氏
は
中
国
仏

教
史
、
閃
・
ゞ
己
屋
君
①
ロ
ロ
①
氏
は
密
教
学
・
図
像
学
に
専
ら
関
心
を
よ
せ
て

い
る
。
ロ
呂
匡
の
ロ
ロ
①
氏
も
ル
ー
ヴ
ァ
ン
に
お
け
る
Ｆ
ｐ
ｇ
ｏ
＃
①
教
授
の
門

下
で
あ
る
。

こ
の
法
宝
義
林
研
究
所
に
、
Ｆ
四
日
○
＃
の
教
授
の
御
遺
言
に
よ
っ
て
蔵

書
が
寄
贈
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
、
目
下
搬
入
の
準
備
を
す
す
め
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ル
ー
ヴ
ァ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
の
東
洋
学
部
に
は
、

Ｆ
四
日
○
ヰ
①
教
授
御
退
任
後
、
仏
教
学
の
講
座
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、

教
授
の
蔵
書
が
海
を
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
研
究
所
に
ロ
ロ
昇

氏
や
ロ
ロ
壱
①
ロ
ロ
の
氏
と
い
う
Ｆ
ｐ
ｇ
ｏ
＃
の
教
授
の
門
下
の
方
が
お
ら
れ

る
因
縁
に
よ
る
こ
と
が
最
大
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
Ｆ
四
目
○
扉
の
教

授
の
御
遺
志
は
、
仏
教
学
の
さ
か
ん
な
、
し
か
も
仏
教
国
で
あ
る
日
本
へ

と
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
申
し
あ
げ
た
い
の
で
あ
る
。

今
を
去
る
二
十
年
ほ
ど
前
、
ル
ー
ヴ
ァ
ソ
に
旧
四
目
。
茸
の
教
授
を
お
訪
ね

申
し
あ
げ
た
と
き
、
「
仏
教
の
勉
強
を
す
る
の
に
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
に
来
る
必

要
が
あ
る
の
で
す
か
。
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
私
に
は
痛
切
で
あ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
る
Ｆ
色
目
○
芹
①
教
授
と
、
我
を
日
本
人
と
に
は
、
伝

統
と
経
験
の
相
違
が
あ
る
し
、
我
為
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
学
ぶ
零
へ
き
こ
と
は

今
な
お
多
く
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
仏
教
と
い
う
伝
統
を
も
っ
た
我
を
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〈
写
真
に
添
え
て
〉

前
掲
の
写
真
二
葉
は
、
一
九
八
二
年
七
月
一
日
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
お

宅
に
ラ
モ
ー
ト
先
生
を
お
訪
ね
申
し
あ
げ
た
折
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
撮
影
の
こ
の
拙
い
写
真
が
、
先
生
最
後
の
お
写
真
に
な
っ
た
と
の
こ

と
で
、
恐
縮
に
存
じ
あ
げ
て
い
る
次
第
で
あ
る
が
、
先
生
の
御
逝
去
は
そ

れ
よ
り
十
箇
月
後
の
、
翌
年
五
月
初
旬
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
前
、
一
九
六
七
年
に
ル
ー
ヴ
ァ
ン
の
御
書
斎
に
お
訪
ね
申
し
あ
げ
た

こ
と
が
あ
っ
た
が
、
一
九
八
二
年
の
折
に
は
、
ラ
モ
ー
ト
先
生
は
ル
ー
ヴ

ァ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
を
御
退
任
後
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
居
を
移
さ
れ

は
、
そ
の
研
究
法
を
常
に
追
い
求
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

註
①
Ｈ
Ｚ
目
シ
ｚ
勗
冨
向
同
門
田
○
ロ
ロ
ワ
国
扇
冨
同
旨
陛
巴
侭
①
、
○
号
目
印
蜜
冨
唱

画
は
呂
昌
の
層
目
。
＃
①
中
の
ロ
ロ
。
二
邑
鼻
の
教
授
「
↑
届
８
二
ぐ
］
．
①
号
冨
腎

嗣
ロ
の
昌
目
①
Ｆ
四
日
。
茸
①
こ
の
参
照

②
同

③
同

④
｜
」
れ
に
つ
い
て
は
桜
部
建
教
授
が
紹
介
し
て
い
る
。
「
ロ
ー
カ
パ
ン
’
一
ヤ
ッ

テ
ィ
に
つ
い
て
」
（
『
パ
ー
リ
仏
教
文
化
研
究
』
一
九
八
二
）
弓
．
鴎
ｌ
穂
．

て
お
ら
れ
た
。
た
ま
た
ま
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
帰
省
さ
れ
て
い
た
、
法
宝
義

林
の
Ｈ
・
デ
ュ
ル
ト
氏
が
同
道
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
ラ
モ
ー
ト
先
生
の
お

宅
に
参
上
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

ラ
モ
ー
ト
先
生
は
御
病
後
で
あ
り
、
目
も
病
ま
れ
て
い
た
し
、
訪
問
時

間
は
一
時
間
位
で
と
前
以
て
デ
ュ
ル
ト
氏
と
話
し
合
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
が
、
先
生
の
お
宅
で
は
、
ラ
モ
ー
ト
先
生
と
御
令
姉
と
デ
ュ
ル
ト
氏
と
、

そ
れ
に
私
も
加
わ
っ
て
、
サ
ロ
ン
で
の
歓
談
は
仲
灸
に
楽
し
く
、
予
定
の

時
間
は
と
う
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
か
ら
先
生
の
御
書
斎
に
招
じ
入
れ
ら
れ
た
が
、
相
変
ら
ず
「
大
智

度
論
』
訳
註
の
お
仕
事
を
続
け
て
お
ら
れ
た
。
既
刊
の
第
一
巻
か
ら
訂
正

版
を
お
出
し
に
な
る
御
予
定
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
折
は
、
支
謙
訳

『
義
足
経
』
の
一
節
の
解
釈
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
先
生
は
テ
キ
ス
ト

に
目
を
近
づ
け
て
、
五
。
六
セ
ン
チ
の
と
こ
ろ
で
御
覧
に
な
っ
て
い
た
が
、

な
お
膨
大
な
仕
事
に
立
ち
向
か
う
気
迫
に
満
ち
て
い
た
。

そ
の
御
予
定
は
残
念
に
も
中
途
に
な
っ
た
が
、
先
生
が
既
に
な
さ
れ
た

訂
正
補
遺
の
分
に
つ
い
て
は
、
デ
ュ
ル
ト
氏
に
よ
っ
て
刊
行
の
運
び
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
な
お
最
後
ま
で
、
孜
孜
た
る
研
学
の
態
度
を
示
さ
れ
た
碩
学
の
、

あ
の
格
調
の
高
さ
は
、
今
以
て
私
の
脳
裏
を
離
れ
る
こ
と
が
な
い
。
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