
こ
の
論
文
集
が
さ
さ
げ
ら
れ
た
パ
ー
リ
・
テ
キ
ス
ト
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
会

長
ホ
ー
ナ
ー
女
史
に
つ
い
て
多
く
を
語
る
要
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
略
歴
や

主
な
業
績
は
巻
頭
の
数
。
ヘ
ー
ジ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
寄
せ
ら
れ
た
十
八

篇
の
論
文
は
い
ず
れ
も
鐸
☆
た
る
学
匠
（
主
と
し
て
西
欧
人
。
欧
米
在
住

の
三
人
の
ア
ジ
ヤ
人
学
者
を
含
む
）
の
手
に
成
る
が
、
い
ま
は
そ
の
中
、

わ
た
し
の
興
味
を
惹
い
た
数
篇
の
み
に
つ
い
て
少
し
く
関
説
す
る
こ
と
に

す
る
。

㈹
ア
ル
ス
ド
ル
フ
（
Ｆ
，
ど
ぃ
号
尽
）
翁
は
．
ハ
ー
リ
文
ジ
ャ
ー
タ
ヵ
第
三
○

九
話
お
よ
び
パ
ー
リ
律
蔵
大
分
別
衆
学
法
第
六
九
項
に
見
え
る
興
味
深
い

一
つ
の
本
生
證
に
着
目
し
、
そ
こ
Ｑ
昌
暗
ｌ
ｇ
』
ぐ
冒
曽
ら
に
現
わ
れ

る
と
こ
ろ
の
、
一
婆
羅
門
と
一
剛
陀
羅
（
過
去
世
の
菩
薩
）
と
の
対
話
を

内
容
と
す
る
四
つ
の
偶
に
つ
い
て
、
そ
の
本
文
（
Ｊ
の
そ
れ
と
Ｖ
の
そ
れ

と
の
間
に
か
な
り
の
異
同
が
あ
る
）
の
改
訂
に
独
自
の
見
解
を
提
示
し
、

そ
れ
に
基
い
た
新
し
い
英
訳
文
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
南
伝

大
蔵
経
第
二
巻
三
三
○
・
ヘ
ー
ジ
と
同
第
三
十
一
巻
三
五
一
、
二
・
ヘ
ー
ジ
が

参
照
さ
る
・
へ
き
で
あ
る
。

国
匡
Ｑ
・
巨
里
の
冒
昌
閉
旨
国
白
〕
昌
再
昌

男
国
．
国
○
儲
邑
①
妖
凰
：
ご
Ｆ
Ｏ
Ｃ
屋
の
旨
の
陣
○
号
の
３

櫻

部

建

⑨
ハ
ロ
ル
ド
。
、
ヘ
イ
レ
ー
（
国
・
舅
．
国
昌
旦
）
卿
は
二
十
余
年
前
に
出

さ
れ
た
尻
与
国
ロ
２
○
国
巨
且
冒
普
目
①
〆
蕨
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
Ｈ
‐

且
鳥
凰
風
習
吋
四
の
解
説
を
ほ
と
ん
ど
各
行
に
わ
た
っ
て
修
正
し
、
そ

れ
に
基
づ
く
翻
訳
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
経
の
内
容
は
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
大
蔵

経
に
収
め
ら
れ
る
９
芹
制
冒
且
鳥
樫
目
‐
租
昏
画
（
○
炭
。
①
亀
こ
の
論
文

の
註
記
に
ｚ
ｏ
．
＄
『
と
あ
る
は
誤
ま
り
）
と
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
で
、
し
た
が
っ

て
実
叉
難
陀
訳
「
右
逹
佛
塔
功
徳
経
」
（
大
正
七
○
○
）
と
も
関
連
す
る
。

（
な
お
、
は
し
が
き
の
中
で
、
漢
訳
増
一
阿
含
経
に
承
事
礼
佛
の
五
功
徳

が
説
か
れ
る
こ
と
に
触
れ
て
あ
る
が
、
そ
の
箇
処
を
示
し
て
大
正
巻
二
、

六
四
七
ａ
と
し
て
い
る
の
は
六
七
四
ａ
の
誤
ま
り
）
。

③
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
ベ
ッ
ヘ
ル
ト
（
国
①
冒
凶
団
③
呂
の
耳
）
氏
は
、
↓
ヘ

ル
リ
ン
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
の
一
つ
（
ｚ
Ｏ
Ｌ
殿
》
ワ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
目

録
の
第
四
九
番
）
に
含
ま
れ
る
諸
断
片
の
中
か
ら
、
・
ハ
ー
リ
小
部
の
く
冒
働
‐

邑
四
ぐ
ゅ
茸
冒
に
対
応
す
る
一
典
籍
ぐ
自
習
胃
且
目
四
の
写
本
の
一
部
を

な
す
と
こ
ろ
の
も
の
を
見
出
し
て
検
討
し
、
特
に
そ
の
な
か
パ
ー
リ
・
テ

キ
ス
ト
で
は
く
く
口
鍔
デ
ヨ
に
相
当
す
る
箇
所
を
取
り
挙
げ
て
、
そ
れ

を
解
読
し
、
マ
’
三
ス
ク
リ
プ
ト
の
損
傷
に
よ
っ
て
解
読
不
能
の
箇
処
は

。
〈
－
リ
文
と
の
対
照
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
て
復
元
を
試
み
て
い
る
。
氏
に

よ
れ
ば
、
ぐ
冒
口
日
働
く
鱒
（
画
口
四
は
、
シ
屋
ゆ
く
騨
曾
冒
晶
賢
颪
》
陣
冒
ぐ
片
品
四
‐

言
脚
国
具
胃
自
習
“
な
ど
と
共
に
、
説
一
切
有
部
の
第
五
阿
含
屍
曹
‐

骨
Ｐ
圃
唱
己
智
に
属
す
る
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
で
あ
る
（
シ
邑
騨
ぐ
鼻
息
冨
魑
‐

室
国
と
望
ｇ
ａ
Ｈ
虎
弾
目
と
の
断
片
は
先
に
ベ
ッ
ヘ
ル
ト
氏
に
よ
っ
て

校
訂
さ
れ
、
切
目
ｏ
罵
言
巳
８
冒
呂
巨
切
爵
。
胃
罠
く
。
勗
切
騨
冒
二
〕
旨
〕
鴨
三

四
口
印
園
①
ロ
ヰ
騨
医
凰
四
鰊
ｇ
彦
曾
］
切
曽
胃
隆
貝
芹
彦
冒
己
閑
ｐ
Ｈ
黙
蔚
昌
ぐ
ｇ
・
］
》
国
○
ユ
旨
〉
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己
臼
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ぐ
目
習
剖
四
（
面
目
も
、
そ

の
他
の
も
の
と
共
に
、
や
が
て
そ
の
ご
巳
＆
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と

が
予
定
さ
れ
て
い
る
）
。
説
一
切
有
部
の
ぐ
目
自
習
色
目
餌
と
南
方
上

座
部
の
ぐ
目
営
騨
ご
Ｐ
詐
冒
と
を
比
ゞ
へ
て
見
る
と
、
共
通
の
源
泉
と
し
て

よ
り
古
い
テ
キ
ス
ト
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
ご
目
習
う
『
胃
‐

昔
巨
の
方
が
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
な
ど
か
ら
材
料
を
得
た
後
代
の
附
加
増
広
の

跡
を
よ
り
多
く
示
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
ベ
ッ
ヘ
ル
ト
氏
の
見
解
で
あ

づ
（
》
。

③
ボ
レ
（
ョ
界
切
団
。
辰
。
）
博
士
は
、
ジ
ャ
ィ
ナ
教
白
衣
派
の
初
期
文

献
に
見
え
る
佛
教
へ
の
関
説
、
特
に
佛
・
法
・
僧
へ
の
言
及
、
に
つ
い
て

論
ず
る
。

⑦
○
日
目
四
の
名
は
ジ
ャ
イ
ナ
原
始
聖
典
⑦
眉
置
曾
彊
に
見
出
せ
な

い
。
そ
こ
で
は
切
巨
。
。
旨
四
の
語
は
診
吋
（
Ｐ
盲
目
）
］
冒
酔
〉
目
印
目
四
目
弄
肖
四

（
目
茸
冨
盟
国
』
艮
洋
冨
昌
冨
国
）
な
ど
と
同
じ
く
、
普
通
に
、
解
脱
し
た

人
の
尊
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
（
そ
れ
が
特
に
佛
教
の
仙
陀
を
指
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
箇
処
は
多
分
た
だ
一
度
で
あ
る
）
。
し
か
し
マ
ハ
ラ
ー
シ

ュ
ト
ラ
語
、
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
語
、
ジ
ャ
イ
ナ
・
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
な

ど
で
書
か
れ
た
冒
降
‐
８
口
○
日
。
巴
な
典
籍
、
註
釈
文
献
な
ど
に
な
る
と
、

国
巨
〔
昼
冨
の
語
が
明
ら
か
に
佛
教
の
開
祖
を
指
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は

ま
た
「
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
の
子
」
と
い
う
言
い
方
で
も
表
わ
さ
れ
る
し
、

、

断
ご
騨
日
口
冒
あ
る
い
は
普
鴇
国
と
い
う
呼
称
も
見
出
さ
れ
る
。

ジ
ャ
イ
ナ
原
始
聖
典
は
「
五
覗
」
の
語
を
挙
げ
て
仙
教
の
無
常
説
に
言

及
す
る
（
留
意
噌
曾
昌
皀
．
］
．
ご
）
。
「
輪
廻
は
無
始
無
終
ｃ
宅
巴
房

四
国
四
目
圏
＃
畠
盟
Ｉ
四
国
‐
Ｐ
く
い
国
‐
品
国
二
で
あ
る
」
と
い
う
佛
典
の
句
窃
啓

弓
留
』
目
ぐ
苗
ぐ
壱
］
雪
）
を
引
用
す
る
。
佛
教
を
「
業
」
否
定
論
（
騨
置
Ｈ
‐

垣
四
‐
乱
８
－
）
と
見
る
。
ま
た
、
佛
教
の
「
空
」
の
観
念
に
つ
い
て
も
知
っ

て
い
た
痕
跡
が
あ
る
。
註
釈
文
献
に
至
る
と
、
佛
教
に
対
し
て
扇
屋
且
冒
‐

、

“
農
筥
国
》
、
巴
烏
四
と
胃
厨
四
恒
色
命
画
戸
望
か
△
胃
母
国
宙
）
】
唾
ロ
盟
国
‐
日
へ
↑
菌
な

、
↓ど

の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
佛
教
教
義
と
し
て
は
、

無
常
説
を
極
端
に
押
し
進
め
た
諸
法
刹
那
減
の
論
や
、
無
我
説
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
業
否
定
（
１
）
論
な
ど
が
、
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
が

目
立
つ
。
「
空
」
思
想
に
触
れ
て
は
、
龍
樹
の
中
論
偶
を
も
一
註
釈
は
引

用
し
て
い
る
。

印
四
掲
冒
と
い
う
語
も
、
ほ
か
に
佛
教
者
一
般
を
指
す
こ
と
ば
も
、
原

始
ジ
ャ
イ
ナ
経
典
に
は
見
え
ず
、
た
だ
佛
教
徒
を
も
他
の
グ
ル
ー
プ
を
も

含
め
て
四
冨
境
匂
抄
鼠
旨
（
四
阿
ご
習
且
旨
）
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

み
で
あ
る
。
註
釈
文
献
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
呼
称
と
し
て

名
目
置
く
目
旨
も
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
特
に
佛
教
徒
を
指
し
て
嗣
○
目
冒

（
国
秒
ｐ
Ｑ
Ｑ
ｐ
色
）
〉
嗣
屋
②
ロ
ロ
汀
四
日
①
井
毎
四
（
の
戸
印
ｐ
Ｑ
ｇ
目
弾
Ｈ
房
伊
）
〕
目
四
８
騨
昌
ご
Ｐ

、

（
目
胃
厨
凹
巨
丙
璽
）
》
、
凹
昌
Ｑ
ｇ
ぽ
且
営
〕
ご
ゆ
ゞ
の
ロ
盟
国
目
Ｐ
３
ロ
ロ
切
目
旨
な
ど
と

い
う
呼
び
方
が
さ
れ
て
い
る
・
僧
伽
の
成
員
は
国
四
目
巳
〕
四
‐
ｇ
房
“
巳
肉
豐
》

普
咽
冒
曽
ｍ
Ｐ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
舎
利
弗
・
目
連
の
名
す
ら
か
な
り
古

い
文
献
の
中
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

⑤
ジ
ャ
イ
｝
一
（
祠
．
ｍ
着
目
）
氏
も
ま
た
、
一
切
知
者
性
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
ジ
ャ
イ
ナ
教
祖
マ
〈
Ｉ
ヴ
ィ
ー
ラ
の
場
合
と
釈
迦
牟
尼
佛
陀
の
場

合
と
を
比
較
し
て
論
じ
て
い
る
。

原
始
佛
教
と
原
始
ジ
ャ
イ
ナ
と
の
比
較
研
究
は
、
非
常
に
重
要
な
そ
し

て
好
個
の
研
究
課
題
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
が
国
で
は
全
体
と
し
て
む
し
ろ

戸 向
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看
過
さ
れ
て
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
右
の
二
篇
の
論
考
は
そ
の
意
味
で

た
い
へ
ん
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
と
言
え
よ
う
。

⑥
般
若
学
の
コ
ン
ゼ
（
画
・
弓
色
ａ
９
ｐ
Ｎ
①
）
博
士
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
大
蔵
経

丹
殊
爾
に
含
ま
れ
る
般
若
心
経
の
一
註
釈
（
北
京
版
で
は
五
三
二
番
、

影
印
北
京
版
九
四
巻
、
二
九
二
’
二
九
六
・
ヘ
ー
ジ
）
を
紹
介
す
る
。
博
士

に
よ
れ
ば
、
こ
の
釈
疏
は
経
の
本
文
の
意
味
を
よ
く
解
明
し
て
い
る
が
、

中
観
派
の
立
場
を
主
と
し
琉
伽
行
派
の
言
葉
遣
い
を
も
含
み
少
し
は
密
教

風
で
も
あ
る
と
い
う
点
で
、
パ
ー
ラ
朝
佛
教
の
思
想
傾
向
を
鮮
か
に
代
表

す
る
も
の
だ
、
と
い
、
フ
。

⑦
ラ
モ
ー
ト
（
同
陸
①
ロ
ロ
①
嗣
幽
日
○
芹
①
）
師
の
論
文
は
煩
悩
と
そ
の
習
気

（
そ
れ
を
師
は
〕
目
胃
の
唱
凹
茸
○
国
。
Ｈ
］
胃
①
日
８
．
口
叶
い
と
い
う
表
現
で

示
す
）
に
関
し
て
い
る
。
分
別
説
部
や
化
地
部
の
説
を
承
け
て
、
大
乗
佛

教
は
主
張
す
る
ｌ
声
聞
・
独
覚
は
煩
悩
を
断
じ
て
い
て
も
な
お
そ
の
習

気
を
存
す
る
が
佛
は
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
の
習
気
を
減
し
て
い
る
、
と
。
そ
の

こ
と
は
大
衆
部
や
大
乗
に
お
い
て
は
不
共
佛
法
の
一
と
解
さ
れ
る
。
い
か

に
し
て
佛
の
み
に
そ
れ
が
あ
る
か
。
佛
の
さ
と
り
は
無
上
正
等
覚
で
あ
っ

て
声
聞
・
独
覚
の
さ
と
り
と
類
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
佛
は

過
去
世
に
、
菩
薩
と
し
て
、
無
数
劫
に
亘
っ
て
行
を
重
ね
徳
を
積
ん
で
い

る
の
に
声
聞
・
独
覚
の
過
去
世
の
行
は
せ
い
ぜ
い
三
生
に
亘
る
に
過
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
大
乗
佛
教
は
、
ま
た
、
菩
薩
が
そ
の
修
道
の
過
程
の
中

の
い
ず
れ
に
お
い
て
す
雫
へ
て
の
煩
悩
を
断
じ
、
い
ず
れ
に
お
い
て
そ
の
習

気
を
も
減
し
去
る
か
、
と
い
う
問
題
を
追
求
す
る
。
大
品
般
若
に
よ
れ
ば
、

菩
薩
が
煩
悩
を
「
転
」
ず
る
（
ａ
‐
ぐ
算
）
す
な
わ
ち
「
断
」
ず
る
（
冒
甲
園
）

の
は
第
七
地
に
お
い
て
で
あ
り
、
彼
は
第
十
地
に
至
っ
て
一
切
種
智
を
具

足
し
一
切
の
「
煩
悩
及
び
習
」
を
断
じ
て
「
佛
の
如
く
」
で
あ
る
、
と
さ

れ
る
。
第
七
地
に
お
け
る
煩
悩
の
「
転
」
は
第
八
地
に
お
い
て
得
無
生
忍

住
不
退
転
と
し
て
成
ぜ
ら
れ
る
が
、
大
智
度
論
に
よ
れ
ば
，
菩
薩
が
無
生

法
忍
を
得
て
そ
の
煩
悩
は
己
に
尽
き
て
も
「
習
気
は
未
だ
除
か
れ
ぬ
」
か

ら
、
か
れ
は
そ
の
「
習
気
の
受
」
に
よ
っ
て
よ
く
自
在
に
化
生
し
、
衆
生

に
対
す
る
大
慈
悲
を
も
っ
て
世
間
に
還
来
す
る
。
第
十
地
に
至
っ
て
一
切

智
・
一
切
種
智
を
得
て
は
じ
め
て
「
煩
悩
の
習
を
断
つ
」
の
で
あ
る
。

大
乗
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
新
し
い
教
理
学
の
展
開
を
、
し
か
し
、
原

始
佛
教
教
義
の
〃
改
革
″
な
ど
と
考
え
る
ぺ
き
で
は
な
い
、
と
ラ
モ
ー
ト

師
は
主
張
す
る
。
大
乗
の
論
師
た
ち
は
《
《
ざ
烏
８
口
、
国
昌
ｏ
閂
①
ご
具

８
閉
め
①
梓
ｐ
口
冒
ｓ
旨
い
尋
巨
ｏ
ぽ
ぽ
Ｐ
Ｑ
ｐ
Ｏ
官
黒
ｓ
ｏ
目
ざ
ロ
〕
呂
吊
昇
○
吋

昌
Ｂ
Ｈ
①
ｇ
ゞ
旨
昏
①
ぃ
目
ｇ
①
目
・
ｐ
ｐ
Ｏ
己
。
巴
野
鄙
巷
目
Ｈ
①
の
』
》
で
あ
る
と

い
う
師
の
言
葉
は
わ
れ
わ
れ
に
三
思
を
せ
ま
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑥
ラ
ー
フ
ラ
（
弓
四
壱
○
房
閃
幽
冒
冨
）
氏
は
巳
〕
胃
目
四
国
と
い
う
語
の

用
法
や
意
味
を
検
討
す
る
。
こ
の
語
が
本
来
存
在
論
に
も
目
的
論
に
も
認

識
論
に
も
関
係
な
く
て
、
「
習
慣
」
、
「
し
か
た
」
耐
「
本
性
」
、
「
あ
り
方
」

な
ど
を
意
味
す
る
日
常
用
語
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

⑥
リ
ュ
エ
グ
（
己
切
．
”
屋
の
用
）
氏
が
論
ず
る
の
は
、
か
っ
て
高
崎
博
士

が
追
求
し
た
（
金
倉
記
念
論
集
、
日
本
佛
教
学
会
年
報
第
三
十
二
集
）
問
題
と
摸

を
一
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
・
ハ
ー
リ
聖
典
の
何
箇
処
か
に
見
え
耐
パ
ー
リ

語
と
し
て
は
特
異
な
語
形
を
も
つ
唱
茸
号
冨
と
い
う
語
句
に
注
目
し
、

そ
れ
お
よ
び
そ
の
類
語
の
用
例
の
展
開
の
跡
を
辿
っ
て
、
大
乗
の
経
論
に

ま
で
至
る
の
で
あ
る
。
氏
は
・
ハ
ー
リ
語
聖
典
を
奉
じ
た
上
座
部
の
教
学
説

が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
聖
典
を
奉
じ
た
北
伝
の
部
派
や
大
乗
の
そ
れ
と
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け
っ
し
て
無
関
係
で
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

⑩
ウ
ェ
イ
マ
ン
（
ど
の
開
弓
昌
冒
自
）
教
授
は
中
有
の
問
題
を
論
ず
る
。

中
有
の
存
在
を
認
め
る
説
一
切
有
部
・
正
量
部
・
犢
子
部
ら
と
、
そ
れ
を

認
め
な
い
南
方
上
座
部
・
大
衆
部
・
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
ら
と
が
あ
る
。
ウ

ェ
イ
マ
ン
氏
は
二
つ
の
立
場
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
論
を
摘
要
し
て
紹
介
す
る

が
、
氏
が
中
有
否
定
論
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
表
現
で
あ
る
と
し
て
引
く
勝
堂

経
（
氏
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
大
衆
部
の
所
産
）
の
一
節
（
影
印
北
京
版
第
二
四
巻
二
六

○
’
四
）
は
わ
た
し
に
は
あ
ま
り
そ
う
と
も
思
え
な
い
し
、
龍
樹
が
中
有

否
定
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
示
す
と
し
て
引
か
れ
る
文
章
も
必
ず
し
も
そ

の
意
味
に
と
ら
る
ゞ
へ
き
か
ど
う
か
。
氏
の
主
張
す
る
十
二
縁
起
支
の
無
明

と
行
と
の
解
釈
と
中
有
論
と
の
関
連
も
わ
た
し
の
理
解
を
越
え
る
。
佛
教

の
中
有
論
と
ウ
・
〈
’
一
シ
ャ
ッ
ド
の
所
説
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
教
え
ら

れ
る
所
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
ば
望
月
大
辞
典
の
「
中
有
」

の
項
な
ど
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
中
有
お
よ
び
そ
の
存
否
の
論

争
に
つ
い
て
氏
の
所
論
以
外
に
な
お
多
く
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
な

お
、
ウ
ェ
イ
マ
ン
氏
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
お
よ
び
翻
訳
を
掲
げ
て
い

る
琉
伽
師
地
論
声
聞
地
の
一
節
は
、
そ
の
ま
ま
、
玄
英
訳
に
し
て
巻
二
六

の
一
部
（
大
正
三
○
・
四
二
五
ａ
）
に
相
当
す
る
。

（
己
○
Ｈ
Ｑ
Ｈ
①
ｏ
ほ
こ
国
○
の
８
口
〉
］
や
『
跨
幽
十
回
い
①
面
）
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