
近
時
、
佛
教
経
典
の
現
代
語
訳
が
し
き
り
に
試
み
ら
れ
、
そ
の
成
果
が
続
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
一
般
に
、
世
の

読
書
層
に
か
な
り
歓
迎
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
か
ら
、
そ
こ
に
確
か
に
、
現
代
社
会
の
要
求
に
応
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。

「
経
典
」
と
い
う
も
の
に
と
っ
て
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
た
い
へ
ん
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
が
、
い
ま
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
要
望
へ
の

対
応
と
い
う
こ
と
を
別
と
し
て
も
、
経
典
を
現
代
語
化
す
る
と
い
う
作
業
は
、
佛
教
研
究
自
体
の
進
展
の
上
で
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
な
意

義
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
に
は
、
経
典
を
古
典
語
の
呪
縛
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
研
究
者
の
層
を
厚
く
し
研
究
の
裾
野
を
お
し
拡

げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
文
献
学
的
研
究
や
教
義
学
的
研
究
ば
か
り
に
い
ち
じ
る
し
く
偏
っ
て
い
る
従
来
の
佛
教
学
に
、
新
し
い
研
究
分
野

ｌ
例
え
ば
比
較
文
学
だ
と
か
民
俗
学
だ
と
か
い
っ
た
よ
う
な
Ｉ
へ
の
展
望
を
開
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
一
つ
に
は
、
現
代
語

こ
れ
は
大
谷
学
会
昭
和
四
十
九
年
度
秋
季
公
開
講
演
会
に
お
い
て
述
べ
た
要
旨
が
「
大
谷
学
報
」
第
五
十
四
巻
第
四
号
に
載
せ
ら
れ
た
の
を
補
訂

し
た
も
の
で
あ
る
。

佛
教
経
典
現
代
語
訳
の
諸
問
題

1
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＝

訳
に
従
事
す
る
研
究
者
自
身
が
、
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
あ
ら
た
め
て
経
典
お
よ
び
そ
の
用
語
に
対
す
る
理
解
を
確
か
め
、
深
め
、
ま
た
、

＊

経
典
を
見
る
新
た
な
視
点
を
濃
得
す
る
、
あ
る
い
は
、
新
た
な
領
解
に
導
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
も
当
然
生
ま
れ
て
来
る
。

＊
戦
後
ま
も
な
く
宗
学
の
一
巨
匠
が
そ
の
宗
の
「
本
典
」
あ
る
い
は
「
本
書
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
口
語
訳
を
敢
て
試
み
ら
れ
た
時
の
述
懐
は
、
よ

く
そ
の
間
の
消
息
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
ｌ
「
聖
典
を
意
訳
し
よ
う
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
に
は
思
ひ
も
つ
か
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
不
可

能
の
こ
と
と
思
へ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
特
に
神
聖
を
冒
す
も
の
と
も
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
敢
へ
て
そ
の
事
を
為
さ
う
と
い
ふ
こ
と
に

な
っ
た
の
は
、
全
く
時
代
の
要
求
に
動
か
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
事
の
進
む
に
従
っ
て
次
第
に
親
し
み
を
覚
ゅ
る
や
う
に
な
り
し
こ
と
も
不

思
議
で
あ
る
。
そ
れ
は
到
底
、
原
意
を
尽
く
さ
狸
も
の
と
し
て
も
、
訳
し
得
た
だ
け
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
喜
び
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
事
も
畢
寛
は
、
晩
年
の
私
に
、
身
に
即
い
た
領
解
を
与
へ
よ
う
と
の
佛
祖
の
思
召
で
あ
っ
た
か
と
感
激
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
（
金
子
大
栄
、
意

訳
教
行
信
証
、
教
行
の
巻
、
昭
和
二
六
年
全
人
社
刊
、
二
九
一
。
ヘ
ー
ジ
）
。

意
義
は
十
分
に
大
き
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
作
業
に
は
無
数
の
困
難
が
伴
う
。
学
者
は
そ
こ
で
多
種
多
様
な
問
題
に
直
面
せ
し
め
ら
れ
る
。

思
え
ば
、
確
か
に
、
経
典
の
現
代
語
訳
を
企
て
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
な
お
、
お
よ
そ
お
そ
れ
を
知
ら
ぬ
所
業
な
の
で
あ
る
。
し
か
も

こ
ん
に
ち
敢
て
そ
の
企
て
が
あ
い
次
い
で
な
さ
れ
、
そ
の
試
み
が
し
き
り
に
世
に
問
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
は
、
「
時
代
の
要
求
」
の
な
せ
る

と
こ
ろ
と
言
え
ば
そ
う
で
も
あ
ろ
う
が
、
明
治
以
来
の
わ
が
先
学
の
、
否
、
十
八
世
紀
以
来
の
世
界
の
東
洋
学
者
・
イ
ン
ド
学
者
ら
の
、

推
し
進
め
て
来
た
近
代
的
佛
典
研
究
の
積
み
重
な
り
が
現
代
の
学
人
に
そ
こ
ま
で
の
「
不
遜
」
を
許
す
ほ
ど
に
至
っ
た
、
と
言
っ
て
も
ょ

過
去
の
種
々
な
文
献
学
的
研
究
の
業
績
の
積
み
重
ね
が
、
佛
典
現
代
語
訳
の
試
み
を
、
と
も
か
く
今
の
程
度
に
、
可
能
な
ら
し
め
た
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
現
代
語
訳
の
積
み
重
ね
が
、
将
来
、
ま
た
、
次
第
に
そ
の
試
み
の
程
度
を
高
か
ら
し
め
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事

に
従
う
者
は
、
先
人
の
敷
き
固
め
た
基
盤
の
上
に
、
た
と
え
一
個
の
煉
瓦
で
も
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
そ
れ
が
現
代
語
に

よ
る
佛
教
文
学
の
大
殿
堂
に
仕
上
げ
ら
れ
て
行
く
と
い
う
大
業
に
参
与
す
る
栄
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

い
の
で
な
か
ろ
う
か

２



い
ま
こ
こ
で
は
、
経
典
現
代
語
訳
の
作
業
の
前
に
横
わ
る
多
く
の
問
題
の
中
の
い
く
つ
か
を
、
い
ち
お
う
大
乗
経
典
の
場
合
に
限
定
し

て
、
摘
記
し
↑
考
察
し
て
見
よ
う
と
思
う
。

第
一
に
、
現
代
語
訳
と
い
え
ば
、
し
ば
し
ば
、
そ
れ
が
「
原
典
か
ら
」
の
直
接
の
訳
出
で
あ
る
こ
と
が
調
わ
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
漢

訳
・
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
な
ど
か
ら
の
重
訳
で
な
く
「
原
」
典
か
ら
の
直
接
の
訳
が
望
ま
れ
、
そ
れ
が
よ
り
価
値
の
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

う
と
す
る
の
は
、
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幸
い
に
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
存
在
し
て
い
る
経
典
の
場
合
は
、
当
然
そ

れ
か
ら
訳
す
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
得
ら
れ
て
い
な
い
経
典
の
場
合
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
訳
す
る
が
よ

い
。
チ
ベ
ヅ
ト
訳
は
そ
の
極
度
な
直
訳
体
と
い
う
特
性
か
ら
し
て
「
準
梵
語
原
典
」
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
用
い
れ

ば
、
近
似
的
に
「
原
典
か
ら
の
訳
」
が
得
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
一
面
ほ
ぼ
常
識
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
厳
密

な
手
続
き
と
周
到
な
注
意
と
が
具
わ
れ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
を
用
い
て
近
似
的
な
「
原
典
か
ら
の
訳
」
を
得
る
こ
と
は
か
な
り
の
程
度
に
可

能
で
あ
る
。
だ
が
、
現
存
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
「
原
」
典
か
ら
の
訳
に
せ
よ
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
が
現
存
し
な
い
た
め
チ
ベ
ッ
ト
訳

本
に
依
っ
た
近
似
的
な
「
原
典
か
ら
の
訳
」
に
せ
よ
、
果
し
て
ど
の
程
度
そ
の
経
典
の
己
儲
‐
余
①
帥
を
代
表
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま

さ
し
く
「
直
接
の
訳
」
あ
る
い
は
直
接
の
訳
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
「
原
典
の
訳
」
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る

現
在
、
校
刊
さ
れ
て
わ
れ
わ
れ
の
手
に
得
ら
れ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
テ
キ
ス
ト
の
素
材
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
写
本
類
、
あ
る
い
は
未

公
刊
な
が
ら
現
に
わ
れ
わ
れ
の
利
用
し
得
る
と
こ
ろ
の
写
本
類
は
、
少
数
の
例
外
を
除
け
ば
す
べ
て
か
な
り
後
代
の
も
の
で
あ
る
。
チ
ベ

ッ
ト
訳
本
の
成
立
も
八
世
紀
を
遡
ら
な
い
。
か
え
っ
て
漢
訳
経
典
の
方
が
し
ば
し
ば
遙
か
に
古
い
形
態
を
留
め
て
い
る
。
最
も
古
い
漢
訳

は
二
世
紀
に
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
写
本
の
成
立
あ
る
い
は
訳
本
の
成
立
が
新
し
け
れ
ば
と
て
、
Ｉ
直
ち
に
そ
の
内
容
が
常

悪
に
ろ
岩
フ
か
ｃ

2
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に
新
し
い
と
ば
か
り
も
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
お
よ
そ
一
つ
の
経
典
の
原
初
の
姿
に
迫
る
と
い
う
こ

と
は
け
っ
し
て
容
易
な
仕
業
で
な
く
、
時
に
諸
本
の
綿
密
な
対
照
に
加
え
て
鋭
い
洞
察
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
仮
に
満
足
す
べ
き
手
続
き
に
よ
っ
て
能
う
限
り
原
初
の
形
に
近
い
テ
キ
ス
ト
を
求
め
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な

発
生
的
な
意
味
に
お
い
て
原
初
的
な
形
態
が
果
し
て
た
だ
ち
に
そ
の
経
典
の
最
も
す
ぐ
れ
た
形
態
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
時
代
的
に
遡

れ
ば
遡
る
ほ
ど
「
純
粋
」
で
あ
り
従
っ
て
経
典
と
し
て
価
値
が
高
い
の
で
あ
り
、
時
代
が
下
れ
ば
下
る
ほ
ど
附
加
や
爽
雑
物
が
多
く
そ
の

経
典
の
本
来
性
か
ら
遠
ざ
か
り
従
っ
て
経
典
と
し
て
の
価
値
が
低
い
の
で
あ
る
、
と
は
け
っ
し
て
一
概
に
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
大
乗

経
典
の
あ
る
も
の
は
、
時
代
の
経
過
の
中
で
い
ち
じ
る
し
い
展
開
の
跡
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
展
開
の
歴
史
の
上
に
、
そ
の
経
典
の

最
も
充
実
し
た
最
も
生
命
力
を
発
揮
し
た
姿
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
発
生
的
に
原
初
の
形
態
に
お
い
て
で
は
な
く
～
む

し
ろ
、
そ
の
経
に
盛
ら
れ
て
い
る
思
想
が
十
分
に
醇
熟
し
な
が
ら
、
な
お
未
だ
い
た
ず
ら
な
日
色
目
国
①
ロ
の
日
や
形
式
的
な
増
広
に
堕
し
て

い
な
い
時
期
の
一
形
態
に
お
い
て
こ
そ
、
捉
え
ら
る
↓
へ
き
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
な
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
相
互

に
時
代
を
隔
て
る
五
本
の
漢
訳
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
・
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
本
の
七
つ
を
比
較
検
討
し
得
る
『
無
量
寿
経
』
の
場
合
は
、
そ

の
よ
う
な
問
題
を
考
え
し
め
る
格
好
の
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

／
Ｅ
・
ラ
モ
ー
ト
教
授
は
、
ま
た
、
そ
の
『
首
娚
厳
三
昧
経
』
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
は
存
し
な
い
）
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
を
チ
ベ
ッ
ト
訳
本
か

ら
で
な
く
、
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳
本
か
ら
試
み
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
漢
訳
が
チ
ベ
ッ
ト
訳
よ
り
先
立
ち
、
い
っ
そ
う
原
初
的
な
形
態
を
も
つ
と

い
う
こ
と
よ
り
も
、
訳
者
鳰
摩
羅
什
が
こ
の
経
の
内
容
を
な
す
空
思
想
の
す
ぐ
れ
た
理
解
者
で
あ
り
同
じ
思
想
の
線
上
に
立
つ
余
他
の
経

を
も
多
く
訳
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
国
．
Ｆ
目
。
芹
。
《
層
８
己
。
①
具
国
威
。
冒
号
両
日
閏
呂
の
息
『
・
昌
口
の
ゞ
や

］
ｇ
Ｉ
と
。
原
本
が
存
せ
ず
、
諸
訳
の
中
か
ら
現
代
語
訳
の
依
拠
す
や
へ
き
原
本
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
選

］
ｇ
‐
と
。
原
本
が
存
せ
睾

択
も
当
然
あ
り
得
よ
う
。
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第
二
に
、
翻
訳
は
も
と
よ
り
厳
密
と
正
確
と
が
期
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
一
つ
に
は
、
特
に
サ
ン
ス
ク
リ
ヅ
ト
文
よ
り
の

訳
の
場
合
、
底
本
と
す
べ
き
刊
本
の
不
確
さ
の
問
題
が
あ
り
、
二
つ
に
は
、
重
要
な
用
語
に
つ
い
て
す
ら
な
お
存
す
る
語
義
の
不
明
確
性
の

問
題
が
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
古
典
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
遙
か
に
離
れ
た
形
を
も
つ
韻
文
の
場
合
に
最
も
そ
う
し
た
問
題

が
多
い
で
あ
ろ
う
。
能
う
限
り
の
マ
ニ
ュ
ス
ク
リ
プ
ト
の
蒐
集
と
、
そ
の
厳
正
な
解
読
と
言
語
形
態
の
分
析
（
例
え
ば
、
戸
田
宏
文
氏
が
法

華
経
に
つ
い
て
進
め
て
い
る
よ
う
な
）
と
を
さ
ら
に
積
み
重
ね
、
エ
ジ
ャ
ー
ト
ン
文
典
な
ど
の
補
正
も
進
め
ら
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
・
後

者
に
つ
い
て
は
、
諸
経
の
そ
れ
ぞ
れ
に
用
語
の
精
細
な
コ
ン
コ
ー
ダ
ン
ス
を
作
る
こ
と
が
基
礎
作
業
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
近
来
、
諭
書

に
つ
い
て
は
梵
・
蔵
・
漢
に
亘
る
ず
い
ぶ
ん
精
密
な
索
引
が
い
く
つ
も
出
さ
れ
（
例
え
ば
、
長
尾
教
授
の
大
乗
荘
厳
経
論
に
対
す
る
、
平
川
教

授
ら
の
倶
舎
論
に
対
す
る
、
等
々
）
て
、
語
の
用
法
や
語
義
の
確
認
に
新
し
い
大
き
な
進
展
が
見
ら
れ
た
。
経
典
に
つ
い
て
も
入
梧
伽
経
（
鈴

木
）
・
般
若
経
（
コ
ソ
ゼ
）
・
迦
葉
品
（
ヴ
ェ
ラ
ー
）
・
金
光
明
経
（
ノ
ー
ベ
ル
）
な
ど
の
業
績
が
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
そ
の
上
の
積
み
重
ね
が
必
要

で
あ
る
。
長
谷
岡
一
也
氏
の
長
年
の
労
苦
に
成
る
危
大
な
入
法
界
品
語
彙
の
蒐
集
な
ど
が
公
け
に
さ
れ
る
日
の
近
か
ら
ん
こ
と
を
待
望
す

る
。
エ
ジ
ャ
ー
ト
ン
辞
典
の
出
現
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
右
の
よ
う
な
語
彙
の
蒐
集
や
現
代
語
訳
の
試
み
の
過
程
の
中

で
現
に
補
訂
さ
れ
て
行
き
つ
つ
あ
る
し
、
将
来
に
亘
っ
て
ま
す
ま
す
そ
れ
を
加
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
読
み
易
さ
へ
の
要
請
が
あ
る
。
読
み
易
さ
が
欠
け
れ
ば
経
典
現
代
語
訳
の
意
義
の
一
つ
の
大
き
な
部
分
が
失
わ
れ
る
こ
と
に

＊

な
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
言
語
で
書
か
れ
た
も
の
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
他
の
言
語
で
平
明
に
表
現
す
る
こ
と
と
は
、
必

ず
し
も
必
然
に
、
あ
る
い
は
当
然
に
、
あ
い
伴
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
訳
の
厳
密
さ
と
そ
の
読
み
易
さ
と
は
補
完
す
る
よ
り
も
む
し

ろ
競
合
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
の
至
難
を
思
う
と
き
、
故
赤
沼
・
山
辺
両
教
授
が
そ
の
情
熱
を
少
な
か
ら
ず
傾
注
さ
れ
た
「
新
訳

仏
教
聖
典
」
（
名
古
屋
、
佛
教
協
会
刊
）
の
仕
事
を
想
起
す
る
。
そ
の
初
版
は
大
正
十
四
年
に
出
た
が
、
出
来
栄
え
は
非
常
に
読
み
易
い
も
の

3
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読
み
易
さ
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
既
成
の
漢
訳
語
の
取
り
扱
い
の
問
題
が
あ
る
。
そ
の
語
感
は
他
を
も
っ
て
換
え
が
た
い
と
す
る

考
え
方
と
、
逆
に
ほ
と
ん
ど
そ
れ
を
忌
避
す
る
よ
う
な
考
え
方
と
が
、
現
に
存
在
す
る
。
卑
見
は
↑
漢
訳
語
の
範
囲
を
厳
し
く
限
定
し
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
積
極
的
に
活
用
す
べ
し
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
久
し
い
間
ひ
ろ
く
使
用
さ
れ
て
来
た
（
す
な
わ
ち
、
特
に

重
要
な
）
佛
教
術
語
は
、
そ
れ
を
何
か
現
代
語
の
形
に
言
い
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
そ
の
正
し
い
理
解
が
促
進
さ
れ
る
も
の

と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
必
ら
ず
誤
た
ぬ
理
解
を
期
待
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
一
術
語
の
意
を
言
い
表
わ
す
の
に
数

語
な
い
し
十
数
語
を
費
す
よ
う
な
煩
雑
か
冗
長
を
も
た
ら
す
こ
と
に
終
る
の
み
で
あ
ろ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
耳
で
聞
く
経
と
眼
で
読
む
経
と
の
遠
い
に
思
い
を
致
す
要
が
あ
る
。
阿
含
経
典
の
み
な
ら
ず
大
乗
経
典
も
、
本
来
、
口
で

語
せ
ら
れ
た
も
の
を
耳
で
聞
く
べ
き
を
そ
の
本
質
と
し
て
成
立
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
こ
ん
に
ち
の
現
代
語
訳
経
典
は
文
字

と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
版
を
重
ね
る
ご
と
に
絶
え
ざ
る
推
敲
の
筆
が
徹
底
し
て
加
え
ら
れ
、
「
改
訂
版
」
（
昭
和
三
年
）

を
経
て
「
国
民
版
」
（
昭
和
七
年
）
に
至
る
に
及
ん
で
は
、
も
と
の
文
章
は
全
く
跡
を
留
め
ぬ
ほ
ど
に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
翻
訳
の
域
か
ら
昇

華
し
て
し
ま
っ
た
。
文
章
だ
け
で
な
く
内
容
そ
の
も
の
に
も
大
き
な
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
て
そ
の
分
量
は
初
版
よ
り
遙
か
に
減
じ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
苦
心
の
過
程
の
中
で
行
文
は
練
り
上
げ
ら
れ
、
平
明
で
あ
り
な
が
ら
独
特
の
ス
タ
イ
ル
と
香
気
を
も
っ
た
文
体
を
成
し
て
い

る
。
初
版
よ
り
国
民
版
に
至
る
ま
で
に
は
「
幾
度
か
編
輯
会
議
を
開
き
幾
度
か
草
本
を
編
し
」
て
大
方
の
意
見
を
乞
う
た
と
い
う
。

＊
も
っ
と
も
佛
典
が
読
み
易
く
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
佛
教
の
む
ず
か
し
さ
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
と
一
つ
で
な
い
。
そ
の
こ
と
は
銘
記
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
佛
教
は
本
来
む
ず
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
仮
り
に
い
ま
、
理
想
的
に
平
明
な
現
代
語
訳
が
成
っ
て
、
経
典
が
す
華
へ
て

の
人
の
前
に
解
放
さ
れ
た
と
す
る
。
し
か
も
な
お
佛
法
は
「
聞
き
難
い
」
。
甚
深
微
妙
の
法
は
「
あ
い
遭
う
こ
と
難
と
の
で
あ
る
・
経
典
自
身
が

し
ば
し
ば
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
経
典
が
た
と
え
完
全
に
「
大
衆
」
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
一
人
が
真
に
佛
法
に
触
れ
る
に
は
「
大
千
世

界
に
満
つ
る
火
を
も
過
ぎ
」
行
く
ほ
ど
の
覚
悟
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
生
の
真
実
を
見
極
め
る
た
め
世
の
常
識
の
「
流
れ
に
逆
ら
う
」
道
の
嶮

Ｊ

難
さ
は
、
そ
れ
を
説
く
経
の
用
語
や
叙
述
の
平
明
化
に
よ
っ
て
け
っ
し
て
減
殺
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
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第
四
に
、
選
択
の
問
題
が
あ
る
。
お
よ
そ
数
百
篇
に
の
ぼ
る
大
乗
経
典
を
片
端
か
ら
悉
く
訳
す
と
い
う
こ
と
で
な
い
限
り
、
そ
れ
ら
の

中
か
ら
、
い
ず
れ
を
選
ん
で
そ
の
現
代
語
訳
を
出
だ
す
か
、
と
い
う
こ
と
は
容
易
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
シ
ナ
佛
教

以
来
の
教
相
判
釈
や
、
平
安
．
鎌
倉
時
代
以
後
の
日
本
佛
教
諸
宗
の
立
場
か
ら
、
は
っ
き
り
脱
却
し
て
、
そ
の
視
点
を
定
め
る
こ
と
を
必

要
と
す
る
。
そ
れ
ら
を
離
れ
て
、
経
典
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
本
来
の
土
壌
に
返
し
て
見
直
す
と
い
う
考
え
方
に
立
た
な
け
れ
ば
、
真
に
経
典

を
「
現
代
に
生
か
す
」
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
研
究
分
野
に
「
新
し
い
展
望
を
開
く
」
と
い
う
こ
と
も
、
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
い
わ
ば
新
た
な
教
相
判
釈
を
打
ち
立
て
る
に
も
等
し
い
こ
と
で
あ
り
、
も
と
よ
り
軽
々
の
こ
と
が
ら
で

に
印
刷
さ
れ
た
も
の
を
眼
で
読
む
尋
へ
く
提
供
さ
れ
る
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
・
フ
は
、
こ
と
に
「
厳
密
な
」
そ
し
て
「
読
み
易
い
」
訳
を
目
指
す
と

き
、
問
題
と
せ
ず
し
て
看
過
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
経
文
の
中
に
頻
々
と
現
わ
れ
て
、
す
ぐ
な
か
ら
ぬ
読
者
に
お
そ
ら
く
は
煩
わ
し
く

感
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
同
一
パ
ヅ
セ
ー
ジ
の
繰
り
返
し
や
シ
ノ
ニ
マ
ス
な
語
の
重
畳
は
、
経
典
の
こ
の
口
調
性
の
ま
さ
し
く

の
、
そ
し
て
必
然
の
、
所
産
で
あ
る
。
「
厳
密
」
に
原
文
の
ま
ま
に
訳
さ
れ
た
そ
れ
は
、
し
か
し
、
経
典
を
眼
で
読
む
人
に
と
っ
て
、
確

か
に
「
読
み
易
さ
」
を
障
げ
る
一
因
と
な
ろ
う
。

ゞ
い
っ
た
い
、
漢
訳
大
蔵
経
の
中
で
の
大
乗
経
典
の
分
類
の
跡
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
麗
版
も
明
版
も
へ
開
元
録
以
来
の
仕
方
に
よ
っ
て

般
若
・
宝
積
・
釧
大
集
・
華
厳
・
混
藥
・
諸
経
と
分
け
て
い
る
。
縮
蔵
に
至
っ
て
天
台
の
教
判
に
則
っ
て
華
厳
・
方
等
・
般
若
・
法
華
猩
藥

の
分
類
を
採
っ
た
。
大
正
新
脩
大
蔵
経
は
‐
そ
れ
ら
が
「
編
纂
旧
習
を
襲
ひ
古
伝
に
従
ふ
為
に
錯
雑
混
渚
」
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し

「
公
正
厳
明
の
学
術
基
礎
の
上
に
根
抵
よ
り
従
来
の
混
雑
せ
る
経
本
の
排
列
を
更
新
し
て
系
統
組
織
を
明
確
な
ら
し
め
」
ん
と
意
図
し
た

け
れ
ど
も
、
「
宝
積
部
」
「
大
集
部
」
は
た
だ
既
成
の
『
大
宝
積
経
』
『
大
方
等
大
乗
経
』
の
組
織
に
な
ら
っ
た
の
み
で
あ
る
し
、
「
経

'十
Y‐

な
､、

○
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集
部
」
に
至
っ
て
は
諸
部
に
配
当
し
た
残
余
の
諸
経
を
寄
せ
集
め
て
収
録
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。
今
や
、
あ
ら
た
め
て
成
立
の

順
序
を
見
定
め
そ
の
歴
史
的
展
開
の
跡
を
追
う
こ
と
と
、
内
容
の
相
互
連
関
を
確
か
め
そ
の
思
想
的
発
展
の
筋
道
を
辿
る
こ
と
と
に
よ
っ

て
、
諸
大
乗
経
典
の
そ
れ
ぞ
れ
に
正
し
い
位
置
付
け
を
与
え
よ
う
と
す
る
新
た
な
試
み
が
必
要
と
な
っ
て
居
り
、
ま
ず
最
も
初
期
の
大
乗

経
典
の
い
か
な
る
も
の
か
を
見
定
め
よ
う
と
い
う
辺
り
か
ら
そ
の
試
み
に
手
が
着
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
と
、
経
典
現
代

語
訳
の
企
て
の
中
で
い
ず
れ
の
経
典
が
そ
の
対
象
と
し
て
選
び
出
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
、
無
関
係
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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