
本
書
は
、
中
国
佛
教
史
の
草
創
期
に
お
け
る
佛
典
の
漢
訳
、
お
よ
び
漢

訳
の
佛
典
に
つ
い
て
論
じ
た
宇
井
伯
寿
博
士
の
五
篇
の
遺
稿
を
編
集
し
た

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
に
掲
げ
る
通
り
の
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た

論
稿
を
併
せ
収
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

易
諦
鋤
蝉
犀
割
安
世
高
の
研
究
」

「
支
識
の
訳
書
に
於
け
る
音
訳
一
斑
」

「
般
泥
疸
経
二
巻
の
訳
者
は
支
謙
か
」

「
支
謙
と
康
僧
会
と
の
訳
語
と
其
の
原
諮
」

「
イ
ン
ド
語
よ
り
見
た
シ
ナ
文
字
の
発
音
」

本
書
に
『
訳
経
史
研
究
』
と
題
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
、
経
典
翻
訳

の
歴
史
を
何
か
の
体
系
に
よ
っ
て
組
織
的
に
研
究
し
た
一
書
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
中
村
元
教
授
に
よ
る
本
書
の
「
あ
と

が
き
」
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
の
四
篇
は
宇
井
博
士
が
生
前
に
出
版
社
に
托

し
て
お
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
一
篇
は
逝
去
さ
れ
た
後
に
書
斎
か

ら
発
見
さ
れ
た
研
究
メ
モ
で
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
も
、
博
士
が
第
一
線

を
退
か
れ
て
以
後
、
八
十
二
歳
を
以
て
他
界
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
執
筆
さ

宇
井
伯
寿
著

「
訳
経
史
研
究
」

古

田

和

弘

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
初
の
一
‐
安
世
高
の
研
究
」
（
弓
塵
‐
急
己
は
、
本
書
の
大
部
分
を
占
め

る
長
篇
で
あ
る
。
安
世
高
は
後
漢
の
桓
帝
の
は
じ
め
に
安
息
国
よ
り
長
安

に
達
し
た
中
国
佛
教
の
最
初
期
に
属
す
る
佛
典
伝
訳
者
で
あ
っ
た
。
こ
の

論
稿
で
は
、
ま
ず
彼
の
伝
記
を
整
理
し
、
つ
い
で
出
三
蔵
記
集
に
よ
っ
て

彼
の
訳
出
経
典
を
存
欠
合
わ
せ
て
列
挙
し
、
更
に
彼
が
翻
訳
に
際
し
て
用

い
た
音
写
語
を
逐
一
掲
げ
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
定
め
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
よ
う
に
音
写
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
理
由
を
推
求
し
て
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
彼
の
音
写
語
の
原
語
は
、
パ
ー
リ
語
ま
た
は
中
央
ア
ジ
ア

の
諸
語
の
影
響
を
受
け
た
俗
語
で
あ
っ
て
、
雅
語
た
る
梵
語
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
る
と
い
う
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
、
安
世
高
所
訳
と
し
て
確
か
な

人
本
欲
生
経
な
ど
十
九
経
の
一
々
に
つ
い
て
訓
読
文
を
載
せ
、
そ
の
中
の

主
要
な
佛
教
用
語
、
難
解
な
詔
句
な
ど
に
つ
い
て
刻
明
に
註
記
を
施
し
て

あ
る
。
こ
の
彪
大
な
訓
読
と
註
記
と
の
部
分
は
、
こ
の
一
篇
の
み
な
ら
ず

本
書
全
体
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
何
人
も
お
い
そ
れ

と
は
果
し
得
な
い
大
変
な
労
作
で
あ
る
。
ま
た
「
余
論
」
と
し
て
、
晴
代

の
歴
代
三
宝
紀
以
後
、
安
世
高
の
所
訳
に
帰
せ
ら
れ
現
に
大
正
大
蔵
経
に

も
そ
れ
が
踏
襲
せ
ら
れ
て
い
る
三
十
四
経
を
掲
げ
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
歴

代
三
宝
紀
の
撰
者
費
長
房
の
誤
謬
も
し
く
は
故
意
の
仮
託
に
よ
る
も
の
て

あ
る
こ
と
が
論
究
さ
れ
て
い
る
。
つ
づ
い
て
更
に
、
安
世
高
に
よ
る
特
異

な
訳
語
の
原
語
、
お
よ
び
そ
れ
の
今
日
一
般
に
承
認
せ
ら
れ
て
い
る
漢
訳

例
と
の
対
照
一
覧
表
が
附
載
さ
れ
て
い
る
。

著
者
は
か
ね
て
中
国
の
初
期
の
佛
教
学
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
お
ら
れ

た
。
中
国
佛
教
の
事
実
上
の
確
立
者
と
目
さ
れ
る
符
秦
の
道
安
に
つ
い
て
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研
究
さ
れ
、
そ
の
成
果
を
『
釈
道
安
研
究
』
（
昭
和
三
十
一
年
岩
波
書
店
刊
）

と
し
て
上
梓
さ
れ
た
の
は
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
道
安
は
安
世
高
を
厚
く

敬
慕
し
、
彼
の
訳
出
に
か
か
る
禅
経
を
賞
揚
し
た
人
で
あ
っ
た
。
従
っ
て

い
ま
こ
こ
に
、
著
者
が
特
に
安
世
高
訳
の
経
典
の
解
読
に
精
魂
を
傾
け
て

お
ら
れ
る
の
は
、
「
緒
言
」
に
も
自
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
当
然
の
発
展

的
帰
結
で
あ
っ
た
と
い
う
箸
へ
き
で
あ
ろ
う
。
『
釈
道
安
研
究
』
に
お
い
て

も
、
道
安
の
伝
記
の
整
理
、
著
作
の
書
誌
学
的
検
討
、
道
安
所
撰
の
経
序

の
訓
読
お
よ
び
註
解
な
ど
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
手
法
が

本
稿
に
お
い
て
も
全
く
同
様
に
採
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

『
釈
道
安
研
究
』
に
お
け
る
経
序
の
訳
註
に
は
、
再
検
討
の
要
あ
り
と

考
え
ら
れ
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
な
い
で
は
な
く
、
本
稿
で
の
訳
註
も
同

様
に
必
ず
し
も
十
全
な
る
も
の
と
は
云
い
難
い
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

ど
れ
も
こ
れ
も
難
解
な
十
九
経
の
経
文
の
全
文
を
と
に
も
か
く
に
も
読
解

す
る
と
い
う
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
敢
行
は
梵
漢
両
文
に

造
詣
の
深
い
博
士
な
ら
で
は
の
壮
挙
で
あ
る
。

以
下
の
四
篇
は
い
ず
れ
も
短
篇
で
あ
る
。
第
二
の
「
支
誠
に
於
け
る
音

訳
一
斑
」
（
弓
杢
＄
１
日
ｇ
は
、
後
漢
の
桓
帝
の
末
に
月
支
国
よ
り
洛
陽
に

到
っ
た
支
婁
迦
識
訳
の
大
乗
諸
経
典
の
う
ち
、
特
に
道
行
般
若
経
十
巻
に

見
ら
れ
る
音
訳
語
二
九
例
を
燗
出
し
（
著
者
に
よ
れ
ば
こ
の
数
字
は
道

行
経
に
あ
る
音
写
語
の
す
べ
て
を
意
味
す
る
と
い
う
）
、
そ
の
一
々
に
つ

い
て
原
語
を
推
定
し
、
そ
れ
ら
の
原
語
が
す
ゞ
へ
て
俗
語
で
あ
っ
た
こ
と
を

想
定
さ
れ
て
い
る
。
支
襲
迦
識
訳
の
諸
経
の
音
訳
語
に
は
俗
語
音
が
圧
倒

的
に
多
い
こ
と
か
ら
、
月
支
の
佛
教
、
少
く
と
も
支
謹
の
時
代
の
中
央
ア

ジ
ア
の
大
乗
経
は
大
き
く
俗
語
に
傾
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
と
い
』
っ
ｃ

な
お
、
支
婁
迦
諏
の
伝
記
の
整
理
、
彼
の
名
の
還
元
梵
語
の
想
定
な
ど

の
ほ
か
、
般
舟
三
味
経
に
つ
い
て
の
書
誌
学
的
な
研
究
が
付
せ
ら
れ
て
い

る
。
般
舟
三
昧
経
に
一
巻
本
と
三
巻
本
と
の
二
本
別
行
す
る
う
ち
、
一
巻

本
は
竺
朔
佛
。
支
婁
迦
誠
の
共
訳
、
三
巻
本
は
竺
法
護
の
訳
で
あ
る
と
博

士
は
論
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
両
本
を
と
も
に
支
婁
迦
識
の
訳
に
帰
せ
し

め
た
開
元
録
の
記
述
お
よ
び
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
大
正
大
蔵
経
の
取
扱

い
に
訂
正
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
の
論
稿
「
般
泥
疸
経
二
巻
の
訳
者
は
支
謙
か
」
（
弓
酎
ミ
ー
闇
巴
は
、

現
に
大
正
大
蔵
経
第
一
巻
に
訳
者
不
明
の
ま
ま
に
収
戴
さ
れ
て
い
る
般
泥

桓
経
二
巻
に
つ
い
て
、
そ
の
訳
者
は
実
は
呉
の
支
謙
で
あ
る
と
の
主
張
を

論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
論
証
に
当
っ
て
は
、
出
三
蔵
記
集
、
歴
代
三
宝

紀
、
開
元
釈
教
録
な
ど
経
録
相
互
の
記
録
の
矛
盾
や
誤
謬
を
つ
き
と
め
、

そ
れ
に
解
決
を
図
る
一
方
、
梁
の
僧
祐
の
釈
迦
譜
に
見
ら
れ
る
「
隻
巻
大

般
泥
疸
経
」
か
ら
の
引
文
と
現
行
の
般
泥
恒
経
と
の
行
文
上
の
類
似
性
、

一
致
点
を
確
か
め
、
確
実
に
支
謙
に
州
せ
ら
れ
る
他
の
訳
書
の
訳
語
の
特

徴
を
も
勘
案
し
、
こ
れ
が
同
じ
く
僧
祐
に
よ
り
出
三
蔵
記
集
に
お
い
て

「
支
謙
出
大
般
泥
疸
経
二
巻
」
と
記
録
さ
れ
た
も
の
に
該
当
す
る
と
結
論

さ
れ
た
。
こ
の
結
論
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
は
い
ま
俄
に
決
し
難
い
が
、

新
し
い
問
題
を
提
起
し
て
研
究
者
の
深
い
注
意
を
喚
起
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
附
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
主
張
は
、
著
者

の
東
京
帝
国
大
学
に
お
け
る
卒
業
論
文
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
。
実
に
半
世
紀
に
わ
た
る
懸
案
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

第
四
の
「
支
謙
と
康
僧
会
と
の
訳
語
と
其
の
原
語
」
（
弓
函
鵠
ｌ
巴
と
は
、
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阿
含
部
に
属
す
る
支
謙
訳
の
経
文
の
原
語
が
、
パ
ー
リ
語
も
し
く
は
そ
の

他
の
俗
語
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
定
し
よ
う
と
意
図
す
る
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。
大
正
大
蔵
経
阿
含
部
に
現
存
す
る
支
謙
の
訳
経
の
う
ち
か

ら
四
経
を
選
ん
で
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
極
く
簡
略
な
論
評
が
な
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
こ
の
論
槁
は
、
著
者
の
充
分
な
推
敲
を
経
て
い
な
い
未
定
稿

で
あ
っ
た
た
め
か
、
或
い
は
何
か
編
集
・
印
刷
上
の
手
違
い
が
あ
っ
た
の

か
、
ど
う
も
不
可
思
議
な
点
が
多
い
。
論
旨
の
展
開
が
錯
綜
し
て
お
り
、

ま
た
何
を
論
説
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
明
瞭
に
察
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
第
一
章
が
立
て
ら
れ
て
い
て
第
二

章
が
見
当
ら
な
い
こ
と
、
支
謙
の
伝
記
や
彼
の
訳
経
の
列
挙
は
過
分
に
詳

し
い
の
に
対
し
て
、
康
僧
会
に
つ
い
て
は
関
説
す
る
と
こ
ろ
皆
無
に
等
し

い
こ
と
な
ど
も
目
に
つ
く
こ
と
で
あ
る
。

第
五
の
「
イ
ン
ド
語
よ
り
見
た
シ
ナ
文
字
の
発
音
」
（
弓
酎
誤
ｌ
望
ｅ
に

は
、
「
支
誠
の
訳
書
に
於
け
る
音
訳
一
斑
」
と
い
う
副
題
が
付
け
加
え
ら

れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
前
述
の
第
二
の
論
考
に
お
い
て
、
支
婁
迦
識
の
道

行
般
若
経
の
音
写
語
を
調
査
す
る
の
に
役
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

音
写
語
の
表
記
に
用
い
ら
れ
る
漢
字
を
挙
げ
、
こ
れ
に
相
当
す
る
イ
ン
ド

語
を
ロ
ー
マ
字
に
よ
っ
て
示
し
、
そ
の
読
み
方
を
片
仮
名
で
表
わ
し
、
現

在
の
日
本
人
が
発
音
す
る
呉
音
を
添
え
、
こ
の
呉
音
に
よ
っ
て
五
十
音
順

に
約
二
百
の
漢
字
が
配
列
し
て
あ
る
。
例
え
ば
、

ヨ
．
四
》
甥
剖
｝
剤
（
伊
ｌ
）

別
》
琶
些
》
う
咄
（
ラ
）

と
い
う
ご
と
く
で
あ
る
。
標
示
の
不
統
一
な
点
や
不
可
解
な
箇
所
も
な
い

で
は
な
い
が
、
辛
苦
を
重
ね
ら
れ
た
著
者
の
机
辺
を
垣
間
見
さ
せ
ら
れ
る

よ
う
に
感
ず
る
。

巻
末
に
、
編
者
に
よ
る
懇
切
丁
寧
な
補
説
が
あ
っ
て
、
本
文
中
の
引
用

文
を
原
典
に
当
っ
て
調
査
し
た
校
異
、
編
者
に
よ
る
加
筆
訂
正
の
箇
所
と

そ
の
理
由
の
明
示
な
ど
、
読
者
の
理
解
を
助
け
る
周
到
な
補
足
的
説
明
が

九
頁
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。
宇
井
博
士
に
対
す
る
編
者

の
厚
い
敬
意
、
そ
し
て
遺
稿
の
公
刊
に
際
し
て
払
わ
れ
た
細
心
の
配
慮
と

労
苦
の
程
を
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
た
だ
、
本
書
の
全
体
に
、
誤
植
と
覚

し
き
箇
所
が
あ
ま
り
に
多
く
数
え
ら
れ
る
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
支

識
と
支
謙
と
が
混
乱
し
て
い
る
な
ど
、
読
者
を
難
渋
さ
せ
る
例
が
少
く
な

い
の
で
、
徹
底
的
な
修
正
を
切
に
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
各
篇
を
通
覧
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
共
通
し
た
特
色
と
し
て
次
の

よ
う
な
点
が
注
意
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
い
ず
れ
の
論
稿
に
お

い
て
も
一
貫
し
て
、
佛
教
学
の
出
発
点
と
も
い
う
べ
き
基
礎
的
な
作
業
に

努
力
を
専
注
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
経
文
の

訳
註
、
音
写
語
の
検
討
、
翻
訳
の
実
情
の
探
索
な
ど
と
い
う
よ
う
な
極
め

て
木
目
の
細
か
い
文
献
繰
作
を
主
と
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
、
ま
と

も
過
ぎ
る
く
ら
い
の
正
攻
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
博
士
の
す
。
へ
て
の
研
究
業
績
に
お
い
て
見
ら
れ
る
性
質
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
し
て
も
、
安
世
高
の
訳
経
の
訓
読
註
記
を
は
じ
め
、
徹
底
し
た
忍
耐

を
要
す
る
研
究
に
高
令
を
以
て
挺
身
せ
ら
れ
た
こ
と
は
何
人
も
驚
歎
を
禁

じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
学
問
研
究
の
行
き
つ
く
一
つ

の
境
地
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
初
期
の
中
国
佛
教
の
形
成
に
貢
献
し
た
訳
経
者
た
ち
に
対
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す
る
深
い
敬
愛
の
情
が
著
者
の
筆
致
に
満
ち
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
安
世

高
を
は
じ
め
、
支
婁
迦
識
、
支
謙
と
い
っ
た
人
々
が
訳
語
の
選
定
に
際
し

て
払
っ
た
苦
心
の
程
を
偲
び
、
こ
れ
に
暖
い
同
情
を
惜
し
ま
れ
な
か
っ
た
。

た
だ
、
時
と
し
て
そ
れ
が
ゆ
き
す
ぎ
る
こ
と
が
あ
る
。
出
三
蔵
記
集
に
収

め
る
経
序
・
経
記
の
類
は
、
そ
の
性
質
上
、
彼
ら
訳
経
者
た
ち
の
徳
行
を

賛
仰
し
た
文
辞
が
多
い
が
、
本
書
に
は
、
史
実
の
解
明
に
当
っ
て
そ
う
し

た
賛
辞
が
史
料
的
実
例
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
目

に
つ
く
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、
資
料
と
し
て
の
経
序
に
は
し
か
る
べ
き
限
界

を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
経
序
へ
の
没
溺
過
信
、
そ
の
記
載
事

項
の
単
純
な
図
式
化
は
禁
物
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
逆
に
そ
の
よ
う
な

過
信
を
誘
引
す
る
程
に
ま
で
彼
ら
訳
経
者
た
ち
の
事
蹟
に
対
す
る
博
士
の

尊
嵩
の
心
は
厚
か
っ
た
の
で
あ
る
。
博
士
は
、
周
知
の
如
く
、
イ
ン
ド
の

哲
学
・
宗
教
、
大
乗
佛
教
の
諸
経
論
に
関
す
る
研
究
の
権
威
で
あ
り
、
ま

た
神
学
を
は
じ
め
熟
成
し
た
中
国
佛
教
の
教
義
に
も
詳
し
い
碩
学
で
あ
っ

た
。
そ
の
博
土
が
晩
年
に
は
、
主
と
し
て
小
乗
経
を
伝
え
た
安
世
高
に
対

し
て
こ
と
の
ほ
か
関
心
を
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
こ
ぶ
る
意
味

深
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
博
士
の
学
風
は
、
極
め
て
学
術
的
で
あ
る
と
同

時
に
、
実
践
的
求
道
的
な
面
が
備
わ
っ
て
い
た
と
い
う
尋
へ
き
で
あ
る
。

第
三
に
、
本
書
の
全
備
に
は
、
イ
ン
ド
。
西
域
に
行
わ
れ
た
俗
語
に
対

す
る
強
い
関
心
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
著
者
自
ら
述
懐
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
意
を
汲
ん
で
云
え
ば
、
雅
語
た
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
直
線
的
に

重
視
し
て
き
た
明
治
以
後
の
佛
教
研
究
の
あ
り
方
を
反
省
し
た
も
の
で
あ

る
。
同
時
に
ま
た
、
漢
文
訓
読
は
梵
語
の
読
解
よ
り
も
困
難
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
と
つ
く
づ
く
述
懐
さ
れ
る
如
く
、
漢
訳
佛
典
の
取
扱
い
方
は

極
め
て
慎
重
で
あ
る
。
音
写
語
を
吟
味
し
、
漢
訳
者
の
性
格
に
つ
い
て
も

細
か
な
配
慮
を
さ
れ
る
の
は
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
た
だ
、
音
写
語
か
ら

原
語
音
を
推
定
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
忌
陣
な
く
云
え
ば
、
音
写
語
の

中
国
音
の
検
索
の
た
め
に
康
煕
字
典
の
反
切
を
参
照
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
反
切
法
の
適
用
そ
れ
自
体
に
無
理
が
あ
る
ば
か
り
か
、
日
本

語
音
に
よ
っ
て
切
字
・
韻
字
を
処
理
し
て
お
ら
れ
る
の
は
こ
の
場
合
適
当

で
あ
る
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
他
に
方
法
が
な
い
の
で
無

理
を
承
知
で
反
切
法
に
依
っ
て
発
音
を
比
較
し
た
と
断
っ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
う
な
る
と
、
そ
れ
は
頑
固
な
御
隠
居
の
盆
裁
い
じ
り
を
思
わ
せ

る
も
の
が
あ
る
。
厳
密
に
云
え
ば
こ
の
問
題
は
、
イ
ン
ド
・
中
央
ア
ジ
ア

諸
地
方
・
中
国
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
地
域
的
な
音
韻
の
研
究
に
俟
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
日
本
の
学
界
に
お
い
て
あ
ま
り
顧
慮

さ
れ
て
き
た
と
は
云
え
な
い
分
野
で
あ
る
か
ら
、
博
士
の
い
ま
の
試
み
は
、

佛
典
研
究
の
向
う
書
へ
き
－
つ
の
方
向
を
新
た
に
指
示
し
た
も
の
て
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
イ
ン
ド
や
中
国
の
俗
語
の
研
究
や
字
音
の
比
較
検
討

は
、
佛
教
文
献
の
背
後
に
見
え
隠
れ
す
る
土
着
性
の
豊
か
な
佛
教
思
想
の

解
明
に
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
、
宇
井
伯
寿
博
士
の
遺
著
は
、
初
期
中
国
佛
教
の
専
門
研
究

の
た
め
に
貴
重
な
手
が
か
り
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
若
い
学
徒
の
た
め
に

方
法
論
上
の
重
要
な
問
題
を
示
唆
し
、
老
け
込
ん
だ
諸
学
者
を
叱
陀
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
昭
和
四
十
六
年
三
月
、
岩
波
害
店
、
Ａ
五
版
、
三
、
八
○
○
円
）
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