
イ
ン
ド
の
佛
教
に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
と
思
う
者
は
、
ま
ず
梵

語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
）
を
学
習
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
梵
語
は

イ
ン
ド
佛
教
を
解
明
す
る
た
め
の
鍵
で
あ
り
、
武
器
で
も
あ
る
。

鍵
が
な
く
て
は
「
イ
ン
ド
佛
教
」
の
扉
を
開
け
る
こ
と
は
困
難
で

あ
り
、
い
か
に
優
秀
な
戦
士
で
も
、
武
器
な
し
で
は
「
イ
ン
ド
佛

教
の
研
究
」
と
い
う
戦
い
に
お
い
て
勝
利
を
お
さ
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
梵
語
の
習
得
は
イ
ン
ド
佛
教
の

研
究
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
佛
教
だ
け

で
は
な
い
、
中
国
佛
教
で
も
日
本
佛
教
で
も
梵
語
に
関
す
る
知
識

が
全
く
な
く
て
は
、
効
果
的
な
研
究
は
望
め
な
い
。
そ
の
た
め
に

イ
ン
ド
佛
教
へ
の
道
し
る
ゞ
へ
（
二

原
始
佛
教
を
初
め
て
学
習
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
入
門
書
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
如
何
な
る
参
考
書
を
読
む
．
へ
き

で
あ
る
か
、
な
ど
の
点
に
つ
い
て
は
水
野
弘
元
博
士
著
「
パ
ー
リ
語
文
法
」
（
山
喜
房
佛
害
林
）
の
附
録
Ⅱ
に
お
い
て
詳
細
に
わ
た

っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
そ
れ
ら
の
入
門
書
と
か
参
考
書
な
ど
に
つ
い
て
の
紹
介
は
最
少
限
に
と
ど
め
、
長
年
原
始
佛
教

専
攻
の
学
生
を
指
導
し
て
き
た
の
で
、
入
門
者
が
最
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
、
三
の
点
に
つ
い
て
述
需
へ
て
み
た
い
。

‐
原
始

佛

散

’
大
谷
大
学
で
は
、
佛
教
学
科
（
イ
ン
ド
佛
教
と
シ
ナ
佛
教
と
を
含

む
）
の
必
須
課
目
と
し
て
梵
語
文
法
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
佛
教
を
専
門
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
更
に
そ
の
上

に
‘
そ
の
梵
語
を
駆
使
し
て
梵
語
の
佛
典
の
講
読
や
演
習
に
、
多

く
の
時
間
と
労
力
と
を
費
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
同

じ
く
「
イ
ン
ド
佛
教
」
の
範
囲
に
属
し
な
が
ら
‐
「
原
始
佛
教
」

と
な
る
と
、
梵
語
の
上
に
更
に
も
う
一
つ
。
〈
Ｉ
リ
語
を
学
習
し
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
一
体
ど
う
し
て
原
始
佛
教
の
研
究
に
は
。
ハ
ー
リ

語
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
「
原
始
佛
教
」
と
は
「
初
期
佛
教
」
の
意
味
で
あ
る
。

舟
橋
一
哉
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「
原
始
」
と
い
う
言
葉
は
「
原
始
人
」
と
か
「
原
始
宗
教
」
と
か

い
わ
れ
る
場
合
、
多
分
に
「
野
蛮
未
開
の
」
「
低
級
な
」
と
い
う

意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
「
原
始
佛
教
」
は
決
し
て
低
級
な
佛

教
で
は
な
い
。
学
問
的
に
い
え
ば
、
釈
尊
の
成
道
か
ら
始
ま
っ
て
、

お
お
よ
そ
根
本
分
裂
ｌ
す
な
わ
ち
佛
教
の
教
団
が
進
歩
派
の
大

衆
部
と
保
守
派
の
上
座
部
と
に
分
れ
た
佛
滅
二
○
年
頃
ｌ
ま

で
の
間
、
約
一
五
○
年
間
の
佛
教
を
指
し
て
、
「
原
始
佛
教
」
と

名
づ
け
る
。
だ
か
ら
本
当
は
「
初
期
佛
教
」
と
い
っ
た
方
が
よ
い
・

原
始
佛
教
の
研
究
は
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
人
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た

が
、
彼
等
が
同
色
易
『
国
且
合
尉
目
と
名
づ
け
た
の
も
の
を
、
わ

れ
等
の
先
輩
が
「
原
始
佛
教
」
と
翻
訳
し
た
の
が
、
お
そ
ら
く

「
原
始
佛
教
」
の
初
ま
り
で
あ
ろ
う
。
即
冒
旨
ぐ
①
国
乞
目
巨
砂
目

と
い
う
よ
う
な
い
い
方
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

で
わ
た
し
は
＄
「
原
始
佛
教
」
と
い
う
い
い
方
は
低
級
な
佛
教
を

意
味
す
る
よ
う
で
、
好
き
で
は
な
い
が
、
一
応
こ
こ
で
は
慣
例
に

し
た
が
っ
て
「
原
始
佛
教
」
と
し
て
お
こ
う
。

か
っ
て
「
原
始
佛
教
の
研
究
に
は
．
〈
－
リ
語
だ
け
で
充
分
で
あ

る
。
梵
語
ま
で
も
や
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
頃
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
原
始
佛
教
の

研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
学
者
先
生
た
ち
は
、
専
ら
。
〈
－
リ
語

を
学
習
せ
ら
れ
て
、
梵
語
に
は
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
頃
ま
た
こ
う
も
い
わ
れ
て
い
た
。
「
梵
語
は
非
常
に
複
雑
で

む
ず
か
し
い
が
、
．
〈
－
リ
語
は
比
較
的
簡
単
で
や
さ
し
い
。
初
め

か
ら
む
ず
か
し
い
梵
語
に
と
り
組
む
よ
り
は
、
ま
ず
。
〈
－
リ
語
を

や
っ
て
、
イ
ン
ド
の
言
葉
に
慣
れ
て
か
ら
梵
語
を
や
れ
ば
、
労
せ

ず
し
て
梵
語
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
ま
ず
初
め

に
。
〈
－
リ
語
を
や
る
の
が
得
策
で
あ
る
」
と
。
な
る
ほ
ど
。
〈
－
リ

語
は
入
り
易
く
、
梵
語
は
入
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
し

か
し
．
〈
１
リ
語
か
ら
梵
語
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
考
え
て

み
て
も
順
序
が
逆
で
あ
る
。
そ
し
て
．
〈
－
リ
語
だ
け
に
頼
っ
て
い

た
の
で
は
、
原
始
佛
教
の
研
究
に
お
い
て
も
、
必
ず
い
つ
か
は
つ

き
当
る
と
こ
ろ
の
壁
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
、

こ
の
わ
た
く
し
自
身
が
通
っ
て
来
た
道
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
て
、

、
信
を
も
っ
て
言
い
得
る
こ
と
で
あ
る
。

。
〈
－
リ
語
は
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
の
一
種
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
が
標
準
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
は
方
言
で
あ

る
。
前
者
を
雅
語
と
い
う
な
ら
ば
、
後
者
は
俗
語
で
あ
る
。
標
準

語
と
方
言
と
、
ど
ち
ら
を
先
に
学
習
す
る
の
が
順
序
で
あ
る
か
は
、

言
わ
ず
と
も
知
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
習
字
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、

偕
書
と
草
吉
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も
梵

語
の
方
が
古
く
て
、
。
〈
－
リ
語
の
方
が
新
ら
し
い
、
と
い
う
意
味

で
は
決
し
て
な
い
。
か
え
っ
て
。
〈
－
リ
語
の
方
に
古
い
形
を
存
し
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て
い
る
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
あ
る
。
ま
た
「
梵
語
は
複
雑
で
む

ず
か
し
い
が
、
。
〈
Ｉ
リ
語
は
簡
単
で
や
さ
し
い
」
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
も
異
議
が
あ
る
。
本
当
は
．
〈
－
リ
語
の
方
が
む
ず
か
し
い

の
で
あ
る
。
そ
の
む
ず
か
し
さ
は
、
梵
語
の
む
ず
か
し
さ
と
は
性

質
が
ち
が
う
。
梵
語
は
ち
ょ
う
ど
豆
腐
を
重
箱
へ
つ
め
た
よ
う
な

言
葉
で
、
複
雑
な
文
法
に
よ
っ
て
ガ
ッ
チ
リ
締
め
つ
け
ら
れ
て
い

て
、
一
分
の
す
き
も
な
い
。
そ
れ
は
．
〈
１
’
三
弓
口
昌
凰
）
の
文

典
に
よ
っ
て
、
或
る
程
度
人
為
的
に
規
定
完
成
さ
れ
た
人
工
語
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
。
〈
－
リ
語
は
、
野
に
放
た
れ

た
野
獣
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
一
応
の
文
法
は
あ
る
が
、
甚
だ

融
通
性
に
富
ん
だ
文
法
で
、
な
か
な
か
文
法
通
り
に
は
動
か
な
い
・

暖
味
な
点
の
多
い
言
葉
で
あ
る
。
い
ま
も
っ
て
意
味
の
は
っ
き
り

し
な
い
言
葉
が
。
〈
－
リ
語
に
は
沢
山
あ
る
。
「
前
後
の
関
係
か
ら

判
断
す
る
と
、
或
は
漢
訳
の
経
典
と
比
較
対
照
し
て
み
る
と
、
こ

こ
は
ど
う
し
て
も
こ
う
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
ど
う
し
て

こ
の
語
が
こ
う
い
う
意
味
に
な
る
か
、
ど
う
考
え
て
み
て
も
は
っ

き
り
し
な
い
と
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
。
〈
－
リ
語
を
読
ん
で

い
る
と
時
友
あ
る
。
こ
れ
は
パ
ー
リ
語
が
俗
語
で
あ
り
、
自
然
語

で
あ
り
、
民
衆
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
来
る
現
象
で
あ
る
。

だ
か
ら
梵
語
は
入
る
に
む
ず
か
し
い
が
、
（
あ
の
複
雑
な
文
法
を

の
ぞ
い
て
見
た
だ
け
で
気
が
顛
倒
し
そ
う
に
な
る
）
入
っ
て
し
ま

う
と
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
。
〈
－
リ
語
は
入
り

易
い
が
、
入
っ
て
か
ら
が
、
ま
る
で
迷
路
に
足
を
ふ
み
入
れ
た
よ

、
℃
や
、
、
、
Ｕ
、

う
で
、
に
つ
ち
も
さ
つ
ち
も
動
き
が
と
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
原
始
佛
教
の
研
究
に
は
、
ど
う
し
て
．
〈
－
リ
語
の
学

習
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
原
始
経
典
と
い
わ
れ
る

一
一
カ
ー
ヤ
（
目
冨
冒
「
部
」
と
訳
す
、
。
〈
－
リ
語
で
書
か
れ
た
経

典
の
こ
と
）
が
。
〈
－
リ
語
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

ニ
ヵ
ー
ヤ
を
含
む
大
蔵
経
は
、
こ
ん
に
ち
セ
イ
ロ
ン
を
中
心
と
し

て
ビ
ル
マ
・
タ
イ
・
カ
ン
ボ
ジ
ヤ
等
の
南
方
諸
国
に
栄
え
て
い
る

と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
南
方
佛
教
（
小
乗
佛
教
と
し
て
現
存
す
る

の
は
こ
れ
だ
け
）
が
、
伝
え
て
来
た
も
の
で
あ
っ
て
、
分
量
と
し

て
は
、
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
大
蔵
経
や
漢
訳
大
蔵
経
と
比
較
し
て
み
て
、
そ

の
十
分
の
一
に
も
達
す
る
か
達
し
な
い
か
位
の
も
の
で
は
あ
る
が
、

長
い
年
月
を
経
て
、
そ
れ
ら
の
原
典
が
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
伝
え
ら

れ
て
来
て
い
る
こ
と
は
、
南
方
佛
教
の
功
績
で
あ
る
。
（
な
お
ベ

ト
ナ
ム
の
佛
教
は
シ
ナ
佛
教
の
移
入
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
い
う
南

方
佛
教
で
は
な
い
。
）
シ
ナ
に
伝
え
ら
れ
て
漢
訳
せ
ら
れ
た
阿
含
経

は
、
こ
の
南
伝
大
蔵
経
と
は
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い
が
、
深
い

親
縁
関
係
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
漢
訳
阿
含
経
の
原
典
は
梵
語
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
断
片
以
外
に
纒
っ
た
形
で
は

残
っ
て
い
な
い
。
い
ま
漢
訳
阿
含
経
と
．
〈
－
リ
語
の
一
一
カ
ー
ャ
と
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は
赤
沼
智
善
教
授
編
「
四
部
四
阿
含
互
照
録
」
（
彼
塵
閣
書
房
）
で
あ

る
。
こ
れ
は
。
〈
－
リ
語
の
四
一
一
カ
ー
ャ
（
長
部
・
中
部
・
相
応
部
・

増
支
部
）
と
漢
訳
の
四
阿
含
経
（
長
阿
含
・
中
阿
含
・
雑
阿
含
・
増

一
阿
含
）
と
を
比
較
対
照
し
た
も
の
で
＄
ま
ず
初
め
に
漢
訳
の
四

阿
含
経
に
含
ま
れ
て
い
る
二
の
経
典
名
を
掲
げ
て
（
そ
の
数
は

数
千
に
の
ぼ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
と
一
致
す
る
。
〈
－
リ
語
及
び

漢
訳
の
経
典
名
を
出
し
、
も
し
全
体
と
し
て
は
一
致
し
な
い
が
、

部
分
的
に
は
一
致
す
る
．
〈
－
リ
語
及
び
漢
訳
の
経
典
が
あ
る
と
き

は
そ
れ
を
も
掲
げ
、
次
に
今
度
は
逆
に
．
〈
－
リ
語
の
四
一
一
カ
ー
ヤ

中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
の
経
典
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
一
致
す
る
、

ま
た
は
一
部
分
一
致
す
る
漢
訳
及
び
。
〈
－
リ
語
の
阿
含
経
の
経
名

を
出
し
て
、
両
者
を
対
照
し
な
が
ら
読
む
場
合
、
ど
こ
に
そ
の
相

を
対
照
し
て
み
る
と
、
両
者
で
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
は
半
教
以
上

に
の
ぼ
る
。
そ
れ
で
原
始
佛
教
の
研
究
方
法
は
、
ま
ず
。
〈
－
リ
語

の
一
一
カ
ー
ヤ
を
漢
訳
の
阿
含
経
と
比
較
対
照
し
て
読
む
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
．
〈
－
リ
語
の
｝
一
カ
ー
ヤ
は
、
。
〈
－
リ
原

典
協
会
（
Ｐ
・
Ｔ
・
Ｓ
）
発
行
の
ロ
ー
マ
字
を
使
う
の
が
普
通
で
あ

る
が
＄
中
に
は
タ
イ
国
皇
室
版
の
方
が
間
違
い
が
少
な
い
と
言
っ

て
、
こ
れ
を
使
う
人
も
あ
る
。
（
最
近
イ
ン
ド
で
出
版
せ
ら
れ
た

イ
ン
ド
文
字
版
は
極
め
て
安
く
入
手
で
き
る
。
三
蔵
そ
ろ
っ
て
二

万
円
弱
で
あ
る
。
）
そ
し
て
両
者
の
比
較
対
照
の
指
針
と
な
る
も
の

当
経
典
が
あ
る
の
か
が
一
目
で
見
て
解
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
漢
訳
の
阿
含
経

の
中
に
、
た
ま
た
ま
原
始
佛
教
の
研
究
上
極
め
て
注
目
す
べ
き
経

典
の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
、
そ
れ
に
相
当
す
る
。
〈
－
リ
語

の
原
典
及
び
異
訳
の
漢
訳
経
典
が
あ
る
か
な
い
か
を
、
一
目
で
見

る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
な
ら
ば
更
に
そ
れ
を
参
照
し
て
、
そ
こ
に

説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
意
味
を
確
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

る
。
原
始
佛
教
の
研
究
に
お
い
て
、
第
一
資
料
と
な
る
も
の
は
申

す
ま
で
も
な
く
漢
訳
の
阿
含
経
と
。
〈
－
リ
語
の
一
一
カ
ー
ャ
で
あ
る

が
＄
こ
れ
ら
を
実
際
に
動
か
し
て
役
立
た
せ
る
た
め
の
指
令
室
は

こ
の
「
互
照
録
」
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
「
互
照
録
」
は
「
四
部
四

阿
含
」
と
こ
と
わ
っ
て
あ
る
通
り
↑
。
〈
－
リ
の
小
部
に
ま
で
は
及

ん
で
い
な
い
。
し
か
し
小
部
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
ス
ッ
タ
・
’
一

．
ハ
ー
タ
（
経
集
、
「
佛
陀
の
こ
と
ば
」
）
、
ダ
ン
マ
．
．
〈
ダ
（
法
句
）
、

テ
ー
ラ
・
ガ
ー
タ
（
長
老
偶
）
、
テ
ー
リ
ー
・
ガ
ー
タ
（
長
老
尼
偶
）
の

よ
う
に
、
原
始
佛
教
の
研
究
に
お
い
て
軍
要
な
位
置
を
占
め
る
も

の
が
少
く
な
い
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
こ
の
「
互
照
録
」
に
よ
っ

て
は
漢
訳
の
経
典
の
存
否
を
確
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

。
〈
－
リ
語
の
大
蔵
経
は
「
南
伝
大
蔵
経
」
と
い
う
名
前
で
、
全

部
和
訳
刊
行
せ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
「
大
蔵
経
」
と
い
う

言
葉
は
も
と
も
と
北
伝
の
も
の
で
あ
っ
て
、
南
伝
佛
教
で
は
専
ら
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「
三
蔵
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
「
三
蔵
」
と
い
え
ば
経
・
律
・

論
の
三
蔵
で
あ
っ
て
（
南
伝
で
は
律
を
初
に
お
い
て
、
律
・
経
・

論
と
い
う
順
序
を
と
る
。
「
南
伝
大
蔵
経
」
も
こ
の
順
序
で
配
列

さ
れ
て
い
る
）
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
入
ら
な
い
・
南
伝
佛
教
で
は

そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
「
蔵
外
」
と
称
し
て
い
る
。
漢
訳
の
大
蔵
経

は
こ
の
よ
う
な
蔵
外
を
も
含
め
て
「
大
蔵
経
」
と
い
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
で
漢
訳
大
蔵
経
の
称
呼
に
順
じ
て
、
こ
こ
で
は

「
南
伝
大
蔵
経
」
と
し
て
、
三
蔵
以
外
に
、
た
と
え
ば
「
大
史
」

「
島
史
」
の
よ
う
な
史
伝
部
に
属
す
る
も
の
、
「
清
浄
道
諭
」
や

「
ミ
リ
ン
ダ
問
経
」
の
よ
う
に
、
北
伝
佛
教
で
は
論
蔵
の
中
に
含

ま
れ
て
い
る
も
の
な
ど
も
入
れ
て
、
全
部
の
和
訳
が
完
成
し
た
。

こ
れ
は
昭
和
の
大
事
業
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
の
中
に
は
註
釈
類
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
（
佛
音
の
「
論
事
註
」
な
ど
は
例
外
、
「
諭

事
」
は
註
な
し
で
は
殆
ど
無
意
味
で
あ
る
か
ら
）
漢
訳
の
大
蔵
経

は
、
そ
の
中
に
史
伝
部
や
註
釈
類
ま
で
も
、
含
め
て
「
大
蔵
経
」

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
蔵
」
「
経
」
と
い
う
言
葉
を

こ
こ
で
は
「
三
蔵
」
「
経
（
修
多
羅
）
」
と
い
う
意
味
よ
り
は
よ
ほ

ど
拡
げ
て
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

・
ハ
ー
リ
語
の
一
一
カ
ー
ャ
は
、
何
と
言
っ
て
も
原
始
佛
教
研
究
の

第
一
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
を
充
分
に
読
み
こ
な
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
に
は
一
応
こ
の
「
南
伝
大
蔵
経
」
に
よ
る
の
が

早
道
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
和
訳
は
と
き
ど
き
充
分
で
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
つ
ね
に
。
〈
ｌ
リ
語
の
原
典
を
座
右
に
お
い

て
、
原
典
を
読
む
た
め
の
参
考
と
し
て
用
う
、
へ
き
で
あ
る
。
ま
た

こ
の
「
南
伝
大
蔵
経
」
は
多
人
数
の
訳
で
あ
る
か
ら
、
人
に
よ
っ

て
訳
語
が
ち
が
う
と
い
う
不
便
が
あ
る
。
同
じ
原
語
が
ち
が
っ
た

言
葉
で
訳
さ
れ
て
い
る
の
か
と
思
え
ば
、
ち
が
っ
た
言
葉
が
同
じ

言
葉
で
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
コ
チ
コ
チ
の
固
い
直
訳
も

あ
れ
ば
、
誤
訳
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
甚
だ
厳
密
で
な
い
意
訳

も
あ
る
。
。
〈
－
リ
語
を
全
然
知
ら
な
い
者
の
た
め
に
は
、
少
し
は

難
点
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
未
だ
意
訳
の
方
が
解
り
よ
い
が
、

少
し
で
も
．
〈
－
リ
語
の
読
め
る
者
が
、
。
〈
－
リ
語
の
原
典
を
読
む

た
め
の
参
考
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
直
訳
の
方
が
よ
い
。
し

か
し
い
く
ら
か
直
訳
の
方
が
よ
い
か
ら
と
言
っ
て
も
、
「
現
見
・

無
時
・
来
観
」
（
「
現
見
せ
ら
れ
た
る
も
の
」
「
時
を
隔
て
ぬ
も
の
」

「
来
れ
見
よ
と
言
わ
る
、
へ
き
も
の
」
と
い
う
意
味
で
、
釈
尊
の
教

法
が
現
実
的
・
即
時
的
・
実
証
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
語
）
と
い

う
よ
う
な
直
訳
で
は
、
何
の
こ
と
だ
か
、
と
ん
と
解
り
申
さ
ぬ
・

こ
の
「
南
伝
大
蔵
経
」
に
対
し
て
＄
近
ご
ろ
総
索
引
が
出
版
せ

ら
れ
た
（
南
伝
大
蔵
経
総
索
引
・
丸
善
）
。
水
野
弘
元
博
士
の
労
作
で
、

大
型
三
冊
の
彪
大
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
南
伝
大
蔵
経
」
を
、

和
訳
語
と
。
〈
－
リ
語
と
の
両
方
か
ら
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
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の
で
、
和
訳
語
に
は
。
〈
－
リ
語
が
添
え
て
あ
り
、
．
〈
ｌ
リ
語
に
は

和
訳
語
が
添
え
て
あ
る
か
ら
、
簡
単
な
。
〈
Ｉ
リ
語
の
辞
言
と
し
て

も
使
う
こ
と
が
で
き
る
、
ま
こ
と
に
便
利
な
も
の
で
あ
る
。
南
伝

大
蔵
経
の
索
引
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
Ｐ
・
Ｔ
・
Ｓ
か
ら
出
版
さ

れ
て
い
る
原
典
の
索
引
が
あ
る
が
、
こ
の
方
は
総
索
引
で
は
な
く

て
、
長
部
経
典
な
ら
ば
長
部
経
典
だ
け
の
索
引
で
あ
り
、
乃
至
；

法
句
経
な
ら
ば
法
句
経
だ
け
の
索
引
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
索

引
も
実
に
詳
し
く
そ
し
て
要
領
よ
く
で
き
て
お
り
、
こ
と
に
原
始

佛
教
の
研
究
の
中
心
を
な
す
中
部
経
典
や
相
応
部
経
典
の
索
引
は
、

使
っ
て
み
て
編
集
者
の
苦
心
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
索
引

、
、

を
上
手
に
使
い
こ
な
す
こ
と
が
、
佛
教
学
研
究
の
一
つ
の
こ
つ
で

あ
る
。さ

て
パ
ー
リ
語
や
梵
語
を
和
訳
す
る
場
合
、
佛
教
の
術
語
は
、

従
来
用
い
ら
れ
て
来
た
よ
う
な
術
語
で
も
っ
て
訳
す
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
パ
ー
リ
語
で
も
梵
語
で
も
、
日
本
語
で
書

か
れ
た
辞
典
を
使
う
こ
と
が
少
な
く
、
大
低
は
英
語
・
独
語
等
で

書
か
れ
た
辞
典
を
使
う
。
。
〈
－
リ
語
に
は
雲
井
昭
善
教
授
の
巴
和

小
辞
典
（
法
蔵
館
）
が
あ
っ
て
、
一
応
の
用
は
足
せ
る
が
、
語
の
数

が
少
な
い
の
で
、
や
っ
ぱ
り
大
き
な
辞
典
の
ご
厄
介
に
な
る
こ
と

が
多
い
・
梵
語
に
は
梵
和
大
辞
典
（
鈴
木
学
術
財
団
）
が
あ
っ
て
、

現
在
全
体
の
三
分
二
ほ
ど
の
と
こ
ろ
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
と
て
も
梵
語
の
辞
典
と
し
て
は
不
充
分
な
と
こ
ろ
が
多
い
。

む
し
ろ
梵
語
と
漢
訳
語
・
和
訳
語
と
の
対
照
表
の
よ
う
な
性
格
を

も
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
英
・
独
語
で
書
か
れ
た
辞
典
の
ご
厄
介
に

な
る
と
き
、
そ
の
英
語
・
独
語
を
そ
の
ま
ま
、
和
訳
し
て
み
て
も
、

必
ず
し
も
そ
れ
が
直
ち
に
佛
教
の
術
語
と
結
び
つ
か
な
い
こ
と
が

あ
る
。
例
え
ば
、
Ｅ
の
笛
と
い
う
字
を
モ
’
三
ル
氏
の
梵
英
辞
典

で
引
い
て
見
た
と
す
る
。
漢
訳
で
「
煩
悩
」
と
訳
さ
れ
る
語
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
ド
ン
ピ
シ
ャ
リ
の
訳
は
辞
典
の
上
に
は
見
つ
か
ら

な
い
。
「
苦
痛
」
と
か
「
苦
悩
」
と
か
「
病
気
」
と
か
い
う
訳
が

出
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
い
う
点
は
、
モ
’
一
エ
ル
氏
の
辞
典

（
蟹
巨
切
冨
芹
‐
両
邑
瞥
昏
目
ｏ
は
○
冒
轡
ｑ
）
に
お
い
て
と
く
に
感
ず
る

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
佛
教
用
語
が
無
視
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多

い
。
こ
れ
を
補
う
も
の
は
エ
ヂ
ャ
ー
ト
ン
氏
の
辞
典
（
切
目
自
陣

国
冒
胃
冨
の
豊
扇
胃
弄
○
国
目
白
胃
凹
口
・
己
旨
陸
○
口
勤
昼
）
で
あ
る
。

そ
れ
で
こ
①
留
と
い
う
字
を
辞
典
で
見
て
も
、
そ
れ
が
「
煩
悩
」

の
原
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
解
ら
な
い
と
き
に
、
ど
う
し
て

「
煩
悩
」
と
い
う
漢
訳
語
を
見
つ
け
出
す
か
、
と
い
う
と
、
そ
れ

は
翻
訳
名
義
大
集
（
鈴
木
学
術
財
団
再
版
）
を
活
用
す
る
こ
と
で
あ

り
、
各
種
の
梵
漢
索
引
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
梵
和
辞

典
も
こ
う
い
う
点
に
お
い
て
大
い
に
役
に
立
つ
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
「
煩
悩
」
は
「
煩
悩
」
と
言
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
、
ど
う
も

42
UU



わ
れ
わ
れ
の
頭
に
は
ピ
ン
と
来
な
い
。
翻
訳
名
義
大
集
は
、
梵
語

と
チ
。
ヘ
ッ
ト
訳
と
漢
訳
と
を
対
照
し
て
項
目
別
に
配
列
し
た
も
の

で
、
佛
教
用
語
は
殆
ど
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
最
近
は
梵
語
と
チ
、
ヘ

ッ
ト
訳
か
ら
の
索
引
を
附
し
て
出
版
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
（
漢

訳
語
か
ら
の
索
引
は
荻
原
雲
來
氏
の
「
梵
漢
対
訳
佛
教
辞
典
」
（
山

喜
房
佛
書
林
）
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
）
こ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
が
佛

教
用
語
に
慣
れ
る
第
一
歩
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
・
ハ
ー
リ
語
を
和
訳
す
る
場
合
は
、
そ
の
・
〈
－
リ
語
を

一
度
梵
語
に
な
お
し
て
、
そ
の
梵
語
に
相
当
す
る
漢
訳
語
を
見
つ

け
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
。
〈
－
リ
語
を
直
ち
に
漢
訳
語
に
結

び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
．
〈
－
リ
語
を
学
習
す

る
の
に
梵
語
が
必
要
で
あ
る
、
と
言
っ
た
こ
と
に
は
、
こ
う
い
う

理
由
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
。
〈
－
リ
語
を
梵
語
に
な
お

す
に
は
、
。
〈
－
リ
語
の
辞
典
に
、
そ
の
・
〈
Ｉ
リ
語
に
相
当
す
る
梵

語
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
し
か
し
梵
語
を
当
て
る
こ

と
に
、
多
く
の
問
題
を
か
か
え
て
い
る
よ
う
な
パ
ー
リ
語
も
少
な

く
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
語
は
、
多
く
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
佛

教
用
語
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
こ
と
に

ｌ
佛
教
用
語
を
も
っ
て
訳
す
と
い
う
こ
と
に
ｌ
そ
れ
ほ
ど
こ

だ
わ
る
必
要
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
梵
語
や
．
〈
１
リ
語
を
和
訳
す
る
場
合
に
、
佛
教
用
語

を
も
っ
て
こ
れ
に
お
き
か
え
る
だ
け
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
そ

れ
以
上
深
く
つ
き
込
ん
で
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
で
、
「
わ
が
こ

と
成
れ
り
」
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
の
は
宜
し
く
な
い
。
例
え
ば
、

醜
色
目
⑳
圃
国
と
い
う
字
が
出
て
来
た
と
す
る
。
こ
れ
は
佛
教
用
語

で
「
行
」
と
訳
さ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
行
」
と
訳
し
た

だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
閏
目
印
厨
国
は
「
行
」
に

は
ち
が
い
な
い
が
、
「
行
」
と
い
う
字
に
は
い
ろ
い
ろ
の
意
味
が

あ
っ
て
、
一
義
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
い
ま
の
場
合
の
「
行
」
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
、

と
い
う
こ
と
ま
で
考
え
て
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
行
」
と
訳

し
た
だ
け
で
は
、
理
解
が
う
わ
す
く
り
し
て
し
ま
っ
て
、
訳
し
た

本
人
は
解
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
の
「
つ

も
り
」
で
あ
っ
て
、
本
当
は
解
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
う

い
う
点
を
反
省
せ
し
め
ら
れ
る
の
は
、
梵
英
・
梵
独
等
の
辞
典
に

出
て
来
る
英
語
・
独
語
等
に
よ
る
訳
し
方
で
あ
る
。
「
行
」
と
い
う

字
を
ど
う
英
訳
す
る
か
、
と
い
う
と
き
に
、
そ
の
字
の
表
わ
す
意

味
を
適
確
に
把
握
し
な
け
れ
ば
、
英
訳
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
館
目
”
園
田
を
「
行
」
と
訳
し
て
解
っ
た
よ
う
に
思
い
こ

ん
で
い
る
の
は
、
ム
ー
ド
に
酔
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、

さ
め
て
見
る
と
何
も
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
佛
教
の
術
語
は
、
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
漢
訳
の
術
語
を
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無
視
し
な
い
で
、
し
か
も
そ
の
言
葉
が
そ
こ
で
表
わ
そ
う
と
し
て

い
る
本
当
の
意
味
を
、
適
確
に
つ
か
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
で

き
れ
ば
両
方
の
訳
を
出
し
て
、
一
方
を
括
弧
に
入
れ
て
お
く
の
が

よ
い
。
例
え
ば
切
騨
目
⑱
冒
国
と
い
う
字
が
、
こ
こ
で
は
「
形
成

力
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
「
形
成
力
」

と
訳
し
た
だ
け
で
は
、
佛
教
用
語
を
全
く
知
ら
な
い
人
に
は
そ
れ

で
よ
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
し
で
も
佛
教
に
触
れ
、
梵
語
を
か

じ
っ
た
者
に
は
、
そ
れ
が
闇
目
の
酉
国
の
訳
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
「
行
」
と
い
う
訳
も
併
せ
て
記
す
親
切
さ

が
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。
最
近
の
出
版
物
を
見
る
と
、
そ
う
い
う

ふ
う
に
記
す
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
原
始
佛
教
の
研
究
に
花
が
咲
い
て
、
甲
論
乙

駁
、
文
字
通
り
藺
菊
そ
の
美
を
競
っ
た
の
は
、
大
正
の
終
り
か
ら

昭
和
の
初
め
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
和
辻
哲
郎
教
授
の

「
原
始
佛
教
の
実
践
哲
学
」
（
岩
波
害
店
）
が
出
版
せ
ら
れ
、
当
時

の
学
界
に
大
き
な
破
紋
を
な
げ
か
け
た
。
こ
れ
は
西
洋
哲
学
の
方

法
論
を
も
っ
て
、
原
始
佛
教
の
教
理
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
も

の
で
、
今
ま
で
佛
教
學
者
に
の
み
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
き
た
佛
教
研
究

を
、
共
通
の
広
場
で
あ
る
学
問
の
場
に
引
き
出
す
こ
と
に
お
い

て
、
大
い
に
見
る
べ
き
効
果
が
あ
っ
た
。
こ
の
書
物
は
今
日
に
お

い
て
も
な
お
、
名
著
の
名
に
剛
じ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
原
始
佛

教
の
研
究
に
志
す
者
が
、
必
ず
一
度
は
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い

吾
籍
の
一
つ
で
あ
る
。
和
辻
教
授
は
こ
の
書
籍
の
中
で
、
従
来
の

原
始
佛
教
の
研
究
を
さ
ん
ざ
ん
に
こ
き
お
ろ
し
た
が
、
そ
の
場
合

非
難
を
ま
と
も
に
受
け
た
の
が
、
木
村
泰
賢
教
授
の
「
原
始
佛
教

思
想
論
」
（
丙
午
出
版
社
）
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
じ
線
上
に
あ
る
の

が
赤
沼
智
善
教
授
の
「
原
始
佛
教
の
研
究
」
（
破
塵
閣
害
房
）
「
佛
教

教
理
の
研
究
」
（
彼
塵
閣
書
房
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
和
辻

教
授
の
立
場
に
最
も
近
い
の
が
宇
井
伯
寿
教
授
の
「
印
度
哲
学
研

究
」
（
岩
波
書
店
）
第
二
巻
、
第
四
巻
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
見
る

と
、
和
辻
・
宇
井
両
教
授
の
研
究
は
新
ら
し
く
、
木
村
・
赤
沼
両

教
授
の
研
究
は
古
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
く
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
も
あ
れ
ば
短
所
も
あ
る
。
前

者
は
専
ら
合
理
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
、
原
始
佛
教
の
教
理
を
論

理
的
に
究
明
し
よ
う
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
理
屈
と
し
て
は
そ
う

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
「
い
や
」
と
言
え
な
い

も
の
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
し
二
千
五
百
年
以
前
の
イ
ン
ド
人

が
、
》
〈
ラ
モ
ン
教
に
代
っ
て
佛
教
を
宗
教
と
し
て
受
け
容
れ
た
、

す
な
わ
ち
古
代
イ
ン
ド
人
の
宗
教
的
要
求
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
満

た
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
佛
教
が
、
は
た
し
て
そ
う
い
う
態
の
も
の
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
。
そ
う
い
う
面
か
ら
考
え
て
い
う
と
、
木
村
・

赤
沼
両
教
授
の
研
究
に
も
捨
て
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
赤
沼
教
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授
は
「
十
二
因
縁
の
伝
統
的
解
釈
」
（
「
原
始
佛
教
の
研
究
」
所
載
）

を
書
い
た
た
め
に
、
伝
統
的
な
縁
起
説
の
支
持
者
の
よ
う
に
見
な

さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
だ
い
ぶ
ん
損
を
し
て
い
る
点
が
あ
る
。
し
か

し
こ
の
論
文
は
決
し
て
伝
統
説
を
無
条
件
で
支
持
す
る
こ
と
を
示

し
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
以
後
の
赤
沼
教
授
の
説
の
変
遷

の
跡
を
た
ど
っ
て
み
て
も
、
（
「
阿
含
経
講
話
」
な
ど
）
伝
統
説

に
は
か
な
り
批
判
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先
輩
の
残
さ
れ
た
業
績

は
、
今
日
に
至
る
ま
で
も
学
問
的
命
脈
を
保
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら

を
併
せ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
批
判
的
に
自
分
の
立
場
を

確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
書
い
た
の
が

拙
耆
「
原
始
佛
教
思
想
の
研
究
」
（
法
蔵
館
）
で
あ
る
。
水
野
弘
元

教
授
の
「
原
始
佛
教
」
（
平
楽
寺
書
店
）
は
解
り
や
す
く
書
か
れ
て

い
る
か
ら
＄
一
番
初
め
に
読
む
と
よ
い
。
前
田
恵
学
博
士
の
「
原

始
佛
教
聖
典
の
成
立
史
研
究
」
（
山
喜
房
佛
害
林
）
は
、
教
理
の
面

に
は
余
り
触
れ
な
い
で
、
専
ら
経
典
の
成
立
に
つ
い
て
の
側
面
を

探
求
し
た
も
の
で
、
こ
の
方
面
に
お
い
て
は
画
期
的
な
成
果
を
上

げ
た
。
一
読
に
値
す
る
。
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