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一
一
⊥

八
頁

六
朝
佛
典

の
翻
課
と
編
輯
に
見
る
中
國
化

の
問
題

船
 
山

徹

筆
者
は
、
六
朝
時
代
、
特

に
五
世
紀
～
六
世
紀

の
漢
課
纒
典

に
お
け
る
翻
課
と
編
輯

の
實
態
を
多
角
的

に
調
査
す
る
こ
と
を
研
究

テ
ー

マ
の

一
つ
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、

イ

ン
ド
語
原
典
を
漢
繹
す
る
時

に
攣
化
す
る
要
素
は
何
か
と

い
う
問
題
と
深
く
關
わ
る
。
本
稿

で
は
、
イ
ン
ド

の
佛
典
を
漢
語

に
翻
課
し
て
縫
承
受
容
し
た
際
に
、
纒
典
を
め
ぐ

っ
て
嚢
生
し
た
中
國
化

(ω一⇒
一{一〇帥
け一〇
⇒
⇒
)
な
い
し
中
國
的
攣
容
、
中
國
土
着
化

の
問
題
と
か
か
わ
る
事
柄

に

つ
い
て
、
若
干

の
考
察
を
試

み
て
み
た
い
。

 

一
般
に
、
漢
語

で
書
か
れ
た
佛
典

は
、
翻
繹

(漢
課
)
と
中
國
撰
述

の
二
種
に
分
類
さ
れ
る
。
た
と
え
ば

『
法
華
纒
』
は
鳩
摩
羅
什

の
繹

で
あ

り
、

『
法
華
玄
論
」

『
法
華
義
疏
』

は
吉
藏

の
撰

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
。

そ
の
場
合
、

分
類
基
準

は
、

當
該
文
献
が
元
來
イ

ン
ド
語

(ぎ
o
ざ

一き
σq
轟
σq
Φ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
等
)
で
書
か
れ

て
い
た
か
、
最
初
か
ら
漢
語

で
あ

っ
た
か
と
い
う
嵩

に
あ
る
。
同
様

に
、
い
わ
ゆ
る
漢
課

の
膿
裁
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

有
す
る
文
鰍
も
、
純
粋
な
意
味

で
の
漢
繹
と
疑
纏

(偏
纒
、
疑
儒
纒
)
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
子
細

に
検
討
し

て
み
る
と
、
こ
の
よ

う
な
二
種
分
類

は
、
と
り
わ
け
翻
繹
か
疑
纒
か
の
二
種
分
類

の
場
合

に
、
實
態
と
適
合
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ

る
纏
典

に

つ
い

て
、

一
方

で
は
そ
れ
を
原
典

の
逐
語
的
翻
課

で
あ
る
と
嚴
密

に
は
見
な
し
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
、
疑
纏

で
あ
る
と
断
定
す
べ
き
程

に
明
確
な
中
國
的
要
素
も
ま
た
何
ら
見
出

せ
な
い
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な

い
。
筆
者
は
こ
の
駝

に
注
目
し
、
漢
課
纒
典
と
疑
纒

の

1
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聞

に
介
在
す
る
も

の
と
し
て
、
漢
課
編
輯
纒
典

(假
稻
、
あ
る
い
は
中
國
編
輯
纒
典
な
い
し
中
國
編
纂
纏
典
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
)
と

い
う
範
疇
を

想
定
す

べ
き

で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

 
私
見

に
よ
れ
ば
、
漢
文
佛
典

は
、
全
艦
を
翻
繹
と
非
翻
課

(印
ち
中
國
撰
述
)
の
二
種

に
分
類
し
、

そ
し

て
さ
ら
に
翻
澤

の
髄
裁
を
と
る
纒
典

(
ス
ー
ト
ラ
)
を
、
純
然
た
る
翻
課

(眞
の
意
味
で
の
翻
諜
纏
典
)
と
疑
纒

(恰
も
翻
諜
で
あ
る
か
の
如
く
に
見
せ
か
け
た
中
國
撰
述
纏
典
)
の
二
種
に
分
類
す

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
翻
課

の
膿
裁
を
と
る
経
典

に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
三
種
に
分
類
す
る
方
が
様

々
な
實
態
を
理
解
し
易

い
。
三
種
と
は
何

か
。
第

一
に
漢
繹

で
あ
る
。
漢
課

に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
封
鷹
す
る
イ

ン
ド
語
原
典
が
存
在
し
た
と
想
定
可
能
な
文
献

で
あ
る
。
第
二
に
疑
纒

で
あ

る
。

イ
ン
ド
に
は
存
在
し
得
な
い
中
國
固
有
の
要
素
を
含
む
、
中
國

で
作
成
さ
れ
た
纒
典

で
あ
る
。
そ
し

て
第
三
に
漢
繹
編
輯
纏
典

で
あ
る
。

そ
れ
は
、

イ

ン
ド
起
源

の
諸
構
成
要
素
を
用
い
て
中
國
で
編
輯
さ
れ
た
脛
典
、
別

の
言

い
方
を
す
れ
ば
、
中
國

で
整
形

・
加

工
さ
れ
た
イ
ン
ド

の
経
典
を
指
す
。
翻
繹
纒
典
と
疑
纒
と
を
媒
介
し
、
あ
る
意
味

で
爾
者

に
共
通
す
る
性
格
を
有
す
る
。

 

た
だ
誤
解
を
さ
け
る
上

で
付
言
し

て
お
き
た

い
が
、
経
典
を
漢
繹
纒
典
、
疑
経
、
漢
課
編
輯
経
典

の
三
種

に
分
類
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
と

は
言

っ
て
も
、
筆
者
は
、
現
存
纒
典
は
各

々
す

べ
て
三
種

の
い
ず
れ
か
に
實
際

に
露
囑
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
將
來
的
に
も
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
個

々
の
経
典

の
あ
り
方
は
輩
純

で
な
い
の
で
あ
り
、
現
實

に
は
た

と
え
ば
、
漢
繹
纒
典
と
原
則
的

に
み
な
す

べ
き
纒
典
中

の
ご
く

一
部
に
編
輯
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
例
も
あ
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

漢
繹
編
輯
纒
典
と
み
な
す

べ
き
も
の
の
中

に
疑
脛

の
要
素
が
混
入
し
て
い
る
よ
う
な
事
例
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
疑
纒

の
中

に
も
翻
課
纒
典
と

同

一
の
文
言
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
、
具
髄
的
な
個

々
の
纒
典

に
即
し
て
検
討
を
は
じ
め
る
と
、
三
種

の
い
ず

れ
か

一
つ
の
み
に
は
牧
ま
り
き
ら
な
い
ケ
:

ス
が
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
豫
想
さ
れ
る
。
た
だ
、
か
か
る
事
態
が
生
じ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
考

慮

に
入
れ

つ
つ
も
、
筆
者

の
意
圖
と
し

て
は
、
翻
課
に
あ
ら
ざ
れ
ば
疑
纏
な
り
、
疑
纒

に
あ
ら
ざ
れ
ば
翻
繹
な
り
と
い
う
素
朴
な
二
分
法
的
嚢

想

で
は
中
國
佛
教

に
お
け
る
纒
典
成
立

の
實
態
を
把
捉
し
損
ね
る
可
能
性
が
あ
る
嵩
を
危
惧
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し

て
そ
れ
故
、
輩
純

二
分
法

2



か
ら
脱
却
す

る
た
め

の
試
み
と
し
て
、
編
輯

ー

す
な
わ
ち
翻
繹
と
同
時

に
翻
繹
者
が
、
或

い
は
、
そ
れ
以
後

に
別
人
が
、
翻
課
さ
れ
た
事
柄

に
封
し
て
何

ら
か
の
手
を
加
え
る
場
合

の
あ
る
こ
と
 

 
 
の
重
要
性

に
着
目
し

て
み
た
い
の
で
あ
る
。

一
、

疑

纒

髄ゆ剛紳硯輯編靴羅の典佛朝六

 
漢
語
佛
典

と
そ
の
中
國
化

の
關
係
を
考

え
る
際

に
必
要
不
可
映
な
視
匙
と
し

て
、
ま
ず

「
疑
纏

(儒
経
と

が
あ
る
。

こ
れ
に
關
し
て
は
、
周

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

知

の
通
り
、
多
く
の
優
れ
た
研
究
が
既

に
嚢
表
さ
れ
て
い
る
。
疑
経

に
は
、
儒
作
す
る
こ
と
の
動
機
や
目
的
が
し
ば
し
ば
看
取

さ
れ
る
。

そ
し

て
中
國
傳
統
思
想
と

の
調
和
融
合
を
儒
作
目
的
と
す
る
等

の
駝

に
お
い
て
、
疑
纒
は
中
國
固
有

の
文
化
的
要
素
と
密
接

に
關
係
す
る
。
例
え
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ヨ
 

疑
纒

「
提
謂
波
利
纒
』

に
は
五
行
思
想
が
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
疑
纏

『
清
浮
法
行
脛
」

に
は
、
儒

・
佛

・
道
三
敏

の
優
劣
關
係
と

い
う
覗
嵩
が
認
め
ら
れ
、
佛

に
よ
り
中
國
に
派
遣
さ
れ
た
三
人

の
弟
子
と
し
て
、
摩
詞
迦
葉

は
中
國

で
は
老
子
と
な
り
、
光
浮
童
子
は
孔
子
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 る 

な
り
、
月
明
菩
薩

は
顔
淵
と
な
る
と

の
封
鷹
關
係
を
読
く

一
節
が
廣
く
知
ら
れ
る
。
勿
論
、
五
行
思
想
や
老
子

・
孔
子

・
顔
淵

へ
の
言
及

は
翻

繹
文
鰍

に
は
あ
り
得
な
い
中
國
的
要
素

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
中
國
的
要
素
は
、
経
典

の
中
國
化

の
問
題
と
直
結
す
る
。

こ
の
意
味

で
疑
纒
は

「
漢
化
纏
典
」

(ωぢ
ヨ
Φα
ω
9
冨
假
稻
)
と
呼

ぶ
こ
と
も
可
能

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二
、
纒
典

に
お
け
る
編
輯
的
要
素

 
し
か
し
な
が
ら
、
佛
典

の
中
國
的
攣
容
を
考
察
す

る
際

に
重
要
な
の
は
疑
纒
だ
け

で
は
な
い
。
疑
纒
と
同
程
度
に
、
或

い
は
そ
れ
以
上
に
、

(
一
)
漢
課

の
旦
ハ膿
的
な
行
な
わ
れ
方
や
、
(
二
)
イ

ン
ド
語
原
典

の
内
容
を
漢
語
と
し
て
理
解
可
能
な
禮
裁

に
す
る
た
め

の
課
出
上

の
工
夫
も

3
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ま
た
重
要
な
視
匙

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
者

は
い
わ
ゆ
る
翻
課
理
論
と
關
係
し
、
具
髄
的

に
は
、
「
文
」
「
質
」
の
論
箏
や
、
繹
道
安

(三

=

一

～
三
八
五
)
の

「
五
失
本

三
不
易
」
論

な
ど
が
あ
る
の
は
周
知

の
通
り

で
あ
る
。
他
方
、
前
者

(
一
)

の
問
題
は
後
者

(
二
)
と
關
係
し

つ
つ
、

よ
り
基
本
的
な
事
柄
と
か
か
わ
る
。
た
と
え
ば
漢
課
時

に
お
け
る

(
一
a
)
省
略

・
削
除
と
、
(
一
b
)
加
筆

・
挿
入

の
問
題
な
ど

で
あ
る
。

 

い
ま
要
匙

の
み
を
簡
輩
に
述

べ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
(
一
a
)
省
略

・
削
除

は
、
翻
課

の
理
想
形
か
ら
は
逸
脱
す

る
が
、
現
實

に
は
あ
る
條
件

下

で
認
め
ら
れ
た
。
即
ち
、
課
出
が
困
難
な
場
合

や
、
過
度

に
煩
趙
と
な
る
場
合

は
、
抄
繹

(部
分
的
翻
課
)
が
容
認
さ
れ
た
。
道
安
は

「摩
詞

鉢
羅
若
波
羅
蜜
纒
抄
序
」
(『出
三
藏
記
集
」
巻
八
)
に
お
け
る
五
失
本
三
不
易
論

の
第
三
失
本
の
條
に

つ
ぎ

の
よ
う

に
い
う
。

「
三
者
、

胡
纒

委
悉

、

至
於

嘆

詠

、
丁
寧

反

覆
、
或

三
或

四
、

不

嫌
其
煩

、

而
今
裁

斥

、
三
失

本
也

。
」

(第
三
に
、
イ
ン
ド
の
纒
典
は
委
曲
を
蓋
く
し
て
お
り
、
〔佛
菩
薩
を
〕
讃
歎
す
る
場
面
に
な
る
と
、
三
回
四
回
と
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
読
い
て
繁
雑
さ
を
嫌
わ

な
い
が
、
し
か
し
今
は

〔そ
れ
ら
を
全
て
〕
削
除
す
る
。
こ
れ
が
原
本
を
失
す
る

〔こ
と
が
許
容
さ
れ
る
〕
第
三
の
鮎
で
あ
る
。
大
正
五
五
、
五
二
中
)

し
か
し

一
方
、
ひ
と
た
び
繹
本
が
成
書
し
た
後
は
、
繹
本

の
文
言
を
省
略
す
る
こ
と
は
佛
読
を
混
齪
さ
せ
る
行
爲
と
し

て
禁
止
さ
れ
た
。
な
お
、

こ
れ
に

つ
い
て
は
本
稿

の
最
後

に

「
抄
纒
」
と
の
關
わ
り
で
檜
祐

の
見
解
を
確
認
す
る
。

 
次

に
、
(
一
b
)
課
本
成
立
時

に
お
け
る
加
筆

・
挿
入
に

つ
い
て
簡
軍
に
考
察
す
る
。
翻
繹

の
原
則
上
、
原
典

に
な
い
文
言
を
捏
造
す
る
こ
と

は
勿
論
認
め
ら
れ
な
い
が
、
加
筆
が
許
さ
れ
た
場
合
が
全
く
無
か

っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
課
文
の
理
解
を
補
助
す

る
注
繹
的
文
言
は

繹
文
中
に
挿
入
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
た
。
音
繹
語

の
直
後

に
付
せ
ら
れ
る

「
秦
言
～
～
」
「
唐
言
～
～
」
等

の
表
現
は
そ
の
典
型

で
あ
る
。
多

く
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
細
字

の
爽
注

で
示
さ
れ

る
が
、
本
文
と
混
在
す

る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
注
解

(Φ×
Φσq
Φ口
8
一
①一Φ
ヨ
㊦
艮
ρ
①×
o
一き
象
。
-

q

8
一Φω
)
の
挿
入

(巨

Φ
壱
。
巨
一8
)
が
な
さ
れ
た
背
景
と
し

て
は
、
階
唐
以
後

の
課
場
と
異
な
り
、
六
朝
時
代
の
課
場

で
は
、
詳
出
と
同
時
に

講
義
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に

一
因
が
あ
る
。
實
際
、
課
文
中

に
講
義
内
容
が
付
加
さ
れ
た
結
果
、
繹
文
と
注
解
を
匝
別
す
る
こ
と
が
現
在

で
は

非
常

に
困
難
な
文
献
と
し
て
は
、
例

え
ば
、
失
課

『
薩
婆
多
毘
尼
毘
婆
沙
』

〔大
正

一
四
四
〇
番
〕
、
眞
諦
課

『
囁
大
乗
論
繹
』
〔大
正

一
五
九
五

4
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 う
 

番

〕
『
顯

識
論

」

〔大

正

一
六

一
八

番

〕
等

が
あ

る
。
ま

た
、
翻

繹

に
お
け

る
潤
文

(潤
色
と
も
言
う
)
も
加
筆

の
可

非
と

結
び

つ
け

て
解
繹

す

る

こ

と

が

で
き

る
。

 
翻
繹
成
立
時

に
お
け
る
漢
課
佛
典

の
特
徴
と
し
て
更

に
指
摘
し
た

い
の
は
、
翻
課
時

に
は
先
行
諸
澤
を
参
照
し

て
、
そ
れ
を
有
数

に
活
用
す

る
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鳩
摩
羅
什

の
繹
場
は
そ
の
代
表
例

で
あ
る
。
羅
什
が

『
維
摩
纒
」
を
繹
出
し
た
際
、
彼

の
翻
課
グ

ル
ー

プ
は
先
行
す
る
異
本
と
し
て
支
謙
繹

『
維
摩
纒
』
を
参
照
し
、
そ
し

て
必
要

に
鷹
じ
て
修
正
な
い
し
添
削
を
加
え
る
形
で
羅
什
繹
を
完
成
さ
せ

 
ら
 

た
。
同
様

の
こ
と
は

『
法
華
纒
』
等
、
他

の
羅
什
所
繹
纏
論

に
も
し
ば
し
ば
妥
當
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
翻
繹
時
に
先
行
繹
本

の
表
現
を
取

捨
選
澤
す
る
作
業
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
。

そ
れ
は
、
我
々
が

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
で

8
b
団
き

α
b
霧
9

を
す
る
の
に
も
少
し
似

て
い
る
。

 
類
似
の
こ
と
は
他

の
文
献

に
も
確
認
さ
れ

る
。
例

え
ば
、
昊

・
支
謙
課

『
太
子
瑞
磨
本
起
纏
」

〔大
正

一
八
五
番
〕
は
六
朝
時
代

に
最
も
よ
く

讃
ま
れ
た
佛
傳

で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
の
文
言
が

『修
行
本
起
纒
」
〔大
正

一
八
四
番
〕
及
び
西
各

・
竺
法
護
課

『
普
曜
経
』
〔大
正

一
八
六
番
〕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ア
 

と

一
致
す
る
こ
と
が
既

に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

 

さ
ら
に
別

の
例
を
學
げ
る
な
ら
ば
、
東
巫
日
・
佛
駄
践
陀
羅
課

『
華
嚴
纒
』
〔大
正

二
七
八
番
〕
は
翻
課
文
鰍

で
あ
る
が
、
そ
の
十
地
品
は
、
實

態
と
し
て
佛
駄
践
陀
羅
課

で
は
な
く
、
既

に
先
行
存
在
し

て
い
た
鳩
摩
羅
什
課

『十
住
経
』
〔大
正
二
八
六
番
〕
の
文
言
を
殆
ど
そ
の
ま
ま
採
用

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 き 

し
、
ご
く

一
部
を
改
攣
し
た
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
故
、
十
地
品
を
佛
駄
祓
陀
羅

の
課
本
と
呼
ぶ
こ
と

に
は
嚴
密

に
は
問
題
が
あ
る
。
む
し

ろ
十

地
品

に
限

っ
て
は
佛
駄
践
陀
羅
と
彼

の
翻
繹
グ
ル
ー
プ

に
よ
る
編
輯
本
と
呼
ぶ
方
が
眞
實

に
近

い
。

 
因
み
に

一
般
論
と
し

て
言
え
ば
、
先
行
す
る
翻
繹
纒
典

(甲
)
と
逐
語
的

に

一
致
す
る
文
言
が
そ
れ
よ
り
後
代
の
纒
典

(
乙
)
に
認
あ
ら
れ
る

時
、
乙
が
甲
を
轄
用
し
た
た
あ

に
文
言

の
同

一
性
が
生
じ
た
と
見
な
し
て
、
乙
が
疑
脛

で
あ
る
こ
と
を
根
嫁
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
が
あ

る
。
し
か
し
今

の
場
合
、
『
華
嚴
纒
」
十
地
品
を
疑
経

で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
適
切

で
な
い
。
課
纒

に
お
い
て
は
先
行
諸
本
を
参
照
し
た
上

で
新
た
な
課
本
が
作
成
さ
れ
る
と
い
う
背
景
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
肝
要
な

の
は
、
同

一
の
文
言
が
原
典

レ
ヴ

ェ
ル
で
同

一
系
統

の
二

5



報學方東

本

の
聞

に
認
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
系
統
的
に
全
く
無
關
係
な
二
纒
典

の
聞
に
見
出
さ
れ
る
の
か
と

い
う
匙

で
あ
る
。
前
者

の
場
合
は
翻

課
時

の
編
輯

の
問
題
と
し

て
扱
う

こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
後
者

の
場
合
は
疑
纒
性

の
誼
嫁
と
な
る
。
た
だ
し
、
疑
経
と
い
え
ど
も

一
切

の
文
章

を
ま

っ
た
く
新
た
に
作
成
す

る
こ
と
は
む
し
ろ
稀

で
あ
り
、
既
存
纒
典

の
文
言
や
筋
書
き
を
轄
用
し
た
り
表
現
を
攣
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
作
成
さ
れ
る
部
分
も
多

い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
漢
繹
経
典
中
に
も
非
翻
課
的

な
要
素
と
し

て
編
輯
箇
所
が
含

ま
れ
て
お
り
、
他
方
、
疑
纒

に
も
翻
課
的
要
素

が
部
分
的
に
は
存
在
し
得
る
。
纒
典

の
編
輯

は
、
翻
課
と
偽
作
を
繋
ぐ
土
ハ通

の
要
素

な
の
で
あ
る
。

 
と

こ
ろ
で
、
翻
繹

に
お
け
る
加
筆
や
中
國
的
改
攣

の
可
能
性
を
指
摘
す
る
研
究

は
す
で
に
敷
多
く
存
在
す
る
。

た
だ
、
そ
の
可
能
性
を
論
讃

す

る
よ
り
も
印
象
論
的
評
言

が
先
行
し
て
、
編
輯
の
痕
跡
や
中
國
的
改
攣
を
示
す
確
實
な
謹
擦
を
映
く
研
究
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
主
観
的
印
象

で
は
な
く
、
纒
曲
ハの
編
輯
を
は

っ
き
り
と
裏
付
け
る
客
観
的
讃
嫁

の
存
在
が
要
請

さ
れ
る
。

 
か

つ
て
筆
者
は
、
『
出
三
藏
記
集
』
巻

二

「
新
集
撰
出
経
律
論
録
」
(大
正
五
五
、
五
下
～

一
三
下
)
や
巻
六
～
十

一
の
経
序

(大
正
五
五
、
四
二
下
～

八
二
中
)
等
を
主
な
封
象
と
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
翻
課

(原
語
は

「課
」
「出
」
「課
出
」
等
)
で
は
な
く
編
輯

(原
語
は

「撰
」
「撰
出
」
「撰
述
」
「撰
集
」

「抄
」
「抄
集
」
「抄
撮
」
「略
撮
」
「
整
理
」
等
)
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
資
料
を
蒐
集
し
た
結
果
、
編
輯

の
手
が
加
わ
り
易

い
傾
向

の
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

る
翻
澤
脛
典
と
し
て
幾

つ
か
の
種
類
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
今

そ
の
結
論

の

一
部
を
記
す
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
以
下

の
四

種
は
、
疑
纒
と
は
匠
別
さ
れ
た
形

で
、
編
輯
を
纒

て
成
立
し
た
纏
典
す
な
わ
ち
漢
課
編
輯
纏
典

で
あ
る
こ
と
が
纏
録
等

に
明
示
さ
れ

て
い
る
。

6

1

法
敷

・
佛
名
等
を
羅
列
す
る
形
式

の
経
典

例
 
 

東
各

・
曇
無
蘭

『
三
十
七
品
纒
』

(大
正
五
五
、
七
〇
中
下
)
〔侠
〕
、
同

『賢
劫
千
佛
名
纒
』

(大
正
五
五
、

}
○
中
)
〔侠
〕
、

後
漢

・
嚴
佛
調

『十
慧
経
』

(大
正
五
五
、
六
下
、
六
九
下
～
七
〇
上
)
〔侠
〕
、
東
各

・
道
安

『十
法
句
義
纒
』

(大
正
五
五
、
七
〇
中
)
〔侠
〕
。



題問ゆ酬紳覗輯編と繹翻の典佛朝六

n皿

壁
国喩
を
主
眼
と
す
る
経
典

例

康
法
蓬

『讐
喩
纒
』
(大
正
五
五
、

一
〇
上
、
六
八
下
)

〔侠
〕
、

『
賢

愚
纒

』

(大
正
五
五
、
六
七
下
)

〔大
正

二
〇

二
番
〕
。

W

抄
経

(節
略
繧
典
)

例

『
出
三
藏
記
集
』
巻
五

・
新
集
抄
纒
録
所
載

の
纒
典

の

一
部

(「抄
某
某
纒
」
)
な
ど
。

同

一
経
典

の
異
課
を
合
し

て

一
書
と
し
た
も
の

例

『
合
維
摩
詰
纏
』
(大
正
五
五
、
五
八
中
下
)
〔侠
〕
、
『
合
首
樗
嚴
纒
』
(大
正
五
五
、
四
九
上
中
)
〔侠
〕
、

更

に
類
例
と
し
て
、
『
南
本
大
般
浬
葉
経
』

〔大
正
三
七
五
番
〕
、
『
添
品
妙
法
蓮
華
経
」

〔大
正
二
六
四
番
〕
、

〔大
正
六
六
四
番
〕
。

『
合
部
金
光
明
纒
』

漢
課
編
輯
纒
典

の
事
例
は
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
他

の
形
態

の
纏
典

に
も
編
輯

の
可
能
性

は
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
上

記
四
種
は
編
輯

の
影
響
を
受
け
易
い
性
格
を
も

つ
。
そ
し

て
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
纒
典

の
學
習

・
讃
諦
な
ど
を
通
じ
て
佛
教
を
實
践
す
る
上

で
の
簡
便
性

・
容
易
性
と
關
わ
る
面
を
も

つ
。

 

以
上

、
纒
録

と

い
う
外

的
諮

擦

(Φ×
辞Φ『づ
P一
Φ<
一α
Φ鋤
OΦ
)
か

ら
知

ら
れ

る
編
輯

の
跡

を
検

讃

し
た
。
し

か
し
中

國

に
お

け
る
纒
典

編
輯

の
實

態

を

窺

わ
し
め

る

の
は

そ
れ
だ

け

で

は
な

い
。
他

纏
典

か

ら

の
文
言

の
轄

用

を
調

べ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

編
輯

さ
れ

た
も

の
で
あ

る

こ
と
を

内
的

謹

櫨

(一]P
け①
同【F鋤
一
①
<
一〔一Φ]P
O①
)
と
し

て
示

す

こ
と
が
可

能

な
場
合

も
あ

る
。
上

に
指
摘

し

た

『
華
嚴

纒
』
十
地

品

な
ど

は
正

し
く

そ

の
例

で
あ

る
が
、

他

の
類

例

も
以
下

に
示

そ
う
。

7
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V
 
戒
律
儀
禮

・
瞑
想
法
等
の
實
践
の
爲
の
手
引
書

 
曹
魏

・
康
信
鎧
繹
と
傳
え
ら
れ
る

『
雑
掲
麿
」

〔大
正

一
四
三
二
番
〕
と
曹
魏

・
曇
諦
繹
と
傳

え
ら
れ
る

『掲
麿
」

〔大
正

一
四
三
一二
番
〕
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 り
 

曹
魏
時
代

の
文
献

で
は
な
く
、
後
秦
時
代

に
課
さ
れ
た

『
四
分
律
』
〔大
正

一
四
二
八
番
〕
の
抜
粋

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
琿
観
手

引
書

の
例
と
し
て
は
、
鳩
摩
羅
什
課
と
し
て
傳
え
ら
れ
る

『
琿
法
要
解
」

〔大
正
六

一
六
番
〕
が
同
課

『
自
在
王
菩
薩
纒
」

〔大
正
四
二
〇
番
〕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 け
 

等
か
ら
編
輯
さ
れ
た
こ
と
が
先
行
研
究

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

8

W
 
「
傳
」
と
呼
構
さ
れ
る
も

の

 
翻
課
の
形
態
を
取

る

「
傳
」
の
中

に
も
既
存

の
纒
典
を
編
輯
し
て
成

っ
た
文
献
が
あ
る
。
ま
ず

『
付
法
藏
因
縁
傳
』
〔大
正
二
〇
五
八
番
〕
は
、

纏
録

で
は
西
暦
四
七
二
年

に
北
魏

の
吉
迦
夜
と
曇
曜
が
土
ハ繹
し
た
翻
課
文
献
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
中

に
は
西
巫
日
・
安
法
欽
課

『
阿
育
王
傳
』
、
後

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ね
 

秦

・
鳩
摩
羅
什
課

『
十
講
律
」
『
龍
樹
菩
薩
傳
』
『
提
婆
菩
薩
傳
』
な
ど

の
字
句
表
現
や
文
章
が
韓
用
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
恐
ら
く
最
初

に
指
摘

し
た

マ
ス
ペ
ロ

(甲嗣・ζ
O
の℃
O
『O
)
は
、
現
存
本
は
北
魏
成
書
本
と
異
な
る
も

の
で
あ
り
、
六
世
紀

の
聞

に
成
立
し
た
と
想
定
す
る
。
但
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ほ 

こ
の
成
書
年
代

に

つ
い
て
は
問
題
が
淺
る
。

 
第
二
に
、
鳩
摩
羅
什

の
課
と
傳
え
ら
れ
る

『
馬
鳴
菩
薩
傳
」
も
編
輯
問
題
と
關
わ
る
。
落
合
俊
典
氏

に
よ
れ
ば
、
同
傳
に
は
異
な
る
二
種

の

本
が
あ
り
、
各
種
木
版
大
藏
纒

に
牧
め
る

「
刊
本
系

『
馬
鳴
菩
薩
傳
』
」

〔大
正
二
〇
四
六
番
〕
は
後
代
成
立

で
あ
り
、
七
寺

一
切
纏
や
妙
蓮
寺

藏
松
尾
肚

]
切
纏
な
ど

に
牧
め
る

「
篤
本
系

『
馬
鳴
菩
薩
傳
」
」
の
方

が
成
立
が
早

い
が
、
そ
れ
す
ら
も
翻
澤

で
は
あ
り
得
ず
、
羅
什
の
講
読
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 け
 

も
と
に
中
國

で
編
纂
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
ま
た
第
三
に
、
眞
諦
課
と
傳
え
ら
れ
る

『
婆
藪
繋
豆
法
師
傳
』

〔大
正
二
〇
四
九
番
〕

も
編
輯
文
鰍

で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。
同
傳
は
、
純
粋
な
翻
課
文
献
と
し

て
は
読
明
不
可
能
な
注
繹
的
文
言
を
多
く
含
む
。
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W
 
其
他

 

さ
ら
に
、
中
國

に
お
い
て
編
輯
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
實

で
あ
る
が
、

そ
れ
を
疑
纒
と
見
な
す

べ
き
か
漢
課
編
輯
纒
典
と
見
な
す
べ
き

か
を
現
段
階

で
は
決
定
し
難

い
事
例
も
あ
る
。
そ
の

一
例
と
し

て
失
繹

『
大
方
便
佛
報
恩
纒
』
〔大
正

一
五
六
番
〕
が
あ
る
。
同
纏

に
は
、
西
替

・

法
炬
等
繹

『
法
句
讐
喩
纒
』

〔大
正
二

一
一
番
〕
、
劉
宋

・
求
那
祓
摩
課

『菩
薩
善
戒
纒
』
〔大
正

一
五
八
二
番
〕
、
失
課

『
薩
婆
多
毘
尼
毘
婆
沙
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 め
 

〔大
正

一
四
四
〇
番
〕
等
と
全
く
同

一
の
字
句
が
み
ら
れ
る
。
特
に

『
大
方
便
佛
報
恩
纒
」
優
波
離
品
は
、
『
薩
婆
多
毘
尼
毘
婆
沙
』
序
品
と
九

割
以
上
同

〕
の
文
章
か
ら
成
る
。

そ
れ
は
、
『
十
調
律
』
冒
頭
を
注
繹
解
読
す
る
部
分
で
あ
る
。
『
大
方
便
佛
報
恩
纒
』

は
、
佛
読
の
ス
ー
ト
ラ

で
あ
る
か
ら
、
途
中
か
ら

『
十
講
律
』
の
注
繹
が
始
ま
り
突
然

に
終
了
す
る
の
は
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
そ
れ
故
、
『大
方
便
佛
報
恩
脛
』
優

波
離
品
は
、
中
國

に
お
け
る

(中
途
半
端
で
不
適
切
な
)
編
輯

の
産
物
と
到
断
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
構
成
要
素
は
イ
ン
ド
起
源

で
あ
り
得
る
が
、

構
成
形
式
が
イ

ン
ド
起
源

で
あ
り
得
な
い
よ
う
な
事
例
を
、
疑
纒
と
す

べ
き
か
漢
課
編
輯
纒
曲
ハと
す

べ
き
か
に

つ
い
て
は
、
今
後

の
研
究

に
お

い
て
更

に
多
角
的

に
楡
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
以
上
、
「
編
輯
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
省
略

・
削
除
や
加
筆

・
挿
入
、
既
存
纒
典

の
文
言
の
韓
用

に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
、
編
輯
を

被
り
易

い
型
式
と
し
て
少
な
く
と
も
七
種
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
れ
ら
を
通
覧
す

る
と
、
編
輯
が
な
さ
れ
た
時
機
に
二
種
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
郎
ち
、
翻
課

の
成
立
と
同
時

に
編
輯
が
な
さ
れ
た
場
合
と
、
後
代

の
別
人
が
編
輯
し
た
場
合
と

で
あ
る
。
編
輯
経
典

の
場
合

に
は
爾
方

の
場
合
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
疑
纒

の
場
合

に
は
、
あ
る
課
本

の
成
書
と
同
時

に
關
連
す
る
疑
纒
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性

は
殆
ど

な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
後
代

の
人
物
が
他

の
諸
纒
を
編
輯
し
な
が
ら
脛
典
を
儒
作
し
た
可
能
性
の
み
が
考

え
ら
れ
る
。

9
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三
、

イ

ン
ド

に
お
け
る
廣
本

と
略
本

 
纒
典

の
編
輯

は
實
は
中
國

の
み
で
行

な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
國
イ

ン
ド
で
も
同
様

で
あ
る
。

イ

ン
ド
大
乗

の
歴
史

は

一
面

に
お
い
て

纒
典
作
成

の
歴
史

で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
客
観
的

に
見
れ
ば
、
歴
史
的
佛
陀

の

「金

口
」
を
借
り

て
後
人
が
経
典
を
作
成

し
た
と

い
・2
意
味

に
お
い
て
、
イ

ン
ド
の
大
乗
脛
典
作
成
と
中
國

の
疑
経
作
成

に
は
共
通
性
が
あ
る
。
爾
者
に
は
見
か
け
程

に
大
き
な
相
違
は
な
い
の
で
あ
る
。

唯

一
の
大
き
な
相
違
は
、
中
國
成
立

の
疑
纒

に
は
イ
ン
ド
文
化

に
は
あ
り
得
な

い
、
中
國
固
有

の
文
化
的
要
素
が
含
ま
れ
る
匙

で
あ
ろ
う
。

 
と
こ
ろ

で
イ

ン
ド
的
な
文
献
成
立
史

の
背
景
と
し

て
考
え
て
お
く

べ
き
事
柄

に
、
廣
本
と
略
本

の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
般

に
佛
教

に
限
ら
ず
イ
ン
ド
の
宗
教

・
學
術
文
化

の
様

々
な
文
脈

に
お
い
て
は
、
あ
る
思
想
な

い
し
教
読
を
傳
え
る
際

に
、

そ
れ
を
最
小
限

の
語
敷

で
簡

潔
に
傳
え
よ
う
と
す
る
方
向
と
、
全
く
逆

に
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
説
明
を
蓋
く
し
て
可
能
な
限
り
詳
細

に
論
じ
よ
う
と
す
る
方
向
と

い
う
全
く

反
封
方
向

の
二

つ
の
立
場
が
あ
る
。
簡
略
な
テ
キ
ス
ト
を
生
む
傾
向
と
、
長
大
な
テ
キ

ス
ト
を
生
む
傾
向
と
言

っ
て
も
よ

い
。
前
者

の
傾
向
を

示
す
キ

ー
ワ
…
ド
と
し

て
は
、
サ

ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語

の

団
αq
げ
⇔
<
餌
(輕
さ
く
訂
αq
巨

輕
い
、
簡
潔
な
)
や
、
ω
簿
日
厨

8
鋤
(要
約
、
濃
縮
化
)
と

い
う
語

が
あ
る
。
ω
鋤
ぢ
厨

8
9。
は
動
詞

の
p。
日
-
冨

号

か
ら
派
生

し
た
名
詞

で
あ
り
、
同
じ
動
詞

の
過
去
分
詞

の
鋤
ぢ
胃
曾
b
β

は
要
約
さ
れ
た
、
濃
縮

さ
れ

た
状
態
や
も

の
ご
と
を
意
味
す
る
。
他
方
、
後
者

の
傾
向

は
し
ば
し
ば

く
一ω
♂
鑓

(詳
細
な
、
廣
汎
な
)
と
い
う
語

に
よ

っ
て
示

さ
れ
る
。
漢
課
語

に
即
し

て
言
え
ば
、
の
帥
ぢ
冨
①
b
9
は

「略
」

で
あ
り
、
<
冨
雷
δ

は

「
廣
」

で
あ
る
。

 
興
味
深

い
こ
と

に
、
幾

つ
か
の
論
書
か
ら
は
次

の
よ
う
な
考
え
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

鈴
ぢ
訂
①
b
①
は
機
根

の
鏡

い
者

(賢
者
)
を
封
象
と

す
る
教
説
法

で
あ
り
、

≦
ω
苗
鑓

は
鈍
根

の
、

し
た
が

っ
て
委
曲
を
蓋
く
し

て
読
明
し

て
や

っ
て
初
め

て
理
解

で
き
る
よ
う
な
者
た
ち

に
適
し

た
教
読
法

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
示
す
文
獄
と
し

て
は
、
た
と
え
ば

『
倶
舎
論
」
第

一
章
界
品

の
次

の

一
節

が
あ
る
。

玄
 
繹

「
根
亦
有
三
、
謂
利

・
中

・
鈍
。
樂
亦
三
種
、
謂
樂
略

・
中

・
廣
文
故
。
如
其
次
第
、
世
尊
爲
読
藍

・
庭

・
界
三
。
」
(大
正
二
九
、

10
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五
中
)

眞

諦
諜

「
根
亦

有

三
、
謂

利

・
中

・
鈍

。
樂

亦
有

三
、
謂

樂
略

・
中

・
廣
文

。
爲
此

三
人

次
第

説
三
、
謂

陰

・
入

・
界
」

(大
正
二
九
、

一
六

五
下
)

以
上

の
う

ち
、

「
樂
略

中
廣
文

故

」

に
封

鷹

す

る

サ

ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語

は
次

の
通

り

で
あ

る
。

 
 

の鋤
膏
厨

甘
貯
1
8
巴

置
冨

-
≦

。。
叶母
曾

ひq
轟

巨

ご
曾

罎

o
諄
く
碧

鼠
寒
ミ
ミ
§

暮

9
S
ミ
留
黛
黛・q
』
寒
ミ
ぎ

§

寒
。旨

H
・。
O
a
)

 
 

(
〔利
根

・
中
根

・
鈍
根

の
者
は
順
に
〕
要
約
さ
れ
た
文
章

・
中
程
度

〔の
長
さ
の
文
章
〕
・
委
曲
を
孟
く
し
た

〔文
章
〕
を
好
む
か
ら
。
)

教
読
を
聴
聞
す
る
衆
生

の
機
根

に
利
根

・
中
根

・
鈍
根

の
三
種
が
あ
り
、
頭

の
い
い
人
は
專
ら
短
い
簡
潔
な
教
え
を
好
む
と
す

る
考
え
方

で
あ

 
ホ
 

る
。

こ
の
立
場

に
立

つ
限
り
、
イ

ン
ド
人
の
理
想
は
專
ら
簡
潔
性

に
在
る
か

の
如
き
印
象
が
生
じ
る
が
、
し
か
し
實
際

に
は
必
ず
し
も
そ
う

で

は
な
い
。
む
し
ろ
イ
ン
ド
佛
教

に
は
略
本
を
求
め
る
傾
向
と
廣
本
を
好
む
傾
向

の
二

つ
が
常
に
併
存
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
實
際
、

『
二
萬
五
千
頒
般
若
纒
』
や

『十
萬
頒
般
若
纒
』
な
ど

の
よ
う
に
非
常
に
廣
汎

で
長
大

で
、
反
復

の
多
い
文
献
が
イ
ン
ド
で
敷
多
く
作
成
さ
れ
た

こ
と
は
周
知

の
通
り

で
あ
る
。
廣
本
を
求
め

る
傳
統

は
纒
典

の
所
謂

「
増
廣
」

の
歴
史
と
も
繋
が
る
。

四
、
簡
略
版
作
成

の
意
圖

 

で
は

一
方
、
中
國

で
は
如
何

で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
中
國

の
場
合
に
も
爾
方

の
立
場
が
あ

っ
た
と
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
が
、
但
し
イ

ン

ド
よ
り
も
中
國
の
方
が
纒
典
を
節
略
し
、
要
約
版
を
作
成
す

る
傾
向
が
顯
著

で
あ
る
こ
と
に
、
今
は
特

に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば

『
大

智
度
論
』
の
成
立
事
情
が
そ
の
好
例

で
あ
る
。
周
知

の
通
り
、
鳩
摩
羅
什
課

『
大
智
度
論
」
は

一
百
巻

の
大
著

で
あ
る
が
、
『
出

三
藏
記
集
」
巻

十

の

「大
智
繹
論
序
」
(信
叡
)
お
よ
び

「
大
智
論
記
」

に
よ
れ
ば
、
課
さ
れ
た
百
巻
本
す
ら
全
繹

で
は
な
く
、
原
本

の
三
分
の
二
が
削
除
さ
れ

11



報學方東

て
お
り
、
イ

ン
ド
の
原
典

の
様
子
を

そ
の
ま
ま
反
映
す
る
部
分
は
序
品

(即
ち
漢
課
の
初
巻
か
ら
一二
+
四
巻
ま
で
)
の
み
で
あ

っ
た
。
そ
れ
以
降

の
六

十
六
巻

は
原
文
を
大
幅

に
省
略
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
全
課
し
な
か

っ
た
理
由
を
僧
叡

「
大
智
繹
論
序
」
は

つ
ぎ
の
よ
う

に
言
う
。

「
胡
夏

既
乖

、

又
有
煩

簡
之

異
、

三

分
除

二
、

得
此

百
巻

」

(
イ
ン
ド
と
中
國
と
で
は

〔文
字
が
〕
異
な
り
、
更
に

〔文
章
表
現
が
〕
煩
多
で
あ
る
か
簡
潔
で
あ
る
か
と
い
う
相
違
が
あ
る
の
で
、
三
分
の
二
を
削
除
し
て
こ
の

百
巻
本
と
な

っ
た
。
大
正
五
五
、
七
五
上
)

又
、
次

の
よ

う

に
も
言

う
。

 
 

「
法
師

以
秦

人

好
簡
、

故
裁

而
略

之

」

 
 

(
〔鳩
摩
羅
什
〕
法
師
は
、
秦
人

(中
國
人
)
が
簡
潔
性
を
好
む
故
に
、
〔序
品
以
外
の
後
績
諸
品
に
つ
い
て
は
〕
削
除
し
て
簡
略
化
し
た
。
七
五
上
)

つ
ま
り
イ
ン
ド
で
は
委
曲
を
蓋
く
し
た
読
明

(煩
、
11
繁
、
11
廣
)
を
好
む
が
、
中
國

で
は
簡
潔
な
も

の

(簡
、
11
略
)
に
よ
り
大
き
な
償
値
を
與
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 り
 

る
た
め
に
、
中
國
的
嗜
好
に
適
合
す
る
よ
う
に
要
約
し
た
と
い
・2
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
大
智
度
論
」
が
中
國

で
編
輯
さ
れ
た
論
書

で
あ
る

こ
と
を
如
實

に
示
し
て
い
る
。
興
味
深

い
こ
と
に
、
編
纂
さ
れ
た
百
巻
本
す
ら
も
ま
だ
大
き
過
ぎ
た

の
で
、
盧
山

の
慧
遠

(三
三
四
～
四

]
六
)
は

更

に
簡
略
な
テ
キ

ス
ト
を
得

る
た
め

に

『
大
智
論
抄
』
二
十
巻
を
作
成
し
た

(『
出
三
藏
記
集
』
巻
十

・
慧
遠

「大
智
論
抄
序
」
)
。
慧
遠

は
專
ら
教
理
學

習
上

の
理
由
か
ら
要
黙
を
簡
潔
明
瞭

に
理
解

で
き
る
抄
本
を
必
要
と
し
た
。
『出
三
藏
記
集
』
巻
五

・
新
集
抄
纒
録

に

つ
ぎ

の
よ
う
に
あ
る
。

般

若
纏

問
論

集

 

一
一十

巻

〈即
大
智
論
抄
。
或
云
要
論
、
或
云
略
論
、
或
云
繹
論
〉。

右

一
部
、

凡

二
十

巻

、
鷹

山

沙

門
繹

慧
遠

以
論

文
繁

積
、

學
者

難
究

、
故
略

要

抄
出
。

(『般
若
経
問
論
集
』
二
十
巻

〈
即
ち

『
大
智
論
抄
』
で
あ
る
。
『要
論
』
と
も

『略
論
』
と
も

『繹
論
』
と
も
い
う
。〉
右

一
部
全
二
十
巻
は
、
盧
山
の
沙
門
、
繹

慧
遠
が
、
『大
智
度
論
」
の
文
章
が
饒
舌
で
詳
し
過
ぎ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
學
ぶ
者
が
理
解
し
難
い
の
で
、
簡
略
化
し
て

〔要
鮎
の
み
を
〕
抜
梓
し
た
。
大
正
五
五
、

三
八
上
)

12
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同
じ
内
容
は
慧
遠
自
身

の
序

「大
智
論
抄
序
」

に
、
よ
り
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
要
嵩

は
次

の
如
く

で
あ
る
。

「
…
…
而
文

藻
之

士
、
猶

以

爲
繁

、
威
田緊
於

博

、
牢

既
其

實
。
…

…
則
知
聖

人
依

方
設

訓
、
文

質
殊
艦

。

…
…
遠
於

是
簡
繁

理
臓

、
以
詳

其

中
、
令

質

文
有
髄

、
義

無

所

越
。

…
…
」

(…
…

〔鳩
摩
羅
什
法
師
は
原
本

を
三
分

の

一
に
要
約
し
て
百
巻
と
し
た
が
〕、
そ
れ
で
も

〔中
國
〕
の
文
學
的
教
養
を
も

つ
人
々
は
、
な
お
繁
多

で
あ
る
と
考
え
、

皆
が
内
容
の
廣
博
さ
に
妨
げ
ら
れ
、
そ
の
内
實
を
究
め
霊
く
す
人
は
少
な
か

っ
た
。
…
…
聖
人
が

〔教
え
を
設
け
る
場
合
に
は
〕
そ
の
地
域
地
域
に
鷹
じ
て
教
え

を
設
定
す
る
の
で
あ
り
、
読
き
方
に
文

(文
雅
)
と
質

(質
直
)
と
の
違
い
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
…
…

〔わ
た
く
し
〕
慧
遠
は
、
そ
こ
で
繁
雑
な
部
分
を
簡

潔
に
し
、
ご
た
ご
た
し
た
部
分
を
す

っ
き
り
さ
せ
て
、
中
庸
を
明
ら
か
に
し
、
文
章
表
現
に
質
と
文
の
そ
れ
ぞ
れ
を
備
え
さ
せ
、
正
し
い
意
味
を
失
う
こ
と
が
な

い
よ
う
に
し
た
。
…
…
大
正
五
五
、
七
六
中
、
木
村
英

一
編

『慧
遠
研
究
遺
文
篇
』、
創
文
耐
、

一
九
六
〇
年
、
四
三
八
-
九
頁
参
照
)

 
右

の
記
述

に
よ

っ
て
、
『
大
智
論
抄
』
は
、
當
時

の
人

々
が
理
解
し
易

い
テ
キ
ス
ト
の
作
成
を
編
輯
目
的
と
し
た
こ
と
が
到
る
。
な
お
、
以
上

に
み
た
諸
事
例

に
お

い
て
は
、
編
集

の
手
を
加
え
て
簡
略
化
す
る
封
象
が
既
存

の
翻
繹
文
献

で
あ
る
匙
が
肝
要

で
あ
る
。

そ
の
鮎
を
は
な
れ

て

一
般
的
に
い
え
ば
、
中
國

に
お
け
る
脛
典
受
容
史
、
注
繹
文
献
成
立
史
が
そ

の
全
膿

に
お
い
て
簡
略
化

の
方
向
を
志
向
し
た
わ
け

で
は
な
く
、

む
し
ろ
注
繹

の
歴
史
が
進
み
時
代
が
下
る
程

に
長
大
な
文
献
を
生
み
出
す
傾
向
を
有
し
て
い
た

こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

五
、
南
齊
時
代

の
抄
纏

に

つ
い

て

 
五
世
紀

の
南
朝
佛
教
史
を
傭
畷
す
る
と
、
と
り
わ
け
同
世
紀
末

の
南
齊

・
永
明
年
聞

(
四
八
三
～
四
九
三
)
に
、
纒
典

の
抄
出
と
佛
教
類
書

の
先

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

騙
と
も
言
う
べ
き
大
部

の
編
纂
が
盛

ん
に
行
な
わ
れ
た

こ
と
が
到
明
す
る
。

佛
典
の
翻
課
は
ま
ず
東
各
末
の
道
安

(一一二

二
～
三
八
五
)
頃
よ
り
盛
ん
に
な
り
、
後
秦

・
鳩
摩
羅
什

(三
五
〇
～
四
〇
九
頃
)
の
長
安
に
お
け
る

13
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劃
期
的
翻
繹
活
動

の
後
、
江
南

で
は
佛
駄
践
陀
羅

・
求
那
践
摩

・
僧
伽
践
摩

・
曇
摩
蜜
多

・
求
那
践
陀
羅
ら
の
翻
繹
が
次

々
に
績
い
た
。
し
か

し
華
々
し

い
繹
纏
も
元
嘉
年
聞

(
四
二
四
～
四
五
三
)
の
あ
る
時
期
以
降
は
勢

い
を
失

い
、
繹
纒
敷
は
急
激

に
減
少
し
た
。
興
味
深
い
こ
と

に
、
正

に
同
じ
時
期
に
、
繹
纒
活
動
 
 
 
新
情
報
の
生
成

-

に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
、
編
纂
活
動

-

既
存
情
報
の
整
理
消
化
 
 
 
が
始

ま
る
。
佛
書

の
編
纂
は
劉
宋

・
孝
武
帝

(位
四
五
三
～
四
六
四
)
と
明
帝

(位
四
六
五
～
四
七
二
)
の
時
代

に
既

に
あ
る
程
度
顯
在
化
し

て
い
た
が
、

と
り
わ
け
南
齊
時
代

に
瀟
子
良

(四
六
〇
～
四
九
四
)
に
よ

っ
て
陸
績
と
行
な
わ
れ
た

(『出
三
藏
記
集
』
巻
十
二

「齊
太
宰
寛
陵
文
宣
王
法
集
録
序
」)
。
ま

た
、
梵
唄
の
新
形
式
が
確
立
す
る
な
ど
し
て
、
佛
教
儀
禮

(齋
會
)
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
、
抄
纏
も
敷
多
く
作
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
事
象
は
、

私
見

に
よ
れ
ば
、
佛
教
を
眞
摯

に
實
践
し
よ
う
と
す
る
意
志

に
お

い
て

一
貫
す
る
。

南
齊

に
お
け
る
抄
纒

の
例
を
墾
げ
よ
う
。
ま
ず
、
南
朝
教
理
學

に
お
い
て
阿
毘
達
磨
と
し
て
重
視
さ
れ
た
鳩
摩
羅
什
繹

『
成
實
論
』
十
六
巻

の
要
約
版
が
作
成

さ
れ
た
こ
と
を

『
出
三
藏
記
集
」
巻
十

一

「
略
成
實
論
記
」
は

つ
ぎ
の
よ
う

に
言
う
。

「
故
郎

於
律

座

、
令

柔
次

等

諸

論
師

抄
比

『
成

實
』
、

簡
繁

存
要

、
略

爲
九

毬
、

使
辮

約

理
墾
、

易

以
研
尋

」
。

(か
く
し
て
出
家
者
が
列
席
す
る
場
に
お
い
て
、
〔寛
陵
王
瀟
子
良
は
〕
檜
柔
や
慧
次
ら
の
諸
論
師
に

『
成
實
論
』
〔の
要
嵩
〕
を
抜
粋
整
理
さ
せ
、
繁
雑
な
箇
所
を

簡
潔
に
し
て
肝
要
な
部
分
を
淺
し
、
九
巻
に
要
略
し
て
、
言
葉
が
簡
潔
で
理
論
が
明
解

に
な
る
よ
う
に
さ
せ
、
研
究
を
容
易
に
さ
せ
た
。
大
正
五
五
、
七
八
上
)

こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
南
齊
時
代

に

『
略
成
實
論
』
(『抄
成
實
論
』
と
も
構
す
る
)
を
編
纂
し
た
動
機

・
目
的
は
、
教
理

の
習
得
を
容
易
な

ら
し
め
る
こ
と
に
あ

っ
た
。

こ
の
性
格
は
慧
遠
撰

『
大
智
論
抄
』
と
同
じ
で
あ
る
。

 
薫
子
良
は

こ
れ
以
外
に
も
多
く

の
抄
纒
を
編
輯
し
た
。
『出
三
藏
記
集
』
巻
五

・
新
集
抄
纏
録
に
よ
れ
ば
、
薫
子
良

の
作
成
し
た
抄
脛
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
抄
華
嚴
纒
十

四
巻
、
抄
方
等
大
集
脛
十

二
巻
、
抄
菩
薩
地
纒
十

二
巻
、
抄
法
句
響
経
三
十
八
巻
、
抄
阿
差
末
纒
四
巻
、
抄
浮

度
三
昧
脛
四
毬
、
抄
摩
詞
摩
耶
纒
三
巻
、
抄
胎
纒
三
巻
、
抄
央
掘
魔
羅
脛

二
巻
、
抄
報
恩
纒
二
雀
、
抄
頭
陀
二
巻
、
抄
義
足
経

二
巻
、
抄
法
華

藥
王
品

一
巻
、
抄
維
摩
詰
所
説
佛
國
品

一
巻
、
抄
維
摩
詰
方
便
品

一
巻
、
抄
維
摩
詰
問
疾
品

一
巻
、
抄
安
般
守
意
纒

一
巻
、
抄
菩
薩
本
業
経

一

14
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巻
、
抄
菩
薩
本
業
願
行
品

一
巻
、
抄
四
諦
纏
要
敷

一
巻
、
抄
法
律
三
昧
脛

一
毬
、
抄
照
明
三
昧
不
思
議
事
経

一
巻
、
抄
諸
佛
要
集
纒

一
巻
、
抄

大
乗
方
等
要
慧
纏

一
巻
、
抄
普
賢
観
臓
悔
法

一
巻
、
抄
樂
理
路
荘
嚴
方
便
纒

一
巻
、
抄
未
曾
有
因
縁
経

一
巻
、
抄
阿
毘
曇
五
法
行
纒

一
巻
、
抄

諸
法
無
行
纒

一
巻
、
抄
無
爲
道
纒

一
巻
、
抄
分
別
纏

一
巻
、
抄
徳
光
太
子
纒

↓
巻
、
抄
魔
化
比
丘
纒

一
巻
、
抄
優
婆
塞
受
戒
品

一
巻
、
抄
優
婆
塞

受
戒
法

一
巻
、
抄
貧
女
爲
國
王
夫
人
纒

一
巻

(大
正
五
五
、
三
七
下
～
三
八
上
)。
以
上
は
い
ず
れ
も
現
存
せ
ず
、
ま
た
示
さ
れ
る
纒
典
名

の
中

に
も

今

日
で
は
實
態
が
全
く
不
明
な
経
典
も
存
在
す
る
が
、
薫
子
良
が
如
何
な
る
纏
典
を
重
硯
し
た
か
を
窺

い
知

る
た
め
の

一
つ
の
基
準
と
な
る
。

 
思
う
に
、
薫
子
良
に
は
佛
読
を
恣
意
的

に
加
工
す

る
意
識
は
全
く
無
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
慧
遠
も
瀟
子
良
も
共

に
、
纏
典
名
に
敢
え
て

「
抄
」

と
い
う
字
を
残
す

こ
と
に
よ

っ
て
、
原
本
と
抄
本

の
混
同
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
明
瞭

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
況

や
脛
典

の
儒
作
と
も

無
縁

で
あ

っ
た
。
薫
子
良

に
と

っ
て
は
、
自
ら
が
参
與
す
る
佛
教
儀
禮
に
お
い
て
、
限
ら
れ
た
時
間
内

に
護
調
す

べ
き
纒
典
を
豫
め
選
定
し
、

そ
の
必
要
十

分
な
箇
所
を
的
確

に
準
備
し

て
お
く
爲
に
、
抄
纒
作
成

は
必
須

の
作
業

で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
瀟
子
良

の
抄
纒

は
、

直
後

の
時
代

に
は
直
ぐ
に
批
到
の
封
象
と
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
『
出
三
藏
記
集
」
巻
五

・
檜
祐

「新
集
抄
纏
録
」
は
言
う
。

「抄

纒

者
、
蓋

撮
墾

義
要

也

。
昔

安
世
高

抄

出

『
修

行
」
爲

『大

道
地

経
』
、
良

以
廣
課

爲
難

、
故
省

文
略

読
。
及
支
謙

出
纒

亦
有

『
牽

抄
」
。

此

頭
約

寓
胡
本

、

非
断

割

成

纏
也
。

而

後
人
弗

思
、

騨
意

抄
撮

、
或
棋

散
衆

品

、
或
瓜

剖
正

文
。
既

使
聖

言
離

本
、
復

令

學
者

逐
末

。
寛

陵

文
宣

王
慧

見
明

深
、
亦

不
能

冤

。
…

…
」

(抄
纒
と
は
、
け
だ
し
文
義
の
要
黙
と
な
る
箇
所
を
選
ん
で
取
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
む
か
し
安
世
高
は

『修
行
纒
』
を
抜
粋
し
て

『大
道
地
纒
』
〔大
正
六
〇

七
番
〕
を
抄
繹
し
た
が
、
そ
れ
は
全
課
が
困
難
で
あ

っ
た
か
ら
、
文
章
を
省
略
し
て
簡
素
化
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
支
謙
の
繹
纒
に
も

『孚
纒
抄
』
〔大
正
七
九
〇

番
〕
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
イ
ン
ド
の
原
典
を
短
縮
し
て
窺
し
取

っ
た
の
で
あ
り
、
完
成
し
た
繧
典
を
断
割
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
後
人
は
深
く
考

え
ず
に
恣
意
的
に

一
部
を
切
り
取

っ
て
選
び
出
し
、
多
く
の
章
を
ば
ら
ば
ら
に
し
た
り
、
ま
た
纏
典
の
も
と
の
文
を
分
割
し
た
り
し
て
、
聖
人
の
言
説
の
本
源
を

分
か
ら
な
く
さ
せ
、
そ
の
上
、
學
習
者
た
ち
が
末
節
ば
か
り
に
拘
わ
る
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
。
寛
陵
文
宣
王
の
慧
眼
と
深
い
知
識
に
よ
っ
て
も

〔抄
脛
作
成
の
弊

15
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害
か
ら
〕
冤
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
…
…
大
正
五
五
、
三
七
下
)

佛
論
は

一
言

一
句
も
加
減
す

べ
か
ら
ず
と
い
う
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
薫
子
良

の
抄
纒
は
佛
説
に
混
齪
を
生
ず
る
原
因
と
し
て
批
剣
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
但
し
右

の
如
き
批
到
の
論
理

に
は
、
抄
脛
が
要
請
さ
れ
た
背
景
は
何

ら
考
慮
さ
れ

て
い
な
い
。
薫
子
良

の
抄
経
作
成
と
僧
祐

の
抄

脛
批
到
と
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別

の
思
惑
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
同
じ
土
俵

で
論
ず

べ
き
問
題

で
は
な
い
面

が
あ
る
の
で
あ
る
。

 
ま
た
上

の
引
用
か
ら
、
安
世
高
繹

『
大
道
地
纒
』

〔大
正
六
〇
七
番
〕
と
支
謙
課

『
李
脛
』

〔大
正
七
九
〇
番
〕
が
抄
纒
と
見
な
さ
れ
て
い
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 む
 

こ
と
も
明
ら
か

で
あ
る
。

こ
れ
以
外

に
も
抄
経
と
し
て
扱
う
べ
き
文
献

は
存
在
す
る
。
例
え
ば

『
出
三
藏
記
集
』
巻
四

・
僧
祐

「
新
集
績
撰
失

繹
雑
纒
録
」

に
は
、
「
○
○
纏

抄
×
×
纒
」
ま
た
は

「
0
0
纒

出
×
×
纏
」
と
い
う
形
式

で
記
録
さ
れ
る
纏
典
が
多

い
。
そ
こ
に
相
當
藪

の
抄
纒

が
含
ま
れ

て
い
た
可
能
性
は
高

い
。

16

結

語

 
本
稿

で
は
六
朝
時
代

の
纒
典
成
立
に
お
け
る
編
輯

の
問
題
を
、
翻
澤
と
疑
纒
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て
検
討
し
た
。
漢
繹
成
立
時
に
行
な
わ

れ
た
編
輯
と
し
て
は
、
原
典

の
文
言
の
省
略

・
削
除
、
繹
本

に
お
け
る
注
繹
的
文
言

の
加
筆

・
補
足
、
先
行
す
る
繹
本

の
文
章
表
現
の
轄
用
な

ど
が
あ
り
、
他
方
、
疑
経
も
ま
た
、
先
行
文
献

の
文
言

の
轄
用
と
深
く
關
わ
る
。
抄
纒
は
漢
繹
編
輯
纒
典

の

一
形
態

で
あ
る
。
本
稿

で
十
分

に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 の
 

検
討

で
き
な
か

っ
た
観
嵩
も
多

い
が
、
少
な
く
と
も
、
纒
典

の
編
輯
と

い
う
硯
黙
が
漢
課
佛
典
の
成
立
と
そ
の
中
國
的
攣
容

の
問
題
と
深
く
關

わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
示
し
得
た
か
と
思
う
。
経
典

の
編
輯
と
は
、
纒
典

の
基
本
内
容
を
攣
え
ず

に
、
中
國
人
に
と

っ
て
便
利

で
受
容
し
易

い

も

の
に
整
形
す
る
こ
と

で
あ

る
。
そ
れ
は
佛
教

の
實
践
活
動
と
結
び

つ
い
て
お
り
、
「
述
而
不
作
、
信
而
好
古
」
の
傳
統
と
も
矛
盾
し
な
い
。
編

輯

の
實
態
解
明
は
六
朝
佛
教
史
研
究

に
と

っ
て
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
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〔本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
十

一
月
、
北
京

・
人
民
大
學

に
て
、
「
佛
教

に
お
け
る
土
着
化

」

を

テ
ー

マ
と
し

て
開
催
さ
れ
た
第
二
回
中
日
佛
學
會
議

の
た
め

に
準

備
し
た
日
本
語
原
稿

に

一
部
加
筆
を
施
し
た
も

の
で
あ
る
。
〕

注(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

本
稿

で
は
疑
纏
と

い
う
語
を
、
狭
義

の
偽
纏

・
疑
纏

・
疑
偽
纏
を
絡
構

す
る
も
の

と
し

て
用

い
る
。
同
じ
も

の
を
中
國
撰
述
纏
典
と
呼
ぶ
先
行
研
究
も
あ
る
。
但

し

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
纏
録

に
お
け

る

「
撰
述
」
(中
國
撰
述
、
支
那
撰
述
、
此
方

撰

述
)

と
い
う
語

の
意
味

や
用
例
が
必
ず
し
も

一
貫
し
な
い
貼

に
も
注
意
が
必
要
で

あ

る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「
「
漢
課
」
と

「
中
國
撰
述
」

の
聞
 
 

漢

文

佛
典

に
特
有

な
形
態
を
め
ぐ

っ
て
」
、
「
佛
教
史
學
研
究
』
四
五
 

↓
、

二
〇

〇
二

年
、

二
四
～

二
五
頁
注

一
、
参
照
。

牧

田
諦
亮
氏

(『
疑
纏
研
究
』
、
京
都
大
學
人
文
科
學

研
究
所
、

一
九
七

六
年
、

四

〇
頁
以
下
)

は
、
疑
経
作
成

の
動
機

や
目
的
と
し

て
、
主
権
者

の
意

に
副
わ
ん
と

し

た
疑
纒

・
主
灌
者

の
施
政
を
批
判
し
た
疑
纒

・
中

國
傳
統

思
想
と

の
調
和

や
優

劣
を
考
慮
し
た
疑
脛
等

の
六
種
を
指
摘
す
る
。

塚
本

善
隆

「
中
國

の
在
家
佛
教
特

に
庶
民
佛
教

の

一
纒
典

 
 

提
謂
波
利
纒

の

歴
史
」
、
「
塚
本
善
隆
著
作
集
第
二
巻
、
北
朝
佛
敏
史
研
究

』、
東
京

、
大
東
出
版
杜
、

一
九
七

四
年
、
二
〇

四
頁
、
二

=
二
頁

〔原
載

「東
方

學
報
』
京
都

一
二
i

三
、

一
九

四
二
年
〕
。

原
文

「
今
先
遣
弟
子
三
聖
、
悉
是
菩
薩
、
善

権
示
現
。

摩
詞
迦
葉
、
彼
構
老
子
。

光
俘
童
子
、
彼
名
仲

尼
。
月
明
儒
童
、
彼
號
顔

淵
」
(牧

田
諦
亮

監

・
落
合
俊
典
編

「
七
寺
古
逸
纏
典
研
究
叢

書
第
二
巻
』
、
大
東

出
版
杜

、

一
九
九

六
年
、

=

二
頁

)。

な
お
本
纒
を
引
用
す
る
文
献

の
な
か

に
は
、
孔
子
を
儒
童
菩
薩

、
顔
淵

を
光
浮
菩

薩

に
封
鷹
さ
せ
る
な
ど
別
な
表

現
も
あ
る
。
前

掲
牧

田

『疑
纒

研
究
』

四
九
頁
。

前
田
繁
樹

「
『
清
浮
法
行
纒
』
と

『
老
子
化
胡
纒
』
」
、
『
七
寺
古

逸
纒
典

研
究
叢
書

第

二
巷
』
七
七

一
頁
。

前
掲
拙
稿
二
〇
～
二

一
頁
。
拙

稿

「
眞
諦

三
藏

の
著
作

の
特

徴
 
 

中
印
文
化
交

(
6
)

(
7
)

(
8
)

(
9
)

(
10
)

(
ユー

)

(
12
)

(
13
)

渉

の
例
と

し
て
」
、
『
關
西
大
學
東
西
學
術
研
究
所
紀

要
』
三
八
、
二
〇
〇
五
年
、

一
一
五
～

一
一
七
頁
。

木
村
宣
彰

「維
摩
詰
纏
と
毘
摩
羅
詰
脛
」
、
「
佛
教
學

セ
ミ
ナ
!
」

四
二
、

一
九

八

五
年
。

河
野
訓

「初

期
中
國
佛
教
の
佛
傳
を

め
ぐ
る
諸
問
題
 
 

 
『
修
行
本
起
纒
』
に
關

連

し
て
」
、
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
=
二
、

一
九

九

一
年

。

『
華
嚴
纒
』
十
地

品
と

『十
住
纏
』
を
比
較
す

る
と
、
「如
是
我
聞
」
以
下

の
表
現

、

初
地

以
下

の
各
地

の
呼
構
、
流
通
分

の
有
無
等
に
お

い
て
相
違

が
あ
る
が
、

纏
の

本
文

は
、

若
干

の
字

句
の
相
違
と
版
本
上

の
異
文

(く
ロ
ユ
p
巨

「$

α
汐
αq
ω)

を
除

き
、
殆
ど
同
文

で
あ

る
。

前
掲
拙
稿

「
「漢
課
」
と

「
中
國
撰
述
」

の
聞
」

一
〇
～

一
四
頁
。

卒
川
彰

『律
藏

の
研
究

1
』

(李
川
彰
著
作
集
第
九
巻
、
春
秋
杜
、

一
九
九
九
年
)

二
〇
八
～

二

一
六
頁
。

池

田
秀
淳

「
鳩
摩
羅
什
鐸
出

の
暉
経
典

と
鷹
山
慧
遠
」
、
『
大
正
大
學
學
報
』
二
六
、

一
九

三
七
年
Q

記
o
冥
一
ζ
霧
℃
霞
ρ

..ω
霞

一〇
α
舞
Φ
Φ
二
、碧

爵
窪

江
巳
ま

島
ロ
団
〇
二
貯

叶
ω①
コ
αq
旨
⇒

鴇
二
き

け魯

8

き

w..
G。
覧
く
巴
o
頴

く
一
(Φ
α
.)》
ミ

ミ
誌

8

織
ぎ
ミ
魯
ミ
的
ミ
食

℃
鉾
一ρ

一
㊤
一
Hも

P

昌
㊤
i
一
畠
噛
野
村
耀
昌

・
大
川
富
士
夫

「
付
法
藏
因
縁
傳
解
題
」
、

『
國

詳

一
切
経
、
史
傳
部

一
六
下
」
、

一
九
九
六
年
、

一
四

一
～

一
六
〇
頁
。

『
歴
代

三
寳
紀
』
巻
九

は

「
付
法
藏
傳
四
巻
」
(
大
正

四
九
、

八
五
上
)

と

「付
法

藏
因
縁
傳
六
巻
」
(
八
五
中
)
を
別
出
し
、
後
者

に

つ
い
て

「
宋
明
帝
世
、
西
域
沙

門
吉
迦
夜
、
魏
言
何
事
、
延
興
二
年

(四
七
二
)
、
爲
沙
門
統
繹
曇
曜
於
北
豪
重
課
、

劉
孝
標
筆
受
。
見
道
慧

『
宋
齊
録
』
」
と

い
う

(
八
五
中
)
。

マ
ス
ペ

ロ
は
こ
れ
を

論
篠

の

一
つ
と
し

て
、
現
存
本
は
六
世
紀

に
成
立
し
た
と
推
測

す
る
。

し
か

し
筆

者

は
こ
れ

に
疑
念
を
抱
か
ざ

る
を
得
な

い
。
と

い
う

の
は
、
『宋
齊
録
』
は

『
歴
代

三
寳
紀
』
巻

一
五

(大
正

四
九
、

一
二
七
下
)

で
費
長
房
未
見

の
目
録
と
し

て
一言

及

さ
れ
る
。
そ
う

で
あ
る
以
上
、
『宋
齊
録
』
の
記
述
は
孫
引

き
か
捏
造

か
の
何

れ

か

で
あ

り
、
十
全

の
信
愚
性

を
置
く

こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ

る
。
ま
た

「
重
罪
」
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報學方 
 
 
(
14
)

東

(
15
)

(
16
)

(
17
)

(
18
)

(
19
)

と

さ
れ

る
貼
も
不
審

で
あ

る
。
す

な
わ
ち
情
報

の
整
合
性

を
保
持

す
る
た
め
に
、

軍

に

「出

三
藏

記
集
』
巻

二

「宋

明
帝
時

、
西
域

三
藏
吉

迦
夜
、
於
北

國
、
以
儒

延
興

二
年
、
土
ハ檜

正
繹

曇
曜
課
出

、
劉
孝
標
筆
受
」
(大
正
五
五
、

=
二
中
)
を
焼

き
直
し

た
だ
け
で
あ
る
と
解
繹
す

る
こ
と
も
不

可
能

で
な
い
。

落
合
俊
典

「
二
種

の

『馬
鳴
菩
薩
傳
』
 

 

そ
の
成
立
と
流
傳
」
、
牧

田
諦
亮
監

・

落
合
俊
典
編

『
七
寺

古
逸
纒
典
研
究
叢
書
第
五
巻
』
、

大
東
出
版
杜
、

二
〇
〇

〇

年
。

内
藤
龍
雄

「大
方

便
佛
報

恩
纒

に

つ
い

て
」
、
『
印
度
學

佛
教
學

研
究
』

三
1
二
、

一
九

五
五
年
。
神

塚
淑

子

]
ハ
朝

階
唐
時

代
に
お
け
る

『法

句
讐

喩
纏
』
、
榎
本
文

雄

・
神
塚

淑
子

・
菅
野
博

史

・
末
木
文
美

士

・
引
田
弘
道

・
松

村
巧

『眞

理

の
偶

と
物
語

(
下
)
 
 

『法
句
讐

喩
纏
』

現
代
語
課
』
、
大
藏
出
版
、
二
〇
〇

一
年
、

二
八
九
～

二
九
〇
頁
。
前
掲
拙
稿

「
「
漢
課
」
と

「
中
國
撰

述
」

の
聞
」

一
八
頁
。

「略
」
と

「煩
」
を
封

照
的
概
念

と
す
る
匙

で
類

似

の
表
現
と
し

て
、
難

解

で
は
あ

る
が
次

の

一
節

も
参

照
。
陳

那
造

・
義

浄
諜

『
観
絡
相

論
頒
』

第

一
頗

「
諸
有
樂

略
者
、
彼

已
顯
方

隅
、
若
有
愛
煩
文
、
爲
彼
説
総
相
」
(大
正

三

一
、
八
八
七
下
～

八
八
八
上

)。

因

み
に
道
安

が

「摩
詞
鉢
若
波

羅
蜜
纒
抄

序
」

(『
出
三
藏
記
集
』
巻
八
)
に
お
け

る
五
失
本

三
不
易
論

の
第

二
失
本

を
述

べ
る
な
か

で

「
胡
纏
尚
質
、
秦

人
好
文

」

(大
正

五
五
、

五
二
中

)
と
言

う

の
も
比
較

参
照
。

拙
稿

『南
齊

・
寛
陵
文
宣

王
薫

子
良
撰

『
浮
住
子
』

の
課
注
作
成
を
中
心
と
す
る

中
國
六
朝
佛
教
史

の
基
礎

研
究
」
(科

學
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報

告
書
、
研
究

代
表
者

・
船
山
徹

)、
二
〇
〇
六
年
、
第
三
部
解
読
篇
第

一
章
第

四
節

「
南
齊
時
代

の
佛
書
編
纂

に

つ
い
て
」

(
二
六
九

～
二
七

三
頁
)
。

『
出

三
藏
記
集
』
巷

二

「
『
大
道
地
経
』
二
巻

安
公
云
、
『大
道
地
纒
』
者
、
『修
行
纒
』
抄
也
。

外
國
所
抄
」
(大

正
五
五
、
五
下
)
、
道
安

「
道
地
纏
序
」

(『
出
三
藏
記
集
』
雀
十
、

大
正
五
五
、
六
九
中
)
、
『
出

三
藏

記
集
』
巻
二

「
『
学
抄
纒
』

一
巻

今

『学
纒
』
暮

是
」
(
大
正
五
五
、
七
上
)
も
比
較
参
照
。

(
20
)

本

稿

で

は
鰯

れ

る

こ
と

が

で

き

な

か

っ
た

が
、

漢

繹

と
撰

述

の
中

聞

に
位

置

す

る

媒

介

形

態

の
文

鰍

と

し

て

は
、

漢

繹

編

輯

経

典

の
ほ

か

に
、

中

國

に

到
來

し

た
外

國
人

學

檜

に

よ

る
講

義

録

が

あ

る
。

こ
れ

に

つ
い

て
は

次

も

参

照

。

悶
ロ
言

冨

B
簿

↓
○
毎

甲
、該

窃

ρ
器

冨

α
B
σq
霧

↓
「き

の一帥
江
○
『

国
×
鋤
日
℃
一Φ
ω
o
h
O
け
ヨ

Φ
ωΦ

U
8

-

ε
目
①
。。
げ
団
ぎ

α
一き

○。
o
げ
o
一舘
1
ζ

8

冨

ヨ

臼

①
の
一等

∪
団
8

ω
二
①
ω
勺
Φ
ユ
o
負
、、』
の
旨

§

ご
き

き

賊ミ

の
ミ
智
の
お

■
一
-
卜。
"
い。
O
O
①
も

℃
.
。。
㊤
1
㎝
9

ま
た

、
漢

繹

編

輯

纒

曲
ハと

し

て
の
性
格

が
濃
厚

な
文
献
中

に
、

部
分
的

に
疑
纒

の
影
響

が
混
入
す
る
場
合

も

あ
る
。
こ
れ
に
關

す
る
事
例
研
究

と
し

て
は
次

の
拙
稿

を
参
照
。
「纒
典

の
偽
作

と

編
輯

 
 

 
『
遺
教
三
昧
経
』
と

『
舎
利
弗
問
纏
』
」
、
京

都
大

學
人
文
科

學
研
究
所

編

「
中
國
宗
教
文
献
研
究
』
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。
更

に
、
本
稿

で
全

く
考

察

で
き

な
か

っ
た
視
座
と

し

て
、
佛
典

の
北
傳

・
南
傳

ル
ー

ト
に
關

係
す

る
問

題
、

即
ち
、
内
陸

ア
ジ

ア
に
お
け
る
使
用
言

語
と
佛
典
成
立

の
問
題

と
、
扶
南
等

の
東
南

ア
ジ

ア
諸
地
域

に
お
け
る
佛
典

の
流
傳
状
況

の
問
題
が
あ
る
。

 

〔追
記
〕 

漢
文
纏
典

を
三
種
に
分
類
す
る
試
み

の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る

「
漢
課
」
と

「疑

纒
」
の
間

に
あ

る
第

三
の
媒
介
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
本
稿

で
は

「
漢
繹
編
輯
纒
典
」

と

い
う
語
を
用
い
た
が
、
筆
者

は

こ
れ
ま

で
の
論
考

に
お

い
て
、
同
じ
概
念

を
表

わ
す

も

の
と
し

て

「編
集

纒
典

」
あ
る

い
は

「
中
國
編
輯
纒
典
」
を
用

い
て
き
た

(編
輯

と

編
集

の
聞

に
は
特

に
差
違

は
想
定

し

て
い
な

い
)
。
今

回
新

た
に

「
漢
繹
編
輯
纒
典
」
と

い
う
表
現

に
攣
え
た
背
景

に
は
、

こ
の
カ

テ
ゴ
リ

ー
が
通
常

の
意
味

で
の

「
漢
澤
」

と

密

接
な
關
係

に
あ
る

こ
と
を
よ
り
明
確

に
し
た

い
と

い
う
考
え
が
あ
る
。
ま
た
以
前

に

一
度

、
あ
る
研
究
者

か
ら
、
筆
者

の
意
圖
と
は
裏
腹

に
、
筆
者

の
い
う
中

國
編
輯
纏
典

は
疑
纒

の
別
構

で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
た

こ
と
が
あ

っ
た

の
で
、
今
後
は
同
じ
誤
解

を
避

け
た

い
と

い
う
思

い
も
あ
る
。
三
種
分
類

の
基
準
そ

の
も

の
は
奮
稿
と
同
じ

で
あ
り
、

何
ら
攣
更
を
加
え

て
い
な
い
。
(
二
〇
〇
七
年
五
月
)
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The Sinification of Buddhism as Viewed from the

Translation and the Compilation of Scriptures 

       in the Six Dynasties Period

Toru FUNAYAMA

   This article is an investigation into the question of how sutras were translated, 

transformed and received in Chinese Buddhist society. This analysis is based on my 

theory of a threefold classification of Buddhist sutras in  China  : first, Chinese 

translation in the normal sense ; second, Chinese Buddhist apocrypha which contain 

component elements unique to Chinese  culture  ; and third, Chinese compilation of 

sutras which contain elements of the previous two categories. Examples of the first 

category include the omission of original words, the addition and interpolation of 

new elements such as exegetical comments, and the secondary usage (i. e., implicit 

citation or incorporation) of previously translated texts. Buddhist apocrypha is also 

closely connected to the compilation and the incorporation of other source materials. 

Making an abridged version out of one or multiple sutras is an example of Chinese 

compilation. Clarifying the actual conditions of these editorial activities contributes 

to our understanding of the sinification of Buddhism.
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