
G
s
d
f
g
e
d
g
r
e
s
d
f

に

つ

い
て

(
水

野

)

セ

三

七
。

G
w
f
e
s
f
e
s
d
f

に

つ
い
て

水

野

弘

元

一

昨
年
春
頃

J
s
f
e
e
e
f
 
s
e
f
a
に
よ

つ
て
出
版

さ
れ
た

T
e
s
f
 
s
e
f
w
s
 
e
f
s
f
eの
紹
介

批

評
を
依
頼
さ
れ
て
、
評
者

の
怠
慢

か
ら
、
今

日
ま

,

で
延

び
た
こ
と
を
す
ま
な
く
思

つ
て

い
る
。
本
書

は

俗
語
法
句
経
(
s
f
e
a
f
e
f
e
f
)
の
完
全

な
研
究
出
版

で
あ
る
。

周
知

の
よ
う
に
、
法
句
経
類

で
現
存
す

る
も

の
は
、

(一
)南
方
上
座
部

で
傳

え
て
い
る
パ
ー
リ
語
法
句
経
二

六
品
四
二
三
偶

(
漢
課
法
句
経

二
巻
中

の
圭
要
部
分

も

こ
の
法
句
経

の
系
統

に
厩

す

る
)
、
口
説

一
切
有

部

で
傳
え
て
い
る
ウ
ダ
ー
ナ
品

(
e
f
s
d
a
f
f
)、

こ
れ
は
梵
本

に
は
完
全
な
も

の
は
存
在

せ
ず
、
中
央

ア
ジ

ア
か
ら
獲
見
さ
れ
た
断
片
が
猫

・
英

・
佛
等

に

か
な
り
の
、程
度
存
在
す
る
が
、
漢
課

と
し

て
は
法
集

要
頒
経

四
巻
は
そ

の
全
課

で
あ
り
、
出
曜
経
三
十
巻

は
そ
の
註
繹
書
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
藏
…経

の
中
に
も
、

全
課

二
部
、
註
繹

一
部

が
存

在
す
る
。
全
髄

の
偶
数

は
梵

・
漢

・
藏

の
諸
本
何
れ
も

一
致
し
な

い
が
、
大

髄

三
三
品
九
五
〇
偶
内
外

か
ら
成

つ
て
い
る
。
 日
が

こ
こ
に
紹
介
す

る
俗
語

ガ

ン
ダ
ー
ラ
語

の
法
句
経

で

あ
る
。
以

上
三
種

の
他

に
、
梵
文
大
事
に
引
用
さ
れ

て
い
る
大
衆
部

の
法
句
経

と
か
、
漢
課
経
論
等
の
中

に
引
用

又
は
言
及

さ
れ
て

い
る
法
句
経

と
か
、

数
種

(1
)

の
も
の
が
あ

つ
た
ら
し
い
が
、
現
本

と
し

て
そ

の
大
.

部
分

が
残
存

し
て
い
る
の
は
右

の
三
種

で
あ
る
。

ま

た
漢
文

の
中

に
儒
作

の
法
句
経
が
あ
る
け

れ
ど
も
、

こ
れ
は
右

の
法
句
経
類
…と
は
性
質

を
全
く
異
に
し
た

(2
)

別
個

の

も

の
で

あ

る
。

と

こ

ろ

で
俗

語

の

法

旬
経

は
、

現

在

の
著

者

も

の

べ

て

い

る

よ
う

に
、

一
八

九

二

年

に

フ

ラ

ン

ス

の
探

険

族

行

者
s
f
e
s
a
f
a
f

と
s
f
a
f
e
e

が
中

央

ア

ジ

ア
の

K
ず
o
t鋤
n

か

ら

二

一
粁

隔

て

た

K
a
a
f
e
a
e
f

(
カ

ラ

カ

ー

シ

ュ
河

の
漢

谷

に

あ

る
)

地

方

で
、

土

民

か

ら

買

い
取

つ

た
も

の

で
あ

る
。

こ

こ

は
昔

の
s
f
a
f
e
a

(
牛

角

精

舎

)

の
遺

跡

の
地

で
、

法

句

経

の
爲

本

は

こ

の
寺

か

ら

出

に
と
傳

え

ら

れ

て

い

る
。

こ

の
爲

本

は

フ

ラ

ン

ス
に

込
ら

れ

た

が
、

恐

ら

く
同

じ
頃

に
、

こ
の

土
地

で
、

同
じ
爲

本

の
他

の
部

分

が
、

こ
の
・地
方

、

カ

シ

ュ
ガ

〃
に
お

け

る

厚
シ

ア
総

領

事
a
s
f
a
s
f
e

匹
よ

つ

て
得

ら

れ
、

露

都

ペ

テ

ロ
グ

ラ
ー

ド

に

迭

ら

孔
た
。

何

れ

も
樺

の
皮

に

カ

ロ
ー

シ

ュ
テ

ィ

ー
文

字

(
a
s
f
s
a
f
)

で

書

か

れ

た

も

の

で
あ

る

。

フ

ラ

ン

ス

の
爲

本

は
s
a
f
a
s
f

に

よ

つ

て
、

ロ

シ
ア

の
爲

本

は
a
s
f
a
s
f
e

に

よ

つ

て
、

別

個

に
研

究

さ
れ

、

そ
れ

が

偶

然

に

も

一
八

九

七

年

秋

の

パ
リ

で

の
第

十

一
同

國

際

東

洋
學

會

で
別

々
に
議

表

さ
れ

、

爾

者

が
同

一
作

品

の
部
分

で
あ

る

こ

と

が
始

め
て
知

ら

れ

た
。

翌

年
s
a
f
a
s
f
は

ロ
シ

ア

の
爲

本

の

一
部

分

の
爲

眞

の
提

供

を

も

受

け
、

そ

の
爾
…者

を

は
w
e
f
s
a
f
 
a
s
f
a
f
に

獲

表

し

た
。

か

く

て

こ

の
法

句

経

に

つ

い

て

の

一
慮

の

こ
と

は
到

明

す

る

に

至

つ
た
。

そ

の
後

、
a
s
f
a
f
 
e
f
s
a
f
 
s
e
f
s
d
f

B
a
s
f
a
 
a
s
f
e
a
s
f
 
a
s
f
e
f
a
s
f
e
 
の
多

く
の
學

者

が
、

そ

の
讃

み
方

に

つ
い

て
貴

重

な
研

究

を
獲

表

し
、

ま

た

ガ

ン
ダ

ー

ラ
地

方

の
俗

語

に

つ
い

て
も

、

右

の

人

々
の
他

に
s
a
f
e
 
s
a
f
e
a
f
等

に

よ

つ
て
研

究

が

な

さ

れ
、

そ
れ

ら

多

く

の
研

究

の
積

み

璽
ね

を
綜

合

改

善

し
、

現

存

す

る
本

経

爲

本

を

全
膿

的
に
網

羅
集

成

し

研

究
解

説

し

た

の
が
本

書

で
あ

る
.
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爲
本

の
解
…讃
に

つ
い
て
は
、
例
え
ば
断
片
が

の
第

三
、

第
四
偶
及
び
煙

の
第

(
ご
、
第

一
六
偶
に

つ
い

て
、
a
s
f
e
a
s
e

の
も

の
と
本
書

の
も

の
と

を

比
較

す

る
に

と

な

つ
て

い

る
。

こ

の
比

較

に

よ

つ
て

も
到

る

よ

う

に
、

全
髄

的

に

云

え

ば
、

爾

者

は

大

し

て

相

違
幽が

な

い
よ

う

で

あ

る

が
、

細

か

い
鮎

で
は

か

な

り

に

違

つ

て

い
る
。

こ

れ

は

一
九

世

紀

末

か

ら

今

日

ま

で

の
間

に
、

カ

ロ
ー

シ

ュ
テ

ィ
ー
文

字

の
讃

み

方

が

微

細

な

鮎

ま

で

正

確

に

な

つ
た

こ

と

を
意

味

す

る

も

の

で

あ

り
、

こ
れ

が
引

い
て

は

そ

の
言

語

の
昔

韻

や

語

法

の

研

究

に

お

い

て
、

大

き

な
進

展

が
な

さ

れ

た

こ

と

を

意

味

し

て

い

る
。

恐
ら
く
最
初
は
右

の
諸

偶
に
相
當
す
る

パ
ー
リ
文

や
梵
文

を
参
照

し
、

そ
れ
か
ら
推

し
て
不
明

な
文
字

を
讃

解
し
た
も
の
と
思

わ
れ
ゐ
。

そ
れ
が
、

こ
の
文

字

で
記
載
さ
れ
た
他
の
資
料

が
い
ろ
い
ろ
議

見
さ
れ
、

そ
れ
ら
が
比
較
研
究

さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
次
第

に
正
確
な
讃
み
方
が
到

る
と
共
に
、

ガ

ン
ダ
ー
ラ
語

と
い
う
今
ま

で
未
知

で
あ

つ
た
俗
語

の
音
韻
や
語
法

等

の
言

語
學
的
知
識
も
明
ら
か
と
な
り
、

爾

々
相
侯

っ
て
、
今

日
の
よ
う
な
確
定
的
な
結
果
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
な

つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ガ
ー

ン
ダ
ー
リ
ー

(
s
f
e
a
a
a
f
e

ガ

ン
ダ

ー
ラ
語
)

と

い
う
名
構

は
a
f
a
s
e
f
 
a
s
e
f
a
s

に
よ

つ
て
始

め
て

(3
)

使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

つ
て
、

こ
の
言
語

で
書

か
れ

た
も

の
と
し
て
は
、
古

く
は
ア

シ
ョ
ー
カ
王
法
勅
文

の
中

で
、
西
北
印
度
の
w
s
e
f
s
f

や

M
a
n
-

sa

r

に
あ
る
カ

ロ
ー

シ

ュ
テ
ィ
ー
文
字

に
よ
る
勅

文

が
そ
れ
で
あ
り
、

次

い
で
西
紀
前

一
ー
後

二
世
紀

頃

の
も
の
と
し
て
、
西
北
印
度
獲
見

の
ヵ
ロ
ー
シ

ュ

テ
ィ
ー
文
字

の
刻
文
や
貨
幣

の
文
、
更

に
は
三
世
紀

頃

の

Z
iy
a
そ

の
他

の
中
央

ア
ジ
ア
か
ら
獲
見

さ
れ

た
同
文
字

の
丈
書

が
そ
れ
で
あ

る
。

こ
の
言
語

は
右

の
諸
資

料

の
間

で
も
、
地
域
的
年
代
的

に
多
少

の
異

同
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
因

み
に
最

近
著

者
は
洛
陽

か

ら
二
、

三
十
年
前
に
獲

見
さ
れ
た
寺
の
井
桁

の
石
に

彫
刻

さ
れ
た
同
文
字

の
断
片
を
研
究
し
、
右

の
諸
資

G
a
s
d
f
s
f
e

に
つ
い
て

(
水

野
)

三
左
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G
a
s
f
f
e
e
a
f
f
e
s
a
に
つ
い
て

(
水

野
)

三
七
二

料

と
の
比
較
に
よ

つ
て
、

こ
れ
を
後
漢
末
頃
に
刻

さ

(
4
)

れ
た
ガ
ソ
ダ
ー
ラ
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

佛

敏
聖
典
と
し
て
は
、

ガ
ン
ダ
ー
ラ
語

で
書
か
れ

た
も

の
は
、

こ
の
俗
語
法

句
経

だ
け
し
か
現
存
し

て

い
な

い
が
、
曾

つ
て
は

こ
の
語

で
書

か
れ
た
佛
典

が

数
多
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
ど
想
像
さ
れ
、

そ
れ
ら

の
聖
典
が
漢
課
さ
れ

て
、

現
に
漢

課
藏
経
中

に
含

ま

れ

て
い
る
で
あ
ろ
う

と
さ
れ
る
。

著
者
は
a
s
f
s
a
f
a

島

等

の
研
究

を
参
照

し

て
、

漢

繹

藏
経

中

で
、

法

藏

部

所

囑

と

さ

れ

る
長

阿

含

経

に

は
、

ガ

ン
ダ

ー

ラ
語

の
特

徴

が

見

出

さ

れ

る

と

し

て

い
.
る
。
例
え
ば
を
阿
由
陀
(
s
a
f
a
s
f
)

と
音

課

し

て

い
る

の

は

そ

れ

で
あ

る

。

特

に

長

阿

含

大

會

経

に

は
音
課

語

が
多

く

、

パ

ー

リ

の
a
s
f
e
を

v
a
a
s
と

し
、

v
a
irO

n
鋤

を

く
s
f
s
a
f

と
す

る

例

は

他

語

に
も

見

出

さ

れ

る

が
、

そ

の
原

音

が

v

-

m

a
c
itm

s

c
itr
i)
a
b
r
a
m
i
(
a
b
r

t)

で
あ

つ

た

と
見

ら

れ

る

よ
う

な

も

の
は
、

確

か

に

ガ

ン
ダ

ー

ラ

語

的

で
あ

る
。副
ま

た

梵
.

巴

の

原
語

で

は

t

a

d
や

山
げ

の
音

で
あ

る

の

に
、

こ

れ

に

封

し

て

す

べ

て

「
陀

」

の
課
語

が
當

て

ら

れ

て

い
る

場

合

が

三

五

例

も

あ

る

が
、

こ

れ
も

原

本

が

ガ

ン
ダ

ー

ラ
語

で

あ

つ

た
。こ
と
を

思

わ

せ

る
も

の

で
あ

る
。

そ

の
他
、

音
繹

語
か
ら
s
d
f
(
s
a
f
d
s
a
f
)
a
c

(
a
s
d
f
s
a
f
 
s
a
f
(
s
f
s
a
f
 
s
a
f
e
f
a
s
f

a
a
d
r
(
s
a
f
s
f
)
と
か
、
s
f
s
e

m
a
s
f
a
s
 
s
a
e
f
a
s
f

と

か

の
語

が

推

定

さ

れ

る
場

合

も

ガ

ン
ダ

ー

ラ
語

的

で

あ

る
。

し

か

し

例

え

ば
俗

語

法

句

経

で

は
s
f
a
s
f

で

あ

る

の

に
、

大

會
経

で

は
s
a
f
a
s
f
eと
推

定

さ

れ

る

の
は
、

爾

者

で
異

つ

て

い
る
。

長

阿
含

の
音

課

語

を

詳

細

に

研

究

す

れ

ば
、

そ

の
他

に

も

こ

の

よ
う

な

例

は
少

く

な

い

で
あ

ろ
う

。

評

者

が

氣

付

い

た

も

の

に

「
周

那

」

が

あ

る

が
、

こ

れ
も

パ

ー

リ
語

の

O
q
n

a

で

は
な

く

、

ガ

ン
ダ

ー

ラ
語

の

c

n
a
を

課

し

た

も

の

で

あ

ろ
う

。

實

際

に
お

い

て
、

長

阿
含

に
限

ら

ず
、

古

繹

や
蕾

課

時

代

の
経

や
律

の
中

に

は
、

ガ

ン
ダ

ー

ラ

語

的

な

音
課

語

を
も

つ

た
も

の
が
多

い
か

も

知

れ

な

い
。

こ

の
鮎

は
今

後

詳

し
く

研

究

が

進

め

ら

る

べ

き

で
あ

る
。

さ

て
法

藏
部

所
薦

の
長

阿

含

経

に

ガ

ン
ダ

ー

ラ
語

的

な

も

の
が
多

く

見
出

さ

れ

る
所

か
ら

、

著

者

は

こ

の
俗

語

法

句

経

は

法
藏

部

所
囑

で

は

な

い

か

と
推

測

し

て

い

る
。

こ

の
黙

は

な

お
法

藏

部

の

四
分

律

と
も

比

較

し
、

一
暦

そ

の
確
實

性

を
深

め

る
必

要

が

あ

る
。

1

こ
れ
ら
の
法
.句
経
類
に
關
し
て
は
本
書
に
も

一
慮
燭
れ
ら
れ

て
い
る
が
、
詳
し
く
は
拙
稿

「
ウ
ダ
ー
ナ
と
法
句
」(駒
澤
大
學

學
報
復
刊
第
三
号
、
昭
和
二
八
・
三
月
)
参
照
。

2

儒
作
法
句
経
に
つ
い
て
は
、拙
稿

「儒
作
法
句
経
に
つ
い
て
」

(駒
澤
大
學
研
究
紀
要

一
九
、
昭
和
三
六

・
三
月
)
参
照
。

3
O
)
曾

つ
て
こ
の
刻
文
は

ヘ
ブ
ラ
イ
語

の
も

の
で
あ

る
と
せ
ら

れ
て

い
、た
が
、
著
者

は
こ
の
論
文

に
よ
つ
て
、

そ
の
出
鱈

目
で

あ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
。

二

著
者
に
よ

れ
ば
、

こ
の
法
句
経

が
書

か
れ
て
い
る

カ
ロ
ー
シ

ュ
テ
ィ
ー
文
字

は
、

そ
の
書
盤

か
ら
見

て

西
紀
後

一
-

二
世
紀

頃
に
比
定

さ
れ
、
現
在

の
所

で

は
二
世
紀

の
も

の
と
さ
れ
て

い
る
。

そ
れ
は
西
北
印

度

か
ら
獲
見

さ

れ

て

い
る

二

世

紀

頃

の

K

r
a
n

c
a
sk

t
や
,
W

a
r
a
k

v
a

の
書

髄
に
類
似
す
る

か
ら
で
あ
る
。

本
書

が
俗
語
法
句
経

に
つ
い
て
、
從
來

の
諸
研
究

よ
り
も
大

い
に
改
善
さ

れ
て
い
る
貼
は
、
右
に
見
た

よ
う
に
カ

ロ
ー
シ

ュ
テ
ィ
ー
文
字
を
正
確

に
讃
解
し
、

年
代
を
定
め
た
り
、
本
経

の
ガ

ン
ダ

ー
ラ
語

に
つ
い

て
詳
し

い
研
究
を
し
た
り
し
た
ご
と
に
あ
る
が
、
更

に
本
経

の
内
容
な
り
組

織
な
り
偶
数

な
り
に

つ
い
て
、

全
髄
的
立
場
か
ら
考

察
し
て

い
る
貼

も
、
從
來

見
ら

れ
な

か
つ
た
す
ぐ
れ
た
新
し

い
研
究
で
あ
る
。

ま
ず

フ
ラ
ン
ス
と

ロ
シ
ア
に
保
存

さ
れ
て

い
る
爲
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本

断
片

の
整

理

に

つ

い
て

で
あ

る

が
、

フ

ラ

ン

ス

の

断

片

は
恕
ー

餅

、

B
、

C
、

そ

の
他

の
小

灼

か

ら

成

り
、

ロ

シ

ア
の
断

片

は

M
、

N
、

O

か

ら

成

つ

て

い

る
。

ロ

シ
ア

の
断

片

で
從
來

獲

表

さ

れ

て

い
る

の

は

O

だ
け

で
、

M
、

N

は
本

書

に

よ

つ
て
始

め

て
獲

表

さ

れ
た

も

の

で
あ

る
。

ま

た

フ

ラ

ン

ス
の
断

片

の
中

に

も

S

n

r
t
に

よ

つ
て
獲

表

洩

れ

の
埣

片

が
本

書

に

は
牧

め
ら

れ

て

い

る
。

断

片

の
中

に

は
、

経

文

が

樺

皮

の
片

面

だ

け

に
書

か

れ

た
も

の

と
爾

面

に
書

か

れ

た
も

の
と

が

あ

る
。

C

と
N

は

雨

面

書

き

で
、

そ

の
他

は
片

面

の
も

の

で
あ

る

。

こ
れ

ら

の
断

片

の
配

列

順

序

等

に

つ
い

て

は
、

從

來

殆

ん

ど
知

ら

れ
な

か

つ

た
が

、
著
者

は
断

片

N

の
表

に

あ

る

双

要

品

(
y
a
-

m
a
k
a
)

の
最

後

に

あ

る
撮

頽

(
q
d
d

n
a
)

(1)

婆

羅
門

と
(2)

比

丘
、

(3)

渇
愛

と

(4)

悪

、

(5)

阿
羅

漢

と
(6)

道

と
、

(7)

不
放

逸

な

る

も

の

と
、

(8)

心

と
(9)

愚

と
、

ま

た

(10)
老

と
、

(11)
樂

と

(
1
2
)

,
長

老

と
(
1
3
)

双
要

と

で

十

三

で

あ

る
。

に

よ

つ
て
、

婆

羅

門

品

以

下

双
要

品

ま

で

の
十

三

品

が

そ

の
順

序

の
如

く

連

な

つ
て

い
る

こ

と

が

到

り
、

こ

れ

に
從

つ

て
爲

本

を
配

列

し

た
。

そ
れ
は
断
片

O
か
ら
始

ま
り
、
M
か
ら
B

へ
繋
が

る

こ
と
が
知
ら
れ
、

M
と
B
は
そ
の
申
間

が
左
右
牛

分
宛
に
裂

け
て
い
る
。
以

上
三

つ
の
断
片
に
最
初

の

婆

羅
門
品

五
。
偶
、

比
丘
品
四
。
偶
が
牧
め
ら
れ

て

い
る
。
各
品

の
偶
数

に
つ

い
て
は
、

そ

の
品

の
最
後

に

一
々
明
記

さ
れ
て
い
る
か
ら
、

そ

の
部
分
が
残

つ

て

い
る
限

り
、
偶
数

は
明
瞭

で
あ
る
。

次

に
 日
渇
愛
品
、
四
悪
品
、
(
5
)
阿
羅
漢
品

の
部
分

は
鉄

け
て
存
在

し
な

い
。

こ
の
不
明

の
部
分
を
断
片

る

X
と
す

る
。
次
が
断
片

A
に
移
る
が
、

こ
れ
は
A
、

A3
、
湖
、
配

の
順
序

に
置
く

べ
き

で
あ
り
、

そ

こ
に

因
道
品
、
旧
不
放
逸
品
が
あ
る
。

道
品
は
最
初

の

一

七
偶

は
X
の
部
分

に
含
ま

れ
て
い
て
、

今
は
第

一
八

偶

か
ら
始
ま

つ
て
い
る
。
配

の
後
方
に
は
、

極
め
て

不
完
全
な
部
分

が
あ

つ
て
、

こ
こ
に
は
囚
心
品

の

一

部

が
断
片
的

に
面
影
を
残

し
て
い
る
。

こ
の
心
品

の

大
部
分

と
㈲
愚
品

の
全
部
、
同
老
品

の
最
初

の
部
分

は
失

わ
れ
て
い
る
。

こ
の
部
分

は
失
わ
れ
た
断

片
Y

に
存
在

し
た
に
相
違
な

い
。
要
す

る
に
断
片
X
、

Y

は
佛
、
露

の
何

れ
に
も
將
來

さ
れ
る
こ
と
な
く
、

今

日
で
は
全
く
失

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次

に
断
片

C
に
移

る
が
、

こ
こ
に
は
爾
面
に
法
句

経

が
爲

さ
れ
て
い
る
。

そ
の
表
面

に
は
同
老
品

の
大

部
分

(
最
初

の
部
分

は
Y
に
含

ま

れ

て

い
る
)
、
〔
門

樂
品

の
全
部
が
含

ま
れ
、

次
い
で
断
片
N
が

こ
れ
に

績
く

こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
も
爾
面

の
書
爲
が
あ
り
、

表

に
は
日
長
老
品
、
日

双
要

品
及

び
恐
ら
く
 同
に
當

る
賢
折
口
品
が
全
部
含
ま
れ
て
い
る
。
前
述

の
よ
う
に
、

双
要
品
ま
で
が
法
句
経

の
前
傘

で
あ

ろ
う
と
考

え
ら

れ
、

以
下
が
後
牛

に
及
ぶ
ら
し
い
。
後
牛

の
品
数
、

晶
名
等
は
、

そ

の
最
後

の
撮
頗

の
部
分
が
存
在

し
な

い
た
め
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
今

ま
で
配
列

し
た
O
、

M
、

B
、

X
、

A
、

Y
、

C
、

N
で
断
片
は
全
部

で

あ
る
か
ら
、

今
ま
で
の
も
の
を
裏
面

へ
辿

つ
て
行
け

ば
、

そ
の
順
序

に
法
句
経
が
績

い
て
い
る
筈

で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、

N
の
表
面

が
園
賢
哲
品

で
終
り
、

N

の
裏
面
は
薗
多

聞
品
、
(
1
6
)

雑
品
、
(
1
7
)

念
品

と
績
き
、

そ
れ
か
ら
C

の
裏
面
に
移

つ
て
、
(
1
8
)

華
品
、
(
1
9
)

千
品
、

(二
)戒
品
、
(
1
2
)

所
作
品
、
(
1
3
)

象
品
又

は
馬
品
に
及

ん
で

い
る
。

こ
の
最
後

の
品
は
最
初

の
二
偶

の
断
片

だ
け

し
か
残
存

せ
ず
、

そ
の
後

は
失

わ
れ
た
断
片
Y

の
裏

面
に
あ

つ
た
ら
し
く
、

こ
の
部
分

に
法
句
経

の
最
後

の
部
分
が
全
部
含
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ

れ
が
…幾

品
、

幾
偶

で
あ

つ
た
か
は
全

く
知

り
よ
う
が
な

い
。

と
に
か
く
上
述

の
通
り
、
不
完
全

で
も
、

そ

の
品

の

偶
が
多

少
で
も
残
存

し
て
い
る
品

は

一
九
品

で
、

そ

の
他
は
全
く
存
在

し
な

い
。

以
上

の
法
句
経

の
位
置
や
順
序
を
比
定
し
始
め
た

の
は
s
d
f
f

及
び
s
f
a
s
f

ら
し
く
、
そ
れ

を
う
け
て
著

者
が

尊
れ
を
完
成

さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。

O
s
a
f
a
s
f
s
e
f

に

つ
い
て

(
水

野
)

三
七
三
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G
a
s
f
a
 
a
s
f
a
s
e
f
に

つ
い
て

(
水

野
)

三
七
四

こ
の
爲
本
は
長
さ
二
〇
糎
前
後
、
幅

四
ー
五
糎

の

樺
皮

を
横
に
並
べ
て
爾
端

で
綴

じ
、

元
來

は

一
枚
の

長
い
帯
状

の
も
の
で
約

五
米

あ

つ
た
ら
し
い
と
推

定

さ
れ
る
。
こ
の
五
米

が
前
述

の
よ
う
な
順
序

で
配

列

さ
れ
、
先
ず
そ
の
表

面
に
上
方

O
の
部
分

か
ら
書

い

て
下
方
に
及

び
、
最
後

の
N
ま
で
で
第

一
四
品
を
終

り
、
そ
れ
か
ら
裏

に
移

つ
て
、
裏
面

は
全
長

の
孚

分

以
下

で
法
句
経
が
終

つ
て
い
た
も

の
ら
し

い
。
各

品

の
偶
数
は
前
孚
が
多

か
つ
た
ら
し
く
、
前
牟

で
も
初

め

の
方
が
最
も
多
く
、
次
第

に
減

じ
て
、
後
牛
の
諸

品
で
は
二
〇
偶
以
上

の
も

の
は
な

か
つ
た
ら
し
い
。

今

そ
の
品
名
と
、

そ

の
品

の
偶
数

の
確

定
し
て
い

る
も
の
を
表
示
す
れ
ば
次

の
如
く
,で
あ
る
。

4
.
s
f
d
f
e(
s
d
f
)

(
餅

聾

)

5
.
A
a

a
n
t
(
a
ra

a
)

(
餅

薄

)

8.
s
d
f
e

(
c
it
a
)

9
.
s
f
e
f

(
b
a

q
)

}
曜

こ

く

(
5
O
)

2
3
-

2
6

(
餅

薄

)

の
も

の

で
あ

つ

た

ろ
う

と

し

て

い

る
。

從

つ
て
現

存

三

五

。

偶

程

は
全

髄

の
八

分

の
五

に

當

り
、

約

八

分

の
三

が

X

、

Y

の
中

に
あ

つ

て
、

失

わ

れ

て

い

る

と

さ

れ

る
。

1
a
s
f
a
s
f

は
全
髄
で
は
七
五
〇
偶
程
で
あ
つ
.た
ろ
う

と
し

(
a
s
f
a
s
f

)、
s
f
a
s
f
e

は
六
〇
〇

偶
に
近
か
つ
た
ろ
う
と
し
て
い
る
a
a
s
f
a
s
e
f
 
s
f
a
s
f
.

m
a
s
f
a
s
e
f
 
a
s
e
f
a
s
f

)。

三

以
上
が
著

者
に
よ

つ
て
本
書

の
序
論

の
中

で
論

ぜ

ら
れ

て
い
る
所

の
概
略
で
あ
る
が
、
本
書

の
構
造
内

容

を
簡
軍
に
紹
介
す
る
と
、
本
書

は
目
次

に
次

い
で

詳

細
な
参
考
文
獄
表
、

略
字
表

を
掲

げ
、
關
係
文
獄

は
分
類
し

て
網
羅
さ
れ

て
い
る
か
ら
極
め

て
便
利

で

あ
る
。
攻

の
轍
し
が
き
に
次

い
で
、

一
一
八
頁

に
及

ぶ
詳

し
い
序
論

が
あ
る
。
序
論

は
第

一
部

と
第

二
部

に
分

れ
、
第

一
部
で
は
、
9
俗
語
法
句
経

の
獲
見

と

こ
れ
に
關

す
る
研
究
獲
表

や
出
版

の
情
況
、
 口
現
存

部
分

と
そ
の
…整
理
に

つ
い
て
、
日

パ
-
リ
法
句
経
、

ウ
ダ

ナ
品
と
俗
語
法
句
経

と
の
關
係

一
般
論
、
四

右

以
外

の
法
句
経

テ
キ

ス
ト
に

つ
い
て
。

こ
こ
で
は

大
事
引
用

の
法

句
経
、
漢
繹
法
句
経
類

の
四
種
、
法

救

と
ウ
,ダ
ー

ナ
品
、
俗
語

法
句

経

の
冒

頭

に

あ

る

望

a

a
-v

m

a
(

d
a

a
-v

m

a
n
)

の
名

は

ウ

ダ
ー
ナ
品

に
お
け
る
法
救

(
D

m

a

ta
)

の
如

く
、

そ
の
撰
集

者
を
意
味
す

る
も

の
で
は
な
く
、

軍

に
本
書

の
筆

者
又
は
所
有
者

に
す

き
な

い
で
あ
ろ
う

こ
と
を
論
ず

る
。
国

ガ
ン
ダ

ー
ラ
語
法
句
経

の
部
派

所
屡

に
關

し
て
。

こ
こ
で
は
本
経
が
根
本

読

一
切
有

部
所
囑

で
は
な
く
-

有
部
毘
奈
耶
雑
事

の
中

に
、

語

法

の
誤

つ
た
法
句
偶
を
指
摘

し
て
い
る
が
、

こ
れ
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著
者

は
、

パ
ー
リ
法

句
経
の
よ
う
に
二
六
品
で
は
な

く
(
或

は
二
七
品

叉
は
二
八
品

ま
で
あ

つ
た
か
も
知

れ
な

い
と
も
云

つ
て
い
る
。
要
す

る
に
爲
本
の
樺
皮

の
長
さ

と
、
品
中

の
偶
数

と
、
ま
た

パ
ー
リ
法
句
経

の
品
中

の
偶

と
俗
語
法
句
経

の
現
存
部
分

の
相
鷹
品

申

の
偶

の

一
致
相
慮
す

る
も

の
の
数

の
比
例
等

か
ら

推

し
て
、
俗
語
法
句
経

は
全
髄

で
は
五
四
〇
偶
内
外



は
本
経
に
類

す
る
俗
語
的

の
も

の
で
、
有
部

は
こ
の

俗
語
的
法
句
経
を
他
派

の
も
の
と
し
て
紹
介

し
て
い

る
か
ら

、
法
藏
部

か
飲
光
部

あ
た
り
の
も

の
か

も
知
れ
な
い
と
す
る
。
因

ガ

ン
ダ
ー
ラ
語
に

つ
い
て
。

そ

の
言
語

の
存
在
、

及
び
前
述

の
如
く
、
漢
課
長
阿

含

に
お
け
る
ガ

ン
ダ
ー

ラ
語
的
要
素
を
指
摘
し
、

こ

の
法
旬
経

が
長
阿
含
と
同
じ
く
法
藏
部
所
囑

で
あ
ろ

う
と
推
論
す
る
。

以
上
で
序
論
第
一
部
を
終
り
、
第
二
部
で
は
(
1
)
-

G
s
f
で
は
本
爲
本
に
お
け
る
カ
ロ
ー
シ

ュ
テ
ィ
ー
文
字

の
爲
字
法
に

つ
い
て
、
全
膿
的
立
場
か
ら
詳
論
が
な

さ
れ
、
(
1
3
)

-
(
1
2
)

で
は
、
本
経

の
音
韻
論
、

語
形
論

等

の
言
語
的
文
法
的
問
題

が
取
扱
わ
れ

て
い
る
。

こ
の

第
二
部

の
部
分
は
極

め
て
專
門
的

の
も

の
で
あ
る
か

ら
、
今
は
そ
の
紹
介
を
略
す

る
こ
と
に
し
た

い
。

序
論

の
後

に
法
句
経
本
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
前
述

の
…整
理
さ
れ
た
順
序
に
從

つ
て
、

一

々
の
偶
を

ロ
ー
マ
字
化
し

て
、
五
七
頁

に
亙

つ
て
示

し
て
い
る
。

そ
の
各
頁

で
、
左
牛
に
は
俗
語
法
句
経

の
本

文
が
あ

る
。

そ

こ
に
は
現
存
経
を
順
次

に
通

し

番
號

で
示

し
、
ま
た
各
偶

の
終
に
は
、

そ
の
品

の
偶

番
號

と
佛

・
露
爲
本

の
断
片
に
よ
る
番
號

と
を
掲

げ

て
、

そ
の
所
厩
を
明
示
し

て
い
る
。
各
頁

の
右
牛

に

は
、
左
方

の
偶
に
相
當
す
る
巴

・
梵

の
偶

を
掲

げ
て

い
る
。
も
し

パ
ー
リ
法
句
経
に
相
當
偶

が
あ
れ
ば
、

パ
ー
リ
法
句
経

の
通
し
番
號

の
下

に
そ
の
偶

を
掲
出

し
、

ウ
ダ
ー
ナ
品
に
も
相
當
偶

が
あ

る
場
合

に
は
、

右
下

に
そ
の
品
数
、

偶
数

を
番
號

で
示

し
て
い
る
。

こ
の
場
合
も

ウ
ダ

ー
ナ
品
の
チ
ベ

ッ
ト
本
(
T
)
、

そ

の
英
繹
(
R
)
の
偶
番

號
が
梵
本

の
も

の
と
違

つ
て
い

る
時

に
は
こ
れ
も
示
し
て
い
る
。
ま
た

パ
ー
リ
法
句

経

に
な
く
て
、
他

の
パ
ー
リ
聖
典
中

に
相
當
偶

が
あ

る
場
合

に
は
、

こ
の
パ
レ
リ
偶
を
右
側

に
掲
げ

て
い

る
。

さ
ら
に
パ
ー
リ

の
中
に
相
當
偶

が
見
出

さ
れ
な

い
時

に
は
、

ウ
ダ

ー
ナ
品
の
梵
文

の
相
當
偶

を
、

も

し
梵
文
も

ま
だ
獲
表
さ
れ
て
い
な
い
も

の
で
は
、
藏

文

を
出

し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ウ
ダ
ー
ナ
品

鳳
パ
ー

リ
相
當
偶

を
出

し
た
後

に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

あ

る
。

ま
た
梵
文
s
d
f
s
f

や
s
d
f
s
a
f

の
相
當
偶

を
示

し
て
い
る
場
合

も
あ

る
。

パ
ー
リ
相

當
文

に
お

い
て
は
、
偶
全
髄

だ
け
で
な
く
、
牛
偶
や

一
句
等

の
も
の
ま

で
掲
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の

巴

・
梵

・
藏

の
相
當
偶

の
指
摘

も
、
先

人
の
研
究

を

受

け
て
、
著
者

が
こ
れ
を
綜
合

大
成

さ
せ
た
も
の
で

あ

る
。

な
お
俗
語
本
文

の
文
中
に
、
細

か
い
敷
字

が
付
記

さ

れ
て
い
る
の
は
、

そ
の
部
分
が
爲
本

の
ど
の
部
分

か
ら
來

て
い
る
か
を
示
す
も

の
で
あ

つ
て
、
爲

本
は

本
書

の
巻
末

に
、

些
細
な
断
片
に
至

る
ま
で
、
細
大

洩

ら
さ
ず
爲
眞
版

に
よ
つ
て
掲
出
さ
れ
、
爲
本

中

の

一
々
の
偶
又

は
行
や
語
句
に
封
し
て
、

一
か
ら
五
二

六
に
及
ぶ
通

し
番
號

が
付
け
ら
れ
、

そ

の
番
號
が
本

文

の
中
の
細

か
い
数
字

と

一
致
す
る
よ
う

に
な

つ
て

い
る
か
ら
、
幾

つ
か
の
断
片
が
寄
せ
集
め
ら
れ

て

一

偶
に
復
原

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

そ

の
断
片

の
番

號
に
ょ

っ
て
、

そ
れ

が
爲
本

の
ど
の
部
分
か
ら
來

て

い
る
か
が
到
明
す

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ

つ
て
、

本
文

の
到
讃

に
は

一
字

一
句

の
ご
ま
か
し
も
な

い
こ

と
を
讃
接

立
て
て
い
る
。

本
文
に
次

い
で

一
〇
六
頁
に
及
ぶ
細
字

の
註
繹
が

あ
る
。

こ
れ
は
本
文

に
つ
い
て
、

爲
字
的
、
文
法
的

な
註
繹
読
明
を
施

し
た
も

の

で
あ

つ

て
、

そ

れ
は

巴

・
梵
.

…藏

・
西
域
諸
語
等
と

の
比
較

の
上

か
ら
論

ぜ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
部
分
は
各
偶

の
詳

し
い
研
究

の
た
め
に
は
極
め
て
重
要
な
も

の
で
あ
る
。

吹

い
で
三

つ
の
a
s
d
f
a
s
d
f
が
あ

る
。
第

一

は
爲
本

の
断

片
叉

は
、
行

の
番
號

と
俗
語
法
句
経

の

偶

の
番
號
と
の
關
係

を
表
示
し
た
も

の
で
あ

り
、
第

二
は

パ
ー
リ
法
句
経

四
二
三
偶

の

一
々
と
こ
れ
に
相

當
す
る
俗
語

法
句
経

の
偶
を
番
號
に

よ
つ
て
表
示

し

た
も

の
、
第

三
は
ウ
ダ
ー
ナ
品

の
品
数
、
偶
数

と
そ

れ
に
相
當
す
る
俗
語
法
句
経

の
見
出

さ
れ
る
も
の
を
、

そ
の
偶
番
號
に
よ

つ
て
表
示

し
た
も

の
で
あ
る
。

こ

れ
ら
に
よ

つ
て
、
俗
語
法
句
経

と
パ
ー
リ
、
梵
文
法

句
経

と
の
相
慮
關
係

が

一
目
瞭
然

と
な

つ
て
來

る
。

G
s
a
d
f
a
s
e
f
。

に

つ
い
て

(
水

野

)

三
七
五
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G
a
s
f
e
a
 
a
s
e
f
a
s
 
s
e
f

に

つ
い
て

(
水

野

)

三
七
六

次

に
二
種
類

の
索
引
が
あ
る
。
第

一
は
俗
語
法
句

経

の
す
べ
て
の
語
彙
が
、

そ
れ
に
相
當
す

る
梵

・
巴

語

と
共
に
、
そ

の
語
彙

の
存
在
す
る
偶
番
號

を
掲

げ

て
、
配
列

さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は

一
種

の
僻
書
的
な

も
の
で
あ

つ
て
、
極
め

て
便
利

で
貴
重

な
も
の
で
あ

る
。
第

二
は
俗
語
法
句
経
以
外
の
ガ

ン
ダ
ー
ラ
語
、

コ
ー
タ

ン
語
、
プ

ラ
ー
ク
リ

ッ
ト
、

パ
ー
リ
語
、
梵

語
等

で
、
本
文
や
序
文

の
中
に
出
て

い
る
語
彙

を
言

語

別
に
配
列

し
た
索
引

で
あ

る
。

吹

に
は
俗
語
法
句
経
三
五
〇
偶
程

の
第

一
句

に
相

當

す
る
巴

・
梵

の
偶

の
第

一
句
を
印
度
の
ア

ル
フ

ァ

ベ

ッ
ト
順

に
配
列

し
、

こ
れ
に
俗
語
法
句
経

の
偶
番

號

を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
句

の
中
で
括
弧

に

團
ま
れ
て
い
る
の
は
、
現
在

パ
ー
リ
に
も
梵
文

に
も

そ

の
相
當
偶

が
見
出

さ
れ
な

い
も

の
で
、
將
來
議
見

さ
れ
る
便
宜

の
た
め
に
、
俗
語
を

パ
ー
リ
語
形

に
移

し

て
、

そ
の
第

一
句

を
掲
げ
た
も

の
で
あ
る
。

最
後
に
爲
本

の
爲
眞
版
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ

れ
は
断
片
O
が
二
頁
、

M
の
表
面
が
二
頁
、

B
が
二

頁
、

A
が
二
頁
、(
C
の
表
面

が
二
頁
、

N
の
表
面

が

三
頁
、
裏
面
が
三
頁
、

M
の
裏
面
が
二
頁
、

C
の
裏

面

が
二
頁
、

A
及

び
B
と
共

に
あ

つ
た
細
片
が
二
頁
、

C
の
細
片
が
二
頁
、
計

二
四
頁

か
ら
成

つ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ

つ
て
實
際

の
カ
ロ
ー
シ

ュ
テ
ィ
ー
文
字

の

姿
、
及
び
そ
の
讃
解

の
正
否

を
確

か
め
る
こ
と
が
で

き

る

で
あ

ろ
う

。

こ
れ

ら

の
断

片

に

は
、

偶
、

行
、

又

は
砕

片

の
各

部

分

に

一
ー

五

二

六

の
番

號

が

付

せ

ら

れ

て

い

る

か
ら

、

こ
れ

を

本

文

中

の
細

か

い
数

字

な

り
、

C
O
n
c
O
r
d
a
n

な

り

に
當

つ
て
見

れ

ば
、

一
暦

明

ら

か

に
な

る

で
あ

ろ
う

。

周

知

の

よ
う

に
、

本

書

の
著

者
s
d
f
s
a
f
 
a
s
f
e
.

氏

は

ロ

ン
ド

ン
大

學

の
梵

語

教

授

で
あ

り
、

同

大

學

東

洋

ア

フ

リ

カ
研

究

所

の
第

一
部

(
イ

ン

ド
、

パ

キ

ス

タ

ン
、

セ
イ

ロ

ン

の
言

語

・
文

化

部

門

)

の
部

長

で
あ

り
、

梵

・
巴

・
佛

教

梵

語

か

ら

藏

・
漢

等

に
至

る

ま

で
、

そ

の
造

詣

は

極

め

て
深

い
。

氏

に
よ

つ

て

從

來

同

研

究
所

の
雑

誌

に

多

く

の
貴

重

な

論

文

が

獲

表

さ

れ
、

學

界

の
注

目

を

あ

び

て

い

る
。

特

に
佛

教

梵

語

に

つ
い

て
は
、

世

界

最

高

の
學

者

に

数

え
ら

れ

て

い

る
。

本

書

は

そ

の
該

博

な

知

識

を

も

つ

て
、

綿

密

周

到

に
作

製

さ

れ

た

も

の
で

あ

る

か

ら
、

俗

語

法

句

経

の
研

究

出

版

と
し

て

は
、

今

日

望

み

得

ら

れ

る

,最

善

の
も

の

と
云

う

こ
と

が

で

き

る
。

本

書

に
よ

つ

て
、

眞

の
學

問

研

究

の
模

範

が
示

さ

れ

て
お

り

、

そ

の
學

の
廣

さ
深

さ

に

感

歎

せ

ざ

る

を
得

な

い
。

ま

こ

と

に
學

界

の
慶

事

で

あ

る
。

(
L
O
n
d
o
n

O
ri

a
-

-754-


