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法
華
経
の
初
期
漢
訳
と
流
布
の
背
景

シ
ル
ヴ
ィ
・ 
ウ
ロ
ー

蝶
名
林 

亮
　
訳

中
国
人
の
心
を
つ
か
ん
だ
法
華
経

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
招
き
を
い
た
だ
き
、
そ
し
て
、

法
華
経
に
つ
い
て
お
話
し
で
き
る
こ
と
は
、
と
て
も
名
誉
な
こ

と
で
す
。
と
い
い
ま
す
の
も
、こ
の
宝
石
の
よ
う
な
文
学
作
品
は
、

極
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
文
献
で
あ
る
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
の
多
様
性
と
複
雑
性
か
ら
最
も

興
味
深
い
仏
教
経
典
の
一
つ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

す
。
漢
訳
の
法
華
経
が
出
版
さ
れ
た
直
後
か
ら
こ
の
経
典
は
中

国
の
仏
教
徒
の
心
を
つ
か
み
、
そ
の
後
幾
世
紀
に
も
わ
た
っ
て

広
く
読
ま
れ
、
ま
た
書
写
が
繰
り
返
さ
れ
、
さ
ら
に
は
様
々
な

注
釈
書
が
つ
く
ら
れ
、
経
典
の
一
部
も
し
く
は
経
典
全
て
が
石

刻
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
す
ら
あ
り
ま
し
た
。
敦
煌
（
現
在
の
甘
粛

省
内
）
で
発
見
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
敦
煌
文
書
」
の
中
に
は
、
実

に
四
千
以
上
の
法
華
経
の
写
本
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

法
華
経
は
画
家
や
詩
人
な
ど
多
く
の
芸
術
家
た
ち
に
も
そ
の
創

作
活
動
の
た
め
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
て
き
ま
し
た
。

　

信
仰
者
が
法
華
経
に
対
し
て
抱
い
て
き
た
崇
拝
の
念
は
、
た

と
え
ば
三
車
火
宅
の
喩
え
、
髻
中
明
珠
の
喩
え
、
三
草
二
木
の

喩
え
な
ど
、
そ
の
文
学
的
な
内
容
の
美
し
さ
、
そ
し
て
深
さ
に
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よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
小
乗
〔
原
文H

inayana

〕
の
教

え
と
は
衝
突
す
る
よ
う
な
文
言
の
存
在
、
た
と
え
ば
、
釈
尊
を

殺
そ
う
と
し
た
彼
の
い
と
こ
〔
提
婆
達
多
〕
の
成
仏
を
約
束
し
て

い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
観
音

菩
薩
が
そ
の
名
を
呼
ぶ
者
を
守
護
す
る
と
書
か
れ
た
章
が
あ
る

こ
と
、
そ
の
他
に
も
様
々
な
要
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

他
の
大
乗
経
典
と
同
様
に
、
法
華
経
も
ま
た
、
法
華
経
自
体

を
称
賛
し
、
こ
の
経
典
自
体
の
崇
拝
を
信
仰
者
に
求
め
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
経
は
、
そ
れ
を
信
じ
る
人
た
ち
に
対
し
て
、

受
持
し
、
読
誦
し
、
そ
し
て
書
写
す
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。
こ

の
経
は
、
こ
の
経
自
体
を
守
り
、
そ
し
て
流
布
す
る
人
た
ち
の

守
護
を
約
束
し
、
そ
の
人
た
ち
の
功
徳
を
約
束
し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
が
、
経
典
の
読
誦
に
人
生
を
捧
げ
る
こ
と
を
決
め
た

僧
や
尼
僧
た
ち
が
、
法
華
経
を
選
ん
で
き
た
理
由
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
五
世
紀
後
半
に
は
、
現
在
の
南
京
近

く
の
人
里
離
れ
た
寺
で
三
十
年
間
に
わ
た
っ
て
毎
日
、
法
華
経

全
編
の
読
誦
を
繰
り
返
し
た
僧
が
い
ま
し
た
。
ま
た
、
四
世
紀

に
は
一
生
の
う
ち
に
三
千
回
も
法
華
経
全
編
を
読
誦
し
た
尼
僧

も
い
ま
し
た
。

　

経
典
読
誦
と
い
う
修
行
に
専
心
し
た
初
め
て
の
僧
も
、
常
に

法
華
経
を
読
誦
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
僧
は
、あ
る
夜
、

土
地
の
神
の
も
と
に
行
っ
て
法
華
経
の
読
誦
を
し
て
ほ
し
い
と

ひ
そ
か
に
依
頼
さ
れ
、
三
カ
月
間
の
法
華
経
の
読
誦
を
行
い
ま

し
た
。
こ
れ
に
感
謝
し
た
土
地
の
神
が
、
た
く
さ
ん
の
絹
や
一

頭
の
白
馬
、
何
頭
か
の
羊
を
与
え
た
と
い
い
ま
す
。

竺
法
護
の
訳
経
活
動

　

法
華
経
の
最
初
の
漢
訳
者
で
あ
る
竺
法
護
は
、
伝
記
に
よ
れ

ば
、
三
世
紀
前
半
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
の
拠
点
で
あ
っ
た
オ
ア
シ
ス
都
市
・
敦
煌
に
数
世
代
に
わ
た

っ
て
根
を
張
っ
て
い
た
イ
ン
ド
－
ス
キ
タ
イ
系
の
一
族
の
出
身

だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
中
国
語
は
母
国
語
で
し
た
。
八
歳
の

時
に
出
家
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
当
時
、
出
家
で
き
る
最
年
少

の
年
齢
よ
り
も
一
年
だ
け
後
の
出
家
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
彼
は
、
そ
の
地
方
の
仏
教
僧
の
慣
例
通
り
、
中
央
ア

ジ
ア
へ
修
学
の
旅
に
出
て
、
あ
る
地
で
師
に
つ
い
て
学
び
、
さ
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ら
に
他
所
で
別
の
師
か
ら
も
教
え
を
受
け
ま
し
た
。
伝
記
に
よ

る
と
、
竺
法
護
は
修
学
の
旅
か
ら
戻
っ
た
時
、
遍
歴
し
た
諸
国

の
あ
ら
ゆ
る
言
語
を
話
し
、
ま
た
書
い
た
と
い
い
ま
す
。
伝
記

で
は
三
十
六
の
言
語
を
習
得
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

ジ
ャ
ン
＝
ノ
エ
ル
・
ロ
ベ
ー
ル
（Jean-N

oël Robert

）
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
も
っ
と
少
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

当
時
の
中
国
人
は
、
中
央
ア
ジ
ア
に
は
三
十
六
の
国
が
あ
る
と

考
え
て
お
り
、
竺
法
護
の
伝
記
の
作
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
異

な
る
言
語
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
て
、
こ
の
よ
う
に
書
い
た

の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
言
語
は
全
て
死
に
絶
え
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
中
国
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
な

ど
の
仏
教
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
経
典
や
碑
文
な
ど
か
ら
、
そ
の

う
ち
の
一
部
を
わ
ず
か
に
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
ク
チ
ャ
語
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
、
ソ
グ
ド
語
、
コ
ー
タ
ン

語
で
す
。

　

帰
国
し
た
竺
法
護
は
、
ま
ず
敦
煌
に
戻
り
、
次
い
で
長
安
（
現

在
の
西
安
）
へ
入
り
、
そ
し
て
洛
陽
に
腰
を
落
ち
着
け
、
二
六
七

年
か
ら
三
〇
八
年
に
か
け
て
の
約
四
十
年
間
、
ほ
と
ん
ど
絶
え

る
こ
と
な
く
翻
訳
事
業
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
の
間

に
彼
が
翻
訳
事
業
を
中
断
し
た
期
間
が
十
一
年
あ
り
ま
し
た
。

彼
が
そ
の
期
間
に
何
を
し
て
い
た
の
か
、
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

あ
る
研
究
者
は
、
彼
の
伝
記
に
基
づ
い
て
「
山
林
で
修
行
し
て

い
た
」
と
し
、
こ
れ
と
は
別
に
、「
自
身
の
中
国
語
能
力
の
強
化

に
励
ん
で
い
た
」
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

彼
が
行
っ
た
翻
訳
は
相
当
な
分
量
が
あ
り
ま
す
。
彼
自
身
が

持
ち
帰
っ
た
も
の
や
、
翻
訳
の
た
め
に
彼
の
も
と
に
持
ち
込
ま

れ
た
も
の
な
ど
を
含
め
る
と
、
竺
法
護
は
三
百
巻
以
上
、
百
五

十
を
超
え
る
大
乗
・
小
乗
の
経
典
を
翻
訳
し
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
彼
が
訳
し
た
多
く
の
経
典
は
、
そ
れ
ま
で
中
国
語
圏
で
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
し
た
。
彼
の
訳
業
に
よ
り
、
釈
尊

の
人
生
や
過
去
世
、
修
行
方
法
、
教
え
、
儀
典
方
法
な
ど
、
様
々

な
新
知
識
が
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

彼
に
よ
っ
て
初
め
て
漢
訳
さ
れ
た
の
は
、
法
華
経
の
ほ
か
、

懺
悔
の
方
法
が
書
か
れ
た
経
典
、
仏
教
的
な
宇
宙
観
が
書
か
れ

た
経
典
、
未
来
仏
・
弥
勒
に
つ
い
て
書
か
れ
た
経
典
、
在
家
信

者
・
維
摩
詰
に
つ
い
て
書
か
れ
た
経
典
な
ど
で
す
。
つ
ま
り
、

そ
の
後
の
中
国
仏
教
の
思
想
と
実
践
の
発
展
に
お
い
て
中
心
的

な
役
割
を
担
っ
た
様
々
な
経
典
が
彼
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
こ
と
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に
な
り
ま
す
。

　

翻
訳
さ
れ
た
経
典
の
序
文
や
跋
文
か
ら
、
彼
を
サ
ポ
ー
ト
し

た
人
た
ち
の
存
在
も
含
め
た
翻
訳
事
業
の
概
要
を
伺
い
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
翻
訳
者
と
し
て
名
前
が
挙
が
る
の
は
竺
法
護

だ
け
で
す
が
、
当
時
の
翻
訳
は
通
例
、
複
数
の
人
々
に
よ
っ
て

進
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
も
っ
て
作
業
は
進
め
ら
れ
て

い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
の
竺
法
護
の
役
割
は
、
経
典
を
読
み
、
そ

れ
を
口
頭
で
訳
し
、
さ
ら
に
解
説
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
質
問

に
も
答
え
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
一
人
も
し
く
は
二
人
以

上
に
彼
の
解
説
を
書
き
と
め
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
を
も
と
に
漢
訳
の
素
案
が
作
成
さ
れ
ま
す
。
最
後
に
、
複
数

の
人
か
ら
な
る
校
正
チ
ー
ム
が
素
案
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
最
終
稿

へ
と
仕
上
げ
て
い
き
、
こ
れ
を
書
写
し
て
回
覧
し
ま
す
。
法
華

経
の
場
合
も
そ
う
で
し
た
が
、
こ
の
過
程
を
経
て
出
来
上
が
っ

た
最
終
稿
に
、
さ
ら
に
修
正
が
入
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。

　

竺
法
護
の
翻
訳
チ
ー
ム
に
は
十
七
人
が
名
を
連
ね
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
イ
ン
ド
、
カ
シ
ミ
ー
ル
、
ホ
ー
タ
ン
、
パ

ル
テ
ィ
ア
、
ソ
グ
ド
、
ク
チ
ャ
（
亀
茲
）
な
ど
中
国
本
土
以
外
の

地
域
の
出
身
者
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
竺
法
護
が
翻
訳
事
業
を

行
っ
た
都
市
の
国
際
性
を
表
し
て
い
ま
す
。
敦
煌
は
シ
ル
ク
ロ
ー

ド
に
お
け
る
典
型
的
な
規
模
の
オ
ア
シ
ス
都
市
で
あ
り
、
長
安

も
古
代
か
ら
中
国
の
都
で
あ
り
、
洛
陽
は
そ
の
当
時
の
都
で
あ

っ
た
わ
け
で
す
。
ま
た
、
彼
の
翻
訳
チ
ー
ム
の
主
要
メ
ン
バ
ー

と
書
記
は
在
家
の
人
々
で
し
た
。

　
『
正
法
華
経
』
の
あ
る
跋
文
に
は
翻
訳
に
関
わ
っ
た
十
名
の
名

前
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
三
名
は
公
式
の
書
記
役
、

五
名
は
お
そ
ら
く
書
記
役
を
助
け
る
役
割
、
残
り
の
二
人
は
校

正
者
で
し
た
。
校
正
役
の
う
ち
の
一
名
の
み
が
僧
で
あ
り
、
他

の
翻
訳
参
加
者
は
皆
、
在
家
の
人
々
で
し
たあ
。

　

ま
た
、
跋
文
に
よ
る
と
、
竺
法
護
は
口
述
に
よ
る
翻
訳
を
三

週
間
で
終
え
た
と
さ
れ
ま
す
が
（
二
八
六
年
の
九
月
十
五
日
か
ら
十

月
六
日
ま
で
）、
こ
れ
は
法
華
経
の
分
量
を
考
え
る
と
非
常
に
短

い
期
間
で
す
。
そ
し
て
、
最
初
の
校
正
作
業
は
一
年
半
後
の
二

八
八
年
の
三
月
二
十
五
日
に
終
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
すい
。
他

の
説
明
に
よ
る
と
、
竺
法
護
は
最
初
の
漢
訳
作
業
終
了
後
の
二

年
後
、
断
食
修
行
と
説
法
を
聞
く
た
め
に
集
ま
っ
た
在
家
の
聴

衆
に
法
華
経
の
講
義
を
す
る
際
に
、
出
来
上
が
っ
て
い
た
漢
訳
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に
再
度
、
修
正
を
加
え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

鳩
摩
羅
什
の
訳
経
活
動

　

竺
法
護
が
渾
身
の
力
を
注
い
だ
『
正
法
華
経
』
だ
っ
た
わ
け

で
す
が
、
鳩
摩
羅
什
に
よ
る
歴
史
的
な
名
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』

が
現
れ
る
と
、
そ
の
影
が
薄
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
土
地
の

神
に
対
す
る
法
華
経
読
誦
の
話
や
、
法
華
経
全
編
を
生
涯
に
三

千
回
読
誦
し
た
尼
僧
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
の
法
華
経
は
『
正

法
華
経
』
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
物
語
が
語
ら
れ
る
際
に
『
正
法

華
経
』
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
頻
度
は
鳩

摩
羅
什
訳
の
法
華
経
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
低
い
も
の

で
す
。

　

仏
典
漢
訳
に
お
け
る
四
大
訳
経
家う
の
中
で
も
最
も
偉
大
で
あ

る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
鳩
摩
羅
什
は
、
現
在
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル

自
治
区
の
オ
ア
シ
ス
の
国
・
亀
茲
（
ク
チ
ャ
）
国
で
、
四
世
紀
の

中
頃
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
当
時
、
亀
茲
国
は
中
国
か
ら
の
独
立

を
保
っ
て
い
た
王
国
で
あ
り
、
住
民
は
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

語
系
の
ト
カ
ラ
語
〔
ト
カ
ラ
語
Ｂ
方
言
＝
ク
チ
ャ
語
〕
を
話
し
て
い

ま
し
た
。

　

竺
法
護
と
は
違
い
、
鳩
摩
羅
什
は
中
国
語
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス

ピ
ー
カ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
の
父
は
イ
ン
ド
系
の

人
で
あ
り
、
母
は
亀
茲
国
の
王
の
妹
で
し
た
。
彼
は
七
歳
の
時

に
出
家
し
、
二
年
後
、
高
名
な
教
師
た
ち
の
も
と
で
修
学
す
る

た
め
、
当
時
の
仏
教
の
中
心
地
に
向
か
っ
て
、
母
親
と
一
緒
に

旅
立
ち
ま
す
。
カ
シ
ミ
ー
ル
へ
、
ま
た
、
お
そ
ら
く
は
ガ
ン
ダ
ー

ラ
へ
、
さ
ら
に
は
カ
シ
ュ
ガ
ル
へ
と
。

　

五
年
後
も
し
く
は
六
年
後
、
鳩
摩
羅
什
は
亀
茲
国
へ
戻
り
、

そ
こ
で
さ
ら
に
修
行
を
続
け
ま
し
た
が
、
こ
の
小
国
は
中
国
の

侵
攻
を
受
け
、
三
八
四
年
、
そ
の
支
配
下
に
お
か
れ
ま
し
た
。

一
年
後
、
侵
略
軍
は
王
宮
で
略
奪
を
行
い
、
中
国
本
土
へ
引
き

上
げ
て
い
き
ま
し
た
。
史
書
に
よ
る
と
、
侵
略
軍
は
戦
利
品
と

し
て
、
動
物
、
楽
器え、
信
仰
の
対
象
た
る
宝
物
、
刺
繍
が
ほ
ど

こ
さ
れ
た
美
し
い
織
物
、
彫
像
な
ど
、
合
わ
せ
て
ラ
ク
ダ
二
万

頭
分
の
宝
を
持
ち
去
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

彼
ら
は
王
国
に
い
た
芸
術
家
や
文
化
人
た
ち
も
、
戦
利
品
の

一
部
と
し
て
連
れ
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。
鳩
摩
羅
什
も
そ
の
一

人
で
し
た
。
彼
は
二
度
と
母
国
へ
帰
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
こ
の
亀
茲
国
侵
略
に
つ
い
て
、
一
つ
の
伝
説
が
語
ら
れ
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る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
鳩
摩
羅
什
の
伝
記
な
ど
幾
つ
か
の
仏

書
に
よ
る
と
、
中
国
の
権
力
者
の
亀
茲
国
侵
攻
の
真
の
目
的
は
、

鳩
摩
羅
什
を
都
・
長
安
へ
連
れ
帰
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
の

で
す
。
よ
り
信
頼
の
お
け
る
歴
史
的
文
献
に
よ
る
と
、
中
央
ア

ジ
ア
の
関
門
に
当
た
る
亀
茲
国
の
明
ら
か
な
地
政
学
的
重
要
性

か
ら
、
こ
の
豊
か
な
王
国
を
自
ら
の
領
土
に
加
え
よ
う
と
し
た

と
さ
れ
て
い
ま
すお
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
鳩
摩
羅
什
が
、
彼
を
連
れ
去
る
よ
う
に
命

じ
た
君
主
〔
前
秦
の
皇
帝
・
苻
堅
〕
と
会
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
侵
略
軍
が
中
国
へ
帰
還
す
る
途
中
で
、
本
国
に
い
た

君
主
は
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、
彼
の
国
も
転
覆
さ
れ
て
し
ま
っ
た

か
ら
で
す
。
鳩
摩
羅
什
は
侵
略
軍
の
将
軍
が
拠
点
と
し
て
腰
を

落
ち
着
け
た
涼
州
（
現
在
の
甘
粛
省
内
）
に
十
六
年
の
間
、
滞
留

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
中
国
語
を
学
ん
だ
こ
と
以
外
に
、
こ
の
十

六
年
の
間
に
鳩
摩
羅
什
が
涼
州
で
何
を
し
て
い
た
の
か
は
不
明

で
す
。
彼
を
捕
ら
え
て
い
た
将
軍
は
仏
教
に
は
関
心
が
な
く
、

鳩
摩
羅
什
を
〔
政
治
的
な
〕
助
言
者
と
し
て
、
と
き
に
は
吉
凶
を

占
う
相
談
役
と
し
て
遇
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
時
代
に
つ

い
て
、
鳩
摩
羅
什
の
弟
子
た
ち
は
、
師
は
「
升
の
下
に
灯
火
を

隠
し
て
い
たか」
と
婉
曲
的
に
表
現
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
十
六

年
後
、
彼
が
逗
留
し
て
い
た
涼
州
が
中
国
の
他
の
支
配
者
に
占

領
さ
れ
た
後
の
四
〇
一
年
か
ら
四
〇
二
年
に
か
け
て
の
冬
に
、

鳩
摩
羅
什
は
長
安
に
移
り
ま
し
た
。

　

長
安
で
鳩
摩
羅
什
は
、
仏
教
徒
の
活
動
を
奨
励
し
支
援
す
る

新
た
な
支
配
者
〔
後
秦
の
皇
帝
・
姚
興
〕
一
族
に
出
会
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
多
く
の
仏
教
寺
院
が
あ
り
、
ま
た
経
典
の
翻
訳
者
た

ち
が
い
ま
し
た
。
皇
帝
の
一
族
の
中
に
は
翻
訳
作
業
に
積
極
的

に
加
わ
る
人
々
も
い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
な
に
よ
り

重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
長
安
に
は
既
に
十
五
年
も
し
く
は
二
十

年
の
間
、
翻
訳
事
業
を
経
験
し
て
き
た
僧
た
ち
が
い
た
こ
と
で

し
た
。
こ
の
よ
う
な
環
境
に
恵
ま
れ
て
、
鳩
摩
羅
什
は
、
死
ま

で
の
十
年
間
に
わ
た
る
大
規
模
な
翻
訳
事
業
を
直
ち
に
開
始
で

き
た
の
で
す
。

　

彼
は
長
安
に
到
着
し
て
わ
ず
か
一
週
間
後
に
、
翻
訳
作
業
を

開
始
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
禅
定
修
行
に
つ
い
て
説
い
た

経
典
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
中
国
に
は
な

か
っ
た
も
の
で
し
た
。
彼
は
約
三
十
の
経
典
を
三
百
巻
近
く
漢

訳
し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
大
乗
経
典
で
し
た
。
三
百
巻
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と
い
う
数
は
竺
法
護
の
翻
訳
事
業
に
近
い
数
で
す
が
、
一
巻
の

長
さ
な
ど
の
違
い
に
注
意
を
払
っ
た
う
え
で
比
較
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
鳩
摩
羅
什
が
翻
訳
し
た
経
典
は
、
一
部
を
除
い

て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ

た
も
の
で
し
た
。

　

ま
た
、
竺
法
護
の
漢
訳
経
典
と
は
違
い
、
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳

経
典
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
同
じ
五
世
紀

の
時
点
で
比
較
し
て
み
る
と
、
竺
法
護
の
漢
訳
経
典
は
六
十
点

が
既
に
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳

経
典
は
二
つ
し
か
失
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
『
妙
法
蓮
華
経
』
に
加
え
て
、
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳
の
中
で
大
変

に
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
、
そ
し
て
中
国
だ
け
で
は
な
く
東
ア
ジ

ア
全
体
の
仏
教
の
方
向
性
に
強
い
影
響
を
与
え
た
経
典
と
し
て
、

『
金
剛
般
若
経
』
な
ど
の
般
若
経
典
、『
仏
説
阿
弥
陀
経
』、『
維

摩
詰
所
説
経
』、
そ
し
て
中
観
派
の
論
書
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
そ
れ
ほ
ど
広
く
知
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
種
々
の
禅
定

修
行
に
つ
い
て
の
経
典
や
弥
勒
仏
の
未
来
の
下
生
に
つ
い
て
書

か
れ
た
二
つ
の
経
典
を
紹
介
し
た
こ
と
は
大
変
に
重
要
で
す
。

　

さ
ら
に
、
鳩
摩
羅
什
は
そ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、

仏
教
教
団
の
規
律
に
関
す
る
二
つ
の
重
要
な
文
献
の
漢
訳
に
助

力
し
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
は
教
団
の
律
の
リ
ス
ト
で
、
修
行
者

に
よ
っ
て
月
に
二
度
読
み
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
守
ら
れ
て
い
な

い
場
合
は
懺
悔
が
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
し
た
。

二
つ
目
は
仏
教
徒
が
従
う
べ
き
規
則
が
書
か
れ
た
も
の
で
、
ど

ん
な
規
則
が
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
遵
守
す
べ
き
か
、

ど
の
よ
う
に
生
活
し
、
儀
典
は
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
、
修

行
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
ど
う
構
成
す
べ
き
か
、
と
い
っ
た

こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
釈
尊
が
こ
の
よ
う
な

規
則
を
設
け
る
に
至
っ
た
経
緯
も
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

鳩
摩
羅
什
が
長
安
に
到
着
す
る
少
し
前
に
、
十
五
人
の
中
国

僧
た
ち
が
、
こ
の
よ
う
な
文
献
を
求
め
て
イ
ン
ド
へ
旅
立
っ
て

い
き
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
の
三
名
だ
け
が
生
き
て
中
国
に
戻
っ

て
き
ま
し
た
が
、
不
幸
な
こ
と
に
、
鳩
摩
羅
什
が
こ
れ
ら
の
律

書
を
漢
訳
し
て
か
ら
十
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
が
命
が
け

で
持
ち
帰
っ
た
経
典
が
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳
の
よ
う
な
影
響
力
を

も
つ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

鳩
摩
羅
什
の
仕
事
全
体
を
通
し
て
、
そ
の
大
部
分
は
大
乗
経

典
の
翻
訳
で
あ
り
、
彼
は
当
時
中
国
で
失
わ
れ
て
い
た
大
乗
文
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献
へ
の
関
心
を
再
び
喚
起
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
。

実
は
、
彼
が
中
国
に
来
る
十
五
年
前
、
主
に
カ
シ
ミ
ー
ル
か
ら

来
た
伝
道
僧
た
ち
が
長
安
へ
到
着
し
、
多
く
の
小
乗
文
献
を
翻

訳
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
大
乗
文
献
を
悪
魔
の
も

の
と
ま
で
言
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
る
と
、

鳩
摩
羅
什
の
翻
訳
事
業
は
中
国
に
お
け
る
大
乗
仏
教
に
新
た
な

命
を
吹
き
込
ん
だ
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

鳩
摩
羅
什
は
何
よ
り
経
典
の
漢
訳
者
と
し
て
歴
史
に
名
を
残

し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
彼
の
生
き
方
や

人
間
性
も
、
後
の
中
国
仏
教
に
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
彼
は
仏

教
僧
を
世
俗
の
有
力
者
に
巧
み
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
に
苦
心
し
、

そ
の
上
で
、
仏
教
側
の
独
立
性
を
守
り
ま
し
た
。
彼
は
仏
典
へ

の
真
の
情
熱
を
世
俗
の
権
力
者
と
分
か
ち
合
え
た
最
初
の
仏
教

僧
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
誠
実
な
友
情
が
結
ば
れ
て
い
た
と

想
像
で
き
ま
す
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
鳩
摩
羅
什
は
、
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る

二
名
の
僧
と
と
も
に
公
の
場
か
ら
引
退
し
た
い
と
君
主
に
願
い

出
た
最
初
の
僧
で
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
が
ど
の
よ
う
に
死
を
迎

え
て
い
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
わ
か
っ
て
い
る
の
は
、
病
を
得
て
ほ
ど
な
く
亡
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
研
究
者
の
塚
本
善
隆
氏
は
、
鳩
摩
羅

什
の
死
因
は
脳
溢
血
だ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
ま
すき
。
伝

記
に
よ
る
と
、
彼
が
火
葬
に
ふ
さ
れ
た
後
に
、
遺
灰
の
中
か
ら

奇
跡
的
に
焼
け
ず
に
残
っ
た
舌
が
見
つ
か
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
中
国
の
地
で
死
ん
だ
僧
の
遺
灰
か
ら
焼
け
ず
に

残
っ
た
も
の
が
見
つ
か
っ
た
と
さ
れ
る
最
初
期
の
事
例
の
ひ
と

つ
で
す
。

　

鳩
摩
羅
什
の
伝
記
を
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
鳩
摩
羅
什
自
身

が
訳
し
た
『
大
智
度
論
』〔『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
の
注
釈
書
〕
に

次
の
よ
う
な
予
言
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
般
若
経
典
を
読
誦
す
る
こ
と
で
、
舌
が
何
物

に
も
破
壊
さ
れ
な
い
よ
う
な
強
さ
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
火
葬

し
て
も
焼
け
残
る
と
い
う
の
で
す
。

４
０
６
年
、『
妙
法
蓮
華
経
』
を
訳
出

　

今
日
の
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
鳩
摩
羅
什
を
讃
え
る
た
め
の

も
の
で
は
な
い
の
で
、
彼
が
中
国
仏
教
全
体
に
対
し
て
果
た
し

た
貢
献
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
議
論
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
法
華
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経
の
漢
訳
者
と
し
て
の
彼
の
役
割
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
こ
こ
か

ら
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

　

経
典
翻
訳
者
と
し
て
鳩
摩
羅
什
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
は
、

竺
法
護
の
そ
れ
と
は
以
下
の
点
で
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
鳩
摩
羅
什
が
長
安
に
到
着
し
た
時
に
、
彼
は
中
国
語
で
自

ら
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
は
確
実
に
で
き
た
は
ず
で
す
が
、 

中
国
語
の
知
識
は
ま
だ
完
全
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点 

で
すく
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
鳩
摩
羅
什
は
ま
だ
翻
訳
の
経
験
が
な
か
っ

た
こ
と
も
竺
法
護
と
の
相
違
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の

た
め
、
彼
は
翻
訳
作
業
を
補
佐
す
る
人
た
ち
が
彼
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
ず
、
ま
た
原
典

に
忠
実
で
あ
る
よ
り
も
、
な
る
べ
く
簡
明
に
翻
訳
す
る
と
い
う

ス
タ
イ
ル
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
と
も
あ
れ
、
彼
の
中
国
語
の

著
述
力
も
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
彼
が
翻
訳
作
業
の
中
で
果

た
せ
る
役
割
は
、
経
典
を
読
み
、
解
説
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
彼
の
解
説
を
、
書
記
役
が
伝
統
的
な
翻
訳
作
業

の
方
法
に
則
っ
て
記
録
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

彼
の
翻
訳
し
た
文
献
の
序
文
や
跋
文け
に
は
四
名
ま
た
は
五
名

の
書
記
役
の
人
物
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
全
員

僧
侶
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
の
二
名
が
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
翻
訳
作
業
に
携
わ
っ
た
人
の
数
が
竺
法

護
の
そ
れ
と
比
べ
て
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
鳩
摩
羅
什
の

翻
訳
作
業
は
長
安
で
の
み
十
年
間
だ
け
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
一
方
で
、
竺
法
護
の
翻
訳
は
四
十
年
と
い
う
長
期
間
に
わ
た

っ
て
様
々
な
場
所
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
で
き 

ま
す
。

　
〔
鳩
摩
羅
什
の
中
国
語
が
完
全
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
〕
彼
が
、

若
い
修
行
僧
や
学
僧
、
皇
族
も
含
め
た
様
々
な
階
層
の
多
く
の

聴
衆
、
多
い
時
で
は
数
百
人
の
集
っ
た
場
所
で
、
経
典
を
解
説

し
つ
つ
の
訳
出
や
読
解
を
行
っ
た
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
すこ
。

法
華
経
翻
訳
の
場
合
も
同
様
で
、
彼
は
そ
れ
を
四
〇
六
年
の
夏

に
八
百
人
の
聴
衆
の
前
で
行
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
彼
が
長
安
に

来
て
か
ら
三
年
半
経
っ
た
時
で
し
た
。
そ
の
時
点
ま
で
に
彼
の

中
国
語
の
流
ち
ょ
う
さ
は
大
き
く
進
歩
し
て
お
り
、
彼
の
雄
弁

が
聴
衆
を
魅
了
す
る
の
に
十
分
な
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
ま
し
た
。

鳩
摩
羅
什
の
翻
訳
作
業
は
、
竺
法
護
の
訳
を
訂
正
・
改
良
・
改

訂
し
つ
つ
、
行
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
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法
華
経
読
誦
に
よ
る
奇
跡
譚

　

こ
の
発
表
の
冒
頭
で
、
私
は
法
華
経
が
広
く
流
布
し
た
原
因

に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
の
美
し
さ
と
深
さ
、
加
え
て
経
典
自
体

が
読
誦
を
修
行
方
法
と
し
て
勧
め
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
ま
し
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
だ
け
が
要
因
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
法

華
経
の
漢
訳
が
現
れ
た
す
ぐ
後
に
、
法
華
経
信
仰
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
奇
跡
を
集
め
た
書
物
が
中
国
に
現
れ
ま
し
た
。「
志
怪
小

説
」
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
ら
の
物
語
に
は
、
法
華
経
読
誦
に
よ
っ

て
重
い
病
が
治
っ
た
話
や
、〔
法
華
経
に
登
場
す
る
〕
観
音
菩
薩
に

危
難
か
ら
救
わ
れ
た
話
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
水
難
、
難
破
、
死

刑
の
危
機
か
ら
の
脱
出
な
ど
で
す
。
ま
た
、
あ
る
信
者
は
経
典

に
登
場
す
る
菩
薩
を
実
際
に
見
て
、
会
う
と
い
う
体
験
を
し
、

死
後
、
天
人
の
中
に
生
ま
れ
た
が
、
そ
れ
は
法
華
経
を
読
み
、

誦
し
、
書
写
し
、
信
仰
し
た
こ
と
に
よ
る
功
徳
だ
っ
た
と
い
い

ま
す
。

　

仏
僧
の
伝
記
の
中
に
も
こ
の
類
の
奇
跡
物
語
が
登
場
し
ま
す
。

あ
る
僧
が
、
野
生
の
動
物
や
亡
霊
、
霊
魂
な
ど
を
鎮
め
る
た
め

に
、
夜
ご
と
法
華
経
を
誦
し
て
い
る
と
、
そ
れ
を
聞
こ
う
と
神
々

が
集
ま
っ
て
く
る
の
を
近
隣
の
人
々
が
目
撃
す
る
と
い
っ
た
話

で
す
。
こ
の
種
の
物
語
は
、
法
華
経
の
漢
訳
が
出
回
っ
た
直
後

か
ら
現
れ
て
お
り
、
そ
の
後
何
世
紀
に
も
わ
た
り
、
新
た
な
物

語
が
追
加
さ
れ
、
増
加
し
な
が
ら
、
口
か
ら
口
に
伝
わ
っ
た
り
、

No Image

鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』写本（複製）。新疆ウイグル自治区の
ベゼクリク千仏洞で、1980年代に「観世音菩薩普門品」の部分
が発見された（写真はその後半。トルファン博物館蔵）。末尾に
は建昌5年（西暦559年）に比丘・義導が書写したと記されて
おり、鳩摩羅什の翻訳からわずか153年後という極めて貴重な
写本である。中国の国家一級文物（日本の国宝に相当）
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書
き
と
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
よ
う
な
「
志

怪
小
説
」
や
奇
跡
集
は
幾
つ
も
現
存
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は

法
華
経
や
、
観
音
菩
薩
な
ど
そ
の
主
要
登
場
人
物
に
直
接
的
・

間
接
的
に
言
及
し
た
物
語
も
含
ま
れ
て
い
ま
すさ
。
僧
侶
や
在
家

の
信
仰
者
が
困
難
に
直
面
す
る
な
か
、
ど
の
よ
う
に
観
音
菩
薩

に
祈
り
、
ど
の
よ
う
に
救
わ
れ
た
の
か
、
ま
た
法
華
経
の
流
布

に
貢
献
し
た
行
為
の
結
果
、
ど
の
よ
う
に
病
が
癒
え
た
か
、
と

い
っ
た
物
語
で
す
。

　

最
後
に
、
こ
の
種
の
物
語
の
一
つ
を
仏
僧
の
伝
記
集
か
ら
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
五
世
紀
の
こ
と
で
す
。
現
在
の
南
京

か
ら
来
た
四
十
歳
の
男
が
出
家
し
ま
し
た
。
彼
は
菜
食
に
徹
し
、

質
素
な
身
な
り
の
ま
ま
、
一
心
に
法
華
経
を
誦
す
る
修
行
を
し
、

疲
労
困
憊
の
極
み
に
達
し
ま
し
た
。
体
が
弱
か
っ
た
た
め
に
、

彼
は
何
度
も
病
に
倒
れ
ま
し
た
。
こ
の
僧
は
そ
れ
が
自
身
の
悪

業
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
気
づ
き
、
過
去
の
罪
障
を
消
滅
す
る

た
め
に
法
華
経
を
百
回
書
写
す
る
誓
願
を
立
て
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
誓
願
を
果
た
し
て
も
、
病
は
少
し
良
く
な
っ
た
だ

け
で
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
や
は
り
法
華
経
全
巻
を
誦
す
る
修

行
を
完
遂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
悟
り
、
そ
れ
を
実
行
に
移

し
ま
す
。
す
る
と
、
彼
の
病
は
た
ち
ま
ち
に
癒
え
た
の
で
す
。

伝
記
に
は
こ
の
よ
う
な
法
華
経
読
誦
の
功
徳
が
描
か
れ
て
い 

ま
す
。

〔　

〕
内
は
邦
訳
に
際
し
て
の
補
注

訳
注

（
１
） 『
正
法
華
経
』
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
各
種
の
説
明
が
あ
り
、『
歴

代
三
宝
紀
』
巻
六
、『
大
唐
内
典
録
』
巻
二
、『
貞
元
新
定
釈
教

目
録
』
巻
三
な
ど
に
も
言
及
が
あ
る
。『
出
三
蔵
記
集
』
に
収

め
ら
れ
て
い
る
「
正
法
華
経
記
第
六
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。「
太
康
七
（
二
八
六
）
年
八
月
十
日
、
敦
煌
か
ら

来
た
月
氏
の
菩
薩
沙
門
竺
法
護
が
、
西
域
の
経
典
を
手
に
執
り
、

口
述
し
て
『
正
法
華
経
』
二
十
七
品
を
訳
出
し
、
優
婆
塞
の
聶

承
遠
に
授
け
た
。
張
仕
明
・
張
仲
政
が
共
同
で
筆
記
し
、
竺
徳

成
・
竺
文
盛
・
厳
威
伯
・
続
文
承
・
趙
叔
初
・
張
文
竜
・
張
長

玄
ら
は
と
も
に
後
援
し
歓
喜
し
た
（
中
略
）
天
竺
の
沙
門
笠

力
・
亀
茲
の
居
士
帛
元
信
は
と
も
に
（
訳
文
を
）
検
校
し
（
攻

略
）」（『
出
三
蔵
記
集　

序
巻
訳
注
』
中
嶋
隆
藏
（
編
）、
平
楽

寺
書
店
、
一
九
九
七
年
、
一
二
四
頁
）。

（
２
） 
挙
げ
ら
れ
て
い
る
年
月
日
は
西
暦
に
換
算
し
た
も
の
。
中
国
の

暦
で
は
、
翻
訳
作
業
と
校
正
最
終
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
太
康
七
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年
八
月
十
日
か
ら
九
月
二
日
」「
太
康
九
年
二
月
六
日
」
と
な

る
。

（
３
） 
四
大
訳
経
家
と
は
、
通
例
、
鳩
摩
羅
什
（
三
四
四
－
四
一
三
あ

る
い
は
三
五
〇
－
四
〇
九
）、
真
諦
（
四
九
九
－
五
六
九
）、
玄

奘
（
六
〇
二
－
六
六
四
）、
不
空
（
七
〇
五
－
七
七
四
）
を
指
す
。

な
お
、
鳩
摩
羅
什
の
生
没
年
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。

（
４
） 

亀
茲
国
は
、
音
楽
が
盛
ん
な
こ
と
で
有
名
で
あ
っ
た
。
亀
茲
楽

は
中
国
音
楽
に
、
ま
た
日
本
の
雅
楽
に
も
大
き
な
影
響
を
残
し

て
い
る
。

（
５
） 

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
中
国
に
よ
る
亀
茲
国
へ
の
侵
攻
と
は
、

前
秦
の
皇
帝
・
苻
堅
に
命
じ
ら
れ
た
将
軍
・
呂
光
に
よ
る
西
域

侵
攻
で
あ
る
。
亀
茲
国
侵
攻
の
真
の
目
的
が
鳩
摩
羅
什
の
獲
得

で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
、『
高
僧
伝
』
の
鳩
摩
羅
什

の
伝
記
に
は
こ
う
あ
る
。「
出
発
に
臨
ん
で
、
苻
堅
は
建
章
宮

で
呂
光
の
送
別
の
宴
を
催
し
、
呂
光
に
言
っ
た
。『（
中
略
）
朕

は
西
国
に
鳩
摩
羅
什
が
お
る
と
聞
い
て
い
る
。
法
相
を
深
く
理

解
し
、
陰
陽
の
術
に
熟
達
し
、
後
学
の
徒
の
模
範
で
あ
る
。
朕

は
慕
わ
し
く
て
な
ら
ぬ
。
賢
者
哲
人
は
国
の
大
宝
で
あ
る
。
も

し
亀
茲
に
勝
利
す
れ
ば
、
た
だ
ち
に
駅
馬
を
馳
せ
て
羅
什
を
送

り
届
け
よ
』」（『
高
僧
伝
（
一
）』、
岩
波
文
庫
、
吉
川
忠
夫
・

船
山
徹
（
訳
）、
一
六
〇
－
一
六
一
頁
）。　

（
６
）	「
升
の
下
に
灯
火
を
隠
し
て
い
た
」《
…
…avait gardé sa lam

pe 
sous le boisseau

》
と
は
新
約
聖
書
に
説
か
れ
る
イ
エ
ス
の
言
葉

に
よ
る
。「
と
も
し
火
を
持
っ
て
来
る
の
は
、
升
の
下
や
寝
台

の
下
に
置
く
た
め
だ
ろ
う
か
。
燭
台
の
上
に
置
く
た
め
で
は
な

い
か
。
隠
れ
て
い
る
も
の
で
、
あ
ら
わ
に
な
ら
な
い
も
の
は
な

く
、
秘
め
ら
れ
た
も
の
で
、
公
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
」（
マ

ル
コ
に
よ
る
福
音
書
４
：
21
－
22
、
新
共
同
訳
）
な
ど
で
あ
る
。

鳩
摩
羅
什
が
涼
州
で
過
ご
し
た
時
期
は
、「
升
の
下
の
灯
火
」

の
よ
う
に
、
能
力
の
真
の
輝
き
を
発
揮
さ
せ
る
機
会
が
な
か
っ

た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

（
７
） 

塚
本
善
隆
「
鳩
摩
羅
什
の
活
動
年
代
に
つ
い
て
」（『
印
度
學
佛

教
學
研
究
』
三
－
二
、
二
二
六
頁
）
を
参
照
。　

（
８
） 

前
掲
『
高
僧
伝
（
一
）』
に
は
、
長
安
に
来
て
か
ら
「
次
第
に

中
国
語
も
う
ま
く
な
り
」（
一
六
九
頁
）
と
あ
り
、
鳩
摩
羅
什

に
は
中
国
語
強
化
の
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

（
９
） 

訳
経
に
関
わ
っ
た
人
物
な
ど
に
よ
っ
て
、
経
の
内
容
や
訳
経
の

様
子
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。『
妙
法
蓮
華
経
』

の
場
合
、『
出
三
蔵
記
集
』
所
収
の
「
法
華
宗
要
序
」「
法
華
経

後
序
」
な
ど
が
あ
る
。

（
10
） 

前
掲
『
高
僧
伝
（
一
）』
に
、
鳩
摩
羅
什
が
『
大
品
般
若
経
』

を
訳
出
し
た
際
に
は
八
百
人
以
上
の
人
々
が
訳
経
に
参
加
し
た

と
の
記
述
が
あ
る
（
一
六
九
頁
）。
ま
た
、
前
掲
『
出
三
蔵
記
集
』

に
は
「
維
摩
詰
経
序
第
十
二
」
に
、
鳩
摩
羅
什
の
『
維
摩
詰
所

説
経
』
の
訳
出
に
あ
た
り
千
二
百
人
の
沙
門
が
参
加
し
た
と
の

記
述
が
あ
る
（
一
三
八
頁
）。
こ
の
よ
う
に
大
人
数
の
人
々
が

参
加
し
て
訳
経
が
行
わ
れ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
六
朝
時
代

ま
で
多
く
み
ら
れ
た
（
船
山
徹
『
仏
典
は
ど
う
漢
訳
さ
れ
た
の

か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
五
六
頁
）。

（
11
） 

法
華
経
読
誦
の
功
徳
譚
を
ま
と
め
た
も
の
は
多
い
が
、
そ
の
一
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つ
に
『
弘
賛
法
華
伝
』（『
国
訳
一
切
経
』、
史
伝
部
十
七
、
大

東
出
版
、
二
〇
三
－
三
一
八
頁
に
収
録
）
が
あ
る
。

Sylvie H
ureau

／
パ
リ
の
高
等
研
究
実
践
学
院
（École 

pratique des hautes études

）
講
師
（
中
国
仏
教
）。
フ
ラ
ン
ス

国
立
東
洋
言
語
文
化
研
究
所
（Institut N

ational des langues et 
civilisations orientales

）
で
博
士
号
を
取
得
。
仏
典
、
儀
礼
、

修
行
、
僧
侶
伝
な
ど
の
歴
史
研
究
に
取
り
組
む
。

（
訳
・
ち
ょ
う
な
ば
や
し　

り
ょ
う
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）


