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完

誓

一

祖
典
英
訳
に
は
ど
ん
な
問
題
が
付
随
す
る
か
。
問
題
提
起
を
試
み
て

み
た
い
。
漢
文
な
い
し
日
本
文
で
書
か
れ
た
祖
師
が
た
の
仏
教
典
籍
を

英
訳
す
る
作
業
は
日
本
仏
教
の
国
際
化
に
際
し
て
の
課
題
で
あ
る
。
日

本
仏
教
は
祖
師
仏
教
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
最
近
、
日
本
仏
教

の
代
表
的
な
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
が
た
の
彪
大
な
典
籍
の
そ
れ
ぞ
れ
の
英

訳
が
完
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
あ
る
も
の
に
限
つ
て
い
う
な
ら
ば
、

数
種
類
の
英
訳
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『教
行
信
証
』
『
正

法
眼
蔵
』
な
ど
の
英
訳
完
成
が
伝
え
ら
れ
る
現
時
点
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
は
日
本
仏
教
を
支
え
る
祖
師
た
ち
の
言
行
と
そ
の
思
想
を
英
語
世
界

に
伝
え
る
機
運
が
熟
し
て
き
た
証
拠
と
思
わ
れ
よ
う
。
各
宗
が
海
外
伝

道
の
歴
史
を
刻
み
始
め
て
か
ら
可
成
り
の
年
月
を
経
過
し
た
現
在
、
海

外
で
は
そ
れ
ぞ
れ
記
念
行
事
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
日
本
か
ら
出
た
宗
派

の
伝
道
状
況
の
基
本
に
は
祖
師
が
た
の
思
想
、
言
行
、
教
義
の
英
訳
が
、

不
可
欠
で
あ
り
、
現
地
に
お
け
る
即
興
的
な
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
英
訳

を
正
確
な
信
頼
で
き
る
立
派
な
も
の
に
叩
き
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

危
機
感
が
あ

つ
て
、
よ
う
や
く
各
宗
と
も
に
、

こ
れ
ら
の
祖
典
英
訳
の

業
が
、
伝
道
関
係
の
部
局
に
お
い
て
軌
道
に
の
り
始
め
た
と
い
う
こ
と

は
、
む
し
ろ
遅
き
に
失
し
た
観
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
遅
れ
走
せ
な
が
ら
、

世
界
の
精
神
文
化
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
と
期
待
さ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
祖
典
を
実
際
に
英
訳
す
る
場
合
、
理
念
的
に
も
技
術
的
に
も
い

ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
問
題
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
伝
統
教
学

と
近
代
仏
教
学
の
対
立

・
矛
盾
な
ど
の
問
題
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二

仏
典
英
訳
に
際
し
て
参
考
と
な
る
こ
と
は
、
過
去
に
お
け
る
学
究
た

ち
の
業
績
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
漢
訳
伝
典
を
生
み
出
し
た
三
蔵
法
師

た
ち
の
翻
訳
方
針
で
あ
る
。
訳
業
に
新
風
を
吹
き
込
み
新
訳
時
代
を
も

た
ら
し
た
玄
莫

(六
〇
〇
-
六
六
四
)
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
五
種
不
翻

を
提
唱
し
て
い
る
。
翻
訳
不
可
能
な
場
合
が
五
種
類
挙
げ

ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
第

一
の
場
合
は
秘
密
の
故
に
、
例
え
ば
陀
羅
尼
の
如
き

が
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
は
多
含
の
故
に
、
例
え
ば
、
薄
伽
梵
の
如
き
が

こ
れ
に
当
る
。
こ
の
語
は
自
在
と
熾
盛
と
端
厳
と
名
称
と
吉
祥
と
尊
貴
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と
い
う
六

っ
の
意
味
を
兼
ね
る
か
ら
翻
訳
で
き
な
い
と
す
る
ひ
第
三
は

此
の
方
に
無
き
が
故
に
、
例
え
ば
イ
ン
ド
に
あ
つ
て
中
国
に
な
い
閻
浮

樹
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
。
第
四
は
古
に
順
う
が
故
に
、
例
え

ば
阿
褥
菩
提
の
語
は
昔
か
ら
訳
さ
な
い
と
い
う
。
第
五
は
生
善
尊
重
の

故

に
、
例

え
ば
般
若
を
智
慧
と
訳
さ
な
い
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
大
原

則
を
樹
立
す
る
こ
と
は
英
訳
の
場
合
も
当
然
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

英
訳
仏
典
を

一
見
し
て
、
門
外
漢
が
読
み
づ
ら
く
思
う
と
す
れ
ば
、

や
は
り
、
原
語
が
あ
ま
り
に
も
多
く
残
存
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
ろ

う
か
。
特
に
初
期
の
英
訳
仏
典
ほ
ど
、
そ
の
傾
向
が
強
く
感
じ
ら
れ
、

原
文
に
忠
実
で
あ
り
な
が
ら
、
英
語
と
し
て
許
容
さ
れ
る
限
界
を
め
ぐ

つ
て
、
訳
者
の
裁
量
が

一
様
で
は
な
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
翻
訳
の

方
針
は
千
差
万
別
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

三

最
大
公
約
数
的
に
そ
の
条
件
を
求
め
、
い
か
な
る
場
合
で
も
こ
れ
だ

け
は
具
備

し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
数
点
を

摘
出
し
て
大
方
の
参
考
に
供
し
た
い
と
思
う
。

第

三
点

は
、
い
か
な
る
翻
訳
と
い
え
ど
も
、
原
文
か
ら
独
立
し
て
、

翻
訳
自
体
、
誰
に
も
わ
か
り
、
読
み
易
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
仏
教

の
術
語
を

た
だ
い
た
ず
ら
に
置
き
か
え
る
と
い
う
機
械
的
な
作
業
の
結

果
は
、
け

つ
し
て
読
み
易
い
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

東
西
の
古
典
と
呼
ば
れ
る
典
籍
は
現
代
語
に
同
義
語
が
存
し
な
い
た
め

に
、
付
加
的
註
釈
な
し
に
は
翻
訳
さ
れ
に
く
い
も
の
も
多
く
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
揚
合
、
訳
者
は
そ
れ
ら
の
表
現
を
、
説

明

を
加

え
る

に
せ

よ
、
加
え
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
ま
ま
残
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
よ
う

な
ケ
ー
ス
が
増
え
れ
ば
、
増
え
る
程
、
文
章
の
体

裁
は
益
ゝ
読
み
ず
ら

く
な
る
の
で
あ
る
。
殊
に
仏
典
や
祖
典
の
よ
う
な
讃
仰
と
崇
拝
の
対
象

と
な
る
永
い
歴
史
を
も
つ
て
い
る
典
籍
に
は
、
容

易
に
把
握
し
難
い
幾

多
の
問
題
点
が
あ
る
場
合
が
多
い
。
英
訳
が
あ

ら
わ
れ
て
後
で
さ
え

も
、
日
本
語
の
現
代
語
訳
の
刊
行
が
遅
れ
る
現

象
が
起
つ
て
い
る
の

は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
介
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
文
脈
の
中
で
の
意
味
の
理
解
を
め
ぐ
る
学
説
史
を
ふ
ま

え
た
り
、
哲
学
的
論
争
史
を
充
分
に
配
慮
し
て
し
か
も
そ
れ
を
表
面
に

出
さ
ず
、
さ
り
げ
な
く
素
直
な
英
語
で
訳
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
従

つ
て
文
章
論
的

・
文
法
論
的
な
論
争
の
如
何
に
よ

つ
て
は
、
訳
文
が

一

見
、
原
文
と
相
反
す
る
表
現
と
な
り
か
ね
な
い
が
、
別
の
と
こ
ろ
で
必

ず
纒
め
て
、
グ
ロ
サ
リ
ー
に
す
る
な
り
、
脚
註

に
す
る
な
り
し
て
解
決

を
与
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
殊
に
原
文
が
漢
文
の
場
合
、
句

読
点
の
置
き
方
に
よ
つ
て
、
訓
読
法
が
異
な
り
、
祖
師
に
よ
つ
て
は
、

わ
ざ
と
正
規
の
文
法
を
外
し
て
、
無
理
な
訓
読

法
を
し
て
い
る
場
合
、

こ
れ
を
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
点
は
祖
典
の
英
訳
が
単
な
る
啓
蒙
書
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な

く
、
依
る

べ
き
聖
典
で
あ
る
以
上
、
本
文
は
少
く
と
も
な
め
ら
か
で
、

読
み
易
く
、
素
直
な
英
文
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
別
の
所
で
は
、

批
判
的
研
究
に
耐
え
る
用
意
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え

祖
典
英
訳
の
基
礎
的
課
題

(
田

村
)
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ば
英
語
を
母
国
語
又
は
そ
れ
に
近
い
立
場
と
す
る
人
び
と
の
便
宜
を
考

慮
し
た
グ
ロ
サ
リ
ー
と
、
逆
に
祖
典
の
原
語
を
母
国
語
又
は
そ
れ
に
近

い
立
場
と
す
る
人
び
と
の
手
引
き
と
な
る
グ

ロ
サ
リ
ー
と
の
二
種
類

憶
、
少
く
と
も
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
英
訳
さ
れ
な
い

ま
ま
英
語
化
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
語
彙
、
英
訳
さ
れ
た
仏
教
術

語
や
嗣
有
名
詞
を

一
纒
め
に
し
た
グ
ロ
サ
リ
ー
と
、
漢
語
又
は
日
本
語

を
中
心
と
し
た
グ
ロ
サ
リ
ー
を
別
に
独
立
さ
せ
て
、
そ
こ
で
漢
字
を
扱

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
国
語
音
と
日
本
語
音
の
蛇
記
の
問
題
も
こ
の
グ

ロ
サ
リ
ー
の
中
で
解
決
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
四
点

は
索
引
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
祖
典
の
扱
う
範
囲
の
言
語
を

す

べ
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
テ
イ
カ
ル
に
包
摂
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の

探
求
に
便
宜
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。

第
五
点

は
脚
註
は
本
文
よ
り
も
少
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
脚
註
が

多
い
こ
と
は
、
学
術
的
な
体
裁
を

一
見
与
え
る
が
、
い
ち
い
ち
、
脚
註

を
み
な
け
れ
ば
、
意
味
が
の
み
こ
め
な
い
英
語
ほ
ど
や
り
き
れ
な
い
も

の
は
な
か
ろ
う
。
脚
註
で
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題

で
も
可
能
な

限
り
、
グ

ロ
サ
リ
ー
や
索
引
に
お
い
て
解
消
す

べ
き
で
あ
る
。

第
六
点
は
固
有
名
詞
と
い
え
ど
も
可
能
な
限
り
英
訳
で
き
る
も
の
は

英
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
英
訳
で
き
な
い
も

の
や
英
語
化
さ
れ
て

い
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
な
ど
は
止
む
を
え
ず
、原
語
で
出
し
て
お
く
が
、

括
弧
し
て
そ
の
英
訳
を
添
え
る

べ
き
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
の
音

写
に
す
き
な
い
術
語
や
固
有
名
詞
は
原
則
と
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に

還
元
す

べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
を
と
つ
て
の
翻
訳
が
定
着
し
て
い

る
場
合
は
、
そ
の
意
味
の
如
く
英
訳
名
を
出
す
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ

の
場
合
、
音
訳
と
意
訳
が
同
格
で
あ
る
こ
と
を
ど
こ
か
で
明
示
し
て
お

け
ば
中
し
分
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

た
と
え
原
著
が
古
典
で
あ
ろ
う
と
も
、或
は
古
典
な
る
が
故
に
こ
そ
、

そ
の
時
代
背
景
と
現
代
と
の
ギ

ャ
ッ
プ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
し
て

そ
れ
を
受
容
し
た
対
告
衆
と
現
代
の
対
告
衆
と

の
ギ
ャ
ッ
プ
も
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
し
、
あ
る
時
代
の
あ
る
地
域
の
特
定

の
対
告
衆
を
予
想
し

て
あ
る
祖
典
が
、
現
代
の
英
語
社
会
に
お
い
て
な
お
讃
仰
さ
れ
、
探
求

さ
れ
る
に
足
る
内
容
を
も
つ
て
い
る
か
否
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
翻
訳
者
は
文
化
圏
を
異
に
す
る
原
典
の
お

か
れ
た
環
境
の
よ
き

理
解
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ

る
。

テ
キ
ス
ト
の
内

側
か
ら
そ
の
精
神
的
価
値
に
共
鳴
し
な
い
訳
者

だ
つ
た
ら
、
そ
の
翻
訳

は
不
可
能
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
原
典

の
お
か
れ
た
時
代
的
背
景

と
読
者
の
理
解
力
と
い
う
外
的
条
件
を
充
分
知
悉

し
て
、
そ
れ
を
現
代

の
英
語
世
界
の
問
題
状
況
と
結
び
つ
け
る
何
か
が
訳
者
を
促
し
て
止
ま

な
い
縁
が
大
切
で
あ
ろ
う
。

い
や
し
く
も
、
古
典
と
な
つ
て
い
る
祖
師

の
語
録
や
教
学
の
書
は
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
世
界
の
知
識
人
の
需
用
を

充
た
す
も
の
で
あ
る
。
適
確
に
大
綱
を
把
握
し
て
誰
に
も
理
解
で
き
る

形
で
英
訳
す
る
こ
と
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
現
代

の
三
蔵
法
師
に
課
せ
ら

れ
た
課
題
で
あ
ろ
う
。

(註
省
略
)
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