
翻

羅

考

翻

課

考

(

一
)

玉

置

上ノ氏

犀臼

晃

誰
れ

か
も
護

書

は

一
種

の
創
作

の
や
う
な

も

の
で

あ

る
と

い

つ
た
が

、

私

は
常

に
さ
う
考

へ
て

ゐ

る

一
人

で
あ

る

。

も
と

よ
り
讃
書

は
私

の
心
境

に
或

る
刺

激

を
與

へ
る
も

の

で
あ

り
、

場
合

に
よ

つ
て
は

全

く
私

の
心
境

を
鍵
革

さ

す

こ
と

さ

へ
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
護
書

に

つ
い

て
は
私

に
自
由

の
選
揮

が

ゆ

る
さ

れ

て
ゐ

る
。

こ

～
の
と

こ

ろ

に

た

し

か
に
或

る
種

の
創
作

と

し

て
の
香

が
高

い

の
だ

ら

う
と

思

つ
て

ゐ
る
。

「
自

由

の
選
揮

が

ゆ

る

さ
れ

て
ゐ

る
讃

書

」

だ

か
ら

こ

そ
、
私

の
李

生

の
教

養

と
深

い
關

係

が
む
す

ぼ

れ

て
ゐ

る
だ

ら

う
。

と

に
か
く

、
私

は
法
律

に
關

す

る
著
書

に
封

し

て

一
向

に
興
味

を
も

た

ぬ
。
興

味
を

も

た

ぬ
た
め

に

一
向
讃

む
氣

に
も

な
ら
す

、

ま

た
、
讃

ん

で
も
わ

か
ら

な

い
。
同

檬

に
経
濟

に
關

す

る
著
書

に
封
し

て
そ

の
と

ほ

り

で
あ

る
。

と

い

つ
た
や

う
な

こ
と

を
忌

揮
な

く
い

へ
ば

、
私

の
準

生
が

「
法
律
」

と

か

「
経

濟
」

と

か
,の
著

書

か

ら

私
自
身

を

見

出

さ
う
と

し

て
ゐ
な

い
か
ら

で
あ

る
。

こ

の

こ
と

は
私

に
と

つ
て
は
悲

し

い
こ
と

で
も
あ

る
。
と

い

つ
て
も

、
私

の

李

生

が
讃
書

に
封

し

て
の
自

由

の
選
澤

を
私

に
輿

へ
て
ゐ

る

の
だ

か
ら

、
な

ん

と
も

し

て
み

よ
う
が

な

い
。
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「
法
律
」
「
経
濟
」
に
關
す
る
著
書

の
多
く
は
、
難
澁
な
拙
文
だ
か
ら
と

い
つ
た
や
う
な

不
届
な
考

へ
か
ら
護
ま
ぬ
の

で
は
な

い
。
ひ
と

へ
に
そ
れ
は
、
私
の
準
生
が
か
や
う
な
著
書
と
縁
遠

い
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
ま
た
、
私
の
護
書

に
は
種

々
な
型
が
あ
る
。
先
づ
讃
書

に
際
し
て
私
は
、
そ

の
著
書

か
ら
私
自
身
を
護
み
出

さ
う
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
ま
た
二
つ
の
型
が
あ

つ
て
、
そ
の

一
は
、
借
越
に
も
全
然
著
者
の
意
見
を
無
覗
し
て
た

ゴ
私
自
身
を
ひ
た
む
き

に
見
出
さ
う
と
す
る
型
、
そ
の
二
は
著
者
に
封
す
る
私
の
雫
生

の
深

い
信
仰
か
ら
、
無
批
到

に
著
書

の
意
見
に
随
順
し

て
、
そ
の
ま

、
私
自
身
を
見
出

さ
す

に
は
ゐ
ら
れ
な

い
型
と
で
あ
る
。
次
に
、
.
著
書

の
意

見
と
私
の
意

見
と
が
チ
ヤ
ン
ポ
ン
さ
れ
て
、
私

の
卒
生
に
幾
分

の
攣
革
を
お
こ
す
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
私
の
李
生

と
さ
う
深

い
關
係
な
し
に
、
た
と

へ
ば
、
試
験

で
も
受
け
る
場
合
、
古
い
歴
史

の
事
實
を
暗
請
す
る
た
め
に
護
む
と

か
、
地
理
的
な
地
名
を
畳
え
る
た
め
に
讃
む
と
か
と

い
つ
た
や
う
な
護
書
も
あ

る
。

か
や
う
に
私
の
護
書

に
は
い
ろ

い
ろ
な
型
が
あ

る
。

こ
の
い
ろ
い
ろ
な
型
が
、
私
の
李
生
を
作

つ
て
ゆ
く
の
だ
ら

う
と

い
ふ
こ
と
に
異
論
を
も

つ
も
の
で
は
な

い
。

そ
こ
で
、
か
う
し
た
私
の
濁
断
か
ら
私
は

「
経
論

の
翻
繹
」

に
つ
い
て
異
常
な
關

心
と
興
味
と
を
も

つ
て
ゐ
る
。

二

由
來
、
漢
課
経
論

の
研
究

に
つ
い
て
は
、
幾
多
の
難
關
が
そ
の
前
途
に
横

つ
て
ゐ
る
。

こ
と
に
、
そ
の
原
典

の
手

に
入
ら
な

い
も

の
に
至

つ
て
は
、
更

に
研
究
困
難

の
程
度
を
高

め
る
も

の
で
あ

る
。

翻

課

考

.

(二
)
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翻

諜

考

.

(
三
)

謬
経
三
藏
が
軍

に
言
語

に
曉
通

し
た
學
者
で
あ

つ
て
、
鐸
出
し
た
成
果

に
封

し
て
、
温
い
信
仰
も
深

い
理
解
も
な

＼

く
て
、
た

ゴ
軍
に
忠
實

に
言
語
の
移
し
換

へ
の
み
に
努
力
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
幸

に
そ
の
成
果

に
つ
い
て
の

研
究

の
困
難

が
牛
減
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
幸
か

不
幸
か
、
古
來
の
課
経
成
果
を
あ
と
づ
け
て
み
る
と
、

繹
経

三
藏

の
血
の
た
る
や
う
な
翻
繹
功
績

に
は
、
軍
な
る
言
語
學
者
風
の
模
爲
で
は
な
く
、
原
経
典

に
甥
し
て
の
深

い
理
解
と
、
敬
慶
な
信
仰
と
を
織
り
こ
ん
で
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
よ

つ
て
、
鐸
出
成
果
を
研
究
の
資
糧
と
で
る
場
合

に
は
、
彼
等
繹
経
三
藏

の
李
生
の
敷
養

に
深
い
關
心
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と

い
ム
と
こ
ろ
に
全
く

一
種

の
創
作

の

香
が
高
い
。
ま
た
た
め

に
、
研
究

の
封
象
と
し
て
は
、
ま
こ
と
に
厄
介
千
萬
な
も

の
で
あ

る
。

而
も
、
古
來
の
課
経
三
藏
は
實

に
そ
の
當
時
の
學
界
に
於
け
る
権
威
者
で
も
あ

つ
た
。

支
那
佛
敏
史
上
い
く
た
び

も
く
り
か

へ
さ
れ
た
こ
乏
で
あ

る
が
、
戦
勝

の
第

一
賠
償

と
し
て
、
往

々
、
鐸
輕

三
藏
の
掠
奪
が
あ

つ
た
と
い
ふ
事

實

が
、
當
時

一
般
思
想
界

に
於
け
る
彼
等
の
権
威
を
裏
書
き
す

る
も

の
で
あ
る
。

か
く
て
、
繹
経
三
藏
は
軍
な

る
佛

教
學
者
で
は
な
く
、
當
時
の

一
般
思
想
に
つ
い
て
も
、
勝
れ
た
理
解
と
、
深
い
造
詣
と
を
も

つ
た
も
の
だ
と
信
じ
て

よ

い
。
支
那
の

『
傳
記
』
『
目
録
』
に
傳

へ
ら
れ
て
た
繹
経

三
藏
傳
を
見
る
と
、
こ
の
事
實
が
は

つ
き
り
窺
は
れ
る
。

か
や
う
な

來
歴
を
も
つ
た
繹
輕
三
藏
の
手
に
よ

つ
て
な
さ
れ
た
成
果
は
、
輩
な
る
言
語
の
模
爲
で
あ
り
、
移
植
で

あ

つ
た
と
し
て
簡
輩
に
か
た
づ
け
る
わ
け
に
は
ま
ゐ
ら

ぬ
。
必
す
や
、
そ

の
成
果

の
上
に
、
彼
等
の
思
想
的
背
景
が

力
張

い
影
響
を
與

へ
た
も
の
と
信
じ

て
よ
い
。

こ
と
に
、
課
経
目
録
中

に
は
、
鐸
者
の
著

述
と
な
が
め
て
然

る
べ
き
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も

の
で
も

、
繹
出

経
論

と

し

て
、

そ

の
中

に
お

さ
め

て
ゐ

る
も

の
も
少

く
な

い
。
更

に
支

那
撰

述

の
傭

経
問

題
な

ど

に
至

つ
て

は
、

こ
と

に

こ
の
威

を
深

め

る
も

の

で
あ

る
。

こ
の
意
味

に
於

て
課
出

経
論

の
研

究

に

つ
い

て
は
、
先

づ

一
鷹

、
謬

者

の
創

作
(
?

)
と

し

て
取

扱

ふ
べ
き

で
は
な

か
ら
う

か
、

若
し

さ
う

だ
と

す
れ

ば
、

そ

こ

に
、

鐸
者
自
身

の
思

想
系
統

と

か
、
ま

た

は
諜

者
當

時

の
時
代

思
潮
と

か

に

つ
い
て
、
充

分

の
豫

備

知
識

を
も

た
な

け

れ
ば
な
ら

ぬ

こ

と

に
な

る
。

翻

つ
て
、
印
度

の
諸

聖

に

よ

つ
て
創
作

さ

れ
た
経
論

そ

れ
自
艦

に
於

て
も
、

そ

の
作

者

自
身

が
、

既

に
猫
自

の
見

解

を

も

つ
て
、
佛

意

の
登
揮

に

つ
と

め

た
も

の

で
あ

り

、
他

の
追
随

を
ゆ

る
さ

ぬ
嚴

さ
を

も

つ
た
も

の
で
あ

る
。
然

る

に
、
ま

た
更

に
、

そ

れ
ら

の
糎
論

が
、

繹
纏

三
藏

の
手

に
よ

つ
て
諜
出

さ

れ
た
場
合

、

課
者

自
身

の
思

想
的
背
景

が
色

濃

く
、

そ
の
成
果

の
上

に
彩

ら

れ

る
も

の
だ

か
ら
、

こ

、
に
於

て
、

繹
出
経

論

の
研
究

に
は
重

ね

た

る
意
味

に

於

け

る
困
難

の
ど

も
な

ふ
も

の
で
あ

る
。

レ

●

三

　

　

今
、

そ
の

一
例
を

『
揖
大
乗
論
」

の
上
に
と

つ
て
み
よ
う
。
本
論
は
い
ふ
ま

で
も
な

く
無
著
の
著
で
あ

つ
て
、
そ

の
名
の
示
す
が
如

く
大
乗
敏
義
概
観
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
印
度
大
乗
教
學
の
研
究

に
は
重
要
な

資
糧
と
な

る
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
た
も
の
か
日
本
で
は
從
來
あ
ま
b
研
究

さ
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
は

多
分
、
玄
弊
慈
恩
系

の
唯
識
學
を
織
承
し
た
日
本
唯
識
學
で
は
重

に

『
成
唯
識
論
』

の
研
究

に
没
頭
し
た
た
め
に
、

翻

羅

考

(四
)
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凱
.

課

考

(五
)

そ
の
間
、
自
ら
囁
大
乗
論
が
等
閑
頑
さ
れ
た
も
の
だ
ら
う
。
だ
か
ら
、
日
本

で
は
昔
か
ら
僅

に
徳
川
時
代

の
普
寂

に

よ

っ
て

『
撮
一論
略
疏
』

五
巷

の
登
表
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

さ
て
、

『
撮
大
乗
論
』
は

大
乗
阿
毘
達
磨
経
中

の

一
章

で
あ
る

囁
大
乗
品
を
繹
し

た
も
の
だ
と

傳

へ
ら
れ

て
ゐ

る
。
.と
こ
ろ
が
、
『
大
乗
阿
毘
達
磨
輕
』
は
と
う
と
う
支
那
に
も
西
藏
に
も
翻
繹

さ
れ
な
か

つ
た
や
う

で
あ
る
。
無
論

、

印
度
に
於
て
も
現
在
傳
は
つ
て
ゐ
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
,そ
の
断
片
が

『
成
唯
識
論
』

の
う
ち
に
引
用

さ
れ
て
ゐ
る
ば

か
り
で
な
く
、
囁
大
乗
論

に
は
多
く
引
用

さ
れ
て
ゐ
る
。
帥
ち
本
論

の
十
種

の
勝
相
の
名
稻
な
ど
は
ま
さ
し
く
本
経

の
も
の
で
あ
ら
う
。
本
経
と
撮
大
乗
論

と
の
關
係
に
つ
い
て
は

こ
の
論

文
で
詳
論
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な

い
。

と
こ
ろ
で
、
撮
大
乗
論

に
は
古
來
四
代

の
繹
が
あ

る
。

そ
の

一
は
北
魏
時
代
の
佛
陀
扇
多
の
鐸
出

に
か

～
る
二
雀

本
と
、
そ

の
二
は
陳
代

の
眞
諦
に
よ

つ
て
課
さ
れ
た
三
巻
本
と
、
そ
の
三
は
階
朝

の
達
磨
笈
多
の
繹
論

の
謬
出
中
の

本
論
文
と
、
そ

の
四
は
唐
代

の
玄
弊
繹

の
三
巻
本
と
で
あ
る
。
こ
の
四
繹
を
封
照
し
て
み
る
と
、
多
分
、
同
本
異
謬

だ
ら
う
と
思

へ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
繹
本
の
内
容
を
綿
密
に
比
較
封
照
し
て
み
る
と
、
四
繹
各
々
特
徴
を
も

つ
て

ゐ
る
が
思
想
的

に
い
つ
て
も
た
し
か
に
か
な
り

の
距
離
が
あ
る
や
う
で
あ

る
。
而
も
、
繹
本
に
よ

つ
て
の
み
研
究
せ

ぬ
ば
な
ら
ぬ
囁
大
乗
論

に
於
て
、
各
繹
の
間
に
思
想
的
に
距
離

の
あ

る
こ
と
は
困

つ
た
も

の
で
あ
る
。
さ
て
、
四
繹

中
、
扇
多
繹
と
眞
諦
繹
と
は
同
巧
異
曲
で
あ

つ
て
、
と
も
に
如
來
藏
縁
起
論
を
も

つ
て
そ
の
眼
目
と
し
て
ゐ
る
。
笈

多
繹
も
前
二
鐸
に
近
い
思
想
を

も

つ
て
ゐ
る
。

然

る
に
、

玄
弊
鐸
に
至

つ
て
は
、

全
く
頼
耶
中
心
の
縁
起
論

で
あ
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る
。
更

に
ま

た
、
世
親

の

『
囁
大
桑
論
羅
論
」

に
も
三
代
の
謬
出
が
あ

つ
た
。
帥
ち
眞
諦
課
と
、
達
磨
笈
多
繹
と
、

玄
弊
繹
と
で
あ

る
。

三
課
の
成
果
は
本
論

に
於
け
る
が
如
く
、
前

二
者
は
如
來
藏
縁
起
論

で
あ
り
、
後
者
は
頼
耶
中

心
の
縁
起
論

で
あ

る
。

か
や
う
に
、
各
繹
出
本
の
上
に
於
て
、
各
諜
者

の
意
樂

か
ら
思
想
的

に
距
離
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
後
學

者
に
と

つ
て
厄
介
千
萬
な
事
實
で
は
あ

る
。
兎
に
角

、
こ
の
事
實
は
課
者
の
意
樂
が
根
深
く
そ
の
成
果

に
喰
ひ
入

つ

て
ゐ
る
謹
嫉
だ
と
考

へ
て
よ
か
ら
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
成
果
の
上
に
於
て
、
本
繹
論

の
著
者
の
意
見
と
課
者
の
意

見
と
が
、
ど
う
い
ふ
風
に
識

別
さ
る

、
か
は

大
問
題

で
あ
る
。

若
し
無
著

の
意
見
が
如
來
藏
縁
起
論

で

あ
る
と
す

れ
ば
、
玄
舞
繹
は
全
く
課
者

の
創
作
と
見
て
よ
い
、
ま

た
頼
耶
中
心
の
縁
起
が
無
著

の
眞
意
と
す
れ
ば
、
置
ハ諦
…鐸
は

鐸
者
の
思
想
的
背
景
が
し
か
せ
し
め
た

も

の
で
あ
ら
う
。

い
ふ
ま
で
も
な
く
、

無
著

の

本
論

の
眞
意
を
窺

ふ
た
め

に
は
、
彼
の
著
と
し
て
傳

へ
ら
る
、
本
論
以
外

の
も
の
を
攻
究
す
れ
ば
、
そ
の
間
に
、
或

は
、
そ
の
眞
意
が
明
」か
に

な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
そ
れ
ら
も
ま
た
、
・繹
出
経
論

で
あ
る
た
め

に
、
撮
大
乗
論

の
論
繹
と
同
様
の
疑
問
が
残

る

筈

で
あ
る
。

か
や
う
な
結
果
か
ら
見
る
と
、
繹
出
経
論

の
上
で
は
、
原
著
者
の
意

見
が
、
謬
者
の
意
樂

に
よ

つ
て
、
程
度

の
濃

淡

こ
そ
あ
れ
、
い
か
ほ
ど
か
が
動
か
さ
れ
た
も
の
だ
と
信
じ
て
よ
い
。
極
論
す
れ
ば
、

こ
の
意
味
に
於

て
、

一
般
繹

出
経
論

は
、
繹
者
の
創
作
と
し
て
の
豫
想
の
も
と
に
攻
究

せ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
か
ら
う
か
。

、翻

鐸

考

(六
)
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翻

認

考

(七
)

四

こ
の

一
例
と
し
て
の
振
大
乗
論
は
、
私
の
意
見

の
偏
見
を
た
す
け
ん
が
た
め
に
こ
と
さ
ら
に
拉

へ
來

つ
た
も
の
で

は
な

い
、
他
の
繹
経
論

に
於
て
も
這
般

の
消
息
が
満

た
さ
れ
て
ゐ
る
。
も

つ
と
適
切
な
例
を
出
せ
ば
、
か
の
玄
弊
繹

『
成
唯
識
論
』
十
巻
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
論

の
繹
膿

に
は
時
間
的

取
扱
を
全
部
無

覗
し
て
、
か
な
り
年
代
的
に
距
離

の

あ

る
十
大
論
師
を
、
李
面
的

に

一
線
上
に
な
ら

べ
て
、
問
答
往
復

せ
し
め
て
ゐ
る
。
而
も
そ
の
内
容

に
至

つ
て
は
護

法
思
想
を
中
心
と
し
て
、
他

の
九
大
論
師

の
意
見
を
屡
酌
し
、
そ
れ
に
組
織
を
與

へ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
で
、
そ

の
繹
禮
に
於
て
も
、
繰
鐸
て
ふ
特
種
な
繹
膿
を
見

せ
て
ゐ
る
も
の
で
、
全
く
玄
弊
の
創
作
と
し
て
取
扱
ふ
べ
き
も

の

で
あ
る
。
蕾

に
玄
弊

の
み
な
ら
す
、

ご
般
繹
脛
三
藏
の
多
く
は
、
爲
法
の
念
か
ら

で
は
あ

る
が
、
彼
等
の
繹
出
が
、

や
が
て
、
創
作
的
で
あ
る
こ
と
に
自
信
を
も
ち
、
誇
り
を
感
じ
た
や
う
で
も
あ

る
。

だ
か
ら
、
私
は
印
度
撰
述
の
経
論
研
究

に
つ
い
て
は
、
原
本
の
有
無

に
か

～
は
ら
す
、
そ
の
翻
繹
者
の
思
想
背
景

と
か
、
彼
等
の
卒
生

の
敏
養
と
か
い
つ
た
こ
と
を
、
先
づ
解
決
し
た
上
の
こ
と

に
せ
ね
ば
決
し
て
周
到
な
用
意

で
あ

る
と
は
い

へ
な
い
と
思
ふ
。

(昭
和
+
二
年
六
月
+
日
)
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