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は
じ
め
に
　
本
稿
の
目
的
と
方
法

　
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
統
治
理
念
を
示
す
磨
崖
法
勅
は
、
内
容
は
も
ち
ろ
ん

言
語
的
に
も
貴
重
な
こ
と
に
異
存
は
な
い
。
中
で
も
「
ギ
リ
シ
ア
語
・
ア

ラ
ム
語
併
記
カ
ン
ダ
ハ
ル
第
一
碑
文
」（
以
下
「
カ
ン
ダ
ハ
ル
碑
文
」）
は
、

同
じ
く
ギ
リ
シ
ア
語
で
記
さ
れ
た
「
カ
ン
ダ
ハ
ル
第
二
碑
文
」（
以
下
「
第

二
碑
文
」）
と
共
に
多
く
の
注
目
を
集
め
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
に
つ

い
て
は
、Carratelli

）
1
（

、Schlum
berger

）
2
（

、Louis

）
3
（

、Yailenko

）
4
（

、
伊
藤
義

教
）
5
（

、
久
保
田
周
）
6
（

、
塚
本
啓
祥
）
7
（

、
中
村
元
）
8
（

、
山
崎
元
一
）
9
（

な
ど
枚
挙
に
い
と
ま

が
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
ら
は
本
稿
で
論
じ
る
「
ア
ク
ラ
シ
ア
」
と
い
う
問

題
を
中
心
に
し
て
は
い
な
い
。

　
本
稿
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
術
語
で
あ
る
「
ア
ク
ラ
シ
ア
・
無
抑
制

a , kras
ía

」
が
「
カ
ン
ダ
ハ
ル
碑
文
」
に
現
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
翻
訳

者
が
、
自
ら
が
属
す
る
ギ
リ
シ
ア
思
想
を
背
景
に
、
異
文
化
の
中
に
自
身

の
知
る
ア
ク
ラ
シ
ア
と
同
様
の
状
況
を
捉
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
こ
の
語

が
使
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
碑
文
を
異
文
化
理
解
の

好
例
と
位
置
付
け
る
こ
と
を
最
終
的
な
目
的
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
た
め
に
ま
ず
、（
一
）
ギ
リ
シ
ア
思
想
に
お
け
る
こ
の
語
彙
の
系

譜
を
概
観
す
る
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ア
ク
ラ
シ
ア
概
念
と
は
何
か
、

そ
の
成
立
要
件
の
確
認
で
あ
る
。
次
に
、（
二
）
カ
ン
ダ
ハ
ル
碑
文
の
考

察
を
行
う
。
こ
こ
で
は
、
ア
ク
ラ
シ
ア
と
い
う
語
彙
が
翻
訳
に
際
し
適
切

で
あ
る
か
を
確
認
す
る
。
前
節
で
明
確
化
し
た
ア
ク
ラ
シ
ア
成
立
要
件
に

照
ら
し
て
、
こ
の
語
の
示
す
状
態
が
イ
ン
ド
に
存
し
て
い
た
と
の
推
測
が

成
立
す
れ
ば
、
そ
れ
が
判
断
基
準
と
な
ろ
う
。
こ
の
と
き
の
状
況
確
認
の

た
め
、
パ
ー
リ
語
（
マ
ガ
ダ
語）
10
（

）
の
他
の
磨
崖
法
勅
等
も
適
宜
参
照
す
る
。

（
三
）
そ
の
上
で
ア
ク
ラ
シ
ア
を
中
心
に
当
該
地
域
で
「
第
二
碑
文
」
と

の
翻
訳
の
方
向
性
の
違
い
を
考
察
す
る
。
こ
の
比
較
に
よ
っ
て
「
カ
ン
ダ

ハ
ル
碑
文
」
の
翻
訳
の
独
自
性
が
理
解
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
翻
訳
者

〈
研
究
論
文
４
〉

金
　
澤
　
　
　
修
　

　
ア
シ
ョ
ー
カ
王
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ダ
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概
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│
翻
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ア
語
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っ
て

│
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れ
と
は
）
別
の
何
か
が
そ
の
人
の
知
識
を
支
配
し
て
「
あ
た
か
も
奴

隷
の
よ
う
に
引
き
ず
り
回
す
）
12
（

」
こ
と
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。
実
際
、
無
抑
制
は
あ
り
得
な
い
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
し
て
い

た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
（
知
識
が
引
き
ず
り
回
さ
れ
る
と
い
う
）
議

論
の
立
場
と
全
面
的
に
対
決
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も

（
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
れ
ば
）、
最
善
の
こ
と
を
判
断
し
な
が
ら
も
最
善

に
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
は
な
く
、（
そ
う
す
る
の
は
）
む
し
ろ

無
知
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
、
と）
13
（

。

　
　（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
七
巻 1145b22-27

）
14
（

）

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
行
為
に
お
い
て
「
そ
れ
が
悪

だ
と
知
っ
て
い
た
ゆ
え
に
行
わ
な
い）
15
（

」
エ
ン
ク
ラ
テ
イ
ア
に
対
し
、「
そ

れ
が
悪
い
こ
と
だ
と
知
り
な
が
ら
も
行
う
」
状
態
を
意
味
す
る
ア
ク
ラ
シ

ア
は
あ
り
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
主
知
主
義
の
立

場
か
ら
、
抑
制
で
き
な
い
の
は
知
識
の
欠
如
の
故
で
あ
り
、
知
識
と
行
為

の
間
に
不
整
合
を
意
味
す
る
ア
ク
ラ
シ
ア
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
。
こ
れ

に
対
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
一
般
的
常
識
に
即
し
て
そ
の
存
在
を
肯
定

し
た
上
で
、
知
識
を
所
有
し
て
い
る
可
能
状
態
と
、
そ
れ
を
行
使
し
て
い

る
実
現
状
態
と
い
う
位
相
の
区
分
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
解
消
す
る
。
つ

ま
り
「
知
識
を
有
し
な
が
ら
も
無
抑
制
に
振
る
舞
う
」
の
は
、
知
識
の
有

無
で
は
な
く
、
所
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
ら
か
の
理
由
で
行
為

に
反
映
さ
れ
な
い
た
め
と
説
明
す
る
の
で
あ
る）
16
（

。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ア
ク
ラ
シ
ア
問
題
を
取
り
扱
っ
た
背
景
に
は
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
と
同
様
に
、
師
・
プ
ラ
ト
ン
の
議
論
が
あ
る
と
考
え
て
良
い
だ

の
知
的
背
景
の
推
測
も
可
能
と
な
ろ
う
。

一
　
ギ
リ
シ
ア
思
想
に
お
け
る
ア
ク
ラ
シ
ア

　
　
　
語
彙
の
系
譜
と
成
立
要
件

　「
ア
ク
ラ
シ
ア
・
無
抑
制
（
状
態
）」
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
語
と
し

て
の
「
ア
ク
ラ
シ
アa , kras

ía

」
は
、
動
詞
「
支
配
す
るkratéw

」
に

関
連
す
る
形
容
詞
「
支
配
力
が
あ
るkrátoV

」
に
、
欠
如
を
示
すa , 

が

つ
い
た
形
容
詞
「
力
無
いa ,krath́V

」、
さ
ら
に
そ
の
状
態
を
表
す
名
詞

「
ア
ク
ラ
テ
イ
アa , kráteia

」
と
同
義
の
、
し
か
し
新
し
い
形
で
あ
り
、

意
味
的
に
は
「
エ
ン
ク
ラ
テ
イ
ア
・
抑
制
（
状
態
）e , gkráteia

」
と
対

置
さ
れ
る
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
語
の
使
用
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
以
前
に
は
哲
学
的
な
文
脈
以
外
で
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
ウ

ッ
ズ
に
よ
る
指
摘
で
あ
る）
11
（

。
そ
の
限
り
で
否
定
の
接
頭
辞
を
付
し
た
「
ア

ク
ラ
シ
ア
」
は
、「
ア
ク
ラ
テ
イ
ア
」
同
様
に
テ
ク
ニ
カ
ル
な
語
彙
で
あ

り
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
文
脈
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
性
格
を
持
っ
て
い

る
。

　
で
は
そ
の
文
脈
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
語
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
一
節
が
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

　
正
し
く
判
断
を
し
つ
つ
も
無
抑
制
状
態
に
な
る
人
が
い
る
の
は
何

故
か
と
訝
し
む
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
（
対
象
の
善
悪

に
つ
い
て
）
知
識
を
有
し
な
が
ら
も
無
抑
制
に
振
る
舞
う
こ
と
は
あ

り
得
な
い
と
い
う
人
々
が
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ソ
ク
ラ
テ

ス
が
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
そ
の
人
に
知
識
が
あ
り
な
が
ら
、（
そ
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が
、
無
視
や
不
同
意
も
可
能
な
「
説
得
」
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
つ
ま
り
共
同
体
が
無
抑
制
を
避
け
抑
制
状
態
を
保
つ
た
め
に

は
、
被
統
治
者
に
よ
る
善
悪
の
知
識
の
自
発
的
な
受
け
入
れ
と
、
そ
れ
に

基
づ
い
た
快
楽
に
対
す
る
適
切
な
振
る
舞
い
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
反
面
、
無
抑
制
行
為
は
共
同
体
の
善
を
阻
む
限
り
で
、
法
律
に
よ
る

規
制
の
対
象
に
も
な
る
。

　
で
は
こ
こ
で
ア
ク
ラ
シ
ア
概
念
と
は
何
か
、
成
立
要
件
と
い
う
観
点
か

ら
ま
と
め
て
み
よ
う
。

Ａ
　
ま
ず
「
抑
制
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
。
個
人
で

あ
れ
共
同
体
で
あ
れ
、
ど
の
よ
う
な
快
楽
へ
の
欲
求
が
ど
の
程
度
ま
で
抑

制
さ
れ
る
べ
き
か
を
示
し
え
な
い
限
り
、
抑
制
も
無
抑
制
も
あ
り
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
目
的
と
し
て
の
善
の
設
定
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ

う
。

Ｂ
　
さ
ら
に
善
悪
の
知
識
が
行
為
者
に
存
し
て
い
る
こ
と
も
必
要
で
あ

る
。
ア
ク
ラ
シ
ア
が
そ
も
そ
も
「
知
識
を
有
し
な
が
ら
も
無
抑
制
に
振
る

舞
う
」
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
為
者
が
「
悪
と
知
っ
て
い
る
」
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
行
為
だ
け
で
は
知
識
の

有
無
が
わ
か
ら
ず
、
或
る
振
る
舞
い
が
ア
ク
ラ
シ
ア
か
、
無
知
に
基
づ
く

「
放
埒
・
ア
コ
ラ
シ
アa , kolasía

」
か
、
判
別
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

Ｃ
　
上
記
の
要
件
を
満
た
し
た
上
で
無
抑
制
な
行
為
が
観
察
さ
れ
れ
ば
、

そ
こ
に
「
悪
と
知
り
な
が
ら
も
行
う
」
ア
ク
ラ
シ
ア
状
態
が
成
立
し
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
て
「
カ
ン
ダ
ハ
ル
碑
文
」
の
検
討

に
移
ろ
う
。

ろ
う）
17
（

。
彼
は
、『
国
家
』
篇
に
於
い
て
、
一
つ
の
魂
の
内
に
「
知
的
部
分
」

と
「
無
知
に
関
わ
る
部
分
」
を
認
め
る
「
魂
の
三
部
分
説
」
に
よ
っ
て
無

抑
制
状
態
を
説
明
し
た
。「
知
的
部
分
」
が
主
導
権
を
と
っ
て
い
れ
ば
抑

制
状
態
は
保
た
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
部
分
が
主
導
す
る
な
ら
ば
、「
知

的
部
分
」
が
善
悪
の
知
識
を
有
し
つ
つ
も
行
為
に
お
い
て
は
無
抑
制
状
態

が
成
立
す
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
「
魂
の
三
部
分

説
」
は
、
単
に
個
人
の
み
な
ら
ず
、
共
同
体
の
あ
り
方
、
言
い
換
え
れ
ば

共
同
体
が
陥
る
「
ア
ク
ラ
テ
イ
ア
」
を
も
説
明
し
よ
う
と
す
る
限
り
で
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
扱
っ
た
以
上
の
規
模
に
な
っ
て
い
る
。
後
の
作
品
で
あ
る

『
法
律
』
で
も
共
同
体
規
模
で
の
無
抑
制
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
国
家
と

無
抑
制
の
関
係
に
つ
い
て
プ
ラ
ト
ン
『
法
律
』
篇
を
見
て
み
よ
う
。

　
そ
の
人
自
身
の
無
知
の
故
か
（o , dè dià oi ,keían a ,́ noian

）、
快

楽
や
苦
痛
に
対
す
る
無
抑
制
の
故
か
（h , ̀di , a , kráteian h ,donw̴

n h , ̀

lupw̴
n

）、
臆
病
に
由
来
す
る
恐
怖
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
欲
望
、

あ
る
い
は
癒
し
が
た
い
激
情
の
中
に
あ
っ
た
た
め
に
そ
う
な
っ
て
悪

事
を
行
う
人
は
、
よ
り
重
い
刑
罰
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。

 

（
プ
ラ
ト
ン
『
法
律
』934A3-6
）
18
（

）

　
一
般
的
に
言
っ
て
法
律
と
は
、
共
同
体
に
と
っ
て
の
善
悪
の
知
識
、
と

り
わ
け
或
る
面
で
は
快
楽
の
抑
制
・
無
抑
制
に
つ
い
て
の
規
範
と
し
て
働

い
て
い
る）
19
（

。
実
現
可
能
な
政
体
を
論
じ
た
『
法
律
』
篇
で
は
、
統
治
者
は

も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
遵
守
は
僭
主
に
必
要
と

さ
れ
る
「
節
制sw

frosúnh

」
と
い
う
徳
と
し
て
現
れ
る）
20
（

。
こ
れ
に
対

し
、
被
統
治
者
は
従
わ
な
い
こ
と
も
可
能
だ
と
さ
れ
る
が）
21
（

、
こ
れ
は
法
律
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二
　
イ
ン
ド
文
化
圏
に
お
け
る
ア
ク
ラ
シ
ア

　
　
　
翻
訳
の
妥
当
性
の
検
討

　
ま
ず
カ
ン
ダ
ハ
ル
碑
文
の
ギ
リ
シ
ア
語
と
試
訳
を
掲
げ
）
22
（

、
そ
の
上
で
ア

ク
ラ
シ
ア
と
い
う
特
殊
な
ギ
リ
シ
ア
語
に
よ
る
翻
訳
の
適
切
さ
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
先
に
見
た
ア
ク
ラ
シ
ア
成
立
要
件
が
、
当
該
イ
ン
ド
地
域

で
成
立
し
て
い
た
と
資
料
を
も
と
に
言
え
る
な
ら
ば
、
翻
訳
者
は
、
ア
ク

ラ
シ
ア
と
い
う
語
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
の
政
治
的
状
況
を
把
握
し
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
自
ら
の
哲
学
的
素
養
に

基
づ
い
て
実
情
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
限
り
で
訳
は
妥
当

と
言
え
る
。
そ
れ
を
検
証
す
る
た
め
に
も
、
Ａ「
抑
制
さ
れ
る
べ
き
も
の
」

の
規
定
は
当
該
地
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
周
知
さ
れ
て
い
た
か
、
Ｂ
そ
れ

が
抑
制
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
「
善
悪
の
知
識
」
は
当
該
地
に
お
い
て
行
為

者
で
あ
る
被
統
治
者
に
十
分
に
知
ら
れ
て
い
た
か
、
Ｃ
そ
し
て
何
ら
か
の

形
で
明
確
化
さ
れ
た
「
善
悪
の
知
識
」
を
、
行
為
者
が
受
け
入
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
は
示
し
う

る
の
か
。
こ
れ
ら
三
つ
の
ア
ク
ラ
シ
ア
成
立
要
件
が
当
て
は
ま
る
の
か
考

察
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
か
か
る
語
彙
の
使
用
の
妥
当
性
が
追
認
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

Ａ
　
ま
ず「
抑
制
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
の
規
定
に
つ
い
て
考
え
た
い
。「
王

の
狩
猟
官
も
王
の
釣
魚
官
も
、
そ
れ
ら
の
人
々
全
て
が
狩
猟
〔
も
釣
魚
も
〕

止
め
て
い
る
。
…
…
彼
ら
は
無
抑
制
を
可
能
な
限
り
止
め
る
に
至
っ
て
い

る
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
は
「
動
物
や
魚
な
ど
の
殺
生
」
が
第
一
に

ギリシア語 試訳

1 déka e
,
tw̴n plhrh［qént］wn basi［l］eùV 〔灌頂から〕十年が満ちて、王・

2 PiodasshV eu
,
sébeia［n e

,́d］e［i］xen toi̴V a
,
n- ピオダッセースは人々に法への帰依を示した。

3 qrẃpoiV, kaì a
,
pò toútou eu

,
sebestérouV その時より王は人々を

4 toùV a
,
nqrẃpouV e

,
poíhsen kaì pánta より法を尊重するものとなし、そして万物は

5 eu
,
qhnei̴ katà pa̴san gh̴n・ kaì a

,
pécetai 全ての地において繁栄しているのである。

6 basileùV tw̴n e
,
myúcwn kaì oi

,
 loipoì dè そして王は生命あるものの殺生を控えており、王

以外の人々はもとより、

7 a
,
nqrẃpoi kaì o

,́soi qhreutaì h
,́  a,

lieíV 王の狩猟官も王の釣魚官も、それらの人々全てが

8 basiléwV pépauntai qhreúonteV kaì 狩猟も〔も釣魚も〕止めている。

9 ei
,
 ̀tineV a

,
kratei̴V pépauntai th̴V a

,
kra- さらにそれらに無抑制な人々がいたとしても、彼

らは

10 si’aV katà dúnamin, kaì e
,
uh́kooi patrì 無抑制を可能な限り止めるに至っている。そして

人々は以前とは反対に、父と

11 kaì mhtrì kaì tw̴n presbutérwn parà 母に、さらに年長者にもよく従うようになり、

12 tà próteron kaì tou̴ loipou̴ lw̴ion そして万事においてそうなすのであれば、

13 kaì a
,́meinon katà pánta tau̴ta 今後もより良く、そしてより善く

14 poiou̴nteV diáxousin. 人々は過ごすこととなるだろう。
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勅
碑
文
全
体
を
見
る
限
り
、
磨
崖
法
勅
第
一
章
、
同
第
三
章
、
同
第
四
章
、

同
第
九
章
、
同
第
一
一
章
、
同
第
一
二
章
、
石
柱
法
勅
第
五
章
、
同
第
七

章
、
小
磨
崖
法
勅
第
二
章
に
認
め
ら
れ
る
。
通
時
的
に
は
灌
頂
後
八
年
の

磨
崖
法
勅
第
一
三
章
か
ら
、
二
七
年
の
石
柱
法
勅
第
七
章
ま
で
、
統
治
一

九
年
の
間
に
何
度
に
も
わ
た
っ
て
布
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
、
こ

の
知
識
は
共
同
体
及
び
被
統
治
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ

ろ
う
。

Ｃ
　
で
は
当
時
の
社
会
で
、
抑
制
さ
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
る
殺
生
が
抑
制

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
い
か
な
る
事
実
か
ら
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
は
ア
ク
ラ
シ
ア
成
立
要
件
Ｂ
に
際
し
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、

殺
生
の
禁
止
に
類
す
る
法
勅
が
頻
繁
に
布
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
推
測

さ
れ
る
。
何
故
な
ら
布
告
を
度
々
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
殺
生
禁
止
の

不
徹
底
、
つ
ま
り
実
際
に
は
殺
生
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
供
儀
で
あ
れ
、
祭
礼
や
狩
猟
で
あ
れ
、
抑
制
を
戒
め
る

法
勅
が
統
治
者
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
連
の
行

為
が
抑
制
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
知
識
を
被
統
治
者
は
共
有
し
て
い
た
に

違
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
も
含
め
、
或
い
は
王
以
下

の
共
同
体
の
構
成
員
は
直
ち
に
は
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
反
復
し
て
い
た

と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
共
同
体
に
お
け
る
ア
ク
ラ
シ
ア
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
翻
訳
者
は
そ
の
社
会
状
態
を
、
こ
の
語
彙
を
使
っ
て
描
写

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

考
え
ら
れ
る
。
当
該
地
域
で
の
殺
生
は
、
例
え
ば
磨
崖
法
勅
第
九
章
で
の

バ
ラ
モ
ン
階
級
に
よ
る
動
物
犠
牲
を
伴
う
供
儀
も
視
野
に
は
入
る
が
、
何

よ
り
も
食
事
と
い
う
「
快
楽
」
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
れ
は

以
下
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
生
物
も
殺
生
し
て
供
儀
が
な
さ
れ
る
こ
と
が

無
い
よ
う
に
（idha na kim

ci jīvam
 ārabhiptā prajūhitavyam

）、

（
略
）
と
い
う
の
も
「
天
愛
喜
見
王
（
ア
シ
ョ
ー
カ
王
）」
は
（
そ
の

よ
う
な
）
祭
礼
集
会
に
多
く
の
悪
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。（
略
）

以
前
は
「
天
愛
喜
見
王
」
の
王
宮
の
調
理
場
で
、
日
々
、
多
く
の
生

命
あ
る
も
の
達
が
ス
ー
プ
の
た
め
に
殺
さ
れ
て
い
た
。

 
（
磨
崖
法
勅
第
一
章
（G

irnar

））
23
（

）

　「
王
の
狩
猟
官
も
王
の
釣
魚
官
も
」
か
ら
は
、
磨
崖
法
勅
第
八
章
に
現

れ
る
「
娯
楽
の
巡
行vihārayāttām

」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
そ
れ
を
狩
猟
と
解
す
る
な
ら
、
こ
れ
も
快
楽
を
伴
う
殺
生
で
あ
ろ
う
。

こ
う
考
え
る
と
ギ
リ
シ
ア
語
翻
訳
者
は
、
殺
生
を
伴
う
調
理
や
狩
猟
を
抑

制
す
べ
き
快
楽
と
理
解
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る）
24
（

。
そ
し
て
ア
シ
ョ
ー
カ

王
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
殺
生
に
つ
い
て
反
対
し
て
い
た
こ
と
は
、
磨

崖
法
勅
第
三
章
「
生
命
あ
る
も
の
の
不
殺
生
は
善
で
あ
る
。prānānam

 
sādhu anānram

bho

」
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
れ
は
抑
制
さ
れ
る
べ
き
行

為
を
示
す
「
善
悪
の
知
識
」
で
あ
る
。

Ｂ
　「
善
悪
の
知
識
」
の
被
統
治
者
へ
の
周
知
は
ど
う
か
。
こ
れ
は
前
掲

磨
崖
法
勅
第
三
章
の
よ
う
に
「
不
殺
生
は
善
」
や
第
一
一
章
「
殺
生
の
自

制
は
善
」
な
ど
の
法
勅
の
発
布
頻
度
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
実
際
、
磨
崖
法
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法
勅
第
一
二
章
と
「
カ
リ
ン
ガ
戦
争
へ
の
悔
悟
」
を
記
す
第
一
三
章
と
を
、

部
分
的
と
は
言
え
忠
実
に
翻
訳
し
て
い
る
。
そ
れ
は
語
句
的
な
対
応
に
も

及
ん
で
お
り
、
例
え
ば
「
言
論
の
抑
制
を
な
せ
る
人g

碑

文

lẃ
shV e ,g

マ

マ

krath’ V

」

に
対
応
す
る
第
一
二
章
の
パ
ー
リ
語
は
「
言
動
の
抑
制vaciguttī

」
だ 

が
、
こ
の
語
が
「
言
語
」
を
意
味
す
るvaca

と
「
守
る
」
を
意
味
す
る

1gup-

に
由
来
し
たguttī

か
ら
な
る
複
合
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば

そ
の
忠
実
さ
は
直
ち
に
諒
解
で
き
る
。

　
翻
っ
て
本
碑
文
の
ア
ク
ラ
シ
ア
は
パ
ー
リ
語
法
勅
に
は
表
現
的
に
対
応

す
る
箇
所
が
な
い
。
実
際
、
語
義
的
に
対
応
す
るagutta

やasam
yam
a

な
ど
の
語
彙
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
碑
文
全
体
に
は
認
め
ら
れ
な
い）
25
（

。
つ
ま
り

こ
の
語
の
使
用
は
、
パ
ー
リ
語
の
写
し
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
語
翻
訳
者

独
自
の
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
て
良
い
。

　
で
は
こ
の
よ
う
な
翻
訳
を
行
っ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
。
相

互
に
排
除
し
合
わ
な
い
二
つ
の
知
的
背
景
を
指
摘
し
つ
つ
、
そ
の
姿
を
想

定
し
て
み
た
い
。
背
景
の
一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で

あ
る
。
こ
れ
は
ア
ク
ラ
シ
ア
と
い
う
語
彙
か
ら
、
さ
ら
に
そ
の
語
形
か
ら

推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
語
彙
が
こ
こ
で
使
わ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を

想
定
す
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
。Yailenko

は
翻
訳
に
関
わ
っ
た
人
物

と
し
て
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
境
の
ア
イ
・
ハ
ヌ
ム
遺
跡
に
デ
ル
ポ
イ
の

金
言
を
写
し
た
石
碑
を
も
た
ら
し
た
「
ソ
ロ
イ
の
ク
レ
ア
ル
コ
ス
」
の
可

能
性
を
指
摘
し
て
い
る）
26
（

。
確
か
に
彼
で
あ
れ
ば
、
ペ
リ
パ
ト
ス
派
の
一
員

と
し
て
公
開
以
前
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
思
想
に
も
通
じ
て
お
り
、
語
彙
の

使
用
を
説
明
で
き
る
。
け
れ
ど
も
生
年
が
前
三
四
〇
年
な
の
に
対
し
）
27
（

、
碑

三
　
翻
訳
の
独
自
性
と
翻
訳
者
の
知
的
背
景

　
以
上
、「
カ
ン
ダ
ハ
ル
碑
文
」
に
お
け
る
ア
ク
ラ
シ
ア
語
彙
使
用
の
妥

当
性
を
見
て
き
た
。
以
下
で
は
こ
の
箇
所
を
含
め
、
パ
ー
リ
語
磨
崖
法
勅

と
の
内
容
的
関
連
や
「
第
二
碑
文
」
と
の
翻
訳
態
度
の
比
較
を
通
じ
て
、

本
碑
文
の
翻
訳
の
独
自
性
と
、
翻
訳
者
の
知
的
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て

み
た
い
。

　
結
論
を
先
に
言
え
ば
、「
カ
ン
ダ
ハ
ル
碑
文
」
は
全
体
と
し
て
パ
ー
リ

語
磨
崖
法
勅
全
体
の
要
約
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
「
不
殺
生
は
善
」
に
つ

い
て
パ
ー
リ
語
碑
文
と
対
照
さ
せ
て
み
た
が
、
そ
れ
を
ａ「
王
の
不
殺
生

の
宣
言
」
と
ｂ「
被
統
治
者
へ
の
不
殺
生
の
勧
奨
」
へ
と
さ
ら
に
分
け
、

併
せ
て
ｃ「
両
親
や
年
長
者
へ
の
帰
順
」、
ｄ「
国
民
繁
栄
へ
の
請
願
」
の

四
つ
を
「
カ
ン
ダ
ハ
ル
碑
文
」
の
論
点
と
し
た
上
で
パ
ー
リ
語
碑
文
と
比

較
し
て
み
よ
う
。
ａ「
王
の
不
殺
生
の
宣
言
」
に
関
し
て
は
磨
崖
法
勅
第

一
章
、
ｂ「
被
統
治
者
へ
の
不
殺
生
の
勧
奨
」
に
つ
い
て
は
第
二
章
、
第

四
章
、
第
八
章
、
第
九
章
、
第
一
一
章
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ｃ「
両

親
や
年
長
者
へ
の
帰
順
」
は
第
三
章
、
第
五
章
、
第
一
一
章
、
第
一
三
章

に
、
ｄ「
国
民
繁
栄
へ
の
請
願
」
は
第
五
章
、
第
六
章
、
第
一
一
章
、
第

一
三
章
に
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
ａ
、
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
の
各
論
点
は
磨
崖
法

勅
の
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
認
め
ら
れ
る
が
、
一
度
に
掲
げ
て
い
る
章
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
「
カ
ン
ダ
ハ
ル
碑
文
」
は
法
勅
各
章
を
ま
と
め
た
も
の

と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
「
第
二
碑
文
」
は
、「
宗
派
間
で
の
寛
容
」
を
記
す
磨
崖
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ら
の
文
化
的
伝
統
に
基
づ
い
て
ア
ク
ラ
シ
ア
と
い
う
語
に
よ
る
翻
訳
を
行

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
公
共
的
観
点
か
ら
快
楽
を
抑
制
す
る
た
め
に
、

法
勅
に
よ
っ
て
布
告
を
行
う
ア
シ
ョ
ー
カ
王
と
、
そ
の
抑
制
が
必
要
だ
と

一
方
で
知
り
な
が
ら
も
、
他
方
で
従
え
ず
に
、
い
わ
ば
共
同
体
に
お
け
る

知
を
欠
い
た
状
態
を
翻
訳
者
は
ア
ク
ラ
シ
ア
と
し
た
。
そ
の
限
り
で
こ
の

翻
訳
の
背
景
に
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
文
化
圏
の
社
会
慣
習
に
対
す
る
、
翻

訳
者
自
ら
の
思
想
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
基
に
し
た
分
析
の
存
在
が
指
摘
で

き
る
。
こ
れ
は
古
代
に
お
け
る
異
文
化
理
解
の
象
徴
的
な
例
だ
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
当
該
碑
文
の
ア
ラ
ム
語
部
分
、
五
│
六
行
目KN

M
 ZY 

PRBST H
W
YN, ‘LK ‘TH

H
SYN

N
 M
N
 PRBSTY

のPRBST 

及
びPRBSTY 

は
「
ア
ク
ラ
シ
ア
」
関
連
箇
所
に
対
応
す
る
か

と
い
う
議
論
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
が
ア
ラ
ム
語
に
入
っ
た
ペ
ル
シ
ア
語

系
借
用
語
と
す
る
点
で
研
究
者
は
お
お
む
ね
一
致
す
る
が
、
ど
の
よ
う
な

意
味
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。Benveniste

は
両
語
と
も

＊pari-/fra-
band-

のppp

に
関
連
さ
せ
、PRBST

を
ペ
ル
シ
ア
語
の

形
容
詞frabasta-

「
自
制
の
な
い
」、PRBSTY

を
名
詞frabasti-

「
自

制
の
無
さ
」
に
由
来
す
る
と
考
え
、「
ア
ク
ラ
シ
ア
」
関
連
語
彙
の
訳
だ

と
す
る）
28
（

。G
arbini

も

band-

に
関
連
付
け
る
点
で
は
同
じ
だ
が
、
実
際

的
な
意
味
で
の
「
縛
る
」、
つ
ま
り
「
仕
掛
け
、
罠
」、
さ
ら
に
「
狩
猟
」

と
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
六
│
七
行
目
の
訳
と
解
し
て
い
る）
29
（

。
以
上
の
議
論
は

ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
概
念
が
ア
ラ
ム
語
に
も
訳
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る

重
要
な
論
点
で
あ
る
。
こ
の
点
を
指
摘
し
、
今
後
の
課
題
と
し
た
上
で
本

文
作
成
が
前
二
五
九
年
前
後
と
す
れ
ば
、
直
接
の
関
与
は
想
定
し
づ
ら

い
。
ク
レ
ア
ル
コ
ス
の
よ
う
な
ペ
リ
パ
ト
ス
派
に
近
い
人
物
、
或
い
は
現

在
は
断
片
と
し
て
伝
わ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
公
開
作
品
に
何
ら
か
の
形

で
触
れ
て
い
た
人
物
が
関
与
し
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
具
体
的
に

は
わ
か
ら
な
い
。

　
も
う
一
つ
の
源
泉
は
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
ア
ク
ラ
シ
ア
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