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道
宣
の
前
半
生
と
﹃
続
高
僧
伝
﹄
初
稿
本
の
成
立

池

麗

梅

は
じ
め
に

南
北
朝
後
期
か
ら
隋
唐
代
ま
で
の
中
国
仏
教
史
を
研
究
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
文
献

で
あ
る
﹃
続
高
僧
伝
﹄
が
有
す
る
重
要
性
に
つ
い
て
は
今
さ
ら
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
そ
の
資
料
的
価
値
が
認
め
ら
れ
︑
様
々
な
研
究
分
野
に
お
い
て
引
用
・

援
用
さ
れ
る
一
方
で
︑
収
録
資
料
が
亜
大
な
う
え
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
︑

﹃
続
高
僧
伝
﹄
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
研
究
は
や
や
難
航
し
て
い
る
観
が
あ
り
︑
特
に
︑

同
書
の
成
立
過
程
の
複
雑
さ
が
﹃
続
高
僧
伝
﹄
研
究
の
障
碍
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
︒
道
宣
の
序
文
に
よ
れ
ば
︑
同
書
は
︑
南
朝
梁
・
慧
皎
の
﹃
高
僧
伝
﹄
︵
仏
教
初

伝
以
来
︑
五
一
九
年
ま
で
の
高
僧
の
伝
記
︶
を
継
ぎ
︑
梁
天
監
元
年
︵
五
〇
二
︶
か
ら
唐
貞
観

十
九
年
︵
六
四
五
︶
ま
で
の
百
四
十
四
年
間
に
活
躍
し
た
高
僧
に
つ
い
て
︑
そ
の
正
伝
だ

け
で
も
三
百
四
十
人
分
を
収
録
し
て
い
る
と
い
う(�
)

︒
し
か
し
︑
現
行
の
諸
刊
本
大
蔵
経
本

を
見
る
限
り
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
が
収
録
す
る
伝
記
の
実
数
は
︑
道
宣
本
人
が
序
文
で
告
知

し
た
総
数
よ
り
も
か
な
り
増
え
て
お
り(�
)

︑
ま
た
︑
著
作
の
収
録
年
代
の
下
限
と
さ
れ
る
貞

観
十
九
年
以
後
の
記
事
も
存
在
し(�
)

︑
あ
ま
つ
さ
え
道
宣
死
後
の
出
来
事(�
)

に
ま
で
言
及
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
種
々
の
齟
齬
の
存
在
か
ら
︑
先
学
は
﹃
続
高
僧
伝
﹄
が
現

行
本
の
形
態
に
至
る
ま
で
に
数
段
階
の
増
補
・
編
纂
が
行
わ
れ
た
と
想
定
し
た(�
)
︒
そ
し
て

刊
本
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
古
い
成
立
段
階
に
起
源
を
有
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
注
目

を
集
め
た
の
が
︑
興
聖
寺
一
切
経
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
古
写
一
切
経
本
﹃
続
高
僧
伝(	
)

﹄

の
存
在
で
あ
っ
た
︒

ま
ず
︑
藤
善
真
澄
﹇
二
〇
〇
二(

)

﹈
は
︑
興
聖
寺
本
﹁
玄
奘
伝
﹂
を
刊
本
大
蔵
経
本
と
校

合
し
︑
興
聖
寺
本
所
収
の
﹁
玄
奘
伝
﹂
の
祖
本
は
貞
観
二
十
二
年
︵
六
四
八
︶
十
月
頃
に

撰
述
さ
れ
た
と
論
証
し
て
い
る(�
)
︒
更
に
︑
同
氏
は
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
全
体
は
貞
観
十
九

年
に
初
稿
が
い
っ
た
ん
完
成
し
︑
貞
観
二
十
三
年
︵
六
四
九
︶
に
は
補
訂
さ
れ
て
興
聖
寺

本
の
祖
本
が
成
立
し
た
が
︑
そ
れ
に
後
の
加
筆
が
行
わ
れ
た
結
果
︑
興
聖
寺
本
﹃
続
高
僧

伝
﹄
の
現
状
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る(�
)

︒
ま
た
︑
興
聖
寺
本
の
中
に
﹁
大
唐
西
明
寺
沙
門

釈
道
宣
撰
﹂
と
い
う
撰
号
が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
当
本
の
原
本
は
道
宣
が
西
明
寺
に
移
住

し
た
顕
慶
三
年
︵
六
五
八
︶
以
後
に
書
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る(
)

︒
一
方
︑
伊
吹
敦

10

﹇
二
〇
〇
五(
)

﹈
は
︑﹁
逹
摩
＝
慧
可
伝
﹂
の
増
補
に
着
目
し
て
︑
興
聖
寺
本
の
祖
本
の
成
立

11

年
代
の
下
限
を
麟
徳
元
年
︵
六
六
四
︶
に
引
き
下
げ
︑
更
に
斉
藤
逹
也
﹇
二
〇
一
四
﹈﹁
金

剛
寺
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
考
察
袞
巻
四
玄
奘
伝
を
中
心
に
袞
﹂
は
︑
興
聖
寺
本
﹁
玄
奘
伝
﹂
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の
成
立
は
貞
観
二
十
二
年
︵
六
四
八
︶
以
後
と
考
え
て
い
る(
)

︒
12

藤
善
氏
と
伊
吹
氏
の
諸
論
著
が
刊
行
さ
れ
た
当
時
は
︑
興
聖
寺
本
以
外
の
﹃
続
高
僧

伝
﹄
古
写
本
の
存
在
や
内
容
は
あ
ま
り
広
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑
近
年
︑
金
剛
寺

一
切
経
本
︵
以
下
︑﹁
金
剛
寺
本
﹂
と
略
称
す
る
︶
及
び
七
寺
一
切
経
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
︵
以

下
︑﹁
七
寺
本
﹂
と
略
称
す
る
︶
を
も
併
せ
用
い
て
考
察
を
展
開
し
た
斉
藤
逹
也
﹇
二
〇
一

四
﹈
は
︑
金
剛
寺
本
・
興
聖
寺
本
な
ど
と
高
麗
再
雕
蔵
本
等
の
諸
刊
本
大
蔵
経
本
と
の
間

に
見
ら
れ
る
内
容
上
の
相
違
に
着
目
し
︑
伝
記
収
録
者
数
は
︑
興
聖
寺
本
は
金
剛
寺
本
に

次
い
で
少
な
く
︑
再
雕
本
が
最
も
多
い
こ
と
を
指
摘
し
︑
更
に
は
︑
上
記
諸
本
所
収
の

﹁
法
泰
伝
﹂
︵
巻
一
)
・
｢慧
遠
伝
﹂
︵
巻
八
)
・
｢道
仙
伝
﹂
︵
巻
二
十
五
)
・
｢道
英
伝
﹂
︵
巻
二

十
五
)
・
｢僧
崖
伝
﹂
︵
巻
二
十
七
︶
の
内
容
の
相
違
に
つ
い
て
も
分
析
し
た
上
で
︑
金
剛
寺

本
が
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
最
も
古
い
形
態
を
反
映
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
︑
こ
れ
を
も
と
に

増
補
さ
れ
た
の
が
興
聖
寺
本
で
あ
り
︑
興
聖
寺
本
に
更
に
増
補
を
加
え
て
形
成
し
た
の
が

高
麗
再
雕
本
等
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
︒
更
に
同
氏
は
︑
金
剛
寺
本
は

刊
本
系
統
本
の
み
な
ら
ず
︑
興
聖
寺
本
よ
り
も
古
い
形
態
を
留
め
て
い
る
可
能
性
が
高
く
︑

そ
の
祖
本
の
内
容
の
大
部
分
は
貞
観
十
九
年
の
初
稿
を
受
け
継
ぎ
︑
永
徽
年
間
︵
六
五
〇

～
六
五
六
年
︶
の
初
め
頃
ま
で
に
編
集
さ
れ
た
が
︑
編
集
時
期
の
最
下
限
は
顕
慶
年
間

︵
六
五
六
～
六
六
一
年
︶
の
初
め
ま
で
下
る
と
推
定
し
︑
更
に
︑
金
剛
寺
本
﹁
玄
奘
伝
﹂
の

祖
本
は
貞
観
二
十
年
か
ら
二
十
二
年
︵
六
四
六
～
六
四
八
︶
の
間
に
編
集
さ
れ
た
と
結
論

づ
け
て
い
る(
)

︒
13

こ
の
よ
う
に
︑
現
存
最
古
の
形
態
を
留
め
た
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
古
写
本
の
出
現
に
よ
っ

て
︑
同
書
は
数
段
階
の
増
補
・
編
纂
を
経
て
刊
本
大
蔵
経
本
の
現
状
に
至
っ
た
と
い
う
仮

説
が
立
証
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
︑
古
写
本
の
祖
本
が
属
す
る
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
古
い
階

層
の
編
集
年
代
ま
で
突
き
止
め
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
な
進
展
と
言
え
よ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑

特
に
近
年
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
テ
キ
ス
ト
研
究
が
目
覚
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
る
一
方
で
︑

藤
善
真
澄
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
基
礎
が
築
か
れ
た
道
宣
伝
の
研
究
に
関
し
て
は
︑
残
念
な

が
ら
新
た
な
進
展
は
皆
無
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
﹃
続
高
僧
伝
﹄

の
成
立
過
程
が
︑
一
部
に
見
ら
れ
る
後
世
の
加
筆
や
再
編
成
な
ど
を
除
い
て
は
︑
道
宣
自

身
の
度
重
な
る
編
集
に
よ
っ
て
複
雑
化
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑
な
お
さ
ら
道
宣
の
行
跡
︑
特

に
道
宣
の
編
纂
意
図
の
変
化
に
着
目
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
更
に
は
︑
最

近
急
速
な
発
展
を
遂
げ
た
同
書
の
テ
キ
ス
ト
研
究
で
得
ら
れ
た
新
知
見
を
道
宣
伝
の
研
究

に
応
用
す
る
一
方
で
︑
道
宣
の
行
跡
と
突
き
合
わ
せ
な
が
ら
再
度
検
証
す
る
必
要
も
生
じ

て
く
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ま
で
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
改
編
の
時
期
に
関
す
る
考
察
が
様
々

に
行
わ
れ
て
き
た
も
の
の
︑
同
書
の
成
立
と
道
宣
伝
の
両
方
に
関
わ
る
根
本
的
な
問
題
の

一
つ
︑
そ
も
そ
も
︑
な
ぜ
︑
道
宣
は
︑
当
初
︑
同
書
を
貞
観
十
九
年
︵
六
四
五
︶
ま
で
の

収
録
で
い
っ
た
ん
完
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
︑
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
一
度
も
検
討

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
本
論
文
は
こ
の
問
題
の
考
察
を
主
た
る
対
象
と
す
る
も

の
で
あ
り
︑
道
宣
の
中
高
年
期
ま
で
の
生
涯
と
行
跡
を
い
ま
一
度
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
終
南
山
に
お
け
る
﹁
巌
隠
﹂
十
二
年
の
実
態
を
め
ぐ
る
理
解
を
根
本
的
に
見
直
し
︑

更
に
い
わ
ゆ
る
﹁
蜀
地
行
脚
﹂
の
時
期
に
関
す
る
従
来
の
説
を
再
検
討
し
て
︑﹃
続
高
僧

伝
﹄
初
稿
の
収
録
時
期
の
下
限
と
さ
れ
る
﹁
貞
観
十
九
年
﹂
が
道
宣
自
身
に
と
っ
て
有
す

る
意
味
と
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
︒

一

入
道
・
勉
学
袞
隋
大
業
六
年
︵
六
一
〇
︶
か
ら
唐
武
徳
九
年
︵
六
二
六
︶
に
か
け
て(
)
14

道
宣
の
事
跡
を
全
体
的
に
伝
え
る
資
料
と
し
て
は
︑﹃
宋
高
僧
伝
﹄
︵
九
八
八
年
︶
巻
十

四
﹁
明
律
篇
第
四
之
一
﹂
所
収
の
﹁
唐
京
兆
西
明
寺
道
宣
伝
﹂︑﹃
釈
門
正
統
﹄
︵
南
宋
嘉
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熙
年
間
︵
一
二
三
七
～
一
二
四
〇
年
︶
の
初
め
頃
︶
巻
八
︑
及
び
﹃
仏
祖
統
紀
﹄
︵
一
二
六
九

年
︶
巻
二
十
九
所
収
の
道
宣
伝
が
あ
る(
)
︒
こ
れ
ら
宋
代
成
立
の
各
伝
は
︑
道
宣
の
滅
後
七

15

十
五
年
が
経
過
し
た
天
宝
元
年
︵
七
四
二
︶
に
霊
昌
太
守
・
李
邕
︵
六
七
八
～
七
四
七
年
︶

が
撰
し
た
﹁
道
宣
行
状
﹂
︵
逸
失
︶
に
基
づ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か

し
︑
七
世
紀
に
生
き
た
道
宣
の
生
涯
と
事
跡
を
よ
り
精
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
そ
の

生
存
期
間
中
に
成
立
し
た
記
述
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
︑
道
宣
が
彼
自
身
の
事
跡

に
つ
い
て
書
き
記
し
た
記
事
が
︑
実
際
に
彼
の
著
作
に
附
さ
れ
た
序
文
や
後
批
な
ど
の
形

で
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
宋
代
成
立
の
道
宣
伝
だ
け
に
頼
る
こ
と

な
く
︑
上
掲
の
道
宣
自
身
の
記
述
や
彼
と
同
時
代
に
成
立
し
た
種
々
の
唐
代
史
料
等
を
併

せ
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
道
宣
の
行
跡
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒

『釈
門
正
統
﹄
は
︑
道
宣
︵
五
九
六
～
六
六
七
年
︶
は
︑
俗
姓
銭
氏
︑
都
長
安
の
生
ま
れ

で
あ
る(
)

︒
九
歳
に
な
る
と
幅
広
く
書
を
読
み
︑
十
二
歳
に
し
て
文
章
に
長
け
た
︒
十
五
歳

16

か
ら
長
安
日
厳
寺
の
慧
頵
︵
五
六
四
～
六
三
七
年(
)
︶
に
師
事
し
︑
十
六
歳
か
ら
法
華
経
を
は

17

じ
め
種
々
の
経
典
を
読
誦
し
︑
十
七
歳
の
時
に
剃
度
を
得
︑
二
十
歳
で
律
師
智
首
︵
五
六

七
～
六
三
五
年(
)
︶
の
も
と
で
具
足
戒
を
受
け
た
︑
と
伝
え
ら
れ
る(
)
︒
こ
の
記
述
は
︑
後
述

18

19

す
る
よ
う
に
︑
宋
・
元
照
述
﹃
四
分
律
含
注
戒
本
疏
行
宗
記
﹄︵
四
巻(
)
︶
の
末
尾
に
収
め

20

ら
れ
て
い
る
道
宣
の
﹁
後
批
﹂
︵
以
下
︑﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
と
略
称
す
る
︶
の
内
容
と
ほ

ぼ
一
致
す
る
た
め
︑
信
憑
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
︒

｢含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
は
︑
永
徽
二
年
︵
六
五
一
︶
九
月
十
九
日
︑
道
宣
が
﹃
四
分
律
含

注
戒
本
疏
﹄
を
完
成
さ
せ
た
直
後
︑
筆
を
擱
く
前
に
書
き
記
し
た
自
叙
伝
と
も
い
う
べ
き

一
文
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑
道
宣
は
︑
仏
道
に
憧
れ
た
幼
少
時
代
︑
そ
し
て
入
道
︑
得
度
︑

受
戒
︑
更
に
武
徳
・
貞
観
年
間
を
通
じ
て
の
律
学
研
鑽
・
遊
学
を
経
て
︑
永
徽
二
年
に
至

る
ま
で
の
︑
お
よ
そ
半
世
紀
近
く
に
わ
た
る
求
道
の
遍
歴
を
回
顧
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
含

注
戒
本
疏
批
文
﹂
は
道
宣
伝
お
よ
び
彼
の
著
作
の
成
立
年
代
を
理
解
す
る
た
め
の
根
本
史

料
と
認
め
ら
れ
︑
こ
れ
ま
で
も
研
究
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で(
)
︑
本
稿
の
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考
察
も
ま
た
︑
主
と
し
て
こ
の
批
文
の
内
容
分
析
と
解
釈
を
主
軸
と
し
て
展
開
し
て
い
く

こ
と
に
な
ろ
う
︒

ま
ず
︑
道
宣
の
幼
少
時
代
か
ら
青
年
時
代
ま
で
の
事
跡
に
つ
い
て
︑﹁
含
注
戒
本
疏
批

文
﹂
の
冒
頭
に
は
︑
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︵
引
用
文
の
分
段
︑
句
読
点
︑︵

︶
内

の
西
暦
年
代
表
記
は
筆
者
︒
以
下
︑
同
じ
︶
︒

余
以
軽
生
︑
簉
筵
正
法
︒
昔
在
童
稚
︑
即
有
信
心
︑
無
縁
携
接
︑
致
及
過
学
︑
年

十
有
五
︵
六
一
〇
年
︶
︑
方
得
尋
師
︒
十
六
︵
六
一
一
年
︶
誦
経
︑
十
七
︵
六
一
二
年
︶

剃
落
︒
大
業
余
暦
︵
六
一
五
年
︶
︑
蒙
受
具
戒
︒
于
時
仏
法
梗
塞
︑
寺
門
常
閑
︑
致
於

律
教
︑
無
処
師
尋
︑
但
在
守
文
︑
持
犯
不
識
︒
大
唐
御
世
︑
時
遭
倹
約
︑
乍
欲
投
聴
︑

志
不
自
由
︒

武
徳
四
年
︵
六
二
一
年
︶
︑
方
得
預
聴
︒
纔
得
一
徧
︑
便
欲
坐
禅
︒
和
尚
教
曰
︑

﹁
戒
浄
定
明
︑
慧
方
有
拠
︒
始
聴
未
閑
︑
持
犯
焉
識
︒
汝
且
専
聴
︑
吾
自
為
汝
知
僧

役
務
︒﹂
又
往
聴
律
十
徧
︑
心
楽
禅
思
︑
不
忘
昼
夜
︑
聞
持
犯
処
︑
多
貫
心
懐
︑
至

於
文
句
︑
並
不
尋
究
︒
又
欲
坐
禅
︑
和
尚
又
曰
︑﹁
更
聴
十
徧
︑
可
遂
汝
心
︒﹂
又
往

律
筵
︑
依
位
伏
業
︒
時
首
律
師
親
命
覆
読
︑
自
顧
愚
闇
︑
文
句
欠
然
︑
至
於
義
理
︑

依
語
謹
誦
︑
未
是
心
証
︑
何
容
覆
講
︑
遂
不
敢
受
︒
聴
二
十
徧
︑
時
経
六
載
︒

(﹃
卍
続
蔵
﹄
巻
四
〇
︑
一
七
四
頁
・
下
段
第
一
三
～
二
四
行
)

私
は
優
れ
た
素
質
で
は
な
い
の
に
︑
仏
門
に
入
り
正
法
を
学
ん
で
い
る
︒
幼
い
頃

か
ら
信
心
は
あ
っ
た
も
の
の
︑
仏
門
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
ま

ま
に
︑
学
年
︵
十
五
歳
︶
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
︒﹇
そ
の
年
︑
ま
さ
に
﹈
十
五
歳
で
︑
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は
じ
め
て
師
︵
慧
頵
︶
を
尋
ね
得
て
︑
十
六
歳
に
し
て
仏
経
を
読
誦
し
︑
十
七
歳
で

得
度
し
た
︒
隋
大
業
年
間
の
末
頃
に
︑
よ
う
や
く
具
足
戒
を
受
け
る
機
会
に
恵
ま
れ

た
︒
そ
の
当
時
︑
仏
法
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
て
︑
寺
院
も
ま
た
常
に
静
ま
り
か
え
っ

て
い
た
︒
特
に
律
の
教
え
に
至
っ
て
は
︑
師
を
尋
ね
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
状
態
で

あ
り
︑
僧
た
ち
は
︑
た
だ
律
典
を
守
り
伝
え
て
い
る
だ
け
で
︑﹇
実
際
の
と
こ
ろ
﹈

戒
を
守
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
ま
た
戒
を
破
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
︑
わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
大
唐
の
治
世
が
は
じ
ま
る
と
︑
し
ば
し
ば
僧
尼

の
沙
汰
が
行
わ
れ
た
︒
ふ
と
律
を
学
ぼ
う
と
い
う
思
い
が
生
じ
て
も
︑
そ
の
志
は
な

か
な
か
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

[唐
初
﹈
武
徳
四
年
に
至
っ
て
︑
や
っ
と
律
学
の
聴
講
に
預
か
る
こ
と
が
で
き
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
わ
ず
か
に
﹇
四
分
律
の
講
義
を
﹈
一
遍
聴
い
た
だ
け
で
︑
坐
禅
が
し
た

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
す
る
と
和
上
は
私
を
諭
し
て
言
っ
た
︒﹁
戒
律
を

清
浄
に
持
ち
︑
禅
定
が
明
ら
か
に
な
っ
て
︑
は
じ
め
て
智
慧
が
確
か
な
拠
り
所
を
得

て
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
聴
講
を
始
め
た
ば
か
り
で
︑
ま
だ
熟
達
し
て
い
な
い

状
態
で
あ
る
の
に
︑
戒
律
を
守
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
ま
た
戒
を
破
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
が
分
か
る
だ
ろ
う
か
︒
お
前
は
し
ば
ら
く
聴
講
に
専
念
し

な
さ
い
︒
僧
坊
の
役
務
は
︑
お
前
の
代
わ
り
に
私
が
務
め
て
あ
げ
る
か
ら
︒﹂
と
︒

そ
こ
で
︑
私
は
ふ
た
た
び
律
筵
に
参
じ
て
講
義
を
十
遍
ま
で
聴
く
こ
と
に
な
っ
た
が
︑

私
の
心
中
は
坐
禅
へ
の
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
︑
昼
も
夜
も
坐
禅
を
忘
れ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
︒
講
義
に
出
席
し
て
戒
律
の
持
犯
に
つ
い
て
の
教
示
を
聞
け
ば
︑
多
く

の
場
合
は
納
得
で
き
た
の
で
は
あ
る
が
︑
具
体
的
な
文
言
と
な
る
と
︑
更
に
尋
ね
極

め
る
よ
う
な
こ
と
は
一
切
し
な
か
っ
た
︒﹇
十
遍
の
講
義
を
聴
き
終
え
た
の
で
︑﹈
ふ

た
た
び
︑
坐
禅
を
し
た
い
と
申
し
出
た
ら
︑
和
尚
が
ま
た
言
う
の
に
は
︑﹁
律
講
を

更
に
あ
と
十
遍
聴
講
し
た
ら
︑
お
前
の
好
き
な
よ
う
に
す
る
が
よ
い
︒﹂
と
︒
そ
こ

で
︑
私
は
ふ
た
た
び
律
筵
に
参
じ
︑
位
に
よ
っ
て
学
業
に
専
念
す
る
こ
と
に
し
た
︒

あ
る
時
︑
智
首
律
師
が
自
ら
︑
講
義
の
覆
講
を
す
る
よ
う
に
︑
と
私
に
お
命
じ
に
な

っ
た
︒
し
か
し
︑
私
が
自
ら
を
顧
み
れ
ば
︑
も
と
よ
り
性
分
が
愚
闇
で
あ
る
た
め
︑

具
体
的
な
文
言
は
頭
に
入
っ
て
お
ら
ず
︑
更
に
文
言
の
意
味
や
内
容
に
至
っ
て
は
︑

た
だ
師
が
教
え
た
通
り
に
自
分
も
謹
ん
で
唱
え
た
だ
け
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
が
真
に
意

味
す
る
と
こ
ろ
が
分
か
っ
て
い
る
と
は
と
て
も
言
え
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
状
態

で
は
︑
私
に
覆
講
が
務
ま
る
は
ず
も
な
く
︑
結
局
︑
引
き
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
︑
私
は
二
十
遍
の
律
筵
を
聴
講
し
た
が
︑

す
で
に
六
年
の
月
日
が
経
過
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
︑
道
宣
が
十
五
歳
で
仏
門
に
入
っ
て
か
ら
︑
二
十
歳
で
具
足
戒
を
受
け
︑
そ
し

て
三
十
一
歳
に
な
る
武
徳
九
年
に
︑
そ
れ
ま
で
の
六
年
間
に
わ
た
る
四
分
律
勉
学
の
成
果

と
し
て
﹃
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
﹄
の
土
台
部
分
を
ま
と
め
あ
げ
る
ま
で
の
事
跡
を
伝

え
る
も
の
で
あ
る
︒
別
の
拙
論(
)

で
は
︑
道
宣
は
隋
代
の
大
業
末
年
に
す
で
に
進
具
し
た
も

22

の
の
︑
受
戒
後
六
年
が
経
っ
た
唐
代
の
武
徳
四
年
︵
六
二
一
︶
に
な
っ
て
か
ら
初
め
て
律

学
の
講
義
に
列
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
年
代
の
﹁
ず
れ
﹂
に
着
目
し
て
︑
隋
末
唐
初

の
戦
乱
や
政
権
交
代
︑
更
に
は
唐
初
の
仏
教
政
策
と
い
っ
た
政
治
的
状
況
が
原
因
で
︑
当

時
の
長
安
で
は
律
学
の
展
開
が
一
時
的
な
停
滞
状
態
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
危
機
的
な
状
況
の
中
で
︑
長
安
の
僧
衆
の
多
く
が
教
理
や
坐
禅
に
傾

倒
す
る
一
方
で
︑
律
学
の
研
鑽
は
怠
っ
て
い
る
状
況
を
懸
念
し
四
分
律
学
の
復
興
に
努
め

た
の
が
︑
玄
琬
︑
静
琳
︑
慧
頵
︑
智
首
ら
を
中
心
と
す
る
長
安
の
高
僧
た
ち
で
あ
っ
た
︒

彼
ら
が
力
を
合
せ
︑
武
徳
四
年
か
ら
同
九
年
ま
で
の
六
年
間
に
わ
た
り
︑
弘
法
寺
や
崇
義
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寺
で
智
首
を
座
主
と
す
る
四
分
律
の
講
座
を
二
十
遍
開
き
︑
道
宣
ら
の
青
年
僧
衆
の
育
成

と
共
に
︑
長
安
に
お
け
る
四
分
律
教
学
の
普
及
と
定
着
の
た
め
に
確
固
た
る
基
盤
を
築
き

上
げ
た
の
で
あ
る
︒
当
時
の
律
講
が
な
け
れ
ば
︑
道
宣
は
四
分
律
の
研
鑽
に
邁
進
す
る
よ

う
に
な
る
き
っ
か
け
を
得
ら
れ
ず
︑﹃
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
﹄
の
土
台
を
作
り
上
げ

る
ほ
ど
の
素
養
も
培
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
意
味
で
は
︑
隋
か
ら
唐
へ
の
政
権
交

代
後
に
玄
琬
︑
智
首
ら
の
尽
力
で
実
現
で
き
た
律
講
の
復
興
こ
そ
が
︑
律
師
と
し
て
の
道

宣
︑
そ
し
て
彼
を
開
祖
と
す
る
南
山
律
宗
の
原
点
な
の
で
あ
る
︑
と
指
摘
し
た
︒

そ
の
後
︑
間
も
な
く
︑
道
宣
は
︑
律
の
研
鑽
を
更
に
深
め
る
た
め
に
慧
頵
に
別
れ
を
告

げ
て
︑
智
首
に
従
っ
て
都
を
離
れ
︑
各
地
を
転
々
と
し
な
が
ら
見
聞
を
広
め
た
︒
更
に
数

年
後
の
貞
観
四
年
︵
六
三
〇
︶
に
は
︑
帰
京
の
途
に
着
く
智
首
と
も
別
れ
︑
曽
て
四
分
律

の
研
究
が
隆
盛
を
極
め
た
旧
北
斉
領
に
向
か
っ
て
旅
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
貞

観
年
間
に
お
け
る
道
宣
の
事
跡
に
つ
い
て
は
︑
節
を
改
め
て
詳
述
す
る
こ
と
と
し
よ
う
︒

二

十
年
遊
方
袞
貞
観
元
年
︵
六
二
七
︶
か
ら
十
一
年
︵
六
三
七
︶
ま
で

全
二
十
遍
の
講
義
が
す
べ
て
終
わ
っ
た
頃
に
は
早
く
も
六
年
が
経
過
し
︑
時
は
武
徳
九

年
︵
六
二
六
︶
に
な
っ
て
い
た
︒
す
で
に
武
徳
四
年
︵
六
二
一
︶
六
月
二
十
日
に
は
︑
太
史

令
の
道
士
傅
奕
︵
五
五
五
～
六
三
九
年
︶
が
寺
塔
の
僧
尼
を
減
員
し
て
益
国
利
民
す
べ
き
旨

の
十
一
箇
条
の
建
白
書
を
提
出
し
︑
朝
野
︑
特
に
仏
教
界
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
︒
武

徳
五
年
︵
六
二
二
︶
正
月
︑
済
法
寺
の
法
琳
︵
五
七
二
～
六
四
〇
年
︶
が
﹃
破
邪
論
﹄
二
巻

を
撰
述
し
て
反
論
し
た
が
︑
道
教
側
も
そ
れ
に
応
え
て
清
虚
観
の
道
士
李
仲
卿
が
﹃
十
異

九
迷
論
﹄
を
︑
劉
進
喜
が
﹃
顕
正
論
﹄
を
傅
奕
に
託
し
て
奏
上
し
た
︒
そ
こ
で
︑
武
徳
九

年
︵
六
二
九
︶
四
月
辛
巳
二
十
三
日
に
仏
道
二
教
を
﹁
沙
汰
﹂
す
な
わ
ち
整
理
淘
汰
す
る

詔
が
下
さ
れ(
)

︑
仏
教
道
教
と
も
に
規
制
の
対
象
と
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
直
後
︑
玄
武

23

門
の
変
と
呼
ば
れ
る
秦
王
李
世
民
︵
後
の
太
宗
︶
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
勃
発
し
︑
六
月
庚
申

四
日
に
は
人
心
収
攬
の
た
め
に
大
赦
が
行
わ
れ
︑
僧
尼
道
士
に
対
す
る
沙
汰
も
取
り
止
め

に
な
っ
た
の
で
あ
る(
)

︒
そ
の
頃
︑
長
寿
坊
の
一
角
を
占
め
る
崇
義
寺
で
は
︑
道
宣
が
四
分

24

律
の
研
究
ノ
ー
ト
を
取
り
ま
と
め
て
お
り
︑
後
に
﹃
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
﹄
と
呼
ば

れ
る
南
山
律
宗
教
学
の
中
核
を
な
す
大
著
の
土
台
が
い
よ
い
よ
出
来
上
が
ろ
う
と
し
て
い

た(
)

︒
25

政
局
上
の
激
震
と
教
団
を
取
り
巻
く
不
穏
な
情
勢
の
中
で
︑
道
宣
が
ど
の
よ
う
な
心
境

で
研
究
ノ
ー
ト
の
作
成
と
執
筆
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
か
は
察
し
得
な
い
が
︑
六
年
に
わ

た
っ
て
学
ん
だ
内
容
を
消
化
し
集
大
成
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
︑
律
学
の
諸
系
統
や
実
践

の
諸
相
に
つ
い
て
も
関
心
が
高
ま
り
︑
外
遊
し
て
見
聞
を
広
め
よ
う
と
す
る
決
意
が
次
第

に
固
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
貞
観
初
年
︵
六
三
〇
︶
︑
道
宣
は
和
上
慧
頵
の
前
に

跪
き
︑
遠
方
遊
学
の
許
可
を
求
め
た
︒
す
る
と
︑
慧
頵
は
﹁
出
家
為
道
︑
任
従
観
化
︑
必

事
世
善
︑
不
可
離
吾
︒﹂
と
述
べ
︑
弟
子
を
引
き
止
め
よ
う
と
し
た
︒
師
の
切
実
な
言
葉

に
思
わ
ず
涙
が
こ
み
上
げ
た
道
宣
で
は
あ
っ
た
が
︑
今
回
の
遊
学
の
決
意
ば
か
り
は
揺
る

が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
和
上
の
元
を
長
く
離
れ
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
気
が

付
け
ば
す
で
に
十
年
も
の
歳
月
が
過
ぎ
去
り
︑
帰
還
を
果
た
し
た
時
に
は
︑
師
は
ま
さ
に

臨
終
︵
貞
観
十
一
年
七
月
二
十
六
日
逝
去
︶
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る(
)

︒
26

道
宣
が
早
い
時
期
か
ら
遊
学
見
聞
の
志
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
︑
た
だ

貞
観
初
年
の
時
点
で
和
上
慧
頵
に
別
れ
を
告
げ
て
離
京
を
実
行
し
た
背
景
に
は
︑
律
学
の

恩
師
智
首
の
動
向
と
の
関
連
性
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
︒
と
い
う
の
は
︑
前
述
の
通
り
︑

律
講
を
受
け
始
め
て
か
ら
十
年
間
に
亙
っ
て
智
首
に
師
事
し
た
︑
と
道
宣
自
身
が
明
言
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
の
師
事
期
間
は
武
徳
四
年
︵
六
二
一
︶
か
ら
貞
観
四
年

（ 69 ）



︵
六
三
一
︶
頃
ま
で
の
十
年
間
に
相
当
し
︑
彼
は
長
安
時
代
の
六
年
間
に
わ
た
る
律
講
に

引
き
続
き
︑
更
に
四
年
ほ
ど
智
首
に
従
っ
て
律
の
研
鑽
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
︒
但
し
︑
貞
観
初
年
に
和
上
の
元
を
離
れ
て
か
ら
十
年
間
帰
京
し
な
か
っ
た

こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
︑
道
宣
が
智
首
の
門
下
に
い
た
最
後
の
四
年
間
は
︑
長
安
以
外

の
場
所
に
い
た
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
道
宣
が
貞
観
初
年
に
離
京
を
決
意
し
た
直
接
的

な
原
因
は
︑
智
首
が
何
ら
か
の
事
情
で
都
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
十
四
所
収
の
﹁
道
宗
伝(
)

﹂
に
見
え
る
︑
智
首

27

が
長
安
以
外
の
地
方
で
律
講
を
行
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
記
事
に
注
目
し
て
み
た
い
︒

道
宗
︵
五
五
四
～
六
三
八
年
︶
は
︑
同
州
︵
現
在
の
陝
西
省
渭
南
市
附
近
︶
憑
翊
に
生
ま
れ
︑

周
武
の
廃
仏
に
よ
っ
て
一
度
還
俗
し
︑
隋
初
に
再
度
出
家
し
て
同
州
の
大
興
国
寺
に
所
属

す
る
こ
と
に
な
っ
た
僧
で
あ
る
︒
隋
大
業
末
年
の
度
重
な
る
飢
饉
に
臨
ん
で
は
︑
黄
河
対

岸
に
位
置
す
る
蒲
州
の
道

ら
と
協
力
し
合
い
︑
救
済
活
動
に
奔
走
す
る
な
ど
し
た
道
宗

愻

は
︑
徳
行
が
高
く
︑
信
望
が
厚
か
っ
た
た
め
に
︑
大
興
国
寺
の
責
任
者
に
選
ば
れ
︑
寺
院

僧
衆
の
統
括
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
前
述
の
長
安
の
静
琳
と
同
様
に
︑
道
宗
も
ま

た
︑
僧
衆
が
戒
律
も
知
ら
な
い
ま
ま
仏
教
以
外
の
雑
学
に
明
け
暮
れ
て
い
て
︑
教
団
の
秩

序
に
乱
れ
が
生
じ
る
こ
と
を
懸
念
し
︑
わ
ざ
わ
ざ
長
安
か
ら
智
首
を
召
請
し
て
律
の
講
義

を
開
か
せ
た
の
で
あ
る
︒
講
義
中
は
︑
道
宗
自
身
が
門
下
の
三
百
人
以
上
を
率
い
て
聴
講

す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
途
中
で
道
場
を
浄
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
と
即
座
に
講

義
を
中
断
さ
せ
︑
清
掃
を
行
っ
た
後
に
講
義
を
再
開
さ
せ
た
︑
と
い
う
逸
話
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
そ
の
率
直
で
ま
じ
め
な
性
格
が
窺
え
る
︒﹁
道
宗
伝
﹂
の
記
述
に

基
づ
け
ば
︑
智
首
が
道
宗
の
屈
請
を
受
け
て
大
興
国
寺
で
律
講
を
行
っ
た
の
は
︑
道
宗
が

隋
末
の
危
機
を
乗
り
切
り
︑
同
寺
の
責
任
者
に
な
っ
た
唐
初
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

た
だ
︑
唐
初
は
︑
河
南
北
部
を
支
配
し
た
王
世
充
や
そ
の
偽
鄭
政
権
︵
六
一
九
～
六
二
一

年
︶
が
武
徳
四
年
︵
六
二
一
︶
に
滅
び
る
ま
で
戦
乱
が
続
き
︑
政
情
が
安
定
し
な
か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
で
︑
偽
鄭
の
領
土
と
隣
接
す
る
同
州
に
智
首
が
赴
い
た
と
は
考
え
ら
れ

ず
︑
更
に
武
徳
四
年
以
降
の
六
年
間
は
長
安
で
の
律
講
に
没
頭
し
て
い
て
︑
地
方
へ
出
か

け
る
の
は
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
従
っ
て
︑
智
首
が
道
宗
の
召
請
を
受
け
て
大
興
国

寺
に
赴
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
早
く
て
も
貞
観
元
年
よ
り
以
前
に
は
遡
ら
な
い
こ
と
に

な
ろ
う
︒
こ
の
こ
と
を
︑
道
宣
の
足
跡
と
関
連
づ
け
て
考
え
れ
ば
︑
貞
観
初
年
に
道
宣
が

慧
頵
の
許
可
を
得
て
離
京
し
た
理
由
は
︑
智
首
に
随
行
し
て
同
州
大
興
国
寺
に
行
く
こ
と

に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

大
興
国
寺
に
お
け
る
律
講
以
降
の
智
首
の
事
跡
に
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
が
︑
道
宣

の
足
取
り
に
関
し
て
は
︑
そ
の
﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
に
見
え
る
以
下
の
記
述
に
よ
っ
て

知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

貞
観
初
年
︵
六
二
七
年
︶
︑
周
遊
講
肆
︑
尋
逐
名
師
︒
若
山
若
世
︑
遂
以
所
解
︑
造

﹃
鈔
﹄
三
巻
︒
未
及
覆
治
︑
人
遂
抄
写
︒
貞
観
四
年
︵
六
三
〇
年
︶
︑
遠
観
化
表
︑
北

遊
幷
晋
︑
東
達
魏
土
︒
有
厲
︵
礪
︶
律
師
︑
当
時
峯
岫
︑
遠
依
尋
読
︑
始
得
一
月
︑

遂
即
物
故
︒
撫
心
之
痛
︑
何
可
言
之
︒

(﹃
卍
続
蔵
﹄
巻
四
〇
︑
一
七
四
頁
・
下
段
第
二
四
行
～
一
七
五
頁
・
上
段
第
四
行
)

貞
観
初
年
︑
い
く
つ
も
の
講
肆
を
周
遊
し
て
名
師
を
尋
ね
求
め
︑
あ
る
時
は
山
中

へ
︑
あ
る
時
は
都
会
へ
と
巡
り
歩
い
た
末
︑
遂
に
﹇
聴
聞
を
重
ね
る
こ
と
を
通
し

て
﹈
理
解
し
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
﹃
鈔
﹄
三
巻
を
つ
く
っ
た
︒
修
治
に
取
り
か
か

る
前
な
の
に
︑
早
く
も
人
々
は
そ
れ
を
書
き
写
そ
う
と
し
た
︒
貞
観
四
年
︑
遠
く
関

外
の
地
域
﹇
に
お
け
る
四
分
律
の
研
鑽
状
況
﹈
を
見
学
し
よ
う
と
思
い
︑
北
は
幷

州
・
晋
州
に
遊
び
︑
東
は
魏
土
ま
で
行
っ
た
︒﹇
そ
の
魏
土
に
は
﹈﹇
法
﹈
厲
と
い
う
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律
師
が
お
り
︑
当
時
の
律
学
の
権
威
で
あ
っ
た
︒
遥
々
と
尋
ね
た
の
に
︑
師
事
す
る

こ
と
わ
ず
か
一
箇
月
に
し
て
︑
律
師
は
逝
去
し
て
し
ま
っ
た
︒﹇
そ
の
時
の
私
の
﹈

胸
を
打
つ
ほ
ど
の
心
の
痛
み
は
︑
言
葉
で
は
表
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
道
宣
は
︑
貞
観
初
年
︵
六
二
七
︶
か
ら
同
四
年
ま
で
は
関
内
に
止
ま

り
︑
都
市
や
山
中
を
広
く
踏
査
し
な
が
ら
︑
講
肆
を
傍
聴
し
た
り
名
師
を
訪
問
し
た
り
し

て
︑
充
実
し
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
更
に
︑
前
述
の
武
徳
九
年
に
取
り

ま
と
め
た
研
究
ノ
ー
ト
を
ベ
ー
ス
に
︑
自
ら
の
知
識
と
見
解
を
採
り
入
れ
る
形
で
︑
三
巻

本
﹃
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
﹄
の
初
稿
を
完
成
さ
せ
た
の
も
そ
の
頃
で
あ
っ
た
︒
い
ま

だ
内
容
の
精
査
・
修
訂
を
し
て
い
な
い
と
い
う
の
に
︑
そ
れ
を
書
き
写
そ
う
と
す
る
人
も

い
た
よ
う
で
あ
る
︒

更
に
︑
貞
観
四
年
︵
六
三
〇
︶
に
な
る
と
︑
道
宣
は
い
よ
い
よ
潼
関
を
越
え
︑
黄
河
の

向
こ
う
側
に
あ
る
河
東
道
を
目
指
す
こ
と
に
し
た
︒
彼
が
貞
観
四
年
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ

で
東
上
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
も
︑
や
は
り
智
首
の
動
向
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
︒
智
首
は
︑
貞
観
三
年
︵
六
二
九
︶
に
大
興
善
寺
で
始
ま
っ
た
波
頗
の
訳
経
場
に
証
義

僧
と
し
て
召
集
さ
れ
︑
貞
観
四
年
︵
六
三
〇
︶
三
月
ま
で
に
は
新
た
に
訳
経
の
拠
点
と
な

っ
た
長
安
の
勝
光
寺
に
着
任
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る(
)

︒
そ
こ
で
︑
道
宣
は
︑
帰
京
の
途
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に
着
く
智
首
に
別
れ
を
告
げ
︑
曽
て
四
分
律
の
研
鑽
が
隆
盛
を
極
め
た
旧
北
斉
領
に
向
か

っ
て
旅
立
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
足
跡
は
︑
あ
た
か
も
四
分
律
の
学
匠
達
が
長
安
に
来
た

道
を
逆
に
辿
る
か
の
よ
う
に
︑
四
分
律
学
の
発
祥
地
へ
と
続
い
て
お
り
︑
北
は
晋
州
︵
山

西
省
臨
汾
市
附
近
︶
と
幷
州
︵
山
西
省
太
原
市
附
近
︶
︑
東
は
魏
の
旧
領
︵
今
の
河
南
省
北
部
︑

陜
西
省
東
部
︑
山
西
省
西
南
部
及
び
河
北
省
南
部
等
に
わ
た
る
地
域
︶
に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ

る
︒

(一
︶
河
東
へ
の
旅
立
ち

中
世
中
国
で
は
︑
長
距
離
を
移
動
す
る
場
合
︑
特
に
黄
河
流
域
や
揚
子
江
流
域
に
お
い

て
は
陸
路
よ
り
も
水
路
を
利
用
す
る
の
が
一
般
で
あ
り
︑
そ
れ
は
道
宣
の
行
跡
に
関
し
て

も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
二
十
七
﹁
遺
身
篇
﹂
所
収
の
﹁
唐

雍
州
新
豊
福
縁
寺
釈
道
休
伝
﹂
は
︑
道
宣
の
貞
観
四
年
︵
六
三
〇
︶
十
月
の
事
跡
を
︑
次

の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
︒

釈
道
休
︑
未
詳
氏
族
︒
住
雍
州
新
豊
福
縁
寺
︑
常
以
頭
陀
為
業
︑
在
寺
南
驪
山
幽

谷
結
草
為
庵
︒
︵
中
略
︶
貞
観
三
年
夏
内
︑
依
期
不
出
︑
就
庵
看
之
︑
端
拱
而
卒
︒

︵
中
略
︶
四
年
冬
首
︑
余
往
覲
焉
︒﹂

(﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
六
八
四
頁
・
中
段
第
四
～
一
八
行
)

釈
道
休
︑
出
自
し
た
氏
族
は
不
詳
で
あ
る
︒
雍
州
新
豊
の
福
縁
寺
に
住
し
て
お
り
︑

常
に
頭
陀
行
を
日
課
と
し
︑
福
縁
寺
の
南
に
あ
る
驪
山
の
幽
谷
に
草
を
結
ん
で
庵
を

造
っ
た
︒
︵
中
略
︶
貞
観
三
年
の
夏
︵
四
～
六
月
︶
︑
期
日
に
な
っ
て
も
出
て
こ
な
か

っ
た
た
め
︑
庵
に
行
っ
て
確
か
め
た
と
こ
ろ
︑
道
休
は
端
坐
し
た
ま
ま
亡
く
な
っ
て

い
た
︒
︵
中
略
︶﹇
貞
観
﹈
四
年
の
冬
の
初
め
に
︑
私
は
﹇
彼
の
地
に
﹈
往
っ
て
﹇
道

休
の
肉
身
舎
利
に
﹈
参
詣
し
た
の
で
あ
る
︒

道
休
は
︑
雍
州
新
豊
に
あ
る
驪
山
で
頭
陀
行
す
る
こ
と
四
十
五
年
︑
貞
観
三
年
︵
六
二

九
︶
の
夏
︑
禅
定
に
入
っ
た
ま
ま
亡
く
な
っ
た
︒
そ
の
遺
体
が
ミ
イ
ラ
状
態
で
伝
存
し
て

い
た
様
子
を
︑
道
宣
自
身
が
貞
観
四
年
冬
首
︵
十
月
︶
に
実
見
し
て
い
る
︒
新
豊
︵
現
在
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の
陝
西
省
西
安
市
臨
潼
区
︶
は
漕
渠
の
ほ
と
り
に
位
置
す
る
が
︑
こ
の
漕
渠
は
長
安
か
ら
東

へ
向
か
っ
て
︑
渭
水
の
南
を
ほ
ぼ
平
行
し
て
流
れ
︑
華
州
︵
現
在
の
陝
西
省
華
県
︶
の
域
内

で
渭
水
と
合
流
す
る
運
河
で
あ
る
︒
道
宣
が
貞
観
四
年
十
月
に
当
地
を
訪
れ
た
の
は
︑
長

安
を
離
れ
︑
漕
渠
の
水
運
を
利
用
し
て
関
外
の
河
東
道
に
向
か
う
途
中
の
こ
と
で
あ
っ
た

ろ
う
︒

道
宣
が
潼
関
を
通
過
し
て
蒲
州
︵
治
所
は
山
西
省
永
済
県
付
近
︶
に
つ
い
た
年
時
は
不
明

だ
が
︑
蒲
州
か
ら
北
上
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
汾
水
流
域
の
絳
州
︵
治
所
は
山
西
省
新
絳
県

付
近
)
・
晋
州
を
通
る
ル
ー
ト
を
採
ら
ず
に
︑
先
ず
は
黄
河
を
遡
り
︑
慈
州
︵
治
所
は
山
西

省
吉
県
付
近
︶
を
経
て
︑
隰
州
︵
山
西
省
臨
汾
市
隰
県
附
近
︶
に
至
る
経
路
を
採
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
︒
そ
の
根
拠
は
︑
江
南
大
蔵
経
本
以
降
の
﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
二
十
五
﹁
護
法
篇

下
﹂
所
収
の
﹁
法
通
伝
﹂
に
見
え
る
以
下
の
記
事
で
あ
る
︒

余
以
貞
観
初
年
︑
承
其
素
迹
︑
遂
往
尋
之
︒
息
名
僧
綱
︑
住
隰
州
寺
︑
親
説
往
行
︑

高
聞
可
観
︒

(﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
六
四
二
頁
・
上
段
第
五
～
六
行
)

私
は
貞
観
の
初
年
に
︑
法
通
の
生
前
の
事
跡
に
つ
い
て
聞
き
︑
彼
の
事
跡
を
尋
ね

に
往
っ
た
︒
彼
の
子
息
の
名
は
僧
綱
と
い
い
︑
隰
州
の
州
寺
に
住
し
て
お
り
︑
彼
か

ら
法
通
の
生
前
の
行
跡
を
直
接
伺
う
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
れ
は
見
聞
に
値
す
る
素
晴

ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
︒

(﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
六
四
二
頁
・
上
段
第
五
～
六
行
)

法
通
︵
生
卒
年
不
詳
︶
は
︑
隰
州
竜
泉
石
楼
︵
山
西
省
西
部
︑
呂
梁
山
西
麓
の
石
楼
県
︶
の

出
身
で
あ
り
︑
隋
開
皇
年
間
の
末
頃
︑
妻
子
を
共
に
得
度
さ
せ
て
治
所
隰
州
の
僧
寺
と
尼

寺
に
入
れ
た
後
︑
自
ら
も
当
州
の
通
化
寺
明
法
師
に
従
っ
て
出
家
し
た
︒
そ
の
後
︑
稽
湖

︵
す
な
わ
ち
︑﹁
稽
胡
﹂
と
呼
ば
れ
る
胡
族
の
居
住
地
域
︶
を
遊
化
し
︑
南
は
竜
門
関
︵
絳
州
の

域
内
︶
か
ら
︑
北
は
勝
州
︵
治
所
は
現
在
の
内
蒙
古
自
治
区
准
格
爾
旗
東
北
十
二
連
城
︶
に
至

り
︑
黄
河
右
岸
の
嵐
州
︵
治
所
は
現
在
の
山
西
省
嵐
県
嵐
城
鎮
)
・
石
州
︵
治
所
は
現
在
の
山

西
省
離
石
県
)
・
汾
州
・
隰
州
で
は
︑
多
く
の
民
衆
を
仏
教
に
帰
依
さ
せ
た(
)

︒
貞
観
年
間
の

29

初
期
︑
隰
州
に
到
着
し
た
道
宣
は
︑
法
通
の
評
判
を
聞
き
︑
当
時
隰
州
の
州
寺
に
い
た
子

息
の
僧
綱
を
訪
ね
︑
彼
か
ら
﹃
続
高
僧
伝
﹄﹁
法
通
伝
﹂
に
記
す
こ
と
に
な
っ
た
詳
し
い

事
跡
を
知
り
得
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
︑
上
掲
引
用
文
に
見
え
る
﹁
貞
観
初
年
﹂
と
い
う
年
代
表
記

で
あ
る
︒
前
述
し
た
通
り
︑
道
宣
が
潼
関
を
通
過
し
た
の
は
貞
観
四
年
十
月
以
後
の
こ
と

で
あ
る
た
め
︑
上
掲
引
用
文
に
現
れ
る
﹁
貞
観
初
年
﹂
と
は
貞
観
元
年
の
こ
と
で
は
な
く
︑

貞
観
年
間
の
初
期
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒﹃
集
神
州
三
宝
感
通
録
﹄
巻
三
に
は
︑
隰

州
と
蒲
州
と
の
中
間
に
位
置
す
る
慈
州
に
あ
る
﹁
安
仁
寺
西
劉
薩
何
師
廟
﹂
に
関
わ
る
︑

次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
︒

慈
州
郭
下
安
仁
寺
西
劉
薩
何
師
廟
者
︒
昔
西
晋
之
末
︑
此
郷
本
名
文
成
郡
︑
即
晋

文
公
避
地
之
所
也
︒
州
東
南
不
遠
︑
高
平
原
上
︑
有
人
名
薩
何
︑
姓
劉
氏
︒
余
至
其

廟
︑
備
尽
其
縁
︑
諸
伝
約
略
︑
得
一
涯
耳
︒
︵
中
略
︶
何
遂
出
家
︑
法
名
慧
達
︒
百

姓
仰
之
︑
敬
如
日
月
︒
︵
中
略
︶
今
安
仁
寺
廟
︑
立
像
極
厳
︑
土
俗
乞
願
︑
萃
者
不

一
︒
毎
年
正
月
︑
輿
巡
村
落
︑
去
住
自
在
︒
︵
中
略
︶
余
素
聞
之
︑
親
往
二
年
︑
周

遊
訪
迹
︑
始
末
斯
尽
︒﹂

(﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
二
︑
四
三
四
頁
・
下
段
第
二
～
二
八
行
)

慈
州
城
下
の
安
仁
寺
の
西
に
あ
る
劉
薩
何
︵
訶
︶
師
廟
︒
昔
︑
西
晋
の
末
頃
︑
こ
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の
郷
は
も
と
も
と
文
成
郡
と
呼
ば
れ
︑
す
な
わ
ち
晋
文
公
が
難
を
避
け
る
た
め
に
い

た
地
で
あ
っ
た
︒
州
か
ら
東
南
に
遠
く
な
い
高
い
平
原
の
上
に
︑
名
は
﹁
薩
何

︵
訶
︶
﹂︑
姓
は
劉
氏
と
い
う
人
が
い
た
︒
私
は
そ
の
廟
に
至
り
︑
そ
の
事
跡
を
細
大

漏
ら
さ
ず
収
集
し
た
︒
既
存
の
諸
伝
は
簡
略
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
記
事
に
よ
っ
て
は

彼
の
生
涯
の
一
端
し
か
知
り
得
な
い
の
で
あ
る
︒
︵
中
略
︶﹇
薩
﹈
何
︵
訶
︶
は
遂
に

出
家
し
た
︒
そ
の
法
名
は
慧
達
で
あ
っ
た
︒
人
々
が
彼
を
敬
い
仰
ぐ
こ
と
は
太
陽
や

月
に
対
す
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
︵
中
略
︶
現
在
︑
安
仁
寺
の
近
辺
に
あ
る
廟
の

﹇
薩
訶
の
﹈
立
像
は
荘
厳
極
ま
り
な
く
︑
当
地
の
慣
習
と
し
て
祈
願
す
る
時
は
人
々

が
大
勢
集
ま
っ
て
く
る
︒
毎
年
の
正
月
に
は
立
像
を
載
せ
た
御
輿
が
村
落
を
巡
る
が
︑

御
輿
が
先
に
進
ん
だ
り
そ
こ
に
止
っ
た
り
す
る
の
は
︑
ま
る
で
像
に
意
志
が
あ
る
か

の
よ
う
に
自
在
で
あ
っ
た
︒
︵
中
略
︶
私
は
以
前
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
聞
い
て

い
た
の
で
︑
自
ら
当
地
を
訪
れ
︑
二
年
間
に
わ
た
り
付
近
を
周
遊
し
て
そ
の
事
跡
を

訪
ね
︑
何
か
ら
何
ま
で
す
べ
て
知
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

こ
の
内
容
記
述
に
よ
れ
ば
︑
河
東
道
に
初
め
て
足
を
踏
み
入
れ
た
道
宣
は
蒲
州
か
ら
黄

河
を
遡
っ
て
慈
州
に
到
着
し
た
︒
そ
の
後
︑
慈
州
と
そ
の
周
辺
を
周
遊
し
調
査
す
る
こ
と

に
︑﹁
二
年
﹂
も
の
時
間
を
費
や
し
た
こ
と
に
な
る
︒
潼
関
を
通
っ
て
河
東
道
に
入
っ
た

の
は
貞
観
四
年
十
月
以
降
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
︑
蒲
州
に
は
短
い
間
滞
在
し
︑
す
ぐ
に
慈

州
に
向
け
て
出
発
し
た
と
し
て
も
︑
慈
州
到
着
は
貞
観
五
年
に
入
っ
た
頃
よ
り
も
後
の
こ

と
と
考
え
る
︒
そ
し
て
︑
慈
州
に
実
際
に
﹁
二
年
﹂
ほ
ど
留
ま
っ
た
と
す
れ
ば
︑
隰
州
に

至
っ
た
の
は
貞
観
七
年
頃
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

(二
︶
汾
水
流
域
︑
そ
し
て
魏
土
へ

そ
の
後
︑
隰
州
か
ら
は
東
方
に
向
か
い
︑
晋
州
域
内
で
汾
水
に
辿
り
つ
き
︑
再
び
水
路

を
採
っ
て
北
上
し
︑
汾
州
を
経
て
︑
幷
州
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
復
路
の
ル
ー
ト
に

関
し
て
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︑
再
び
汾
水
を
下
り
︑
汾
州
南
部
の
霊
石
附
近
で
下
船

し
︑
徒
歩
で
東
方
向
に
位
置
す
る
沁
州
︵
治
所
は
現
在
の
山
西
省
長
治
市
沁
源
県
︶
に
向
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
沁
州
西
北
部
に
あ
る
綿
上
県
鸞
巣
村
︵
沁
源
県
北
部
︑
介

休
県
の
東
南
四
十
里
に
あ
る
介
山
の
麓
︶
の
僧
坊
に
到
着
し
た
の
は
貞
観
九
年
の
春
︵
六
三
五

年
一
月
～
三
月
︶
頃
で
あ
っ
た(
)

︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
こ
で
同
年
の
夏
安
居
を
終
え
て
帰
京
し

30

よ
う
と
思
っ
て
い
た
時
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
具
戒
の
師
で
あ
る
智
首
が
同
年
四
月

二
十
二
日
に
長
安
で
他
界
し
た
と
い
う
訃
報
が
舞
い
込
ん
だ
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
道
宣

が
遠
方
遊
学
を
決
意
し
た
の
は
智
首
の
律
学
弘
化
に
啓
発
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
し
︑
突

然
の
訃
報
に
接
し
た
道
宣
は
︑
智
首
と
出
会
っ
て
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
想
い
出
さ

れ
︑
そ
の
智
首
が
す
で
に
彼
岸
に
渡
り
︑
こ
の
世
に
は
な
い
こ
と
を
思
っ
て
︑
深
い
悲
し

み
に
胸
を
痛
め
た(
)
︒
31

し
か
し
︑
安
居
が
解
け
た
︵
貞
観
九
年
七
月
十
四
日
︶
後
︑
道
宣
は
す
ぐ
に
南
下
し
て
帰

途
に
着
こ
う
と
は
せ
ず
︑
東
方
の
魏
土
へ
向
か
い
︑
相
州
︵
現
在
の
河
北
省
邯
鄲
市
臨
漳
県
︑

お
よ
び
河
南
省
安
陽
市
の
一
部
を
含
む(
)
︶
に
法
礪
︵
五
六
九
～
六
三
五
年
︶
を
訪
ね
よ
う
と
し

32

た
の
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
や
は
り
水
路
を
最
大
限
に
利
用
す
る
な
ら
ば
︑
綿
上
県
か
ら

ま
ず
東
を
目
指
し
︑
沁
州
の
東
部
を
流
れ
る
沁
水
に
辿
り
着
い
た
後
は
︑
沁
水
を
北
上
す

る
こ
と
に
な
る
︒
沁
水
は
沁
州
と
潞
州
︵
治
所
は
現
在
の
山
西
省
長
治
市
上
党
県
︶
と
の
州

境
あ
た
り
で
流
れ
を
断
つ
が
︑
そ
こ
か
ら
︑
一
旦
︑
潞
州
域
内
の
涅
水
と
い
う
河
を
南
下

（ 73 ）



し
︑
続
い
て
涅
水
が
濁
漳
水
に
流
れ
込
む
と
こ
ろ
か
ら
は
濁
漳
水
を
東
南
方
向
に
下
っ
て
︑

河
北
道
の
相
州
域
内
に
入
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
途
中
︑
道
宣
が
潞
州
潞
城
︵
現
在
の
山

西
省
長
治
市
潞
城
県
︶
の
法
住
寺
を
訪
れ
た
こ
と
は
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
に
見
え
る
複
数
の
記

事
に
拠
っ
て
推
測
さ
れ
る
︒
ま
ず
﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
二
十
﹁
曇
栄
伝
﹂
に
︑
以
下
の
よ
う

に
見
え
る
︒

余
因
訪
道
芸
︑
行
達
潞
城
︒
奉
謁
清
儀
︑
具
知
明
略
︒
故
不
敢
墜
其
芳
緒
云
︒

︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
五
八
九
頁
・
下
段
第
二
九
行
～
五
九
〇
頁
・
上
段
第
二
行
)

私
は
高
徳
を
尋
ね
に
行
く
途
中
で
潞
城
に
到
着
し
た
︒
そ
こ
で
曇
栄
本
人
に
謁
見

し
︑
彼
が
仏
法
の
肝
要
に
明
達
し
て
い
る
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
知
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
う
で
あ
る
以
上
︑
ど
う
し
て
曇
栄
の
卓
越
し
た
業
績
を
伝
え
ず
に
い
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
︒

更
に
は
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
二
十
二
﹁
慧
進
伝
﹂
附
﹁
道
瓉
伝
﹂
に
は
︑
以
下
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
︒

時
同
郷
沙
門
道
瓉
者
︑
善
宗
四
分
︒
心
明
清
亮
︑
講
解
相
仍
︑
具
伝
章
鈔
︒
︵
中

略
︶
末
齢
風
疾
頓
増
︑
相
乖
儀
節
︑
雖
衣
服
頽

︑
而
薬
食
無
瑕
︒
余
聞
往
焉
︑
欣

陊

然
若
旧
︑
敘
悟
猶
正
︑
年
八
十
余
矣
︒

(﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
六
一
九
頁
・
上
段
第
二
五
行
～
中
段
第
一
行
)

そ
の
時
︑
慧
進
の
同
郷
に
沙
門
道
瓉
と
い
う
者
が
お
り
︑
正
し
く
四
分
律
を
宗
と

し
て
い
た
︒
頭
脳
明
晰
で
︑
話
す
内
容
と
理
解
し
て
い
る
内
容
と
が
全
く
一
致
し
て

い
た
︒
彼
の
見
解
は
章
鈔
が
具
さ
に
伝
え
て
い
る
︒
︵
中
略
︶
晩
年
に
は
風
疾
︵
痴
呆

症
︶
が
急
激
に
悪
化
し
た
た
め
︑﹇
持
戒
の
﹈
形
儀
が
お
か
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

し
か
し
︑
法
衣
に
関
し
て
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
に
︑
飲
食
に
関

し
て
は
戒
律
の
規
定
を
完
全
に
守
っ
て
い
た
︒
私
は
道
瓉
の
こ
と
を
聞
い
て
訪
ね
て

往
っ
た
と
こ
ろ
︑
と
て
も
喜
ん
で
く
れ
た
が
︑
そ
の
話
し
ぶ
り
や
思
考
は
病
気
に
な

る
前
の
よ
う
に
正
常
に
見
え
た
︒
年
は
八
十
歳
過
ぎ
で
あ
っ
た
︒

両
者
の
う
ち
︑
曇
栄
︵
五
五
五
～
六
三
九
年
︶
は
貞
観
十
三
年
十
二
月
に
法
住
寺
で
入
滅

し
て
い
る
た
め
︑
道
宣
が
直
接
面
会
で
き
た
の
は
そ
れ
よ
り
以
前
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
更
に
は
︑﹁
余
因
訪
道
芸
︑
行
達
潞
城
﹂
と
い
う
道
宣
の
筆
致
か
ら
は
︑
道
芸

︵
仏
道
の
達
人
︶
を
訪
ね
に
行
く
途
中
で
潞
城
に
着
い
た
︑
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取

れ
る
の
で
あ
り
︑
こ
の
時
の
法
住
寺
訪
問
は
︑
相
州
か
ら
の
復
路
で
は
な
く
︑
相
州
へ
法

礪
を
訪
ね
て
い
く
往
路
の
途
中
で
の
出
来
事
と
考
え
る
︒

さ
て
︑
潞
城
を
後
に
し
た
道
宣
は
︑
再
び
濁
漳
水
の
河
津
に
戻
っ
て
乗
船
し
︑
東
南
方

向
に
あ
る
相
州
に
向
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
お
そ
ら
く
鄴
県
︵
河
北
省
鄴
県
︶
あ
た
り

で
下
船
し
︑
徒
歩
で
故
鄴
城
︵
河
北
省
臨
漳
︶
を
経
由
し
て
︑
目
的
地
で
あ
る
治
所
相
州

︵
河
南
省
安
陽
市
北
︶
に
至
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
根
拠
は
︑﹃
続

高
僧
伝
﹄
巻
十
六
﹁
習
禅
篇
一
﹂
所
収
の
﹁
僧
稠
伝
﹂
に
見
出
さ
れ
る
︒

天
保
三
年
下
勅
︑
於
鄴
城
西
南
八
十
里
竜
山
之
陽
︑
為
構
精
舎
︑
名
雲
門
寺
︑
請

以
居
之
︒
兼
為
石
窟
大
寺
主
︑
両
任
綱
位
︒︵
中
略
︶
余
以
貞
観
初
年
︑
陟
茲
勝
地
︑

山
林
乃
旧
︑
情
事
惟
新
︒
触
処
荒
涼
︑
屢
興
生
滅
之
歎
︒
周
睇
焚
燼
︑
頻
曀
黍
離
之

非
伝
者
︒
親
閱
行
図
︑
故
直
敘
之
于
後
耳
︒

(﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
五
五
五
頁
・
中
段
第
二
一
～
二
四
行
)
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天
保
三
年
に
勅
が
下
さ
れ
︑
僧
稠
の
た
め
に
鄴
城
の
西
南
八
十
里
に
あ
る
竜
山
の

南
に
精
舎
を
築
い
て
雲
門
寺
と
名
付
け
︑
僧
稠
を
招
い
て
住
持
さ
せ
た
︒
石
窟
大
寺

の
寺
主
を
も
兼
任
さ
せ
た
た
め
︑
雲
門
と
石
窟
の
両
寺
の
僧
綱
の
職
に
任
じ
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
︒
︵
中
略
︶
私
が
貞
観
初
年
に
こ
の
勝
地
に
登
っ
て
み
た
と
こ
ろ
︑
山

林
は
昔
の
ま
ま
だ
が
︑
状
況
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
︒
目
に
す
る
と

こ
ろ
の
す
べ
て
が
荒
れ
果
て
て
お
り
︑
私
は
生
滅
の
無
常
を
何
度
も
嘆
い
た
︒
辺
り

は
見
渡
す
限
り
灰
燼
に
な
っ
て
い
て
︑
世
の
移
り
変
わ
り
の
あ
ま
り
の
激
し
さ
に
幾

度
も
心
を
曇
ら
せ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
自
ら
遺
跡
を
訪
れ
た
の
で
︑
あ
り
の

ま
ま
を
最
後
に
記
す
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
道
宣
は
﹁
貞
観
初
年
﹂
に
故
鄴
城
の
﹁
西
南
八
十
里
竜
山
之
陽
﹂
に

あ
る
雲
門
寺
遺
跡
を
実
地
踏
査
し
て
い
る
が
︑
こ
の
中
に
見
え
る
﹁
貞
観
初
年
﹂
と
は
︑

前
出
の
﹁
法
通
伝
﹂
の
場
合
と
同
様
に
︑
貞
観
年
間
の
初
期
を
指
す
表
現
と
理
解
さ
れ
よ

う
︒次

に
︑﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
の
前
掲
引
用
箇
所
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
道
宣
は

相
州
︵
河
南
省
安
阳
市
北
︶
の
日
光
寺
を
訪
れ
て
法
礪
律
師
の
下
に
参
じ
た
が
︑
師
事
す

る
こ
と
わ
ず
か
一
箇
月
に
し
て
法
礪
は
逝
去
し
た
︒
法
礪
の
入
滅
は
貞
観
九
年
︵
六
三

五
︶
十
月
の
出
来
事
で
あ
る
た
め(
)

︑
道
宣
は
遅
く
と
も
そ
の
一
箇
月
前
の
九
月
頃
に
は
相

33

州
に
着
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
故
鄴
雲
門
寺
遺
跡
の
踏
査
は
︑
そ
れ
よ
り
少

し
前
︑
す
な
わ
ち
同
年
の
八
月
末
か
九
月
初
め
の
頃
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

法
礪
の
逝
去
に
よ
っ
て
︑
日
光
寺
に
留
ま
る
理
由
を
失
っ
た
道
宣
は
︑
再
び
沁
州
綿
上

県
に
戻
る
こ
と
を
決
意
し
た
︒
た
だ
︑
相
州
を
離
れ
る
前
に
ど
う
し
て
も
訪
れ
て
み
た
い

山
寺
が
あ
っ
た
た
め
︑
彼
は
相
州
か
ら
洹
水
を
上
流
に
遡
り
︑
西
方
に
あ
る
林
慮
県
に
向

か
っ
た
の
で
あ
る
︒﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
十
六
所
収
の
﹁
僧
達
伝
﹂
は
︑
以
下
の
よ
う
に
伝

え
て
い
る
︒

[僧
達
﹈
遂
終
於
洪
谷
山
寺
︑
春
秋
八
十
有
二
︑
即
斉
天
保
七
年
六
月
七
日
也
︒

宣
帝
聞
之
︑
崩
騰
驚
赴
︑
舉
声
大
哭
︒
六
軍
同
号
︑
山
林
為
動
︒
葬
於
谷
中
巌
下
︑

立
碑
於
後
︒
余
以
貞
観
九
年
︑
親
往
礼
謁
︑
骸
骨
猶
存
︒
寺
宇
遺
迹
︑
宛
然
如
在
︒

(﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
五
五
三
頁
・
中
段
第
一
四
～
一
九
行
)

[僧
達
は
﹈
最
後
に
洪
谷
の
山
寺
で
生
涯
を
終
え
た
︒
享
年
八
十
二
歳
︑
北
斉
天

保
七
年
六
月
七
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
斉
宣
帝
は
訃
報
を
聞
き
︑
混
乱
状
態
で
弔
問

す
る
と
︑
大
声
を
挙
げ
て
泣
い
た
︒
す
る
と
六
軍
も
一
斉
に
泣
き
出
し
た
た
め
に
︑

山
林
が
震
動
し
た
︒
谷
中
の
巌
下
に
遺
体
を
葬
り
︑
そ
の
後
ろ
に
石
碑
を
建
て
た
︒

私
が
貞
観
九
年
に
自
ら
墓
参
り
に
往
っ
た
時
に
は
骸
骨
が
な
お
存
在
し
︑
寺
の
堂
宇

の
遺
跡
は
か
つ
て
の
様
子
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る
︒

こ
の
記
述
か
ら
︑
道
宣
が
林
慮
の
洪
谷
山
寺
を
訪
れ
た
の
は
貞
観
九
年
だ
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
︑
彼
は
法
礪
が
入
滅
し
て
か
ら
さ
ほ
ど
時
間
が
経
た
な
い
う
ち
に
相
州
を

後
に
し
て
林
慮
に
向
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
林
慮
か
ら
沁
と
潞
の
両
州
境
に
跨
る
太
行
山
脈

に
沿
っ
て
北
上
し
た
後
は
︑
再
び
濁
漳
水
の
水
路
を
利
用
し
な
が
ら
往
路
を
逆
に
辿
っ
て
︑

沁
州
綿
上
県
に
戻
る
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

(三
︶
沁
部
住
錫
袞
著
述
活
動
の
最
初
の
ピ
ー
ク
と
律
師
と
し
て
の
覚
悟

貞
観
九
年
︵
六
三
五
︶
の
後
半
に
行
わ
れ
た
相
州
の
旅
が
終
っ
た
時
点
で
︑
道
宣
が
当
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初
意
図
し
た
﹁
遠
観
化
表
﹂
或
い
は
﹁
広
流
聞
見
﹂
の
目
的
は
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
た
︒

ま
た
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
そ
れ
か
ら
帰
京
す
る
ま
で
の
期
間
は
︑
積
極
的
な
遊
方
を
続

け
る
こ
と
に
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
ほ
と
ん
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
撰
述
と
講
説
に
傾
注
す
る

こ
と
に
︑
道
宣
は
意
識
的
に
方
向
転
換
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
思
え
ば
︑

貞
観
九
年
と
い
う
年
は
︑
道
宣
が
ち
ょ
う
ど
四
十
歳
と
い
う
人
生
に
と
っ
て
の
重
要
な
節

目
を
迎
え
た
年
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
長
安
の
智
首
と
相
州
の
法
礪
と
い
う
二
人
の
律

学
の
巨
匠
を
わ
ず
か
半
年
の
間
に
立
て
続
け
に
失
う
こ
と
で
︑
仏
教
界
︑
特
に
律
学
の
領

域
が
一
つ
の
時
代
の
終
焉
を
迎
え
た
と
も
言
え
る
年
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
と
共
に
道
宣
自
身

の
習
学
時
代
も
幕
を
下
ろ
し
︑
彼
は
も
は
や
一
人
の
学
徒
と
し
て
で
は
な
く
︑
次
の
時
代

を
切
り
開
く
新
世
代
の
律
学
の
指
導
者
と
し
て
︑
四
分
律
教
学
を
集
大
成
し
︑
そ
の
実
践

を
担
う
主
体
と
な
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

貞
観
九
年
末
以
後
の
道
宣
自
身
の
動
向
に
つ
い
て
︑﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
は
︑
以
下

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
︒

乃
返
沁
部
山
中
︑
為
択
律
師
又
出
﹃
鈔
﹄
三
巻
︑
乃
以
前
本
︑
更
加
潤
色
︑
筋
脉

相
通
︒
又
出
﹃
刪
補
羯
磨
﹄
一
巻
︑﹃
疏
﹄
両
巻
︑﹃
含
注
戒
本
﹄
一
巻
︑﹃
疏
﹄
三

巻
︒于

時
母
氏
尚
存
︑
屢
遣
追
喚
︒
顧
懐
不
已
︑
乃
返
隰
列
︵
州
︶
︒
同
法
相
親
︑
追

随
極
衆
︑
乃
至
三
十
︑
達
於
河
濵
︒
一
夏
言
説
︑
又
出
﹃
尼
注
戒
本
﹄
一
巻
︒
遂
爾

分
手
︑
唯
留
﹃
鈔
﹄
本
︑
余
並
東
流
︒
巡
涉
稽
湖
︑
達
於
京
邑
︒

(卍
続
蔵
巻
四
〇
︑
一
七
五
頁
・
上
段
第
四
～
一
〇
行
)

そ
こ
で
︑
沁
州
の
山
中
に
引
き
返
し
︑
択
律
師
の
た
め
に
︑
も
う
一
度
﹃﹇
行
事
﹈

鈔
﹄
三
巻
を
撰
し
た
︒
こ
の
﹃
鈔
﹄
は
︑
す
な
わ
ち
以
前
の
三
巻
本
を
下
敷
き
と
し
︑

更
に
表
現
に
潤
色
を
加
え
︑
文
脈
の
筋
道
が
通
じ
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま

た
︑﹃
刪
補
羯
磨
﹄
一
巻
と
そ
の
﹃
疏
﹄
二
巻
︑﹃
含
注
戒
本
﹄
一
巻
と
そ
の
﹃
疏
﹄

三
巻
も
撰
し
た
︒

そ
の
時
︑
母
親
は
ま
だ
健
在
で
あ
り
︑
何
度
も
使
い
を
寄
越
し
て
は
帰
京
を
促
し

た
︒
私
も
母
の
こ
と
を
思
い
︑
懐
か
し
む
気
持
が
止
め
難
く
な
っ
た
の
で
︑
隰
州
ま

で
戻
っ
た
︒
仏
門
の
同
志
た
ち
も
大
勢
が
付
き
随
い
︑
そ
の
数
は
三
十
人
に
も
な
っ

て
い
た
︒﹇
一
行
は
﹈
黄
河
の
ほ
と
り
ま
で
や
っ
て
き
た
︒
そ
こ
で
夏
安
居
を
共
に

結
び
︑
私
は
講
義
を
し
︑﹃
尼
注
戒
本
﹄
一
巻
を
撰
述
し
た
︒
そ
し
て
︑
つ
い
に
皆

と
別
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
私
は
た
だ
﹃
鈔
﹄
の
テ
キ
ス
ト
だ
け
を
手
元
に
残
し
︑
ほ

か
の
著
作
は
す
べ
て
彼
ら
に
与
え
︑
河
東
の
地
に
残
す
こ
と
に
し
た
︒﹇
黄
河
の
水

流
に
船
を
浮
か
べ
﹈
両
岸
に
広
が
っ
て
い
る
稽
胡
居
住
地
の
中
を
通
り
抜
け
て
︑
京

邑
に
帰
着
し
た
︒

道
宣
は
再
び
沁
州
綿
上
県
に
戻
り
︑
そ
こ
で
武
徳
末
か
ら
貞
観
初
年
に
か
け
て
ま
と
め

挙
げ
た
﹃
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
﹄
初
稿
本
の
文
章
を
潤
色
し
︑
文
脈
の
筋
を
通
す
な

ど
し
て
修
訂
本
を
完
成
さ
せ
た
︒
更
に
は
︑﹃
四
分
律
刪
補
随
機
羯
磨
﹄
一
巻
︑﹃
四
分
律

刪
補
随
機
羯
磨
疏
﹄
二
巻
︑﹃
四
分
律
含
注
戒
本
﹄
一
巻
︑﹃
四
分
律
含
注
戒
本
疏
﹄
三
巻

も
同
時
期
に
撰
述
し
た
の
で
あ
る
︒
沁
州
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
︑
貞
観
九
年
の
末
か
ら
︑

後
述
す
る
よ
う
に
︑
隰
州
に
向
か
っ
て
出
発
す
る
十
一
年
︵
六
三
七
︶
の
初
頭
に
か
け
て

で
あ
っ
た
た
め
︑
前
掲
の
諸
著
作
の
撰
述
・
修
訂
は
︑
実
質
的
に
は
︑
貞
観
十
年
︵
六
三

六
︶
の
一
年
間
で
行
わ
れ
た
と
見
て
間
違
い
な
か
ろ
う
︒

そ
の
頃
︑
道
宣
の
母
親
は
健
在
で
あ
り
︑
離
京
し
て
十
年
が
経
と
う
と
す
る
の
に
な
か

な
か
帰
京
す
る
様
子
が
な
い
息
子
を
案
じ
て
︑
た
び
た
び
人
を
遣
わ
し
て
帰
京
を
促
し
て
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く
る
た
め
︑
こ
れ
以
上
︑
高
齢
の
母
親
を
待
た
せ
ら
れ
な
い
︑
と
道
宣
は
思
っ
た
の
で
あ

ろ
う
︒
長
年
の
遊
方
は
い
よ
い
よ
終
盤
に
近
づ
き
︑
道
宣
は
随
伴
を
望
む
多
く
の
法
友
と

共
に
︑
貞
観
九
年
頃
か
ら
足
か
け
三
年
に
わ
た
っ
て
棲
み
つ
い
て
い
た
沁
州(
)

を
発
ち
︑
東

34

の
隰
州
に
向
か
っ
た
︒
道
宣
は
貞
観
十
一
年
︵
六
三
七
︶
三
月
頃
に
隰
州
益
詞
谷
で
﹃
量

処
軽
重
儀
﹄
︵﹃
釈
門
亡
物
軽
重
儀
﹄︶
二
巻
を
撰
述
し
た(
)

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
一
行

35

は
遅
く
と
も
同
年
の
春
頃
に
は
隰
州
に
到
着
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
更
に
は
︑﹁
含
注

戒
本
疏
批
文
﹂
に
見
え
る
﹁
乃
返
隰
列
︵
州
︶
﹂
と
い
う
記
述
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う

に
︑
三
月
頃
ま
で
に
﹁
隰
州
に
引
き
返
し
た
﹂
道
宣
は
︑
貞
観
七
年
以
降
の
当
地
滞
在
中

に
も
居
留
し
た
こ
と
の
あ
る
特
定
の
場
所
で
夏
安
居
を
結
ぶ
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

白
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
特
定
の
場
所
と
は
︑
少
な
く
と
も
隰
州
の
中
南
部
に
位
置
す

る
治
所
で
あ
る
隰
州
の
寺
院
で
は
な
い
こ
と
は
︑﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
に
見
え
る
﹁
達

於
河
濵
︑
一
夏
言
説
﹂
と
い
う
記
述
か
ら
判
断
で
き
る
︒
こ
の
中
に
見
え
る
﹁
河
濵
﹂
は

固
有
の
地
名
で
は
な
く
︑﹁
黄
河
の
ほ
と
り
﹂
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
す
れ
ば
︑
こ
れ

と
﹁
隰
州
益
詞
谷
﹂
と
い
う
地
名
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
く
︑
こ
の
隰
州
益
詞
谷
は
隰

州
の
域
内
か
つ
黄
河
の
沿
岸
附
近
に
あ
る
場
所
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

沁
州
か
ら
三
十
人
も
の
有
志
が
遥
々
と
こ
の
﹁
黄
河
の
ほ
と
り
﹂
に
あ
る
場
所
ま
で
追

随
し
て
き
た
の
は
︑
こ
の
度
の
夏
安
居
を
最
後
に
︑
道
宣
が
い
よ
い
よ
帰
京
の
途
に
就
く

こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
︒
そ
し
て
︑
帰
京
を
決
断
す
る
に
は
︑
母
の
督
促

の
み
な
ら
ず
︑
都
に
い
る
恩
師
慧
頵
の
健
康
状
況
が
著
し
く
悪
化
し
て
い
た
こ
と
が
決
め

手
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
貞
観
十
一
年
に
は
︑
慧
頵
は
す
で
に
七
十
四
歳
に
達
し
て
い

て
︑
三
月
以
降
は
し
ば
し
ば
体
調
を
崩
し
た
た
め
︑
死
期
が
近
づ
い
て
き
て
い
る
こ
と
を
︑

本
人
も
周
辺
の
門
人
も
覚
悟
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う(
)

︒
道
宣
が
北
方
遊
行
中
の
最
後
の

36

安
居
の
地
と
し
て
︑
沁
州
で
は
な
く
︑
隰
州
の
﹁
河
濱
﹂
を
選
ん
だ
理
由
は
︑
安
居
が
終

了
す
れ
ば
︑
直
ち
に
黄
河
を
下
っ
て
長
安
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
に
違
い
な
か
ろ

う
︒
別
れ
際
に
︑
道
宣
は
︑
そ
の
夏
安
居
中
︵
四
月
十
六
日
か
ら
七
月
十
五
日
︶
に
撰
述
し

た
﹃
比
丘
尼
含
注
戒
本
﹄
一
巻
や
︑
お
そ
ら
く
そ
れ
ま
で
の
河
東
遊
行
中
に
撰
述
し
た
そ

の
他
の
著
作
︑
す
な
わ
ち
﹃
四
分
律
刪
補
随
機
羯
磨
﹄
一
巻
︑﹃
四
分
律
刪
補
随
機
羯
磨

疏
﹄
二
巻
︑﹃
四
分
律
含
注
戒
本
﹄
一
巻
︑﹃
四
分
律
含
注
戒
本
疏
﹄
三
巻
を
悉
く
同
行
し

て
い
た
法
友
に
授
け
た
の
で
あ
る
︒
貞
観
四
年
の
年
末
頃
か
ら
十
一
年
の
七
月
ま
で
の
六

年
余
り
に
及
ぶ
河
東
遊
行
が
生
み
出
し
た
す
べ
て
の
労
作
を
地
元
に
残
し
︑
道
宣
は
来
た

時
と
同
様
に
﹃
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
﹄
だ
け
を
懐
中
に
収
め
︑
恩
師
慧
頵
の
も
と
へ

急
い
だ
︒
船
が
黄
河
の
流
れ
に
乗
っ
て
速
や
か
に
南
へ
下
っ
て
行
く
途
中
︑
道
宣
は
両
岸

に
広
が
る
稽
胡
の
居
住
地
︵﹁
稽
湖
﹂︶
を
眺
め
な
が
ら
︑
そ
れ
ま
で
に
訪
れ
た
黄
河
中
流

の
右
岸
諸
州
︵
蒲
・
慈
・
隰
な
ど
︶
︑
そ
し
て
汾
水
流
域
の
晋
・
汾
・
幷
の
諸
州
︑
河
東
道

東
部
の
沁
・
潞
の
二
州
︑
河
北
道
の
相
州
へ
の
旅
︑
更
に
は
そ
こ
で
訪
ね
得
た
遺
跡
や
高

徳
︑
め
ぐ
り
逢
え
た
先
輩
・
同
志
た
ち
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(四
︶
結

び

本
項
で
は
︑
和
上
慧
頵
の
許
し
を
得
て
関
輔
・
河
東
・
魏
土
へ
の
遊
学
に
旅
立
っ
た
頃

か
ら
︑
師
の
最
期
を
看
取
る
た
め
に
帰
京
す
る
ま
で
の
︑
十
年
間
に
わ
た
る
道
宣
の
足
跡

を
辿
っ
て
き
た
︒
そ
の
結
果
︑
こ
の
遊
方
は
お
お
よ
そ
貞
観
元
年
︵
六
二
七
︶
か
ら
同
十

一
年
︵
六
三
七
︶
に
か
け
て
行
わ
れ
︑
そ
の
範
囲
は
京
畿
道
︑
河
東
道
︑
河
北
道
に
ま
で

及
ん
で
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
そ
し
て
︑
遊
方
の
経
路
は
︑
ま
ず
京
畿
道
内
の
各
地
を

経
て
︑
次
に
黄
河
中
流
の
河
陽
に
位
置
す
る
蒲
州
︑
慈
州
︑
隰
州
に
訪
れ
︑
続
い
て
東
へ

向
か
い
︑
汾
水
流
域
の
晋
州
︑
汾
州
を
経
て
︑
幷
州
な
ど
の
北
方
に
ま
で
到
達
し
た
︒
そ
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の
後
は
幷
州
か
ら
南
下
し
て
︑
河
東
道
東
部
の
沁
州
の
西
北
部
に
留
ま
り
︑
同
地
を
拠
点

と
し
て
︑
東
へ
潞
州
を
経
由
し
て
河
北
道
の
鄴
城
︑
相
州
と
い
っ
た
東
魏
・
北
斉
の
旧
領

に
ま
で
足
跡
を
残
し
た
︒
さ
ら
に
︑
再
び
沁
州
に
帰
着
し
て
講
義
を
す
る
傍
ら
︑
遊
学
の

成
果
と
し
て
種
々
の
著
述
を
ま
と
め
上
げ
た
︒
そ
し
て
︑
最
後
は
西
へ
戻
っ
て
再
び
隰
州

域
内
の
黄
河
の
畔
に
至
り
︑
そ
こ
で
遊
方
中
最
後
の
安
居
を
終
え
る
と
︑
直
ち
に
帰
京
の

途
に
就
い
た
の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
遊
方
の
大
体
の
ル
ー
ト
と
そ
れ
ぞ
れ
の
地
点

を
通
っ
た
時
期
は
お
お
よ
そ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

従
来
︑
道
宣
が
貞
観
年
間
に
行
っ
た
遊
方
に
関
し
て
は
︑
藤
善
真
澄
氏
が
二
〇
〇
二
年

に
刊
行
し
た
﹃
道
宣
伝
の
研
究
﹄︑
と
り
わ
け
そ
の
第
四
章
﹁
中
年
期
の
道
宣
袞
遊
方
と

二
・
三
の
著
作
袞
﹂
︵
九
九
～
一
三
三
頁(
)

︶
に
ま
と
め
あ
げ
た
研
究
成
果
が
唯
一
に
し
て
か

37

つ
最
も
充
実
し
た
先
行
研
究
で
あ
る
︒
筆
者
は
本
項
の
考
察
を
進
め
る
に
際
し
て
︑
終
始
︑

藤
善
氏
の
論
考
を
参
照
し
な
が
ら
︑﹁
自
分
な
り
に
史
料
批
判
を
行
い
︑
そ
れ
が
ど
れ
だ

け
正
確
に
史
実
を
伝
え
て
い
る
か
を
洗
い
な
お
す
﹂︵
九
九
頁
︶
と
強
調
さ
れ
る
歴
史
学

の
基
本
に
立
脚
し
て
︑
道
宣
の
行
脚
︑
遊
方
の
実
際
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
た
︒
な

お
︑
藤
善
真
澄
﹇
二
〇
〇
二
﹈
が
注
目
し
た
史
料
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
︑
筆
者
が
本
項

に
お
い
て
︑
藤
善
氏
の
視
野
を
超
え
て
︑
史
料
を
新
た
に
発
見
し
た
り
提
示
し
た
り
す
る

こ
と
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
従
来
の
方
法
︑
す
な
わ
ち
道
宣
の
生
涯
を
よ
り
多
角
的
に
捉
え

る
た
め
に
︑
そ
の
事
跡
を
伝
え
る
あ
ら
ゆ
る
資
料
を
同
一
の
平
面
上
に
並
べ
て
取
り
扱
う

こ
と
で
︑
道
宣
の
生
涯
を
再
構
成
す
る
︑
と
い
う
方
法
は
採
ら
な
か
っ
た
︒
本
項
で
は
︑

あ
く
ま
で
も
︑
道
宣
が
﹃
四
分
律
含
注
戒
本
疏
﹄
を
完
成
さ
せ
た
永
徽
二
年
︵
六
五
一
年
︶

九
月
十
九
日
︑
そ
の
擱
筆
直
前
に
書
き
記
し
た
自
叙
伝
と
も
い
う
べ
き
後
批
︵﹁
含
注
戒
本

疏
批
文
﹂︶
を
主
軸
と
し
て
︑
考
察
を
進
め
て
き
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
後
批
の
内
容
を
読

み
解
く
過
程
で
︑
他
の
史
料
や
情
報
な
ど
を
︑
そ
の
都
度
︑
必
要
に
応
じ
て
援
用
し
な
が

ら
︑
遊
方
中
の
道
宣
の
足
取
り
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ

ま
で
の
考
察
と
検
討
の
結
果
︑
特
に
遊
方
の
終
盤
に
関
わ
る
問
題
︑
特
に
長
安
へ
の
帰
着

年
代
︑
な
ら
び
に
江
淮
遊
方
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
︑
藤
善
氏
の
見
解
と
は
相
容
れ
な
い
結

論
を
導
き
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

藤
善
真
澄
﹇
二
〇
〇
二
﹈
は
︑
道
宣
は
﹁
貞
観
四
年
の
あ
る
時
期
ま
で
は
長
安
周
辺
の

講
席
め
ぐ
り
と
︑﹃
行
事
鈔
﹄
の
撰
述
に
従
事
し
︑
貞
観
初
す
な
わ
ち
四
年
に
遊
方
の
旅

に
の
ぼ
っ
た
﹂︵
一
〇
六
頁
︶
と
し
︑
幷
・
晋
へ
の
遊
方
に
つ
い
て
は
多
く
言
及
せ
ず
︑
主

と
し
て
沁
州
・
魏
土
に
お
け
る
周
遊
︑
滞
在
︑
そ
し
て
著
述
活
動
を
中
心
に
検
討
し
て
い

る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
︑﹁
母
の
追
喚
を
受
け
て
︑
都
を
目
指
し
て

南
下
し
た
道
宣
は
︑
貞
観
十
一
年
春
に
は
隰
州
に
留
ま
﹇
っ
た
﹈﹂
︵
一
二
三
頁
︶
が
︑
後

に
﹁
隰
州
を
た
ち
黄
河
の
ほ
と
り
ま
で
達
し
﹂
︵
一
二
五
頁
︶
︑
そ
こ
で
一
夏
を
講
義
に
費

や
し
た
と
言
う
︒
続
い
て
︑﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
に
見
え
る
﹁
巡
涉
稽
湖
︑
達
於
京
邑
﹂

と
い
う
語
句
に
つ
い
て
詳
し
い
検
討
を
加
え
た
上
で
︑﹁
こ
こ
に
い
う
稽
湖
と
は
稽
胡
で

は
な
く
稽
と
湖
︑
つ
ま
り
稽
岳
と
太
湖
を
指
し
︑
両
者
を
め
ぐ
る
現
在
の
江
蘇
︑
浙
江
両

省
に
ま
た
が
る
地
域
を
指
し
た
﹂︵
一
二
六
頁
︶
も
の
と
考
え
︑﹁
貞
観
十
一
年
︵
六
三
七
︶

に
母
の
追
喚
を
う
け
︑
隰
州
よ
り
黄
河
の
ほ
と
り
ま
で
達
し
た
あ
と
︑
こ
の
地
で
一
夏
を

過
ご
し
︑
同
年
の
秋
ご
ろ
東
に
向
き
を
転
じ
て
汴
河
ぞ
い
に
南
下
し
﹂
︵
一
二
六
頁
︶
︑﹁
長

江
流
域
の
み
な
ら
ず
︑
仏
教
の
聖
地
天
台
山
を
含
め
た
仏
教
の
盛
ん
な
浙
江
省
一
帯
ま
で
︑

広
く
行
脚
し
た
﹂
︵
一
二
六
頁
︶
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
︒
遊
方
の
最
後
に
つ
い
て
は
︑

道
宣
撰
と
さ
れ
る
﹃
浄
心
誡
観
法
﹄
の
冒
頭
に
見
え
る
﹁
随
州
興
唐
伽
藍
﹂
云
々
と
い
う

表
現
に
基
づ
き
︑
道
宣
は
江
南
遊
行
中
に
随
州
︵
現
在
の
湖
北
省
随
県
付
近
︶
に
至
り
︑

興
唐
寺
で
休
養
し
た
後
に
︑
貞
観
﹁
十
四
年
末
か
遅
く
と
も
十
五
年
ま
で
に
は
﹂︵
一
〇

七
頁
︶
長
安
に
帰
着
し
︑
貞
観
十
六
年
︵
六
四
二
︶
に
逝
去
し
た
母
の
臨
終
に
立
ち
合
う
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こ
と
が
で
き
た
︑
と
し
て
い
る
︒

筆
者
は
︑
貞
観
四
年
に
遊
方
へ
と
旅
立
っ
て
か
ら
︑
幷
︑
晋
︑
沁
の
諸
州
や
魏
土
な
ど

へ
の
巡
歴
や
︑
貞
観
十
一
年
春
の
沁
州
か
ら
隰
州
に
至
る
ま
で
の
旅
途
に
関
し
て
は
︑
細

部
に
は
異
論
が
あ
る
も
の
の
︑
大
筋
に
お
い
て
藤
善
氏
の
理
解
に
賛
同
し
た
い
︒
し
か
し
︑

貞
観
十
一
年
秋
以
後
の
道
宣
の
行
跡
に
関
す
る
同
氏
の
解
釈
に
は
︑
同
意
し
難
い
と
こ
ろ

が
多
い
と
考
え
る
︒
ま
ず
︑
藤
善
氏
自
身
も
﹁
な
ぜ
老
い
た
母
の
懇
望
に
応
じ
な
が
ら
も
︑

指
呼
の
間
に
あ
る
長
安
へ
は
還
ら
ず
︑
遠
く
江
南
の
地
を
め
ぐ
っ
た
の
か
釈
然
と
し
な

い
﹂
︵
一
二
六
頁
︶
と
指
摘
す
る
点
で
あ
る
︒
藤
善
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
先
祖
の
墓
参

や
︑﹃
十
誦
律
﹄
の
盛
ん
な
江
南
で
の
律
学
研
鑽
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
た
め
の
資
料
蒐
集
な

ど
を
江
南
巡
歴
の
理
由
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
︵
一
二
六
頁
︶
︒
し
か
し
︑
現
に
生
き
て
い

る
母
親
の
懇
願
を
退
け
て
ま
で
︑
先
祖
の
墓
参
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い

と
考
え
る
︒
次
に
︑﹁﹃
四
分
律
﹄
の
教
学
並
び
に
実
践
の
集
大
成
﹂
と
い
う
明
確
な
ビ
ジ

ョ
ン
を
持
っ
て
い
た
道
宣
が
﹃
十
誦
律
﹄
の
盛
ん
な
江
南
で
律
学
の
研
鑽
を
す
る
必
要
が

あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
最
後
の
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
資
料
収
集
に
つ
い

て
︑
少
な
く
と
も
貞
観
年
間
の
遊
方
は
︑﹃
四
分
律
﹄
の
教
学
を
研
鑽
し
ま
た
そ
の
実
践

の
実
状
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
統
一
国
家
の
全
体
に
通
用
す
る
律
の
体
系
を
樹
立

す
る
た
め
の
旅
で
あ
り
︑
そ
れ
が
結
果
的
に
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
成
立
に
繫
が
っ
た
と
は
い

え
︑
遊
方
当
時
の
道
宣
に
と
っ
て
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
編
纂
が
ど
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を
も
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
︑
と
疑
問
に
思
う
の
で
あ
る
︒

す
で
に
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
道
宣
が
帰
京
を
決
意
し
た
の
に
は
︑
二
つ
の
理
由
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
一
つ
は
﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
が
言
及
す
る
︑
年
配
の
母

親
か
ら
の
日
増
し
に
切
迫
す
る
帰
京
の
催
促
で
あ
る
︒
そ
ろ
そ
ろ
応
じ
ざ
る
を
得
な
い
と

覚
悟
し
た
道
宣
が
そ
こ
で
と
っ
た
行
動
は
︑
貞
観
九
年
か
ら
同
十
一
年
に
か
け
て
の
足
か

け
三
年
に
わ
た
っ
て
住
錫
し
て
い
た
沁
州
西
北
部
の
綿
上
県
を
発
ち
︑
来
た
時
の
道
を
逆

に
辿
っ
て
黄
河
流
域
の
隰
州
に
戻
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
貞
観
十
一
年
︵
六
三
七
︶

の
三
月
頃
に
隰
州
益
詞
谷
に
着
い
た
も
の
の
︑
直
ぐ
に
は
帰
京
の
途
に
就
か
な
か
っ
た
の

は
︑
名
残
り
惜
し
さ
の
あ
ま
り
に
沁
州
か
ら
追
随
し
て
き
た
河
東
の
道
友
と
最
後
の
安
居

を
隰
州
域
内
の
黄
河
の
ほ
と
り
で
共
に
結
ぶ
こ
と
に
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
地
に
拘

っ
た
理
由
は
︑
安
居
が
終
れ
ば
︑
直
ち
に
乗
船
し
て
帰
京
で
き
る
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
帰
京
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
︑
長
安
崇
義
寺
に

残
し
て
来
た
恩
師
慧
頵
の
健
康
状
態
が
︑
同
年
六
月
か
ら
急
激
に
悪
化
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

危
篤
の
知
ら
せ
を
受
け
た
道
宣
は
︑
安
居
終
了
後
︑
真
っ
直
ぐ
長
安
に
向
か
っ
た
︑
と
筆

者
は
考
え
る
の
で
あ
る
︒

貞
観
十
一
年
︵
六
三
七
︶
七
月
二
十
六
日
に
他
界
し
た
和
上
慧
頵
の
臨
終
に
道
宣
は
立

ち
合
う
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
は
︑
筆
者
が
藤
善
氏
と
見
解
を
異
に
す
る
も
う
一
つ
の

要
点
で
あ
る
︒﹃
続
高
僧
伝
﹄﹁
慧
頵
伝
﹂
の
最
後
は
師
慧
頵
に
対
す
る
述
懐
で
締
め
括
ら

れ
て
い
る
が
︑
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

貞
観
初
年
︑
抜
思
関
表
︑
広
流
聞
見
︑
乃
跪
陳
行
意
︒
便
累
余
曰
︑﹁
出
家
為
道
︑

任
従
観
︵
勧
︶
化
︒
必
事
世
善
︑
不
可
離
吾
︒﹂
因
而
流
涕
︒
余
勇
意
聞
道
︑
暫
往

便
帰
︒
不
謂
風
樹
易
喧
︑
逝
川
難
静
︒
往
還
十
載
︑
遂
隠
終
天
︒
悲
哉
︒

(﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
五
三
四
頁
・
中
段
第
六
～
九
行
)

貞
観
初
年
︑
私
は
思
い
を
関
外
の
地
に
馳
せ
︑
見
聞
を
広
げ
よ
う
と
願
い
︑
師
の

前
に
跪
き
︑﹇
遊
学
の
た
め
に
地
方
へ
﹈
行
き
た
い
︑
と
告
げ
た
︒
す
る
と
﹇
師
は
﹈

私
に
言
い
聞
か
せ
よ
う
と
し
た
︒﹁
出
家
者
に
と
っ
て
の
道
と
は
︑﹇
師
の
﹈
教
え
に

と
に
か
く
従
う
こ
と
で
あ
る
︒﹇
師
に
対
し
て
従
順
で
あ
り
︑
ま
た
孝
養
を
尽
く
し

（ 79 ）



た
り
︑﹈
世
間
一
般
で
善
と
さ
れ
る
行
い
も
必
ず
全
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
私

か
ら
離
れ
て
は
い
け
な
い
︒﹂
と
︒
師
の
言
葉
に
思
わ
ず
涙
が
込
み
上
げ
た
が
︑
し

か
し
私
の
道
を
尋
ね
ん
と
す
る
決
意
は
固
く
︑
ま
た
︑
し
ば
ら
く
遊
学
に
出
か
け
て

も
︑
す
ぐ
に
師
の
元
に
帰
っ
て
く
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
思
い
も
よ
ら

な
か
っ
た
こ
と
に
︑
師
の
死
が
こ
ん
な
に
も
早
く
訪
れ
︑
年
月
が
こ
ん
な
に
も
速
く

過
ぎ
去
ろ
う
と
は
︒
往
っ
て
還
る
だ
け
で
十
年
も
か
か
り
︑﹇
師
の
元
に
戻
れ
た
の

は
﹈
師
が
ま
さ
に
生
涯
を
終
え
る
時
に
な
っ
て
し
ま
う
と
は
︒
何
と
悲
し
い
こ
と
で

あ
ろ
う
か
︒

こ
の
内
容
を
踏
ま
え
て
︑
藤
善
氏
は
﹁
道
宣
は
貞
観
四
年
に
出
発
し
て
か
ら
十
年
︑
少

な
く
と
も
貞
観
十
四
年
︵
六
四
〇
︶
ま
で
は
各
地
を
巡
歴
中
で
あ
り
︑
雲
水
の
身
で
あ
る

が
た
め
師
の
死
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
さ
え
思
わ
れ
る
口
調
で
あ
る
﹂

︵
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
前
述
し
た
よ
う
に
︑
慧
頵
の
体
調
が
急
に
悪
化
し
た
貞
観
十
一
年
の
六
月
頃

は
︑
道
宣
は
長
安
か
ら
交
通
至
便
な
﹁
河
濱
﹂
で
安
居
の
最
中
で
あ
っ
た
︒
彼
の
元
に
母

か
ら
の
催
促
は
届
く
と
い
う
の
に
︑
父
親
に
も
勝
る
師
匠
の
消
息
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
は

ず
は
な
か
ろ
う
︒
安
居
中
は
身
動
き
が
取
れ
な
か
っ
た
に
し
て
も
︑
七
月
十
五
日
の
直
後

に
当
地
を
出
発
し
︑
黄
河
を
下
っ
た
後
に
︑
漕
渠
運
河
の
便
船
に
乗
り
換
え
れ
ば
︑
七
月

二
十
六
日
ま
で
に
長
安
の
崇
義
寺
に
着
く
の
は
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
︒
更
に
︑

上
掲
引
用
文
に
見
え
る
﹁
往
還
十
載
︑
遂
隠
終
天
﹂
と
い
う
筆
致
を
今
一
度
吟
味
す
れ
ば
︑

﹁
既
隠
終
天
﹂
で
は
な
く
︑﹁
遂
隠
終
天
﹂
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
こ
の
語
句
の
中
の

﹁
遂
﹂
と
い
う
文
字
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
尊
重
す
る
な
ら
ば
︑
こ
の
語
句
は
︑﹁
遊
方
に
往
っ

て
還
る
だ
け
で
十
年
も
経
過
し
て
し
ま
い
︑
や
っ
と
師
の
元
に
帰
り
着
い
て
再
会
を
果
た

し
た
の
に
︑
と
う
と
う
師
は
生
涯
を
閉
じ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
べ
き
あ

ろ
う
︒
従
っ
て
︑
道
宣
が
十
年
ぶ
り
に
師
の
元
に
帰
還
し
た
と
こ
ろ
︑
慧
頵
は
愛
弟
子
の

帰
り
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
閉
眼
し
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

実
際
に
道
宣
が
慧
頵
の
臨
終
に
立
ち
合
え
た
と
す
れ
ば
︑
貞
観
十
一
年
の
七
月
二
十
六
日

ま
で
に
は
長
安
に
着
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
︑
道
宣
が
慧
頵
に
遊
方
の
許
可
を
求
め
た

﹁
貞
観
初
年
﹂
と
は
︑
藤
善
氏
が
考
え
る
貞
観
四
年
で
は
な
く
︑
師
弟
の
再
会
に
十
年
先

立
つ
貞
観
元
年
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
厳
密
な
考
証
を
行
っ
て
い
る
藤
善
氏
は
︑
ど
う
し
て
こ
の
時
期
に
道
宣
が

江
南
に
遊
方
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
藤
善
氏
が
道
宣
の
最
晩
年
の
著

作
で
あ
る
﹃
関
中
創
立
戒
壇
図
経
﹄﹁
序
﹂
に
現
れ
る
以
下
の
記
述
に
注
目
し
た
か
ら
で

あ
る
︒

余
以
闇
昧
︑
少
参
学
府
︒
優
柔
教
義
︑
諮
質
賢
明
︒
問
道
絶
於
儒
文
︑
欽
徳
承
於

道
立
︒
故
居
無
常
師
︑
追
千
里
如
咫
尺
︒
唯
法
是
務
︑
跨
関
河
如
一
葦
︒
周
流
晋
魏
︑

披
閱
累
於
初
聞
︒
顧
步
江
淮
︑
縁
Ì
彰
於
道
聴
︒

(﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
五
︑
八
〇
七
頁
・
上
段
第
八
～
一
二
行
)

私
は
愚
鈍
で
あ
っ
た
た
め
︑
幼
い
頃
は
儒
学
を
学
ん
で
い
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
仏

教
の
教
義
に
も
慣
れ
親
し
み
︑
学
徳
優
れ
た
人
々
に
質
疑
し
た
り
し
て
い
た
︒
そ
し

て
︑
つ
い
に
仏
道
を
極
め
よ
う
と
し
て
儒
家
の
経
典
と
は
縁
を
切
り
︑
仏
法
の
徳
を

敬
い
高
僧
に
教
え
を
受
け
て
き
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
特
定
の
師
だ
け
に
師
事
し
続
け

る
の
で
は
な
く
︑
た
と
え
千
里
の
道
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
距
離

で
あ
る
か
の
よ
う
に
乗
り
越
え
て
師
を
追
い
求
め
た
︒
仏
法
だ
け
を
己
れ
の
要
務
と

し
︑
潼
関
も
黄
河
も
︑
一
本
の
葦
で
あ
る
か
の
よ
う
に
跨
い
で
越
え
た
の
で
あ
る
︒
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北
は
晋
や
魏
の
版
図
を
周
遊
し
な
が
ら
︑﹇
新
た
に
入
手
し
た
﹈
書
物
を
閲
覧
し
︑

ま
た
最
新
の
見
聞
を
積
み
重
ね
た
︒
南
は
長
江
流
域
や
淮
南
地
域
を
あ
ち
ら
こ
ち
ら

見
な
が
ら
歩
き
︑
ま
た
途
中
で
見
聞
し
た
こ
と
を
世
に
彰
か
に
し
た
の
で
あ
る
︒

藤
善
氏
は
︑
こ
の
中
に
見
え
る
﹁
関
河
を
跨
る
﹂︑﹁
晋
魏
を
周
流
し
﹂︑﹁
江
淮
に
顧
步

し
﹂
と
い
っ
た
表
現
に
基
づ
い
て
︑
道
宣
が
往
年
に
遊
方
し
た
範
囲
を
推
測
し
た
上
で
︑

そ
れ
ら
は
す
べ
て
︑
貞
観
年
間
︑
具
体
的
に
は
貞
観
四
年
か
ら
同
十
四
年
の
末
か
十
五
年

ま
で
に
︑
道
宣
が
実
際
に
踏
査
し
た
地
域
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
︒
特
に
︑
長
安
帰

着
を
貞
観
十
一
年
で
は
な
く
︑
貞
観
十
四
年
末
か
翌
十
五
年
の
こ
と
し
た
の
は
︑﹁
江
淮

に
顧
步
し
﹂
た
時
間
を
遊
方
の
期
間
に
組
み
入
れ
た
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
遊
方
の
終
盤
に
︑
貞
観
十
四
︑
十
五
年
ま
で
江
淮
巡
歴
が
行
わ
れ
た

と
す
れ
ば
︑
永
徽
二
年
︵
六
五
一
︶
に
道
宣
が
書
き
記
し
た
﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
に
︑

そ
れ
ま
で
に
彼
が
江
淮
地
域
に
赴
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
表
現
が
全
く
見
出
せ
な
い
の
は

ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
疑
問
に
関
し
て
︑
唯
一
可
能
と
思
わ
れ
る
の
は
︑﹁
江
淮

に
顧
歩
し
﹂
た
の
は
︑
最
も
早
く
て
も
永
徽
二
年
︵
六
五
一
︶
か
そ
れ
以
降
︑
そ
し
て
遅

く
と
も
こ
の
語
句
が
﹃
関
中
創
立
戒
壇
図
経
﹄﹁
序
﹂
に
記
さ
れ
た
乾
封
二
年
︵
六
六
七
︶

ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
︑
と
推
定
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
別
の
拙
論
で
論
じ
た
よ
う
に
︑

こ
の
﹁
顧
步
江
淮
﹂
は
貞
観
年
間
の
遊
行
と
は
全
く
関
係
な
く
︑
道
宣
が
晩
年
の
顕
慶
四

年
︵
六
五
九
︶
十
月
以
降
か
ら
同
五
年
︵
六
六
〇
︶
四
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
行
っ
た
長
江

中
流
・
下
流
地
域
の
遊
行
を
指
し
て
い
る
︑
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る(
)

︒
38

三

長
安
に
帰
着
︑
そ
し
て
終
南
山
へ
袞
貞
観
十
一
年
︵
六
三
七
︶
か
ら
顕
慶
二

年
︵
六
五
七
︶
ま
で

(一
︶
帰
京
︑
そ
し
て
終
南
山
へ
袞
貞
観
十
一
年
︵
六
三
七
︶
～
十
六
年
︵
六
四
二
︶

道
宣
は
︑
潼
関
を
通
過
後
︑
渭
水
︑
続
い
て
運
河
漕
渠
を
通
っ
て
︑
都
長
安
に
帰
還
し

た
と
考
え
る
︒
道
宣
が
崇
義
寺
に
到
着
す
る
と
間
も
な
く
︑
す
で
に
危
篤
状
態
に
あ
っ
た

和
上
慧
頵
は
貞
観
十
一
年
︵
六
三
七
︶
七
月
二
十
六
日
に
七
十
四
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
の

で
あ
る
︒
道
宣
が
帰
京
し
た
貞
観
十
一
年
の
後
半
か
ら
十
五
年
ま
で
︵
六
三
八
～
六
四
一

年
︶
の
四
年
間
の
動
向
を
伝
え
る
史
料
や
記
述
は
な
い
が
︑
お
そ
ら
く
所
属
寺
院
で
あ
る

崇
義
寺
の
役
務
の
傍
ら
︑
母
親
に
孝
行
を
尽
く
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

次
に
︑
貞
観
十
六
年
︵
六
四
二
︶
の
動
向
に
つ
い
て
︑﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
は
以
下
の

よ
う
に
伝
え
て
い
る
︒

十
六
年
︵
六
四
二
︶
内
︑
母
氏
云
崩
︒
性
不
狎
喧
︑
楽
居
山
野
︑
乃
因
事
故
︑
遂

往
南
山
︒

(﹃
卍
続
蔵
﹄
巻
四
〇
︑
一
七
五
頁
・
上
段
第
一
〇
～
一
一
行
)

[貞
観
﹈
十
六
年
の
年
内
に
母
親
が
逝
去
し
た
︒
私
は
生
来
︑
賑
や
か
な
と
こ
ろ

に
は
馴
染
め
ず
︑
山
野
に
住
む
こ
と
を
願
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
母
の
不
幸
を
理

由
に
︑
終
南
山
に
移
り
住
む
こ
と
に
し
た
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
貞
観
十
六
年
︵
六
四
二
︶
︑
母
親
が
逝
去
し
た
こ
と
を
理
由
に
︑
道

（ 81 ）



宣
は
﹁
終
南
山
に
往
く
﹂
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
︒
思
う
に
︑
そ
れ
ま
で
都
長
安
に
自
分

を
繫
ぎ
止
め
て
い
た
和
上
慧
頵
と
母
を
続
け
て
喪
っ
て
し
ま
っ
た
道
宣
に
と
っ
て
は
︑
お

よ
そ
十
年
も
の
間
︑
遊
方
を
続
け
て
野
外
や
山
林
で
の
生
活
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も

あ
り
︑
煩
瑣
な
礼
儀
と
複
雑
な
人
間
関
係
だ
ら
け
の
京
寺
で
生
活
す
る
こ
と
は
︑
た
だ
た

だ
窮
屈
で
苦
痛
し
か
感
じ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
そ
し
て
︑
道
宣
自
身

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
終
南
山
に
入
っ
た
背
景
に
は
︑
母
に
対
す
る
三
年
間
︵
厳
密
に

は
二
十
七
ヶ
月
間
︑
以
下
同
じ
︶
の
服
喪
を
全
う
し
よ
う
と
し
た
意
図
も
あ
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
も
う
一
つ
︑
道
宣
は
言
葉
に
し
て
明
か
し
て
は
い
な
い
が
︑

師
慧
頵
の
慰
留
に
背
い
て
遊
方
に
出
か
け
た
あ
げ
く
︑
な
ん
と
か
臨
終
に
は
立
ち
合
え
た

も
の
の
︑
自
分
で
給
仕
し
た
り
看
病
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
師
へ
の
孝
養
を
尽
く

さ
な
か
っ
た
こ
と
を
深
く
後
悔
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る(
)

︒
慧
頵
は
︑
最
初
は
高

39

陽
原
の
西
に
葬
ら
れ
た
が
︑
後
に
﹁
︵
終
︶
南
山
豊
徳
寺
の
東
巌
﹂
に
改
葬
さ
れ
た(
)

︒
こ

40

れ
は
き
っ
と
道
宣
の
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
の
時
期
は
貞
観

十
六
年
以
降
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
諸
種
の
道
宣
伝
の
中
に
︑
貞
観
十
六
年
︵
六
四

二
︶
か
ら
貞
観
十
九
年
︵
六
四
五
︶
六
月
頃
に
弘
福
寺
の
訳
経
場
に
参
加
す
る
ま
で
の
三

年
に
わ
た
っ
て
︑
著
述
や
活
動
な
ど
を
示
す
痕
跡
が
全
く
な
い
の
は
︑
当
該
期
間
は
母
親

と
本
師
の
た
め
に
服
喪
し
て
お
り
︑
様
々
な
活
動
を
自
粛
し
て
い
た
と
考
え
れ
ば
︑
む
し

ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
弘
福
寺
の
訳
経
場
に
参
加
す
る
際
に
︑﹁
終
南
山
豊

徳
寺
沙
門
道
宣
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら(
)

︑
す
で
に
貞
観
十
九
年
以
前
に
は
︑
道
宣

41

は
豊
徳
寺
に
移
籍
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒
お
そ
ら
く
︑
貞
観
十
六
年
頃
︑
彼
は
母

親
の
服
喪
を
理
由
に
長
安
の
崇
義
寺
か
ら
終
南
山
の
豊
徳
寺
へ
移
籍
す
る
こ
と
を
自
ら
希

望
し
︑
そ
の
申
請
は
許
可
を
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

終
南
山
豊
徳
寺
へ
移
り
住
む
だ
け
で
な
く
︑
移
籍
ま
で
し
た
道
宣
は
︑
貞
観
十
六
年
以

降
︑
二
十
七
ヶ
月
間
の
服
喪
を
全
う
し
た
後
も
︑
同
寺
に
隠
遁
し
て
二
度
と
離
れ
る
つ
も

り
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
予
想
外
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
が
︑

そ
の
服
喪
期
間
が
ま
さ
に
満
了
す
る
年
す
な
わ
ち
貞
観
十
九
年
に
中
国
仏
教
の
歴
史
を
転

換
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
出
来
事
が
長
安
で
発
生
し
た
︒
そ
の
年
の
正
月
︑
十
数
年
の
旅
を

終
え
た
玄
奘
︵
六
〇
二
～
六
六
四
年
︶
が
山
積
み
に
し
た
経
巻
や
仏
像
等
を
携
え
て
︑
華
々

し
く
帰
朝
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
同
年
四
月
一
日
︑
太
宗
の
勅
命
に
よ
り
︑
長

安
弘
福
寺
の
翻
経
院
で
玄
奘
を
中
心
と
す
る
大
規
模
な
訳
経
事
業
が
︑
翻
経
大
徳
ら
を
迎

え
て
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
の
で
あ
る
︒
初
期
の
翻
経
協
力
者
と
し
て
︑
証
義
大
徳
十
二
人
︑

綴
文
大
徳
九
人
︑
字
学
大
徳
一
人
︑
証
梵
語
・
梵
文
大
徳
一
人
︑
総
勢
二
十
三
人
が
選
ば

れ
︑
弘
福
寺
の
訳
経
場
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た(
)

︒
道
宣
自
身
も

42

﹁
綴
文
大
徳
﹂
の
一
人
に
選
ば
れ
︑
貞
観
十
九
年
五
月
二
日
か
ら
九
月
二
日
に
か
け
て
弘

福
寺
で
訳
出
さ
れ
た
二
十
巻
本
﹃
大
菩
薩
蔵
経
﹄
の
﹁
証
文
﹂
を
担
当
し(
)

︑
経
文
の
筆
録

43

と
潤
色
に
努
め
た(
)

︒
弘
福
寺
時
代
の
玄
奘
訳
経
は
﹃
大
菩
薩
蔵
経
﹄
だ
け
で
は
な
い
が
︑

44

た
だ
︑
道
宣
の
名
前
が
現
れ
る
の
は
同
経
の
翻
訳
に
関
連
す
る
場
合
だ
け
で
あ
る
の
は
︑

彼
が
弘
福
寺
に
は
長
く
留
ま
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
次
項
で
詳
述
す
る
よ
う
に
︑

道
宣
は
貞
観
二
十
年
︵
六
四
六
︶
に
は
終
南
山
に
戻
っ
て
お
り
︑
再
び
隠
遁
生
活
を
開
始

し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
後
︑
顕
慶
二
年
︵
六
五
七
︶
ま
で
の
お
よ
そ
十
二
年
に
わ
た
り
︑

道
宣
は
終
南
山
か
ら
一
歩
も
出
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(
)

︒
彼
が
再
び
山
林
を
離
れ
上
京

45

し
た
の
は
︑
顕
慶
三
年
︵
六
五
七
︶
六
月
に
落
慶
し
た
長
安
西
明
寺
の
上
座
に
着
任
す
る

た
め
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
彼
の
運
命
は
長
安
仏
教
界
の
巨
星
と
な
っ
て
い
た
玄
奘
三
蔵

と
再
び
交
差
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
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(二
︶
｢巌
隠
﹂
十
二
年
の
実
態
袞
貞
観
二
十
年
︵
六
四
六
︶
～
顕
慶
二
年
︵
六
五
七
︶

貞
観
年
間
の
終
わ
り
か
ら
永
徽
初
年
に
か
け
て
の
道
宣
自
身
の
動
向
に
つ
い
て
︑﹁
含

注
戒
本
疏
批
文
﹂
は
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
︒

至
二
十
年
︵
六
四
六
︶
︑
方
得
巌
隠
︒
有
楽
戒
者
︑
乃
復
相
尋
︑
祈
広
其
文
︑
事

不
獲
已
︑
又
出
﹃
羯
磨
﹄
幷
﹃
疏
﹄
四
巻
︒
永
徽
初
年
︵
六
五
〇
︶
︑
又
請
戒
本
及

注
解
疏
︑
情
不
能
已
︑
又
出
﹃
戒
本
含
注
﹄
幷
﹃
疏
﹄
四
巻
︒
值
患
停
廃
︑
心
志
遼

落
︑
昏
忘
非
一
︑
為
求
不
已
︑
至
永
徽
二
年
︵
六
五
一
︶
九
月
十
九
日
︑
方
為
﹃
疏
﹄

訖
︑
粗
得
開
其
大
務
︑
決
事
行
用
︑
頗
有
準
承
︒
余
今
暮
年
︑
旦
夕
為
命
︑
故
以
歴

之
︑
亦
絕
筆
有
拠
耳
︒
︵﹃
卍
続
蔵
﹄
巻
四
〇
︑
一
七
五
頁
・
上
段
第
一
一
～
一
七
行
︶

[貞
観
﹈
二
十
年
に
至
っ
て
︑
や
っ
と
巌
隠
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
四
分
律
を
学

ぼ
う
と
す
る
者
が
次
か
ら
次
へ
と
尋
ね
て
き
て
︑
四
分
律
の
本
文
を
注
釈
す
る
こ
と

を
懇
願
し
た
︒
そ
こ
で
已
む
を
獲
ず
︑
再
び
﹃
羯
磨
﹄
並
び
に
そ
の
﹃
疏
﹄︑
併
せ

て
四
巻
を
撰
述
し
た
︒
永
徽
初
年
︑
更
に
戒
本
及
び
注
解
疏
を
請
わ
れ
た
の
で
︑
そ

の
切
実
な
願
い
を
断
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
再
び
﹃
戒
本
含
注
﹄
幷
び
に
﹃
疏
﹄︑
併

せ
て
四
巻
を
撰
述
し
た
︒﹇
そ
の
途
中
で
﹈
病
に
か
か
り
し
ば
ら
く
頓
挫
し
た
︒
意

志
が
消
沈
し
て
︑
記
憶
が
曖
昧
と
な
り
物
事
が
思
い
出
せ
な
く
な
る
こ
と
が
何
度
も

あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
周
り
が
希
求
し
て
已
ま
な
い
た
め
︑﹇
か
ろ
う
じ
て
執
筆
を
続

け
た
結
果
︑﹈
永
徽
二
年
九
月
十
九
日
に
至
っ
て
︑
や
っ
と
﹃
疏
﹄
を
作
り
終
え
た
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
︑
ほ
ぼ
四
分
律
の
綱
要
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
し
て
︑
実

際
に
戒
律
を
守
る
た
め
に
は
︑﹇
犯
戒
を
め
ぐ
る
﹈
具
体
的
な
事
例
に
対
処
す
る
た

め
に
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
︑
そ
の
判
断
の
基
準
を
あ
る
程
度
示

し
得
た
の
で
あ
る
︒
私
の
生
涯
は
い
ま
晩
年
に
さ
し
か
か
っ
て
お
り
︑
い
つ
最
期
を

迎
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
︒
だ
か
ら
こ
の
一
文
を
記
し
示
す
こ
と
で
︑
併
せ
て
筆

を
絶
っ
た
こ
と
の
証
拠
と
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
道
宣
は
貞
観
二
十
年
︵
六
四
六
︶
に
は
す
で
に
帰
山
し
︑
よ
う
や
く

落
ち
着
い
た
﹁
巌
隠
﹂
の
生
活
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
道
宣
が

願
っ
て
止
ま
な
か
っ
た
﹁
巌
隠
﹂
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
ち
︑
ど
れ
ほ
ど
の
重
み

が
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
前
項
で
取
り
上
げ
た
︑

上
掲
引
用
文
の
直
前
に
現
れ
る
文
の
内
容
と
合
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
れ
ら
前
後

の
文
の
内
容
を
繫
げ
て
み
る
と
︑
次
の
通
り
と
な
る
︒

十
六
年
︵
六
四
二
︶
内
︑
母
氏
云
崩
︒
性
不
狎
喧
︑
楽
居
山
野
︑
乃
因
事
故
︑
遂

往
南
山
︒
至
二
十
年
︵
六
四
六
︶
︑
方
得
巌
隠
︒

(﹃
卍
続
蔵
﹄
巻
四
〇
︑
一
七
五
頁
・
上
段
第
一
〇
～
一
一
行
)

[貞
観
﹈
十
六
年
の
年
内
に
母
親
が
逝
去
し
た
︒
私
は
生
来
︑
賑
や
か
な
と
こ
ろ

に
は
馴
染
め
ず
︑
山
野
に
住
む
こ
と
を
願
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
母
の
不
幸
を
理

由
に
︑
と
う
と
う
終
南
山
に
移
り
住
む
こ
と
に
し
た
︒﹇
貞
観
﹈
二
十
年
に
至
っ
て
︑

や
っ
と
巌
隠
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

す
で
に
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
道
宣
は
︑
貞
観
十
六
年
︵
六
四
二
︶
の
母
親
の
逝
去

を
機
に
都
を
離
れ
︑
終
南
山
豊
徳
寺
へ
の
移
籍
を
断
行
し
た
上
で
︑
そ
の
後
の
数
年
間
を

母
親
と
和
上
慧
頵
の
た
め
の
服
喪
に
当
て
て
︑
目
立
っ
た
活
動
は
す
べ
て
自
粛
し
て
い
た
︒
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つ
ま
り
︑
貞
観
十
六
年
か
ら
す
で
に
終
南
山
に
移
っ
て
静
か
な
生
活
を
送
り
始
め
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
二
十
年
︵
六
四
六
︶
に
至
っ
て
︑
や
っ
と
﹁
巌
隠
﹂
す
る
こ
と
が
で

き
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
理
由
は
︑﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
の
前
後
を
見
て
も
全
く
不
明
な

の
で
あ
る
︒
た
だ
一
つ
︑
こ
の
期
間
の
﹁
巌
隠
﹂
を
妨
げ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑

そ
れ
は
前
項
で
も
触
れ
た
︑
貞
観
十
九
年
の
年
頭
に
帰
朝
し
た
玄
奘
三
蔵
が
同
年
四
月
か

ら
始
め
た
訳
経
活
動
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
道
宣
も
勅
命
に
よ
っ
て
綴
文
大
徳
の
一
人

に
選
ば
れ
た
た
め
に
︑
隠
遁
生
活
を
し
ば
ら
く
中
断
し
て
上
京
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た

か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
が
実
際
に
参
加
し
た
の
は
︑
貞
観
十
九
年
︵
六
四
五
︶
五
月

二
日
か
ら
九
月
二
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
﹃
大
菩
薩
蔵
経
﹄
の
漢
訳
作
業
だ
け
で
あ
り
︑
翌

二
十
年
︵
六
四
六
︶
に
は
終
南
山
に
戻
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

道
宣
は
玄
奘
の
訳
経
事
業
に
賛
同
し
な
い
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
道

宣
に
は
山
林
の
寺
院
で
隠
遁
生
活
を
送
る
こ
と
に
対
す
る
強
い
志
向
と
願
望
が
あ
っ
た
の

で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
︑
崇
義
寺
を
辞
し
︑
移
籍
し
て
ま
で
︑
終
南
山
に
や
っ
て
き
た
の

で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
勅
命
を
受
け
て
国
家
が
全
面
的
に
監
督
す
る
訳
経
事
業
か
ら
身
を

退
く
こ
と
が
簡
単
に
で
き
た
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
道
宣
は
現
実
に
綴
文
大
徳
の

任
を
辞
し
て
︑
帰
山
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
に
は
︑
国

家
さ
え
も
が
辞
任
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
よ
う
な
理
由
︑
例
え
ば
健
康
上
の
問
題
な

ど
が
生
じ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
道
宣
が
﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
で
言

う
﹁
巌
隠
﹂
と
は
︑
単
に
終
南
山
豊
徳
寺
で
隠
居
す
る
と
い
っ
た
意
味
に
止
ま
ら
ず
︑
宗

教
的
に
も
︑
ま
た
政
治
的
に
も
厳
重
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
巌
隠
﹂
は
一
定
の
期
間
を
通
じ
て
︑
中
断
す
る
こ
と
な
く
実

行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
﹁
巌
隠
﹂
期
間
が
実
際
に
何
年
か
ら
何
年
ま
で
続
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
く

れ
る
史
料
と
し
て
︑
顕
慶
四
年
︵
六
五
九
︶
に
撰
述
さ
れ
た
﹃
釈
門
章
服
儀
﹄
の
末
尾
に

附
さ
れ
た
道
宣
自
身
の
後
批
が
注
目
さ
れ
る
︒
そ
の
中
の
﹁
余
以
貞
観
末
暦
︑
擯
景
山
林
︑

終
於
顕
慶
二
年
︵
六
五
七
︶
︑
十
有
二
載
︒﹂
︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
五
︑
八
三
九
頁
・
中
段
第
五
～

一
二
行
︶
と
い
う
記
述
に
拠
れ
ば
︑
道
宣
は
︑﹁
貞
観
末
暦
﹂
か
ら
顕
慶
二
年
︵
六
五
七
︶

ま
で
の
お
よ
そ
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
︑
山
林
の
中
で
身
を
慎
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
顕
慶
二
年
︵
六
五
七
︶
か
ら
数
え
て
十
二
年
を
遡
れ
ば
︑﹁
擯
景
山
林
﹂
は

貞
観
二
十
年
︵
六
四
六
︶
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
︒
従
っ
て
︑﹃
釈
門
章
服

儀
﹄
の
後
批
が
書
か
れ
た
顕
慶
四
年
︵
六
五
九
︶
の
時
点
で
振
り
返
っ
て
言
う
﹁
擯
景
山

林
﹂
と
﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
が
記
さ
れ
た
永
徽
二
年
︵
六
五
一
︶
に
当
時
の
状
況
を
表

現
し
て
言
っ
て
い
る
﹁
巌
隠
﹂
は
︑
同
一
の
事
柄
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ

る
︒
や
は
り
︑
勅
任
さ
れ
た
綴
文
大
徳
の
職
を
全
う
せ
ず
︑
辞
し
た
た
め
に
︑
道
宣
は
終

南
山
に
お
け
る
半
永
久
的
な
禁
足
を
自
ら
に
課
し
た
だ
け
で
な
く
︑
同
時
に
対
外
的
に
宣

言
す
る
必
要
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
結
局
︑
こ
の
﹁
巌
隠
﹂
は
十
二
年
後
に

終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
れ
も
や
は
り
勅
命
に
よ
る
も
の
︑
す
な
わ
ち
顕
慶

三
年
︵
六
五
八
︶
に
落
慶
し
た
西
明
寺
の
上
座
に
就
任
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
結
果
だ

っ
た
の
で
あ
る(
)

︒
46

さ
て
︑
貞
観
二
十
年
︵
六
四
六
︶
か
ら
顕
慶
二
年
︵
六
五
七
︶
ま
で
の
十
二
年
間
︑
道
宣

は
実
際
に
は
何
を
し
て
過
ご
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず
︑﹁
巌
隠
﹂
の
二
年
目
に

当
た
る
貞
観
二
十
一
年
︵
六
四
七
︶
の
仲
冬
十
一
月
に
終
南
山
豊
徳
寺
で
四
分
律
の
戒
本

を
刪
定
し
て
い
る
こ
と
が
︑
現
存
の
﹃
新
刪
定
四
分
僧
戒
本
﹄
自
序
か
ら
窺
い
得
る(
)

︒
ま

47

た
︑﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
の
前
掲
引
用
文
に
﹁
有
楽
戒
者
︑
乃
復
相
尋
︑
祈
広
其
文
︒

事
不
獲
已
︑
又
出
﹃
羯
磨
﹄
幷
﹃
疏
﹄
四
巻
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹃
四
分
律
刪
補
随
機
羯

磨
﹄
並
び
に
﹃
四
分
律
刪
補
随
機
羯
磨
疏
﹄
を
再
度
撰
述
し
た
の
も
︑
こ
の
時
期
で
あ
っ
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た
︒﹃
四
分
律
刪
補
随
機
羯
磨
疏
済
縁
記
﹄
巻
四
の
末
尾
に
現
れ
る
批
文
に
は
︑
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

曽
以
貞
観
九
年
︵
六
三
五
︶
春
︑
因
遊
方
次
於
泌
︵
沁
︶
部
綿
上
県
鸞
巣
村
僧
坊
︑

出
﹃
疏
﹄
両
巻
︑
諸
用
講
解
︑
為
文
句
略
指
︑
非
学
未
知
︒
至
二
十
二
年
︵
六
四

八
︶
春
︑
於
終
南
山
豊
徳
寺
︑
三
五
徳
旧
更
請
重
出
︑
余
不
獲
﹇
已
﹈︑
輒
復
疏
之
︒

昏
朽
之
情
︑
薄
得
披
約
︑
至
於
要
玅
︑
所
未
尽
也
︒
二
月
二
十
七
日
︑
為
読
訖
︑
更

待
重
修
︑
知
復
何
日
︒
約
巻
則
前
軽
而
後
重
︑
就
義
則
前
重
而
後
軽
︒
拠
理
前
後
未

聞
︑
附
辞
始
終
易
識
︒
旧
五
十
紙
︑
今
二
倍
増
︑
想
披
尋
者
︑
無
嫌
不
隠
︒

(﹃
卍
続
蔵
﹄
巻
四
一
︑
三
四
四
頁
・
下
段
第
二
〇
行
～
三
四
五
頁
・
上
段
第
三
行
)

以
前
︑
貞
観
九
年
︵
六
三
五
︶
の
春
︑
遊
方
の
途
次
︑
泌
︵
沁
︶
部
の
綿
上
県
鸞

巣
村
の
僧
坊
に
お
い
て
﹃
疏
﹄
両
巻
を
撰
述
し
て
講
義
に
用
い
た
が
︑
そ
の
記
述
は

簡
略
で
あ
る
た
め
︑
講
義
を
聴
講
し
て
い
な
け
れ
ば
内
容
の
理
解
は
で
き
な
い
も
の

で
あ
っ
た
︒
貞
観
二
十
二
年
︵
六
四
八
︶
の
春
に
な
る
と
︑
終
南
山
豊
徳
寺
で
十
五

人
の
僧
侶
・
旧
友
ら
が
︑﹇﹃
四
分
律
刪
補
随
機
羯
磨
﹄
並
び
に
﹃
四
分
律
刪
補
随
機

羯
磨
疏
﹄
を
﹈
再
度
撰
述
す
る
よ
う
︑
繰
り
返
し
請
う
の
で
︑
私
は
已
む
を
得
ず
︑

撰
述
に
取
り
か
か
っ
た
︒
た
だ
︑
老
い
ぼ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
︑
と
り
あ
え

ず
搔
い
摘
ん
だ
と
こ
ろ
を
一
通
り
示
し
た
け
れ
ど
も
︑
重
要
か
つ
奥
深
い
と
こ
ろ
と

な
る
と
不
充
分
な
ま
ま
で
あ
る
︒
二
月
二
十
七
日
に
は
読
み
聞
か
せ
終
え
た
︒
更
に

修
訂
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
が
︑
い
っ
た
い
︑
い
つ
に
な
っ
た
ら
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒

巻
数
は
︑
以
前
に
作
っ
た
も
の
の
方
が
少
な
く
︑
こ
れ
の
方
が
多
い
︒
し
か
し
︑
文

に
込
め
ら
れ
て
い
る
意
味
内
容
は
︑
以
前
の
方
が
よ
り
濃
く
︑
こ
れ
は
薄
い
の
で
あ

る
︒
そ
し
て
︑
全
体
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
も
の
は
ど
う
か
と
言
う
と
︑

そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
解
釈
が
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
の
後
批
を
附
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

以
前
の
も
の
と
こ
れ
と
を
識
別
し
や
す
く
な
る
で
あ
ろ
う
︒
以
前
の
も
の
は
五
十
紙

で
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
は
二
倍
に
増
え
て
い
る
︒
こ
れ
を
開
い
て
何
か
を
得
よ
う
と
す

る
人
は
︑
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
奥
深
い
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
は
な
く
︑
期
待
は
ず
れ

に
終
わ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
︑
ど
う
か
不
満
に
思
わ
な
い
で
頂
き
た
い
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
貞
観
九
年
︵
六
三
五
︶
春
に
沁
部
の
綿
上
県
に
至
り
︑
そ
こ
で
﹃
四

分
律
刪
補
随
機
羯
磨
疏
﹄
二
巻
︵
五
十
紙
︶
を
初
め
て
撰
述
し
た
が
︑
記
述
が
簡
略
に
過

ぎ
て
︑
実
際
に
講
義
を
聴
講
し
て
い
な
け
れ
ば
︑
意
味
が
理
解
し
難
い
と
こ
ろ
が
多
か
っ

た
︒
そ
こ
で
貞
観
二
十
二
年
︵
六
四
八
︶
春
︑
僧
衆
の
要
請
に
応
え
て
︑
豊
徳
寺
で
同
書

を
再
度
撰
述
す
る
こ
と
に
な
り
︑
二
月
二
十
七
日
ま
で
に
は
一
通
り
の
完
成
を
見
た
︒
こ

の
時
撰
述
し
た
も
の
は
︑
以
前
に
撰
述
し
た
も
の
と
比
べ
る
と
︑
紙
数
が
倍
増
し
た
分
︑

よ
り
理
解
し
や
す
く
な
っ
た
と
道
宣
は
思
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

貞
観
二
十
三
年
︵
六
四
九
︶
五
月
二
十
六
日
︑
太
宗
が
終
南
山
の
翠
微
宮
含
風
殿
で
崩

御
し(
)
︑
六
月
一
日
に
高
宗
李
治
が
即
位
す
る
と(
)
︑
翌
年
︵
六
五
〇
︶
の
元
日
に
年
号
が

48

49

﹁
永
徽
﹂
に
改
ま
っ
た(
)
︒
一
方
︑
終
南
山
で
は
︑
道
宣
が
永
徽
初
年
︵
六
五
〇
︶
に
﹃
四
分

50

律
含
注
戒
本
﹄
二
巻(
)

と
﹃
四
分
律
含
注
戒
本
疏
﹄
二
巻
の
撰
述
に
着
手
し
︑
途
中
で
重
病

51

に
罹
っ
て
体
力
も
集
中
力
も
か
な
り
落
ち
た
た
め
に
執
筆
に
思
わ
ぬ
苦
戦
を
強
い
ら
れ
た

末
に
︑
翌
永
徽
二
年
︵
六
五
一
︶
の
九
月
十
九
日
に
至
っ
て
や
っ
と
完
成
さ
せ
た
の
で
あ

る
︒
こ
の
ほ
か
︑﹃
釈
門
章
服
儀
﹄
の
初
稿
も
ま
た
︑
終
南
山
で
隠
遁
中
の
永
徽
六
年

︵
六
五
五
︶
︑
道
宣
が
耳
順
︵
六
十
歳
︶
を
迎
え
た
頃
に
完
成
し
た
と
思
わ
れ
る(
)

︒
実
際
に

52

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
道
宣
の
十
二
年
に
わ
た
る
巌
隠
時
代
に
お
け
る
最
後
の

著
述
と
な
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
れ
以
降
︑
道
宣
が
顕
慶
二
年
︵
六
五
七
︶
に
西
明
寺
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上
座
就
任
の
勅
命
を
受
け
て
︑
翌
年
の
七
月
に
赴
任
す
る
ま
で
の
状
況
は
ほ
と
ん
ど
知
ら

れ
て
い
な
い
︒

結

論
袞
﹃
続
高
僧
伝
﹄
は
な
ぜ
﹁
貞
観
十
九
年
﹂
で
い
っ
た
ん
完
結
し
た
の
か

以
上
︑
西
明
寺
の
上
座
に
就
任
す
る
ま
で
の
道
宣
の
生
涯
を
概
観
し
︑
殊
に
十
年
間
の

遊
方
を
終
え
︑
貞
観
十
一
年
︵
六
三
七
︶
七
月
に
長
安
に
帰
着
し
て
か
ら
の
行
跡
に
焦
点

を
当
て
て
考
察
し
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
道
宣
は
︑
貞
観
十
六
年
︵
六
四
二
︶
に
母
親
の
逝

去
を
契
機
に
終
南
山
豊
徳
寺
に
移
籍
し
た
後
︑
貞
観
十
九
年
︵
六
四
五
︶
五
月
か
ら
弘
福

寺
に
お
け
る
玄
奘
の
訳
経
事
業
に
一
時
的
に
参
与
し
た
も
の
の
︑
翌
二
十
年
︵
六
四
六
︶

に
再
び
帰
山
し
て
以
降
︑
顕
慶
二
年
︵
六
五
七
︶
ま
で
︑
お
よ
そ
十
二
年
に
も
及
ぶ
隠
遁

生
活
を
貫
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
の
期
間
に
行
わ
れ
た
山
中
隠
棲
︑
す
な
わ
ち

道
宣
自
身
が
﹁
巌
隠
﹂
と
称
す
る
生
活
は
︑
単
な
る
終
南
山
住
錫
と
い
う
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
︑
勅
命
に
よ
っ
て
参
画
さ
せ
ら
れ
た
訳
経
事
業
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開

始
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
お
そ
ら
く
は
宗
教
的
に
も
︑
ま
た
政
治
的
に
も
厳
重
な
意
味

を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
釈
門
章
服
儀
﹄
の
後
批
に
記
さ
れ
た
﹁
余
以

貞
観
末
暦
︑
擯
景
山
林
︑
終
於
顕
慶
二
年
︑
十
有
二
載
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
も
︑
こ
の

﹁
巌
隠
﹂
が
極
め
て
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑

﹁
巌
隠
﹂
中
の
活
動
範
囲
は
終
南
山
の
域
内
に
限
ら
れ
︑
上
京
し
た
り
︑
ま
し
て
他
州
に

出
か
け
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
︑
ま
た
そ
れ
は
決
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
も
な
か
っ
た
と

考
え
る
︒

終
南
山
に
お
け
る
十
二
年
間
の
﹁
巌
隠
﹂
生
活
が
も
つ
意
味
と
そ
の
実
態
を
上
述
の
如

く
捉
え
た
と
こ
ろ
で
︑
先
行
研
究
が
注
目
す
る
道
宣
の
﹁
蜀
地
行
脚
﹂
の
実
施
年
代
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
た
い
︒
そ
も
そ
も
︑
道
宣
の
﹁
蜀
地
行
脚
﹂
そ
の
も
の
は
︑
藤
善
真
澄

氏
が
そ
の
労
作
﹃
道
宣
伝
の
研
究
﹄
の
中
で
︑
特
に
一
章
を
割
い
て
︵
第
八
章
﹁
道
宣
の

入
蜀
と
﹃
後
集
続
高
僧
伝
﹄﹂︵
第
二
七
一
～
二
九
七
頁(
)

︶︶
︑
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
て
か
ら
注

53

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
藤
善
氏
は
︑
道
宣
が
蜀
地
方
に
足
を
踏
み
入
れ
た
事
実
を
示

唆
す
る
記
述
を
道
宣
自
身
の
著
作
で
あ
る
﹃
行
事
鈔
』・
『釈
迦
方
志
﹄
の
中
に
確
認
し
た

上
で
︑
そ
の
時
期
に
つ
い
て
︑﹁
永
徽
二
年
︵
六
五
一
︶
九
月
︑
す
な
わ
ち
﹃
含
注
戒
本

疏
﹄
後
批
の
執
筆
よ
り
︑
顕
慶
三
年
︵
六
五
八
︶
六
月
︑
西
明
寺
上
座
に
迎
え
ら
れ
る
ま

で
の
七
年
︑
い
わ
ゆ
る
オ
ー
バ
ー
ホ
ー
ル
の
期
間
に
入
蜀
し
た
と
す
る
の
が
︑
最
も
妥
当

な
見
方
と
な
ろ
う
﹂︵
二
九
一
頁
︶
と
推
測
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
藤
善
氏
の
こ
の
推
測
に

対
し
て
は
︑
俄
か
に
頷
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
藤
善
氏
が
考
え

て
い
る
入
蜀
の
時
期
は
︑
道
宣
自
身
が
明
言
し
て
い
る
﹁
巌
隠
﹂
期
間
の
後
半
と
重
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

筆
者
は
道
宣
の
﹁
巌
隠
﹂
が
も
つ
意
味
と
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
過
程
で
︑
藤
善

氏
が
推
測
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
時
期
に
道
宣
が
入
蜀
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
え
て
み

た
︒
そ
し
て
︑
藤
善
氏
の
考
察
内
容
を
再
検
討
し
た
結
果
と
し
て
︑
道
宣
が
あ
る
時
期
に

巴
蜀
地
域
な
ど
で
実
地
踏
査
を
行
っ
た
こ
と
︑
そ
れ
が
﹃
後
集
続
高
僧
伝
﹄
の
成
立
︑
更

に
は
﹃
続
高
僧
伝
﹄
そ
の
も
の
の
増
補
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
巴
蜀
地
域
な
ど
で
の
実
地
踏
査
が
永
徽
二
年
︵
六
五
一
︶
九

月
か
ら
顕
慶
三
年
︵
六
五
八
︶
六
月
ま
で
の
期
間
中
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
根

拠
は
非
常
に
乏
し
く
︑
そ
れ
に
関
す
る
藤
善
氏
の
論
証
も
説
得
力
に
欠
け
て
い
る
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
︒
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
︑
江
南
大
蔵
経
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
に

増
補
さ
れ
て
い
る
諸
伝
が
﹃
後
集
続
高
僧
伝
﹄
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
︑

ま
た
︑
そ
の
中
に
現
れ
る
蜀
僧
の
諸
伝
が
道
宣
の
入
蜀
と
そ
こ
で
の
実
地
調
査
に
基
づ
い
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て
生
ま
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
原
則
的
に
そ
れ

ら
の
蜀
僧
は
︑
道
宣
が
入
蜀
し
た
頃
に
は
す
で
に
入
滅
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
な
ぜ
な

ら
︑
彼
ら
の
入
滅
年
代
が
﹃
後
集
続
高
僧
伝
﹄
と
増
補
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
に
は
明
確
に
記

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
江
南
大
蔵
経
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
二
十
三
が
収
録

し
て
い
る
﹁
唐
益
州
福
勝
寺
道
興
伝
﹂
と
﹁
唐
益
州
福
縁
寺
曇
逞
伝
﹂︵
首
欠
︶
は
そ
れ

ぞ
れ
︑
道
興
︑
曇
逞
が
顕
慶
四
年
︵
六
五
九
︶
に
益
州
の
本
寺
で
入
滅
し
た
︑
と
明
記
し

て
お
り
︑
こ
の
二
人
の
蜀
僧
の
伝
記
が
﹃
後
集
続
高
僧
伝
﹄
を
経
由
し
て
江
南
大
蔵
経
本

﹃
続
高
僧
伝
﹄
に
増
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
道
宣
の
入
蜀
時
期
は
両
者
が
入
滅

し
た
顕
慶
四
年
︵
六
五
九
︶
以
降
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒
従
っ
て
︑
道
宣
が
永
徽

二
年
九
月
か
ら
顕
慶
三
年
六
月
ま
で
の
期
間
中
に
入
蜀
し
た
と
す
る
藤
善
氏
の
推
測
は
成

り
立
た
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
思
う
に
︑
国
家
事
業
で
あ
る
弘
福
寺
訳
経
場
を
離
れ

て
帰
山
し
た
あ
げ
く
に
七
年
間
に
わ
た
っ
て
地
方
外
遊
に
出
か
け
る
こ
と
は
︑
道
宣
自
身

に
と
っ
て
も
︑
ま
た
彼
を
取
り
巻
く
状
況
か
ら
し
て
も
︑
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ

う
か
︒
道
宣
の
入
蜀
そ
の
も
の
は
史
実
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
時
期
は
顕
慶
四
年
︵
六
五

九
︶
以
降
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
い
よ
い
よ
︑
道
宣
は
︑
い
っ
た
い
な
ぜ
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
を
貞
観
十
九
年
で

完
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
︑
と
い
う
本
稿
の
主
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒﹁
は
じ

め
に
﹂
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
成
立
過
程
に
関
す
る
論
考
は
多
数
あ
る

が
︑
い
ず
れ
も
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
増
補
ま
た
は
そ
の
結
果
で
あ
る
増
補
本
の
成
立
年
代
に

注
目
し
て
お
り
︑
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
︑
貞
観
十
九
年
に
同
書
の
編
纂
作
業
を
い
っ
た

ん
終
了
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
一
度
も
問
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
道
宣
が
貞
観
十
九
年
に
﹃
続
高
僧
伝
﹄
を
い
っ
た
ん
完
結
さ
せ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
い
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
に
附
さ
れ
た
道
宣
自
序
か
ら
︑
そ
れ

に
関
連
す
る
箇
所
を
引
用
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
︵
傍
線
は
筆
者
︶
︒

今
余
所
撰
︑
恐
墜
接
前
緒
︑
故
不
獲
已
而
陳
之
︒
或
博
諮
先
達
︑
或
取
訊
行
人
︑

或
即
目
舒
之
︑
或
討
讎
集
伝
︒
南
北
国
史
︑
附
見
徽
音
︑
郊
郭
碑
碣
︑
旌
其
懿
徳
︑

皆
撮
其
志
行
︑
挙
其
器
略
︒
言
約
繁
簡
︑
事
通
野
素
︒
足
使
紹
胤
前
良
︑
允
師
後
聴
︒

始
岠
梁
之
初
運
︑
終
唐
貞
観
十
有
九
年
︑
一
百
四
十
四
載
︒
包
括
岳
瀆
︑
歴
訪
華
夷
︑

正
伝
三
百
四
十
人
︑
附
見
一
百
六
十
人
︒

(﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
四
二
五
頁
・
中
段
第
一
六
～
二
四
頁
)

今
︑
私
が
撰
述
し
た
﹃
続
高
僧
伝
﹄
は
︑
先
人
た
ち
の
業
績
が
正
し
く
継
承
で
き

な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
あ
ま
り
︑
已
む
を
得
ず
こ
れ
を
記
し
た
の
で
あ
る
︒﹇
撰

述
す
る
た
め
に
︑﹈
私
は
︑
或
い
は
博
く
さ
ま
ざ
ま
な
先
達
の
意
見
を
仰
ぎ
︑
或
い

は
修
行
者
に
直
接
訊
ね
︑
或
い
は
実
際
に
自
分
が
見
た
ま
ま
を
舒
べ
︑
或
い
は
文

集
・
史
伝
を
検
討
・
比
較
す
る
な
ど
﹇
さ
ま
ざ
ま
な
取
材
の
方
法
を
採
用
﹈
し
た
︒

﹇
取
材
し
た
文
字
資
料
︑
す
な
わ
ち
﹈
南
北
の
国
史
に
伝
え
ら
れ
る
徳
行
︑
都
市
の

内
外
に
所
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
碑
は
︑
高
僧
た
ち
の
懿
徳
を
世
に
彰
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
り
︑
い
ず
れ
も
高
僧
た
ち
の
志
と
行
状
を
集
め
︑
彼
ら
の
才
能
と
機
略
を
称

揚
し
て
い
る
︒
表
現
は
繁
雑
に
な
ら
ず
︑
簡
潔
で
あ
る
よ
う
に
し
︑
記
事
は
そ
の
内

容
を
重
視
し
︑
余
計
な
修
飾
を
避
け
た
︒
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
昔
の
秀
れ
た

人
々
が
︑
後
世
の
者
に
継
承
さ
れ
︑
ま
た
師
表
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒

﹇
本
書
が
網
羅
す
る
時
代
は
︑﹈
岠
梁
の
初
運
に
は
じ
ま
り
︑
唐
の
貞
観
十
九
年
に
終

わ
る
︑
百
四
十
四
年
間
で
あ
る
︒
全
国
の
山
と
川
︑
そ
し
て
華
夷
を
問
わ
ず
高
僧
を

歴
訪
し
た
結
果
︑﹇
本
書
は
﹈
正
伝
と
し
て
三
百
四
十
人
︑
附
見
と
し
て
一
百
六
十
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人
に
上
る
﹇
史
伝
を
収
録
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
﹈︒

『続
高
僧
伝
﹄
の
撰
述
は
︑
そ
れ
ま
で
の
僧
伝
や
行
状
の
あ
り
方
に
対
す
る
深
い
反
省

か
ら
出
発
し
て
い
る
︒
南
北
朝
時
代
の
高
僧
の
事
跡
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
そ
れ
ま
で
主

流
で
あ
っ
た
の
は
︑
同
門
の
祖
師
の
業
績
や
伝
承
を
彰
か
に
す
る
べ
く
文
人
や
門
弟
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
祖
師
個
人
の
伝
記
や
行
状
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
に
先
立
っ

て
︑
す
で
に
梁
宝
唱
の
﹃
名
僧
伝
﹄
お
よ
び
慧
皎
の
﹃
梁
高
僧
伝
﹄
を
代
表
と
す
る
総
合

的
な
僧
伝
も
あ
っ
た
が
︑
い
ず
れ
も
中
国
が
南
北
に
分
裂
し
て
い
た
時
代
に
南
朝
で
成
立

し
た
た
め
に
︑
網
羅
す
る
高
僧
の
地
理
的
分
布
が
著
し
く
偏
る
傾
向
が
あ
る
︒
従
っ
て
︑

ほ
ぼ
中
国
全
土
を
カ
バ
ー
す
る
総
合
僧
伝
と
称
し
得
る
も
の
は
皆
無
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
よ
う
な
状
況
を
見
た
道
宣
は
南
北
を
問
わ
ず
︑
ま
た
異
国
・
異
族
の
高
僧
ま
で
視
野

に
入
れ
て
︑
実
地
に
調
査
し
見
聞
を
広
げ
︑
同
時
に
既
存
の
伝
記
や
文
集
を
調
べ
る
努
力

を
惜
し
ま
ず
︑
南
北
朝
の
史
書
を
批
覧
す
る
だ
け
で
な
く
︑
都
市
や
郊
外
に
散
在
す
る
碑

文
を
抄
録
す
る
な
ど
し
て
︑
ひ
た
す
ら
高
僧
た
ち
の
遺
徳
と
そ
の
志
行
を
顕
彰
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
当
時
唐
王
朝
の
支
配
が
及
ん
で
い
た
領
域
内
で
︑
梁
代
初

め
か
ら
唐
貞
観
十
九
年
ま
で
の
百
四
十
四
年
の
間
に
活
躍
し
た
漢
人
︑
異
族
︑
更
に
は
外

域
か
ら
の
来
朝
僧
を
含
む
高
僧
た
ち
の
た
め
に
三
百
四
十
人
分
の
正
伝
と
百
六
十
二
人
分

の
附
見
を
併
せ
て
立
伝
し
︑
こ
こ
に
︑
統
一
王
朝
と
し
て
は
史
上
初
と
な
る
総
合
僧
伝
で

あ
る
﹃
続
高
僧
伝
﹄
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

上
掲
引
用
文
中
の
傍
線
を
付
し
た
﹁
始
岠
梁
之
初
運
︑
終
唐
貞
観
十
有
九
年
﹂
と
い
う

箇
所
に
見
え
る
﹁
岠
梁
之
初
運
﹂
と
﹁
唐
貞
観
十
有
九
年
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄

が
対
象
と
す
る
時
代
の
上
限
と
下
限
で
あ
る
︒
同
書
が
収
録
す
る
伝
記
の
年
代
の
上
限
が

南
朝
の
梁
初
に
ま
で
遡
る
の
は
︑﹃
梁
高
僧
伝
﹄
の
後
を
継
ご
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
下
限
を
﹁
唐
貞
観
十
九
年
﹂
で
区
切
ろ
う
と
す
る
意
図
は

明
瞭
で
は
な
い
︒﹁
貞
観
﹂
と
は
︑
武
徳
九
年
︵
六
二
九
︶
六
月
に
﹁
玄
武
門
の
変
﹂
と
い

う
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
て
皇
位
に
着
い
た
太
宗
李
世
民
が
そ
の
治
世
を
通
じ
て
用
い
た

元
号
で
あ
り
︑
そ
の
期
間
は
︑
即
位
し
た
翌
年
︵
貞
観
元
年
︑
六
二
七
︶
か
ら
︑
崩
御
し
た

貞
観
二
十
三
年
︵
六
四
九
︶
ま
で
の
二
十
三
年
間
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑﹁
貞
観
十
九
年
﹂
は

太
宗
治
世
の
終
盤
に
当
た
り
︑
ま
た
玄
奘
が
正
月
に
帰
朝
し
︑
四
月
か
ら
は
弘
福
寺
で
訳

経
事
業
を
開
始
し
た
年
で
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
唐
の
版
図
全
域
を
カ
バ
ー
す
る
総
合
僧
伝

を
目
指
し
て
撰
述
さ
れ
た
﹃
続
高
僧
伝
﹄
を
完
結
さ
せ
る
年
代
と
し
て
は
︑﹁
貞
観
十
九

年
﹂
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
中
途
半
端
な
年
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
政

治
的
に
は
︑﹁
貞
観
十
九
年
﹂
で
は
な
く
︑
太
宗
治
世
の
末
年
に
当
た
る
﹁
貞
観
二
十
三

年
﹂
で
区
切
れ
ば
︑
一
つ
の
時
代
が
幕
を
降
ろ
す
と
同
時
に
同
書
も
完
結
さ
せ
る
こ
と
に

な
り
︑
人
々
の
納
得
を
得
や
す
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒
更
に
︑
仏
教
史
の
観
点
か
ら
見

れ
ば
︑
貞
観
十
九
年
は
︑
玄
奘
の
帰
朝
を
迎
え
た
記
念
す
べ
き
年
で
あ
る
と
は
言
え
︑
彼

の
生
涯
に
お
け
る
最
大
の
功
績
す
な
わ
ち
前
人
未
到
の
訳
経
事
業
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か

り
で
あ
っ
て
︑
そ
の
よ
う
な
年
に
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
撰
述
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
道
宣

に
は
︑
玄
奘
と
い
う
存
在
に
対
し
て
配
慮
し
よ
う
と
す
る
考
え
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

つ
ま
り
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
を
﹁
貞
観
十
九
年
﹂
の
時
点
で
完
結
さ
せ
て
し
ま
え
ば
︑
そ
の

中
に
﹁
玄
奘
伝
﹂
は
含
ま
れ
な
く
な
る
の
で
あ
り
︑
実
際
に
︑
そ
の
初
稿
本
に
は
﹁
玄
奘

伝
﹂
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
が
対

象
と
す
る
年
代
の
下
限
を
﹁
貞
観
十
九
年
﹂
で
区
切
っ
た
理
由
は
︑
ま
す
ま
す
も
っ
て
不

明
に
な
っ
て
く
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
理
由
を
道
宣
の
外
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
彼
自
身
の
内

側
に
求
め
る
な
ら
ば
︑
そ
の
理
由
は
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

従
来
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
序
文
に
見
え
る
﹁
終
唐
貞
観
十
有
九
年
﹂
と
い
う
表
現
に
基
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づ
い
て
︑
道
宣
は
貞
観
十
九
年
に
序
文
を
附
し
て
そ
の
初
稿
を
完
成
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ

て
き
た
︒
し
か
し
︑
著
者
は
︑
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
の
﹁
貞
観
十
九
年
﹂
と
は
︑
同

書
の
初
稿
成
立
の
年
代
で
は
な
く
︑
同
書
が
立
伝
す
る
高
僧
の
収
録
年
代
の
下
限
と
見
る

べ
き
で
あ
り
︑
そ
の
初
稿
が
実
際
に
完
成
し
た
年
代
は
少
し
後
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
貞
観
十
九
年
よ
り
も
後
に
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
初
稿
を
完

成
さ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
同
書
が
カ
バ
ー
す
る
時
代
の
下
限
を
﹁
貞
観
十
九
年
﹂
と

し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
筆
者
は
︑
そ
れ
に
は
道
宣
の
終
南
山
﹁
巌
隠
﹂
と
い
う
出
来

事
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
繰
り
返
し
検
証
し
て
き
た
よ
う
に
︑
貞
観
十
九
年
︵
六
四
五
︶
五
月
以
降
の
道

宣
は
弘
福
寺
に
お
け
る
玄
奘
の
訳
経
事
業
に
一
時
的
に
参
与
し
た
も
の
の
︑
貞
観
二
十
年

︵
六
四
六
︶
年
内
に
再
び
帰
山
し
て
か
ら
は
︑
顕
慶
二
年
︵
六
五
七
︶
ま
で
の
十
二
年
間
︑

終
南
山
か
ら
一
歩
も
出
る
こ
と
な
く
厳
格
な
隠
遁
生
活
を
貫
い
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
貞

観
二
十
年
に
長
安
近
郊
か
ら
終
南
山
に
帰
山
し
た
時
の
道
宣
の
手
元
に
は
長
年
の
遊
方
中

に
記
録
し
続
け
た
踏
査
の
手
記
や
長
安
在
住
中
に
蒐
集
し
た
諸
資
料
の
閲
読
筆
記
が
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
彼
が
貞
観
二
十
年
に
帰
山
す
る
ま
で
の
仏
教
界
の
状
況
も
よ

く
把
握
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
︒
そ
れ
ら
の
研
究
と
取
材
の
成

果
は
︑
十
年
に
及
ぶ
遊
方
中
の
様
子
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
道
宣
自
身
の
勤
勉

さ
と
熱
意
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
同
時
に
︑
彼
が
生
ま
れ
育
っ
た
都
長
安
と
い
う
政
治
・

文
化
の
中
心
地
な
ら
で
は
の
交
通
や
情
報
交
換
の
利
便
性
の
賜
物
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な

い
︒
と
こ
ろ
が
︑
終
南
山
で
十
二
年
に
わ
た
っ
て
﹁
巌
隠
﹂
を
続
け
て
い
る
間
は
︑
新
た

に
外
遊
し
て
取
材
す
る
機
会
が
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
近
い
よ
う
で
遠
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
た
め
に
長
安
の
利
便
性
も
活
用
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
貞
観

二
十
年
に
﹁
巌
隠
﹂
に
入
っ
た
当
初
の
道
宣
は
︑
十
数
年
後
の
長
安
に
西
明
寺
が
創
建
さ

れ
︑
自
分
が
そ
の
上
座
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
展
開
に
な
る
と
は
夢
に
も
思
わ
ず
︑
そ
の

ま
ま
終
南
山
で
晩
年
を
過
し
て
最
期
を
迎
え
る
覚
悟
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
よ

う
な
状
況
の
中
︑
道
宣
は
︑
お
そ
ら
く
貞
観
二
十
年
の
帰
山
後
︑
間
も
な
い
頃
か
ら
︑
い

ま
だ
記
憶
が
鮮
明
な
う
ち
に
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
れ
ま
で
に
蓄
積
し
た
す
べ
て
の
資
料
や

ノ
ー
ト
な
ど
を
披
げ
な
が
ら
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
撰
述
に
取
り
組
み
始
め
た
と
考
え
る
︒

初
稿
が
実
際
に
完
成
し
た
時
期
は
確
定
で
き
な
い
が
︑
そ
の
中
に
収
録
さ
れ
た
僧
伝
や
記

事
は
﹁
貞
観
十
九
年
﹂
を
下
限
と
し
て
い
る
の
は
︑
道
宣
は
翌
二
十
年
に
隠
遁
生
活
に
入

っ
て
お
り
︑
貞
観
二
十
年
を
収
録
年
代
の
下
限
に
す
る
と
︑
同
年
に
関
わ
る
記
載
が
不
完

全
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
︑
そ
の
前
年
に
当
た
る
﹁
貞
観
十
九
年
﹂
を
も
っ
て
一

つ
の
区
切
り
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

つ
ま
り
︑﹁
巌
隠
﹂
生
活
を
開
始
し
た
道
宣
は
︑
そ
れ
ま
で
に
獲
ら
れ
た
情
報
・
知
見

こ
そ
が
自
分
に
と
っ
て
の
す
べ
て
で
あ
り
︑
二
度
と
終
南
山
か
ら
出
る
こ
と
の
な
い
自
分

が
こ
れ
以
上
の
何
か
新
し
い
情
報
に
接
す
る
こ
と
は
も
は
や
な
い
︑
と
覚
悟
を
決
め
て
い

た
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
︑﹁
貞
観
十
九
年
﹂
を
も
っ
て
﹃
続
高
僧
伝
﹄
を
ひ
と

た
び
完
結
さ
せ
た
理
由
で
あ
る
︑
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
︒

註(�
)

『続
高
僧
伝
﹄
巻
一
に
︑﹁
始
岠
梁
之
初
運
︑
終
唐
貞
観
十
有
九
年
︑
一
百
四
十
四
載
︒
包

括
岳
瀆
︑
歴
訪
華
夷
︑
正
伝
三
百
四
十
人
︑
附
見
一
百
六
十
人
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
四

二
五
頁
・
下
段
第
二
十
一
～
二
十
四
行
︶
と
あ
る
︒
こ
こ
に
見
え
る
﹁
正
伝
三
百
四
十
人
﹂
と

は
︑
日
本
古
写
経
本
及
び
開
宝
蔵
系
統
の
高
麗
再
雕
蔵
本
等
に
現
れ
る
記
述
だ
が
︑
江
南
大
蔵

経
系
統
本
の
宋
福
州
版
以
降
で
は
い
ず
れ
も
﹁
正
伝
三
百
三
十
一
人
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

(�
)

刊
本
大
蔵
経
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
諸
系
統
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
正
伝
収
録
状
況
に
つ
い
て

は
︑
拙
論
﹇
二
〇
一
三
﹈﹁﹃
続
高
僧
伝
﹄
研
究
序
説
袞
刊
本
大
蔵
経
本
を
中
心
と
し
て
﹂︵﹃
鶴
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見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
﹄
第
十
八
号
︑
二
〇
三
～
二
五
八
頁
︶
を
参
照
︒

(�
)

貞
観
十
九
年
以
後
の
記
事
は
︑
刊
本
大
蔵
経
本
に
限
ら
ず
︑
現
存
最
古
の
形
態
を
温
存
し

て
い
る
日
本
古
写
経
本
の
中
に
も
多
数
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
貞
観
二
十
年
七
月
二
十

八
日
に
入
滅
し
た
越
州
嘉
祥
寺
の
義
解
高
僧
﹁
智
凱
伝
﹂︵
巻
十
四
︶︑
貞
観
末
︵
月
日
不
詳
︶

に
入
滅
し
た
唐
京
師
慈
恩
寺
の
義
解
高
僧
﹁
道
洪
伝
﹂︵
巻
十
五
︶︑
貞
観
二
十
三
年
四
月
八
日

に
入
滅
し
た
閏
州
摂
山
栖
霞
寺
の
習
禅
高
僧
﹁
智
聡
伝
﹂︵
巻
二
十
︶︑
貞
観
末
年
八
月
十
一
日

に
入
滅
し
た
蘇
州
通
玄
寺
の
明
律
高
僧
﹁
慧
旻
伝
﹂︵
巻
二
十
二
︶︑
貞
観
末
年
︵
月
日
不
詳
︶

に
入
滅
し
た
終
南
山
豹
林
谷
の
遺
身
高
僧
﹁
会
通
伝
﹂
な
ど
は
︑
い
ず
れ
も
刊
本
・
写
本
の
両

方
に
確
認
さ
れ
て
い
る
︒

(�
)

道
宣
︵
五
九
六
～
六
六
七
年
︶
死
後
の
出
来
事
に
関
わ
る
記
事
と
は
︑
道
宣
が
亡
く
な
っ

た
翌
々
年
に
当
た
る
総
章
二
年
︵
六
六
九
︶
四
月
八
日
に
行
わ
れ
た
玄
奘
の
樊
川
改
葬
に
関
す

る
記
事
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
は
︑
日
本
古
写
経
本
の
中
に
は
認
め
ら
れ
ず
︑
刊
本
大
蔵
経
﹃
続

高
僧
伝
﹄
巻
四
所
収
の
﹁
玄
奘
伝
﹂
の
み
に
現
れ
て
い
る
︒

(�
)

前
川
隆
司
﹇
一
九
六
〇
﹈﹁
道
宣
の
後
集
続
高
僧
伝
に
就
い
て
﹂︑﹃
龍
谷
史
壇
﹄
第
四
六

号
︑
二
〇
～
三
七
頁
︒

(	
)

興
聖
寺
一
切
経
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
﹃
続
高
僧
伝
﹄
は
︑
同
書
の
日
本
古
写
一
切
経
本

の
中
で
︑
最
も
早
い
時
期
か
ら
仏
教
文
献
学
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
た
伝
本
で
あ
る
︒
特
に
興

聖
寺
本
巻
四
に
関
す
る
先
行
研
究
が
多
く
︑
本
論
文
で
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
以
外
に
も
以
下

の
諸
研
究
が
あ
る
︒
①
吉
村
誠
﹇
一
九
九
五
﹈﹁﹃
大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
﹄
の
成
立
に
つ

い
て
﹂︵﹃
仏
教
学
﹄
第
三
七
号
︑
七
九
～
一
一
三
頁
︶

②
吉
村
誠
﹇
二
〇
一
三
﹈﹁
興
聖
寺
本

；

﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
四
玄
奘
伝
袞
翻
刻
と
校
訂
﹂︵﹃
駒
沢
大
学
仏
教
学
論
集
﹄
第
四
四
号
︑
一
六

七
～
二
一
六
頁
︶

師
茂
樹
﹇
二
〇
一
三
﹈﹁
玄
奘
伝
と
﹁
唯
識
比
量
﹂
袞
興
聖
寺
本
﹃
続
高
僧

；

伝
﹄
を
中
心
に
袞
﹂︵
伊
藤
瑞
叡
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
﹃
伊
藤
瑞
叡
博
士
古
稀
記

念
論
文
集
：
法
華
仏
教
と
関
係
諸
文
化
の
研
究
﹄︑
東
京
：
山
喜
房
仏
書
林
︑
三
〇
一
～
三
一

四
頁
︶

沖
本
克
己
﹇
二
〇
一
三
﹈﹁
興
聖
寺
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
沖
本
克
己
仏
教

；

学
論
集
﹄︿
第
二
巻
・
シ
ナ
編
﹀︑
東
京
：
山
喜
房
仏
書
林
︑
一
九
～
三
三
頁
︶︒

近
年
の
研
究
で
は
︑
興
聖
寺
本
に
留
め
ら
れ
て
い
る
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
形
態
は
︑
後
述
す
る

金
剛
寺
本
な
ど
に
比
べ
︑
内
容
の
増
補
が
更
に
進
行
し
た
段
階
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
︒
興
聖
寺
本
が
ほ
か
の
日
本
古
写
経
本
よ
り
も
内
容
が
増
え
る
こ
と
と
な
っ
た
要
因
・
経
緯

に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
議
論
が
あ
る
が
︑
そ
の
成
立
時
期
は
金
剛
寺
本
な
ど
よ
り
遅
れ
る
こ
と

に
関
し
て
は
︑
見
解
が
一
致
し
て
い
る
︒
同
本
の
特
徴
や
問
題
点
に
つ
い
て
は
︑
池
麗
梅
﹇
二

〇
一
四
﹈﹁
興
聖
寺
一
切
経
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
袞
刊
本
大
蔵
経
本
と
日
本
古
写
経
本
と
の
交
差

袞
﹂︵
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
日
本
古
写
経
研
究
所
文
科
省
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員

会
︵
編
︶﹃
日
本
古
写
経
善
本
叢
刊
第
八
輯
：
続
高
僧
伝
巻
四
・
巻
六
﹄︑
二
六
八
～
二
九
九

頁
︶
を
参
照
︒
興
聖
寺
本
の
成
立
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
︑
同
書
所
収
の
斉
藤
達
也
﹇
二

〇
一
四
﹈﹁
金
剛
寺
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
考
察
袞
巻
四
玄
奘
伝
を
中
心
に
袞
﹂︿
附
論
﹁
興
聖
寺

本
再
考
﹂﹀︑
二
四
六
～
二
六
六
頁
︶
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
︒

(

)

藤
善
真
澄
﹇
二
〇
〇
二
﹈﹃
道
宣
伝
の
研
究
﹄︑
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︒

(�
)

藤
善
真
澄
﹇
二
〇
〇
二
﹈
の
第
六
章
﹁﹃
続
高
僧
伝
﹄
玄
奘
伝
の
成
立
袞
巻
四
・
玄
奘
伝

袞
﹂︑
二
〇
〇
頁
︒
な
お
︑
同
章
の
初
出
は
︑
藤
善
真
澄
﹇
一
九
七
九
﹈﹁﹃
続
高
僧
伝
﹄
玄
奘

伝
の
成
立
袞
新
発
見
の
興
聖
寺
本
を
め
ぐ
っ
て
袞
﹂︵﹃
鷹
陵
史
学
﹄
第
五
号
︑
六
五
～
九
〇

頁
︶
で
あ
る
︒

(�
)

藤
善
真
澄
﹇
二
〇
〇
二
﹈
の
第
七
章
﹁﹃
続
高
僧
伝
﹄
管
見
袞
興
聖
寺
本
を
中
心
に
袞
﹂︑

二
四
八
頁
︒

(

)

藤
善
真
澄
﹇
二
〇
〇
二
﹈
の
第
七
章
﹁﹃
続
高
僧
伝
﹄
管
見
袞
興
聖
寺
本
を
中
心
に
袞
﹂︑

10二
四
六
頁
︒

(

)

伊
吹
敦
﹇
二
〇
〇
五
﹈﹁﹃
続
高
僧
伝
﹄﹂
に
見
る
達
摩
系
習
禅
者
の
諸
相
袞
道
宣
の
認
識

11の
変
化
が
意
味
す
る
も
の
袞
﹂︑﹃
東
洋
学
論
叢
﹄
第
五
十
八
集
︑
一
〇
六
～
一
三
六
頁
︒

(

)

S
A
IT
O
T
atsu
y
a

.
2012:
“F
eatu
res
of
th
e
K
on
g
o-ji
v
ersion
of
th
e

12

斉
藤
達
也

F
u
rth
er
B
iog
rap
h
ies
of
E
m
in
en
t
M
on
k
s

：
W
ith
a
focu
s
on
th
e
b
iog
rap
h
y

続
高
僧
伝

of
X
u
an
zan
g
玄
奘

in
th
e
fou
rth
fascicle”.国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
紀
要
,
V
ol.
16,
p
p
.

69-104;斉
藤
達
也
﹇
二
〇
一
三
﹈﹁
金
剛
寺
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
特
徴
︵
�
︶
袞
巻
八
浄
影
寺

慧
遠
伝
を
中
心
に
袞
﹂︑
二
〇
一
三
年
一
月
十
六
日
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
仏
教
学
特
殊
研

究
に
お
け
る
発
表
資
料
︒
こ
れ
ら
の
論
文
・
発
表
を
経
て
︑
同
氏
は
こ
れ
ま
で
の
古
写
経
本

（ 90 ）



﹃
続
高
僧
伝
﹄
テ
キ
ス
ト
研
究
の
成
果
を
取
り
ま
と
め
︑﹃
日
本
古
写
経
善
本
叢
刊
第
八
輯
：
続

高
僧
伝
巻
四
・
巻
六
﹄
に
お
い
て
公
表
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
同
氏
が
執
筆
担
当
し
た
の
は
︑

金
剛
寺
本
︑
七
寺
本
︑
興
聖
寺
本
の
解
題
︑
金
剛
寺
本
巻
四
の
翻
刻
・
校
異
︑﹁﹃
大
正
蔵
』・

古
写
経
系
﹃
続
高
僧
伝
﹄
各
伝
記
対
照
表
﹂︑
そ
し
て
前
掲
の
論
考
﹁
金
剛
寺
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄

の
考
察
袞
巻
四
玄
奘
伝
を
中
心
に
袞
﹂︵
附
論
﹁
興
聖
寺
本
再
考
﹂︶
の
数
篇
で
あ
る
︒
こ
れ
ら

は
貴
重
な
資
料
を
公
開
す
る
だ
け
で
な
く
︑
従
来
の
﹃
続
高
僧
伝
﹄
テ
キ
ス
ト
研
究
を
刷
新
す

る
多
く
の
重
要
な
新
知
見
を
呈
示
し
て
お
り
︑
今
後
の
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ
る
論
考
で
あ

る
︒
こ
こ
で
は
︑
主
と
し
て
同
氏
﹇
二
〇
一
四
﹈﹁
金
剛
寺
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
考
察
袞
巻
四

玄
奘
伝
を
中
心
に
袞
﹂︵
附
論
﹁
興
聖
寺
本
再
考
﹂︶
を
参
照
し
て
い
る
︒

(

)

斉
藤
達
也
﹇
二
〇
一
四
﹈︑
二
五
七
頁
︒

13(

)

本
節
は
︑
拙
論
﹁
青
年
時
代
の
道
宣
伝
袞
﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
に
基
づ
く
再
考
﹂︵﹃
佛

14教
史
學
研
究
﹄
第
五
十
八
巻
︑
近
刊
︶
に
基
づ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
詳
細
は

同
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

(

)

道
宣
伝
お
よ
び
道
宣
伝
に
関
す
る
研
究
の
問
題
点
に
つ
い
て
︑
藤
善
真
澄
﹇
二
〇
〇
二
﹈

15は
︑﹁
亜
大
な
著
作
を
残
し
た
わ
り
に
彼
の
伝
歴
は
粗
末
に
す
ぎ
︑﹃
宋
高
僧
伝
﹄
所
載
の
道
宣

伝
な
ど
に
は
︑
数
々
の
誤
り
さ
え
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
の
伝
歴
を
正
面
よ
り
取
扱
っ

た
研
究
は
皆
無
で
あ
り
︑
ま
た
辞
典
類
そ
の
他
は
﹃
宋
高
僧
伝
﹄
の
引
き
写
し
に
急
な
あ
ま
り
︑

誤
り
を
誤
り
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
︒﹂︵
三
七
頁
︶
と
指
摘
し
て
い
る
︒
ま

た
︑
諏
訪
義
純
﹇
一
九
九
九
﹈﹁﹃
四
分
律
含
注
戒
本
疏
行
宗
記
﹄
に
み
る
道
宣
の
自
叙
と
三
種

の
道
宣
伝
袞
道
宣
伝
の
再
検
討
﹂︵﹃
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
第
二
〇
号
︑
五
三
～
五
九

頁
︒
後
に
同
氏
の
﹃
中
国
南
朝
仏
教
史
の
研
究
﹄︵
法
蔵
館
︑
一
九
九
七
年
︶
に
も
所
収
︶
は
︑

﹃
宋
高
僧
伝
﹄︑﹃
釈
門
正
統
﹄︑﹃
仏
祖
統
紀
﹄
の
三
種
の
仏
教
史
伝
所
収
の
道
宣
伝
と
﹃
四
分

律
含
注
戒
本
疏
行
宗
記
﹄
所
収
の
道
宣
が
自
ら
記
し
た
﹁
後
批
﹂
と
の
比
較
研
究
を
行
っ
て
い

る
︒
そ
の
結
果
︑
宋
代
成
立
の
三
種
の
道
宣
伝
の
中
で
は
︑﹃
釈
門
正
統
﹄
所
収
の
道
宣
伝
の

紀
年
の
記
載
が
信
憑
性
が
最
も
高
く
︑
こ
れ
を
﹃
仏
祖
統
紀
﹄
が
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
︒
一
方
︑

﹃
宋
高
僧
伝
﹄
所
収
の
道
宣
伝
に
は
記
載
の
不
備
や
誤
り
が
あ
っ
て
信
憑
性
が
低
く
︑﹁
全
幅
の

信
頼
を
お
き
難
い
も
の
﹂︵
五
三
頁
︶
と
し
て
い
る
︒

(

)

道
宣
の
出
自
に
つ
い
て
は
︑
藤
善
真
澄
﹇
二
〇
〇
二
﹈
第
二
章
﹁
道
宣
の
出
自
袞
呉
興
の

16銭
氏
袞
﹂︵
初
出
は
﹁
道
宣
の
出
自
を
め
ぐ
っ
て
袞
呉
興
の
銭
氏
袞
﹂︑﹃
仏
教
史
学
研
究
﹄
第

二
八
巻
第
二
号
︑
一
九
八
六
年
︶
に
詳
し
い
︒

(

)

慧
頵
の
伝
記
は
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
十
四
﹁
義
解
篇
十
﹂
に
﹁
唐
京
師
崇
義
寺
釈
慧
頵
伝
﹂

17と
し
て
立
伝
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

智
首
の
生
涯
と
功
績
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
二
十
二
所
収
の
﹁
智
首

18伝
﹂
が
最
も
詳
細
か
つ
重
要
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
︑
智
首
が
亡
く
な
っ
た
貞
観
九
年
︵
六
三

五
︶
か
ら
二
十
年
後
の
唐
高
宗
顕
慶
元
年
︵
六
五
六
︶
十
二
月
八
日
に
大
将
軍
張
士
貴
︵
五
八

六
～
六
五
七
年
︶
が
建
立
し
た
﹁
大
唐
弘
福
寺
故
上
座
首
律
師
高
徳
頌
﹂
碑
も
現
存
し
て
い
る
︒

こ
の
石
碑
は
︑
一
九
八
二
年
に
西
安
弘
福
寺
で
出
土
し
︑
現
在
︑
西
安
市
文
物
保
護
考
古
所
に

保
存
さ
れ
て
い
る
︒
石
碑
は
︑
高
さ
二
三
五
・
五
糎
︑
幅
一
〇
七
糎
︑
厚
さ
二
八
・
五
糎
あ
り
︑

碑
額
に
太
子
中
允
・
裴
宣
機
に
よ
る
篆
書
の
十
四
文
字
︑﹁
大
唐
弘
福
寺
故
上
座
首
律
師
高
徳

頌
﹂
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
碑
文
の
本
文
は
楷
書
体
で
︑
全
三
三
行
︑
一
行
四
三
字
で
刻
ま
れ
て

お
り
︑
許
敬
宗
の
撰
述
︑
郭
広
敬
の
書
写
に
よ
る
︒
碑
文
の
録
文
は
︑
現
在
︑
陝
西
省
古
籍
整

理
弁
公
室
編
﹃
全
唐
文
補
遺
﹄
第
七
輯
︵
西
安
：
三
秦
出
版
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
八
～
一
〇

頁
︶
に
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
関
連
研
究
は
王
建
中
﹇
二
〇
〇
四
﹈﹁
唐
︽
弘
福
寺
首
律
師
碑
︾

考
釈
﹂︵﹃
碑
林
集
刊
﹄
第
一
〇
輯
︑
二
九
～
三
五
頁
︶︑
及
び
曹
旅
寧
﹇
二
〇
〇
六
﹈﹁
読
唐

︽
弘
福
寺
碑
︾
論
隋
唐
戒
律
成
立
﹂︵﹃
碑
林
集
刊
﹄
第
一
二
輯
︑
九
～
一
七
頁
︶
な
ど
が
あ
る
︒

貴
重
な
文
化
財
で
あ
り
重
要
な
史
料
で
は
あ
る
が
︑
智
首
の
死
後
二
十
年
も
経
っ
て
か
ら
の
成

立
で
あ
り
︑
こ
れ
よ
り
十
年
前
に
成
立
し
た
﹃
続
高
僧
伝
﹄﹁
智
首
伝
﹂
と
比
べ
る
と
︑
智
首

の
生
涯
を
考
え
る
上
で
後
者
を
超
え
る
記
載
内
容
は
見
当
た
ら
な
い
︒
従
っ
て
本
書
は
︑
智
首

の
生
涯
を
辿
る
に
際
し
て
︑﹁
智
首
碑
﹂
も
参
照
は
す
る
も
の
の
︑
原
則
的
に
は
﹁
智
首
伝
﹂

を
は
じ
め
と
す
る
﹃
続
高
僧
伝
﹄
の
諸
記
事
を
基
本
資
料
と
す
る
︒

(

)

『釈
門
正
統
﹄
巻
八
に
︑﹁
字
法
徧
︑
京
兆
銭
氏
︒
母
姚
︵
娠
か
︶
夢
月
貫
懐
而
孕
︑
又
夢

19梵
僧
語
曰
︑
仁
者
所
懐
︑
梁
僧
祐
律
師
也
︒
処
胎
弥
十
二
月
︑
九
歲
徧
覧
羣
書
︑
十
二
善
習
文

墨
︒
十
五
師
日
厳
頵
公
︑
十
六
念
法
華
︑
両
旬
通
徹
︑
復
誦
余
経
︑
兼
解
其
義
︒
十
七
剃
髪
︑

二
十
依
首
師
進
具
︒﹂︵﹃
卍
続
蔵
﹄
巻
七
五
︑
三
六
一
頁
・
中
段
第
一
四
～
一
八
行
︶
と
あ
る
︒
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(

)

宋
元
照
述
﹃
四
分
律
含
注
戒
本
疏
行
宗
記
﹄︵
四
巻
︶︑﹃
卍
続
蔵
﹄
巻
四
〇
所
収
︒

20(

)

藤
善
﹇
二
〇
〇
二
﹈
は
同
書
の
随
所
に
﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
を
引
用
し
︑
そ
の
都
度
︑

21書
き
下
し
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
諏
訪
義
純
﹇
一
九
九
九
﹈
は
﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
の
全

文
を
現
代
語
訳
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
カ
ナ
ダ
の
華
人
研
究
者
陳
金
華
氏
︵
C
H
E
N
,Jin
h
u
a︶

が
二
〇
〇
二
年
に
T
’on
g
P
ao
88
(p
p
.332-395)
に
公
表
し
た
英
文
論
文
“A
n
A
ltern
ativ
e

V
iew
of
th
e
M
ed
itation
T
rad
ition
in
C
h
in
a:
M
ed
itation
in
th
e
L
ife
an
d
W
ork
s
of

D
aox
u
an
(596-667)”
(C
H
E
N
,2002)
は
︑
特
に
道
宣
と
当
時
長
安
の
大
禅
定
寺
に
拠
点
を

置
い
た
習
禅
グ
ル
ー
プ
と
の
︑
智
首
律
師
を
通
し
て
生
ま
れ
た
接
点
に
注
目
し
て
い
る
が
︑
そ

こ
で
も
﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
全
文
の
英
訳
を
掲
げ
て
い
る
︒

(

)

拙
論
﹁
青
年
時
代
の
道
宣
伝
袞
﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
に
基
づ
く
再
考
﹂
を
参
照
さ
れ
た

22い
︒

(

)

『旧
唐
書
﹄
巻
一
﹁
高
祖
本
紀
﹂
は
︑
武
徳
九
年
四
月
辛
巳
に
﹁
沙
汰
仏
道
詔
﹂
が
発
布

23さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
︒

(

)

唐
初
の
仏
道
沙
汰
令
の
発
布
前
後
の
状
況
に
つ
い
て
は
︑
礪
波
護
﹇
一
九
九
九
﹈︵﹃
隋
唐

24の
仏
教
と
国
家
﹄︑
中
央
公
論
社
︑
二
二
三
頁
︶
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
︒

(

)

『四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
﹄
巻
下
の
後
批
に
︑﹁
余
於
唐
武
徳
九
年
六
月
内
︒
爾
時
捜
揚

25僧
伍
︑
無
傷
俗
誉
︑
且
閉
戶
依
所
学
撰
次
︒
但
意
在
行
用
︑
直
筆
書
通
︑
不
事
虬
文
︑
故
言
多

蹇
陋
︑
想
有
識
通
士
知
余
記
志
焉
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
〇
︑
一
五
六
頁
・
下
段
第
二
六
～
三

〇
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

『続
高
僧
伝
﹄
巻
十
四
﹁
慧
頵
伝
﹂
に
︑﹁
貞
観
初
年
︑
抜
思
関
表
︑
広
流
聞
見
︑
乃
跪
陳

26行
意
︒
便
累
余
曰
︑
出
家
為
道
︑
任
従
観
化
︒
必
事
世
善
︑
不
可
離
吾
︒
因
而
流
涕
︒
余
勇
意

聞
道
︑
暫
往
便
帰
︒
不
謂
風
樹
易
喧
︑
逝
川
難
静
︒
往
還
十
載
︑
遂
隠
終
天
︒
悲
哉
︒﹂︵﹃
大

正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
五
三
四
頁
・
中
段
第
五
～
九
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

道
宗
の
伝
記
は
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
十
四
に
﹁
唐
同
州
大
興
国
寺
釈
道
宗
伝
﹂
と
し
て
収

27録
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
︑
道
宗
の
事
跡
に
関
す
る
紹
介
は
︑
す
べ
て
同
伝
に
基
づ
い
て
ま
と
め

た
︒

(

)

拙
論
﹁
青
年
時
代
の
道
宣
伝
袞
﹁
含
注
戒
本
疏
批
文
﹂
に
基
づ
く
再
考
﹂
を
参
照
︒

28

(

)

江
南
大
蔵
経
本
以
降
の
﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
二
十
五
﹁
護
法
篇
下
﹂
所
収
の
﹁
法
通
伝
﹂
に

29は
︑﹁
釈
法
通
︑
竜
泉
石
楼
人
︒
初
在
隰
娃
︑
未
染
正
法
︑
衆
僧
行
往
︑
不
達
村
閭
︑
如
有
造

者
︑
以
灰
灑
面
︒
通
雖
処
俗
︑
情
厭
恒
俗
︒
以
開
皇
末
年
︑
独
懐
異
概
︑
超
出
意
表
︑
剃
二
男

二
女
幷
妻
之
髪
︑
被
以
法
衣
︑
陟
道
詣
州
︑
委
僧
尼
寺
︒
時
有
問
者
︑
通
便
答
曰
︑
我
捨
枷
鎖
︑

志
欲
通
法
︒
既
達
州
寺
︑
如
前
付
嘱
︒
便
求
通
化
寺
明
法
師
度
出
家
︒
於
即
遊
化
稽
湖
︑
南
自

竜
門
︑
北
至
勝
部
︑
嵐
・
石
・
汾
・
隰
︑
無
不
従
化
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
六
四
一
頁
・

下
段
第
一
四
～
二
二
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

『四
分
律
刪
補
随
機
羯
磨
疏
済
縁
記
﹄
巻
四
の
末
尾
に
所
収
の
道
宣
後
批
に
︑﹁
曽
以
貞
観

30九
年
春
︑
因
遊
方
次
於
泌
︵
沁
︶
部
綿
上
県
鸞
巣
村
僧
坊
︑
出
﹃
疏
﹄
両
巻
︑
諸
用
講
解
︑
為

文
句
略
指
︑
非
学
未
知
﹂︵﹃
卍
続
蔵
﹄
巻
四
一
︑
三
四
四
頁
・
下
段
第
二
〇
～
二
一
行
︶
と
あ

る
︒

(

)

『続
高
僧
伝
﹄
巻
二
十
二
﹁
智
首
伝
﹂
に
︑﹁
余
嘗
処
末
座
︑
向
経
十
載
︑
具
観
盛
化
︒
不

31覚
謂
之
生
常
初
未
之
欽
遇
也
︒
乃
発
憤
関
表
︑
具
覿
異
徒
︑
溢
目
者
希
︑
将
還
京
輔
︒
忽
承
即

世
︑
行
相
自
崩
︒
返
望
当
時
︑
有
逾
天
岸
︒
嗚
呼
︒
可
悲
之
深
矣
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑

六
一
五
頁
・
上
段
第
二
〇
～
二
四
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

本
稿
で
は
︑
歴
史
的
な
地
名
は
す
べ
て
引
用
元
と
な
る
史
料
に
現
れ
る
通
り
に
表
記
す
る

32が
︑
初
出
時
に
の
み
括
弧
の
中
で
現
在
の
地
名
を
記
す
︒﹁
相
州
﹂
は
か
つ
て
実
在
し
た
州
の

名
称
で
あ
る
が
︑
時
代
に
よ
っ
て
は
州
名
の
表
記
と
治
所
の
あ
っ
た
場
所
が
違
う
た
め
︑
そ
の

沿
革
を
簡
略
に
見
る
こ
と
と
し
よ
う
︒

唐
・
李
吉
甫
︵
七
五
八
～
八
一
四
年
︶
撰
﹃
元
和
郡
県
志
﹄︵
元
和
八
年
︵
八
一
三
︶
に
進

上
︒
元
々
は
全
四
十
二
巻
︒
本
稿
は
四
庫
全
書
所
収
の
四
十
巻
本
を
用
い
た
︶
巻
二
十
に
は
︑

﹁
後
魏
孝
文
帝
于
鄴
立
相
州
︒︵
中
略
︶
至
東
魏
︑
孝
静
帝
又
都
鄴
城
︒
髙
斉
受
禅
︑
仍
都
于
鄴
︑

改
魏
尹
為
清
都
尹
︒
周
武
帝
平
斉
︑
復
改
為
相
州
︒
大
象
二
年
︑
自
故
鄴
城
移
相
州
于
安
陽
城
︑

即
今
州
理
是
也
︒
隋
大
業
三
年
︑
改
相
州
為
魏
郡
︒
武
徳
元
年
︑
復
為
相
州
︑
後
或
為
総
管
︑

或
為
都
督
︒﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
相
州
が
州
名
と
し
て
歴
史
に
登
場
す
る
の
は
︑
北

魏
孝
文
帝
︵
四
七
一
～
四
九
九
年
在
位
︶
の
時
代
に
遡
り
︑
そ
の
時
の
州
治
は
鄴
︵
現
在
の
河

北
省
邯
鄲
市
臨
漳
県
︶
に
あ
っ
た
︒
東
魏
に
な
る
と
孝
静
帝
高
歓
︵
五
三
四
～
五
五
〇
年
︶
が
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当
地
を
都
と
定
め
︑
興
和
二
年
︵
五
四
〇
︶
に
鄴
城
︵
故
鄴
城
︶
を
建
立
し
た
︒
北
斉
の
時
代

に
な
っ
て
も
引
き
続
き
都
と
さ
れ
た
が
︑
建
徳
六
年
︵
五
七
七
︶
に
北
斉
が
北
周
に
滅
ぼ
さ
れ

る
と
︑
再
び
相
州
と
改
名
さ
れ
た
︒
更
に
︑
北
周
大
象
二
年
︵
五
八
〇
︶
に
な
る
と
︑
故
鄴
城

が
戦
乱
で
焼
き
払
わ
れ
た
た
め
︑
相
州
の
州
治
は
安
陽
城
︵
現
在
の
河
南
省
安
陽
市
付
近
︶
に

移
さ
れ
た
︒
隋
大
業
三
年
︵
六
〇
七
︶
に
相
州
は
魏
郡
と
改
め
ら
れ
た
が
︑
唐
武
徳
元
年
︵
六

一
八
︶
に
は
再
び
相
州
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
南
北
朝
か
ら
唐
初
に
か
け
て
﹁
相
州
﹂
が
州
名
と
し
て
存
在
し
た
の
は
︑
以

下
の
三
つ
の
期
間
で
あ
っ
た
︒
一
つ
は
︑
北
魏
孝
文
帝
が
在
位
し
た
五
世
紀
後
半
か
ら
東
魏
が

建
国
す
る
六
世
紀
前
半
ま
で
で
あ
り
︑
州
治
は
鄴
県
に
あ
っ
た
︒
二
つ
は
︑
北
周
建
徳
六
年

︵
五
七
七
︶
か
ら
隋
大
業
三
年
︵
六
〇
七
︶
ま
で
で
あ
り
︑
州
治
は
北
周
大
象
二
年
︵
五
八
〇
︶

ま
で
は
鄴
︑
そ
れ
以
降
は
安
陽
に
あ
っ
た
︒
三
つ
は
︑
唐
武
徳
元
年
︵
六
一
八
︶
以
降
で
あ
り
︑

州
治
は
安
陽
に
置
か
れ
た
︒
因
み
に
︑
北
宋
の
楽
史
撰
﹃
太
平
寰
宇
記
﹄︵
巻
五
十
五
︶
に
よ

れ
ば
︑
相
州
は
︑
天
宝
元
年
︵
七
四
二
︶
に
鄴
郡
と
改
め
ら
れ
た
が
︑
乾
元
元
年
︵
七
五
八
︶

に
再
び
相
州
と
な
っ
た
︒

本
稿
の
本
文
中
の
﹁
相
州
﹂
と
は
︑
道
宣
撰
﹃
続
高
僧
伝
﹄
に
現
れ
る
地
名
表
記
に
従
う
も

の
で
あ
り
︑
特
別
な
説
明
が
な
け
れ
ば
︑﹃
続
高
僧
伝
﹄
初
稿
本
が
撰
述
さ
れ
た
貞
観
年
間
に

お
け
る
行
政
区
画
と
し
て
の
﹁
相
州
﹂
を
指
す
︒

(

)

『続
高
僧
伝
﹄
巻
二
十
二
﹁
法
礪
伝
﹂
に
︑﹁
以
貞
観
九
年
十
月
︑
卒
于
故
鄴
日
光
住
寺
︑

33春
秋
六
十
有
七
﹂
と
あ
る
︒

(

)

『集
神
州
三
宝
感
通
録
﹄
巻
二
に
︑﹁
余
昔
貞
観
九
年
︑
曽
遊
沁
部
左
綿
上
界
︑
周
歴
三

34年
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
十
二
︑
四
二
二
頁
・
下
段
第
五
～
六
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

『量
処
軽
重
儀
﹄
下
巻
の
後
批
に
︑﹁
大
唐
貞
観
十
一
年
歳
在
丁
酉
春
末
︑
於
隰
州
益
詞
谷

35中
撰
次
︒
余
以
自
古
至
今
︑
諸
有
綴
述
︑
多
埋
名
而
顕
相
︑
少
時
代
而
開
今
︒
遂
令
披
読
︑
悶

於
人
世
︑
故
分
明
昧
︑
用
表
幽
心
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
十
五
︑
八
五
三
頁
・
下
段
第
二
四
～

二
七
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

『続
高
僧
伝
﹄﹁
慧
頵
伝
﹂
に
は
︑﹁
貞
観
十
一
年
夏
末
︑
風
疾
屢
増
︑
召
門
人
曰
︑
形
勢

36不
久
︑
将
畢
大
辞
︒
宜
各
敦
自
愛
︑
不
宜
後
悔
︑
恨
福
業
未
就
︑
以
為
慮
耳
︒
乃
割
其
冬
服
︑

並
用
成
之
︒
又
曰
︑
若
識
神
自
課
︑
可
有
常
規
︒
恐
脱
昏
昧
︑
非
時
索
食
︑
一
無
与
法
︒﹂

︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
五
三
四
頁
・
上
段
第
一
九
～
二
四
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

藤
善
真
澄
﹁
中
年
期
の
道
宣
袞
遊
方
と
二
・
三
の
著
作
袞
﹂
の
初
出
は
︑﹃
三
蔵
﹄
第
一

37八
九
・
一
九
〇
号
で
あ
る
︒

(

)

詳
し
い
こ
と
は
︑
刊
行
準
備
中
の
拙
著
﹃
続
高
僧
伝
の
研
究
﹄
で
取
り
上
げ
て
い
る
︒

38(

)

『釈
氏
要
覧
﹄
巻
下
︑﹁
送
終
・
服
制
﹂
に
﹁
釈
氏
之
喪
服
︑
読
﹃
涅
槃
経
﹄
幷
諸
律
︑
並

39無
其
制
︒
今
準
﹃
増
輝
記
﹄
引
﹃
礼
﹄
云
︑
服
有
三
︑
一
正
服
︑
二
義
服
︑
三
降
服
︒﹃
白
虎

通
﹄
曰
︑
弟
子
於
師
︑
有
君
臣
︑
父
子
︑
朋
友
之
道
︑
故
生
則
尊
敬
而
親
之
︑
死
則
哀
痛
之
︑

恩
深
義
重
︑
故
為
降
服
︒
○
﹃
釈
氏
喪
儀
﹄
云
︑
若
受
業
和
尚
︑
同
於
父
母
︑
訓
育
恩
深
︑
例

皆
三
年
服
︒
若
依
止
師
︑
資
飡
法
訓
︑
次
於
和
尚
︑
随
喪
服
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
四
︑
三
〇

七
頁
・
下
段
第
二
三
行
～
三
〇
八
頁
・
上
段
第
一
行
︶
と
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
中
国
仏
教

で
は
︑
特
に
本
師
が
逝
去
し
た
場
合
は
︑
実
の
両
親
の
場
合
に
準
じ
て
︑
三
年
間
服
喪
を
全
う

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
︒
道
宣
の
場
合
は
︑
実
母
が
老
弱
で
あ
っ
た
た
め
︑
和
上
慧
頵
の
た

め
に
服
喪
す
る
こ
と
は
す
ぐ
に
は
で
き
ず
︑
母
の
死
去
後
に
︑
そ
し
て
慧
頵
の
改
葬
を
済
ま
せ

た
後
に
︑
よ
う
や
く
実
現
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
僧
侶
の
服
喪
に
関
す
る
ほ
か
の
事

例
に
つ
い
て
は
︑
ô
万
里
﹇
二
〇
一
一
﹈﹁
仏
教
僧
侶
葬
儀
的
世
俗
化
問
題
略
論
袞
以
唐
代
僧

人
葬
儀
世
俗
化
的
若
干
因
素
為
中
心
﹂︵﹃
西
部
考
古
﹄
第
五
輯
︑
三
一
〇
～
三
二
七
頁
︶︑
特

に
そ
の
三
二
〇
頁
を
参
照
︒

(

)

『続
高
僧
伝
﹄﹁
慧
頵
伝
﹂
に
︑﹁
葬
于
高
陽
原
之
西
︑
鑿
穴
処
之
︒
後
又
遷
南
山
豊
徳
寺

40東
巌
︑
斲
石
為
龕
︑
就
銘
表
徳
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
五
三
四
頁
・
上
段
第
二
七
～
二
八

行
︶
と
あ
る
︒

(

)

本
論
文
︑
前
掲
︵

︶
を
参
照
︒

41

42

(

)

『大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
﹄
巻
六
に
︑﹁
夏
六
月
戊
戌
︑
証
義
大
徳
︑
諳
解
大
小
乗
経
︑

42論
為
時
輩
所
推
者
︑
一
十
二
人
至
︒
即
京
弘
福
寺
沙
門
霊
潤
︑
沙
門
文
備
︑
羅
漢
寺
沙
門
慧
貴
︑

実
際
寺
沙
門
明
琰
︑
宝
昌
寺
沙
門
法
祥
︑
静
法
寺
沙
門
普
賢
︑
法
海
寺
沙
門
神
昉
︑
廓
州
法
講

寺
沙
門
道
深
︑
汴
州
演
覚
寺
沙
門
玄
忠
︑
蒱
︵
蒲
︶
州
普
救
寺
沙
門
神
泰
︑
綿
州
振
�
寺
沙
門

敬
明
︑
益
州
多
宝
寺
沙
門
道
因
等
︒
又
有
綴
文
大
徳
九
人
至
︑
即
京
師
普
光
寺
沙
門
栖
玄
︑
弘
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福
寺
沙
門
明
濬
︑
会
昌
寺
沙
門
弁
機
︑
終
南
山
豊
徳
寺
沙
門
道
宣
︑
簡
州
福
聚
寺
沙
門
静
邁
︑

蒲
州
普
救
寺
沙
門
行
友
︑
捿
︵
(棲
︶
巌
寺
沙
門
道
卓
︑
豳
州
昭
仁
寺
沙
門
慧
立
︑
洛
州
天
宮

寺
沙
門
玄
則
等
︒
又
有
字
学
大
徳
一
人
至
︑
即
京
大
総
持
寺
沙
門
玄
応
︒
又
有
証
梵
語
︑
梵
文

大
徳
一
人
至
︑
即
京
大
興
善
寺
沙
門
玄
謨
︒
自
余
筆
受
︑
書
手
︑
所
司
供
料
等
並
至
︒
丁
卯
︑

法
師
方
操
貝
葉
︑
開
演
梵
文
︑
創
訳
﹃
菩
薩
蔵
経
﹄︑﹃
仏
地
経
﹄︑﹃
六
門
陀
羅
尼
経
﹄︑﹃
顕
揚

聖
教
論
﹄
等
四
部
︑
其
翻
﹃
六
門
経
﹄
当
日
了
︑﹃
仏
地
経
﹄
至
辛
巳
了
︑﹃
菩
薩
蔵
経
﹄︑﹃
顕

揚
論
﹄
等
歲
暮
方
訖
︒
二
十
年
春
正
月
甲
子
︑
又
訳
﹃
大
乗
阿
毘
達
磨
雑
集
論
﹄︑
至
二
月
訖
︒

又
訳
﹃
瑜
伽
師
地
論
﹄︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
〇
︑
二
五
三
頁
・
下
段
第
一
九
行
～
二
五
四
頁
・

上
段
第
一
一
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

『開
元
釈
教
録
﹄
巻
八
︑﹁
大
菩
薩
蔵
経
二
十
巻
︵
見
内
典
録
︑
今
編
入
宝
積
︑
当
第
十
二

43会
︒
貞
観
十
九
年
五
月
二
日
︑
於
西
京
弘
福
寺
翻
経
院
訳
︑
至
九
月
二
日
畢
︒
沙
門
智
証
筆
受
︑

道
宣
証
文
︒︶﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
五
五
︑
五
五
五
頁
・
下
段
第
五
～
六
行
︶︒

(

)

金
剛
寺
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
四
﹁
京
師
弘
福
寺
釈
玄
奘
伝
﹂
に
︑﹁
既
承
明
命
︑
返
迹
京

44師
︒
遂
召
沙
門
恵
明
・
霊
閏
等
以
為
義
証
︑
沙
門
行
友
・
玄
賾
等
以
為
綴
緝
︑
沙
﹇
門
﹈
智
証

等
以
為
録
文
︑
沙
門
玄
模
以
証
梵
語
︑
沙
門
玄
応
以
定
字
偽
︒
其
年
五
月
︑
創
開
翻
訳
︒﹃
大

菩
提
︵
薩
︶
蔵
経
﹄
廾
巻
︑
余
為
執
筆
︑
幷
那
︵
刪
︶
綴
訶
︵
詞
︶
理
︒
其
経
広
解
六
度
・
四

摂
・
十
方
︵
力
)・
四
无
所
畏
・
卅
七
品
・
結
︵
諸
︶
菩
薩
行
︑
令
︵
合
︶
十
二
品
︑
将
四
百

紙
︒
□
︵
又
︶
復
□
︵
旁
︶
翻
﹃
顕
揚
聖
教
論
﹄
廾
巻
︑
智
証
等
更
迭
録
文
︑
沙
門
行
友
詳
義

理
文
因
︵
句
︶︑
奘
公
於
論
重
加
陶
練
︒
次
又
断
︵
翻
︶﹃
大
乗
対
法
論
﹄
一
十
五
巻
︑
沙
門
玄

賾
筆
受
︒
微
有
余
隙
︑
又
出
﹃
西
城
︵
域
︶
伝
﹄
一
十
二
巻
︑
沙
門
弁
機
親
受
時
事
︑
連
紕
前

後
︒
兼
出
﹃
仏
地
』・
『六
門
神
呪
﹄
等
経
︑
都
合
八
十
許
巻
︒﹂︵
第
五
五
〇
～
五
六
〇
行
︶
と

あ
る
︒
金
剛
寺
本
﹃
続
高
僧
伝
﹄
巻
四
の
画
像
・
翻
刻
︵
校
異
)・
解
題
は
︑
斉
藤
逹
也
﹇
二

〇
一
四
Ａ
﹈﹁
金
剛
寺
一
切
経
本
解
題
﹂﹁
金
剛
寺
一
切
経
本
巻
四
影
印
・
翻
刻
﹂︵
国
際
仏
教

学
大
学
院
大
学
日
本
古
写
経
研
究
所
文
科
省
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
︵
編
︶﹃
日
本

古
写
経
善
本
叢
刊
第
八
輯
：
続
高
僧
伝
巻
四
・
巻
六
﹄︑
三
～
七
一
頁
︶
を
参
照
︒

(

)

『釈
門
章
服
儀
﹄
の
後
批
に
︑﹁
余
以
貞
観
末
暦
︵
貞
観
二
〇
年
︑
紀
元
六
四
六
年
︶
擯
景

45山
林
︑
終
於
顕
慶
二
年
︵
六
五
七
︶︑
十
有
二
載
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
五
︑
八
三
九
頁
・
中
段

第
五
～
六
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

『釈
門
帰
敬
儀
護
法
記
﹄
に
︑﹁
言
西
明
者
︑
長
安
両
街
有
八
寺
︑
其
一
曰
西
明
︒
顕
慶
元

46年
︑
高
宗
為
皇
太
子
建
也
︒
二
年
勅
授
西
明
寺
上
座
︑
大
師
懇
辞
不
受
︑
勅
遣
鴻
臚
卿
劉
審
︑

躬
往
終
南
︑
礼
拝
迎
請
︑
送
上
此
寺
︒﹂︵﹃
卍
続
蔵
﹄
巻
五
九
︑
四
三
二
頁
・
下
段
第
一
五
～

二
二
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

『新
刪
定
四
分
僧
戒
本
﹄
巻
末
の
後
批
に
︑﹁
余
以
貞
観
二
十
一
有
年
︵
六
四
七
︶
仲
冬

47︵
一
一
月
︶︑
於
終
南
山
豊
徳
寺
刪
定
戒
本
︵﹃
新
刪
定
四
分
僧
戒
本
﹄︶︒﹂︵﹃
卍
続
蔵
﹄
巻
三
九
︑

二
六
二
頁
・
中
段
第
九
～
一
〇
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

『旧
唐
書
﹄
巻
三
︑
本
紀
第
三
﹁
太
宗
下
﹂
の
﹁
貞
観
二
十
三
年
﹂
条
に
︑﹁
己
巳
︑
上
崩

48於
含
風
殿
︑
年
五
十
二
︒
遺
詔
皇
太
子
即
位
於
柩
前
︑
喪
紀
宜
用
漢
制
︒
秘
不
発
喪
︒︵
中
略
︶

六
月
甲
戌
朔
︑
殯
于
太
極
殿
︒﹂︵
六
二
頁
︶
と
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
新
唐
書
﹄
巻
二
︑
本
紀
第
二

﹁
太
宗
皇
帝
李
世
民
﹂
の
﹁
貞
観
二
十
三
年
﹂
条
に
は
︑﹁
己
巳
︑
皇
帝
崩
于
含
風
殿
︑
年
五
十

三
︒
庚
午
︑
奉
大
行
御
馬
輿
還
京
師
︒︵
中
略
︶
壬
申
︑
発
喪
︑
謚
曰
文
︒﹂︵
四
八
頁
︶
と
あ

る
︒

(

)

『旧
唐
書
﹄
巻
四
︑
本
紀
第
四
﹁
高
宗
上
﹂
に
は
︑﹁
六
月
甲
戌
朔
︑
皇
太
子
即
皇
帝
位
︑

49時
年
二
十
二
︒﹂︵
六
六
頁
︶
と
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
新
唐
書
﹄
巻
三
︑
本
紀
第
三
﹁
高
宗
﹂
に
は
︑

﹁
六
月
甲
戌
︑
即
皇
帝
位
于
柩
前
︒﹂︵
五
一
頁
︶
と
あ
る
︒

(

)

『旧
唐
書
﹄
巻
四
︑
本
紀
第
四
﹁
高
宗
上
﹂
の
﹁
永
徽
元
年
﹂
条
に
︑﹁
永
徽
元
年
春
正
月

50辛
丑
朔
︑
上
不
受
朝
︑
詔
改
元
︒﹂︵
六
七
頁
︶
と
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
新
唐
書
﹄
巻
三
︑
本
紀
第

三
﹁
高
宗
﹂
の
﹁
永
徽
元
年
﹂
条
に
は
︑﹁
永
徽
元
年
正
月
辛
丑
︑
改
元
︒﹂︵
五
二
頁
︶
と
あ

る
︒

(

)

『四
分
律
含
注
戒
本
﹄
は
︑﹃
四
分
律
比
丘
含
注
戒
本
﹄
或
い
は
﹃
比
丘
含
注
戒
本
﹄
と
も

51呼
ば
れ
︑﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
〇
所
収
の
三
巻
本
の
テ
キ
ス
ト
︵﹃
四
分
律
比
丘
含
注
戒
本
﹄︶
が

広
く
伝
わ
っ
て
き
た
︒
こ
れ
ま
で
の
同
書
の
テ
キ
ス
ト
研
究
と
し
て
は
︑
二
つ
の
成
果
が
特
に

重
要
で
あ
る
︒
そ
の
一
つ
は
︑
一
九
九
七
年
︑
龍
谷
大
学
所
蔵
敦
煌
本
﹃
比
丘
含
注
戒
本
﹄
の

影
印
公
開
︵
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
︵
編
︶︑
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
一
六
﹃
敦
煌
写
本

﹁
本
草
集
注
序
録
｣・
｢比
丘
含
注
戒
本
﹂﹄︑
京
都
：
法
蔵
館
︑
一
九
九
七
年
︶
お
よ
び
こ
れ
に
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対
す
る
解
題
︵
藤
枝
晃
﹁
写
本
解
題
﹂︑
上
掲
書
︑
二
〇
七
～
二
一
九
頁
︶
お
よ
び
解
説
︵
上

山
大
峻
・
龍
口
明
生
﹁
龍
谷
大
学
所
蔵
敦
煌
本
﹃
比
丘
含
注
戒
本
﹄
解
説
﹂︶
で
あ
る
︒
龍
谷

大
学
蔵
本
と
﹃
大
正
蔵
﹄
本
と
の
比
較
研
究
は
︑
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
﹁
敦
煌
写
本

﹃
比
丘
含
注
戒
本
﹄
釈
文
﹂
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
︒
も
う
一
つ
は
︑
定
源
︵
王
招
国
︶﹇
二

〇
一
三
﹈﹁
敦
煌
遺
書
﹃
比
丘
含
注
戒
本
﹄
之
基
礎
研
究
袞
写
本
系
統
與
成
書
年
代
﹂︵﹃
敦
煌

写
本
研
究
年
報
﹄
第
七
号
︑
一
一
三
～
一
四
八
頁
︶
で
あ
る
︒
同
論
文
は
︑
五
十
数
点
に
も
及

ぶ
﹃
比
丘
含
注
戒
本
﹄
の
敦
煌
写
本
を
概
観
し
︑
同
書
の
﹃
大
正
蔵
﹄
本
︑
宋
代
刊
本
や
そ
の

覆
刻
本
で
あ
る
諸
刊
本
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
︑
現
存
伝
本
を
︑
①
﹃
大
正
蔵
﹄
本
の
内
容
に

近
接
し
て
い
る
二
巻
本
の
写
本
︑
②
﹃
大
正
蔵
﹄
と
は
内
容
を
異
に
す
る
一
巻
本
の
写
本
︑
③

龍
谷
大
学
蔵
本
︑
④
そ
の
他
の
五
種
︑
計
六
点
の
写
本
︑
と
い
う
四
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
上
記
諸
系
統
の
う
ち
︑
③
と
④
は
︑
い
ず
れ
も
前
半
は
上
記
の
①
と

ほ
ぼ
一
致
す
る
が
︑
後
半
は
②
に
近
似
す
る
よ
う
な
形
態
を
現
し
て
い
る
合
体
型
の
テ
キ
ス
ト

で
あ
る
た
め
︑﹃
比
丘
含
注
戒
本
﹄
の
形
態
は
上
掲
の
①
と
②
の
二
つ
の
系
統
を
基
本
と
し
て

い
る
︒
両
者
の
う
ち
︑
②
は
貞
観
十
年
或
い
は
十
一
年
ま
で
に
︑
道
宣
が
沁
部
綿
上
県
で
撰
述

し
た
初
稿
本
で
あ
り
︑
①
は
永
徽
元
年
九
月
十
九
日
頃
に
完
成
さ
せ
た
修
訂
本
で
あ
る
と
い
う
︒

(

)

『釈
門
章
服
儀
﹄
の
後
批
に
︑﹁
余
以
貞
観
末
暦
︵
貞
観
二
〇
年
︑
六
四
六
︶︑
擯
景
山
林
︑

52終
於
顕
慶
二
年
︵
六
五
七
︶︑
十
有
二
載
︒
年
立
耳
順
︑
朽
疾
相
尋
︒
旦
夕
守
死
︑
無
容
於
世
︒

不
以
庸
薄
︑
曽
預
見
聞
︒
輒
舒
引
示
︑
式
酬
来
貺
︑
諸
後
遇
者
︑
幸
究
遠
図
︑
願
不
以
情
累
於

文
也
︒﹂︵﹃
大
正
蔵
﹄
巻
四
五
︑
八
三
九
頁
・
中
段
第
五
～
八
行
︶
と
あ
る
︒

(

)

藤
善
真
澄
﹁
道
宣
の
入
蜀
と
﹃
後
集
続
高
僧
伝
﹄﹂
の
初
出
は
︑﹃
関
西
大
学
文
学
論
集
﹄

53第
四
二
巻
第
一
号
︵
一
九
九
二
年
︶
で
あ
る
︒
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The first half of Daoxuan’s（596-667）life and the formation of the first version of

the Xu Gaoseng zhuan 續高僧傳 completed in the Zhenguan era（627-649）

Limei Chi

The study of the Xu gaoseng zhuan has now made a remarkable progress, while that of

Daoxuan’s biography, which is based on Masumi Fujiyoshi’s research, has little new that

deserves to mention. Given that over the course of its formation the Xu gaoseng zhuan

was not only added and recompiled by later generations of people but also supplemented

by Daoxuan himself, it is necessary to examine Daoxuan’s activities, especially changes

in his intentions while compiling the work. Moreover, as new knowledge has amassed in

recent years from a rapid progress in the study of the Xu gaoseng zhuan, its application to

the study of Daoxuan’s biography makes it necessary to reexamine if it matches his

activities. So far, although things taking place while the work was recompiled have been

extensively studied, one of the basic problems related to the formation of the work and

Daoxuan’s biography, why originally Daoxuan planned to complete the Xu gaoseng

zhuan by Zhenguan 19（645）, has never been explored.

This article is to address the problem abovementioned by carefully examining Daoxuan’s

life and activities up to his mid-and-old age once again. It thoroughly reevaluates

Daoxuan’s situation surrounding the “twelve years of hermit” in Mount Zhongnan, and

revisits the traditional studies on the so-called “period of his itinerant in the Shu region”.

Finally, it reveals what Zhenguan 19, the year taken as the latest in the first version of the

Xu gaoseng zhuan, meant to Daoxuan and its relevant background.


