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註
①

大

正
三
七

・
三
七
七

・
中
。

②

大

正
三
七

・
三
七
七

・
上
。

③

大

正
五
十

・
三
八

一
・
下

『仏
祖
統
紀
』
第

三
十
七
や

『
仏
祖
歴
代
通
載
』
巻

九
で
は
天

監
十

一
年

の
成
立
と

し
て
い
る
。

④

大

正
五
五

二

三
三

・
中

⑤

大

正
五
五

・
二
六
六

・
下
。
法
"
慧
㊧
⑳
㊥
。

⑥

大

正
四
九

・
九
九

・
中
。

⑦

『
大
涅
槃
経
集
解

の
研
究

(
上
)
十

四
～
十
五
頁
。

⑧

『
支
那
仏
教
史
』

六
五
頁
。

⑨

『
涅
槃
宗

の
研
究
』

(
後
篇
)

五
四
頁

⑩

『
東
晋
南
北
朝
学
術
編
年
』
二
三
八
頁
。

⑪

『漢
魏
両
晋
南
北
朝
仏
教
史
』

七
〇

五
頁
。

⑫

『
中
国
仏
教

の
研
究
』
箜

三

八
二
～

一
八
五
頁

⑬

大

正
五
十

・
四
二
六

・
下
。

⑭

『
広
弘
明
集
』
巻

廿
に
序
を
載

せ
る
。

し
か
し
、
序
文

の

「
有
青
州
沙
門
釈

宝
亮
者
云
々
」

以
下

の
文

は
無

い
。

こ
の
こ
と
か
ら
劉
氏

は
法
朗
と

こ
の
序
を
結
び

つ
け
よ
う
と
さ
れ
て
い

る
。
天
監
七
を
十

一
と
誤
ま

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

大
正
五
十

・
三
八
二

・
上
。

⑮

注
⑬
。

⑯

大
正
五
五

・
一
一
五
四

・
上
。

⑰

『
漢
魏

両
晋
南
北
朝
仏
教
史
』
六
七
七
頁
。

⑱

大
正
五
十

・
四
八
〇

・
中
。

⑲

大
正
三
七

・
五
四

二

・
上
。

⑳

大
正
三
七

・
五
七
九

・
上
。

⑳

永
超

の

『東
域
伝
灯
目
録
』

(
大
正
五
五

二

一
五
四

・
上
)

に

集
解
大
涅
槃
経
記

一
巻

釈
明
駮

同
経
集
解

七
十

二
巻

梁
楊
都
沙
門
釈
僧
朗
奉
勅
註
皇
帝
共
十
法
師
為
霊
味
寺
宝
亮
法

師
製
義
疏
序

と
あ
る
現
存

『
集
解
』
を
僧
朗

の
撰
述
と
し
、
明
駮
を
明
駿

の
誤
ま
り
と
考

え
れ
ば
非
常

に

都
合
が
良

い
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る
僧
朗
は

『
内
典
録
』
で
は
建
初
寺

の
僧
朗
と
あ

っ
て
建

元

寺

の
僧
朗

(法

朗
)
と
別

に
記

さ
れ

て
い
る
。
記
載

に
そ
れ
ぞ
れ
混
乱

が
あ

っ
て
思
う
に
こ

の

『
東
域
伝
灯
目
録
』
と

『
内
典
録
』
巻

十

の
記
載

に
基
づ
い
て
、
先

の
湯
氏

の
所
説

の
僧

朗
を
建
初
寺

(宋
元
明
三
本
は
建
元
寺

)
と
考

え
れ
ぽ
湯
氏

の
所
説

は
明
駿

に

つ
い
て
の
考

え
を
除

い
て

一
部
当
を
得
た
も

の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
た
こ
の
目
録
を
正
し
い
と
す
れ

ば

『集
解
』

の
撰
者

は
建
初

寺

の
僧
朗

で
あ

っ
て
、
中

に
引
用
さ
れ
る
慧

朗

こ
そ
建
元
寺
法

朗

(
僧
朗
)

の
こ
と

で
あ
り

(
天
監
七
年

の
奉
勅
に
な
る
注
)
、
宝
亮

の
義
疏

(
天
監

八
年
)

も
引
用
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
そ

の
成
立

は
、
天
監
八
年
以
降
、
梁
代
中

の
も

の
と
な

る
。

⑫

数
義

と
は
有
部

の
所
説
と
言
わ
れ
、
常

に
後

の
疏

で
は
成
実
宗
の
人

に
対
比

し
て
引
用
さ

れ
て
く
る
。

〔
付
記
〕

稿
後
藤
本
賢

「
大
般
涅
槃
経
集
解
』

の
編
者
に

つ
い
て
」

(
天
台
学
報
十

四
号
」
と
菅
野
博

史

「
大
般
浬
槃
経
集
解
』

の
基
礎
的
研
究
」

(
東
洋
文
化

66
)

の
あ
る

こ
と
を
知

っ
た
。
二
人

と
も
明
駿
撰

に

つ
い
て
そ
れ
を
否
定

し
き
れ

て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
に
章

安
大
師
以
後

の
人
と

い
う
の
は
間
違

い
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

唯
識
思
想
の
識
と
デ
カ
ル
ト
の
我

ー

『
中
辺
分
別
論
』
と

『
方
法
序
説
』
を
も
と

に
ー

竹

内

真

道

仏
教

の
唯
識
思
想

に
お
け
る
識
と
、
デ
カ

ル
ト
哲
学

の
第

一
原
理

「
我
考
え
る
、
故

に
我
あ
り
」

①

の
我

と
を
、
イ

ン
ド
初
期
唯
識
思
想

の
論
書

『
中
辺
分
別
論
』

(
以
下

『
中
辺
論
』
と
略
す
)
と
、

②

デ
カ

ル
ト
の
著
作

『方
法
序
説
』
(
以
下

『序

説
』

と
略
す
)

を
中
心

に
比
較
考
察

し
て
み
た

い
。

『中
辺
論
』

で
は
、
従
来
仏
教

で
説
か
れ
て
き

た
識

(
<
団冒
畧
9
)

を
虚
妄
分
別

(
a
b
h
�
ta
p
a
ri-

k
a
lp
a
)
と

い
う
語
で
説
明

し
て
い
る
。

虚
妄

(a
b
h
n
ta
)
と

は

「真
実

で
な

い

・
非
実
在

の
」

の

意

味
で
あ

り
、

分
別

(
p
a
r
ik
a
lp
a
)
と

は

「迷
妄

・
設
定
す
る
こ
と
」

の
意
味

で
あ

る
。

『
中
辺

③

論

』
は
こ
の
虚
妄
分
別
を

「
所
取
と
能

取
と

を
分
別
す
る
こ
と
」
と
述
べ
、
第

一
章
相
品
冒
頭
で
、

o

.

_

.

.....

.

-

●

「虚
妄
分
別
あ
り
」
と
し
て
そ
れ

は
実
在
す

る
と
し
、

「
そ

こ
に
二
は
な
い
」
と

し
て
、
所
取
す
な

わ
ち
客
観
と
、
能

取
す

な
わ

ち
主
観
と
を
、
実
在
し
な

い
と

し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
虚

妄
分
別
と

は
、
非
実
在

の
所
取

(客

観
)
と
能
取

(
主
観
)

を
分
別
す

る
こ
と
な
の

あ

で
あ
り
、

『
中
辺
論
』

で
は
、
客
観
と
主
観
を
分
別
す
る
分
別
作
用
は
在

る
と

し
、
そ
れ
に
よ

っ
て

あ
ら
わ
れ

て
い
る
客
観
と
主
観
は
実
在

し
な

い
も

の
と
、
否
定
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

『
中
辺
論
』

は
、

心

(
す
な
わ
ち
そ
れ

は

一
切
全

て
で
あ

る
の
だ
が
)

を
静

か
に
見

つ
め
て
い

き
、
そ

こ
に
何
が
あ
る
か
と
追
究
し
て
い

っ
た
結
果
、
山

や
川
や
木
な
ど
の
対
象
も
、
ま
た
私
と

い

う
存
在
も
全

て
幻

の
よ
う
な
も

の
で
実
在

し
な

い
が

、
し
か
し
、
今

私
は
山
を
見
て

い
る
と
い
う
時



0　

あ

の
、
見
る
と
い
う
感
覚
作
用

、
私
と

い
う
自

己
意
識
作
用
、

こ
れ
は
在

る
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
し

こ
の
作
用
も
な
け
れ
ぽ
、
山
を
見

る
と

い
う
こ
と
も
、
私
と

い
う
存
在
も
、
何
も
認
識
す
る

こ
と
は

な
く
、

一
切

は
無
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
は
ず

で
あ

る
。
し
か
し
現

に
私

は
今

山
を
見

て
い
る

の
で
あ

る
以
上
、
そ

こ
に
は
私
を
含

め
た
現
象
世
界

を
あ
ら
わ
し
出
し
て
い
る
何
か
が
あ

る
。
そ
れ
が
虚
妄

⑥

分
別
と

い
う
、
非
実
在

の
客
観
と
主
観
を
分
別
す

る
分
別
作
用

な
の
で
あ
る
。

こ
れ

は
安
慧
が

「
な

ぜ
な
ら
ば
、
虚
妄
分
別
は
、
い
か
な
る
も

の
も
と

る
も

の

(
能
取
)

で
な
く
、
い
か
な

る
も

の
に
よ

⑦

っ
て
も
と
ら
え
ら
れ
た
も

の

(
所
取
)

で
も
な

い
。
」

と
述

ぺ
て
い
る
よ
う

に
、

主
体
者

で
も
な
け

し

⑧

れ
ば
、
対
象
化
さ
れ
る
も

の
で
も
な

い
。

「識

は
識

る
こ
と
で
あ
る
。
」

と
安
慧

の
言
う
如
く
、

あ

く

ま
で
作
用

、

「
動
き
」
な
の
で
あ
る
。

我

々
は
普
通

、
見

る
と

い
う
作
用

は
、
ま
ず
私
が
あ
り
、
対
象
が
あ

り
、
そ

の
両
者
が
あ

っ
て
は

じ
め
て
見
る
と
い
う
感
覚
作

用
が
起

こ
る
と
考

え
る
。
し
か
し
、

『
中
辺
論
』

で
は
こ
の
常
識

を
逆

転
さ

せ
て
し
ま
う
。
見
る
と

い
う
感
覚
作
用
が
あ

っ
て
、
私
と
対
象
と
が
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
と
す

る
の
で
あ
る
。

さ

て
、
デ
カ

ル
ト
は
独
り
静

か
に
省
察

(
m
�
d
ita
tio
n
)
す
る
中

で
、
全
て
を

一
つ

一
つ
吟
味
し
、

疑

い
を
さ
し
は
さ

む
余
地

の
あ
る
も

の
を
、
偽

と
し
て
否
定
し
て
い

っ
た
。
そ
の
結
果
、
あ
ら
ゆ
る

も

の
が
偽
と
さ
れ

て
い

っ
た

の
だ
が
、
そ

の
時
直

ち
に

「
私
は
全

て
が
偽

で
あ
る
と
、
そ

の
よ
う
に

考

え
る
こ
と
を
欲

し
て
い
る
間

は
、
そ

の
こ
と
を
考
え

て
い
る
私

は
、
当
然
何

ら
か
の
も

の
で
な
け

⑨

れ
ぽ
な
ら
な

い
」

と

い
う

こ
と

に
気
づ
き
、

「
我
考
え
る
、

故

に
我
あ
り
'

(
je
p
e
n
se
,
d
o
n
c
je

⑩

⑪

su
is
,
)」

と
い
う
第
二

原
理

を
、
直

観
と
し
て
確
立
し
た
。
こ
の
第

一
原
理

の
我
と
は
、
「
全

て
の
本

質

ま
た
は
本
性
が
考
え

る
こ
と

の
み
で
あ
り
、
存
在
す

る
た
め
に

い
か
な
る
場
所
も

必
要
と

せ
ず

、

い
か
な
る
物
質
的
な
も

の
に
も
因

ら
な

い
、
と

い
う
実
体
が
我

で
あ

る
と

い
う
そ

の
こ
と
を
、
私
は

⑫

知

っ
た
。」

と
デ
カ
ル
ト
は
述

べ
て
い
る
。

つ
ま
り
我

(
　e
)
と
は
、

考
え
K
a
(
p
e
n
se
r
)
と

い
う
思
惟
作
用
を
本
性

(5
簿
負
①
)
と
す
る
実

体

(s
u
b
sta
n
ce
)

な
の
で
あ
る
。

そ
れ

は
存
在
す

る
場
所

は
必
要

な
く
、

物
質
的

な
も

の
に
も
因

ら
な

い
、

っ
ま
り
大
き
さ
や
、
形

や
、
重
さ

の
な
い
精
神
的
実
体

と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も

こ
の
我

は
、
対
象
化

さ
れ

た
精
神
的
実
体

で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
我

を
対
象
化
し
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に

は
、
そ

の
我

を
考
え
る
も
う

一
つ
の
我
が
存
在
す

る
こ
と
に
な
る
。
第

一
原
理
の
我
と

は
、
考

え
る

と

い
う
能
動

の
思
惟
作
用
を
本
性
と
す
る

の
で
あ

る
か
ら
、

対
象
化
さ
れ
た
我

で

は

な

い
。

つ
ま

り
、

「
我
考
え
る
、
故

に
我

あ
り
」

の
我

は
、
絶
対

に
対
象
化

で
き
な

い
常

に
作
用
し
続
け
て
い
る

我

な
の
で
あ
る
。

い
や
、
思
惟
作
用
を
本
性

と
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
動

い
て
い
な
け
れ
ぽ
我

で
は

な
い
。
だ
か
ら
、
考
え
る

(p
en
se
r
)
作

用
の
な

い
所

に
我

は
な
い
。
要
す
る
に
考
え
る
と

い
う
作

用
が
、
デ
カ
ル
ト
の
我

の
本
質
な

の
で
あ
る
。

こ
れ

は
、

『中
辺
論
』
で
客
観
と
主
観

の
実
在

を
否
定
し

つ
つ
、
そ
れ
ら
を
あ
ら
わ
し
出
す
分
別

作
用

は
あ
る
と

し
た
の
と
近
づ

い
て
い
る
。
両
者
ど
ち
ら
も
思
惟
作
用

・
分

別
作
用
と

い
う
作
用
は

最
終
的
に
残

る
と
し
た

の
で
あ
る
。

こ
れ

は
動
き
で
あ

っ
て
静
止
し
た
主
体

で
は
な
い
。

ヘ

へ

我

々
は

一
般

に
、
ま
ず

も

の
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が
動
く
と
考
え

る
。
し
か
し

『
中
辺
論
』
も

『序

ヘ

ヘ

ヘ

へ

説
』
も
、

こ
の

「
ま
ず
も

の
が
あ

っ
て
」
と

い
う

の
を
否
定
す

る
。
そ

の
よ
う
な
静
止
し

た
も

の
な

ど

『
中
辺
論
』

で
は
何
も
な

い
の
で
あ

り
、

デ
カ

ル
ト
で
は
偽

(
尠
⊆
×
)
な

の
で

あ

る
。

分
別
作

あ

ヘ

へ

用

・
思
惟
作
用

と
い
う
動
き
が
在

る
の
で
あ

る
。
何

の
動

き
か
と

い
う

「何

の
」

は
な
い
。
な
ぜ
な

ら

「何

の
」

を
調

べ
る
に
は
、
作
用

を
止
め
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
止
め
た
ら
、
そ
れ

は
無

く
な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ
り
、
ま
た
止
め

る
こ
と
は
実
際

で
き
な

い
の
で
あ
る
。

ヘ

へ

つ
ま
り
、
唯
識
思
想

の
識

と
は
、
ま
ず
識
と

い
う
も

の
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が
作
用

し
て
現
象
を
あ

ら
わ
し
出
す

と
い
う
識

で
は
な
く

、
識
と

い
う
分
別
作
用
が
あ

っ
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
客
観
と
主
観

と
が
幻

の
如
く
あ
ら
わ
れ
て

い
る
と

い
う
作
用
な

の
で
あ

る
。
同
じ
く
デ
カ

ル
ト
の
我
も
、
ま
ず
我

ヘ

へ

と

い
う
も

の
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が
考

え
る
作
用
を
す
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
私

が

考

え

る

と

い

う
、
私

の
思
惟
作
用
が
我

な

の
で
あ

る
。

唯
識
思
想

の
識

・
デ
カ

ル
ト

の
我

、
と
も

に
、
静

止
し
た
主
体
者

で
は
な
く
、
ど

ち
ら
も
分
別
作

用

・
思
惟
作
用
と

い
う
作
用

を
指

し
て
い
る

の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
唯
識
思
想

で
は
、

こ
の
作
用

は
、
主
体
者

で
も
対
象
化
さ
れ
た
も

の
で
も
な

い
が
、
デ

カ
ル
ト
で
は
、

考

え
る
の
は
、

他
人

で
は
な

い
私
だ
、

と

い
う
自
己
直

観
が
根
底

に
あ

る
。

こ
れ

　

は
、

『
中
辺
論
』

で
は
動
詞
を
名
詞
化

し
た
虚
妄
分

別
'
m

ち

a
b
h
�
ta
p
ar
ik
a
lp
a
と

い
う
名
詞
で

も

っ
て
、
何
が

と
い
う
主
語

を
排
除

し
て
い
る
と
考

え
ら
れ

る
の
に
対
し
、
『
序
説
』

で
は
考
え
る
、

即
ち

p
e
n
ser
と

い
う
動
詞

が
第

一
原
理

の
中
心
で
あ

っ
て
、
そ

こ
に
は
動
詞

で
あ

る
以
上
、
何
が

と

い
う
主
語
が
密
着
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
も
う

か
が
え
よ
う
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

従

っ
て

、
唯

識

思

想

で
は

、
私

の
分

別

作

用

と

い
う

私

の
を

と

り

払

っ
て

、
そ

こ

に
自

己

も
他

者

も

一
切
世

界

を

お
さ

め

つ
く

し

、

こ

の
分

別
作

用

を
さ

ら

に
分

析

し

て

、

八

つ
の
作

用

、

す

な

わ

ち

八

識

を
見

出

し

て
、

内

へ
内

へ
と

進

む

の

で
あ

る
が

、

一
方

、

デ

カ

ル
ト

で

は

、
私

は
考

え

る
と

い

う

、

私

の
思

惟

作

用

を

第

一
原

理

と

し
、

そ

こ
か

ら
神

の
証

明

、
世

界

の
説

明

へ
と

、

あ

た

か
も

ゴ

シ

ッ
ク
建

築

の

ノ

ー

ト

ル
ダ

ム
寺

院

の
如

く

、
順

々

に
積

み
重

ね

て

い

っ
て

、
外

へ
外

へ
と
向

っ
て

い
く

の
で
あ

る
。

略

語

と

註

A
T
.

O
e
u
v
r
e
s
d
e

D
e
sc
a
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s,
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d
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.
T
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P
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E
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e
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N
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p
a
r

E
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n
n
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G
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a
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1
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N
a
g
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M

a
d
h
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�
n
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�
g
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尾

雅
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著
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木

学

術
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団

発
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μ
O
忠
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Y
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古
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一〇
。。宀

①

2
°
を
定

本

と

し

た
。

②

諺
↓
°
を

定
本

と

し

た
が

、

フ

ラ

ン
ス
語

の
綴

り
が

古

典

綴

り

な

の
で

、

国
Ω
゜
を

参

照

し

て

現
代

綴

り

に
直

し

た
。

③

N
.
p
,
18
:
g
r�
h
y
a
-g
r�
h
a
k
a
-v
ik
a
lp
a
h

④

2
°
p
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1
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b
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o
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⑤
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v
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y
a
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⑥

サ

ン
ス

ク
リ

ッ
ト
名

は

S
th
ira
m
a
ti

P中

辺

論

』

の
復

注

釈

書

『中

辺

分

別

論

釈
疏

』

を
著

わ

し

て

い
る

。

⑦
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b
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c
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c
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o
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l
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n
a
t
u
r
e

n
'e
s
t

q
u
e

d
e

p
e
n
s
e
r

,

e
t

q
u
i,

p
o
u
r

�
tr
e
,
n
'a

b
e
s
o
in

d
'a
u
c
u
n

l
ie
u

,
n
i

n
e

d
�
p
e
n
d

d
'a
u
c
u
n
e

c
h
o
s
e

m

a
t
�
r
ie
l
le
.

⑬

a
b
h
�
t
a

は

畚

h
�

(
存

在

す

る

・
実

在

す

る

)

の

過

去

受

動

分

詞

に

、

否

定

の
接

頭

辞

鋤

が

つ
き

、

p
a
r
ik
a
lp
a

は

p
a
r
i
<
k
l
p

(
設

定

す

る

)

を

名

詞

化

し

た

も

の

で

あ

る

。

謝
霊
運

の

『
仏
影
銘
」
制
作
年
時

に
つ
い
て

鵜

飼

光

昌

後
漢
初
期

の
中
国
伝
入
以
降

、
必
ず
し
も
当
時

の
文
化

に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
に
は
い
た
ら
な

か

っ
た
仏
教
が
、
歴
史

の
表
舞
台

に
踊
り
出
て
、
俄
然
、
活

況
を
呈
し

は
じ
め
る
の
は
六
朝
期
以
降

の
こ
と
で
あ

る
。
そ

の
原
因

は
さ
ま
ざ
ま

に
考

え
ら
れ
よ
う
。
二
三
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
文
化

の
担

い
手
で
あ

る
知
識
人

に
政
治
的
関
心
が
希
薄

に
な
り
、

か
わ

っ
て
宗
教
的

・
哲
学
的
関
心
が
旺
盛

に

な

っ
た
こ
と
、
ま
た
、
前
世

の
悪
業

・
善
業
が
来
世

に
反
映
さ
れ
る
と

い
う
三
世
応
報

の
思
想
が
、

儒
教

に
お

い
て
は
従
来
説
明

の
つ
か
な
か

っ
た
問
題
1

た
と
え
ば
善
行

を
積

ん
だ
伯
夷

・
叔

斉
が

わ
ら
び
を
食

べ
て
首
陽
山
で
餓

死
し
た
の
に
対
し
、
悪
逆

の
か
ぎ
り
を

つ
く

し
た
盗
蹠
が
無
事

一
生

を
終
え
た
と
い
う
所
謂

「
天
道
、
是

か
非

か
?
」

の
問
題

(
『
史
記
』
伯
夷
伝
)
-

を
見
事

に
解

決
し
、
知
識
人

に
新
鮮
な
驚
き

を
与

え
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
琢
族

の
前
秦
苻
堅

に
よ
る
永

嘉

の
乱

に

よ

っ
て
中
国
人
が
異
民
族

の
力

を
思

い
知
ら
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
中
華
思
想
が
幾
分
薄

ら
ぎ

、
異

民
族

の
宗
教

で
あ

る
仏
教

を
受
け
入
れ

る
こ
と
に
お
い
て
も

ア
レ
ル
ギ
ー
が
少
な
く
な

っ
た

こ
と

な

ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
情
況

の
も
と

で
、
仏
教

は
急

速
に
知
識
人
階
級

に
浸
透
し
、
そ

の
精
神
生
活

に
大
き
な
影
響

を
与

え
る
に
い
た
る
。

劉

宋

の
詩
人
謝
霊
運

(
獅
～

娚
年
)
も
、
時
代

の
潮
流
と
も
言
う
べ
き
仏
教
思
想

の
影
響

を
比
較

的
強

く
受

け
た
知
識
人

の

一
人

で
あ
る
。
そ

の
文
学

に
仏
教
が
何

ら
か
の
影
響
を
与
え
て

い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
小
川
環
樹
氏
が

つ
と

に
指
摘
し
て
お
ら
れ

る
が

(
「
謝
霊
運

の

『初
去
郡
』

に

つ
い

て
」
、

『
中
国
中
世
文
学
研
究
』
第
6
号
所
収
)
、
今
回

こ
こ
に
取
り
上
げ

る

『
仏
影
銘
井
序
』
も

、

謝
霊
運
な
ら
で
は
の
文
学
的
措
辞
と
仏
教

思
想

と
が

み
ご
と

に
融
合

し
た
美
し

い
作

品

の

一
つ
で
あ

り
、
そ
の

『
銘
』

の
部
分
に
お
け

る
風
景
描

写

の

一
節

に
は
、
後
年

の
山
水
詩

の
萌

芽
を
思

わ
せ
る

も

の
さ
え
あ

る
と
さ
れ
る
。

し
か
し

こ
こ
で
は
紙
数

の
関
係
上
、
そ

の
問
題

に
つ
い
て
は
深
く
立

ち

入
ら
ず

、
従
来
言
わ
れ
て
い
る

『
仏
影
銘
』

の
制
作
年
代

に
つ
い
て
若
干

の
疑
問
を
提
出
す

る
こ
と

に
よ
り
、
責
め
を
塞

ぐ

こ
と

に
し
た

い
。

ま
ず

『
仏
影
銘
井
序
』

の

『
序
』
の
部
分

の
原
文
な
ら
び

に
書

き
下
し
を
以
下

に
掲
げ

る
。
(
『
銘
』

の
部
分

は
省
略
)

夫
大
慈
弘
物
、
因
感
而
接
、
接
物
之
縁

、
端
緒
不

一
、
難
以
形
檢
、
易
以
理
測
、
故
已
備
載
経

伝

、
具
著
記
論
矣

、
雖
舟
壑
緬
謝
、
像
法
猶
在
、
感
運
欽
風

、
日
月
弥
深
、

法
顕
道
人
、
至
自
祗
疸
、
具
説
仏
影
、
偏
為
霊
奇
、
幽
巌
堪
壁
、
若
有
存
形
、
容
儀
端
荘
、
相

好
具
足
、
莫
知
始
終
、
常
自
湛
然

、

廬
山
法
師
、
聞
風
而
悦
、
於
是
随
喜
幽
室
、
即
考
空
巌
、
北
枕
峻
嶺

、
南

映
彪
澗
、
墓
擬
遺
量
、

寄
託
青
采
、
豈
唯
象
形
也
篤
、
故
亦
伝

心
者
極
矣
、
道
秉
道
人

、
遠
宣
意
旨
、
命
余
制
銘
、
以
充

刊
刻
、

古
銘
所
始
、
寔

由
功
被
、
未
有
道
宗
崇
大
、
若
此
之
比

、
豈
浅
思
膚
学
、
所
能
宣
述
、
事
経
徂

謝

、
永
眷
罔
已
、
輒
磬
竭
劣
薄
、

以
諾
心
許

、

徽
猷
秘
奥

、

万
不
写

一
、

庶
推
誠
心
、
頗

感
群

物

、
飛
鶚
有
革
音
之

期
、
闡
提
獲
自
抜
之
路

、
当
相
尋
於
浄
土
、
解
顔

於
道

場
、

聖

不
我
欺

、

致
果
必
報
、
援
筆

興
言

、
情
百
其
慨
、
(
『
広
弘
明
集
』
巻
第
十

五
仏
徳
篇
所
収

、
大
正
52

・
㎜

・

b
)

ひ
ろ

よ

ひと

夫
れ
大
慈

の
物

に
弘

ま
る
や
、
感

に
因

り
て
接
す
。
物

に
接
す

る
の
縁
、
端
緒

、

一
な
ら
ず
。

は
か

か
た

は
か

や
す

は
な
は

つ
ぶ
さ

つ
ぶ
さ

形

を
以

て
檢
る

に
難
く
、
理
を
以

て
測

る
に
易
し
。
故

に
已
だ
備

に
経
伝

に
載

せ
、
具

に
記
論

に


