
六
朝
時
代

に
お
け
る

『維
摩
經
」
の
研
究
講
説

佐

藤

心

岳

佛
教
が
中
國
に
お
い
て
夥
し
い
數

量
の
漢
譯
佛
典
に
基
づ
い
て
著
し
い
發
展
を

途
げ
た
こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
實
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

よ
う
に
中
國
佛
敏
發
展
の
礎
石
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
れ
ら
の
漢
譯
佛
典

が
、
中
國
に
お
い
て
は
實
際
に
、

い
つ
、

い
か
な
る
地
域
に
傳
え
ら
れ
て
、
研
究

さ
れ
講
説
さ
れ
て
、
人
び
ど
の
思
想
信
仰
を
育
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

歴
史
的

に
は
、
は
つ
き
り
し
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
種

の
問
題
に
關

す
る
研
究
は
、
從
來
、
ど
う

い
う
わ
け
か
研
究
封
象
の
埓
外
に
置
か
れ
て
い
て
、

ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
つ
た
と
い
う
の
が
實
倩
で
あ
る
。
實
際
問
題
と
し
て
、

中
國
に
お
け
る
佛
教
思
想
の
流
れ
を

こ
れ
ま
で
よ
り
も
も
つ
と
詳
細
に
し
か
も
正

確

に
把
握
し
理
解
し
よ
う
ど
す
る
な
ら
ぼ
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う

な
問
題
を
檢
討
究
明
し
て
み
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
、
こ

の
種

の
問
題
を
檢
討
究
明
し
て
み
る
こ
と
に
は
、
文
化
史
的
に
も
思
想
史
的

に
も

極
め
て
重
要
な
意
義
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
で
は
諸
大

六
朝
時
代
に
お
け
る

『維
摩
經
』
の
研
究
講
説

乘
經
典
の
う
ち
で
も
、
と
く
に
中
國
に
お
い
て
最
も
重
要
覗
さ
れ
た
經
典

の

一
つ

で
あ
る

『
維
摩
經
』
を
取
り
上
げ
て
、
六
朝
時
代
に
お
け
る
こ
の
經
典

の
研
究
講

説
の
實
情
を
檢
討
し
て
み
よ
う
と
お
も
う
。

『
維
摩
經
』
は
、
中
國
に
お

い
て
は
西
暦
第
三
世
紀
に
、
呉

の
支
謙
、
西
晉
の

竺
法
護
、
同
じ
く
西
晉
の
竺
叔
蘭
に
よ
つ
て
三
回
飜
譯
さ
れ
た
。

こ
の
經
典
は
イ

ン
ド
や
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
よ
く
信
奉
さ
れ
、
ま
た
魏
晉
の
佛
教
界
に
お

い
て

は
特
に
重
覗
信
奉
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
教
義
が

『般
若
經
』
と
同
じ
空
觀
に

基
づ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
經
典
は
、
東
晉
の
初
め
に
揚
子
江
を

渡

つ
て
貴
族
祗
會
に
佛
教
を
弘
め
た
支
敏
度
に
よ
つ
て
、
そ
の
比
較
研
究
が
な
さ

れ
た
。

つ
い
で
西
暦
第
五
世
紀

の
初
め
に
は
、
こ
の
經
典
は
西
域
の
大
乘
佛
教
學

者
鳩
摩
羅
什
に
よ
つ
て
重
譯
さ
れ
、
そ
の
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
そ
の
門
下
の

俊
才
に
よ
つ
て
盛
ん
に
研
究
さ
れ
講
読
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
は
六
朝
時
代
の
う
ち
で
も
、
特
に
鳩
摩
羅
什
以
後
に
お
け

三
一ご

O



/

,

人

文

學

論

集

る
『
維
摩
經
』
の
研
究
講
説
の
實
倩

に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
て
み
よ
う
と
お
も
う
。

六
朝
時
代
に
お
い
て

『維
摩
經
』

の
研
究
講
説
に
關
係
の
あ
つ
た
人
物
と
し
て

は
、
僣
肇
、
僭
叡
、
道
生
、
道
融
、
曇
諦
、
僣
導
、

僭
鏡
、

僣
宗
、

法
安
、

寳

亮
、
.法
雲
、
智
藏
、
慧
超
、
慧
約
、
道
辯
、
明
徹
、

寳
瓊
、

警
韶
、

僭
範
、

慧

順
、
靈
詢
の
二
十

一
人
の
人
物
が
傳

え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
代
に
は
、
實
際
に

こ
の
ほ
か
に
も

『
維
摩
經
』
の
研
究
講
説
に
關
係

の
あ
つ
た
人
物
は
多
數
存
在
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く

と
も
文
獻
に
現
わ
れ
る
限
り
で
は
、
以
上
の

よ
う
な
人
物
で
あ
つ
た
。
し
た
が

つ
て
、
六
朝
時
代
に
お
け
る

『維
摩
經
』
の
研

究
講
読
は
、
主
と
し
て
こ
の
よ
う
な
人
物
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
代
に
お

い
て

『維
摩
經
』
の
研
究
講
説
に
從
事
し
た
人

物
は
ひ
じ
よ
う
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
物
を
通
し
て
、
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
時
代
に
お
け
る

『
維
摩
經
』
の
研
究
講
説

の
實
情
を
か
な
り
明
確
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
六
朝
時
代
に
は

『
維
摩
經
』
は
、
中
國

の
ど
の
地
域
に
傳
え
ら
れ

て
研
究
さ
れ
講
説
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
端
的
に
い
え
ぼ
、
長
安
、

洛
陽
、
郢
、
彭
城
、
建
康
、
呉
興
、
荊
州
、
晉
陽
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
い
て

で
あ

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
長
安

(陝
西
省
)

に
お
い
て

『維
摩
經
』

の

研
究
講
読
に
關
係
の
あ
つ
た
人
物
と
し
て
は
、
僭
肇
、
僭
叡
、
道
生
、
道
融
、
僭

導
の
五
人
の
人
物
が
擧
げ
ら
れ
る
。

か
れ
ら
は
み
な
、
西
暦
四
〇

一
年
に
長
安

へ

や

つ
て
き
た
西
域
の
大
乘
佛
教
學
者
鳩
摩
羅
什

の
弟
子
と
な
つ
た
人

た

ち

で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
五
人
の
人
物
の
う
ち
で
、
僣
肇
と
僣
叡

の
二
人
は
、
鳩
摩
羅
什

の

歿
後
、
そ
の
ま
ま
長
安
に
留
ま

つ
て

『
維
摩
經
』
の
研
究
講
説
に
從
事
し
た
が
、

他
の
道
生
、
道
融
、
僭
導
の
三
人
は
長
安
を
去
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
彭
城
や
建
康
に

三
四

お
い
て
こ
の
經
亜
ハ
の
研
究
講
説
を
お
こ
な

つ
た
。

ま
ず
、
僣
肇
は
長
安

の
人
で
、
若
い
こ
ろ
は
貧
し
く
て
も

つ
ぱ
ら
書
籍
の
筆
寫

修
繕
な
ど
の
仕
事
に
よ
つ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
。
そ
の
う
ち
老
莊
な
ど
の
中
國

の
古
典
に
親
し
む
よ
う
に
な
り
、
つ
い
で
呉

の
支
謙
譯
の

『
維
摩
經
』
を
媒
介
と

し
て
佛
教
に
歸
依
し
た
。
そ
の
後
、
か
れ
は
、
姑
藏
に
赴
い
て
、
そ
こ
に
滯
在
し

て
い
た
西
域
の
佛
教
學
者
鳩
摩
羅
什
に
師
事
し
て
、
西
暦
四
〇

一
年
に
師
と
と
も

に
後
秦
の
都
長
安
に
迎
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
僭
1�in
は
鳩
摩
羅
什

の
最
初

の
弟
子

と
な
り
、
數
千
人
に
上

つ
た
と
い
わ
れ
る
數
多
く
の
弟
子
の
う
ち
で
も
、
と
く
に

最
も
傑
出
し
た
四
人
の
弟
子
の

一
人
に
數
え
ら
れ
る
に
至

つ
た
。
か
れ
は
と
く
に

「解
空
第

一
」
と
呼
ぼ
れ
て
、
鳩
摩
羅
什
に
よ
つ
て
傳
え
ら
れ
た
龍
樹
系

の
佛
教

を
最
も
よ
く
理
解
し
た
人
で
あ

つ
た
。

<
　
)

僣
肇

に
は
數
多
く
の
著
逋
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に

『注
維
摩
詰
經
』
十
卷
が

あ
る
。
現
存

の
こ
の
註
釋
書
が
い
つ
ご
ろ
誰
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か

と
い
う

こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
僣
肇
に
よ
る

『
維
摩
經
』
の
註
釋
は
、

(
2
)

恐
ら
く
西
暦
四
〇
七
年
ご
ろ
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
し
て
僣
肇
は
中
國
に
お
い
て
鳩
摩
羅
什
譯

『
維
摩
經
』
の
註
釋
書
を
最
初
に
著

(
m
)

わ
し
た
人
で
あ
り
、
そ
の
註
釋
書
は
人
び
と
に
ひ
じ
よ
う
に
尊
重
さ
れ
た
と
傳
え

ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
僭
肇
は
、
そ
れ
ま
で
の
中
國
人
の
佛
教
の
理

解
が
極
め
て
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
不
完
全
な
理
解
を

正
す
た
め
に
佛
典

の
研
究
を
お
こ
な
つ
て
、

數
多
く
の
著
述
と
と
も
に

『
維
摩

經
』

の
註
釋
書
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
僭
肇
は
、
鳩
摩
羅
什
が
長

安

へ
や
つ
て
き
た
西
暦
四
〇

一
年
か
ら
か
れ
が
亡
く
な
る
四

一
四
年
ま
で
の
約
十

四
年
間
、
長
安

の
佛
教
界

で
活
躍
し
た
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
鳩
摩
羅
什
に
よ
つ



て

『維
摩
經
』
が
飜
譯
さ
れ
た
四
〇
六
年
か
ら
か
れ
が
亡
く
な
る
ま
で
の
約
九
年

間
に
、
か
れ
の
努
力
に
よ
つ
て

『維

摩
經
』
が
長
安
の
佛
教
界
の
人
び
と
の
思
想

信
仰
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。

僭
叡
は
、
魏
郡
長
樂

(河
北
省
冀
縣
)

の
人
で
、

十
八
歳
の
と
き
に
出
家
し
て

僣
賢
法
師

の
弟
子
と
な

つ
た
。
か
れ
は
二
十
二
歳
で
博
く
經
論
に
通
じ
、
泰
山

の

僣
朗
法
師

の

『
放
光
般
若
經
』
の
講
読
を
聞

い
て
師
に
認
め
ら
れ
、
二
十
四
歳

に

な
る
と
、
各
地
を
遊
歴
し
て
佛
典
の
講
説
を
お
こ
な
つ
た
が
、
そ
の
と
き
に
そ
の

講
説
を
聞
く
人
び
と
は
群
を
成
し
た
と
い
う
。
か
れ
は
か
ね
て
中
國
に
は
ま
だ
禪

法
が
傳
え
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
を
深
く
嘆

い
て
い
た
が
、

後
秦
弘
始
三
年

(四
〇

一
)
十
二
月
、
鳩
摩
羅
什
が
長
安

に
や
つ
て
來
る
と
ハ
そ
の
六
日
目
か
ら
禪
に
つ

い
て
の
教
え
を
請
う
た
。
そ
の
結
果

と
し
て
翌
年
の
正
月
に
は

『
坐
禪
三
眛
經
』

が
譯
出
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
僣
叡
は
僭
肇
ら
と
と
も

に
鳩
麾
羅
什
の
譯
經
に
参
加

し

て

『
法

華

經
』
な
ど
を
譯
出
し
た
。

こ
の
と
き
鳩
摩
羅
什
は
、
竺
法
護
譯
の

『法
華
經
』
の

「天
見
人
、
人
見
天
」
と
い
う
譯
語
を
み
て
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
直
譯
に
す
ぎ

る
と
い
つ
た
と
こ
ろ
、
僭
叡
が
そ
れ

で
は
そ
れ
を

「人
天
交
接
兩
得
相
見
」
と
譯

し
た
ら
ど
う
か
と
い
つ
た
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
譯
語
と
し
て
採
用
し
た
と
い

わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
ぼ
の
う
ち
に
、
僭
叡
の
學
識
の
豐
か
さ
の

一
面
が
よ
く
う
か

が
わ
れ
る
。

の
ち
に
ま
た

『
成
實
論
』
の
飜
譯
が
完
成
し
た
と
き
に
、
僭
叡
は
初

め
て
こ
れ
を
講
説
し
た
が
、
そ
の
趣
意
の
読
明
ぶ
り
は
な
か
な
か
立
派
で
、
そ
れ

は
鳩
摩
羅
什
の
考
え
と
ま

つ
た
く
同

じ
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
鳩
摩
羅
什
は
僣

叡

と
會
つ
て
經
論
を
傳
譯
す
る
な
ら
ば
、
眞
に
恨
む
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
つ
て
、

か
れ
を
稱
讚
し
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。

六
朝
時
代
に
お
け
る

『
維
摩
經
』
の
研
究
講
説

(
4
)

僭
叡
は
多
く
の
經
序
を
作
製
し
た
が
、
そ
の
な
か
に

『
維
摩
經
序
』
が
あ
る
。

か
れ
は
弘
始
八
年

(四
〇
六
)

に

『
維
摩
經
』
が
譯
出
さ
れ
る
と
、
早
速
、
そ
の
研

(
5

)

究
に
取
り
掛
か
り
、
か
れ
が
歿
し
た
と
考
え
ら
れ
る
西
暦
四
二
〇
年
ま
で
の
十
四

年
間
、
長
安
の
佛
敏
界
に
お

い
て
諸
大
乘
經
論
と
と
も
に

『
維
摩
經
』
の
研
究
講

読
に
努
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
塚
本
善
隆
博
士
は
、
僭
叡
の
傳
に

維
摩
經
註
解

の
こ
と
は
見
え
ぬ
が
、
彼
は
什
の
譯
業
を
助
け
る
前
か
ら
こ
の
經
を

研
究
し
て
い
た
人
で
あ
り
、
什
譯
出
つ
る
に
及
ん
で
感
激
を
こ
め
た
序
を
書

い
て

(
6
)

い

る
か

ら

、

註

解

の
著

が
あ

つ
て
も

不

思

議

で

は

な

い
、

と
述

べ
て

お
ら

れ

る
。

鳩
摩
羅
什
の
歿
後
、
僣
肇
や
僣
叡
が
長
安
に
留
ま
つ
て

『維
摩
經
』
を
研
究
講

説
し
た
の
に
對
し
て
、
長
安
を
去

つ
て
、
宋

の
都
建
康
や
廬
山
に
お
い
て
こ
の
經

典
を
研
究
講
読
し
た
人
と
し
て
は
、
道
生
が
擧
げ
ら
れ
る
。
道
生
は
、
俗
姓
を
魏

氏
と
い
い
、
彭
城

(江
蘇
省
銅
山
縣
)
の
人
で
、
竺
法
汰
に
つ
い
て
佛
教
を
學
び
、
の

ち
み
ず
か
ら
竺
を
姓
ど
し
た
。
十
五
戯
の
と
き
に
講
座
に
上
り
、

二
十
歳

の
こ
ろ

に
は
、
そ
の
名
は
天
下
に
聞

こ
え
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
最
初
、
建
康

(南
京
)

の
龍
光
寺
に
住
し
、

つ
い
で
東
晉
の
隆
安
年
中

(三
九
七
-
四
〇

一
)
に
廬

山

に

入
り
、
そ
こ
に
七
年
間
幽
棲
し
た
。
か
れ
は
佛
教
の
本
質
を
究
め
る
こ
と
を
最
も

重
要
覗
し
て
、
ひ
ろ
く
經
論
を
求
め
て
佛
教
の
研
鑽
に
努

め
た
。
當
時
、
鳩
摩
羅

什
が
長
安
に
お

い
て
經
論

の
飜
譯
に
努
め
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
を
知

つ
た
道
生

は
、
慧
叡
、
慧
嚴
、
お
よ
び
慧
觀
ら
と
と
も
に
長
安

へ
行

つ
て
鳩
摩
羅
什
に
つ
い

て
佛
教
を
學
ん
だ
。
そ
う
し
て
か
れ
は
鳩
摩
羅
什
門
下
の
四
傑
の

一
人
に
數
え
ら

(
7
)

れ
る
ほ
ど
有
名
に
な
つ
た
が
、
鳩
摩
羅
什
が
亡
く
な
る
と
、
東
晉
の
義

煕

三

年

三
五



人

文

學

論

集

(四
〇
七
11
後
秦
弘
始
九
年
)

に
建
康

に
歸

つ
て
青
園
寺
に
止
ま
り
、

そ
こ
で
佛
教

の
研
究
講
説
に
從
事
し
た
。
か
れ
は
宋
の
武
帝
に
深
く
重
ん
じ
ら
れ
、
王
弘
、
苑

泰
、
顔
延
之
ら
も
ま
た
か
れ
に
道
を
尋
ね
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
道
生
は
法

顯
譯
の
六
卷
泥
沍
經
を
讀
ん
で
、
闡
提
成
佛
説
や
頓
悟
説
な
ど
の
新
學
説
を
唱
え

た
た
め
に
、
舊
読
を
墨
守
す
る
保
守
的
な
學
徒
の
譏
忿
に
觸
れ
、

つ
い
に
建
康
佛

教
界
の
擯
斥
を
受
け
て
、
宋

の
元
嘉

七
年

(四
三
〇
)

に
ふ
た
た
び
廬
山
に
入
つ

た
。
そ
う
し
て
か
れ
は
元
嘉
十

一
年

(四
三
四
)

十
月
に
廬
山
の
精
舎
に
お
い
て

法
席
に
端
坐
し
て
歿
し
た
。

道
生
は
、
か
つ
て
後
秦

の
弘
始
八
年

(四
〇
六
)

に
長
安
に
お

い
て
鳩
摩
羅
什

の
指
導
の
も
と
に

『
法
華
經
』
や

『
維
摩
經
』
が
飜
譯
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
譯

場
に
列
席
し
た
が
、
同
じ
譯
場

に
列
席
し
た
僣
肇
や
僣
叡
ら
と
と
も
に

『
維
摩
經
』

の
註
釋
を
お
ご
な

つ
た
。
こ
の
よ
う

に
道
生
は
鳩
摩
羅
什

の
門
下
生
た
ち
と

一
緒

に

『
維
摩
經
』
の
研
究
を
お
こ
な

つ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
れ
は
か
れ
獨
自

の
見
解
を
加
え
た
こ
の
經
典
の
註
釋
書
を
著
わ
し
た
。
そ
う
し
て
そ
の
註
釋
書
は

C
　

)

世
の
人
び
と
に
尊
重
さ
れ
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
註
釋
書
は
い
つ
ご
ろ
ど
こ
で
著
わ
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
道
生
は
、
西
暦
四
〇
七
年
に
僭
肇
に
よ

つ
て

『
維
摩
經
』
の
註
釋
書

が
著
わ
さ
れ
た
の
ち
に
、
そ
れ
を
讀
ん
で
、
さ
ら
に
自
分
の
見
解
を
加
え
た
こ
の

(
9

)

°

經
典
の
註
釋
書
を
著
わ
し
た
。
そ
う
し
て
か
れ
が
長
安
を
去

つ
て
南

へ
歸

つ
た
の

が
同
じ
西
暦
四
〇
七
年
で
あ
つ
た
か
ら
、
か
れ
が
長
安
に
お

い
て
こ
の
經
典
の
註

釋
書
を
著
わ
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
し
た
が
つ
て
、
か
れ
は
長
安
に
お
い
て

は
鳩
摩
羅
什

の
指
導
の
も
と
に
僭
肇
や
僭
叡
ら
と
と
も
に

『
維
摩
經
』
の
研
究
を

お
こ
な
つ
た
が
、
か
れ
は
そ
こ
で
は
た
だ
そ
の
研
究
に
参
加
し
た
だ

け

で

あ

つ

三
六

て
、
西
暦
四
〇
七
年
に
長
安
を
去

つ
た
の
ち
に
、
ゆ

つ
く
り
と
そ
の
と
き
の
研
究

成
果
に
基
づ
い
て
獨
自
の
註
釋
書
を
著
わ
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

道
生
は
、
東
晉
の
義
煕
三
年

(四
〇
七
)

に
長
安
か
ら
建
康
に
」歸
つ
て
、
二
十

數
年
間
そ
こ
で
生
存
し
て
い
た
が
、
そ
の
間
に
か
れ
は

『
維
摩
經
』
の
研
究
講
読

を
お
こ
な

つ
て
、
建
康
佛
教
界
の
人
び
と
の
思
想
信
仰
に
測
り
知
れ
な

い
影
響
を

與
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
か
れ
は
晩
年
の
約
三
年
間
廬
山
に
滯
在
し
た
が
、

そ
こ
で
も
、
か
れ
に
よ
る

『
維
摩
經
』
の
思
想
的
影
響
は
か
な
り
強
か
つ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
鳩
摩
羅
什
の
歿
後
、
長
安
を
去

つ
て
彭
城

(江
蘇
省
)

に
お

い
て

『
維
摩

經
』
を
研
究
講
読
し
た
人
と
し
て
は
、
道
融
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
道
融
は
汲
郡

林
慮

(河
南
省
汲
縣
)

の
人
で
、

十
二
戯

で
出
家
し
て
最
初
に
外
學

を

學

び

、

『
論
語
』
を
暗
誦
し
て
人
び
と
を
驚
か
し
た
と
い
う
。
か
れ
は
三
十
歳

に
な

つ
て
才

解
英
緡
し
、
内
外

の
經
書
を
究
め
た
が
、
西
域
の
佛
教
學
者
鳩
摩
羅
什
が
長
安

に

滯
在
し
て
い
る
こ
と
を
聞

い
て
、
そ
こ
へ
行
つ
て
か
れ
に
教
え
を
請
う
た
。
か
れ

は
姚
興

の
命
に
よ
つ
て
逍
遙
園
に
入
つ
て
、
鳩
摩
羅
什

の
佛
典

の
飜
譯
事
業
に
参

加
し
た
。か
れ
は
そ
の
時
に
ま
ず
鳩
摩
羅
什
に

『
菩
薩
戒
本
』
の
譯
出
を
懇
請
し
、

ま
た
み
ず
か
ら
新
た
に
譯
出
さ
れ
た

『中
論
』
や

『法
華
經
』
を
講
読
し
た
。

そ
の
後
、
道
融
は
彭
城

(江
蘇
省
銅
山
縣
)
に
歸

つ
て
、
も
つ
ぱ
ら
佛
典

の
講
説

に
從
事
し
た
が
、
道
を
問
う
者
は
千
有
餘
人
、
門
徒
は
三
百
人
に
及

ん

だ

と

い

う
。
こ
う
し
て
か
れ
は
多
數
の
佛
典
を
研
究
し
講
読
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
註
釋
書

を
著
わ
し
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
ら

の
註
釋
書
は
い
ず
れ
も
世
に
お
こ
な
わ
れ
た
と

(°

)

傳
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に

『
維
摩
經
』
の
註
釋
書
が
あ

つ
た
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
註
釋
書
は
い
つ
ご
ろ
ど
こ
で
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
融
は
七
十

■



四
戯
で
歿
し
た
と
傳
え
ら
れ
、
鳩
摩
羅
什
が
長
安

へ
や

つ
て
き
た
西
暦
四
〇

一
年

C
　
)

に
は
三
十
歳
で
あ

つ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
か
ら
、
か
れ
は
西
暦
三
七

一
年
か
ら
四

四
五
年
ま
で
生
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
も
し
も
か
れ
が
鳩
摩
羅

什
の
歿
後
、
す
な
わ
ち
西
暦
四
〇
九
年
以
後
た
だ
ち
に
彭
城

へ
歸

つ
て
、
佛
典
の

研
究
講
読
に
從
事
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
は
西
暦
四
〇
九
年
か
ら
四
四
五
年

ま
で
の
三
十
六
年
間
そ
こ
で
佛
典
の
研
究
講
説
に
從
事
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

鳩
摩
羅
什
が
後
秦
の
弘
始
八
年

(四
〇
六
)

に
長
安
に
お

い
て

『
維
摩
經
』
を
譯

出
す
る
と
間
も
な
く
、
か
れ
の
弟
子

た
ち
に
よ
つ
て
こ
の
經
典
の
研
究
講
読
が
開

始
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
道
融
は
長
安

に
お

い
て
鳩
摩
羅
什
の
指
導
の
も
と
に
か
れ

(12

)

の
弟
子
た
ち
と

一
緒
に
こ
の
經
典
を
研
究
し
て
、
そ
れ
を
註
釋
し
た

の

で
あ

る

が
、
し
か
し
道
融
自
身

の
註
釋
書
は
實
際
に
は
そ
れ
よ
り
も
の
ち
に
著
わ
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
道

融
は
長
安
に
お
い
て

『
維
摩
經
』
の
土
ハ同
研

究
を
お
こ
な
つ
た
の
ち
に
彭
城

へ
歸

つ
て
、
西
暦
四
〇
九
年

か
ら
四
四
五
年

に
か

け
て
他

の
諸
大
乘
經
典
と
と
も
に
こ
の
經
典
の
研
究
講
説
を
盛
ん
に
お
こ
な
つ
て

く
　
)

そ
こ
で
そ
の
註
釋
書
を
著
わ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
ま
た
鳩
摩
羅
什
の
歿
後
、
長
安
を
去

つ
て
宋
の
都
建
康
に
お

い
て

『
維

摩
經
』
の
研
究
講
説
に
從
事
し
た
人

と
し
て
は
、
僣
導
が
擧
げ
ら
れ
る
。
僭
導
は

長
安

の
人
で
、
十
歳
で
出
家
し
て
、
初
め
に
師
か
ら

『
觀
世
音
經
』
を
授
か
り
、

次

い
で

『
法
華
經
』
を
授
か
つ
た
。

か
れ
は
師
に
つ
い
て

『法
華
經
』
を
學
び
、

晝
夜
研
鑽
し
て
ほ
ぼ
そ
の
文
義
に
逋

じ
た
。
か
れ
は
貧
し
く
て
油
燭
が
な
く
、
常

に
薪
を
採

つ
て
こ
れ
に
代
え
た
と
い
う
。
か
れ
は
十
八
歳
に
な
つ
て
博
く
書
物
を

讀
み
、
氣
幹
雄
勇
に
し
て
神
機
秀
發

し
、
僣
叡
は
こ
れ
を
見
て
不
思

議

に
思

つ

た
。
か
れ
は
秦
主
姚
興

の
欽
仰
を
受

け
、
ま
た
鳩
摩
羅
什
の
譯
場
に
列
し
て
經
論

六
朝
時
代
に
お
け
る

『維
摩
經
』
の
研
究
講
詭

詳
定
の
任
に
當

つ
た
。
か
れ
は
の
ち
に

『
成
實
論
』
と

『
三
論
』
の
註
釋
書
を
著

わ
し
、
ま
た

『
空
有

二
諦
論
』
な
ど
を
著
わ
し
た
。
の
ち
宋
の
武
帝
が
長
安
を
伐

ち
、
關
内
を
掃
蕩
し
た
と
き
に
、
僣
導
は
頼
ま
れ
て
武
帝
の
子
桂
陽
公
義
眞
を
輔

佐
し
て
、
夏
王
赫
連
勃
勃
の
難
を
冤
か
れ
し
め
た
。
武
帝
は
こ
れ
に
感
じ
て
、
さ

ら
に
か
れ
を
子
姪
内
外

の
師
と
し
て
、
の
ち
に
か
れ
の
た
め
に
壽
春

(安
徽
省
壽

縣
)

に
東
山
寺
を
建
て
た
。
か
れ
は
そ
こ
で
も
つ
ぽ
ら
經
論
を
講
説
し
た
が
、
業

を
受
け
る
者
は
千
有
餘
人
に
及
ん
だ
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。

た
ま
た
ま
西
虜
に
よ
つ
て
佛
数
が
迫
害
さ
れ
、
そ
の
難
を
避
け
て
僭
導
の
と
こ

ろ
に
や
つ
て
き
た
沙
門
は
數
百
人
に
及
ん
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
僭
導
は
か
れ
ら
に

悉
く
衣
食
を
給
し
、
ま
た
死
者

の
た
め
に
は
懇
ろ
に
法
要
を
營
ん
だ
。

西
暦
四
五
四
年
、
孝
武
帝
が
印
位
し
た
と
き
に
、
僣
導
は
勅
命
に
よ
つ
て
宋

の

都
建
康
の
中
興
寺
に
止
ま
つ
た
。
か
れ
は
ま
た
勅
命
に
よ
つ
て
瓦
宮
寺
に
お

い
て

『維
摩
經
』
を
講
読
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
は
、
帝
お
よ
び
公
卿
が
こ
と
ご
と
く

講
席
に
列
し
が
)と
傳
え
ら
れ
て
い
る
・
僭
導
は
・
晩
年
に
壽
春
に
歸
り
、
そ
こ
の

石
躙
寺
で
九
十
六
歳
で
歿
し
た
が
、
か
れ
は
鳩
摩
羅
什
が
長
安

へ
や

つ
て
き
た
西

暦
四
。

一
年
に
四
堯

で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
・

か
れ
が
建
劈

瓦
官
寺
で

『
維

摩
經
』
を
講
説
し
た
西
暦
四
五
四
年
に
は
九
十
三
歳
で
あ

つ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。こ

の
よ
う
に
西
暦
五
世
紀
の
半
ぼ
ご
ろ
、
諸
大
乘
經
典
の
う
ち
で
も
、
と
く
に

『
維
摩
經
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
宋

の
都
建
康
に
お
い
て
講
説
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
注
目
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
宋
の
首
都
建
康
に
お
い
て

『維
摩
經
』

の
研
究
講
説
を
お
こ
な
つ

た
人
と
し
て
は
、
僣
鏡

が
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
僣
鏡
は
も
と
も
と
隴
西

(甘
肅
省
)

三
七



人

文

學

論

集

の
人
で
、

の
ち
呉

(江
蘇
省
)

に
移
住
し
、

出
家
し
て
呉
縣
の
華
山
に
住
し
た
。

か
れ
は
の
ち
に
關
隴

(陝
西
甘
肅
兩
省
)
に
入
つ
て
、
師
を
尋
ね
て
法
を
受
け
、
何

年
か
經

つ
て
故
郷

へ
歸

つ
た
。
そ
れ

か
ら
か
れ
は
都

の
建
康

に
止
ま
つ
て
、
大

い

に
佛
典
を
講
読
し
た
が
、
司
空
東
海

の
徐
湛
之
は
か
れ

の
風
素
を
重
ん
じ
て
、
か

れ
を

一
門
の
師
と
な
し
た
。
の
ち
か
れ
は
姑
蘇

(江
蘇
省
昊
縣
)
に
歸

つ
て
、
そ
れ

か
ら
ま
た
上
虞

(浙
江
省
上
虞
縣
)
の
徐
山
に
行

つ
た
が
、
そ
の
と
き
に
か
れ
に
踉

い
て
行
つ
た
學
徒
は
百
有
餘
人
に
も
及
ん
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
僭
鏡
は
三
呉

一
帶

の
人
び
と
を
教
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
名
聲
は
遠
く
都
に
ま
で
響
き
渡

つ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
か
れ
は
宋
の
孝

武
帝
の
命
に
よ
つ
て
都
に
出
て
、
鐘
山

の
定
林
下
寺
に
止
ま

つ
た
。
か
れ
は
こ
こ

で
は
も
つ
ぱ
ら
佛
典

の
研
究
講
諡
に
從
事
し
て
、

『
法
華
』

『
泥
滬
』
な
ど
・の
諸

大
乘
經
典
と
と
も
に

『維
摩
經
』

の
註
釋
書
を
著
わ
し
、
ま
た

『
毘
曇
玄
論
』
な

(
16

)

ど
を
著
わ
し
た
。
そ
う
し
て
か
れ
は
宋

の
元
黴
年
間

(四
七
三
-
四
七
七
)
に
六
十

七
戯
で
歿
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
僣
鏡
が
鐘
山
の
定
林
下
寺
に
止
ま
つ
て
、
佛
典
を
研

究

講

説

し

て
、
諸
大
乘
經
曲
ハと
と
も
に

『
維
摩
經
』

の
註
釋
書
を
著
わ
し
た
の
は
、
い
つ
た

い
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ

つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
僭
鏡
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
孝
武
帝

(四
五
四
-
四
六
四
在
位
)

の
命
に
よ
つ
て
都
に
出
て
鐘
山
の
定
林
下

寺
に
止
ま

つ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
が
定
林
下
寺
に
お
い
て
佛
典

の
研
究
講
説
を
開
始
し
た
の
は
、
少

な
く
と
も
西
暦
四
五
四
年
以
後

の
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
、
か
れ
に
よ
つ
て

『維
摩
經
』

の
註
釋
書
が
著
わ

さ

れ

た

の

は
、
孝
武
帝

が
印
位
し
た
西
暦
四
五
四
年
か
ら
、
か
れ
が
亡
く
な
つ
た
と
傳
え
ら

れ
て
い
る
元
徽
年
間

(四
七
三
-
四
七
七
)

に
至
る
ま
で
の
約
二
十
年
問
に
お
け
る

三
八

い
ず
れ
か
の
時
期
で
あ

つ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
鐘
山
の
定

林
下
寺
に
お
け
る
か
れ
の

『
維
摩
經
』
の
註
釋
は
、

こ
の
二
十
年
間

の
う
ち
の
か

な
り
早

い
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
僣
鏡
が
鐘
山

の
定
林
下
寺
に

お
い
て

『
維
摩
經
』
の
註
釋
書
を
著
わ
し
た
時
期
は
、
恐
ら
く
西
暦

四

六

〇
年

代
、
す
な
わ
ち
か
れ
が
五
十
二
ー
六
十

一
歳
位
の
こ
ろ
で
あ

つ
た
と
考
え
て
大
過

な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
宋
代
の
呉
興
に
お

い
て

『
維
摩
經
』

の
研
究
講
説
に
關
係
の
あ

つ
た
人
と

し
て
は
、
曇
諦
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
曇
諦
は
俗
姓
を
康
と
い
い
、
先
祀
は
康
居

國
の
人
で
、
後
漢
の
靈
帝
の
と
き
に
中
國
に
や
つ
て
來
て
、
獻
帝
の
末
に
戰
亂
に

會
つ
て
呉
興

(浙
江
省
呉
興
縣
)
に
移
り
、
か
れ
の
父
は
冀
州
の
別
駕
で
あ
つ
た
。

か
れ
は
十
歳

で
出
家
し
て
、
父
と

一
緒
に
各
地
を
遊
歴
し
、
鳩
摩
羅
什
の
弟
子
の

僭
翔
石
に
會
つ
た
り
し
た
が
、

晩
年
に
は
呉

(江
蘇
省
呉
縣
)

の
虎
丘

山

に

入

つ

て
、

『
禮
』

『易
』

『春
秋
』
お
よ
び

『
法
華
』

『
大
品
』
な
ど
の
諸
大
乘
經
典

(
17

)

と
と
も
に

『維
摩
經
』
を
講
説
し
た
。
そ
の
の
ち
、
か
れ
は
呉
興
に
歸
り
、
故
章

の
焜
崙
山
に
入
つ
て
、
二
十
餘
年
を
過
ご
し
、

宋

の
元
嘉

の
末
年

(四
五
三
)

に

六
十
餘
歳

で
歿
し
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
曇
諦
は
、
晩
年
に
江
蘇
省
呉
縣
の
近
く
の
虎
丘
山
に
入

つ
て
、
そ

こ
で

『維
摩
經
』
を
講
説
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
し
か
し
か
れ
に
よ
る
こ
の

經
典

の
講
説
は
、
そ
の
の
ち
か
れ
が
呉
興
に
歸

つ
て
、故
章
の
焜
崙
山
に
入

つ
て
か

ら
も
お
こ
な
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
曇
諦
に
よ
る
こ
の
經
典
の

講
読
は
、
少
な
く
と
も
か
れ
が
亡
く
な
つ
た
西
暦
五
世
紀

の
牛
ば
ご
ろ
ま
で
は
、

江
蘇
省
の
南
端
に
位
す
る
呉
の
虎
丘
山
お
よ
び
浙
江
省

の
北
端
に
位
す
る
呉
興
を

中
心
と
し
た
地
域
に
お

い
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



ま
た
こ
の
時
代
に
北

シ
ナ
に
お
い
て

『
維
摩
經
』
を
研
究
講
説
し
た
人
と
し
て

は
、
道
辯
が
擧
げ
ら
れ
る
。
道
辯
は
、
俗
姓
を
田
氏
と
い
い
、

范
陽

(河
北
省
琢

縣
)

の
人
で
あ
る
。
か
れ
は
北
魏
で
僞
經
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
を
嘆

い
て
、
多
數
の
僞
經
を
集
め
て
、
そ
れ
ら
を
焚
き
、
人
び
と
に
佛
教
を
正
し
く
理

解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、

多
數

の
佛
典
の
註
釋
書
を
著
わ
し
た
。

そ
の
な

か

に

く
0O
)

『維
摩
經
』
の
註
釋
書
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
註
釋
書
は
西
暦
五
世
紀
末
に
洛
陽
に

お
い
て
著
わ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た

『
維
摩
經
』
は
北
魏
の
佛
教
界
で
は
特
に
重
靦
信
奉
さ
れ
て
い
た
。
北
魏

(
19

)

の
宣
武
帝
は
、
常
に
名
僭
學
者
を
宮
廷
に
集
め
て
こ
の
經
典
を
講
読
し
て
い
た
と

傳
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
經
典
に
説

か
れ
て
い
る
維
摩
居
士
と
文
殊
菩
薩
と
の
法

論
の
場
面
は
、
山
西
省

の
雲
岡

の
石
窟
に
少
な
か
ら
ず
刻
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
河

南
省
の
龍
門

の
石
窟
に
も
そ
の
佛
龕

の
入
口
の
上
部
の
意
匠
と
し
て
最
も
多
く
刻

ま
れ
て
い
る
。四

つ
ぎ
に
齊
の
首
都
建
康
に
お

い
て

『
維
摩
經
』
を
研
究
講
説
し
た
人
物
と
し
て

は
、
僣
宗
、
法
安
、
寳
亮
、
法
雲
、
智
藏
、
慧
約
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
僭

宗
は
、
俗
姓
を
嚴
と
い
い
、
も
ど
も
ど
雍
州
憑
翌

(陝
西
省
大
茘
縣
)
の
人
で
、
晉

氏
の
喪
亂
の
と
き
に
、
そ
の
先
砠
は
秦
郡

(江
蘇
省
六
合
縣
)
に
移
住
し
た
。
か
れ

は
九
歳
で
出
家
し
て
、
法
瑳
の
弟
子

と
な
り
、
ま
た
曇
斌

・
曇
濟
二
法
師
に
つ
い
て

佛
道
を
修
行
し
、

『
涅
槃
』

『
勝
鬘
』

な
ど
の
諸
大
乘
經
典
と
と
も
に

『
維
摩

經
』
を
善
く
し
た
。
か
れ
が
佛
典
を
講
読
す
る
度
ご
と
に
、
そ
の
聽
講
者
は

一
千

(
20
)

人

以

上

に

も

及

ん

だ

と
傳

え

ら

れ

て

い

る
。

六
朝
時
代
に
お
け
る

『
維
摩
經
』

の
研
究
講
読

北
魏
の
孝
文
帝

(四
七
一
-
四
九
九
)
は
遠
く
僣
宗
の
名
聲
を
聞

い
て
、
し
ば
し

ば
書
簡
を
も

つ
て
、
か
れ
に
佛
典
の
開
講
を
依
頼
し
た
が
、

齊

の
武
帝

(四
八
二

ー
四
九
三
)

は
そ
れ
を
許
さ
な
か
つ
た
と
い
う
。

僭
宗
は
ま
た
武
帝

の
命
に
よ
つ

そ

『
涅
槃
』

「
勝
鬘
』
な
ど
の
諸
大
乘
經
典
を
講
説
し
、
ま
た

『
維
摩
經
』
を
講

(21

)

読
し
た
が
、
そ
れ
ら

の
講
読
は
、
そ
れ
ぞ
れ
百
遍
に
及
ん
だ
と
い
う
。
か
れ
は
齊

の
建
武
三
年

(四
九
六
)

に
太
昌
寺
に
お
い
て
五
十
九
歳

で
歿
し
た
。

こ
れ
に
よ
つ
て
、
僣
宗
が
い
か
に

『
維
摩
經
』
を
熱
心
に
研
究
し
講
説
し
て
い

た
か
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
が
、
同
時

に
ま
た
西
暦
四
八
〇
年
代
の
齊
の
都
建
康

に
お
い
て

『維
摩
經
』
が
い
か
に
盛
ん
に
研
究
さ
れ
講
説
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う

こ
と
も
よ
く
わ
か
る
。

法
安

は
、
俗
姓
を
畢
と
い
い
、
東
卒

(山
東
省
東
夲
縣
)
の
入
で
、
魏

の
司
隷
校

尉
軌
の
後
裔
で
あ
る
。
か
れ
は
七
歳
で
出
家
し
て
、
二
十
歳

の
こ
ろ
す
で
に
都

で

有
名
に
な
り
、
三
十
歳
に
な
る
と
、
も
つ
ぱ
ら
法
匠
の
任
に
當

つ
た
。
そ
の
後
、
か

れ
は
各
地
を
遊
歴
し
て
、
齊
の
永
明
中

(四
八
三
-
四
九
三
)

に
首
都
建
康
に
歸

つ

て
、
中
寺
に
止
ま
り
、
そ
こ
で

『
涅
槃
』

『
十
地
』

『
成
實
』
な
ど
の
諸
經
論
と

(
22

)

と
も
に

『維
摩
經
』
を
講
説
し
た
。
か
れ
は
ま
た

『
維
摩
經
』
の
註
釋
書
を
著
わ

(
23

)

し
た
が
、
永
泰
元
年

(四
九
八
)
に
申
寺
に
お
い
て
四
十
五
歳

で
歿
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
法
安
は
、
齊
の
・氷
明
年
聞

(四
八
三
ー
四
九
三
)

に
首
都
一建
宙
腿
の

中
寺
に
お
い
て

『
維
摩
經
』
を
研
究
し
講
説
し
て
、
そ
の
註
釋
書
を
著
わ
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

寳
亮
は
、
俗
姓
を
徐
氏
と
い
い
、

そ
の
先
租
は
東
莞

(山
東
省
菖
縣
)

の
貴
族

で
、
晉
が
敗
れ
た
と
き
に
は
東
莢
の
駐
縣

(山
東
省
黄
縣
)
に
避
難
し
た
。
か
れ
は

十
二
歳

で
出
家
し
て
、

當
時
名
聲
の
高
か
つ
た
青
州

(山
東
省
盆
都
縣
)

の
道
明

三
九



人

文

學

論

集

法
師
に
師
事
し
て
、
二
十

一
歳

の
と
き
に
宋
の
都
建
康
に
出
て
中
興
寺
に
止
ま

つ

た
。
か
れ
は
人
び
と
か
ら
尊
敬
さ
れ
、
こ
と
に
熱
心
な
佛
教
信
者
で
あ

つ
た
齊
の

竟
陵
文
宣
王
は
み
ず
か
ら
か
れ
の
と

こ
ろ
に
行
つ
て
、
教
え
を
請
う
て
か
れ
を
接

足
恭
禮
し
た
と
さ
え
傳
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
寳
亮
は
鐘
山
の
靈
味
寺

に
移

つ
て
、
『
涅
槃
』
『
法
華
』
『
勝
鬘
』
『
十

地
』
な
ど
多
數
の
佛
典
を
講
説
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は

『維
摩
經
』
は
二

(
24
)

十
回
も
講
説
さ
れ
た
と
い
う
。
か
れ
に
は
三
千
人
以
上
の
弟
子
が
あ
り
、
常
に
師

事
す
る
弟
子
は
數
百
人
に
及
ん
だ
と

い
う
。

か
れ
は
梁

の
天
監
八
年

(五
〇
九
)

に
靈
味
寺

に
お
い
て
六
十
六
歳

で
歿
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
寳
亮
が
鐘
山
の
靈
味
寺
に
お

い
て

『
維
摩
經
』
を
講

読

し

た

の

は
、
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ

つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
寳
亮
が
靈
味
寺
に
入

つ
て
佛

典
を
講
説
し
た
の
は
、
齊

の
竟
陵
文

宣
王
に
會

つ
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
齊
代

の
こ
と
に
な
る
。
か
れ

が
か
り
に
齊
の
永
明
八
年

(四
九
〇
)

に
靈

味
寺
に
入

つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
が
靈
味
寺

で
歿
し
た
の
は
梁
め
天
監
八
年

(五
〇
九
)
で
あ

つ
た
か
ら
、
か
れ
は
靈
味
寺
に
約
二
十
年
間
住
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
し
た
が
つ
て
、
寳
亮
は
こ
の
二
十
年
間
に
靈
味
寺

に
お
い
て

『
維
摩
經
』

を
講
説
し
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

法
雲
は
、
俗
姓
を
周
氏
と
い
い
、
義
興
陽
羨

(江
蘇
省
宜
興
縣
)
の
人
で
、
七
歳

で
出
家
し
て
師
と
と
も
に
建
康
の
莊
嚴
寺
に
住
し
、
僭
成
、
玄
趣
、
寳
亮

の
弟
子

と
な

つ
た
。
か
れ
は
十
三
歳
に
な

つ
て
初
め
て
佛
教
を
學
ん
だ
が
、
太
昌
寺

の
僭

宗
や
莊
嚴
寺
の
僭
達
は
と
も
に
か
れ
を
褒
め
稱
え
た
と
い
う
。
ま
た
か
れ
が
三
十

歳
に
な
つ
て
、
齊

の
建
武
四
年

(四
九
七
)
の
夏
、
初
め
て
妙
音
寺
に
お
い
て
『
法

(
25

)

華
經
』
と

『
淨
名
經
』
を
講
読
し
た

と
き
に
は
、
聽
講
者
は
堂
に
滿
ち
浴
れ
た
と

○

四
〇

傳
え
ら
れ
て
い
る
。

當
時
、
齊
の
都
建
康
で
は

『
淨
名
經
』
、
す
な
わ
ち

『
維
摩
經
』
の
研
究
講
説

が
極

め
て
盛
ん
で
あ
つ
た
が
、
た
だ
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
こ
と
は
、
法
雲
が
初
め

て
佛
典
を
講
説
し
た
と
き
に
、

多
數
の
諸
大
乘
經
典
の
な
か
か
ら
特
に

『
維

摩

經
』
を
選
ん
で
、
そ
れ
を
講
説
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
、
法
雲
が
諸
大
乘
經
典
の
な
か
で
も
特
に

『
維
摩
經
』
の
思
想
に
傾
倒
し
、

そ
の
講
読
を
聞
く
人
び
と
も
ま
た
そ
の
思
想
に
大
き
な
關
心
を
示
し
て
い
た
と
い

う
事
實
を
物
語

つ
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

法
雲
は
梁

の
大
通
三
年

(五
二
九
)

に
六
十
三
歳
で
歿
し
た
が
、
か
れ
は
齊

の

建
武
四
年

(四
九
七
)

に
初
め
て

『
維
摩
經
』
を
講
説
し
て
か
ら
、
か
れ
が
歿
す

る
ま
で
の
約
三
十
年
間
に
首
都
建
康
に
お
い
て
た
び
た
び
こ
の
經
典
を
講
詭
し
た

に
ち
が
い
な
い
。

智
藏
は
、
俗
姓
を
顧
氏
と
い
い
、
呉
郡
呉

・(江
蘇
省
呉
縣
)
の
人
で
、
十
六
歳

の

と
き
に
宋
の
明
帝
に
代
わ
つ
て
出
家
し
た
。

か
れ
は
宋
の
泰
始
六
年

(四
七
〇
)

に
勅
命
に
よ
つ
て
建
康
の
興
皇
寺
に
住
し
、
上
定
林
寺
の
僭
遠
や
僭

砧

に

師

事

し
、
ま
た
天
安
寺

の
弘
宗
に
も
師
事
し
た
。
さ
ら
に
當
時
す
で
に
天
下
に
名
聲
を

博
し
て
い
た
僣
柔
、
慧
次

の
二
師

に
つ
い
て
佛
教
を
學
ん
で
、
そ
れ
に
精
逋
し
た

と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
齊

の
文
憲
王
公
は
智
藏
を
安
居
に
招

い
て
、
か
れ
と
早
く

知
り
合
わ
な
か
つ
た
こ
と
を
歎
い
た
と
い
わ
れ
る
。
太
宰
文
宣
王
は
大

い
に
佛
教

を

紹
隆
し
、

『
淨
名
經
』
を
講
説
す
る
た
め
に
、
學
解

の
僣
を
二
十
人
ほ
ど
招
集

し
た
。
智
藏
は
そ
の
な
か
に
選
ぼ
れ
て
、
年
臘
が
最
少
の
た
め
に
末
坐
に
坐

つ
て

い
た
け
れ
ど
も
、
佛
教

の
意
義
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
點
で
は
か
れ
の
右
に
出
る

(
26

)

者

は

い
な

か

つ
た

。



と
も
か
く
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
齊

の
都
建
康
の
佛
教
界

に
お
い
て
は
、
諸
大
乘

經
曲
ハ
の
う
ち
で
も
特

に

『
維
摩
經
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
研
究
さ
れ
講
説
さ
れ

て
い
た
事
實
が
よ
く
わ
か
る
。

慧
約
は
、
俗
姓
を
婁
と
い
い
、
東
陽
鳥
場

(浙
江
省
金
華
縣
)
の
人
で
、
七
歳
で

『
孝
經
』

や

『
論
語
』

な
ど
を
讃

ん
だ
。
か
れ
は
十
二
歳
に
な
つ
て
初
め
て
刻

(浙
江
省
峡
縣
)

に
遊
び
、

あ
ま
ね
く
塔
廟
を
巡
拜
し
て
、

多
數

の
佛
典

の
奥
義

を
究
め
た
の
で
、
當
時
の
人
び
と
か
ら

「少
く
し
て
妙
理
に
達
し
た
婁
居
士
」
と

呼
ば
れ
た
。
か
れ
は
宋

の
泰
始
四
年

(四
六
八
)
十
七
歳

の
と
き
に
上
虞

(浙
江
省

上
虞
縣
)
の
東
山
寺
に
お

い
て
出
家

し
、

南
林
寺
の
沙
門
慧
靜
に
師
事
し
た
。

か

れ
は
ま
た
師
慧
靜
に
つ
い
て
刻
の
梵

居
寺
に
お
い
て
佛
道
の
修
行
に
勵
ん
だ
。

齊
の
太
宰
文
簡
公
楮
淵
や
太
尉
文

憲
公
王
儉
は
、
と
も
に
熱
烈
な
佛
教
信
者
で

あ
つ
て
、
佛
教

の
宣
布
に
努
め
た
人
び
と
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
の
希
望
に
よ
つ
て

諸
大
乘
經
典
が
講
説
さ
れ
た
と
き
に
は
、
や
は
り

『法
華
』
『
大
品
』
『勝
鬘
』

(27
)

な
ど
の
諸
大
乘
經
典
と
と
も
に

『
維
摩
經
』
が
選
ぼ
れ
て
講
読
さ
れ
た
。
こ
こ
に

は
齊

の
都
建
業
を
中
心
と
し
て

一
般

の
知
識
階
級
に
よ
つ
て

『維
摩
經
』
が
ひ
じ

よ
う
に
尊
重
さ
れ
て
、
よ
く
講
説
さ
れ
て
い
た
事
實
の

一
端
が
う
か
艦が
わ
れ
る
。

五

梁
の
時
代
に
は

『
維
摩
經
』
の
研
究
講
説
は
、
首
都
建
康
の
ほ
か
に
荊
州

(湖

北
省
)
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
時

代
に
荊
州
に
お
い
て
こ
の
經
典
を
研
究
講
説
し
た
人
と
し
て
は
、
明
徹
が
擧
げ
ら

れ
る
。
明
徹
は
、

俗
姓
を
夏
と
い
い
、

呉
郡
錢
唐

(浙
江
省
杭
縣
)
の
人
で
、

六

歳

で
父
を
失

つ
て
出
家
を
願

い
、
上
虞

(浙
江
省
上
虞
縣
)
の
王
園
寺
に
住
し
た
。

六
朝
時
代
に
お
け
る
『
維
摩
經
』
の
研
究
講
説

齊
の
永
明
十
年

(四
九
二
)
、
竟
陵
王
は
沙
門
僭
砧
を
請
う
て
・丶
三
呉
に
お
い
て

律
を
講
ぜ
し
め
た
。
こ
の
と
き
明
徹
は
僭
砧
に
つ
い
て

『十
誦
律
』
を
學
び
、

の

ち
か
れ
に
從

つ
て
都
に
出
て
、
建
初
寺
に
住
し
た
。

齊
の
建
武
年
間

(四
九
四
-
四
九
七
)
、
明
徹
は
も
つ
ぱ
ら
佛
典

の
研
究
に
從
事

し
て
、
眞
實

の
師
を
求
め
て
各
地
を
歴
訪
し
た
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
、
齊
の
太
傅
肅

頴
は
、
明
徹
を
崇
敬
し
て
い
た
が
、
荊
州

(湖
北
省
江
陵
縣
)
を
領
有
す
る
に
及
ん

で
、
か
れ
と
と
も
に
七
澤
に
遊
び
、
か
れ
を
内
第
に
招

い
て

『
淨
名
經
』
を
講
読

(
28
)

せ
し
め
た
。
こ
れ
に
よ

つ
て
、
齊
の
建
武
年
間
、
す
な
わ
ち
西
暦
四
九
〇
年
代
の

牛
ば
ご
ろ
に
荊
州
に
お

い
て

『
維
摩
經
』
が
講
説
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
梁
の
天
監

の
初
め

(五
〇
二
)
に
、

明
徹
は
始
め
て
都
に
歸
り
、

普

逋
三
年

(五
二
三
)

に
建
初
寺
で
歿
す
る
ま
で
の
約
二
十
年
間
、

主
と
し
て
佛
典

の
研
究
講
説
に
從
事
し
た
が
、
こ
の
間
に
も
、
か
れ
が
首
都
建
康
に
お
い
て
た
び

た
び

『
維
摩
經
』
を
講
読
し
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。

ま
た
こ
の
時
代
に
首
都
建
康
に
お
い
て

『維
摩
經
』
を
研
究
講
説
し
た
人
と
し

て
は
、
慧
超
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
慧
超
は
、
俗
姓
を
廉
氏
と
い
い
、
趙
郡
陽
罕

(河
北
省
趙
州
)
の
人
で
、

申
原
の
喪
亂
の
と
き
に
鐘
離

の
朝
哥
縣

(安
徽
省
鳳
陽

縣
)
に
避
難
し
た
。
か
れ
は
八
歳
で
出
家
し
て
、
臨
蕗
縣

(山
東
省
青
州
)
の
建
安

寺

の
沙
門
慧
通
に
師
事
し
た
。
の
ち
か
れ
は
江
南
に
遊
ん
で
南
澗
寺
に
住
し
た
。

梁

の
武
帝
は
、
天
監
年
中

(五
〇
ニ
ー
五
一
九
)
に
慧
超
を
家
僣
と
し
て
か
れ
に

格
別

の
禮
遇
を
與
え
、
ま
た
か
れ
に
請
う
て
慧
輪
殿
に
お

い
て

『
淨
名
經
』
を
講

(
29
)

説
せ
し
め
た
。

梁
の
武
帝
が
熱
烈
な
佛
教
信
者
で
あ

つ
た
こ
と
は
有
名
な
事
實
で
あ
る
が
、
か

れ
は
諸
大
乘
經
典
の
う
ち
で
も
特
に

『
淨
名
經
』
に
深

い
關
心
を
持

つ
て
い
た
。

四
一



人

文

學

論

集

そ
れ
は
、
か
れ
が
多
數

の
佛
典
の
う
ち
か
ら
特

に

『
淨
名
經
』
を
選
ん
で
、
そ
れ

を
慧
超
に
講
説
さ
せ
た
と
い
う
事
實

に
よ

つ
て
も
確
か
あ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
ま
た
梁
の
時
代

に
首
都
建
康
に
お
い
て

『
淨
名
經
』
が
ひ
じ
よ
う
に
重

要
覗
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
實
を
物
語

つ
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
慧
超
は
、
梁

の
天
監
年
間
に
武
帝

の
命
に
よ
つ
て
慧
輪
殿
に
お

い
て

『淨
名
經
』

を
講
説
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

か
れ
は
ま
た
普
通
七
年

(五
二
六
)

に
亡
く
な
る
ま
で
や
は
り
首
都
建
康
に
お
い
て

一
般

の
人
び
と
の
た

●

め
に
も
こ
の
經
典
を
講
読
し
た
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。

亠
ノ丶

 

陳
の
時
代
に
な
る
と
、

『
維
摩
經
』
の
研
究
講
説
は
、
も
つ
ぱ
ら
首
都
建
康
を

中
心
と
し
た
地
域
に
お

い
て
お
こ
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
が
、

こ
の
地
域
に
お

い
て
こ
の
經
典
の
研
究
講
説
に
關
係

の
あ

つ
た
人
物
と
し
て
は
、
寳
瓊
と
警
韶
が

傳
え
ら
れ
て
い
る
。
寳
瓊
は
、
俗
姓
を
徐
氏
と
い
い
、
も
と
も
と
東
莞

(山
東
省
菖

縣
)
の
人
で
、

の
ち
戰
亂
を
避
け

て
、

毘
陵

の
曲
阿
縣

(江
蘇
省
丹
陽
縣
)

に
移

住
し
た
。
か
れ
は
綺
年
に
し
て
沙
門
法
逋
に
師
事
し
、
十
五
歳
を
過
ぎ
た
こ
ろ
に

光
宅
寺

の
法
雲
に
つ
い
て
教
え
を
受
げ
よ
う
と
思

つ
た
こ
と
も
あ

つ
た
。
二
十
歳

の
こ
ろ
に
な
る
と
、
か
れ
は
よ
く
佛
典
を
講
読
し
、
熱
烈
な
佛
教
信
者
で
あ

つ
た

梁
の
武
帝
に
招
か
れ
て
、
壽
光
殿
に
入
つ
て
佛
典
を
講
読
し
た
が
、
の
ち
故
郷
の

建
安
寺
に
歸

つ
た
。
そ
の
の
ち
寳
瓊

は
、
ふ
た
た
び
請
わ
れ
て
梁
の
都
建
康
に
出

て

『成
實
』

『
涅
槃
』
な
ど
の
諸
經
論
と
と
も
に

『維
摩
經
』

の
研
究
講
説
を
お

こ
な
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
寳
瓊
は
佛
典
の
研
究
講
読
を
お
こ
な
つ
て
、
多
數
の
註
釋
書
を

四
二

著
わ
し
た
が
、
そ
の
な
か
に

羅

摩
經
』
の
蔵

割
が
あ
る
・
ζ

」
ろ
で
・
こ
の

註
釋
書
は
い
つ
ど
こ
で
著
わ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
寳
瓊
は
そ
の
生
涯
の
大
部

分
を
首
都
建
康

で
過
ご
し
て
い
る
の
で
、
か
れ
が

『
維
摩
經
』
の
註
釋
書
を
そ
こ

で
書

い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違

い
な

い
と
思
わ
れ
る
。
時
代
は
か
れ
が
五
十
四
歳
の

と
き
に
梁
代
か
ら
陳
代
に
變
わ

つ
て
・い
る
が
、
か
れ
に
よ
る

『維
摩
經
』
の
註
釋

は
か
れ
が
五
十
四
歳

の
と
き
、
す
な
わ
梁
代
ま
で
に
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
て
か
れ
は
八
十

一
歳

の
高
齡

で
亡
く
な

つ
て
い
る
か
ら
、
陳
代
に
は
二
十

七
年
間
生
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
も
か
く
、
か
れ
は
梁
代
に
お

い
て
す
で

に

『
維
摩
經
』
の
研
究
を
完
成
し
て
そ
の
註
釋
書
を
著
わ
し
、
五
十
四
歳
以
後
、

す
な
わ
ち
陳
代
に
入
つ
て
か
ら
は
首
都
建
康
に
お
い
て
他

の
諸
大
乘
經
典
と
と
も

に

『
維
摩
經
』
の
講
説
を
お
こ
な
つ
て
、
人
び
と
の
思
想
信
仰
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

警
韶
は
、
俗
姓
を
顔
氏
と
い
い
、
會
稽
上
虞

(浙
江
省
上
虞
縣
)
の
人
で
、
幼
少

の
こ
ろ
叔
父
の
僭
廣
に
師
事
し
た
。
か
れ
は
初
め
梁
の
都
建
康
に
出

て
佛
典
の
講

説
を
聞

い
た
り
し
た
が
、
二
十
歳
に
な
る
と
、
故
郷
に
歸
つ
て
戒
を
受
け
、
嚴
格

な
修
行
生
活
に
勵
ん
だ
。
そ
の
後
、
か
れ
は
人
に
勸
め
ら
れ
て
ふ
た
た
び
都
に
出

た
が
、
か
れ
が
そ
こ
で

『大
品
經
』
を
講
説
し
た
と
き
に
は
、
聽
講
者
は
路
上
に

溢
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
と
き
に
か
れ
は
二
十
三
戯
で
あ
つ
た
。

陳
の
天
嘉
四
年

(五
六
三
)
、

警
韶
は
、

會
稽

の
慧
藻
、
同
泰

の
道
倫
ら
二
百

餘
人
の
懇
請
に
應
じ
て
首
都
建
康
の
白
馬
寺
に
お

い
て
佛
典
の
講
読
を
お
こ
な
つ

た
。
こ
の
か
れ
に
よ
る
佛
典
の
講
説
は
そ
の
後
も
白
馬
寺
に
お
い
て
長
く
お
こ
な

わ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
警
韶
は
佛
典
の
講
説
を
盛
ん
に
お
こ
な
つ
た
が
、

『維
摩
經
』



<
m
)

の
講
説
も
盛
ん
に
お
こ
な
つ
た
と
傳

え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
警
韶
に
よ
る

『維
摩
經
』

の
講
読
は
い
つ
ご
ろ
お

こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

警

韶

は
年

(32

)

四
十
に
し
て
、
長
く
講
説
に
就
か
ん
こ
と
を
願

つ
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

か
れ
が
も
つ
ぱ
ら
佛
典
の
講
読
に
從
事
し
た
の
は
、
か
れ
が
七
十
六
歳
で
亡
く
な

る
ま
で
の
三
十
六
年
間
で
あ
つ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
つ
て
、
か
れ
が

『維
摩
經
』
を
講
説
し
た
の
も
こ
の
三
十
六
年
間
に
お
け
る
い
ず
れ
か
の
時
期
で

あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

か
れ
に
よ
る

『維
摩
經
』

の
講
説

は
、
こ
の
三
十
六
年
間
の
う
ち
の
か
な
り
早

い
時
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
に
相
違
な

い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
警
韶
は
、
陳
の
天
嘉
四
年

(五
六
三
)

に
建
康
の
白
馬
寺
に
招
か
れ
て
佛

典
の
講
読
を
お
こ
な
い
、
そ
の
後
も

そ
こ
で
長
く
講
説
を
お
こ
な
つ
た
と
傳
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
か
れ
が
天
嘉
四
年
、
す
な
わ
ち
西
暦
五
六
三
年
以
後
に
も

『
維

麈
∴經
』

の
講
説
を
お
こ
な

つ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

ま
た
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
北

シ
ナ
に
お
い
て

『維
摩
經
』

の
研
究
講
説
を

お
こ
な
つ
た
人
と
し
て
は
、
僣
範
、
慧
順
、
靈
詢
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
僣
範
と
慧
順
は
東
魏
北
齊
の
鄰
都

に
お

い
て
こ
の
經
典
を
研
究
講
読
し
た
が
、

靈
詢
は
晉
陽
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お

い
て
こ
の
經
典
を
研
究
講
読
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
僭
範
は
、
俗
姓
を
李
氏
と

い
い
、
丕
-郷

(河
北
省
夲
郷
縣
)
の
人
で
、
二

十
九
歳

の
と
き

『
涅
槃
經
』
の
講
説

を
聞

い
て
、
佛
教

の
す
ば
ら
し
さ
を
知
り
、

つ
い
に
鄰
城

(河
南
省
臨
潭
縣
)
の
僭

に
投
じ
て
始
め
て
出
家
し
た
。
か
れ
は
最
初

に

『
涅
槃
經
』
を
學
ん
で
、
そ
の
眞
實
の
意
義
を
理
解
し
て
、
都
會

の
雜
沓
を
さ

け
て
山
藪
に
隱
栖
し
た
が
、
の
ち
洛
陽
に
出
て

『法
華
經
』
や

『華
嚴
經
』
な
ど

の
講
説
を
聞
き
、
佛
典
の
理
解
に
努

あ
た
。

六
朝
時
代
に
お
け
る

『
維
摩
經
』
の
研
究
講
読

そ
の
後
、

僭
範
は
、

膠
州

(山
東
省
膠
縣
)
の
刺
史
杜
弼
と
い
う
人
の
招
請
に

よ

つ
て
、
鄲
の
顯
義
寺
に
お

い
て

『華
嚴
經
』
を
講
諡
し
た
。
か
れ
は
ま
た

『華

嚴
』

『
十
地
」

『地
持
』

『勝
鬘
』
な
ど
の
諸
大
乘
經
典
と
と
も
に

『
維
摩
經
』

C
m
)

を
講
読
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
註
釋
書
を
著
わ
し
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
僭
範
は
こ
の

『維
摩
經
』
の
註
釋
書
を
い
つ
ご
ろ
ど
こ
で
著
わ
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
東
魏
北
齊
の
鄲
都
に
お

い
て
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
れ

は
二
十
九
歳
で
出
家
し
て
、

一
時
山
林
に
隱
棲
し
た
こ
と
も
あ
つ
た
が
、
洛
陽
で

佛
教
の
研
究
に
從
事
し
た
の
ち
に
は
、
主
と
し
て
東
魏
北
齊

の
鄰
都

の
佛
教
界
に

お

い
て
活
躍
し
た
。
か
れ
が
東
魏
北
齊

の
鄰
都

の
佛
教
界
に
お
い
て
活
躍
し
た
の

は
、
北
魏
が
東
西
兩
魏
に
分
裂
し
て
鄰
が
東
魏

の
首
都
に
な
つ
た
西
暦
五
三
四
年

か
ら
か
れ
が
鄰
東
の
大
覺
寺
に
お
い
て
八
十
歳

で
亡
く
な
つ
た
西
暦
五
五
五
年
に

至
る
ま
で
の
約
二
十
年
間
で
あ
る
。
東
魏
北
齊

の
鄰
都

の
佛
教
界

で
は
、
佛
教
は

隆
盛
を
極
め
、
諸
大
乘
經
典

の
う
ち
で
も
、
と
く
に

『
維
摩
經
』
の
研
究
講
説
が

盛
ん
で
あ
つ
た
か
ら
、
僣
範
が
こ
の
時
代
に
鄰
都
で
こ
の
經
典
の
註
釋
書
を
著
わ

し
た
こ
と
は
當
然

の
こ
と
ヒ
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

慧
順
は
、
俗
姓
を
崔
と
い
い
、
齊

(山
東
省
臨
惱
縣
)
の
人
で
、
熱
烈
な
佛
教
信

者
侍
中
崔
光

の
弟

で
あ
つ
た
。
か
れ
は
二
十
五
歳
の
と
き
洛
陽
に
行

つ
て
慧
光
律

師
に
投
じ
て
出
家
し
た
。
北
魏
が
西
暦
五
三
四
年
に
東
西
兩
魏
に
分
裂
し
て
相
對

峙
す
る
に
至
る
と
、

こ
れ
ま
で
北
魏
の
佛
教
都
市
と
し
て
繁
榮
を
誇

つ
た

洛

陽

は
、
急
速
に
衰
微
し
て
い
つ
た
。
そ
う
し
て
洛
陽
は
東
西
兩
魏
軍
が
爭
奪
す
る
戰

場
と
な
り
、
洛
陽
在
住

の
多
數

の
名
繪
學
者
と
と
も
に
慧
順
も
東
魏
の
首
都
鄰
に

移
住
し
た
。
東
魏
北
齊

の
首
都
鄰
で
は
、
慧
順
は

『十
地
』

『地
持
』

『華
嚴
』

な
ど
の
諸
大
乘
經
典
と
と
も
に

『
維
摩
經
』
の
研
究
講
読
を
お
こ
な
つ
て
、
そ
れ

四
三



人
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そ
れ
の
註
釋
書
を
著
わ
し
た
。
か
れ
が
ひ
と
た
び
佛
典
の
講
読
を
お
こ
な
う
と
、

か
な
ら
ず
千
人
以
上
の
聽
衆
が
集
ま

つ
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て

も
、
か
れ
の
佛
典
の
講
説
が
い
か
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ

つ
た
か
と
い
う
こ
と
が

よ
く
わ
か
る
。
か
れ
は
北
齊
鄰
都

の
總
持
寺
に
お

い
て
七
十
二
歳
で
歿
し
た
が
、

か
れ
は
そ
こ
で
歿
す
る
ま
で
東
魏
北
薺
の
鄰
都
の
佛
教
界
に
お

い
て
他
の
諸
大
乘

經
典
と
と
も
に

『
維
摩
經
』
を
講
説
し
て
、
人
び
と
の
思
想
信
仰
に
大
き
な
影
響

を
與
え
た
と
考
え
ち
れ
る
。

靈
詢
は
、

俗
姓
を
傅
氏
と
い
い
、

漁
陽

(河
北
省
薊
縣
)

の
人
で
、

早
く
か
ら

出
家
し
て
、

『成
實
論
』
や

『涅
槃
經
』
を
學
ん
で
、
佛
教

の
眞
理
を
究
め
た
。

そ
の
後
、
か
れ
は
慧
光
律
師
を
崇
敬
し
、
日
夜
研
鑽
し
て
十
有
餘
年
に
及
び
、
諸

大
乘
經
典
の
な
か
で
も
特
に

『維
摩
經
』
を
研
究
し
て
、
そ
の
註
釋
書
を
著
わ
し

(
35
)

た
。

そ
の
後
、

か
れ
は
各
地
を
遊
歴
し
て
、
北
魏
の
末

(五
三
三
)
に
井
州
の
僣

統
と
な
り
、
北
齋

の
初
め

(五
五
〇
)

六
十
九
歳

で
晉
陽

(山
西
省
太
原
縣
)

で
歿

し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
靈
詢
は
、
井
州

の
僭
統
と
な
り
山
西
省
の
中
部
に
位
す
る
晉
陽

に
滯
在
し
て
い
た
か
ら
、
か
れ
が

こ
の
地
方

の
人
び
と
に

『
維
摩
經
』
の
思
想
的

影
響
を
與
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
う
し
て
か
れ
は
北
齊
の
初
め
ま
で
生
存
し

て
い
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
か
れ
が
、
こ
の
地
方

の
人
び
と
に
こ
の
經
典

の
思
想
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
少
な
く
と
も
西
暦
五
五
〇
年
ま
で
で
あ
つ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

七

以
上
に
檢
討
し
た
結
果
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

『
維
摩
經
』
は
、
六
朝
時

四
四

代
に
お
い
て
は
、
陝
西
省
の
や
や
南
部
に
位
す
る
長
安
、
河
南
省

の
西
北
部
に
位

す
る
洛
陽
、
同
じ
ぐ
河
南
省
の
北
端
に
位
す
る
鄰
、
江
蘇
省

の
西
北
部
に
位
す
る

彭
城
、
同
じ
く
江
蘇
省
の
南
西
部
に
位
す
る
建
康
、
浙
江
省
の
北
端
に
位
す
る
呉

興
、
湖
北
省
の
南
部
に
位
す
る
荊
州
、
お
よ
び
山
西
省
の
ほ
ぼ
中
部
に
位
す
る
晉

陽
に
お
い
て
研
究
さ
れ
講
読
さ
れ
て
、
人
び
と
の
思
想
信
仰
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
代
に
は
特
に

『維
摩
經
』
に

關
係
の
あ

つ
た
人
物
の
多
く
が
、
建
康
に
在
住
し
て
、
諸
大
乘
經
典
と
と
も
に
こ

の
經
典
の
研
究
講
説
に
從
事
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
經
典
は
、
こ
の
時
代
に
は
少

な
く
と
も
宋

・
齊

・
梁

・
陳
の
首
都
建
康
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お

い
て
最
も
よ

く
研
究
さ
れ
講
読
さ
れ
て
、
こ
の
地
域

一
帶
の
人
び
ど
の
思
想
信
仰
に
大
き
な
影

響
を
與
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

1

大
正
藏
、
三
八
卷
、

三
二
七
頁
上
～
四

一
九
頁
下
。

2

塚
本
善
隆
編

『
肇
論
研
究
』

一
四

七
頁
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

3

初
關
中
僣
肇
、
始
注
維
摩
、
世
咸
翫
味
。
生
乃
更
發
深
旨
、
顯
暢
新
典
、

及
諸
經
義

疏
、
世
皆
寶
焉

(『
高
櫓
傳
』
卷
七
、
竺
道
生
傳
、
大
正
藏
、

五
〇
卷
、

三
六
七
頁

上
)
。

ま
た
僭
肇

の

『
維
摩

經
』

の
註
釋

に
つ
い
て
は

『
高
僭
傳
』

卷

六
の
僭
肇
傳

に
次

の
よ

ヘ

へ

う
に
記

さ
れ
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、
肇
後
又
、
箸

不
眞
空
論
、
物
不
邏
論
等
、

并
注
維

騒
、
及
製
諸
經
論
序
。
並
傳
於
世
。
什
之
亡
後
、
追
悼
永
住
、
翹
思
彌
属
、

及
著
浬
槃

無
名
論

(大
正
藏
、

五
〇
卷
、

三
六
五
頁

中
下
)
。

ヘ

へ

4

著
大
智
論
、

十
二
門
論
、
申
論
等
諸
序
、
井
著
大
小
品
、
法
華
、
維
摩
、
思
盆
、

自

在
王
、

禪
經
等
序
、
皆
傳
於
世

(
『
高
僣
傳
』
卷
六
、
僣
叡
傳
、
大
正
藏
、

五
〇
卷
、

三

六
四
頁
申
)
。

「
毘
摩

羅
詰

提
經
義
疏
序
」

(
『
出

三
藏
記
集
』
卷
八
、
大
正
藏
、

五
五

卷
、

五
八
頁

下
～

五
九
頁
上
)
。

5

宇
井
伯
壽
著

『
釋
這
安
研
究
』
四
八
頁
。

僭
叡

は
鳩
摩
羅
什
が
長
安

へ
や

つ
て
來

た

西
暦

四
〇

一
年

に
四
十
八
歳

で
あ

つ
た
と
す
れ
ば
、

か
れ
が
歿

し
た
六
十
七
歳

の
と
き



は
西
暦
四

二
〇
年
で
あ

つ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

6

塚
本
善
隆
編

『
肇
論

研
究
』

一
四
六
頁
。

7

道

生
は
東
晉

の
義

煕
五
年

(
四
〇
九
)

に
長

安
か
ら
建
康

へ
歸

つ
た
と

い
う
説
も
あ

る
。

8

道
生

の
著
わ
し
た
『
維
摩
經
』
の
註
釋
書
が
當
時
の
人

び
と
に
い
か
に

尊
重
さ
れ
て
い

た
か
と
い
う

こ
と
は
、
「世
皆
寶
焉
」

(
『
高
僭
傳
』
卷
七
、

竺
道
生
傳
、
大
正
藏
、

五
〇

卷
、

三
六
七
頁
上
)
と

い
う
表
現

の
う
ち
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

9

道

生
の
『
維
摩
經
』
の
註
釋
書
に

つ
い
て
、
塚
本
善
隆
博
士
は
、

僭
肇
卒
後

二
十
年
も

生
存
し
た
道

生

(
四
三
四
卒
)
は
、
肇
の
註
解

が
行

は
れ
自
ら
も
之
を
讀

ん
だ
後

に
、

更

に
自
ら
の
創
見

を
加
え

た
註
解
を
著
は
し
、
,共

κ
南
北
朝

に
貴
ば
れ
た
の
で
遡
る

と

述

べ
て
紅
ら
れ
る

.(『
肇
論
研
究
』
一
四
六
頁
)
。

:

ヘ

へ

.10

所
著
、
法
華

、
大
品
、

金
光

明
、
十
地
、
維
摩
等
義
疏
、
並
行
於
世
矣

(
ゴ
局
僭
傳
』

卷

六
、
道
融
傳
、

大
正
藏
、

五
〇
卷
、
三
六
三
頁
下
)
。

11

宇
井
伯
壽
著

『
釋
道

安
研
究
』
四
八
頁
。

12

こ
れ
は

『
注
維
摩
經
』

十
卷
の
な
か
の
經
の
本
文
に
鳩
摩
羅
什
、
僭
肇
、

道

生
お
よ

び
道
融
の
註
が

入
れ

て
あ
る
こ
と
に
よ

つ
て
知
ら
れ
る
。

た
だ
し
こ
の
註
釋
書
に
お
け

る
道
融

の
註

は
ほ
ん
の
わ
ず

か
で
あ
る
。

13

敵

後
還
彭
城
、
常
講
説

相
續

(
『
高
僭
傳
』
卷

六
、
道
融
傳
、

大
正
藏
、

五
〇
卷
、
三

六
三
頁
下
)
。

14

導
、
以
孝
建
之
初
、

三
綱
更
始
、
感
事
懐
惜
、

悲
不
自
勝
、
帝
亦
硬

咽
良
久
。
印
勅

ヘ

へ

於
瓦
官
寺
、
開
講
維
摩
、
帝
親
臨
幸

、
公
卿
必
集

(
『
高
僭
傳
』
卷
七
、
僣
導
傳
、
大
正

藏
、

五
〇
卷
、

三
七

一
頁
中
)
。

ρ15

宇
井
伯
壽
著

『
釋
道
安
研
究
』
四
八
頁
。

16

宋
世

組
、
藉
其
風
素
、

勅
出
京
師
、
止
定
林
下
寺
。

頻
建
法
聚
、
聽
衆
雲
集
。

著
法

ヘ

へ

華
、

維
摩
、

泥
泣
義
疏
、
井
毘
曇
玄
論
。
區
別
義
類
、
有
條
貫
焉

(
『
高
僭
傳
』
卷
七
、

僣
鏡
傳
、
大
正
藏
、
五
〇
卷
、

三
七
三
頁
中
下
)
。

ヘ

ヘ

ガ

晩

入
臭
虎

丘
寺
、
講
禮

、
易
、
春
秋
、
各

七
遍
。
法

華
、
大
品
、
維
摩
、

各

十
五
遍

(
『
高
曾
傳
』
卷
七
、
曇
諦
傳
、
大
正
藏
、
査

○
卷
、

三
七

一
頁
上
)
。

ヘ

ヘ

へ

18

注
維
摩
、
勝
鬘
、
,金

剛
般

若
、
小
乘
義
章
亠ハ
卷
、
大

乘
義

五
十
章
、

及
申
玄
照
等
、

六
朝
時
代

に
お
け
る

『
維
摩
經
』

の
研
究

講

説

行
世

(
『
績
高
僣
傳
』
卷

六
、
道
辯
傳
、

大
正
藏
、

五
〇
卷
、

四
七

一
頁
下
)
。

ヘ

ヘ

へ

19

(永
李

二
年
十

一
月
)

帝
於
式
乾
殿
、
爲
諸
僭
朝
臣
、

講
維
摩

經

(
『
魏
書
』
世
宗

紀
)

。

ヘ

へ

20

晩
又
受
道
於
斌
濟
、

善
大
涅
槃
、

及
勝
鬘
、

維
摩
等
。

毎
至
講
説
、

聽
者
將
近
千

餘
。
妙
辯
不
窮
。

應
變
無
盡

(
『
高
僣
傳
』
卷
八
、
僭
宗
傳
、
大
正
藏
、

五
〇
卷
、

三
七

九
頁
下
)
。

ヘ

へ

21

齊
世
祀
、

不
許
外
出

。

宗
講
涅
槃
、
維
摩
、

勝
鬘
等
、

近
盈
百
遍

(
『
高
僣
傳
』

卷
八
、
僭
宗
傳
、
大
正
藏
、

五
〇
卷
、

三
七
九
頁
下
～

三
八
〇
頁
上
)
。

ヘ

へ

22

永
明
中
、
還

都
止
申
寺
、
講
涅
槃
、
維
摩
、

十
地
、

成
實
論
、

相
繼
不
絶

(
『
高
僣

傳
』
卷
八
、
法
安
傳
、
大
正
藏
、

五
〇
卷
、

三
八
〇
頁
上
)
。

ヘ

へ

23

著
淨
名
、
十
地
義
疏
、
井
僭
傳

五
卷

(
『
高
僣
傳
』
卷
八
、
法
安
傳
、
大
正
藏
、

五
〇

卷
、
三
八
〇
頁
上
)
。

鍵

後
移
・
憩
靈
味
寺
・
於
是
・
續
藁

經
・
肇

京
邑
・
講
大
涅
槃
・
凡
八
+
四
遍

・

ヘ

へ

成
實
論
十

四
遍
、
勝
鬘
四
十

二
遍
、
維
摩

二
十
遍
、

其
大
小

品
十
遍
、
法
華
、

十
地

、

優
婆
塞
戒
、

無
量
壽
、
首
楞
嚴
、
遺
教
、
彌
勒
下
生
等
、
皆
近
十
遍

(
『
高
僣
傳
』
卷
八
、

費
亮
傳
、
大
正
藏
、
五
〇
卷
、

三
八

一
頁
下
)
。

リ

ヘ

へ

25

(法
雲
)

…
…
及
年

登
三
十
、

建
武
四
年
夏
、

初
於
妙
音
寺
、

開
法
華

・
淨
名

二

經
、
序
正
條
源
、

群
分
名
類
。

學
徒
海
湊
、

四
衆
盈
堂

(
『
續
高
僣
傳
』
卷

五
、

法
雲

傳
、

大
正
藏
、

五
〇
卷
、
四
六
四
頁
上
)
。

26

齊
太
尉
文
憲
王
公
、
深
懐

欽
悗
、
爰
請
安
居
、
常
歎
相
知
之
晩
。
太
宰
文

宣
王
、

建

ヘ

へ

立
正
典
、
紹
隆
釋
敢
、
將
講
淨
名
、

選
窮
上
首
。
乃
招
集

精
解
、

二
十
餘
僣
、

探
授
符

策
、
乃
得
於
藏
。
年
臘
最
小
、

獨
居
末
坐
、
敷
逋
義
理
、

罔
或
抗
衡
。
道
俗
翕
然
、

彌

崇

高
譽

(
『
績
高
僣
傳
』
卷
五
、
智
藏
傳
、
大
正
藏
、
五
〇
卷
、

四
六
五
頁
下
)
。

飾

齊
太
宰
文
簡
公
緒
淵
、
大
尉
文
憲
公
王
儉
、
佐
命

一
期
、
功
高
百
代
、

欽
風
味
道
、

ヘ

へ

共
弘
法
数
。
淵

嘗
講
、

淨
名
、
勝
鬘
、
儉
亦
請
、

開
法
花
、

大
品

(
『
續
高
僣
傳
』
卷

六
、
慧
約
傳
、

大
正
藏
、

五
〇
卷
、

四
六
九
頁
上
)
。

ヘ

へ

28

齊
太
傅
蕭
頴
、

深
相
欽
屬
。
及
領
荊
州
、
携
遊
七
澤
、

請
於
内
第
、
開
講
淨
名

(
『續

高
僣
傳
』
卷
六
、

明
徹
傳
、
大
正
藏
、

五
〇
卷
、
四
七
三
頁
申
)
。

四
五



人

文

學

論

集

四
六

ヘ

ヘ

へ

29

天

監
年
中

…
…
帝
又
請
、

於

慧
輪
殿
、

講

淨
名
經
。

上
臨
聽

覽

(
『
續
高
僭
傳
』
卷

六
、

慧
超
傳
、
大
正
藏
、

五
〇
卷
、

四
六
八
頁
上
)
。

ヘ

へ

30

法
花
、
維
摩
等
經
、
並
著
文
疏
。
故

不
備
載
、
布
在
州
邑

(
『
績
高
僣
傳
』
卷
七
、
寳

瓊
傳
、
大
正
藏
、

五
〇
卷
、

四
七
九
頁
下
)
。

ヘ

へ

31

維
摩
、
天

王
、

仁
王
等
經
、

遍
數
繁
亂
、

不
紀
廣
叙

(
『
續
高
僧
傳
』
卷
七
、

警
韶

傳
、
大
正
藏
、

五
〇
卷
、

四
八
〇
頁
申
)
。

32

韶

乃
、
願
年

四
十
、

長
就
講

説

(
『
績
高
僣
傳
』
卷

七
、

警
韶
傳
、

大
正
藏
、

五
〇

卷
、

四
八
〇
頁
上
)
。

ヘ

へ

33

講
華
嚴
、
十
地
、
地
持
、
維
摩
、

勝
鬘
、

各
有
疏
記

(
『
績
高
僭
傳
』
卷
八
、

僣
範

傳
、

大
正
藏
、

五
〇
卷
、
四
八
三
頁

下
)
。

ヘ

へ

34

慧
順
…
…
講

十
地
、
地
持
、
華
嚴
、
維
摩
、
並
立
疏
記

(
『
續
高
僭
傳
』
卷
八
、
慧
順

傳
、
大
正
藏
、

五
〇
卷
、

四
八
四
頁
申
)
。

ヘ

へ

35

雖
博

知
群
籍
、
而
擅
出
維
摩
、
兼
有
疏
記

(『
續
高
僣
傳
』
卷
八
、
靈
詢
傳
、
大
正
藏
、

五
〇
卷
、
四
八
四
頁
下
)
。

補
記

六
朝
時
代
に
は

『
維
摩
經
』

を
研
究
講
説

し
た
人
物

の
ほ
か
に
、

こ
の
經
典
を
讃
誦

し
た
人
物
が
存
在

す
る
が
、

そ
れ
ら
の
人
物

に

つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
紙
數

の
關
係

で
省

、
略

し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
少

な
く

と
も

こ
の
時
代
に

『
維
摩
經
』

の
研
究
講
説
に
關
係

の
あ

つ
た
人
物

は
、

こ
こ
に

一
人
殘

ら
ず
取
り
上
げ

て
檢
討
を
・加
え
た
。


