
中
国
に
お
け
る

『
般
若
経
」

の
研
究
講
説

佐

藤

心

岳

二

諸
大
乗
経
典
は
、
西
暦
紀
元
後
、
主
と
し
て
西
北
イ
ン
ド
を
中
心
と
し
た
地
域

に
お
い
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
後
、
そ
れ
ら
の
諸
大
乗
経
典

は
、
中
国

へ
伝
え
ら
れ
て
漢
訳
さ
れ
、
数
か
ぎ
り
な
い
人
び
と
に
よ

っ
て
重
視
さ

れ
信
奉
さ
れ
て
き
た
。
之
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
の
漢
訳
諸
大
乗
経
典
は
、
中
国
に
お

い
て
は
実
際
に
、
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
な
地
域
に
伝
え
ら
れ
て
、
研
究
さ
れ
講

説
さ
れ
で
、
・人
び
と
の
思
想
信
仰
を
育
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
、
そ

の
実
情
は
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
種
の
問
題
に
関
す
る
研
究
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
に
も

か

か

わ

ら

ず
、
こ
れ
ま
で
、
ど
う
い
う
わ
け
か
研
究
対
象
の
埓
外
に
置
か
れ
て
い
て
、
あ
ま

り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
中
国
に
お
け
る
仏
教
思
想
の
流
れ
を
こ
れ
ま

で
ょ
り
も
い
っ
そ
う
正
確
に
紐
握
し
理
解
し
よ
ヶ
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
な
問
題
を
検
討
し
究
明
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
、
諸
大
乗
経
典
の
う
ち
で
も
と
く
に

『般
若
経
』
を
取
り

上
げ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
と
お
も
う
。

中
国
に
お
け
る
↓
般
若
経
』
の
研
究
講
説

仏
教
の
根
本
思
想
で
あ
る

「般
若
思
想
」
す
な
わ
ち

「空
の
思
想
」
は
、
中
国

に
お
い
て
は
仏
教
受
容
の
最
初
期
に
お
い
て
す
で
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、

「
空
の
思
想
」
が
説
か
れ
て
い
る

『般
若
経
』
は
、
中
国
に
お
い
て
は
後
漢

の
ロ
ー
カ
ク
シ
ェ
ー
h

(L
ok
a
k
se
rri
a

支
婁
迦
讖
)
に
よ
っ
て
西
暦

}
七
九
年

に

『
道
行
磐

経
』
民

小
品
磐

経
)
+
齣
と
し
て
初
め
て
訳
出
さ
れ
た
が
・
そ

の
後
、
呉
の
支
謙
に
よ

っ
で
西
暦
二
二
二
年
か
ら
二
五
三
年
の
あ
い
だ
に

『
大
明

②

度
経
』
(右
と
同
本
異
訳
)
六
巻
と
し
て
訳
出
さ
れ
た
。
ま
た
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、

こ
の
経
典
は
、

西
晋
の
モ
ク
シ
ャ
ラ

(ζ
σ寄
巴
餌
無
叉
羅
、
ま
た
は
無
羅
叉
)

③

に
よ

っ
て
西
暦
二
九

一
年
に

『放
光
般
若
経
』

(大
品
般
若
経
)
二
十
巻
と
し
て

訳
出
さ
れ
、
同
じ
く
西
晋
の
ダ

ル
マ
ラ
ク
シ
ャ

(D
h
arm
a
ra
k
sa

竺
法
護
)
に

@

よ

っ
て
西
暦
二
八
六
年
に

『
光
讃
経
』

(右
と
同
本
異
訳
)
十
巻
と
し
て
訳
出
さ

れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、

「
大
品
」
と

「
小
品
」
と
の
二
種
類
の

『
般
若
経
』
が
、
中
国

に
お
い
て
は
西
暦
二
世
紀
の
後
半
か
ら
三
世
紀

に
か
け
て
仏
教
受
容
の
最
初
期
に

一



人

文

学

論

集

お
い
て
す
で
に
訳
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の

『般
若
経
』
は
、
中
国
で
は
仏
教
受
容
の
最
初
期
に
お

い
て
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

地
域
に
伝
え
ら
れ
て
研
究
さ
れ
講
説
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら

の
経
典
は
人
び
と
の
思
想
信
仰
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
国
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
最
初
期
に
お
い
て

『
般
若
経
』
の
研
究
講
説
に
関

係
の
あ

っ
た
人
物
と
し
て
は
、
朱
士

行
、

衛
士
度
、

支
孝
竜
、

康
僧
淵
、

竺
道

潜
、
竺
法
蘊
、
支
遁
、
于
法
開
、
竺
法
汰
、
竺
僧
敷
、
お
よ
び
釈
道
安
な
ど
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
。

三

朱
士
行
は
、
潁
川

(河
南
省
許
昌

県
)
の
入
で
、
明
確
な
生
存
年
時
は
不
明
で

あ
る
が
、
魏
晋
時
代
の
人
で
あ
る
。
か
れ
は
少
く
し
て
出
家
し
て
、
仏
教
の
宣
布

に
つ
と
め
た
。
か
れ
は
、
つ
ね
に
、
仏
道
に
入

っ
た
の
は
智
慧
を
う
る
た
め
で
あ

る
と
言

っ
て
、
も

っ
ぱ
ら
仏
典
の
講
説
に
専
念
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
後

漢
の
霊
帝
の
光
和
二
年

(
一
七
九
)
に
、

『
道
行
般
若
経
』
が
竺
朔
仏
に
よ
っ
て

0

訳
出
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、
訳
出
者
は
そ
れ
を

口
伝
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容

は
人
び
と
に
よ

っ
て
充
分
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に

も
抄
訳
さ
れ
す
ぎ
て
い
た
た
め
に
、
人
び
と
は
そ
の
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
に
ひ

⑥

じ

ょ
う
に
困
難
を
感
じ
て
い
た
と

い
う
。

ま
た
、
朱
士
行
は
洛
陽

(河
南
省
洛
陽
県
)
に
お
い
て

『
道
行
般
若
経
』

(小

品
)
を
講
説
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
と
き
に
、
か
れ
は
そ
の
経
典
に
と
き

0

ど
き
意
味
の
よ
く
通
じ
な
い
箇
所

の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

i

1

『
道
行
般
若
経
』
に
は
、
大
乗
仏
教
の
根
本
思
想
で
あ
る

「空
の
思
想
」
が
説
か

れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
経
典
は
、
仏
教
経
典
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
で

あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
翻
訳
が
不
完
全
で
あ

っ
た
た
め
に
、
当
時
の
人

び
と
は
そ
の
ほ
ん
と
う
の
意
味
を
納
得
の
い
く
ま
で
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
な
か

っ
た
。

こ
の
事
実
を
深
く
歎
い
て
、
朱
士
行
は
、
完
全
な

『般
若
経
』

(大
品
)
の
原

典
を
求
め
て
、
魏
の
甘
露
五
年

(二
六
〇
)
に
雍
州

(甘
粛
省
固
原
県
)
を
あ
と

に
し
て
、
中
央
ア
ジ
ア
の
コ
ー
タ
/

(K
h
ota
n
于
閲
)

へ
向
け
て
出
発
し
た
。

そ
こ
で
、
か
れ
は
予
期
し
た
と
お
り
に

『般
若
経
』
の
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト

原

曲
ハ

(大
品
)
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
原
典
は
九
十
章
六
十
万
余
言
か

⑧

ら
成

っ
て
い
た
と
い
う
。
晋
の
太
康
三
年

(二
八
二
)
に
、
朱
士
行
は
、
弟
子
の

プ
ー
ル
ニ
ャ
ダ
ル
マ

(P
�
rn
ad
h
a
rm
a

不
如
檀
、
法
饒
)

ら
十

人
を

遣
わ
し

て
、
こ
の
原
典
を
洛
陽

へ
持

っ
て
帰
ら
せ
た
。
そ
の
後
、
元
康
元
年

(二
九

一
)

に
、
こ
の
原
典
は
陳
留
倉
垣

(河
南
省
陳
留
県
西
)
の
水
南
寺
に
お
い
て
コ
ー
タ

ン
出
身
の
沙
門
モ
ク
シ
ャ
ラ
や
河
南
の
居
士
竺
叔
蘭
に
よ

っ
て

『放
光
般
若
経
』

⑨

二
十
巻
と
し
て
訳
出
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
朱
士
行
が
さ
が
し
求
め
て
い
た

『般
若
経
』
の
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
原
典
は
、
中
国
本
土

へ
送
り
届
け
ら
れ
て
訳
出
さ
れ
た
が
、
か
れ
自
身
は

コ
ー
タ
ン
に
留
ま

っ
て
そ
こ
で
八
十
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。

こ
の
よ
う
に
、

『
道
行
般
若
経
』
は
、
西
暦
二
六
〇
年
以
前
に
す
で
に
朱
士
行

に
よ

っ
て
洛
陽
に
お
い
て
講
説
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
講

説
は
竺
朔
仏
訳
の

『道
行
般
若
経
』
に
も
と
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の

『
道
行
般
若
経
』
は
、
後
漢
の
霊
帝
の
光
和
二
年

(
一
七
九
)
に
訳
出
さ
れ



た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
朱
士
行
が

コ
ー
タ
ン
へ
向
け
て
出
発
し
た
西
暦
二

六
〇
年
よ
り
も
八
十
年
ほ
ど
前
に
す

で
に
洛
陽
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
西
暦
二
六
〇
年
以
前
に
、
朱
士
行
が
洛
陽

に
お
い
て

『
道
行
般
若
経
』
の
内
容
を
正
確
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
苦
し
み
悩
み

な
が
ら
、
そ
の
研
究
講
説
に
情
熱
を
燃
や
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

衛
士
度
は
、
も
と
も
と
司
州
汲
郡

(河
南
省
汲
県
)
の
人
で
、
貧
し
い
生
活
に
満

足
し
て
、
つ
ね
に
仏
教
を
心
要
と
し
て
仏
道
の
修
行

に
は
げ
ん
で
い
た
と
い
う
。

か
れ
は
在
俗
仏
教
信
者
で
あ

っ
た
が
、
晋
の
恵
帝

(二
九
〇
^
-1rlO
六
在
位
)
の

⑩

と
き
に

『
道
行
般
若
経
』
二
巻
を
略

出
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ

の
経

典

0

は
、
ロ
ー
カ
ク
シ
ェ
ー

マ
訳

『
道
行
般
若
経
』
の
節
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な

い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は

「
空
の
思
想
」
を
人
び
と
に
わ
か
り
や
す
く
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
節
略
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

こ
の
経
典

の
節
略
に
よ

っ
て
、
そ
の
思
想
内
容

は
、
少
な
く
と
も
当
時
の
人
び
と

に
よ

っ
て
い
く
ら
か
理
解
さ
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
お
も
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

『
道
行
般
若
経
』

二
巻
は
、
衛
士
度
に
よ

っ
て
ど
こ
で
略
出
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
文
献

の
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

し
か
し

『
道
行
般
若
経
』
二
巻
は
、
晋
の
恵
帝
の
こ
ろ
首
都
洛
陽
に
お
い
て
略
出

さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
、
長
安
に
お
い
て

は
す
で
に
精
舎
が
造
築
さ
れ
て
、
仏
典
の
講
説
や
仏
道
の
修
行
が
お
こ
な
わ
れ
て

⑫

い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
衛
士
度
は
長
安
に
お
い
て
仏
典
の
研
究
講
説
に

従
事
し
て
、
そ
こ
で
、
こ
の
経
典

の
略
出
を
お
こ
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
か
れ
に
よ
る
こ
の
経
典
の
略
出
は
、
洛
陽

申
国
に
お
け
る

『
般
若
経
』
の
研
究
講
説

ま
た
は
長
安
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
と
お
も
わ
れ
る
。

ま
た
、
衛
士
度
は
、
現
存
の
文
献
中
に
み
ら
れ
る
中
国
人
と
し
て
は
最
初
の
浄

土
教
信
者
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

支
孝
竜
は
、
淮
陽

(江
蘇
省
淮
陰
県
西
南
)
の
入
で
、
正
確
な
生
存
年
時
は
明

ら
か
で
な
い
が
、
晋
時
代
の
人
で
あ
る
。
か
れ
は
つ
ね
に

『
般
若
経
』

(小
品
)

⑬

を
熟
読
玩
味
し
て
自
己
の
心
要
と
し
て
い
た
と
い
う
。
か
れ
は
陳
留

(河
南
省
陳

留
県
)
の
阮
瞻
や
潁
川

(河
南
省
許
昌
県
)
の
庚
凱
と
知
音
の
交
わ

り

を

結

ん

で
、
八
達
、
す
な
わ
ち
八
人
の
達
士
の
ひ
と
り
に
数
え
ら
れ
て
い
た
。

晋
の
太
安
二
年

(
三
〇
三
)
に
、
支
孝
竜
は
竺
叔
蘭
に
つ
い
て

一
度
に
五
部
の

『放
光
般
若
経
』
を
書
写
し
て
、
そ
れ
ら
の
校
訂
を
お
こ
な

っ
て
定
本
を
作
製
し

0た
。
こ
の

『
放
光
般
若
経
』
が
竺
叔
蘭
と
無
羅
叉
と
に
よ

っ
て
訳
出

さ

れ

た

の

は
、
晋
の
元
康
元
年

(
二
九

一
)
の
こ
と
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
の
経
典
の
校
訂
が

お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
訳
出
さ
れ
て
か
ら
約
十
二
年
後
の
こ
と

で

あ

っ

た
。
そ
う
し
て
そ
の
こ
ろ
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
は
依
然
と

し

て
豫

章

⑮

(浙
江
省
竜
泉
県
)
に
保
存
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
竺
叔
蘭
に
よ

っ

て

『放
光
般
若
経
』
が
訳
出
さ
れ
た
と
き
に
は
、
支
孝
竜
は
す
で
に
無
相
の
境
地

⑯

を
楽
し
ん
で
い
た
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
か
れ
は
そ
の

『
放
光
般
若
経
』
を
二

　

週
間
ば
か
り
で
読
ん
で
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
講
説
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
と
く
に
注
意
す

べ
き
こ
と
は
、
支
孝
竜
は
、
西
暦
二
九

一
年
に

『
放
光

般
若
経
』
が
訳
出
さ
れ
る
以
前
に
す
で
に

『
般
若
経
』
(小
品
)
の

「空
の
思
想
」

に
深
い
関
心
を
も

っ
て

研
究
を

つ
づ
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か

れ

は

三
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集

『
放
光
般
若
経
』
が
訳
出
さ
れ
る
と
ま
も
な
く
そ
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
か
れ
が

こ
れ
よ
り
も
以
前
に
す
で
に

「
空
の
思
想
」

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

、
そ
の
よ
う
な
素
地
を
も

っ
て
い
た
か
ら
で

あ

っ
た
。
そ
の
と
き
に
、
か
れ
が
す

で
に
無
相
の
境
地
を
楽
し
ん
で
い
た
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
考
え
て
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
支
孝
竜
は

『般
若
経
』
の
研
究
講
説
を
い
っ
た
い
ど
こ
で
お
こ
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
は
河
南
省
の
洛
陽
に
近
い
陳
留
の
阮
瞻
や
潁
川
の
庚

凱
と
親
し
く
交
わ

っ
て
お
り
、
ま
た
、
か
れ
が
活
躍
し
た
の
は
主
と
し
て
洛
陽
を

中
心
と
し
た
地
域
に
お
い
て
で
あ

っ
た
か
ら
、
か
れ
に
よ
る

『般
若
経
』
の
研
究

+1
説
は
、
主
と
し
て
こ
の
地
域
を
中
心
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
て
大
過
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
か
れ

に
よ
る
こ
の
経
典

の
研
究
講
説
は
、
西
暦
二
九

〇
年
代
か
ら
三

1
O
年
代
に
か
け

て
の
時
期

に
お
い
て
最
も
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ

た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

康
僧
淵
は
、
そ
の
祖
先
は
中
央

ア
ジ
ア
の
出
身
で
あ
る
が
、
か
れ
自
身
は
長
安

で
生
ま
れ
た
。
か
れ
は
そ
の
正
確
な
生
存
年
時
は
不
明
で
あ
る
が
、
東
晋
時
代
の

人
で
あ
る
。
か
れ
は
イ
ン
ド
人
の
容
貌
を
し
て
い
た
が
、
こ
と
ば
は
中
国
語
を
話

し
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
か
れ
は

『放
光
般
若
経
』

(大
品
)
や

『
道
行

⑬

般
若
経
』

(小
品
)
な
ど
を
読
誦
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
東
晋
の
成
帝

(
三

二
五
～
三
四
二
在
位
)
の
と
き

に
、
か
れ
は
康
法
暢
や
支
敏
度
ら
と
と
も
に
揚
子

江
を
渡

っ
た
。
の
ち
、
か
れ
は
豫
章
山

(浙
江
省
竜
泉
県
南
)
に
寺
を
建
て
て
、

そ
こ
で
、
つ
ね
に
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
原
典
の
理
解
に
つ
と
め
て
、
そ
こ
に
説
か
れ

て
い
る

「
空
の
思
想
」
が
き
わ
め
て
奥
深
く
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
も

っ

四

⑲

ば
ら
講
説
し
た
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
は
多
く
の
学
者
た
ち
が
中
国
各
地

⑳

か
ら
集
ま

っ
て
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
東
晋
時
代
に
浙
江
省
の
豫
章
山
に
お
い
て
、
康
僧
淵
が
サ
ン
ス

ク
リ

ッ
ト
原
典

に
も
と
つ
い
て
も

っ
ぱ
ら

「空
の
思
想
」
を
講
説
し
た
と
い
う
こ

と
は
、
注
目
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
長
安
で
生
ま
れ
た
の
で
、
か
れ
が
生

ま
れ
な
が
ら
に
し
て
中
国
語
を
話
し
た
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
祖
先
は
中
央

ア
ジ

ア
の
出
身
で
あ

っ
た
か
ら
、
か
れ
自
身
は
異
国
的
な
家
庭

の
雰
囲
気
の
な
か

で
育

っ
て
、
中
央

ア
ジ
ア
の
諸
言
語
に
精
通
す
る
と
と
も
に
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
曲
ハに
通
暁
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と

お

も

わ

れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

か
れ
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
に
も
と
つ
い
て

「空

の

思

想
」
を
講
説
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

竺
道
潜
は
、
字
を
法
深
、
俗
姓
を
王
と
い
い
、

瑯
鄒

(安
徽
省
瑯
鄒
)

の

入

で
、
晋
の
丞
相
武
昌
郡
公
敦
の
弟
で
あ

っ
た
。
か
れ
は
晋
の
太

康

七

年

(二
八

六
)
に
生
ま
れ
、
東
晋
の
寧
康
二
年

(
三
七
四
)
に
八
十
九
歳
で
歿
し
た
。
か
れ

は
十
八
歳
で
出
家
し
て
、
中
州

(山
東
省
臨
清
県
)
の
劉
元
真
に
師
事
し
た
。
か

れ
は
二
十
四
歳
に
な

っ
て

『
法
華
経
』
や

『
般
若
経
』

(大
品
)
の
講
説
を
お
こ

な

っ
た
。
か
れ
は
す
で
に
そ
の
思
想
を
深
く
理
解
し
て
い
て
、
そ
れ
を
巧
み
に
説

a

い
た
の
で
、
集
ま
る
聴
講
者
は

つ
ね
に
五
百
入
を
数
え
た
と
い
う
。

晋
の
永
嘉
の
初
め

(
三
〇
七
)
に
、
竺
道
潜
は
戦
乱
を
避
け
て
揚
子
江
を
渡

っ

て
江
南
に
お
も
む
い
た
。
そ
こ
で
、
か
れ
は
中
宗
元
皇
、
粛
祖
明
帝
、
丞
相
王
茂

お
よ
び
太
尉
庚
元
規
な
ど
に
よ

っ
て
欽
仰
さ
れ
、
友
人
と
し
て
尊
敬
さ
れ
た
。
そ

う
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
が
亡
く
な
る
と
、
か
れ
は
刻
山

(浙
江
省
燥
県
西
北
)
に



隠
棲
し
た
が
、
し
か
し
、
道
を
求
め
て
人
び
と
が
か
れ
の
あ
と
を
追

っ
て
集
ま

?

て
き
た
の
で
、
か
れ
は
つ
い
に
、
そ
こ
で
、
三
十
年
以
上
に
わ
た

っ
て
諸
大
乗
経

⑳

曲
ハや

『
老
荘
』
の
思
想
を
講
説
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

哀
帝

(
三
六

一
～
三
六
五
在
位
)
が
仏
教
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
竺
道

潜
は
建
康

(南
京
)
に
招
か
れ
て
、
宮
廷
に
お
い
て

『
般
若
経
』
(大
品
)
の
講
説

　

を
お
こ
な

っ
た
が
、
そ
の
講
説
は
ひ
じ
ょ
う
に
評
判
が
よ
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の

後
、
か
れ
は
各
地
を
遊
歴
し
た
が
、
日
頃
の
願
い
は
と
げ
ら
れ
ず
、
け

っ
き
ょ
く

劃
の
仰
山

(浙
江
省
新
昌
県
東
)
へ
帰

っ
て
、
そ
こ
で
仏
典
の
研
究
講
説
に
従
事

し
て
生
涯
を
終
わ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
竺
道
潜
は
二
十
四
歳
に
な

っ
て

『法
華
経
』
や

『
般
若
経
』
の

講
説
を
お
こ
な

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
か
れ
が
二
十
四
歳
の
と
き
は
ち
ょ

う
ど
西
暦
三

一
〇
年
に
相
当
す
る
か
ら
、
か
れ
が
そ
れ
ら
の
諸
大
乗
経
典
を
講
説

し
た
の
は
、
西
暦
三

1
O
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
西
暦
三

一
〇
年

と
い
え
ば
、
か
れ
が
戦
乱
を
避
け
て
、
揚
子
江
を
渡

っ
て
、
江
南

へ
行

っ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
が

『
法
華
経
』
と
と
も
に

『般
若
経
』
の
講
説
を
お

こ
な

っ
た
の
は
、
主
と
し
て
江
南
に
お
い
て
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
沿

江
南
に
お
い
て
は
、
か
れ
は
浙
江
省
の
剣
山
に
隠
棲
し
て
、
そ
こ
で
三
十
年
以

上
に
わ
た

っ
て
、
諸
大
乗
経
曲
ハや

噛
老
荘
』
の
思
想
な
ど
を
講
説
し
た
と
い
わ
れ

て
い
る
か
ら
、
か
れ
が
こ
の
間
に

『
般
若
経
』
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
、
か
れ
は
哀
帝
の
と
き
に
建
康
に
招
か
れ
て

『
般
若
経
』
を
講
説
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
か
れ
に
よ

っ
て

『
般

若

経
』
の
思
想
的
影
響
が
建
康
を
中
心
と
し
て
江
南

一
帯
の
人
び
と
に
及
ん
だ
こ
と

は
、
疑
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

T

申
国
に
お
け
る

『般
若
経
』
の
研
究
講
説

竺
法
蘊
は
、
そ
の
出
身
地
も
生
存
年
時
も
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
竺
道
潜

と
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
晋
時
代

(
二
六
五
～
三

一
六
)
の
人
で
あ
る
。
か
れ
は
諸
大
乗
経
典
の
う
ち
で
も
と
く
に

『放

光

般

若

　

経
』
を
最
も
善
く
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
竺
法
蘊
は
ど
こ
で
こ
の

『放
光
般
若
経
』
の
研
究
講
説
に
従
事
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
代
に
は
、

『放
光
般
若
経
』
の
研
究
講
説
は
主
と
し

て
洛
陽
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
、
か
れ
に
よ
る

こ
の
経
典
の
研
究
講
説
も
ま
た
、
や
は
り
こ
の
地
域
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
と

考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

支
遁
は
字
を
道
林
と
い
い
、
本
姓
を
関
氏
と
い
い
、
陳
留

(河
南
省
陳
留
県
)

の
人
、
あ
る
い
は
河
東
林
慮

(河
南
省
林
県
)
の
人
で
あ
る
と
い
う
。
か
れ
は
幼

に
し
て
聰
明
秀
徹
、
初
あ
て
京
師
に
至
り
、
太
原
の
王
濛
、
陳
郡
の
殷
融
ら
に
重

ん
じ
ら
れ
た
。
家
は
世
々
仏
に
仕
え
て
い
た
が
、
か
れ
は
早
く
非
常
の
理
を
悟

っ

て
、
餘
杭
山

(江
蘇
省
呉
県
西
北
)
に
隠
居
し
て

『道
行
般
若
経
』
や

『慧
印
三

0

昧
経
』
な
ど
の
研
究
に
は
げ
ん
だ
。
か
れ
は
二
十
五
歳
で
出
家
し
て
、
講
肆
に
至

る
ご
と
に
よ
く
宗
会
を
標
し
た
。
か
れ
は
と
く
に
王
洽
、
劉
恢
、
殷
浩
、
許
詢
、

郡
超
、
孫
綽
、
桓
彦
表
、
王
敬
仁
、
何
次
道
宀
王
文
度
、
謝
長
遐
、
袁
彦
伯
ら
と

交
わ
り
を
結
ん
だ
が
、
か
れ
ら
は
い
ず
れ
も

一
代
の
名
流

で
あ

っ
た
。

支
遁
は
、
か
つ
て
白
馬
寺
に
お
い
て
劉
系
之
ら
と

『荘
子
」
の
遣
遙
篇
を
談
じ

て
、
そ
の
、注
釈
書
を
つ
く

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
群
儒
旧
学
で
歎
服
し
な
い
も

の
は
な
が

っ
た
と
い
う
。
の
ち
.、
支
遁
は
呉

(江
蘇
省
呉
県
)
に
帰

っ
て
支
山
寺

を
建
て
、
晩
年
に
刻

(浙
江
省
唾
県
)
に
入
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
王
義
之
が
会

稽

(浙
江
省
紹
興
県
)
に
い
た
が
、
か
れ
は
ま
だ
支
遁
の
名
声
を
信
じ
て
い
な
か

五



人

文

学
明
論

集

っ
た
。
し
か
し
、
王
義
之
は
支
遁
が
そ
こ
へ
や
っ
て
来
て
、
た
ま
た
ま

『荘
子
』

の
適
遙
篇
に
つ
い
て
講
説
し
て
い
る
の
を
聞
き
、
そ
の
才
藻
に
驚
絶
し
、
か
れ
を

招
請
し
て
霊
嘉
寺
に
住
せ
し
め
た
。

支
遁
は
に
わ
か
に
し
て
刻
山
に
入
り
、
沃
州
の
小
嶺
に
お
い
て
寺
を
建
て
て
行

道
し
、
百
余
の
僧
衆
は
つ
ね
に
か
れ
に
従

っ
て
教
え
を
受
け
た
と
い
う
。
ま
た
、

あ
る
人
が
、
支
遁
に
対
し
て
師
の
よ
う
に
俗
を
出
で
て
、
己
の
み
を
潔
く
す
る
の

は
兼
済
の
道
に
違
う
の
で
は
な
い
か
、
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
支
遁
は

『
釈
矇
論
』

を
著
わ
し
て
、
こ
れ
に
答
え
た
と

い
う
。
の
ち
、
支
遁
は
石
城
山

(浙
江
省
永
康

県
南
)
に
移

っ
て
、
棲
光
寺
を
立

て
た
。
か
れ
は
そ
の
山
門
に
宴
坐
し
て
木
喰
澗

飲
し
、
志
を
無
生
に
遊
ば
し
め
、

『
安
般
』

『
四
禅
』
の
諸
経
お
よ
び

『
即
色
遊

玄
論
』

『
聖
不
弁
知
論
』

『
道
行
旨
帰
』

『
学
道
誠
』
な
ど
を
注
釈
し
た
。

晩
年
に
、
支
遁
は
山
陰

(浙
江
省
紹
興
県
西
)
に
出
て

『維
摩
経
』
を
講
説
し

た
が
、
そ
の
と
き
に
師
自
身
は
法
師
と
な
り
、
許
詢
は
都
講
と
な

っ
た
。
東
晋
の

哀
帝

(
三
六

一
～
三
六
五
在
位
)
が
即
位
す
る
と
、
支
遁
は
し
き
り
に
両
使
を
遣

わ
し
て
徴
請
さ
れ
、
都
に
出
て
東
安
寺
に
止
ま

っ
て
、
『
道
行
般
若
経
』
を
講
説
し

Dた
。
か
れ
は
京
師
に
三
年
滞
在
し
て
、
上
書
し
て
刻
山
に
帰
り
、
の
ち
、
病
が
重

く
な

っ
た
の
で
、
餘
姚

(浙
江
省
餘
姚
県
)
の
塢
山
に
住
し
、
東
晋
の
太
和
元
年

(
三
六
六
)
閏
四
月
四
日
に
五
十

三
歳
で
亡
く
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
支
遁
は
江
南
の
建
康

(南
京
)
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
い
て

『
道
行
般
若
経
』
の
研
究
講
説
を
お
こ
な

っ
て
、
人
び
と
の
思
想
信
仰
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

子
法
開
は
、
そ
の
出
身
地
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
生
存
年
時
も
明
確

で
は
な
い
が
、
東
晋
時
代

(
三

一
七
～
四
二
〇
)
の
人
で
あ
る
。
か
れ
は
子
法
蘭

六
N

に
師
事
し
て
、

『
放
光
般
若
経
』
や

『
法
華
経
』
を
善
く
し
、
ま
た
釈
尊
の
時
代

の
名
医
で
あ
る
ジ
ー
ヴ

ァ
カ

(J
iv
a
k
a
耆
婆
)
を
祖
述
し
て
、
医
術
に
長

じ

て

い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
は
、
升
平
五
年

(三
六

一
)
に
穆
帝
が
病
気
に
な

り
、
そ
の
脈
を
視
た
が
、
回
復
の
見
込
み
の
な
い
こ
と
を
知

っ
て
ふ
た
た
び
宮
廷

に
入
ら
な
か

っ
た
。
そ
う
し
て
、
帝
は
に
わ
か
に
崩
じ
た
と
い
う
。
ま
た
、
か
れ

は
難
産
に
悩
ん
で
い
る
婦
人
を
羊
肉
と
針
で
治
し
た
と
い
う
。

の
ち
、
か
れ
は
刻
県
の
石
城
山
に
帰

っ
て
、
元
華
寺
に
住
し
、
そ
の
の
ち
白
山

⑳

の
霊
鷲
寺
に
移

っ
た
。
か
れ
は
つ
ね
に
支
遁
と
即
色
空
の
義
を
争

っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
か
れ
は
弟
子
の
法
威
を
し
て
支
遁
を
論
難
せ
し
め
、
つ
い
に
支
遁
を
屈
服

せ
し
め
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
か
れ
が
い
か
に

『般
若
経
』
の
思
想
に
通

じ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
か
れ
が

M

哀
帝
の
と
き
に
勅
命
に
よ

っ
て

『
放
光
般
若
経
』
を
講
説
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
か
れ
は
建
康
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
い

て

『
般
若
経
』
の
研
究
講
説
に
従
事
し
て
、
入
び
と
の
思
想
信
仰
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

竺
法
汰
は
、
東
莞

(広
東
省
東
莞
県
)
の
人
で
、
わ
か
く
し
て
道
安
と
同
学
で

あ

っ
た
。
そ
の
後
、
か
れ
は
戦
乱
を
避
け
て
、
道
安
と
と
も
に
新
野

(河
南
省
新

野
県
)

へ
行

っ
た
。
戦
乱
の
な
か
で
仏
道
の
修
行
に
は
げ
む
こ
と
は

む

ず

か

し

く
、
道
安
の
見
解
に
従

っ
て
、
同
学
の
竺
法
汰
は
建
康

(南
京
)
へ
お
も
む
き
、

同
じ
く
同
学
の
釈
法
和
は
蜀

(四
川
省
)

へ
行

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
教
化
活
動
を
お
こ

な

っ
た
。
道
安
は
弟
子
の
慧
遠
な
ど
四
百
人
あ
ま
り
と
と
も
に
襄
陽

(湖
北
省
襄

陽
県
)
に
お
も
む
い
た
。

当
時
、
道
恒
と
い
う
沙
門
が
い
て
心
無
義
を
主
張
し
、
そ
れ
が
荊
州

(湖
北
省



襄
陽
県
)
に
お
い
て
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
竺
法
汰
は
こ
れ
を
邪
説
と

@

な
し
、
名
僧
を
集
め
て
、
弟
子
の
曇

一
を
し
て
こ
れ
を
論
難
せ
し
め
た
。
慧
遠
も

M

ま
た
こ
の
説
に
従

っ
た
た
め
に
、
心
無
義
は
止
ん
だ
と
い
う
。

の
ち
、
竺
法
汰
は
建
康
の
瓦
官
寺

に
止
ま

っ
て
、
仏
典
の
講
説
に
従
事
し
て
い

た
が
、
と
く
に
、
東
晋
の
簡
文
帝

(
三
七

一
～
三
七
二
在
位
)
は
か
れ
を
深
く
尊

0

敬
し
、
重
ね
て
か
れ
を
招
請
し
て

『
放
光
般
若
経
』
を
講
説
せ
し
め
た
。
開
題
の

大
会
に
は
、
帝
が
親
し
く
臨
幸
し

、
王
侯
公
卿
で
集
ま
ら
な
い
も
の
は
な
か

っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
開
講

の
日
、
黒
白
観
聴
し
て
、
士
女
群
を
な
し
、

諮
稟
の
門
徒
は
、
順
次
に
席
を
駢

べ
、
ltl呉

1
帯

(浙
江
省
の
呉
興
を
中
心
と
し

た
地
域
)
か
ら
千
数
百
人
の
人
び

と
が
集
ま

っ
て
来
た
と
い
う
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
竺
法
汰
が
建
康
に
お
い
て

『般
若
経
』
の
講
説
を
お
こ
な

っ

て
、
人
び
と
の
思
想
信
仰
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
よ

く
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
か
れ
は
東
晋
の
太
元
十
二
年

(
三
八
七
)
に
六

十
八
歳
で
亡
く
な

っ
た
。

竺
僧
敷
は
、
そ
の
氏
族
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
生
存
年

時
も
明
確
で
は
な
い
が
ほ
ぼ
道
安
と
同
時
代
の
人
で
あ
る
。
か
れ
は
、
仏
教
の
諸

　

経
曲
ハに
精
通
し
て
、

『
放
光
般
若
経
』
と

『
道
行
般
若
経
』
を
最
も
善
く
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
は
、
西
晋
末

(ご
二

六
)
の
乱
に
、
江
南
に
移
住
し
、

首
都
建
鄰

(南
京
)
の
瓦
官
寺
に
止
ま

っ
て
、
そ
こ
で
盛
ん
に
仏
典
の
講
説
を
お

こ
な

っ
た
。
建
鄰
在
住
の
層
僧
で
か
れ
に
推
服
し
な
い
も
の
は
な
か

っ
た

と

い

う
。
ま
た
、
当
時
、
瓦
官
寺
の
沙
門
道
嵩
は
、
か
れ
自
身
す
ぐ
れ
た
学
僧
で
あ

っ

た
が
、
道
安
に
書
を
与
え
て
、

「
敷
公
の
研
微
秀
発
な
る
、
わ
れ
ら
の
及
ぶ
と
こ

⑯

う
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
も
、
竺
僧
敷
が
い
か
に
す
ぐ
れ

申
国
に
お
け
る

『般
若
経
』
の
研
究
講
説

た
学
僧
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

当
時
、
竺
僧
敷
は
異
学
の
徒
に
よ

っ
て
も
尊
敬
さ
れ
て
い
た
。
か
れ
は

『
神
無

形
論
』
を
著
わ
し
て
、

「
形
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
数
あ
り
。
数
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
尽

あ
り
。
神
す
で
に
尽
な
し
。
ゆ
え
に
知
る
形
な
き
を
」
と
言

っ
て
、
人
び
と
と
論

争
し
た
が
、
け

っ
き
ょ
く
、
か
れ
ら
に
よ

っ
て
信
服
さ
れ
た
。
の
ち

に
、

か

れ

M

は

『
放
光
般
若
経
』
や

『
道
行
般
若
経
』
な
ど
の
注
釈
書
を
著
わ
し
た
。
そ
う
し

て
、
か
れ
は
瓦
官
寺
に
お
い
て
七
十
余
歳
で
亡
く
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
竺
僧
敷
は
、
西
晋
末
に
江
南
に
移
住
し
て
、
首
都
建
郭
の
瓦
官

寺
に
お
い
て
盛
ん
に
仏
典
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で

は
、
か
れ
は
そ
こ
で
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
仏
典
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
か
れ
は
諸
経
典
の
な
か
で
も

『
放
光
般
若
経
』
と

『
道
行
般
若
経
』
を

最
も
善
く
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
か
れ
は
こ
れ
ら
の

『
般
若
経
』

の
注
釈
書
を
著
わ
し
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
が
瓦
官
寺
に
お
い
て
お
こ
な

っ

た
仏
典
の
研
究
講
説
は
主
と
し
て

『
般
若
経
』
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と

考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

道
安
は
、
俗
姓
を
衛
氏
と
い
い
、
常
山
扶
柳

(河
北
省
冀
県
)
の
人
で
、
家
は

世

々
英
儒
で
あ

っ
た
。
か
れ
は
十
二
歳
で
出
家
し
た
が
、
形
貌
が
は
な
は
だ
醜
陋

で
あ

っ
た
た
め
に
、
師
に
よ

っ
て
重
ん
じ
ら
れ
な
か

っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
か

れ
は
田
舎
で
駆
役
せ
ら
れ
る
こ
と
数
年
、
の
ち
に

『
弁
意
経
』
を
闇
誦
し
、

『
成

具
光
明
経
』
を
覆
誦
す
る
に
お
よ
ん
で
、
初
め
て
そ
の
才
学
を
認
め
ら
れ
た
。
か

れ
は
す
で
に
具
足
戒
を
受
け
、
鄰
城

(河
南
省
臨
潼
県
西
)
の
中
寺
に
お
も
む
い

て
仏
図
澄
に
師
事
し
、
と
き
に
師
の
講
説
を
覆
説
し
、
疑
難
を
挫
解
し
た
。

つ
い
で
、
道
安
は
諸
方
に
遊
学
し
て
、
つ
ぶ
さ
に
経
律
を
求
め
、
の
ち
に
戦
乱

七



人

文

学

論

集

を
漫
沢

(山
西
省
陽
城
県
)
に
避
け

て
、
竺
法
済
お
よ
び
支
曇
の

『
陰
持
入
経
』

の
講
説
を
聞
い
た
。
ま
た
、
か
れ

は
同
学
の
竺
法
汰
と
と
も
に
飛
竜
山

(湖
北
省

麻
城
県
北
)
に
憩
い
、
兼
ね
て
僧
先
や
道
護
と
交
わ
り
を
結
ん
だ
。

つ
い
で
、
か

れ
は
太
行
の
恆
山

(河
北
省
曲
陽
県
西
北
)
に
入
り
、
寺
塔
を
創
立
し
て
教
化
活

動
に
従
事
し
た
。
と
き
に
、
慧
遠
ら
が
や

っ
て
来
て
か
れ
の
門
に
投
じ
、
か
れ
は

ま
た
武
邑
の
太
守
盧
歃
の
た
め
に
仏
典
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
。

か
れ
は
四
十
五
歳
の
と
き
に
冀
部

に
帰

っ
て
受
都
寺
に
住
し
、
徒
衆
数
百
を
領

し
た
と
い
う
。
東
晋
の
永
和
五
年

(三
四
九
)
に
後
趙
の
石
虎
が
卒
し
、
石
遵
が

嗣
い
で
立
つ
と
、
道
安
は
招
請
を
受

け
て
華
林
園
に
入

っ
た
。
の
ち
、
国
運
が
傾

く
に
お
よ
ん
で
、
道
安
は
西
の
か
た
牽

口
山
に
行
き
、
ま
た
冉
閔
の
乱
に
会

っ
て

王
屋
の
女
休
山

(河
南
省
済
源
県
西
)
に
入
っ
た
。
つ
い
で
、,
か
れ
は
陸
渾

(河

南
省
嵩
県
)
に
お
い
て
山
棲
木
食
し

て
い
た
が
、
に
わ
か
に
慕
容
俊
が
陸
渾
に
逼

っ
た
の
で
、
か
れ
は
慧
遠
ら
四
百
余

人
を
率
い
て
襄
陽

(湖
北
省
襄
陽
県
)
に
至

っ
た
。

襄
陽
で
は
、
習
鑿
歯
が
道
安
を
尋
ね
て
、
み
ず
か
ら

「
四
海
の
習

鑿

歯

で

あ

る
」
と
称
し
た
と
い
い
、
こ
れ
に
答
え
て
、
道
安
は

「
弥
天
の
釈
道
安
で
あ
る
」

と
述

べ
た
と
い
う
。
こ
れ
を
聞
い
た
当
時
の
人
び
と
は
、
こ
れ
は
ま
さ
し
ぐ
名
答

で
あ
る
と
い
っ
て
感
心
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
と
く
に
注
意
す
べ
き
こ

と
は
、
道
安
が
襄
陽
に
十
五
年
滞
在
し
て
、
そ
の
間
に
毎
年
つ
ね
に
二
凰

『放
光

M

般
若
経
』
を
講
説
し
て
、
か
つ
て
そ
れ
を

一
度
も
廃
止
し
た
こ
と
が
な
か

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
か
れ
は
長
安
に
出
て
四
年
を
過
ご
し
た
が
、
こ
こ

で
も
ま
た
こ
の
経
典
を
毎
年
二
回
講
説
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。.
こ

の
,よ
う

@

に
、
か
れ
は
こ
の
経
典
の
講
説
を
休
止
し
た
こ
と
は
な
か

っ
た
と
い
う
。

八

と

こ
ろ

が

、

道

安

は

、

こ

の
経

典

を

講

説

す

る

た
び

ご

と

に

、
句

が

滞

り

首

尾

に
隠

没

が

あ

る

の

で
、

そ

の
都

度

、
経

典

を

お

い

て
深

思
し

、

『
般

若

経

』

の
翻

訳

者

で
あ

る

敦
煌

出

身

の
ダ

ル

マ

ラ
ク

シ

ャ
や

コ
ー

タ

ン
出

身

の

モ

ク

シ

ャ
ラ
な

　

ど
に
会
え
な
か

っ
た
こ
と
を
恨
ん
だ
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
か
れ
は
東
晋
の
太
元

十
年

(三
八
五
)
に
七
十
二
歳
で
亡
く
な

っ
た
。

四

後
秦
の
弘
始
三
年

(
四
〇

一
)
に
、
中
央
ア
ジ
ア
出
身
の
大
乗
仏
教
学
者
ク

マ

ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ

(K
u
m
�
ra
jiv
a
鳩
摩
羅
什
)
は
、
国
都
長
安
に
や

っ
て
来
て
、

仏
典
の
翻
訳
活
動
に
従
事
し
て
、
中
国
仏
教
の
発
展
に
大
い
に
貢
献
し
た
が
、
か

れ
以
後
に
、

『
般
若
経
』
の
研
究
講
説
は
中
国
で
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
か
た

ち
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
の
こ
ろ
、
お

よ
び
そ
れ
以
後
に
中
国
に
お
い
て

『
般
若
経
』
の
研
究
講
説
に
関
係
の
あ

っ
た
人

物
と
し
て
は
、
僧
叡
、
曇
影
、
道
生
、
道
融
、
慧
亮
、
曇
諦
、
法
瑤
、
曇
度
、
慧

基
、
慧
約
、
宝
亮
、
智
蔵
、
法
通
、
法
令
、
慧
勇
、
お
よ
び
道
弁
な
ど
が
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

僧
叡
は
、
魏
郡
長
楽

(河
北
省
冀
県
)
の
人
で
、
十
八
歳
の
と
き

に

出

家

し

て
、
僧
賢
法
師
の
弟
子
に
な

っ
た
。
か
れ
は
二
十
二
歳
で
ひ
ろ
く
経
論
に
通
じ
、

泰
山

(山
東
省
泰
安
県
北
)
の
僧
朗
法
師
の
『
放
光
般
若
経
』
の
講
説
を
き
い
て
、

師
に
認
め
ら
れ
た
。
か
れ
は
、
二
十
四
歳
に
な
る
と
、
各
地
を
遊
歴
し
て
仏
曲
ハの

講
説
を
お
こ
な

っ
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
国
に
は
ま
だ
禅
法
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
深

く
嘆
い
て
い
た
が
、
後
秦
の
弘
始
三
年

(四
〇

一
)
十
二
月
に
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ



ア
が
長
安
に
や

っ
て
来
る
と
、
そ
の
六
日
目
か
ら
禅
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
禅
三
昧
経
』
が
訳
出
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
僧
叡
は
ク

マ
ー
ラ
ジ

ー
ヴ

ァ
の
訳
経
に
参
加
し
て
、

『
法
華
経
』
な

ど
の
諸
大
乗
経
典
を
訳
出
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
は
ダ
ル
マ

ラ
ク
シ
ャ
訳
の

『法
華
経
』
の

「天

見
人
、
人
見
天
」
と
い
う
訳
語
を
み
て
、
こ

れ
は
あ
ま
り
に
も
直
訳
に
す
ぎ
る
と
い

っ
た
と
こ
ろ
、
僧
叡
が
そ
れ
で
は
そ
れ
を

「
人
天
交
接
、
両
得
相
見
」
と
訳
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま

ま
訳
語
と
し
て
採
用
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ば
の
う
ち
に
、
僧
叡
の

学
識
の
豊
か
さ
の

一
面
が
よ
く
う
か
が
わ
れ
る
。
の
ち
に
ま
た

『成
実
論
』
の
翻

訳
が
完
成
し
た
と
き
に
、
僧
叡
は
初

め
て
こ
れ
を
講
説
し
た
が
、
そ
の
趣
意
の
説

明
ぶ
り
は
な
か
な
か
立
派
で
、
そ
れ
は
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
の
考
え
と
ま
っ
た
く

同
じ
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
、
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
は

「僧
叡
ど
会

っ
て
経
論

を
伝
訳
す
る
な
ら
ば
、
真
に
恨
む
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
い

っ
て
、
か
れ
を
秡
讃
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

、

僧
叡
は
数
多
く
の
経
序
を
作
製

し
た
が
、
そ
の
な
か
に

「
小
品
経
序
」
と

「
大

⑩

晶
経
序
」
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
か
れ
が

『般
若
経
』
に
対
し
て
い
か
に

強
い
関
心
を
も

っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ

に
よ

っ
て
後
秦

の
弘
始
五
年

(四
〇
三
)
四
月
二
十
三
日
に

『摩
訶
般
若
波
羅
蜜

@

経
』
二
十
七
巻
が
訳
出
さ
れ
、
ま
た
弘
始
十
年

(四
〇
八
)
二
月
六
日
に

『
小
品

@

般
若
波
羅
蜜
経
』
十
巻
が
訳
出
さ
れ
る
と
、
僧
叡
は
長
安
の
仏
教
界
に
お
い
て
諸

大
乗
経
典
と
と
も
に
こ
れ
ら
の
経
典

の
研
究
講
説
を
お
こ
な

っ
て
、
人
び
と
の
思

想
信
仰
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を

与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

曇
影
は
そ
の
出
身
地
は
不
明
で
あ
る
が
、
孤
独
を
愛
し
貧
に
安
ん
じ
て
、
も

っ

申
国
に
お
け
る
『
般
若
経
』
の
研
究
講
説

ば
ら
学
問
に
志
し
て
い
た
と
い
う
。
か
れ
は

『
正
法
華
経
』
や

『光
讃
般
若
経
』

を
よ
く
講
説
し
た
が
、
そ
の
講
説
の
た
び
ご
と
に
千
数
百
人
の
人
び
と
が
集
ま
っ

@た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、か
れ
は
関
中
に
入

っ
た
が
、
そ
こ
で
秦
の
姚
興

に
よ

っ
て
格
別
の
礼
遇
を
与
え
ら
れ
た
。
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
が
長
安

へ
や
っ
て

来
た
と
き
に
は
、
曇
影
は
早
速
か
れ
の
と
こ
ろ
へ
行

っ
て
、
か
れ
に
師
事
し
た
。

ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
は
姚
興
に
向
か

っ
て
、
曇
影
の
こ
と
を
、

「昨
日
、
影
公

に
会

っ
た
が
、
か
れ
は
こ
の
国
の
風
流
標
望
の
僧
で
あ
る
」
と
い
っ
て
褒
め
称
え

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
曇
影
の
僧
と
し
て
の
人
柄
の

一
面
が
よ
く
う
か

が
わ
れ
る
。
か
れ
は
長
安
の
適
遙
園
に
お
い
て
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
の
仏
典
の
翻

訳
の
仕
事
を
鋤
け
て
い
た
が
、
後
秦
の
弘
始
八
年

(四
〇
六
)
に
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー

ヴ

ァ
に
よ

っ
て

『
妙
法
蓮
華
経
』
が
訳
出
さ
れ
る
と
、
か
れ
は
も
と
も
と
西
晋
の

ダ
ル
マ
ラ
ク
シ
ャ
訳
の

『
正
法
華
経
』
を
最
も
重
要
視
し
て
い
た
の
で
、
早
速
、

ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
訳
の

『妙
法
蓮
華
経
』
の
注
釈
を
お
こ
な

っ
て
、

『
法
華
・義

疏
』
四
巻
を
著
わ
し
た
。

、

こ
の
よ
う
に
、
曇
影
は
ダ
ル
マ
ラ
ク
シ
ャ
訳
の

『
正
法
華
経
』
を
最
も
重
要
視

し
て
、
そ
れ
を
研
究
し
た
が
、
ま
た

『
光
讃
般
若
経
』
を
よ
く
講
説
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
か
れ
が

『
光
讃
般
若
経
』
な
ど
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
た
び
ご
と
に
千
数
百
人
の
人
び
と
が
集
ま
っ
て
来
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
ら
て
、
か
れ
が
長
安
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
い
て

噛
光
讃
般
若
経
』
を
講
説
し
て
、
人
び
と
の
思
想
信
仰
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

道
生
は
、
俗
姓
を
魏
氏
と
い
い
、
彭
城

(江
蘇
省
銅
山
県
)
の
人
で
、
竺
法
汰

に
つ
い
て
仏
教
を
学
ん
で
、
の
ち
に
み
ず
か
ら
竺
を
姓
と
し
た
。
か
れ
は
十
五
歳

九



人

文

学

論

集

の
と
き
に
講
座
に
の
ぼ
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
て
い
る
。
最
初
、
か
れ
は
建
康

(南
京
)
の
竜
光
寺
に
住
し
、
つ

い
で
東
晋
の
隆
安
年
問

(
三
九
七
～
四
〇

一
)
に
廬
山

(江
西
省
九
江
県
)
に
入

っ
て
、
そ
こ
に
七
年
間
に
わ
た

っ
て
幽
棲
し
た
。
か
れ
は
、
仏
教
の
本
質
を
究
め

る
こ
と
を
最
も
重
要
視
し
て
、
ひ
ろ
く
経
論
を
求
め
て
仏
教
の
研
讃

に

つ
と

め

た
。
当
時
、
長
安
に
お
い
て
は
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
が
仏
教
経
論
の
翻
訳
に
つ
と

め
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
知

っ
た
道
生
は
、
慧
叡
、
慧
厳
お
よ
び
慧
観
な
ど
と
と

も
に
長
安

へ
行

っ
て
、
ク
マ
ー
ラ
ジ

ー
ヴ

ァ
に
つ
い
て
仏
教
を
学
ん
だ
。

そ
う
し
て
、
道
生
は
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
門
下
の
四
傑

の

一
人
に
数
え
ら
れ
る

ほ
ど
有
名
に
な

っ
た
が
、
師
が
亡
く
な
る
と
、
東
晋
の
義
熙
五
年

(四
〇
九
11
後

秦
の
弘
始
十

一
年
)
に
建
康

へ
帰

っ
て
青
園
寺
に
止
ま
り
、
そ
こ
で
仏
曲
ハの
研
究

講
説
に
従
事
し
た
。
か
れ
は
宋
の
武
帝

(四
二
〇
～
四
二
二
在
位
)
に
深
く
重
ん

じ
ら
れ
、
王
弘
、
茫
泰
、
顔
延
之
な
ど
も
ま
た
か
れ
に
道
を
尋
ね
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
後
、
か
れ
は
法
顕
訳
の
六
巻

『
泥
沍
経
』
を
読
ん
で
、
闡
提
成
仏
説

や
頓
悟
説
な
ど
の
新
学
説
を
唱
え
た
た
め
に
、
旧
説
を
墨
守
す
る
保
守
的
な
学
徒

の
譏
忿
に
触
れ
て
、
つ
い
に
建
康
仏
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

っ
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
座
し
て
歿
し
た
。

道
生
は
、
長
安
に
お
い
て
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
の
指
導
の
も
と
に
諸
大
乗
経
典

が
翻
訳
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
訳
場
に
列
席
し
た
。
そ
う
し
て
、
か
れ
は
諸
大

乗
経
典
の
注
釈
書
と
と
も
に
『
般
若
経
』
(小
晶
)
の
注
釈
書
を
著
わ
し
た
が
、
そ
れ

�ら
の
注
釈
書
は
世
の
人
び
と
に
ひ
じ

ょ
う
に
尊
重
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

『
般
若
経
』
の
注
釈
書
は
い
つ
ご
ろ
ど
こ
で
著
わ
さ
れ
た
と
考
え

一
〇

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
道
生
は
西
暦
四
〇
七
年
に
長
安
を
去

っ
て
南

へ
帰

っ
た
か

ら
、
か
れ
が
長
安
に
お
い
て
こ
の
経
典
の
注
釈
書
を
著
わ
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
そ
れ
で
、
か
れ
は
長
安
に
お
い
て
は
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
の
指
導
の
も
と
に

諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『般
若
経
』
の
研
究
を
お
こ
な

っ
た
が
、
か
れ
は
そ
こ
で

は
た
だ
そ
の
研
究
に
参
加
し
た
だ
け
で
あ

っ
て
、
西
暦
四
〇
七
年
に
長
安
を
去

っ

た
の
ち
に
、
ゆ

っ
く
り
と
そ
の
と
き
の
研
究
成
果
に
も
と
つ
い
て
そ
の
注
釈
書
を

著
わ
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

東
晋
の
義
煕
三
年

(四
〇
七
)
に
、
道
生
は
長
安
か
ら
建
康

へ
帰

っ
て
、
二
十

数
年
間
そ
こ
で
生
存
し
て
い
た
が
、
そ
の
間
に
、
か
れ
は
諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『
般
若
経
』

(小
品
)
の
研
究
講
説
を
お
こ
な

っ
て
、
建
康
仏
教
界
の
人
び
と
の

思
想
信
仰
に
測
り
知
れ
な
い
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
か
れ
は
晩

年
に
三
年
間
ほ
ど
廬
山
に
滞
在
し
た
が
、
そ
こ
で
も
、
か
れ
に
よ
る

『
般
若
経
』

の
思
想
的
影
響
は
か
な
り
顕
著
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

道
融
は
、
汲
郡
林
慮

(河
南
省
汲
県
)
の
人
で
、
十
二
歳
で
出
家
し
て
最
初
に

外
学
を
学
ん
で
、

『
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

っ
て
才
解
英
絶
し
、
内
外
の
経
書
を
究
め
た
が
、
中
央
ア
ジ
ア
出
身

の
仏
教
学
者
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
が
長
安
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
、
そ

こ
へ
行

っ
て
か
れ
に
教
え
を
請
う
た
。
か
れ
は
姚
興
の
命
に
よ

っ
て
適
遙
園
に
入

っ
て
、
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
の
仏
典

の
翻
訳
事
業
に
参
加
し
た
。
そ
の
と
き
に
ま

ず
、
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
に

『
菩
薩
戒
本
』
の
訳
出
を
懇
請
し
、
ま
た
み
ず
か
ら

新
た
に
訳
出
さ
れ
た
諸
大
乗
経
論
を
講
説
し
た
。

そ
の
後
、
道
融
は
彭
城

(江
蘇
省
銅
山
県
)

へ
帰

っ
て
、
も

っ
ぱ
ら
仏
典
の
講

説
に
従
事
し
た
が
、
道
を
問
う
者
は
千
有
余
人
、
門
徒
は
三
百
人
に
及
ん
だ
と
伝



え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
か
れ
は
多
数
の
仏
曲
ハの
研
究
講
説
を

お

こ
な

っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
仏
典
の
注
釈
書
を
著
わ
し
た
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
の
注
釈

書
は
い
ず
れ
も
世
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に

『般

⑮

若
経
』

(大
晶
)
の
注
釈
書
が
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

『
般
若
経
』
の
注
釈
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
歳
で
歿
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
ク

マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
が

⑯

長
安

へ
や

っ
て
き
た
西
暦
四
〇

一
年
に
は
三
十
歳
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
か

ら
、
か
れ
は
西
暦
三
七
二
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
ク

マ
ー

ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
の
歿
後
、
す
な
わ
ち
西
暦
四
〇

九
年
以
後
た
だ
ち
に
彭
城

へ
帰

っ
て
、
仏
曲
ハの
研
究
講
説
に
従
事
し
た
と
す
る
な

ら
ば
、
か
れ
は
西
暦
四
〇
九
年
か
ら
四
四
五
年
に
い
た
る
ま
で
の
三
十
六
年
間
そ

こ
で
仏
曲
ハの
研
究
講
説
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
か
れ
は
こ
の

間
に
彭
城
に
お
い
て

『般
若
経
』
の
注
釈
書
を
著
わ
し
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で

あ
ろ
う
。

慧
亮
は
、
俗
姓
を
姜
と
い
い
、
束
阿

(山
東
省
東
阿
県
)
の
靖
公
の
弟
子
と
な

っ
た
が
、
当
時
の
人
び
と
は
靖
公
を
大
師
と
よ
び
、
慧
亮
を
小
師
と
呼
ん
で
い
た

と
い
う
。
の
ち
に
、
慧
亮
は
臨
滔

(山
東
省
臨
溝
県
)
に
仏
寺
を
建
立
し
て
、
そ

こ
で

『法
華
経
』
な
ど
の
諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『
般
若
経
』

(大
品
、
小
晶
)

�を
講
説
し
た
。
そ
う
し
て
、
こ
の
講
説
に
は
各
地
か
ら
学
徒
が
雲
聚
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

そ
の
の
ち
、
慧
亮
は
揚
子
江
を
渡

っ
て
南

へ
行

っ
て
、
何
園
寺
に
止
ま

っ
た
。

宋
の
泰
始
の
初
め

(
四
六
五
)
に
は
、
か
れ
は
荘
厳
寺
の
大
集
会
に
お
い
て
義
士

を
簡
閲
し
た
が
、
こ
の
と
き
に
こ
こ
に
集
ま
っ
た
僧
は
千
人
に
及
ん
だ
と
い
う
。

中
国
に
お
け
る
『
般
若
経
』
の
研
究
講
説

そ
う
し
て
、
か
れ
は
こ
の
寺
の
法
主
と
な
り
、
宋
の
元
徽
年
間

(四
七
三
～
四
七

七
)
に
六
十
三
歳
で
歿
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
慧
亮
は
山
東
省
の
臨
涌
に
お
い
て

『
般
若
経
』
を
講
説
し
た
が
、

そ
れ
は
い

っ
た
い
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
慧
亮
は
宋
の
泰

始
の
初
め

(四
六
五
)
に
揚
子
江
を
渡

っ
て
南

へ
行

っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
か
ら
、
か
れ
が
山
東
省
の
臨
滔
に
お
い
て

『
般
若
経
』
を
講
説
し
た
の
は
、

少
な
く
と
も
西
暦
四
六
五
年
以
前
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
西
暦
四
六
五
年
に
は
、
慧
亮
は
す
で
に
揚
子
江
を
渡

っ
て
南

へ
や

っ
て
来
て

い
た
の
で
あ

っ
て
、
か
れ
が
実
際
に
こ
こ
へ
や
っ
て
来
た
の
は
こ
れ
よ
り
も
以
前

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
、
か
れ
が
実
際
に
山
東
省
の
臨
潘
に
お
い
て

『般
若

経
』
を
講
説
し
た
時
期
は
、
西
暦
四
五
〇
年
、
す
な
わ
ち
五
世
紀
の
半
ば
ご
ろ
で

あ

っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

曇
諦
は
、
俗
姓
を
康
と
い
い
、
先
祖
は
康
居
国
の
人
で
、
後
漢
の
霊
帝
の
と
き

に
中
国
へ
や
っ
て
き
て
、
献
帝
の
末
に
戦
乱
に
会

っ
て
呉
興

(浙
江
省
呉
興
県
)

へ
移

っ
た
。
そ
う
し
て
、
か
れ
の
父
は
冀
州
の
別
駕
で
あ

っ
た
。
か
れ
は
十
歳
で

出
家
し
て
、
父
と
と
も
に
各
地
を
遊
歴
し
て
、
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
の
弟
子
の
僧

碧
に
会

っ
た
り
し
た
が
、
晩
年
に
は
、
呉
の
虎
丘
山

(江
蘇
省
呉
県
西
北
)
に
入

っ
た
。
そ
こ
で
、
か
れ
は

『
礼
』

『
易
』

『
春
秋
』
お
よ
び

『
法
華
』

『維
摩
』

@

な
ど
の
諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『
般
若
経
』

(大
品
)
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
。

の
ち
に
、
か
れ
は
、
呉
興

へ
帰
り
、
故
章
の
崕
崙
山
に
入

っ
て
、
そ
こ
で
二
十
余

年
を
過
ご
し
、
宋
の
元
嘉
の
末
年

(四
五
三
)
に
六
十
余
歳
で
歿
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

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

っ
て
、

1

1
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そ
こ
で

『
般
若
経
』
を
講
説
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
か
れ
に
よ
る

こ
の
経
典
の
講
説
は
、
そ
の
の
ち
、
か
れ
が
呉
興
へ
帰

っ
て
、
故
章
の
焜
崙
山
に

入

っ
て
か
ら
も
お
こ
な
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
で
、
曇
諦
に
よ
る
こ
の
経

典
の
講
説
は
、
少
な
く
と
も
か
れ
が
亡
く
な

っ
た
西
暦
五
世
紀
の
半
ば
ご
ろ
ま
で

は
、
江
蘇
省
の
南
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
。

法
瑤
は
、
俗
姓
を
楊
と
い
い
、
河
東

(山
西
省
永
済
県
)
の
入
で
、
宋
の
元
嘉

年
間

(四
二
四
～
四
五
三
)
に
揚
子
江
を
渡

っ
て
、
呉
興

(浙
江
省
呉
興
県
)
へ

行
き
、
そ
と

で
沈
演
之
に
重
ん
じ
ら
れ
て
、
武
康

(浙
江
省
武
康
県
)
の
小
山
寺

に
住
し
た
。
元
嘉
年
間
に
、
か
れ
は
こ
の
小
山
寺
に
お
い
て

『
涅
槃
』

『
法
華
』

『
勝
鬘
』
な
ど
の
諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『
般
若
経
』

(大
品
)
の
研
究
講
説
を

お
こ
な

っ
た
。
か
れ
は
小
山
寺
に
お
い
て
毎
年
開
講
し
た
が
、
か
,れ
の
講
説
を
聞

く
た
め
に
、
多
数
の
学
者
が
三
呉

一
帯
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
と
伝
え

ら

れ

て

い

る
。
そ
う
し
て
そ
こ
で
、
か
れ
は
諸
大
乗
経
典
の
注
釈
書
と
と
も
に

『
般
若
経
』

@

、

の
注
釈
書
を
著
わ
し
た
。
か
れ
は
宋
の
元
徽
年
聞

(四
七
三
～
四
七
七
)
に
七
十

六
歳
で
歿
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
法
瑤
が
呉
興
の
武
康
の
小
山
寺
に
お
い
て

『
般
若
経
』
の
研
究
講

説
を
お
こ
な

っ
た
の
は
、
い
っ
た

い
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ

っ
た
の

で

あ

ろ

う

か
。

『
高
僧
伝
』
巻
七
の
法
瑤
伝

の
記
述
に
よ
る
と
、
法
瑤
は
呉
興
の
武
康
の
小

山
寺
に
十
九
年
間
滞
在
し
て
仏
典

の
研
究
講
説
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
う
し
て
、
か
れ
が
勅
命
に
よ

っ
て
首
都
建
康
に
出
る
た
め
に
呉
興
の
武
康

　

の
小
山
寺
を
去

っ
た
の
は
、
宋
の
大
明
六
年

(四
六
二
)
で
あ

っ
た
か
ら
、
か
れ

が
小
山
寺
に
住
し
て
仏
典
の
講
説
を
始
め
た
最
初
の
年
は
、
こ
れ
よ
り
も
十
九
年

=

一

前
の
西
暦
四
四
四
年
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
か
れ
が
呉
興
の

武
康
の
小
山
寺
に
お
い
て

『
般
若
経
』
の
研
究
講
説
を
お
こ
な

っ
て
、
そ
こ
で
そ

の
注
釈
書
を
著
わ
し
た
の
は
、
西
暦
四
四
四
年
か
ら
四
六
二
年
に
い
た
る
ま
で
の

十
九
年
間
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
時
期
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

曇
度
は
、
俗
姓
を
蔡
と
い
い
、
江
陵

(湖
北
省
江
陵
県
)
の
入
で
あ
る
。
か
れ

は
、
は
じ
あ
宋
の
都
建
康
に
遊
学
し
て
、
そ
こ
で

『
湟
槃
』

『
法
華
』

『
維
摩
』

な
ど
の
諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『
般
若
経
』

(大
品
)
を
研
究
し
て
、
そ
の
深
淵

@

に
し
て
微
妙
な
意
義
を
探
究
し
た
。
の
ち
に
、
か
れ
は
徐
州

(江
蘇
省
銅
山
県
)

へ
行

っ
て
、
僧
淵
法
師
に
つ
い
て

『
成
実
論
』
を
学
ん
だ
が
、
こ
れ
に
関
す
る
深

玄
な
知
識
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
当
時
、
か
れ
の
右
に
出
る
者
は
い
な

か

?
た
と
い
う
。

北
魏
の
孝
文
帝

(四
七

一
～
四
九
九
在
位
)
は
、
曇
度
の
名
声
を
聞
い
て
使
い

を
遣
わ
し
て
か
れ
を
招
請
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
、
か
れ
は
す
で
に
北
魏
の
都
平

城

(山
西
省
大
同
県
)
に
や

っ
て
き
て
、
大
い
に
仏
典
の
講
説
を
お
こ
な

っ
て
い

た
。
そ
こ
で
、
孝
文
帝
は
、
早
速
み
ず
か
ら
曇
度
の
講
席
に
列
席
し
て
、
そ
の
す

ぐ
れ
た
講
説
に
耳
を
傾
け
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
曇
度
は
北
魏
の
都
平
城
に
お

い
て
仏
典
の
講
説
を
つ
づ
け
た
が
、
中
国
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
き
た
学
徒
は
千
入

以
上
に
も
及
ん
だ
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
か
れ
は
北
魏
の
太
和
十
三
年
(四
八
九
)

に
歿
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
曇
度
が
宋
の
都
建
康
に
お
い
て

『般
若
経
』
の
研
究
を
お
こ
な

っ

た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
が
宋
の
都
建
康
か

ら
徐
州
を
経
て
北
魏
の
都
平
城

へ
移

っ
た
の
は
、
北
魏
の
孝
文
帝
の
在
位
中
で
あ

る
。
も
し
も
か
れ
が
孝
文
帝
が
即
位
し
た
西
暦
四
七

一
年
か
、
ま
た
は
そ
の
後
ま



も
な
い
こ
ろ
に
平
城
を
訪
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
が
建
康
に
お
い
て

『般
若

経
』
の
研
究
を
お
こ
な

っ
て
い
た

の
は
、
西
暦
四
七

一
年
ご
ろ
ま
で
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
は
実
際
に
は
平
城
を
訪
れ
る
以
前
に

徐
州
に
滞
在
し
て
い
た
か
ら
、
か
れ
が
建
康
に
在
住
し
て
諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『
般
若
経
』
を
研
究
し
て
い
た
の
は
、
少
な
く
と
も
西
暦
四
七

一
年
よ
り
も
も
う

す
こ
し
以
前
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
そ
れ
は

お
そ
ら
く
西
暦
四
五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
曇
度
は
、
北
魏
の
都
平
城
に
は
ど
の
く
ら
い
在
住
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
か
り
に
曇
度
が
孝
文
帝
が
即
位
し
た
西
暦
四
七

一
年
に
平
城
を
訪
れ

た
と
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
が
歿
し
た
の
は
西
暦
四
八
九
年
で
あ

っ
た
か
ら
、
か
れ

が
平
城
に
在
住
し
た
の
は
約
十
八
年
間
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る

。

そ

れ

で
、
か
れ
は
こ
の
十
八
年
間
に
平
城
に
お
い
て
仏
典
の
講
説
を
盛
ん
に
お
こ
な

っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し

て
、
か
れ
が
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
種
類
の
仏
曲
ハ

を
講
説
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
か
れ
は
か
つ
て
宋
の

都
建
康
に
お
い
て
諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『
般
若
経
』
を
研
究
し
た
人
物
で
あ

っ

た
か
ら
、
こ
こ
で
も
か
れ
が
こ
の
経
典
を
講
説
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。

,

慧
基
は
、
俗
姓
を
呂
と
い
い
、
呉
国
銭
塘

(浙
江
省
杭
県
)
の
入
で
、
幼
に
し

て
建
康
の
祗
疸
寺
の
慧
義
法
師
に
依
り
、
十
五
歳
で
出
家
し
て
仏
典
の
研
鑚
に
つ

と
め
た
。
の
ち
に
、
中
央

ア
ジ

ア
出
身
の
法
師
サ
ン
ガ
ヴ

ァ
ル
マ
ン

(ω
pぢ
σq
冨
・

va
rm
a
n

僧
伽
跋
摩
、
康
僧
鎧
)
が
中
国

へ
や

っ
て
来
た
と
き
に
、
慧
基
は
か
れ

の
師
の
慧
義
の
命
に
よ

っ
て
サ
ン
ガ
ヴ

ァ
ル
マ
ン
に
供
事
し
た
。
か
れ
は
二
十
歳

の
と
き
に
蔡
州

(河
南
省
新
蔡
県
)

へ
行

っ
て
戒
を
受
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

申
国
に
お
け
る

『般
若
経
』
の
研
究
講
説

当
時
、
宋
の
都
建
康

へ
や
っ
て
き
た
サ
ン
ガ
ヴ

ァ
ル
マ
ン
は
、
慧
基
に
向
か

っ
て

「
汝
は
ま
さ
に
道
、
江
東

(江
蘇
省
地
方
)
に
王
た
る
べ
し
。
す
べ
か
ら
く
久
し

く
京
邑
に
留
ま
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
た
。
そ
れ
で
、
か
れ
は
四
、
五
年
の
あ
い

だ
中
国
各
地
を
遊
歴
し
て
、
つ
ぶ
さ
に
衆
師
を
訪
ね
て
、

『
法
華
』
『
思
益
』
『
維

摩
』

『
勝
鬘
』
な
ど
の
諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『
金
剛
般
若
経
』
や

『
般
若
経
』

　

(小
品
)
の
研
究
に
没
頭
し
た
。

そ
の
後
、
慧
基
は
宋
の
都
建
康
に
お
い
て
か
れ
の
師
の
慧
義
と
い
っ
し
ょ
に
過

ご
し
て
い
た
が
、
元
嘉
二
十

一
年

(四
四
四
)
に
師
が
亡
く
な
る
と
、
東

へ
帰

っ

て
銭
塘
の
顕
明
寺
に
止
ま
り
、
つ
い
で
会
稽

(浙
江
省
紹
興
県
)

へ
行

っ
て
、
山

陰
の
法
華
寺
に
止
ま

っ
た
。
そ
う
し
て
、
こ
こ
に
多
く
の
学
徒
が
道
を
問
う
て
集

ま
っ
て
来
る
の
で
、
か
れ
は
ま
た
三
呉

一
帯
を
遍
歴
し
て
、
仏
典
の
講
説
を
お
こ

な

っ
た
。
そ
の
講
席
に
や
っ
て
く
る
学
徒
は
千
人
以
上
に
及
ん
だ
と
い
う
。
宋
の

太
宗

(四
六
五
～
四
七
二
在
位
)
は
使
い
を
遣
わ
し
て
慧
基
を
招
請
し
た
が
、
か

れ
は
病
気
で
あ
る
と
称
し
て
行
か
な
か
っ
た
。
元
徽
年
間

(
四
七
三
～
四
七
七
)

に
、
か
れ
は
ふ
た
た
び
招
請
さ
れ
て
、
初
め
て
浙
水
を
渡

っ
た
が
、
ま
た
病
気
に

な

っ
て
引
き
返
し
て
、
会
邑
の
亀
山
に
宝
林
精
舎
を
建
て
て
、
そ
こ

で

過

ご

し

た
。
当
時
の
有
名
な
文
学
者
、
周
顳
、
劉
蠍
、
張
融
な
ど
は
み
な
か
れ
の
教
え
を

受
け
た
と
い
う
。
か
れ
は
す
で
に
名
声
を
天
下
に
馳
せ
、
勅
命
に
よ
っ
て
僧
正
と

な

っ
て
い
た
が
、
斉
の
建
武
三
年

(四
九
六
)
十

一
月
に
城
傍
寺
に
お
い
て
八
十

五
歳
で
歿
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
慧
基
が
諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『
般
若
経
』

(金
剛
、
小
品
)
の

研
究
に
従
事
し
た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
慧
基
は

二
十
歳
で
戒
を
受
け
た
の
ち
、
サ
ン
ガ
ヴ

ァ
ル
マ
ン
か
ら
江
東

へ
行

っ
て
法
を
説

ご
二
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く
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
。
そ
れ
で
、
か
れ
は
四
、
五
年
の
あ
い
だ
各
地
を
遊
歴
し

て
、
諸
大
乗
経
曲
ハと
と
も
に

『般
若
経
』
の
研
究
に
従
事
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
か
れ
は
斉

の
建
武
三
年

(四
九
六
)
に
八
十
五
歳
で
亡
く
な

っ
た
か
ら
、
か

れ
が
二
十
歳
の
と
き
は
ち
ょ
う
ど
宋
の
元
嘉
九
年
、
す
な
わ
ち
西
暦
四
三
二
年
に

相
当
す
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
後
四
、
五
年
の
あ
い
だ
、
か
れ
は
各
地
を
遊
歴
し

て
、
諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『
般
若
経
』
の
研
究
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

か
れ
が
こ
の
経
典
の
研
究
に
従
事
し
た
の
は
、
西
暦
四
三
二
年
か
ら
四
三
七
年
ま

で
の
間
に
お
い
て
で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
の
後
西
暦
四
四
四
年
に
、
慧
基
は
、
宋
の
都
建
康
か
ら
東

へ
帰

っ
て
、
銭
塘

の
顕
明
寺
に
止
ま
り
、
し
ば
ら
く
し
て
会
稽

へ
行

っ
て
、
山
陰
の
法
華
寺
に
止
ま

り
、
三
呉

一
帯

(江
蘇
省
の
南
部

お
よ
び
浙
江
省
の
北
部
)
を
遍
歴
し
て
、
仏
典

の
研
究
講
説
を
お
こ
な

っ
た
か
ら
、
と
く
に

『般
若
経
』
に
深
い
関
心
を
も

っ
て

い
た
か
れ
が
、
西
暦
四
九
六
年
に
八
十
五
歳
で
歿
す
る
ま
で
、
こ
れ
ら
の
地
域
の

入
び
と
に
こ
の
経
典
の
思
想
的
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

慧
約
は
、
俗
姓
を
婁
と
い
い
、
東
陽
鳥
場

(浙
江
省
金
華
県
)
の
人
で
、
七
歳

で

『
孝
経
』
や

『論
語
』
な
ど
を
読
ん
だ
。
か
れ
は
十
二
歳
に
な

っ
て
初
め
て
刻

(浙
江
省
燥
県
)
に
遊
び
、
あ
ま
ね
く
塔
廟
を
巡
拝
し
て
、
多
数
の
仏
典
の
奥
義

を
究
め
た
の
で
、
当
時
の
人
び
と
か
ら

「
少
く
し
て
妙
理
に
達
し
た
婁
居
士
」
と

呼
ば
れ
て
い
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
県
)
の
東
山
寺
に
お
い
て
出
家
し
、
南
林
寺
の
沙
門
慧
静
に
師
事

し
た
。
か
れ
は
ま
た
師
の
慧
静
に

つ
い
て
刻
の
梵
居
寺
に
お
い
て
仏
道
の
修
行
に

は
げ
ん
だ
。

一
四

斉
の
太
宰
文
簡
公
楮
淵
や
太
尉
文
憲
公
王
倹
は
、
と
も
に
熱
烈
な
仏
教
信
者
で

あ

っ
て
、
仏
教
の
宣
布
に
努
め
た
入
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
の
希
望
に
よ

っ
て
諸
大

乗
経
典
が
講
説
さ
れ
る
と
き
に
は
、
や
は
り

『維
摩
』
『
勝
鬘
』
『
法
華
』
な
ど
の

⑧

、

諸
大
乗
経
典
と
と
も
に

『
般
若
経
』

(大
品
)
が
選
ば
れ
て
講
説
さ
れ
た
。
こ
こ

に
は
、
斉
の
都
建
康
を
中
心
と
し
て

一
般
の
知
識
階
級
に
よ
っ
て

『
般
若
経
』
が

ひ
じ
ょ
う
に
尊
重
さ
れ
て
、
よ
く
研
究
さ
れ
講
説
さ
れ
て
い
た
事
実
の

一
端
が
う

か
が
わ
れ
る
。

宝
亮
は
、
俗
姓
を
徐
氏
と
い
い
、
そ
の
祖
先
は
東
莞

(山
東
省
菖
県
)
の
貴
族

で
、
晋
が
敗
れ
た
と
き
に
は
東
莱
の
襁
県

(山
東
省
黄
県
)
に
避
難
し
た
。
か
れ

は
十
二
歳
で
出
家
し
て
、
そ
の
こ
ろ
名
声
の
高
か
っ
た
青
州

(山
東
省
益
都
県
)

の
道
明
法
師
に
師
事
し
て
、
二
十

一
歳
の
と
き
に
宋
の
都
建
康

へ
出
て
中
興
寺
に

止
ま

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

っ

た
斉
の
竟
陵
文
宣
王
は
み
ず
か
ら
か
れ
の
と
こ
ろ
へ
行

っ
て
、
教
え
を
請
う
て
か

れ
を
接
足
恭
礼
し
た
と
さ
え
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
宝
亮
は
鍾
山

(江
蘇
省
江
寧
県
)
の
霊
味
寺
に
移

っ
て
、

『
涅
槃
』

『
勝
鬘
』

『
維
摩
』

『
十
地
』

『
成
実
』
な
ど
の
諸
大
乗
経
論
を
講
説
し
た
が
、

⑭

そ
こ
で
は

『
般
若
経
』

(大
品
、
小
品
)
は
十
回
近
く
講
説
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
か
れ
に
は
三
千
人
以
上
の
弟
子
が
あ
り
、
つ
ね
に
師
事
す
る
弟
子
は
数

百
人
に
及
ん
だ
と
い
う
。
か
れ
は
梁
の
天
監
八
年

(五
〇
九
)
に
霊
味
寺
に
お
い

て
六
十
六
歳
で
歿
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
宝
亮
が
鍾
山
の
霊
味
寺
に
お
い
て

『
般
若
経
』
を
講

説

し

た

の

は
、
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
宝
亮
が
霊
味
寺
に
入

っ
て
仏

典
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
の
は
、
斉
の
竟
陵
文
宣
王
に
会

っ
た
の
ち
の
こ
と
で
あ



る
か
ら
、
そ
れ
は
斉
代
の
こ
と
に
な
る
。
か
れ
が
か
り
に
斉
の
永
明
八
年

(四
九

〇
)
に
霊
味
寺
に
入

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
が
霊
味
寺
で
歿
し
た
の
は
梁
の

天
監
八
年

(五
〇
九
)
で
あ

っ
た
か
ら
、
か
れ
は
霊
味
寺
に
約
二
十
年
間
住
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
か
れ

は
こ
の
二
十
年
間
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
時

期
に
霊
味
寺
に
お
い
て

『
般
若
経
』

の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

智
蔵
は
、
俗
姓
を
顧
氏
と
い
い
、
呉
郡
呉

(江
蘇
省
呉
県
)
の
人
で
、
十
六
歳

の
と
き
に
宋
の
明
帝
に
代
わ

っ
て
出
家
し
た
。
か
れ
は
宋
の
泰
始

六

年

(四

七

〇
)
に
勅
命
に
よ

っ
て
首
都
建
康

の
興
皇
寺

に
住
し
、
上
定
林
寺
の
僧
遠
や
僧
祐

に
師
事
し
、
ま
た
天
安
寺
の
弘
宗

に
も
師
事
し
た
。
さ
ら
に
、
か
れ
は
当
時
す
で

に
天
下
に
名
声
を
博
し
て
い
た
僧
柔
と
慧
次
の
二
師
に
つ
い
て
仏
教
を
学
ん
で
、

そ
れ
に
精
通
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
斉

の
文
憲
王
公
は
智
蔵
を
安
居
に
招

い

て
、
か
れ
と
早
く
知
り
合
わ
な
か

っ
た
こ
と
を
歎
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

太
宰
文
宣
王
は
大
い
に
仏
教
を
興
隆
し
、
仏
典
を
講
説
す
る
た
め
に
、
学
解

の

僧
を
二
十
人
ほ
ど
招
集
し
た
が
、
そ

の
と
き
に
智
蔵
は
そ
の
な
か
に
選
ば
れ
た
。

か
れ
は
年
臘
が
最
少
の
た
め
に
末
座

に
す
わ

っ
て
い
た
け
れ
ど
も
隅
仏
教
の
意
義

を
よ
く
理
解
し
て
い
た
点
で
は
、
か
れ
の
右
に
出
る
者
は
い
な
か

っ
た
。
斉

の
永

元
二
年

(五
〇
〇
)
に
、
智
蔵
は
会
稽

へ
行

っ
て
、
法
華
山
に
住
し
て
、
そ
こ
で

仏
典
の
講
説
に
努
め
た
が
、
や
が

て
梁
代
に
な

っ
て
首
都
建
康
を
中
心
と
し
て
仏

教
が
盛
ん
に
な
る
と
、
か
れ
も
そ
こ
へ
出
て
い
っ
て
仏
教
の
弘
通
に
尽
力
し
た
。

か
れ
は

『
涅
槃
』

『
十
地
』

『
金
光
明
』

『
成
実
』

『
百
論
』

『
阿
毘
曇
心
』
な

ど
の
諸
大
乗
経
論
と
と
も
に

『
般
若
経
』

(小
品
、
大
品
)
の
研
究
講
説
を
お
こ

な

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
注
釈
書
を
著
わ
し
た
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
注
釈
書

出
叩
国
忙

お
け

る
町
『
般
若
経
』
の
研
究
講
説

⑯

は
す
べ
て
世
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。
か
れ
は
梁
の
普
通
三
年

(五
二
二
)
九

月
十
日
に
開
善
寺
に
お
い
て
六
十
五
歳
で
歿
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
智
蔵
に
よ
る

『般
若
経
』
の
研
究
講
説
は
、
ど
こ
で
お
こ
な
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
は
そ
の
生
涯
の
大
部
分
を
首
都
建
康
で
過
ご
し
て
い
る

か
ら
、
か
れ
に
よ
る
こ
の
経
典

の
研
究
講
説
は
、
主
と
し
て
そ
こ
で
お
こ
な
わ
れ

た
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
か
れ
は
斉
の
永
元
二
年

(五
〇
〇
)
以

前
に

一
度
と
永
元
二
年
に

一
度
と
計
二
度
ほ
ど
会
稽

へ
行

っ
て
、
そ
こ
で
仏
典
の

研
究
講
説
に
従
事
し
て
い
た
か
ら
、
か
れ
が
そ
こ
で

『
般
若
経
』
の
研
究
講
説
を

お
こ
な

っ
て
、
人
び
と
の
思
想
信
仰
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
お
も

わ
れ
る
。

法
通
は
、
俗
姓
を
楮
氏
と
い
い
、
河
南
陽
瞿

(河
南
省
禹
県
)
の
人
で
あ
る
。

か
れ
は
十

一
歳
の
と
き
に
出
家
し
て
、
も

っ
ぱ
ら
諸
大
乗
経
典
の
研
鑚

に
努
め
た

が
、
そ
の
諸
大
乗
経
典
の
う
ち
で
も
、
と
く
に

『
法
華
経
』
と

『般
若
経
』

(大

⑯

品
)
を
最
も
重
要
視
し
て
、
そ
の
研
究
に
力
を
尽
く
し
た
。
か
れ
は
三
十
歳
に
満

た
な
い
う
ち
に
講
匠
と
な
り
、
か
れ
の
講
席
に
は
学
徒
が
雲
聚
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

そ
の
後
、
法
通
は
首
都
建
康

へ
出
て
、
は
じ
め
て
荘
厳
寺
に
止
ま
り
、
の
ち
に

上
定
林
寺
に
住
し
た
。
か
れ
は
斉
の
竟
陵
文
宣
王
や
丞
相
文
献
王
に
よ

っ
て
ひ
じ

ょ
う
に
尊
敬
さ
れ
た
。
か
れ
は
陳
郡

(河
南
省
准
陽
県
)
の
謝
挙
、
呉
国

(江
蘇

省
呉
県
)
の
陸
果
、
潯
陽

(江
西
省
九
江
県
)
の
張
孝
秀
な
ど
に
戒
を
授
け
、
か

れ
の
僧
俗
の
弟
子
は
七
千
人
以
上
に
及
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
は
首
都
建

　

康
の
東
北
に
あ
る
鍾
山
に
お
い

て
約
三
十
年
間
を
過
ご
し
て
、
梁
の
天
監
十

一
年

(
五

一
二
)
九
月
二
十

一
日
に
七
十
歳
で
歿
し
た
。

]
五
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こ
の
よ
う
に
、
法
通
は
若

い
こ
ろ
と
く
に

『般
若
経
』

(大
品
)
に
強
い
関
心

を
も

っ
て
、
そ
れ
を
研
究
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
か
れ
は
、
か
れ
が
亡

く
な
る
ま
で
の
約
三
十
年
間
を
過
ご

し
た
鍾
山
に
お
い
て
し
ば
し
ば
こ
の

『般
若

経
』
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

法
令
は
、
俗
姓
を
董
氏
と
い
い
、
そ
の
出
身
地
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
く
し
て

出
家
し
て
、
鍾
山
の
上
定
林
寺
に
住
し
た
。
か
れ
は
こ
こ
で
も

っ
ぱ
ら
仏
典

の
研

究
に
従
事
し
て
、

『
涅
槃
』

『
法
華
』
な
ど
の
諸
大
乗
経
典
と
と
も

に

『
般

若

⑱

経
』

(小
品
、
大
品
)
を
善
く
し

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
は
梁
の
天
監
五
年

(
五
〇
六
)
に
六
十
九
歳
で
歿
し
た
。
そ
う
し
て
、
か
れ
は
天
監
五
年
に
亡
く
な

⑳

る
ま
で
三
十
三
年
間
鍾
山
を
出
な

か

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
か
れ
に
よ

る

『
般
若
経
』

(小
品
、
大
品
)

の
研
究
講
説
は
、
主
と
し
て
こ
の
三
十
三
年
間

に
鍾
山
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
西
暦
四
七
四
年

か
ら
五
〇
六
年
に
か
け
て
の
期
間

で
あ

っ
た
。

慧
勇
は
、
俗
姓
を
桓
氏
と
い
い
、
そ
の
祖
先
は
讌
国
竜
亢

(安
徽
省
懐
遠
県
)

の
人
で
、
の
ち
に
呉
郡
呉
県

(江
蘇
省
呉
県
)
の
東
郷
桓
里
に
寓
居
し
た
。
か
れ

は
は
じ
め
首
都
建
康

へ
出
て
、
霊

曜
寺
の
則
法
師
に
依
止
し
た
が
、
二
十
歳
の
と

き
に
静
衆
寺
の
峰
律
師
に
つ
い
て

『
十
誦
律
』
を
学
ん
だ
。
当
時
、
竜
光
寺
の
僧

綽
と
建
元
寺
の
法
寵
は
と
も
に
建
康
仏
教
界
に
名
を
成
し
て
い
た
が
、
慧
勇
は
か

れ
ら
に
つ
い
て

『成
実
論
』
の
研
鑚

に
つ
と
め
た
。
か
れ
は
三
十
歳
に
な
る
と
盛

ん
に
仏
典
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
が
、
そ
の
講
席
に
は
遠
く
か
ら
学
徒
が
集
ま

っ

て
来
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

陳
の
天
嘉
五
年

(五
六
四
)
に
、
慧
勇
は
文
帝
に
招
か
れ
て
太
極
殿
に
お
い
て

仏
典
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
。
こ
の
講
説
に
は
多
数
の
人
び
と
が
集
ま
り
、
こ
の

一
六

と
き
以
来
、
か
れ
は
ひ
じ
ょ
う
に
有
名
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
は
大

禅
衆
寺
に
十
八
年
闘
住
し
て
、
も

っ
ぱ
ら
仏
教
の
弘
布
に
つ
と
め
た
が
、
陳
の
至

徳
元
年

(五
八
三
)
五
月
二
十
八
日
に
六
十
九
歳
で
歿
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
慧
勇
は
、
首
都
建
康
の
仏
教
界
に
お
い
て
諸
大
乗
経
論
と
と
も

に

㊥

『
般
若
経
』

(大
品
)
の
講
説
を
二
十
回
お
こ
な

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

か
れ
は
こ
の
経
典
の
講
説
を
い
つ
ご
ろ
お
こ
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
は
三

十
歳
に
な
る
と
盛
ん
に
仏
典
の
講
説
を
お
こ
な

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う

し
て
、
か
れ
が
三
十
歳
の
と
き
は
ち
ょ
う
ど
梁
の
大
同
十
年
、
す
な
わ
ち
西
暦
五

四
四
年
に
相
当
す
る
か
ら
、
か
れ
が
諸
大
乗
経
論
と
と
も
に

『般
若
経
』
を
講
説

し
た
の
は
、
こ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
か
れ
が
首
都
建
康
に
お
い
て

こ
の
経
典
を
講
説
し
た
の
は
、
少
な
く
と
も
西
暦
五
四
四
年
か
ら
、
か
れ
が
亡
く

な

っ
た
西
暦
五
八
三
年
に
い
た
る
ま
で
の
約
三
十
九
年
間
の
い
ず
れ
か
の
時
期

に

お
い
て
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
か
く
、
か
れ
が
こ
の
三
十
九
年
間
に
首

都
建
康
に
お
い
て

『
般
若
経
』
の
講
説
を
お
こ
な

っ
て
、
人
び
と
の
思
想
信
仰
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

道
弁
は
、
俗
姓
を
田
氏
と
い
い
、
范
陽

(河
北
省
琢
県
)
の
人
で
あ
る
。
か
れ

は
、
北
魏
で
偽
経
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
を
嘆
い
て
、
多
数
の
偽
経
を

集
め
て
、
そ
れ
ら
を
焚
き
、
人
び
と
に
仏
教
を
正
し
く
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
多

数
の
仏
典
の
注
釈
書
を
著
わ
し
た
。
そ
の
な
か
に

『
般
若
経
』

(金
剛
)
の
注
釈

⑧

書
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
注
釈
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
。
そ
う
し
て
、
こ
の
注
釈
書
は
世
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
か
ら
、

『
般
若
経
』
の
思
想
的
影
響
が
こ
の
時
代
に
洛
陽
の
人
び
と
に
及

ん
で
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。



五

以
上
に
検
討
し
た
よ
う
に
、

『
般
若
経
』
は
、
仏
教
受
容
の
最
初
期
に
お
い
て

は
、
河
南
省
の
西
北
部
に
位
す
る
洛
陽
、
陝
西
省
の
や
や
南
部
に
位
す
る
長
安
、

江
蘇
省
の
南
西
部
に
位
す
る
建
康
、
お
よ
び
浙
江
省
の
南
西
部
に
位
す
る
豫
章
山

に
お
い
て
研
究
さ
れ
講
説
さ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
の
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
。

ま
た
、

こ
の
時
代
を
通
じ
て
、

こ

の

『
般
若
経
』
の
研
究
講
説
が
最
も
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
建
康
で
あ

り
、
つ
い
で
洛
陽
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
の
こ
ろ
、
お
よ
び
そ
れ
以
後
に
な
る
と
、

『
般
若

経
』
は
、
長
安
、
洛
陽
ハ
山
東
省
の
北
部
に
位
す
る
臨
滔
、
建
康
、
江
蘇
省
の
南

東
部
に
位
す
る
虎
丘
山
、
浙
江
省
の
北
部
に
位
す
る
呉
興
、
お
よ
び
江
西
省
の
北

端
に
位
す
る
廬
山
に
お
い
て
研
究
さ
れ
講
説
さ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
の
人
び
と

の
思
想
信
仰
に
ひ
じ
ょ
う
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
時
代

に
こ
れ
ら
の
地
方
の
う
ち
で

『
般
若
経
』
の
研
究
講
説
が
最
も
盛
ん
に
お
こ
な
わ

れ
た
の
は
、
建
康
に
お
い
て
で
あ
り
、

つ
い
で
長
安
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ

ァ
以
後
に
な
る
と
、
数
多
く
の

『
般
若
経
』

の
研
究
者
が
建
康
に
在
住
し
て
、
諸
大
乗
経
典
と
と
も
に
、
こ
の
経
典
の
研
究
講

説
を
お
こ
な

っ
た
の
で
、
こ
の
経
典

は
、
建
康
を
中
心
と
し
た
地
域
に
お
い
て
最

も
よ
く
研
究
さ
れ
講
説
さ
れ
て
、
こ
の
地
域

一
帯
の
人
び
と
の
思
想
信
仰
に
き
わ

め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
代

に
中
国
の
南
北
に
お
い
て

『般
若
経
』
の
研
究
講
説
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と

で
あ
る
。

中
国
に
お
け
る

『般
若
経
』
の
研
究
講
説

注0②③④0

『
道
行
般
若
経
』
十
巻
は
、
『
出

三
蔵
記
集
』
巻
二
に

『
般
若
道
行
品
経
』
十
巻
と
し

て
記
さ
れ

、
後
漢

の
光
和
二
年

(
一
七
九
)
十
月

八
日
に
訳
出
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る

(大
正
蔵
、
五
五
巻
、

六
頁
申
)
。

こ
の

『
道
行
般
若
経

』
十
巻
は

『
大
正

蔵
経
』

八
巻
、
四

二
五
頁

下
～

四
七
八
頁
中
に
収

め
ら
れ

て
い
る
。

『
大
明
度
経
』

は
、
『
出
三
蔵

詑
集
』
巻

二
に

『
明
度
経
』
四
巻
と
し
て
記
さ
れ
、
呉

の
黄
武

の
初

め

(
一
ご
一
二
)
か
ら
建
興
年
間

(
二
五
二
～
三
)
に
か
け
て
の
い
ず
れ

か

の
時

期
に
お
い
て
訳
出

さ
れ
た

(大
正
蔵
、
五
五
巻
、

七
頁
上
)
と
考
え
ら
れ
る

が
、

こ
れ
は
六
巻

と
し
て
現
存
し
て

い
る
。

こ
の

『
大
明
度
経
』
六
巻
は

『
大
正
蔵

経
』
八
巻
、
四
七
八
頁
申
～
五

一
三
頁
申

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

『
放
光
般
若
経
』

二
十
巻
は
、
『
出

三
蔵
記
集
』
巻
二
に

『
放
光
経
』
二
十
巻

と
し
て

記
さ
れ
、
晋

の
元
康
元
年

(
二
九

一
)

五
月
十
五
日
に
訳
出
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ

て

い
る

(
大
正
蔵
、

五
五
巻
、
七
頁
中
)
。

こ
の

『
放
光
般
若
経
』

二
十
巻
は

『
大
正

蔵
経
』
八
巻
、

一
頁
上
～

一
四
六
頁
下

に
収

め
ら
れ

て
い
る
。

『
光
讃
経
』
十
巻

は
、
『
出
三
蔵
記
集
』
巻

二
に
同
じ
く

『
光
讃
経
』
十
巻
と
し
て
記

さ
れ
、
晋

の
太
康

七
年

(
二
八
六
)
十
二
月

ご
十
五
日
に
訳
出
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ

て
い
る

(
大
正
蔵
、

五
五
巻
、
七
頁
申
)
。

こ
の

『
光
讃
経
』
十
巻
は

『
大
正
蔵
経
』

八
巻
、

一
四
七
頁
上
～

二

一
六
頁
中

に
収

め
ら
れ
て

い
る
。

『
高
僧

伝
』
巻
四
、
朱
士
行
伝

(
大
正
蔵

、
五
〇
巻
、
三
四
六
頁
申
)
。

こ
の

『
道
行

般
若
経
』

の
訳
出

に

つ
い
て
は
ま
た

「
道
行
経
後
記
」
に
、

「光

和
二
年
十
月

八
日
、
河
南
洛
陽

の
孟
元
士
、
天
竺
菩
薩
竺
朔
仏

よ
り
口
授
さ

る
。
時

に
伝
言
者

は
月
支
菩
薩
支
讖

な
り
。
」

と
記
さ
れ

て
い
る

(『
出

三
蔵
記
集
』
巻
七
、
大
正
蔵
、
五
五
巻
、
四
七
頁
下
)
。
こ

こ
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
丁朱
士
行
伝

の
竺
朔
仏
訳
と

い
う

の
は
、
す
な
わ
ち

ロ
ー
カ

ク

シ
ェ
ー

マ
(支
讖
)
訳

の
こ
と
で
あ

っ
て
、
別

に
ご
本
が
あ

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。

竺
朔
仏

が
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
原
典
を
孟
元
士
に
口
授

し
う
そ
れ
を

ロ
ー
カ
ク
シ

ェ
ー

マ
が
訳
出

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
竺
朔
仏
訳
と
さ

れ
る
の
が
普

通

で
あ
る
が
、

ロ
ー
カ
ク

シ

ェ
ー

マ
訳

と
し

て
も

な
ん
ら
差

し
支
え
は
な

い

(宇
井

一
七
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人

文

学

論

集

伯
寿

『
釈
道
安
研
究
』

一
一
二

頁

)
。

訳
人
口
伝

、
或
不
領
、
輒
抄
撮
而
過
、
故
意
義

首
尾
、
頗
有
格
礙

(
『出

三
蔵
記
集
』

巻
十
三
、
朱
士
行
伝
、
大
正
蔵

、
五
五
巻
、
九
七
頁

上
)
α

嘗
於
洛
陽

、
講
小
品
、
往
往

不
通

(『
出
三
蔵
記
集

』
巻

十
三
、

朱
士
行
伝
、

大
正

蔵
、

五
五
巻
、
九
七
頁
上
)
。

既
至

于
闘
、
果
写
得
、
正
品
梵
書
、
胡
本
九
十
章
、

六
十
万
余
言

(『
出

三
蔵
記
集
』

巻
十
三
、
朱
士
行
伝
、
大
正
蔵
、

五
五
巻
、
九
七
頁
上
)
。

河
南
居
士
、
竺
叔
蘭
、

善
解
方
言
、

訳
出
為

放
光
経

二
十
巻

(『
出

三
蔵
記
集
』
巻

十
三
、
朱
士
行
伝

、
大
正
蔵
、

五
五
巻
、
九
七
頁
中
)
。

ま
た
、
こ
れ

に
つ
い
て
は

「
放
光
経
記
」
に
詳

し
く
述

べ
ら
れ

て
い
る

(『
出

三
蔵
記
集
』
巻

七
、
大
正
蔵
、
五

五
巻
、
四

七
頁
下
)
。

『
出

三
蔵
記
集
』
巻
二

(大
正
蔵
、
五
五
巻
、

一
〇
頁
上
)
。
こ
こ
で
は
、
こ

の
経
典

は

『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
道
行
経
』

ご
巻
と
し
て
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

『
塚
本
善
隆
著
作
集

』
第

四
巻
、
申
国

浄
土
教
史
研
究
、

一
六
頁
。

法
祖

…
…
於
長
安

、
造
築
精
舎
、
以
講
習
為
業
、

白
黒
禀
受
、

幾
出
千
人

(『
出

三

蔵
記
集
』
巻
十
五
、
大
正
蔵
、
五
五
巻

、
法
祖
法
師
伝

、

一
〇
七
頁
申
)
。

常
披
味
小
品

、
以
為
心
要

(
『高
僧
伝
』
巻
四
、
支
孝
竜
伝
、

大
正
蔵
、

五
〇
巻
、

三
四

六
頁
下
)
。

至
太
安

二
年
、
支
孝
竜
、
就
叔
蘭

、

一
時
写

五
部
、
校
為
定
本

(『
高
僧
伝

』
巻

四
、

朱
士
行
伝
、
大
正
蔵
、

五
〇
巻
、
三
四
六
頁
下
)
。

皮
牒
故
本
、
今
在
豫
章

(『
高
僧
伝

』
巻

四
、
朱
士
行
伝

、

大
正
蔵
、

五
〇
巻
、

三

四
六
頁
下
)
。

既
素
楽
無
相

(『
高
僧
伝
』
巻
四
、
支
孝
竜
伝
、
大
正
蔵

、
五
〇
巻
、
三
四
六
頁
下
)
。

得
即
披
閲
、
旬
有
余
日
、
便

就
開
講

(『
高
僧
伝
』
巻
四
、

支
孝
竜
伝
、

大
正
蔵
、

五
〇
巻
、
三
四
六
頁
下
)
。

誦
放
光

、
道
行
、

一
一波
若
、
即
大
小
品
也

(
『高
僧
伝
』
巻
四
、

康
僧

淵
伝
、

大
正

蔵
、
五
〇
巻

、
三
四
六
頁
下
～

三
四
七
頁
上
)
。

常
以
、
持

心
梵
経
、
空
理
幽
遠
、

故
偏
加
講
説

(『
高
僧
伝
』
巻
四
、

康
僧
淵
伝
、

大
正
蔵

、
五
〇
巻
、
三
四
七
頁
上
)
。
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一
八

尚
学
之
徒
、
往
還
嗔
委

(『
高
僧
伝
』
巻
四
、
康
僧
淵
伝
、

大
正
蔵
、

五
〇
巻
、
三

四
七
頁
上
)
。

ご

,

年

ご
十
四
、
講

法
華

、
大
品
、
既
蘊
深
解

、
復
能
善
説
、
故
観
風
味
道
者
、
常

数
盈

五
百

(『
高
僧
伝

』
巻
四
、
竺
道
潜
伝

、
大
正
蔵
、
五
〇
巻
、

三
四
七
頁
下
)
。

潜
、
優
遊
講
席

、
三
十
余
載
、
或
暢
方
等
、

或
釈
老
荘

(『
高
僧
伝
』
巻
四
、

竺
道

潜
伝
、
大
正
蔵
、
五
〇
巻
、
三
四
七
頁
下

)
。

至
哀
帝
、
好
重
仏
法

…
…
於
御
筵
、
開
講
大
品
、

上
及
朝
士
、

並
称
善
焉

(『
高
僧

伝
』
巻
四
、
竺
道
潜
伝
、
大
正
蔵
、
五
〇
巻
、
三
四
七
頁

下
～

三
四
八
頁
上
)
。

尤
善
、
放
光
波
若

(『
山咼
僧
伝

』
巻

四
、
竺
道
潜
伝

、
大
正
蔵
、

五
〇
巻
、

三
四
八

頁
中
)
。

早
悟
非
常
之
理
、
隠
居
餘
杭
山

、

深
思
道
行
之
品

、

委
曲
慧
印
之
経

(『
高
僧
伝
』

巻
四
、
支

遁
伝
、
大
正
蔵
、
五
〇
巻
、
三
四
八
頁
中

)
。

至
晋
哀
帝

即
位
、
'
旗
遣
両
使

幅
徴
請
出
都
、
止
東
安
寺
、
講
道
行

波
若

(『
高
僧
伝
』

巻
四
、
支

遁
伝
、
大
正
蔵

、
五
〇
巻
、
三
四
八
頁
下
～
三

四
九
頁
上
)
。

善
放
光
及
法
華

(『
高
僧
伝
』
巻
四
、
于
法
開
伝

、
大
正
蔵
、

五
〇
巻
、

三
五
〇
頁

上
)
。

、

毎

与
支
道
林
、
争
即
色
空
義

(『
高
僧
伝
』
巻
四
、
于
法
開
伝
、
大
正
蔵

、
五
〇
巻
、

三
五
〇
頁
上
)
。

開

、
嘗
使
威
出
都
、
経

過
山
陰
、
支
遁
、
正
講
小
品
、
開
語
威
言
、
道
林
講
比
汝
至
、

当
至
某
品
申
、
示

語
攻
難
数
十
番
云
、
此
中
旧
難
通
、
威
既
至
郡

、
正
値
遁
講
、
果

如
開
言
、
往
復
多
番
、
遁
遂
屈

(『
高
僧
伝
』
巻
四
、
于
法
開
伝
、

大
正
蔵
、

五
〇

巻
、
三
五
〇
頁
上
中
)
。

至
哀
帝
時
、
累
被
徴
詔
、
乃
出
京
、

講

放
光
経

(『
高
僧
伝
』
巻
四
、

于
法
開
伝
、

大
正
蔵
、

五
〇
巻
、
三
五
〇
頁
申
)
。

時
沙
門
道
恒
、
頗
有
才
力
、
常
執
心
無
義

、
大
行
荊
土
、
汰
日
、
此
是
邪
説
、
応
須

破
之
、
乃
大
集
名
僧
、
令
弟
子
曇

一
難

之

(『
高
僧
伝
』
巻
五
、

竺
法
汰
伝
、

大
正

蔵

、
五
〇
巻
、
三
五
四
頁
下
)
。

遠
日
、
不
疾
而
速

、
杼
軸
何
為
、
座
者
皆
笑
、
心
無
之
義

、
於
此
而
息

(『高
僧
伝
』

巻

五
、
竺
法
汰
伝

、
大
正
蔵
、
五
〇
巻
、
三
五
四
頁
下
)
。
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汰
下
都
、
止
瓦
官
寺
、
晋
太
宗
簡
文
皇
帝
、
深
相
敬
、
重
請
講
放
光
経

(
『高
僧
伝
』

巻

五
、
竺
法
汰
伝

、
大
正
蔵
、
五
〇
巻
、
三
五
四
頁

下
)
。

学
通
衆
経
、
尤
善
放
光

、
及
道
行
波
若

(『
高
僧
伝
』
巻
五
、
竺
僧
敷
伝
、
大
正
蔵

、

五
〇
巻
、
三
五
五
頁
中

)。

敷
公
、
研
微
秀
発
、
非
吾
等
所
及
也

(『
高
僧
伝
』
巻
五
、

竺
僧
敷
伝
、

大
正
蔵
、

五
〇
巻

、
三

五
五
頁
中
)
。

後
又
、
著
放
光
、
道
行
等
義
疏

(コ
咼
僧
伝

』
巻

五
、
竺
僧
敷
伝
、

大
正
蔵
、

五
〇

巻
、
三
五
五
頁
中
)
。

安
、
在

樊
汚
十
五
載
、
毎
歳
常
再
、
講
放
光

波
若

、
未
嘗
廃
闕

(
『高
僧
伝
』
巻

五
、

道
安
伝

、
大
正
蔵
、
五
〇
巻

、
三
五
二
頁
下
)
。

昔
在
漢
陰
、
十
有
五
載
、
講
放
光

経
、
歳
常
再

遍

(『
出
三
蔵

記
集
』
巻

八
、

「摩

訶
鉢
羅
若
波
羅
蜜
経
抄
序
」
、
大
正

蔵
、
五
五
巻

、
五
二
頁
中
)
。

及
至
京
師

、
漸
四
年
矣
、
亦
恒
歳

ご
、
未
敢
堕
息

(『
出

三
蔵
記
集
』
巻
八
、
「
摩
訶

鉢
羅
若
波
羅
蜜
経
抄
序
」
、
大
正
蔵

、
五
五
巻
、
五
二
頁
上
)
。

然
毎
至
滞
句

、
首
尾
隠
没
、
釈
巻
深
思
、
恨
不
見
護
公
、
叉
羅
等

(『
出
三
蔵
記
集
』

巻
八
、

「
摩

訶
鉢
羅
若
波
羅
蜜
経
抄
序
」
、
大
正
蔵
、
五
五
巻
、
五

二
頁

中
)
。

著
大
智
論
、
十
二
門
論
、
申
論
等
諸
序

、
井
著
大
小
品
、
法
華

、
維
摩
、
思
益
、
自

在
王
、
禅
経
等
序
、
皆
伝
於
世

(『
高
僧
伝
』
巻
六
、
僧
叡
伝

、
大
正
蔵
、
五
〇
巻
、

三
六
四
頁
申
)
。

『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』

二
十

七
巻
は

『
大
正
蔵
経
』
八
巻
、

一
一
一
七
頁
上
～
四
二

四
頁
上

に
収
め
ら
れ
て

い
る
。

『
小
品
般
若
波
羅
蜜
経
』
十
巻

は

『
大
正
蔵
経
』

八
巻
、

五
三
六
頁
下
～

五
八
六
頁

下

に
収

め
ら
れ

て
い
る
。

能
講
正
法
華
経
、
及
光
讃
波
若
、
毎
法
輪

一
転
、
輒
道
俗
千
数

(『
高
僧
伝
』
巻
六
、

曇

影
伝
、
大
正
蔵
、
五
〇
巻
、
三
六
四
頁
上
)
。

関
申
沙
門
僧
肇
、
始
注
維
摩
、
世
咸
翫
味
、
及
生
更
発
深
旨
、
顕
暢

新
異

、
講
学
之

匠
、
咸
共

、
憲
章
其
所
述

、
維
摩
、
法
華
、
泥
沍
、
小
品
、
諸
経
義

疏
、
世
皆
宝
焉

(
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
十
五
、
道

生
法
師
伝
、
大
正
蔵

、
五
五
巻
、

一
一
一
頁
中
)
。
初

関
中
僧
肇

、
始
注
維
摩
、
世
咸
翫
味
、
生
乃
更
発
深
旨
、
顕
暢
新
典
、
及
諸
経
義
疏
、

中
国

に
お
け

る

『
般
若
経

』

の
研
究
講
説
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世
皆
宝
焉

(コ
咼
僧
伝
』
巻

七
、
竺
道
生
伝

、
大
正
蔵
、
五
〇
巻

、
三
六
七
頁
上
)
。

融
後
還
彭
城
、
常
講
説
相
続
、
問
道
至
者
、
千
有
余
人
、
依
随
門
徒
、
数
盈
三
百
…

…
所
著
、
法
華
、
大
品

、
金
光
明
、
十
地

、

維
摩
等
義
疏
、

並
行
於
世
矣

(『高
僧

伝
』
巻

六
、
道
融
伝

、
大
正
蔵
、

五
〇
巻
、
三
六
三
頁
下
)
。

宇
井
伯
寿

『
釈
道
安
研
究
』
四
八
頁
。

後

立
寺
於
臨
碯
、
講
法
華
、
大
小
品
、
十
地
等

、

学
徒
雲
聚
、

千
里
命
駕

(『
高
僧

伝
』
巻

七
、
慧
亮
伝
、
大
正
蔵
、

五
〇
巻
、
三
七
三
頁
中
)
。

晩
入
呉
虎

丘
寺
、
講
礼
、
易

、
春
秋
、
各
七
遍
、
法
華
、
大
品
、
維
摩

、
各
十

五
遍

(
『
高
僧
伝
』
巻

七
、
曇
諦
伝

、
大
正
蔵
、
五
〇
巻
、
三
七

一
頁
上
)
。

釈
法
珍

(瑤
)
元
嘉
中
過
江
、
呉
興
沈
演
之
、
特
深
器
重
、
請
還
呉
興
、
武
康
小
山

寺
、
首
尾
十
有

九
年
、
自
非
祈
請
法
事
、
未
嘗
出
門
、
居
于
武
康
、
毎
歳
開
講
、

三

呉
学
者
、
負
笈
盈
衢
、
乃
著
浬
槃
、
法
華
、

大
品
、

勝

鬘
等
義
疏

(『
高
僧

伝
』
巻

七
、
法
瑤
伝

、
大
正
蔵
、

五
〇
巻
、
三
七
四
頁
申
下
)
。

大
明
六
年
、
勅
呉
興
郡
、
致
礼
上
京

、
与
道
猷
同
、
止
新
安
寺

(『
高
僧
伝
』
巻
七
、

法
瑤
伝
、
大
正
蔵

、
五
〇
巻
、
三
七
四
頁
下
)
。

後
、
遊
学
京
師
、
備
貫
衆
典
、
涅
槃
、
法
華
、
維
摩
、
大
品

、
並
、
探
索
微
隠
、
思

発
言
外

(『
高
僧
伝
』
巻

八
、
曇
度
伝
、
大
正
蔵
、

五
〇
巻
、
三
七
五
頁
中
)
。

於
是
、
四
五
年
中

、
遊
歴
講
肆
、
備
訪
衆
師
、
善
小
晶

、
法
華
、
思
益
、
維
摩
、
金

剛
波
若
、
勝
鬘
等
経

、
皆
思
探
玄
頤
、
鑒
鋤
幽
凝
、

提
章
比
句
、

麗
溢
終
古

(『
高

僧
伝

』
巻

八
、
慧
基
伝

、
大
正
蔵
、
五
〇
巻

、
三
七
九
頁
上
)
。

斉
太
宰
文
簡
公
楮
淵
、
大
尉
文
憲
公
王
倹
、
佐
命

一
期
、
功
高
百

代
、
欽
風
味
道
、

共

弘
法
教

、
淵
嘗
講
、
浄
名
、
勝
鬘
、
倹
亦
請

、

開
法
花
、

大
品

(『
続
高
僧
伝
』

巻

六
、
慧
約
伝
、
大
正
蔵

、
五
〇
巻
、
四
六
九
頁
上
)
。

後
移
、
憩

霊
味
寺
、
於
是
、
続
講
衆
経
、
盛
于
京
邑
、
講
大
浬
槃
、
凡
八
十
四
遍
、

成
実
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
寿
、
首
楞
厳

、
遺
教
、

弥
勒
下
生
等
、

皆
近
十
遍

(『
高
僧

伝
』
巻

八
、
宝
亮
伝

、
大
正
蔵
、

五
〇
巻
、
三
八

一
頁
下
)
。

凡
講
大
、
小
品

、
涅
槃

、
般
若
、
法
華
、
十
地

、
金
光
明
、
成
実
、
百
論
、
阿
毘
曇

心
等
、
各
著
義
疏

、
行
世

(『
続
高
僧
伝
』
巻

五
、
智
蔵
伝

、

大

正
蔵
、

五
〇
巻
、

一
九
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人

文

学

論

集

四
六
七
頁
中

)
。

年
十

一
出
家

、
遊
学
三
蔵
、
専
精
方
等
、
大
品
、

法
華
、

尤
所
研
審

(『
高
僧
伝
』

巻
八
、
法
通
伝

、
大
正
蔵
、
五
〇
巻
、
三
八
二
頁
上
)
。

晦
迹
鍾
阜
、
三
十
余
載
、
坐
禅
誦
念
、

礼
懺
精
苦

(『
高
僧
伝
』
巻
八
、

法
通
伝
、

大
正
蔵
、
五
〇
巻
、
三
八

二
頁
申

)
。

善
浬
槃

、
大
、
小
品

(『
続
高
僧
伝
』
巻

五
、
法
令
伝

、

大
正
蔵
、

五
〇
巻

、
四
六

五
頁
中
)
。

足
不
下
山
、
三
十
三
載
、
葷
辛
不
食

(『続
高
僧
伝
』
巻

五
、

法
令
伝

、

大
正
蔵
、

五
〇
巻
、
四
六
五
頁

下
)
。

自
始
至
終
、
講
花
厳
、
方
等
、
大
集
、
大
品
、
各

二
十
遍
、
智
論

、
中
、
百
、
十
二

門
論
、
各
三
十
五
遍

、
余
有
法
花
、

思
益
等
数
部
、

不
記

(『
続
高
僧
伝
』
巻
七
、

慧
勇
伝
、
大
正
蔵

、
五
〇
巻
、
四
七
八
頁
申
下
)
。

注

維
摩
、
勝
鬘
、
金
剛
般
若
、
小
乗
義
章

六
巻
、
大
乗
義

五
十
章
、
及
申
玄
照
等

、

行
世

(『
続
高

僧
伝
』
巻

六
、
道
弁
伝

、
大
正
蔵
、
五
〇
巻
、
四
七

一
頁
下
)
。

二
〇

〔
本
稿
は
、
昭
和
五
十
二
、
三
年
度
仏
教
犬
学
学
会
研
究
助
成

に
よ
る
研
究
成
果

の

一

部

で
あ
る
。
〕


