
断

中

話
阿

つ

義

の

入
唐
求
法
巡
瞳
行
記
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
断
中
と
い
う

言
葉
は
、
他
の
文
献
に
全
く
見
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
従
来
か
ら
人

人
の
注
意
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
記
の
英

課
者
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
教
授
も
、
こ
の
語
に
つ
い
て
左
の
様
な
脚
註
を

ほ
ど
こ
し
て
お
ら
れ
る
。

開
ロ
ロ
山
口
耳
目

ugsa可
5
2
露
骨

w
g開拓。
E
q
仏
ロ
ユ
H
M
m
E印

汁
詰
〈
作
目
的
州
民

o
o
p
け

o
g
gロ
ω
日
広
仏
ミ
冒

5
0・
5
5
-守
向
。
吋

円

F
O
E
G
2
0
0同

g
E
m
t
z
t同

O吋
g。。ロ
EE--=

(開ロロ
5
6
U
U
3ア
匂
・
口
N
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
固
仁
は
午
食
を
と
る
目
的
か
ら
、
午
時
の
休
息

を
行
う
た
め
の
意
味
で
、
こ
の
断
中
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
用
い

て
い
て
、
そ
れ
は
と
く
に
徒
歩
抜
行
の
場
合
に
多
い
と
い
う
の
で
あ
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る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
い
ま
だ
語
義
の
読
明
が
充
分
で
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
、
少
し
く
蛇
足
を
加
え
、
こ
こ
に
叱
正
を
仰
い
で 、五

て

勝

年

野

み
た
い
。

さ
て
こ
こ
で
先
ず
行
記
を
ひ
も
ど
い
て
断
中
の
用
例
を
二
・
二
一
間
挙

げ
て
み
よ
う
。
巻
二
の
開
成
五
年
二
月
二
十
一
日
の
僚
に
あ
る
の
が

初
見
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
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廿
一
目
。
早
朝
。
入
=
恵
褒
寺
一
擢
覚
=
住
慮
↓
北
院
安
置
。
費
時
、

世
議
海
寺
極
集
院
一
断
中
。

と
見
え
、
以
後
凡
そ
七
十
回
に
及
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中

で
多
数
を
占
め
て
い
る
例
は
、
ラ
氏
も
注
意
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

歩
行
中
の
場
合
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
同
月
二
十
六
日
の
僚
に
は

早
朝
。
出
=
招
賢
館
一
行
舟
星
。
到
=
龍
泉
村
斜
山
首
-
断
中
。

と
あ
り
、
あ
る
い
は
、
翌
三
月
十
二
日
の
僚
の
ご
と
く
、
卒
明
裂
。

界向

童空
戦:!tt
封里
と 。

か到

王
ざ位

22 
同室
十脱
m 宅

百断
の叩

管室
は望
、午丁

護骨骨
行里
升十 。
星到

割譲

園
丘
舘
王
家
一断
中
。

主
人
初
見
不
ν
肯
。
毎
事
難
v

易
。

終
施
昌
盟
菜
-
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周
足
。
爾
後
行
十
星
。
到
=
喬
村
王
家
一
喫
ν

茶
。
行
廿
里
。

云
々
と
見

え
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
よ
る
と
、
某
所
を
出
張
し
て
、
行
く
こ
と
二

三
十
支
皇
、
某
所
の
某
家
ま
た
は
某
宅
に
至
っ
て
断
中
す
る
と
い
う

書
き
か
た
が
も
っ
と
も
多
い
。
さ
ら
に
到
る
の
下
に
入
の
字
を
付
け

た
場
合
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
開
成
五
年
四
月
八
日
の
僚
に
お
い
て
は

早
謀
。
正
西
行
廿
五
里
。
到
-
一
臨
済
廊
↓
入
-
一
晋
ノ
家
一
断
中
。

と
あ
る
。
そ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
某
所
に
到
り
さ
ら
に
某
家
に

入
っ
て
断
中
し
た
と
い
う
記
し
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
前
者

と
、
意
味
に
お
い
て
は
別
に
嬰
り
が
な
い
。
こ
れ
に
劃
し
て
一
定
の

場
所
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
上
掲
二

月
二
十
一
日
の
僚
の
ご
と
く
、
某
所
の
某
宅
に
赴
む
い
て
断
中
す
と

い
う
書
き
方
で
あ
る
。
こ
の
他
に
以
下
の
様
な
例
も
あ
る
。

〔
開
成
五
年
三
月
〕
四
日
。
園
忌
。
使
君
・
判
官
・
銑
事
・
豚
司
等
。

惣
入
a

開
元
寺
一
行
呑
。
使
君
・
剣
官
等
。
〔
於
旦
〕
庫
頭
-
喫
ν

茶
。
喚
昌

求
法
惜
等
一
賜
ν
茶
。
問
=
本
園
風
俗
↓
費
時
赴
=
張
家
請
↓

〔
及
〕
首
寺
典
座
借
到
ν
彼
断
中
。

日
木
三
倍

〔
同
年
同
月
〕
品
川
目
。
赴
-
一
帯
施
土
請
↓
到
ν

宅
断
中
。

〔
同
年
五
月
〕
十
八
日
。
赴
=
善
住
閣
院
主
詰
一
到
ν
彼
断
中
。

〔
同
年
七
月
〕
十
九
日
。
随
=
頭
随
一
赴
=
女
弟
子
員
如
性
諦
↓
到
v

宅

断
中
。

と
あ
る
も
の
で
、
某
の
請
(
ま
ね
き
)
に
腔
じ
、
そ
の
宅
に
到
て
断

中
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
又
、
開
成
五
年
三
月
六
日
の

例
の
ご
と
く
、

た
だ
午
時
。

共
込
ロ
寺
僧
一
十
傑
人
一
又
断
中
。
と
か
、

五
月
十
五
日
の
僚
の
ご
と
く
、
於
ユ
城
内
劉
家
一
断
中
。

飯
食
如
ν

法。

粛
後
入
=
善
光
寺
一
見
=
尼
衆
戒
摺
一
一
。
と
い
っ
た
も
の
も
あ
り
、
前
の
例

が
概
ね
到
る
と
か
赴
く
と
か
い
っ
て
行
動
的
な
意
味
を
よ
り
多
く
表

現
し
て
い
る
の
に
劉
し
、
こ
れ
は
断
中
し
た
そ
の
こ
と
の
み
を
述
べ

る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
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さ
て
断
中
と
い
う
言
葉
が
賓
と
閥
係
の
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は

某
所
某
宅
に
到
っ
て
断
中
し
、
郡
川
お
わ
り
て
云
々
と
か
、
爾
後
に
云

去
と
か
記
し
、
粛
の
移
了
し
た
の
ち
に
次
の
行
動
を
お
こ
し
て
い
る

書
き
方
が
も
っ
と
も
多
く
、
あ
る
い
は
ま
た
驚
時
某
所
に
赴
き
て
断

中
す
と
い
う
よ
う
に
、

い
ず
れ
に
し
て
も
文
の
前
後
に
は
食
事
と
開

係
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
文
面
の
上

に
食
事
の
意
味
が
見
え
な
い
の
は
、
例
え
ば
上
掲
の
、
午
時
、
合
寺

の
信
一
十
徐
人
と
共
に
又
断
中
す
と
か
、

王
徐
村
羨
慶
の
宅
に
到
つ

て
断
中
す
と
か
、
あ
る
い
は
臨
済
鯨
に
到
り
予
家
に
入
っ
て
断
中
す

と
あ
る
の
が
、
そ
の
例
外
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
文
某
の
請
に
赴
き



て
断
中
す
と
記
し
て
い
る
例
の
ご
と
き
も
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は

食
事
と
閥
係
な
さ
そ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ
で
用
い
て
い
る
赴
請
の

文
字
そ
の
も
の
に
矢
張
り
施
食
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

稗
林
象
器
業
に
も
再
請
の
語
義
を
説
明
し
て

再
請
。
奮
説
田
請
受
ν
食
也
。
再
請
者
再
受
ν
食
也
。

と
見
え
、
す
な
わ
ち
僧
侶
を
ま
ね
い
〔
請
〕
て
法
事
を
管
む
場
合
、
布

施
や
粛
な
し
で
す
ま
す
と
い
う
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
。

中
に
就
い
て
開
成
五
年
の
四
月
廿

一
日
の
僚
の
ご
と
き
は

早
襲
。
正
北
行
品
川
塁
。
到
=
鎮
州
節
度
府
一
入
-
一
城
西
南
金
沙
静
院
↓

不
ν

見
-
街
中
プ
有
=
二
信
↓
見
ν

客
唄
慢
。
接
遺
数
度
。
強
入
=
院
中
一
修
ν

准
。
主
人
騎
ν
心
。
自
作
-
-
鱒
鈍
-
輿
=
客
僧
↓
賛
後
向
s

正
北
一
行
廿
塁
。

到
=
使
圧
楊
家
-
宿
。

と
あ
り
、
断
中
を
見
ず
と
い
う
よ
う
な
珍
ら
し
い
文
例
を
示
し
て
い

る
が
、
こ
れ
も
断
中
粛
の
略
で
あ
っ
て
、
最
初
こ
れ
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
断
定
を
念
が
ず
、
む
し
ろ
別
の
方
面
か
ら
断
中
の

意
味
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

思
う
に
樫
傘
は
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
の
な
い
僧
侶
に
劉
し
、
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種
々
の
規
律
を
定
め
て
守
ら
し
め
た
。
食
事
に
闘
す
る
も
の
も
勿
論

こ
れ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
五
分
律
に
興
味
あ
る

説
話
を
掲
げ
て
い
る
が
(
第
八
初
分
堕
法
)
、
さ
ら
に
薩
婆
多
毘
尼

毘
婆
沙
に
よ
る
と

非
時
と
は
日
中
よ
り
後
夜
の
後
分
に
至
る
ま
で
を
名
づ
け
て
非
時

と
な
す
。
最
よ
り
日
中
に
至
る
ま
で
を
時
と
名
づ
け
る
は
何
を
も

つ
て
の
故
ぞ
。
日
は
じ
め
て
出
で
、
す
な
わ
ち
日
中
に
至
る
。
明

う
た
た
盛
な
り
。
中
す
な
わ
ち
満
足
す
る
を
以
つ
て
の
故
に
名
づ

け
て
時
と
な
す
。
中
よ
り
後
夜
の
後
分
に
至
り
、
明
縛
じ
て
減
授

す
n

故
に
非
時
と
名
づ
く
。
ま
た
長
よ
り
日
中
に
至
っ
て
、
世
人

- 95ー

は
事
業
を
管
務
し
、
飲
食
を
作
る
。
こ
の
故
に
名
づ
け
て
時
と
な

す
。
中
よ
り
後
夜
の
後
分
に
至
っ
て
燕
舎
嬉
戯
し
自
ら
娯
柴
す
。

時
に
比
丘
遊
行
す
れ
ば
燭
慨
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
故
に
非
時
と
名

づ
く
。
ま
た
長
よ
り
日
中
に
至
っ
て
俗
人
は
種
々
の
事
務
あ
り
。

姪
悩
護
せ
ず
。
故
に
名
づ
け
て
時
と
な
す
。
中
よ
り
後
夜
の
後
分

に
至
る
ま
で
は
事
務
休
息
し
、
嬉
戯
言
笑
す
。
も
し
比
丘
出
入
し

遊
行
せ
ば
、
あ
る
と
き
は
誹
謬
せ
ら
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
悩
害
を
受

〈
。
名
づ
け
て
非
時
と
な
す
な
り
。
ま
た
比
丘
は
展
よ
り
中
に
至

る
、
こ
れ
乞
食
の
と
き
に
し
て
、
ま
さ
に
褒
落
に
入
り
て
往
来
遊

行
す
ベ
し
。
故
に
名
づ
け
て
時
と
な
す
。
中
よ
り
後
夜
の
後
分
に
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至
っ
て
ま
さ
に
静
挟
端
坐
し
読
経
坐
縛
し
、

お
の
お
の
、
所
業
に

首
る
。
こ
れ
行
来
し
楽
落
に
入
る
の
時
に
非
ら
ず
。
故
に
非
時
と

名
づ
く
。
(
第
七
・
九
十
事
第
三
十
七
)

と
見
え
る
。
賓
と
は
巴
梨
語
の
巴
刀
O
印
白
吾
白
の
課
で
あ
っ
て
、

氏
要
賞
品
色
上
、
中
食
の
僚
に
よ
る
と

起
世
因
本
経
一玄
。
烏
踊
沙
施
。

惰
一
言
問
=
増
長
↓
謂
受
=一持
策
法
↓
培
=

長
善
根
一
故
。
俳
数
以
-
-
過
中
不
'
食
名
v
策。

と
説
い
て
い
る
。
和
訓
で
驚
を
と
き
(
時
)
と
呼
ぶ
の
も
こ
れ
に
よ

っ
て
う
な
ず
く
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
し
か
ら
ば
、
璃
周

と
は
過
中
不
食
の
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
健
侶
に
射
し
食
事
を
供
養

す
る
こ
と
を
設
資
と
も
粛
舎
と
も
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
借
賓
と
も

い
い
、
食
事
の
供
養
を
受
け
る
僧
侶
の
人
数
が
多
い
場
合
だ
と
十
億

驚
・
百
借
驚
あ
る
い
は
五
百
倍
薦
、
乃
至
は
千
・
高
僧
賓
と
い
う
名

も
生
じ
た
。
こ
れ
ら
の
備
費
は
何
ら
か
の
供
養
の
た
め
の
法
舎
に
伴

う
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
と
に
忌
日
の
法
舎
な
ど
の
場
合
が
も
っ

と
も
多
い
。
樟
氏
要
覧
巻
下
、
住
持
の
僚
を
ひ
も
と
く
と

そ
れ
に

つ
い
て
以
下
の
様
に
記
し
て
い
る
。

人
亡
毎
至
豆
七
日
-
。
必
替
ν
驚
迫
薦
。
謂
=
之
累
七
↓
文
一五
a

資
七
一

け
だ
し
、
人
が
死
ん
で
七
日
日
毎
に
粛
舎
を
設
け
る
習
俗
は
何
時
頃

か
ら
は
じ
ま
っ
た
か
明
か
で
な
い
が
、
俳
教
と
共
に
印
度
で
行
わ
れ
、

中
園
に
及
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
党
網
経
巻
下
に
も
、
父
母
兄
弟
和
上

阿
闇
梨
の
亡
滅
の
日
お
よ
び
三
七
日
乃
至
七
七
日
に
も
ま
た
ま
さ
に

樟

大
衆
の
経
律
を
讃
語
講
読
し
、
資
曾
し
て
一帽
を
求
む
べ
し
、
と
あ
る
。

唐
代
に
一
般
に
こ
う
し
た
七
日
目
毎
の
驚
舎
が
俗
聞
に
多
く
行
わ

れ
た
こ
と
は
全
唐
文
巻
二

O
六
桃
山
宗
の
遺
v

令
誠
=
子
孫
-
文
に
、
す
ベ

か
ら
く
俗
情
に
し
た
が
っ
て
初
七
よ
り
終
七
に
至
る
ま
で
、
七
償
資

を
設
け
る
こ
と
を
ゆ
る
す
と
見
え
、
ま
た
園
仁
も
愛
弟
子
惟
暁
の
死

を
弔
う
た
め
三
七
日
清
・
五
七
日
驚
・
七
七
日
粛
を
営
ん
だ
こ
と
が
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行
記
の
巻
四
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
四
十
九
日
の
思
は

一
に
滴

中
陰
文
は
量
七
日
な
ど
と
も
い
い
、
今
日
に
至
る
ま
で
東
直
の
併
教

徒
の
聞
で
贋
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
別
に
こ
れ
を
呼
ぶ

の
に
現
在
の
中
園
で
断
七
と
い
う
こ
と
の
あ
る
こ
と
を
井
上
氏
や
竹

田
氏
の
支
那
語
辞
典
に
よ

っ
て
知
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
後
者
に
は

断
七

(
E
m
g
n
E
)
。
死
後
四
十
九
日
目
に
僧
侶
を
招
い
て
供
養

す
る
こ
と

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
商
務
印
書
館
の
酔
源
か
ら
の
轄
載
と

思
う
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
断
七
は
遺
令
誠
子
孫
文
に
見
え
る

終
七
ま
た
は
壷
七
日
な
ど
と
同
義
語
で
あ
る
こ
と
が
う
な
ず
け
る。



し
か
も
入
矢
救
援
の
示
数
に
よ
る
と
、
断
七
の
語
は
す
で
に
元
曲
「
紳

奴
克
」
な
ど
に
も
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
近
来
の
新
語
で
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
な
ら
ば
断
中
の
断
は
断
七
の
断
と
同
じ

用
例
で
あ
る
こ
と
が
確
貸
で
、

か
く
て
絡
ま
た
は
壷
な
ど
の
意
味
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
侃
文
韻
府
に
も
断
梅
と
い
う
言

業
を
あ
げ
、
陸
滋
の
詩
に

経
雷
レ
キ
レ
キ
た
り
断
梅
の
は
じ
め

と
あ
り
、
郷
人
は
梅
雨
に
雷
あ
る
を
い
い
て
断
栴
と
い
う
と
注
し
て

い
る
。
わ
が
園
で
も
梅
雨
の
こ
ろ
雷
鳴
す
る
と
す
で
に
梅
雨
が
明
け

た
と
俗
に
語
り
合
っ
た
り
す
る
。
断
梅
は
し
た
が
っ
て
梅
雨
の
移
り
、

文
は
梅
雨
明
け
と
課
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
こ
う
し
た
用

例
か
ら
推
し
て
断
中
と
は
移
中
ま
た
は
壷
中
と
も
置
き
換
え
う
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
午
の
終
り
で
あ
り
、
午
明
け
を
指
し
た
号一
回

葉
と
も
な
り
、
し
か
ら
ば
こ
の
断
は
断
火
・
断
獄
の
断
と
も
異
る
。

要
す
る
に
僧
侶
の
戒
律
に
と
っ
て
重
大
な
時
と
非
時
と
を
劃
す
る

こ
と
が
断
中
で
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
を
劃
す
る
主
な
意
味

は
粛
す
な
わ
ち
信
侶
の
食
事
と
閥
係
が
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
か

ら
、
た
だ
時
を
劃
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
断
中
粛
の
略
と
し
て
の
断

印3

中
と
い
う
場
合
も
往
々
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
中
の
字
が
午
の
意
味
で
あ
る
こ

と
は
前
に
述
べ
た
が
、
断
中
の
中
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
時
間
と
し

て
の
午
を
現
わ
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
開
成
五
年
四
月
の
篠

ザ
」
今
」
晶
、

十
一
日
。
卯
時
設
。

正
西
行
品
川
里
。
午
時
。
到
=
黄
河
渡
口
一
時
人

喚
篤
-量
点
家
ロ
マ
、
、

此
繋
家
口
多
有
=
舟
船
二
員
-
-
一
載
往
還
人
一
鉱
山

河
南
属
品
驚
州
高
城
勝
一
河
北
属
品

人
出
-
一
五
文
-
。

一
頭
艦
十
五
銭
。

徳
州
南
界
↓
遇
v
河
北
岸
断
中
。
四
人
毎
ν

人
喫
=
四
椀
粉
粥
一
主
人
驚

懐
。
多
喫
-
一
冷
物
↓
恐
不
=
消
化
-
失
。
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と
あ
り
、
高
城
豚
と
徳
州
と
の
境
を
流
れ
て
い
た
黄
河
を
渡
る
と
き
、

た
ま
た
ま
河
南
で
午
の
時
刻
に
な
っ
た
が
、
断
中
し
た
の
は
渡
し
舟

で
賛
同
の
北
岸
に
到
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
徐
程
の
空
腹
だ
っ
た
と

見
え
、
驚
か
れ
る
ほ
ど
粉
粥
を
喫
し
て
い
る
。
併
家
が
戒
法
の
立
場

か
ら
、
守
る
中
は
必
ず
し
も
時
開
通
り
に
は
ゆ
か
な
い
。
特
に
頭
陀

な
ど
に
出
る
場
合
は
そ
う
で
あ
る
。
上
に
も
鰯
れ
た
よ
う
に
固
仁
ら

の
午
前
中
の
行
程
と
し
て
普
通
二
十
五
里
乃
至
三
十
里
を
歩
行
す
る

の
で
あ
る
が
、
時
に
よ
っ
て
は
四
十
里
に
及
ん
だ
場
合
も
あ
る
。
そ

う
し
た
場
合
、
午
時
を
経
過
す
る
よ
う
な
こ
と
も
嘗
然
あ
り
う
る
。

さ
ら
に
ま
た
主
要
交
通
路
上
に
は
十
塁
乃
至
十
五
里
な
ど
の
間
隔
皐
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位
で
宿
舗
が
置
か
れ
た
り
、

丁
度
休
憩
や
宿
泊
に
便
利
な
と
こ
ろ
に

は
旋
庖
な
ど
が
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
行
程
時
間
の
狂
う
の
は

別
に
不
思
議
で
は
な
い
。

断
七
の
場
合
と
同
様
な
意
味
か
ら
断
中
は
卒
常
の
住
寺
生
活
に
用

い
ら
れ
て
よ
い
言
葉
と
思
う
。
ま
た
他
の
文
献
に
寅
例
が
残
っ
て
い

な
く
て
も
、
恐
ら
く
そ
う
し
た
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
費
時

の
狂
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
頭
陀
中
の
方
が
甚
だ
し
い
の
で
、
上
記
し

た
よ
う
に
行
記
に
も
、
専
ら
山
東
河
北
山
西
方
面
の
抜
行
中
に
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
た
が
っ
て
嘗
時
も
旋
行
中
に

は
断
中
あ
る
い
は
断
中
部
周
と
い
う
語
を
用
い
、

一
般
に
は
た
だ
賓
と

の
み
い
っ
て
い
た
慣
習
が
あ
っ
た
か
と
も
推
測
さ
れ
な
い
で
は
な
い
。

な
お
開
成
五
年
三
月
二
十
五
日
に
青
州
の
節
度
副
使
の
張
員
外
(
名

は
未
詳
)
に
劃
し
て
固
仁
が
迭
っ
た
粛
の
食
線
を
請
う
手
紙
に
左
の

ご
と
き
も
の
が
あ
る
。

日
本
園
の
求
法
惜
の
固
仁
。

賓
の
棋
を
施
し
た
ま
わ
ん
こ
と
を
請
う
。

右
の
固
仁
ら
は
速
く
本
園
を
僻
し
て
、
都
教
を
訪
い
等
、
す
ね
。
公

か
に
か
く

験
を
請
わ
ん
が
た
め
に
未
だ
西
東
す
る
こ
と
あ
ら
ず
。
到
る
と
こ

ろ
家
ご
と
に
飢
え
た
る
が
た
め
に
、
情
に
忍
び
難
く
、
言
音
の
別

な
る
に
縁
っ
て
、
専
ら
乞
う
こ
と
能
わ
ず
。
伏
し
て
望
む
ら
く
ば
、

仁
恩
も
て
香
積
の
徐
供
を
ば
拾
し
、
異
藩
の
貧
憎
に
賜
ら
ん
こ
と

を
。
先
き
ご
ろ
一
中
を
賜
わ
り
し
も
、
今
更
に
悩
飢
し
ま
つ
る
。

伏
し
て
深
く
悔
恨
し
、
謹
み
て
弟
子
の
惟
正
を
遺
し
て
拭
し
ま
っ

の

る
。
謹
み
て
疏
ぶ
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
先
き
ご
ろ
一
中
を
賜
う
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
三

月
二
十
三
日
に
、

た
ま
た
ま
固
仁
が
節
度
判
官
粛
慶
中
の
ま
ね
き
で
、

そ
の
宅
に
お
い
て
資
せ
ん
と
し
て
い
た
と
き
、
節
度
副
使
の
張
氏
が

使
者
を
遣
し
て
喚
び
、
六
七
人
の
官
吏
ら
と
共
に
州
の
進
奏
院
に
お
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い
て
改
め
て
粛
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
さ
て
一
中
と
い
う
語
は

時
々
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
借
道
忠

が
す
で
に
稗
林
象
器
筆
の
言
語
門
に
項
を
設
け
て
説
明
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
中
座
(
主
人
の
お
る
と
こ
ろ
)

一
鑑
の
義
だ
と
も
、

あ
る
い
は
一
堂
ま
た
は
一
座
の
義
だ
と
も
い
う
が
、
特
に
高
僧
停
巻

十
二
標
法
旺
俸
の

元
嘉
初
。
出
v

都
止
=
道
場
寺
一
性
率
素
。
止
一
中
市
己
。

と
あ
る
の
を
引
用
し
て
、
忠
日
く
、
こ
れ
に
日
中
、

一
食
を
言
う
な

り
と
説
明
し
て
い
る
。
た
ま
た
ま
古
清
涼
俸
を
披
見
す
る
と
、
巻
下

支
流
雑
述
の
僚
に
も
、



余
幸
曾
遇
=
〔
轟
世
師
〕
↓

一
中
同
飯
。
観
=
其
動
止
↓
賓
異
=
常
流
一

而
凡
得
=
飯
食
一
必
分
=
譲
上
下
一

と
あ
り
、

一
中
間
障
な
る
文
字
も
見
え
る
か
ら
道
忠
の
説
明
は
さ
ら

に
正
確
さ
を
加
え
た
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら

ば
断
中
の
方
は
一
日
に
お
け
る
最
後
の
食
事
で
あ
る
と
い
う
意
味
が

強
調
さ
れ
て
い
る
の
に
劃
し
、
こ
の
方
は
特
に
午
時
一
回
の
賛
食
を

強
調
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
午
前
中
に
普
通
行

う
よ
う
な
場
合
だ
と
、
車
に
賓
と
の
み
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
開

成
四
年
四
月
七
日
の
僚
な
ど
に
お
い
て
は
、
巴
時
す
な
わ
ち
十
時
前

後
に
食
事
を
行
っ
た
後
は
1

午
後
二
度
茶
を
喫
し
た
の
み
で
、
他
に

は
別
段
食
事
ら
し
い
も
の
を
と
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
は

っ
き
り
粛
と
記
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
記
事
は
園
仁
が
い
ま
だ

海
州
地
方
に
お
け
る
と
き
の
こ
と
で
、
果
し
て
断
中
と
い
う
言
葉
を

知
っ
て
い
た
か
否
か
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
が
。
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On the Sense of the Word Tuan Chung断中

Katsutoshi Ono 

The word tuan chung which we often meet with in Ennins' Diary 

is never found in other literature. It has been noticed， but not fully 

explained. The aim of the present paper is to make clear the meaning 

of the word from the examples shown in the itinerary and the buddhist 

customs of the T'ang dynasty. 

-3-


