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京
都
第
八
八
册

(二
〇
一
三
)
：
一
一
一
-一
四
九
頁

隋
�
�
東
ア
ジ
ア
の
﹁
優
塡
王
宴
﹂
	
容
に
關
す
る
覺
書

稻

本

泰

生

は

じ

め

に

永
觀
元
年

(九
八
三
)

八


に
入
宋
し
︑
�
和
三
年

(九
八
六
)

二


に
�
安
京
に
戾
っ
た
東
大
寺
僧
・
奝
然

(九
三
八
～
一
〇
一
六
)

に
よ
っ

て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
京
都
淸
凉
寺
の
本
�
・
釋
C
如
來
立
宴

(圖
①
)

は
︑
寧
波
に
ほ
ど
�
い
浙
江
省
台
州
で
北
宋
・
雍
煕
二
年

(九
八

五
)

に
�
立
さ
れ
た
︒
同
宴
は
﹁
三
國

(天
竺
・
震
旦
・
日
本
)

傳
來
の
生
身
の
釋
C
﹂
と
し
て
比
類
な
き
靈
驗
を
謳
わ
れ
︑
大
量
の
模
宴

(
淸

凉
寺
式
釋
C
)

が
制
作
さ
れ
た
︒
そ
の
�
の
も
と
と
な
っ
た
の
は
︑
長
く
江
蘇
省
揚
州
の
地
に
安
置
さ
れ
︑
そ
の
後
金
陵

(南
京
)

を
經
て
︑
奝

然
入
宋
時
に
は
北
宋
の
都
・
汴
京

(開
封
)

に
移
さ
れ
て
い
た
﹁
栴
檀
釋
C
瑞
宴
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
栴
檀
瑞
宴
は
忉
利
天
上
に
轉
生
し
た
�
母

�
耶
夫
人
に
說
法
す
る
た
め
單
身
天
上
に
昇
っ
た
釋
C
の
不
在
を
歎
い
た
イ
ン
ド
・
カ
ウ
シ
ャ
ー
ン
ビ
ー
の
優
塡
王

(ウ
ダ
ヤ
ナ
王
)

が
︑
工

人
を
天
上
に
�
り
�
ん
で
釋
C
の
在
世
中
の
�

(三
十
二
相
)

を
寫
し
と
ら
せ
た
�
上
初
の
佛
宴

(﹁
優
塡
王
思
慕
宴
﹂﹁
優
塡
王
宴
﹂︒﹁
優
塡
王
が
制

作
さ
せ
た
釋
C
宴
﹂
の
�
)

と
の
傳
承
を
�
す
る
︒
同
宴
は
淸
凉
寺
宴
の
形
式
な
ど
か
ら
み
て
︑
實
際
の
と
こ
ろ
は
イ
ン
ド
で
は
な
く
︑
恐
ら
く

東
ト
ル
キ
ス
タ
ン

(現
在
の
怨
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
區
)

も
し
く
は
華
北
で
︑
五
～
六
世
紀
に
�
立
さ
れ
た
と
す
る
說
が
�
力
視
さ
れ
る(1

)

︒
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栴
檀
瑞
宴
の
傳
來
に
つ
い
て
は
︑
南
�
昇
元
年
中

(九
三
七
～
四
二
)

に
揚
州
開
元
寺
か
ら
金
陵
長
干
寺
に
�
さ
れ
︑
南
�
滅
�

(開
寶
八
年

=

九
七
五
)

の
"
春
以
影
汴
京
の
內
裏
に
�
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
點
な
ど
︑
�
�
の
塚
本
$
閏
氏
の
硏
究
で
多
く
の
怨
事
實
が
&
'
し
た
が
︑

淸
凉
寺
宴
の
制
作
は
北
宋
が
南
�
を
滅
ぼ
し
て
か
ら
十
年
後
︑
壯
麗
な
佛
敎
�
)
を
誇
っ
た
吳
越
國
を
歸
順
さ
せ
︑
第
五
代
錢
弘
俶

(位
九
四

八
～
九
七
八
)

が
汴
京
に
移
っ
た
太
�
興
國
三
年

(九
七
八
)

か
ら
七
年
後
に
あ
た
る
︒
吳
越
國
歸
順
に
際
し
て
は
吳
越
僧
瓜
贊
寧

(九
一
九
～
一

〇
〇
二
)

が
隨
+
し
て
鄮
縣

(
寧
波
の
舊
稱
)

阿
育
王
塔
の
原
品
が
北
宋
に
奉
獻
さ
れ
た
︒
奉
獻
の
時
點
で
は
杭
州
に
�
さ
れ
て
い
た
本
品
は
︑

阿
育
王
,
�
と
稱
す
る
中
國
の
寶
塔
中
第
一
の
存
在
と
し
て
名
高
く
︑
吳
越
の
舍
利
信
仰
で
も
中
核
を
擔
っ
た
︒
贊
寧
は
鄮
縣
阿
育
王
塔
の
奉

獻
に
關
し
︑
自
著
﹃
宋
高
僧
傳
﹄
.
身
/
の
末
尾
に
お
い
て
︑
汴
京
に
0
ば
れ
た
こ
の
塔
が
初
め
滋
福
殿
で
供
養
さ
れ
︑
後
に
內
2
場
に
3
え

ら
れ
て
し
ば
し
ば
奇
瑞
を
現
し
た
と
語
り
︑
さ
ら
に
太
�
興
國
八
年

(九
八
三
)

二


の
4
︑
太
宗
の
詔
敕
で
円
て
ら
れ
た
汴
京
開
寶
寺
木
塔
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の
﹁
深
甃
中
﹂
に
6
め
ら
れ
た
と
述
べ
る(2

)

︒
こ
の
阿
育
王
塔
と
栴
檀
瑞
宴
が
北
宋
の
內
裏
と
い
う
場
を
共
�
し
て
い
た
こ
と
の
重
7
性
に
8
目

し
た
谷
口
9
生
氏
の
論
考
を
承
け
︑
:
出
塚
本
氏
は
こ
れ
ら
佛
敎
關
連
の
�
物
が
お
か
れ
た
場
の
樣
相
を
復
原
<
に
︑
か
つ
=
括
<
に
究
'
さ

れ
た
︒
こ
れ
ら
が
い
か
な
る
原
理
の
も
と
に
秩
序
づ
け
ら
れ
︑
排
列
さ
れ
て
い
た
か
は
氏
の
詳
細
な
論
說
に
讓
る
が
︑
汴
京
の
內
裏
に
﹁
栴
檀

瑞
宴
﹂
が
奉
�
さ
れ
て
さ
ほ
ど
時
を
>
て
な
い
時
�
に
�
立
さ
れ
︑
今
な
お
京
都
の
地
に
存
在
す
る
淸
凉
寺
宴
が
佛
敎
�
)
�
上
・
東
ア
ジ
ア

�
上
に
占
め
る
價
値
の
巨
大
さ
を
︑
ま
ず
は
再
確
?
し
て
お
き
た
い
︒

一
方
で
淸
凉
寺
宴
�
立
以
:
の
中
國
に
は
︑
の
ち
に
同
宴
の
範
と
な
っ
た
揚
州
,
在
の
宴
以
外
に
も
︑
カ
ウ
シ
ャ
ー
ン
ビ
ー
の
現
地
に
祀
ら

れ
て
い
た
宴
を
寫
し
て
玄
奘
が
持
ち
歸
っ
た
と
稱
す
る
宴
や
︑
2
宣
が
と
り
わ
け
重
視
し
た
荊
州
大
'
寺
の
宴
な
ど
︑
優
塡
王
宴
で
あ
る
こ
と

を
標
榜
す
る
複
數
の
釋
C
宴
が
存
在
し
た
︒
特
に
重
7
な
の
は
七
世
紀
後
@
の
洛
陽
周
邊
で
﹁
優
塡
王
宴
﹂
の
銘
を
も
つ
イ
ン
ド
風
の
濃
厚
な

倚
坐
形
式
の
釋
C
宴
が
大
量
に
�
立
さ
れ
︑
龍
門
・
鞏
縣
石
窟
を
中
心
に
七
十
體
以
上
が
現
存
す
る
と
い
う
事
實
で
あ
る
︒
淸
凉
寺
宴
と
完
B

に
形
式
を
衣
に
す
る
洛
陽
周
邊
の
諸
宴
が
︑
ど
こ
の
ど
の
宴
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
︑
な
ぜ
短
�
閒
に
か
く
も
液
行
し
た
か
に
つ
い
て
は
議
論

が
あ
り
︑
筆
者
も
こ
の
論
點
を
中
心
に
︑
優
塡
王
宴
の
東
傳
過
F
に
つ
い
て
=
括
<
な
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
が

(以
下
﹁
:
稿
﹂
と
稱
す

る
)
︑
そ
の
後
こ
の
初
�
�
の
樣
相
を
め
ぐ
っ
て
も
硏
究
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ
た(3

)

︒
小
稿
は
か
か
る
狀
況
を
承
け
︑
七
～
八
世
紀
の
日
本
で
制

作
さ
れ
た
銅
板
法
華
說
相
圖

(長
谷
寺
藏
)

や
︑
�
か
ら
の
將
來
品
と
目
さ
れ
る
刺
繡
釋
C
如
來
說
法
圖

(奈
良
國
立
H
物
館
藏
)

な
ど
︑
日
本
傳

來
の
.
品
中
に
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
と
共
J
す
る
圖
宴
が
登
場
す
る
�
義
な
ど
に
8
目
し
︑
隋
�
時
代
に
お
け
る
優
塡
王
宴
信
仰
の
あ
り
方

と
波
K
の
樣
相
に
つ
い
て
︑
若
干
の
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
優
塡
王
宴
の
﹁
東
夏
で
敎
)
を
な
す
﹂
役
割
は
肥
田
路
美
氏
︑

生
身
性
に
つ
い
て
は
奧
永
夫
氏
の
綿
密
な
檢
討
が
あ
る
が
︑
小
稿
が
淸
凉
寺
宴
�
立
:
�
の
解
'
の
み
な
ら
ず
︑﹁
イ
ン
ド
由
來
﹂﹁
在
世
中
の

釋
C
の
�
を
寫
し
た
﹂
と
稱
す
る
佛
宴
が
﹁
東
ア
ジ
ア
と
い
う
地
域
で
﹂
い
か
な
る
�
味
を
擔
っ
た
か
と
い
う
︑
佛
敎
美
M
の
本
質
に
關
わ
る

問
題
の
究
'
に
︑
多
少
な
り
と
も
N
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

隋��東アジアの「優塡王宴」	容に關する覺書
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一
．
玄
奘
歸
國
以
:
に
實
在
し
た
優
塡
王
宴
に
關
す
る
2
宣
の
著
作
中
の
記
述

開
皇
元
年

(五
八
一
)

に
卽
位
し
︑
そ
の
直
後
に
五
嶽
に
佛
寺
を
�
營
し
た
隋
の
�
R
は
北
周
廢
佛
か
ら
の
大
々
<
な
復
佛
を
展
開
し
︑
大

興
城
靖
善
坊
に
大
興
善
寺
を
�
營
︑
B
國
四
五
箇
,
に
大
興
國
寺
を
お
い
た
︒
こ
の
事
業
は
�
代
に
お
け
る
高
宗
�
營
の
諸
州
の
寺
院

(乾
封

元
年=

六
六
六
︑
寺
名
不
詳
)
︑
則
天
武
后
�
營
の
大
雲
寺

(載
初
元
年=

六
九
〇
)
︑
中
宗
�
營
の
中
興
寺

(
神
龍
元
年=

七
〇
五
︑
二
年
後
に
龍
興
寺
と

改
稱
)
︑
玄
宗
�
營
の
開
元
寺

(開
元
二
六
年=

七
三
八
)
︑
ひ
い
て
は
わ
が
國
の
國
分
寺
・
國
分
尼
寺
円
立

(天
�
一
三
年=

七
四
一
)

に
ま
で
繼
承

さ
れ
た
一
州
一
寺
制
の
源
液
に
あ
た
り
︑
佛
敎
�
上
き
わ
め
て
重
7
な
�
味
を
も
つ
が(4

)

︑
�
R
の
佛
敎
施
策
の
中
で
も
特
に
重
視
さ
れ
る
仁
壽

舍
利
塔
の
�
營
は
︑
そ
の
V
生
W
で
あ
る
仁
壽
元
年

(六
〇
一
)

六


一
三
日
︑
仁
壽
宮

(開
皇
一
三
年=

五
九
三
よ
り
陜
西
省
麟
游
縣
に
營
ま
れ
た

X
暑
宮
)

仁
壽
殿
に
大
德
の
高
僧
が
集
め
ら
れ
︑
三
十
の
州
に
舍
利
を
�
り
︑
起
塔
を
指
示
す
る
敕
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
︒
十


一
五

日
︑
三
十
州
一
齊
に
舍
利
が
6
め
ら
れ
︑
佛
塔
が
起
て
ら
れ
た
︒
塔
の
円
立
は
そ
の
後
同
二
年
に
五
一
州
︑
四
年
に
三
十
餘
州
に
お
い
て
行
わ

れ

(こ
の
二
回
は
四


八
日
)
︑
結
果
<
に
B
國
一
一
〇
箇
,
餘
に
�
營
さ
れ
た(5

)

︒
仁
壽
舍
利
塔
は
長
安
で
は
大
興
善
寺
に
設
置
さ
れ
︑
B
國
の

同
塔
の
中
核
を
な
し
た
︒
仁
壽
舍
利
塔
に
つ
い
て
は
現
在
も
大
規
模
な
硏
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
[
行
中(6

)

な
の
で
贅
言
を
X
け
︑
こ
こ
で
は
王
劭

﹃
舍
利
感
應
記
﹄
,
載
の
︑
仁
壽
元
年
十


一
五
日
正
午
を
�
し
て
三
十
州
一
齊
に
供
養
が
行
わ
れ
た
際
の
長
安
に
お
け
る
式
\
第
中
の
︑
�

R
が
玉
笏
を
手
に
﹁
西
面
﹂
し
て
立
ち
︑
大
興
善
寺
か
ら
﹁
佛
宴
﹂
と
沙
門
三
六
七
人
を
大
興
宮
の
大
興
殿
に
3
え
た
と
い
う
く
だ
り(7

)

の
み
に

留
�
し
て
お
く
︒
こ
の
佛
宴
が
何
で
あ
っ
た
か
は
定
め
が
た
い
も
の
の
︑
同
寺
に
あ
っ
た
阿
育
王
宴(8

)

も
し
く
は
優
塡
王
宴

(後
述
)

の
よ
う
な

釋
C
瑞
宴
を
奉
3
し
た
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
こ
の
事
實
は
皇
R
と
如
來
も
し
く
は
佛
宴
︑
R
身
と
佛
身
の
類
比
性
・
重
層

性(9
)

や
兩
者
の
位
置
關
係(10

)

を
め
ぐ
る
議
論
に
も
少
な
か
ら
ぬ
示
唆
を
與
え
る
が
︑
ま
ず
は
:
稿
で
も
先
行
硏
究
を
參
照
し
つ
つ
詳
說
し
た
︑
隋
代
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に
お
い
て
そ
の
實
在
が
確
?
で
き
︑
か
つ
し
か
る
べ
き
權
威
を
備
え
た
三
體
の
優
塡
王
宴
︑
す
な
わ
ち
荊
州
大
'
寺
宴
︑
同
宴
の
寫
し
と
い
う

長
安
大
興
善
寺
宴
︑
揚
州
長
樂
寺

(後
の
開
元
寺
)

宴
に
つ
い
て
槪
略
を
確
?
し
て
お
き
た
い
︒
三
者
は
い
ず
れ
も
2
宣
の
著
作
中
に
言
K
が

あ
り
︑
宴
を
め
ぐ
る
營
爲
も
︑
あ
る
F
度
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

①

荊
州
大
�
寺
宴

ま
ず
大
'
寺
宴
は
2
宣
﹃
集
神
州
三
寶
感
J
錄
﹄
卷
中
に
詳
し
い
記
載

(大
正
五
二
・
四
一
九
ｂ
～
ｃ
)

が
あ
り
︑
舍
衞
城

(シ
ュ
ラ
ー
ヴ
ァ
ス

テ
ィ
ー
)

の
å
桓
寺

(å
園
精
舍
)

に
あ
っ
た
優
塡
王
宴
の
模
宴
が
天
監
十
年

(五
一
一
)

四


五
日
に
揚
都

(
円
康
)

に
到
着
︑
梁
の
武
R
は

﹁
太
極
殿
に
3
え
て
﹂
供
養
し
た
と
い
う
︒
太
淸
三
年

(五
四
九
)

五


に
武
R
が
b
じ
た
後
︑
承
c
元
年

(五
五
二
)

一
一


に
湘
東
王
が
江

陵
で
卽
位
し
て
元
R
と
な
る
と
︑
宴
は
揚
都
か
ら
3
え
ら
れ
︑﹁
荊
都

(江
陵
)

承
光
殿
に
て
﹂
供
養
さ
れ
た
︒
そ
し
て
後
梁
の
大
定
八
年

(五

六
二
)

に
城
北
の
靜
陵
に
大
'
寺
が
創
円
さ
れ
︑
宴
は
こ
こ
に
安
置
さ
れ
た
︒
本
宴
も
︑
皇
R
が
円
康
・
江
陵
の
兩
地
の
內
裏
で
供
養
し
た
と

の
記
錄
が
あ
る
點
は
8
目
し
て
よ
い
︒
將
來
經
雲
に
不
可
解
な
點
が
多
い
こ
と
は
:
稿
で
も
述
べ
た
J
り
だ
が
︑
少
な
く
と
も
円
康
か
ら
荊
州

へ
の
移
安
を
語
る
邊
り
か
ら
は
︑
�
實
と
み
て
よ
か
ろ
う
︒﹃
三
寶
感
J
錄
﹄
は
﹁
今
見
在
す
︒
多
く
傳
寫
す
る
も
の
あ
り
て
京
國
に
液
被
す
﹂

と
い
い
︑
本
宴
に
は
多
く
の
模
宴
が
存
在
し
た
と
い
う
︒

②

長
安
大
興
善
寺
宴

\
に
大
興
善
寺
宴
は
︑﹁
大
'
寺
と
大
興
善
寺
に
優
塡
王
宴
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
を
根
本
宴
と
す
る
か
﹂
と
い
う
�
d
で
︑﹃
律
相
感
J
傳
﹄

(﹃
2
宣
律
師
感
J
錄
﹄
)

に
登
場
す
る

(大
正
四
五
・
八
七
六
ｂ
～
ｃ
︑
同
五
二
・
四
三
八
ｂ
)
︒
梁
元
R
の
承
c
三
年

(五
五
四
)
︑
江
陵
に
據
點
を
お
い

て
い
た
梁
を
�
定
し
た
北
周
は
﹁
國
寶
を
收
め
て
皆
く
北
周
に
入
﹂
れ
た
と
い
う
が
︑
大
'
寺
宴
は
僧
珍
法
師
な
る
者
が
隱
し
︑
使
人
に
財
物
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を
與
え
る
こ
と
で
北
�
を
免
れ
た
︒
つ
い
で
隋
の
開
皇
九
年

(五
八
九
)
︑
�
R
は
柳
g
言

(
:
稿
補
8

(1
)
參
照
)

を
使
者
と
し
て
h
i
し
︑

宴
を
3
え
よ
う
と
し
た
が
︑
寺
僧
の
懇
願
も
あ
っ
て
g
言
は
模
宴
を
以
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
と
し
︑
婆
羅
門
僧
眞
j
が
別
に
檀
宴
を
�
り
︑

こ
れ
が
大
興
善
寺
の
宴
に
あ
た
る
と
い
う
︒
た
だ
し
こ
の
大
興
善
寺
宴
の
�
は
大
'
寺
宴
が
漆
布
で
k
わ
れ
て
い
た
時
に
寫
し
取
っ
た
た
め
同

宴
と
大
き
く
衣
な
っ
て
い
た
と
い
い
︑
�
年
阿
育
王
宴
の
,
在
地
で
も
あ
る
長
沙
寺
の
義
法
師
が
漆
布
を
除
去
し
た
と
こ
ろ
眞
の
�
が
現
れ
た

と
い
う
︒
2
宣
は
﹁
興
善
の
宴
身
︑
一
一
本
に
乖
く
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
と
も
あ
れ
�
R
が
大
'
寺
宴
を
敕
命
で
長
安
に
3
え
よ
う
と
し
︑
結

果
<
に
模
宴
が
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
宴
も
瑞
宴
な
ど
も
含
め
た
c
.
物
に
關
す
る
�
R
の
施
策
の
一
l
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
な

お
大
興
善
寺
宴
は
﹃
寺
塔
記
﹄
(﹃
酉
陽
雜
俎
續
集
﹄
五
)

卷
上
に
よ
る
と
總
違

(六
六
八
～
六
七
〇
)

の
初
め
に
燒
失
︑
再
興
宴
は
拙
劣
で
あ
っ
た

と
傳
え
ら
れ
る

(
:
稿
8

(95
)
參
照
)
︒

③

揚
州
長
樂
寺
宴

�
後
に
淸
凉
寺
宴
が
範
と
し
た
長
樂
寺
宴

(の
ち
の
開
元
寺
宴
)

だ
が
︑
同
宴
に
つ
い
て
は
﹃
續
高
僧
傳
﹄
卷
二
九
︑
m
力

(五
四
四
～
六
二

三
)

傳
に
記
載
が
あ
る

(大
正
五
〇
・
六
九
五
ａ
～
ｂ
)
︒
m
力
は
揚
州
長
樂
寺
に
移
り
︑
円
康
龍
光
寺
か
ら
﹁
梁
武
將
來
の
優
塡
王
宴
﹂
と
﹁
王

謐
の
定
光
宴
﹂
を
長
樂
寺
に
0
ん
だ
と
い
う
︒
こ
の
移
安
以
影
の
話
は
槪
ね
�
實
と
み
て
よ
く
︑
開
皇
一
七
年

(五
九
七
)
︑
煬
R

(晉
王
廣
)

は
力
を
寺
n
に
し
︑
力
は
大
業
十
年

(六
一
四
)

に
は
栴
檀
で
瑞
宴
と
二
菩
#
を
模
し
た
と
い
う
︒
2
宣
は
後
に
﹃
律
相
感
J
傳

(﹃
2
宣
律
師

感
J
錄
﹄
)
﹄
で
︑
同
宴
が
梁
武
將
來
で
は
な
く
羅
什
將
來
で
あ
る
と
の
說
を
紹
介
す
る

(大
正
四
五
・
八
七
六
ｃ
～
八
七
七
ａ
︑
同
五
二
・
四
三
七
ｃ
)

が
︑
こ
の
說
は
龍
光
寺
と
羅
什
の
弟
子
竺
2
生
の
關
係
か
ら
着
想
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒﹃
續
高
僧
傳
﹄
の
記
事
の
ソ
ー
ス
と
な
っ
た
と
み

ら
れ
︑
同
書
に
も
言
K
が
あ
る
o
世
南

(五
五
八
～
六
三
八
)

*
述
の
碑
�
に
記
さ
れ
て
い
た
の
は
﹁
梁
武
將
來
﹂
說
と
考
え
ら
れ
︑
こ
れ
が
�

初
の
時
點
で
本
來
備
わ
っ
て
い
た
傳
承
と
み
な
さ
れ
る
︒
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と
こ
ろ
で
①
③
の
二
宴
を
め
ぐ
っ
て
2
宣
は
︑
初
�
の
著
作
で
あ
る
﹃
四
分
律
行
事
鈔
﹄﹃
續
高
僧
傳
﹄
で
は
大
'
寺
宴
に
B
く
言
K
し
な

い
一
方
︑
長
樂
寺
宴
を
優
塡
王
宴
と
?
め
る
記
述
を
行
う(11

)

︒
し
か
し
晚
年
の
著
作
で
あ
る
﹃
律
僧
感
J
傳

(﹃
2
宣
律
師
感
J
錄
﹄
)
﹄
で
は
大
'

寺
宴
に
著
し
く
s
入
れ
し
︑
同
宴
こ
そ
が
眞
の
優
塡
王
宴
で
あ
り
︑
長
樂
寺
宴
は
優
塡
王
宴
で
は
な
く
︑
ス
ワ
ー
ト
付
�
の
ダ
レ
ル
の
檀
宴
が

扶
南
を
經
由
し
て
円
康
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
述
べ
る
︒
同
書
で
は
ま
た
大
興
善
寺
宴
の
價
値
も
貶
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
:
述
の
眞
の
�
が
現
れ

た
云
々
の
話
も
︑
大
'
寺
宴
の
正
瓜
性
を
n
張
せ
ん
が
た
め
の
潤
色
と
考
え
ら
れ
る

(
:
稿
三
九
五
～
七
頁
)
︒
と
も
あ
れ
こ
こ
で
は
大
'
寺
宴

と
長
樂
寺
宴
が
本
來
﹁
梁
武
將
來
﹂
と
い
う
傳
承
を
+
っ
て
お
り
︑
中
國
の
優
塡
王
宴
に
お
い
て
梁
武
將
來
說
が
︑
そ
の
正
瓜
性
を
保
證
す
る

�
力
な
t
成
7
素
で
あ
っ
た
可
能
性(12

)

に
改
め
て
8
�
し
て
お
き
た
い
︒
一
方
で
2
宣
の
活
v
�
と
w
行
す
る
七
世
紀
中
葉
に
は
︑
中
國
の
優
塡

王
宴
�
上
と
り
わ
け
重
7
な
︑
二
つ
の
事
件
が
發
生
し
た
︒
一
つ
は
貞
觀
一
九
年

(六
四
五
)

に
歸
國
し
た
玄
奘
に
よ
る
︑
イ
ン
ド
・
カ
ウ

シ
ャ
ー
ン
ビ
ー
の
地
に
祀
ら
れ
て
い
た
優
塡
王
宴
の
模
宴
將
來
で
あ
る
︒
今
一
つ
は
六
五
〇
年
代
以
影
︑
洛
陽
周
邊
で
爆
發
<
に
液
行
し
た
︑

﹁
優
塡
王
宴
﹂
銘
を
も
つ
倚
坐
形
式
の
釋
C
宴
の
�
立
で
あ
る
︒
こ
の
二
つ
の
現
象
を
い
か
に
整
合
<
に
理
解
し
︑
歷
�
上
に
位
置
づ
け
る
か
︒

長
年
の
懸
案
と
な
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
︒

二
．
初
�
�
K
び
w
行
�
の
日
本
に
お
け
る
優
塡
王
宴

①

龍
門
・
鞏
縣
の
優
塡
王
宴
と
玄
奘
將
來
宴
の
關
係
を
め
ぐ
る
議
論

七
世
紀
後
@
︑
洛
陽
周
邊
の
龍
門
石
窟
と
鞏
縣
石
窟
で
は
︑﹁
優
塡
王
宴
﹂
の
銘
を
+
う
倚
坐
形
式
の
釋
C
宴
が
大
量
に
�
立
さ
れ
た

(圖

②
～
⑤(13

)

)
︒
こ
の
一
群
の
優
塡
王
宴
は
小
衣
は
あ
る
が
基
本
<
に
同
一
の
�
で
︑
一
目
で
そ
れ
と
わ
か
る
特
y
の
あ
る
︑
衣
國
<
な
宴
容
を
も
つ
︒

い
ず
れ
も
s
幅
が
廣
く
︑
腰
の
く
び
れ
た
抑
揚
に
富
む
肉
身
表
現
を
示
し
︑
z
袒
右
s
で
右
s
を
完
B
に
露
出
し
︑
{
手
の
着
衣
を
體
軀
に
密
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圖二 優塡王宴 (龍門石窟敬善寺區第三〇六
號龕 南側) 永徽六年 (六五五)

圖三 優塡王宴 (同左 北側)

圖四 優塡王宴 (龍門石窟敬善寺區第三一二
號龕)

圖五 優塡王宴 (鞏縣石窟) 顯慶五年 (六
六〇)



着
さ
せ
て
衣
�
を
ほ
と
ん
ど
表
さ
な
い
︒
印
相
は
右
手
を
胸
:
に
擧
げ
て
施
無
畏
印
風
に
し
︑
左
手
は
:
方
に
出
し
て
掌
を
上
に
向
け
て
お
り
︑

八
連
弧
と
側
緣
の
怪
獸
裝
�
を
特
y
と
す
る
後
屛

(い
わ
ゆ
る
グ
プ
タ
式
背
障
)

の
つ
い
た
︑
方
形
ま
た
は
宣
字
形
の
臺
座
に
腰
掛
け
る
︒
龍
門

石
窟
で
は
計
七
十
�
を
下
ら
な
い
作
例
の
存
在
が
報
吿
さ
れ
︑
�
郊
の
鞏
縣
石
窟
で
も
四
例
が
報
吿
さ
れ
て
い
る
︒
基
本
形
は
獨
�
宴
だ
が
︑

脇
侍
を
+
う
も
の
や
︑
多
佛

(千
佛
・
萬
佛
)

と
と
も
に
表
現
さ
れ
る
例
も
あ
る
︒
制
作
年
代
は
六
五
〇
年
代
か
ら
六
八
〇
年
代
に
ほ
ぼ
限
ら

れ
︑
五
〇
～
六
〇
年
代
の
作
が
特
に
多
い
︒

こ
れ
に
先
ん
ず
る
貞
觀
一
九
年

(六
四
五
)
︑
玄
奘
三
藏
は
經
典
六
五
七
部
︑
舍
利
一
五
〇
粒
︑
佛
宴
七
軀
を
携
え
て
イ
ン
ド
求
法
の
旅
か
ら

歸
國
し
︑
正


七
日
に
長
安
に
到
着
︑
そ
の
將
來
品
は
弘
福
寺
に
安
置
さ
れ
た
︒
玄
奘
の
持
ち
歸
っ
た
七
軀
の
佛
宴
は
B
て
釋
C
宴
で
︑
そ
の

中
に
カ
ウ
シ
ャ
ー
ン
ビ
ー
の
優
塡
王
宴
の
�
を
模
し
た
檀
宴
が
存
在
し
た(14

)

︒
こ
の
優
塡
王
宴
を
含
む
經
宴
は
貞
觀
二
二
年

(六
四
八
)

に
大
慈

恩
寺
へ
と
移
さ
れ
︑
永
徽
五
年

(六
五
四
)

に
完
成
し
た
同
寺
の
塔

(大
雁
塔
の
:
身
)

に
6
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

龍
門
・
鞏
縣
の
優
塡
王
宴
に
關
し
て
は
﹁
ど
の
宴
を
範
と
し
て
�
立
さ
れ
た
の
か
﹂﹁
な
ぜ
か
く
も
爆
發
<
に
液
行
し
た
の
か
﹂
と
い
う
問

題
が
つ
き
ま
と
う
︒
:
者
に
關
し
て
は
︑
こ
れ
ら
優
塡
王
宴
は
倚
坐
宴
で
あ
る
點
か
ら
︑
少
な
く
と
も
立
宴
で
あ
り
︑
衣
�
t
成
な
ど
も
著
し

く
衣
な
っ
て
い
た
と
想
宴
で
き
る
揚
州
長
樂
寺
宴
に
基
く
宴
で
な
い
こ
と
が
'
白
で
あ
る
︒
:
稿
で
は
龍
門
・
鞏
縣
の
諸
宴
が
範
と
し
た
宴
を
︑

﹁
優
塡
王
宴
﹂
�
立
が
大
液
行
す
る
直
:
に
も
た
ら
さ
れ
た
玄
奘
將
來
宴
と
す
る
說
の
蓋
然
性
の
高
さ
を
荏
持
し
つ
つ
も
決
定
<
證
據
を
示
す

に
は
至
ら
ず
︑
こ
れ
に
つ
ぐ
候
補
と
し
て
︑
�
極
<
に
で
は
あ
る
が
荊
州
大
'
寺
宴
を
想
定
し
た
︒
一
方
で
こ
の
私
見
に
否
定
<
な
見
解
が
改

め
て
提
出
さ
れ
︑
議
論
は
な
お
決
着
を
み
て
い
な
い
が
︑
そ
の
後
七
～
八
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
優
塡
王
宴
信
仰
の
樣
相
に
關
し
︑
奈
良
國

立
H
物
館
,
藏
刺
繡
釋
C
如
來
說
法
圖
K
び
わ
が
國
長
谷
寺
に
傳
來
し
た
國
寶
・
銅
板
法
華
說
相
圖
の
圖
相
と
銘
�
を
手
掛
り
に
︑
怨
た
な
展

4
を
得
る
に
至
っ
た
︒
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②

奈
良
國
立
�
物
館
藏
刺
繡
釋
.
說
法
圖
と
忉
利
天
爲
母
說
法

京
都
勸
修
寺
に
傳
來
し
︑
今
日
で
は
奈
良
國
立
H
物
館
の
,
藏
に
歸
し
て
い
る
國
寶
・
刺
繡
釋
C
說
法
圖

(圖
⑥
⑦
)

が
︑
技
M
<
に
も
�

匠
<
に
も
七
～
八
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
繡
佛
の
�
高
峰
で
あ
る
こ
と
は
︑
誰
し
も
?
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
本
圖
に
お
い
て
は
背
も
た

れ
の
付
い
た
豪
華
な
玉
座
に
腰
掛
け
た
如
來
宴
と
︑
こ
れ
に
向
き
合
う
�
裝
の
貴
�
人
を
中
軸
に
菩
#
や
比
丘
︑
俗
形
の
人
物
ら
を
配
し
て
畫

面
が
t
成
さ
れ
て
お
り
︑
モ
チ
ー
フ
は
も
と
よ
り
地
の
部
分
に
至
る
ま
で
︑
B
て
が
�
�
と
相
良
�
の
二
種
の
刺
繡
で
k
い
盡
く
さ
れ
て
い
る
︒

色
�
の
變
)
と
0
針
で
立
體
感
を
も
生
み
出
す
繡
技
の
綿
密
さ
は
︑
ま
さ
に
壓
倒
<
と
い
う
ほ
か
な
い
︒
制
作
地
を
め
ぐ
っ
て
は
�
か
日
本
か

と
い
う
議
論
が
あ
り
︑
年
代
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
決
定
づ
け
る
材
料
は
缺
く
も
の
の
︑
基
本
<
な
t
想
と
原
圖
の
成
立
地
が
�
代
七
世
紀
後
@

頃
で
あ
る
こ
と
は
法
隆
寺
金
堂
壁
畫
と
の
類
似
點
の
多
さ
な
ど
︑
樣
式
面
で
も
疑
問
の
餘
地
が
な
い
と
こ
ろ
で(15

)

︑
刺
繡
と
し
て
制
作
さ
れ
た
場

,
と
時
�
も
︑
繡
佛
制
作
を
專
門
と
す
る
官
營
工
�
の
存
在
が
�
獻
か
ら
ほ
ぼ
確
か
め
ら
れ
る
點
な
ど
か
ら
高
宗
・
則
天
�

(七
世
紀
後
@
～
八

世
紀
初
)

と
す
る
︑
肥
田
路
美
氏
の
見
解
が
�
�
力
視
さ
れ
る(16

)

︒
n
題
は
釋
C
靈
鷲
山
說
法
圖
と
す
る
見
方
が
か
つ
て
は
一
般
<
だ
っ
た
が
︑

肥
田
氏
は
こ
れ
を
'
確
に
否
定
さ
れ
︑
倚
坐
形
式
の
n
�
の
�
が
細
部
ま
で
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
と
一
致
す
る
一
方
︑
周
圍
に
眷
屬
を
+
う

群
宴
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
︒
こ
れ
を
承
け
て
筆
者
は
:
稿
で
﹁
優
塡
王
宴
﹂
が
忉
利
天
上
の
釋
C
の
�
を
寫
し
た
宴
で

あ
る
こ
と
に
着
眼
し
︑
本
圖
の
n
�
が
優
塡
王
宴
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
譯
で
は
な
く
︑﹁
優
塡
王
宴
の
形
式
を
備
え
た
釋
C
﹂︑
こ
れ
と

向
き
合
う
同
繡
佛
中
の
女
人
を
︑
忉
利
天
說
法
の
對
象
で
あ
る
�
耶
夫
人
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
︑
B
體
の
n
題
を
︑
優
塡
王
宴
の
形
式
か
ら

考
案
さ
れ
た
忉
利
天
說
法
圖
と
み
な
す
こ
と
で
︑
合
理
<
な
解
釋
に
到
j
で
き
る
と
し
た
︒
幸
い
こ
の
見
解
は
大
方
の
荏
持
を
得
て
い
る
が
︑

七
～
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
︑
特
に
中
國
で
﹁
忉
利
天
說
法
圖
﹂
が
生
み
出
さ
れ
た
理
由
を
說
'
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
こ
の
n
題

に
﹁
佛
敎
に
お
け
る
父
母
へ
の
孝
行

(報
恩
)
﹂
と
い
う
n
題
が
內
=
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
き
︑
そ
こ
に
僧
尼
の
禮
敬
問
題
が
堰
出
し
た
︑

�
初
以
來
の
敎
團
を
と
り
ま
く
狀
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
言
K
す
る
鯵
略
な
解
說
と
報
吿
�
を
草
し
た
が(17

)

︑
論
述
に
不
備
が
多
く
補
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訂
を
7
す
る
た
め
︑
:
稿
發
表
以
影
に
得
た
當
該
問
題
に
關
す

る
知
見
を
︑
以
下
で
再
說
す
る
︒

ま
ず
8
目
し
た
い
の
は
�
初
の
護
法
沙
門
と
し
て
名
高
く
︑

排
佛
論
者
と
の
閒
で
激
し
い
論
爭
を
戰
わ
せ
た
法
琳
の
﹃
辯
正

論
﹄
卷
第
七
に
收
錄
さ
れ
る
﹁
九
箴
/
﹂
第
六
の
︑

｢乃
ち
母
氏
の
影
天
に
金
棺
を
剖
き
て
句
を
演
べ
︑
父
王
の
卽
世
に

寶
床
を
執
り
て
�
を
�
る
に
曁
び
て
は
︿
智
度
論
に
云
う
︑
淨
飯

王
の
�
わ
る
や
︑
佛
︑
自
ら
繩
床
の
一
脚
を
執
り
て
闍
維
の
處
に

至
る
︒
後
世
の
一
切
の
衆
生
に
︑
生
養
の
恩
に
報
ず
る
こ
と
を
示

す
﹀︑
孝
敬
の
表
儀
︑
茲
に
亦
た
備
わ
る
﹂
(大
正
五
二
・
五
三
三

ａ
︒
2
宣
﹃
廣
弘
'
集
﹄
卷
一
三
に
も
同
�
︒
同
一
八
三
ｃ
)︒

と
い
う
�
言
で
あ
る
︒﹁
九
箴
/
﹂
は
そ
の
:
に
お
か
れ
る
﹁
十
喩
/
﹂
と
w
せ
︑
淸
虛
觀
の
2
士
李
仲
卿
が
出
し
た
佛
敎
へ
の
論
難
の
書

﹁
十
衣
九
�
論
﹂
の
う
ち
﹁
九
�

(佛
敎
の
九
つ
の
�
妄
)
﹂
に
あ
た
る
部
分
と
そ
れ
に
對
す
る
反
論
を
收
錄
し
た
も
の
で
︑
右
に
引
い
た
箇
,
は

そ
の
第
六
項
で
あ
る
﹁
內
の
忠
孝
︑
�
う
こ
と
靡
き
の
旨
﹂
の
一
W
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
は
︑

｢外
の
論
に
曰
く
︑
夫
れ
孝
は
德
の
本
爲
り
︑
人
倫
の
先
と
す
る
,
︑
莫
大
の
宗
︑
固
よ
り
惟
れ
恃
怙
す
︒
昊
天
の
澤
︑
豈
に
能
く
酬
ゆ
と
曰
ん
や
︒
故
に
生
き

て
は
溫
淸
の
恭
を
盡
し
︑
�
に
は
墳
陵
の
禮
を
備
う
︒
今
︑
佛
の
訓
を
垂
る
る
︑
必
ず
爾
の
骸
骨
を
棄
て
︑
茲
の
草
野
に
捐
て
し
め
︑
多
く
財
賄
を
出
し
て
我

が
塔
�
を
營
ま
し
め
︑
�
に
愚
夫
を
し
て
惑
亂
し
︑
茲
の
典
禮
を
廢
し
︑
考
妣
の
棺
柩
に
は
曾
て
封
樹
の
心
無
か
ら
し
む

(下
略
)﹂
(同
五
三
二
ｃ
)︒

と
い
う
︑
佛
敎
は
民
を
�
し
て
佛
塔
�
立
の
た
め
に
浪
費
を
さ
せ
︑
父
母
に
對
す
る
葬
禮
を
蔑
ろ
に
さ
せ
て
い
る
︑
と
い
っ
た
排
佛
側
の
激
烈
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な
批
&
に
對
す
る
反
論
の
中
に
み
え
る
︑﹁
釋
�
も
父
母
に
對
す
る
報
恩
・
孝
行
を
行
わ
れ
た
の
だ
﹂
と
い
う
n
張
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
こ
に

例
示
さ
れ
て
い
る
の
は
﹃
淨
飯
王
般
𣵀
槃
經
﹄
に
み
え
る

(
:
引
の
�
は
﹃
智
度
論
﹄
に
み
え
る
と
す
る
が
)
︑
父
淨
飯
王
の
死
に
際
し
て
︑
釋
C
が

自
ら
棺
を
擔
い
だ
と
い
う
話
と
︑﹃
�
訶
�
耶
經
﹄
卷
下
に
み
え
る
︑
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
沙
羅
雙
樹
の
下
で
𣵀
槃
に
入
っ
た
の
ち
︑
�
耶
夫
人
が

忉
利
天
か
ら
來
臨
し
た
際
に
釋
C
が
金
棺
か
ら
出
て
說
法
を
行
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
︒

『淨
飯
王
般
𣵀
槃
經
﹄﹁
爾
の
時
世
�
︑
念
當
來
世
の
人
民
の
兇
暴
に
し
て
父
母
の
育
養
の
恩
に
報
い
ざ
ら
ん
こ
と
を
念
い
︑
是
の
不
孝
の
者
の
爲
に
︑
是
の
當

來
の
衆
生
の
等
し
く
禮
法
を
設
く
る
爲
の
故
に
︑
如
來
躬
身
し
て
自
ら
父
王
の
棺
を
擔
わ
ん
と
欲
す
﹂
(大
正
一
四
・
七
八
二
ｃ
)︒

『
�
訶
�
耶
經
﹄
卷
下
﹁
爾
の
時
如
來
︑
後
の
不
孝
の
衆
生
の
爲
の
故
に
︑
金
棺
よ
り
出
る
こ
と
師
子
王
奮
�
の
勢
の
如
く
︑
身
毛
孔
中
に
千
の
光
'
を
放
つ
﹂

(大
正
一
二
・
一
〇
一
三
ｂ
)︒

釋
C
が
父
母
に
對
し
て
な
し
た
二
つ
の
行
爲
が
8
釋
で
な
く
經
�
の
段
階
で
す
で
に
﹁
孝
﹂
の
�
d
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
體
が
問
題
と
な

ろ
う
が
︑
不
孝
を
理
由
に
批
&
を
行
う
排
佛
側
の
論
理
に
反
證
を
提
示
し
た
い
佛
敎
徒
に
と
っ
て
︑
こ
の
二
例
が
甚
だ
好
都
合
な
�
言
を
備
え

て
い
る
の
は
'
白
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
大
�
西
域
記
﹄
卷
六
︑
拘
尸
1
揭
羅
國
に
は
金
棺
出
現
の
c
地
に
つ
い
て
の
言
K
が
あ
り
︑

｢
慈
母
�
耶
天
宮
自
り
影
り
︑
雙
樹
の
閒
に
至
る
や
︑
如
來
︑
諸
の
不
孝
の
衆
生
の
爲
に
金
棺
從
り
起
ち
︑
合
掌
し
て
說
法
す
﹂
(大
正
五
一
・
九
〇
四
ｂ
)︒

と
い
う
�
言
が
付
さ
れ
る
︒
こ
れ
ま
た
﹁
不
孝
の
衆
生
の
爲
に
﹂
釋
C
が
再
生
說
法
を
行
っ
た
と
い
う
記
載
が
︑
初
�
�
に
強
い
影
�
力
を

保
っ
て
い
た
事
實
を
�
示
す
る
も
の
で
あ
る
︒
孝
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
︑
父
王
の
棺
擔
ぎ
と
母
に
對
す
る
再
生
說
法

(金
棺
出
現
)

が
一
對

の
說
話
と
�
わ
れ
た
こ
と
は
以
上
の
諸
點
か
ら
'
白
で
あ
る
が
︑
小
稿
の
論
點
と
の
關
係
で
さ
ら
に
8
目
す
べ
き
は
﹃
觀
無
量
壽
經
﹄
の
︑

｢亦
令
未
來
世
一
切
凡
夫
欲
修
淨
業
者
得
生
西
方
極
樂
國
土
︑
欲
生
彼
國
者
︑
當
修
三
福
︒
一
者
孝
養
父
母
︑
奉
事
師
長
︑
慈
心
不
殺
︑
修
十
善
業
︒
二
者
	
持

三
歸
︑
具
足
衆
戒
︑
不
犯
威
儀
︒
三
者
發
菩
提
心
︑
深
信
因
果
︑
讀
誦
大
乘
︑
勸
[
行
者
︒
如
此
三
事
名
爲
淨
業
﹂
(大
正
一
二
・
三
四
一
ｃ
)︒

と
い
う
�
違
中
の
﹁
孝
養
父
母
﹂
に
對
す
る
︑
善
�
の
8
釋
の
末
尾
部
分
で
あ
る
︒
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｢
印
た
佛
母
�
耶
︑
佛
を
生
じ
て
七
日
を
經
已
り
て
卽
ち
死
し
て
忉
利
天
に
生
ず
︒
佛
後
に
成
2
し
︑
四


十
五
日
に
至
り
て
卽
ち
忉
利
天
に
向
か
い
︑
一
夏
母

の
爲
に
說
法
す
︒
十


懷
胎
の
恩
に
報
い
ん
が
爲
な
り
︒
佛
尙
お
自
ら
恩
に
收
い
て
父
母
に
孝
養
す
︒
何
ぞ
況
ん
や
凡
夫
に
し
て
孝
養
せ
ざ
ら
ん
や
︒
故
に
知

る
︑
父
母
の
恩
深
く
し
て
極
め
て
重
き
也
﹂
(﹃
觀
無
量
壽
佛
經
駅
﹄
序
分
義
︑
卷
第
二
︑
大
正
三
七
・
二
五
九
ｃ
)︒

こ
こ
に
は
釋
C
の
忉
利
天
說
法
を
﹁
佛
敎
に
お
け
る
孝
の
實
踐
の
�
た
る
も
の
﹂
と
位
置
づ
け
る
︑
同
時
代
の
中
國
佛
敎
敎
團
側
の
理
解
の
典

型
が
み
ら
れ
る
︒
ま
た
七
世
紀
後
@
に
2
世
が
�
纂
し
た
佛
敎
類
書
﹃
法
苑
珠
林
﹄
卷
五
〇
で
も
こ
の
話
は
﹃
報
恩
/
﹄
に
揭
載
さ
れ
て
お
り

(大
正
五
三
・
六
六
四
ａ
)
︑
釋
C
の
忉
利
天
說
法
が
﹁
母
に
對
す
る
孝
行
物
語
﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
︑
少
な
か
ら
ぬ
影
�
力
を
�
し
て
い
た
こ
と

は
疑
い
を
容
れ
な
い
︒﹃
辯
正
論
﹄
,
載
の
2
敎
側
へ
の
反
論
に
お
い
て
﹁
釋
�
の
父
母
に
對
す
る
孝
の
實
踐
﹂
の
實
例
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
棺
擔
ぎ
と
金
棺
出
現
で
あ
り
︑
忉
利
天
說
法
に
つ
い
て
の
言
K
は
な
い
が
︑
先
に
引
い
た
﹃
�
訶
�
耶
經
﹄
卷
下
で
は
︑
金
棺
出
現

の
く
だ
り
の
直
後
に
︑

｢阿
難
印
た
言
わ
く
︑
當
に
何
と
此
の
經
を
名
づ
け
︑
云
何
に
奉
持
す
べ
き
や
と
︒
佛
︑
阿
難
に
吿
ぐ
︒
我
昔
日
に
於
い
て
︑
忉
利
天
上
に
て
母
の
爲
に
說
法
す
︒

K
た
�
訶
�
耶
夫
人
自
ら
說
く
,
�
り
︒
今
復
た
此
に
在
り
て
母
子
相
見
る
︒
汝
︑
後
世
の
諸
の
衆
生
輩
の
爲
に
︑
\
第
し
て
此
の
經
を
演
說
す
べ
し
︒
名
づ

け
て
�
訶
�
耶
經
と
曰
う
︒
亦
た
佛
昇
忉
利
天
爲
母
說
法
經
と
名
づ
く
︒
印
た
佛
臨
𣵀
槃
母
子
相
見
經
と
名
づ
く
︒
是
の
如
く
奉
持
せ
よ
︒
爾
の
時
世
�
︑
此

の
語
を
說
き
已
る
や
︑
母
と
辭
別
す
﹂
(大
正
一
二
・
一
〇
一
三
ｂ
)︒

と
い
う
�
言
が
續
き
︑
こ
の
金
棺
出
現
の
話
が
忉
利
天
說
法
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
'
示
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
僧
祐
﹃
釋
C
	
﹄
卷
二

で
は
︑﹁
釋
C
父
淨
飯
王
泥
洹
記
﹂
(﹁
淨
飯
王
泥
洹
經
に
出
ず
﹂
と
す
る
︒
父
王
の
棺
擔
ぎ
を
含
む
內
容
)

と
﹁
釋
C
母
�
訶
�
耶
夫
人
記
﹂
(﹁
佛
昇
忉
利

天
爲
母
說
法
經
に
出
ず
﹂
と
す
る
︒
母
に
對
す
る
忉
利
天
說
法
か
ら
三
2
寶
階
影
下
に
至
る
話
を
含
む
內
容
)

が
w
置
さ
れ
︑
と
も
に
か
な
り
の
長
�
で
 

錄
さ
れ
て
い
る

(大
正
五
〇
・
五
三
ａ
～
五
五
ａ
)
︒
同
書
を
繼
承
す
る
著
述
で
あ
る
2
宣
﹃
釋
C
氏
	
﹄
で
も
﹁
釋
C
父
王
泥
洹
記
﹂﹁
釋
C
母

氏
登
天
佛
¡
相
﹂
が
w
置
さ
れ

(大
正
五
〇
・
九
五
ｃ
～
九
六
ａ
)
︑
兩
者
は
一
連
の
物
語
と
し
て
�
わ
れ
て
い
た
か
の
如
く
で
あ
り
︑
棺
擔
ぎ
の

東 方 學 報

124



く
だ
り
に
お
い
て
は
﹁
不
孝
の
衆
生
の
た
め
に
﹂
と
い
う
�
言
が
'
記
さ
れ
て
い
る(18

)

︒
と
も
あ
れ
七
世
紀
の
中
國
の
佛
敎
界
に
お
い
て
︑
父
母

に
對
す
る
釋
C
の
こ
れ
ら
の
行
爲
が
'
確
に
孝
の
實
踐
と
結
び
つ
け
て
說
'
さ
れ
︑
そ
の
理
解
が
廣
く
共
�
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑

ま
ず
閒
�
い
な
い
と
い
え
る
︒
金
棺
出
現

(再
生
說
法
)

を
表
現
し
た
𣵀
槃
圖
宴
が
七
世
紀
後
@
に
登
場
す
る
こ
と
も
︑
ま
ず
は
そ
の
¢
長
上

に
位
置
す
る
現
象
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う(19

)

︒
刺
繡
釋
C
說
法
圖
の
場
合
︑﹃
�
訶
�
耶
經
﹄﹃
佛
昇
忉
利
天
爲
母
說
法
經
﹄
な
ど
の
,
說
と
圖
相

が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
だ
が

(
:
稿
四
一
三
頁
)
︑
こ
の
事
實
は
佛
敎
側
か
︑
佛
敎
を
奉
ず
る
世
俗
權
力
側
の
い
ず
れ

か
の
n
�
で
︑﹁
釋
�
に
よ
る
母
へ
の
報
恩
﹂
行
爲
を
表
す
圖
相
と
し
て
︑
優
塡
王
宴
の
宴
容
に
基
づ
い
て
創
出
さ
れ
た
可
能
性
が
︑
き
わ
め

て
高
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
︒
さ
ら
に
は
か
か
る
理
解
が
︑
洛
陽
に
お
け
る
優
塡
王
宴
の
爆
發
<
液
行
そ
の
も
の
の
基
層
に
液
れ
て
い
る

可
能
性
︑
飜
っ
て
こ
の
現
象
が
敎
團
側
が
積
極
<
に
仕
掛
け
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
す
る
必
7
が
あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
つ
い

て
は
先
に
そ
の
發
言
を
引
い
た
善
�

(六
一
三
～
八
一
)

が
︑
奉
先
寺
盧
舍
1
大
佛
の
�
營
に
も
參
畫
し
︑
龍
門
石
窟
と
直
接
結
び
つ
く
人
物
で

あ
る
點
に
も
留
�
し
て
お
き
た
い(20

)

︒

中
國
成
立
の
大
乘
戒
經
で
あ
る
﹃
泳
網
經
﹄
は
七
～
八
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
佛
敎
界
で
�
も
大
き
な
影
�
力
を
も
っ
た
經
典
の
一
つ
だ
が
︑
そ

の
卷
下
に
は
︑

｢出
家
人
の
法
︑
國
王
に
向
い
て
禮
拜
せ
ず
︑
父
母
に
向
い
て
禮
せ
ず
︑
六
親
に
禮
せ
ず
︑
鬼
神
に
禮
せ
ず
﹂
(大
正
二
四
・
一
〇
〇
八
ｃ
)︒

と
い
う
一
W
が
あ
る
︒
周
知
の
J
り
�
代
に
は
︑
儒
敎
倫
理
か
ら
す
れ
ば
當
然
の
義
務
で
あ
る
國
王
・
父
母
へ
の
拜
禮
を
僧
尼
に
課
す
る
べ
き

か
否
か
を
め
ぐ
り
︑
激
し
い
議
論
の
應
酬
が
あ
っ
た
︒
そ
の
經
過
は
礪
波
護
氏
の
論
�(21

)

に
よ
っ
て
ほ
ぼ
盡
く
さ
れ
て
お
り
︑
う
ち
拜
父
母
を
め

ぐ
る
動
向
を
同
論
�
に
沿
っ
て
略
述
す
る
と
︑
以
下
の
如
く
で
あ
る
︒
ま
ず
貞
觀
五
年

(六
三
一
)

正


︑﹁
僧
尼
は
︑
父
母
を
拜
さ
ね
ば
な
ら

な
い
﹂
と
い
う
詔
敕

(﹃
貞
觀
政
7
﹄
卷
七
)

が
發
布
さ
れ
た
︒
そ
こ
に
は
﹁
父
母
か
ら
の
拜
を
	
け
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
內
容
も
盛
ら
れ

て
い
た
︒
こ
れ
は
敎
團
側
か
ら
の
猛
烈
な
反
發
を
招
い
た
と
み
ら
れ
︑
同
七
年

(六
三
三
)

に
撤
回
さ
れ
た
︒
つ
い
で
龍
朔
二
年

(六
六
二
)

六
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八
日
に
も
父
母
へ
の
拜
を
命
ず
る
詔
敕

(﹃
B
�
�
﹄
卷
一
二
)

が
出
た
が
︑
こ
れ
も
敎
團
の
猛
反
對
に
¤
い
︑
撤
回
さ
れ
た
︒
一
方
で
顯
慶

二
年

(六
五
七
)

二


の
﹁
僧
尼
不
得
	
父
母
拜
詔
﹂
(﹃
�
大
詔
令
集
﹄
卷
一
一
三
)

は
﹁
僧
尼
は
︑
父
母
の
拜
を
	
け
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う

內
容
で
あ
る
が
︑
こ
ち
ら
は
さ
ほ
ど
反
發
さ
れ
ず
︑
	
け
入
れ
ら
れ
た
模
樣
で
あ
る
︒
そ
の
後
五
十
餘
年
を
經
た
玄
宗
¥
の
開
元
二
年

(七
一

四
)

閏
二


︑
僧
尼
の
拜
父
母
を
命
ず
る
三
度
目
の
詔
敕

(﹃
�
大
詔
令
集
﹄
卷
一
一
三
)

が
出
さ
れ
た

(こ
れ
が
撤
回
さ
れ
た
と
い
う
記
錄
は
な
い
)
︒

か
く
﹁
父
母
に
對
す
る
僧
尼
の
拜
不
拜
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
が
沸
¦
し
て
い
た
當
時
の
敎
團
の
狀
況
に
鑑
み
る
と
︑﹁
(
僧
尼
の
拜
父
母
は
容
?
で

き
な
い
に
し
て
も
)

佛
敎
は
決
し
て
︑
孝
を
蔑
ろ
に
し
た
敎
え
で
は
な
い
﹂
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
發
す
る
こ
と
が
切
實
な
課
題
と
な
っ
て
い
た

と
想
宴
さ
れ
︑
忉
利
天
說
法
を
n
題
と
す
る
奈
良
H
繡
佛
の
圖
相
も
︑
n
�
の
�
が
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
︑
こ
う
し

た
�
圖
に
荏
え
ら
れ
て
同
宴
の
宴
容
な
ど
を
も
と
に
中
國
で
t
成
・
考
案
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
展
4
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る(22

)

︒
し

か
し
な
が
ら
§
に
︑
孝
と
佛
敎
の
關
係
を
政
治
<
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
世
俗
權
力
も
し
く
は
そ
れ
に
阿
る
勢
力
が
︑
か
か
る
圖
宴
の
創
出
を

促
す
可
能
性
も
想
定
の
7
が
あ
ろ
う
︒
こ
れ
を
見
極
め
る
に
は
︑
�
代
に
お
け
る
敎
團
と
世
俗
權
力
な
い
し
排
佛
論
者
と
の
關
係
を
︑
總
體
<

に
捉
え
た
上
で
の
議
論
が
必
7
と
な
る
︒
詳
細
は
後
考
に
俟
つ
こ
と
と
し
︑
現
時
點
で
は
孝
の
問
題
が
本
圖
に
お
け
る
圖
樣
成
立
に
際
し
て
き

わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
︑
改
め
て
強
�
す
る
に
と
ど
め
た
い
︒

③

長
谷
寺
銅
板
法
華
說
相
圖
中
の
倚
坐
佛
と
﹁
釋
天
眞
宴
﹂

で
は
\
に
︑
上
代
日
本
を
代
表
す
る
金
工
品
と
し
て
著
名
な
長
谷
寺
銅
板
法
華
說
相
圖

(圖
⑧
)

に
目
を
轉
じ
︑
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
と

の
接
點
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
︒
本
圖
の
圖
相
は
釋
�
が
﹃
法
華
經
﹄
の
敎
え
を
說
い
て
い
た
時
に
過
去
佛
の
多
寶
佛
の
寶
塔

が
地
中
か
ら
涌
出
し
︑
塔
內
に
釋
�
が
招
き
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
同
經
﹁
見
寶
塔
品
﹂
の
敎
說
を
基
本
と
す
る
も
の
で
︑
日
本
古
代
の
舍
利
信

仰
・
佛
塔
信
仰
を
考
え
る
上
で
も
�
重
7
の
.
品
の
一
つ
で
あ
る
︒
本
品
に
お
い
て
は
三
層
六
角
に
み
え
る
佛
塔
を
中
心
に
︑
佛
菩
#
な
ど
多
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數
の
�
宴
が
鑄
�
・
銅
板
押
出
の
技
法
を
w
用
し
て

き
わ
め
て
精
密
に
表
現
さ
れ
て
お
り
︑
中
央
の
三
層

塔
に
は
�
上
層
に
舍
利
容
器
︑
�
下
層
に
二
佛
竝
坐

宴
が
お
か
れ
︑
塔
の
左
右
に
こ
れ
を
展
開
し
た
か
の

よ
う
な
︑
釋
C
・
多
寶
と
み
ら
れ
る
如
來
宴
を
中
心

に
据
え
た
二
組
の
群
宴
が
配
さ
れ
る
︒
下
部
に
は
初

�
時
代
に
一
世
を
風
靡
し
た
歐
陽
詢
・
歐
陽
J
風
の

書
體
で
記
さ
れ
た
刻
銘
が
あ
り
︑
そ
の
解
釋
K
び
制

作
年
代
を
め
ぐ
っ
て
長
年
に
わ
た
る
論
爭
が
展
開
さ

れ
て
き
た
こ
と
は
︑
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う(23

)

︒

こ
の
銘
�
は
美
辭
麗
句
を
以
て
綴
ら
れ
た
長
大
な

も
の
で
︑
わ
が
國
上
代
に
お
け
る
稀
�
の
本
格
<
漢

�
と
ª
さ
れ
る
︒
內
«
湖
南
︑
小
野
玄
妙
︑
喜
田
貞

吉
ら
に
端
を
發
す
る
硏
究
の
蓄
積
は
膨
大
だ
が
︑
銘

�
の
末
尾
に
は
︑
2
'
な
る
僧
が
﹁
影
婁
の
年
の
漆

兎
上
旬
﹂
に
八
十
名
許
り
の
人
を
¬
引
し
て
︑﹁
飛

鳥
淸
御
原
大
宮
治
天
下
天
皇
﹂
の
た
め
に
本
品
を

�
っ
た
旨
記
さ
れ
る
︒
右
の
年
紀
が
﹁
戌
年
の
七
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上
旬
﹂
を
指
す
こ
と
は
江
戶
時
代
の
國
學
者
・
+
信
友
に
よ
り
考
證
濟
だ
が
︑
こ
れ
を
朱
鳥
元
年

(六
八
六
)

か
ら
寶
�
元
年

(七
七
〇
)

に
至

る
い
ず
れ
の
戌
年
に
あ
て
る
か
︑
ま
た
銘
�
中
の
天
皇
を
誰
に
同
定
す
る
か
を
め
ぐ
り
︑
大
正
時
代
以
來
多
く
の
硏
究
者
が
參
加
し
て
激
し
い

論
爭
が
行
わ
れ
て
き
た
︒
戌
年
の
比
定
の
問
題
に
限
っ
て
も
︑
今
な
お
六
八
六
年
か
ら
七
二
二
年
ま
で
の
諸
說
が
竝
び
立
っ
て
お
り
︑
決
着
は

つ
い
て
い
な
い
︒
ま
た
﹁
佛
說
︑
若
卒
�
波
其
量
下
如
阿
�
洛
菓
︑
以
佛
駄
都
如
芥
子
許
︑
安
置
其
中
︑
樹
以
表
刹
量
如
大
針
︑
上
安
相
輪
如
小
棗
葉
︑
或
�
佛

宴
︑
下
如
穬
麥
︑
此
福
無
量
﹂
と
い
う
部
分
は
玄
奘
譯
﹃
甚
希
�
經
﹄
の
一
W

(大
正
一
六
・
七
八
二
～
三
)

を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
︑
玄
奘

譯
出
經
典
,
說
の
舍
利
供
養
・
�
佛
の
方
法
と
功
德
が
'
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
*
述
に
あ
た
り
﹁
瑞
石
宴
銘

(沈
®
)
﹂﹁
光
宅
寺
刹
下
銘
﹂

と
い
う
︑
と
も
に
2
宣
﹃
廣
弘
'
集
﹄
卷
一
六
の
 
錄
す
る
梁
代
の
金
石
�

(大
正
五
二
・
二
一
一
ｃ
︑
同
二
一
二
ｃ
)

が
參
照
さ
れ
て
い
る
點
も
︑

先
行
硏
究
で
'
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒

本
銅
板
は
�
年
︑
舍
利
信
仰
と
の
關
係
か
ら
も
格
別
の
8
目
を
集
め
て
い
る
が
︑
筆
者
は
優
塡
王
宴
に
ま
つ
わ
る
信
仰
と
�
形
の
歷
�
を
考

え
る
上
で
も
︑
非
常
に
重
7
な
存
在
と
考
え
る
︒
た
だ
私
見
の
公
表
は
7
旨
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め(24

)

︑
以
下
で
優
塡
王
宴
に
關
わ
る
論

點
に
つ
い
て
改
め
て
詳
說
を
試
み
︑
世
に
問
い
直
す
こ
と
に
し
た
い
︒
筆
者
が
8
目
す
る
の

は
銅
板
上
@
部
の
中
に
設
け
ら
れ
た
︑
左
右
一
對
の
方
形
區
畫
の
中
に
配
さ
れ
た
二
組
の
三

�
佛

(倚
坐
佛
に
二
菩
#
が
侍
立
︑
圖
⑨
)

の
中
�
の
�
で
あ
る
︒
中
�
は
頭
光
を
單
純
な
圓
光

と
し
︑
兩
大
腿
部
に
三
條
の
弧
狀
の
衣
�
を
表
現
す
る
が
︑
右
s
を
露
出
し
て
衣
緣
が
下
@

身
を
¯
め
に
よ
ぎ
り
︑
左
手
を
掌
を
上
に
向
け
て
腹
:
に
お
く
形
式
は
龍
門
・
鞏
縣
の
優
塡

王
宴
と
き
わ
め
て
�
い
も
の
で
︑
兩
者
閒
に
何
ら
か
の
關
係
を
豫
測
で
き
る
︒
一
方
で
銅
板

銘
に
は
﹁
釋
天
眞
宴
︑
影
茲
豐
山
︑
鷲
峰
寶
塔
︑
涌
此
心
泉
﹂
(釋
天
の
眞
宴
︑
茲
の
豐
山
に
影
り
︑

鷲
峰
の
寶
塔
︑
此
の
心
泉
に
涌
く
)

と
い
う
一
W
が
あ
る
︒
こ
の
﹁
釋
天
の
眞
宴
﹂
は
從
來
︑﹁
R
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釋
天
の
宴
﹂﹁
長
谷
寺
に
お
け
る
佛
宴
�
立
を
指
す
�
句
﹂
な
ど
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
°
切
な
解
釋
と
は
い
え
ず
︑

筆
者
は
こ
の
�
言
を
︑
銅
板
中
の
倚
坐
佛
に
關
わ
る
と
考
え
る
︒

四
字
か
ら
な
る
成
語
と
し
て
の
﹁
釋
天
眞
宴
﹂
の
�
例
を
擧
げ
得
な
い
こ
と
を
.
憾
と
す
る
が
︑
少
な
く
と
も
﹁
釋
天
﹂
は
︑
經
典
中
に
少

な
か
ら
ぬ
用
例
が
?
め
ら
れ
る
點
か
ら
し
て
︑﹁
R
釋
天
﹂
の
短
縮
語
と
考
え
る
の
が
穩
當
で
あ
ろ
う(25

)

︒
改
め
て
8
目
さ
れ
る
の
は
:
W
で
も

言
K
し
た
﹁
釋
C
が
忉
利
天
上
に
轉
生
し
た
母
・
�
耶
夫
人
の
恩
に
報
い
ん
が
た
め
に
昇
天
し
︑
說
法
を
行
っ
た
﹂
と
い
う
︑
優
塡
王
�
宴
說

話
の
枠
組
と
な
る
物
語
で
あ
り
︑
こ
の
忉
利
天
上
の
釋
C
を
寫
し
た
宴
こ
そ
︑
優
塡
王
宴
で
あ
る
と
い
う
點
で
あ
る(26

)

︒
こ
れ
を
考
慮
し
て
銘
�

中
の
﹁
釋
天
﹂
を
�
名
と
し
て
の
﹁
R
釋
天
﹂
で
は
な
く
︑﹁
天
界
中
に
お
け
る
︑
R
釋
天
の
m
ま
う
場
,
﹂
す
な
わ
ち
忉
利
天

(三
十
三
天
︑

そ
し
て
須
彌
山
頂
で
も
あ
る
)

を
指
す
語
と
解
し
︑﹁
釋
天
の
眞
宴
﹂
と
は
﹁
(場
,
と
し
て
の
)

R
釋
天
﹂
に
關
わ
る
﹁
眞
宴
﹂
と
考
え
得
る
な
ら

ば
︑
同
じ
く
場
,
を
示
す
語
で
あ
る
﹁
鷲
峯
﹂
以
下
の
句
と
對
を
t
成
す
る
點
で
も
無
理
な
く
理
解
で
き
る
︒
で
は
﹁
眞
宴
﹂
と
は
一
體
何
な

の
か
︒

�
接
す
る
時
代
の
敎
團
側
の
﹁
眞
宴
﹂
の
用
例
と
し
て
こ
こ
で
目
を
向
け
た
い
の
は
︑
先
に
も
引
い
た
善
�
﹃
觀
無
量
壽
佛
經
駅
﹄
玄
義
分

卷
第
一
の
總
說
部
分
の
︑
十
六
觀
の
う
ち
佛
宴
を
觀
ず
る
第
八
觀

(
宴
觀
)

か
ら
無
量
壽
佛
の
色
身
を
觀
ず
る
第
九
觀

(眞
身
觀
)

へ
と
段
階
<

に
觀
想
が
深
ま
る
過
F
に
言
K
し
た
︑

｢
印
た
此
の
正
報
の
中
に
就
い
て
︑
亦
た
J
�
り
別
�
り
︒
別
と
言
う
者
は
卽
ち
阿
彌
陀
佛
︑
是
れ
也
︒
卽
ち
此
の
別
の
中
に
︑
亦
た
眞
�
り
假
�
り
︒
假
の
正

報
と
言
う
者
は
︑
卽
ち
第
八
の
宴
觀
是
れ
也
︒
觀
±
勢
至
等
も
亦
た
是
の
如
し
︒
此
れ
衆
生
の
障
り
重
く
染
惑
處
深
き
に
由
り
て
︑
佛
乍
ち
に
眞
容
を
想
う
も

無
由
顯
現
す
る
に
由
無
き
を
恐
る
︒
故
に
眞
宴
を
假
立
し
て
以
て
心
想
を
m
せ
し
め
︑
彼
の
佛
に
同
じ
て
以
て
境
を
證
す
︒
故
に
假
の
正
報
と
言
う
也
︒
眞
の

正
報
と
言
う
者
は
︑
卽
ち
第
九
の
眞
身
觀
︑
是
れ
也

(下
略
)﹂
(大
正
三
七
・
二
四
七
ａ(27

)

)︒

と
い
う
箇
,
で
あ
る
︒
8
目
す
べ
き
は
﹁
眞
身
﹂
と
﹁
假
に
立
て
ら
れ
る
眞
宴
﹂
が
各
々
﹁
眞
﹂
と
﹁
假
﹂
に
配
當
さ
れ
て
'
確
に
區
別
さ
れ
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て
い
る
點
で
︑
こ
こ
に
い
う
﹁
眞
宴
﹂
は
物
體
と
し
て
存
在
す
る
﹁
佛
宴
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

｢釋
天
眞
宴
﹂
の
語
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
を
含
�
し
て
い
る
か(28

)

は
現
狀
で
は
想
宴
の
領
域
に
踏
み
�
ま
ざ
る
を
得
ず
︑
こ
れ
以
上
の
詮
索

は
愼
む
が
︑
少
な
く
と
も
﹁
忉
利
天
に
お
け
る
釋
C
の
�
を
寫
し
た
佛
宴
﹂
と
い
う
�
味
內
容
を
含
む
可
能
性
は
︑
著
し
く
大
き
い
と
?
め
る

べ
き
だ
ろ
う
︒
こ
の
四
�
字
が
銅
板
の
圖
相
と
B
く
無
關
係
な
︑
單
な
る
修
辭
で
あ
る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
が
︑
上
述
の
如
く
解
し
た
場

合
の
�
味
內
容
と
︑
銅
板
の
倚
坐
佛
の
�
の
符
合
は
︑
偶
然
の
一
致
に
し
て
は
餘
り
に
も
で
き
す
ぎ
た
話
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
法
華
說

相
圖
の
n
7
部
分
を
t
成
す
る
圖
宴
群
の
う
ち
︑
見
寶
塔
品
の
,
說
か
ら
そ
の
�
味
を
說
'
で
き
な
い
の
は
こ
の
倚
坐
佛
の
み
で
あ
る
が
︑
�

違
と
銅
板
の
圖
相
の
B
容
を
︑
�
機
<
に
結
び
つ
け
た
解
釋
の
見
J
し
が
得
ら
れ
る
�
義
は
大
き
い
と
考
え
る
︒
連
弧
や
怪
獸
裝
�
を
+
う
龍

門
な
ど
の
作
例
に
比
べ
る
と
ご
く
鯵
略
)
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
︑
圖
中
の
倚
坐
佛
が
背
障
裝
�
の
形
態
を
と
ど
め
た
方
形
の
後
屛
を
備
え
て

い
る
點
も
︑
傍
證
に
加
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

:
W
で
の
議
論
を
踏
ま
え
︑
こ
こ
で
特
に
強
�
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
こ
の
見
解
が
︑
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
と
基
本
<
に
同
形
式
の
倚
坐

佛
を
n
�
と
す
る
奈
良
H
の
刺
繡
釋
C
說
法
圖
が
忉
利
天
說
法
圖
で
あ
る
と
い
う
私
見
と
︑
相
互
に
正
當
性
を
補
強
し
合
う
點
で
あ
る
︒
ま
た

釋
C
の
金
棺
出
現

(再
生
說
法
)

の
圖
宴
の
典
據
と
し
て
�
右
²
に
推
さ
れ
る
﹃
�
訶
�
耶
經
﹄
に
お
い
て
︑
爲
母
說
法
と
般
𣵀
槃
が
釋
�
の

一
連
の
事
蹟
と
し
て
�
わ
れ
︑
各
々
上
下
卷
に
配
當
さ
れ
て
い
る
點
も
見
³
せ
な
い(29

)

︒
か
か
る
敎
說
に
對
す
る
理
解
が
︑
圖
相
B
體
の
中
核
に

あ
た
る
多
寶
塔
�
上
層
內
に
舍
利
壺
を
表
現
す
る
法
華
說
相
圖
に
�
示
さ
れ
る
﹁
般
𣵀
槃
と
如
來
の
常
m
性
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
と
︑
爲
母
說
法

に
關
わ
る
倚
坐
佛
の
圖
宴
の
接
着
劑
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
︑
?
め
て
よ
か
ろ
う
︒

｢釋
天
の
眞
宴
﹂
が
銅
板
中
の
倚
坐
佛
と
關
係
す
る
と
な
れ
ば
︑
續
く
﹁
鷲
峰
の
寶
塔
﹂
は
必
然
<
に
銅
板
中
央
の
多
寶
塔
を
指
し
て
い
る

こ
と
に
な
り
︑﹁
銘
�
中
に
長
谷
寺
の
伽
藍
や
他
の
佛
宴
の
円
立
・
制
作
が
語
ら
れ
て
い
る
﹂
と
す
る
說
は
︑
ほ
ぼ
完
B
に
´
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
こ
の
銅
板
の
圖
相
に
對
應
す
る
形
式
を
も
つ
佛
塔
と
佛
宴
が
︑
創
円
�
の
長
谷
寺
に
円
立
さ
れ
た
形
跡
は
B
く
な
い
か
ら
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で
あ
る(30

)

︒
こ
の
私
見
が
?
め
ら
れ
れ
ば
︑
長
谷
寺
�
の
み
な
ら
ず
日
本
古
代
�
・
佛
敎
�
の
理
解
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
�
が
K
ぶ
こ
と
が
豫
想

さ
れ
る
が
︑
小
稿
の
論
點
と
の
關
係
に
お
い
て
重
視
す
べ
き
は
︑
洛
陽
周
邊
に
み
ら
れ
る
の
と
同
じ
優
塡
王
宴
の
圖
宴
が
︑
見
た
目
に
珍
し
い

形
式
だ
け
が
一
人
步
き
し
て
輸
入
さ
れ
た
の
で
は
な
く
︑﹁
忉
利
天
上
に
お
け
る

(さ
ら
に
い
え
ば
母
の
た
め
に
說
法
す
る
)
﹂
釋
C
の
�
と
い
う
�

味
內
容
を
+
っ
て
︑
古
代
の
わ
が
國
に
	
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
︑
刺
繡
釋
C
說
法
圖
と
本
銅
板
が
物
語
る
點
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
正
曆
寺

傳
藥
師
如
來
宴

(圖
⑩
)

や
︑
南
法
華
寺
・
虛
空
藏
廢
寺
な
ど
で
出
土
し
た
塼
佛

(圖
⑪
)

な
ど
︑
背
障
の
�
無
︑
衣
�
線
の
多
寡
な
ど
の
�

い
は
あ
る
も
の
の
︑
總
體
と
し
て
の
形
式
が
�
似
す
る
七
世
紀
後
@
～
八
世
紀
初
の
作
例
も
︑﹁
優
塡
王
宴
﹂
な
い
し
﹁
忉
利
天
上
の
釋
C
﹂

と
し
て
制
作
さ
れ
た

(將
來
品
に
つ
い
て
は
﹁
そ
の
傳
承
を
+
っ
て
﹂
輸
入
さ
れ
た
)

可
能
性
を
想
定
し
て
よ
か
ろ
う
︒
こ
の
問
題
は
法
隆
寺
金
堂
東

壁
壁
畫
n
�
や
兵
庫
縣
加
西
市
古
法
華
石
佛
の
如
來
倚
坐
宴
の
�
格
問
題
に
も
波
K
す
る
で
あ
ろ
う
が
︑
と
も
あ
れ
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
の

�
が
︑
�
中
央
の
佛
敎
界
で

(當
時
の
わ
が
國
に
ま
で
傳
播
す
る
ほ

ど
の
)

強
い
影
�
力
を
持
っ
た
瑞
宴
の
�
に
基
づ
く
と
い
う
見

解
の
蓋
然
性
を
高
め
る
點
で
︑
法
華
說
相
圖
の
﹁
釋
天
眞
宴
﹂

と
圖
相
の
照
應
關
係
の
も
つ
�
義
は
︑
き
わ
め
て
大
き
い
と
い

わ
ざ
る
を
得
ま
い
︒

た
だ
し
課
題
も
あ
る
︒
說
相
圖
の
倚
坐
佛
の
下
腹
部
に
は
︑

下
に
凸
の
¹
い
カ
ー
ブ
を
描
く
弧
線
が
︑
'
確
に
衣
緣
と
し
て

表
現
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
や
奈
良
H

釋
C
說
法
圖
n
�
に
な
い
7
素
だ
が
︑
�
布
市
深
大
寺
の
銅
�

釋
C
如
來
倚
坐
宴
︑
櫻
井
市
石
位
寺
の
三
�
石
佛
︑
傳
橘
寺
出
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土
塼
佛

(奈
良
國
立
H
物
館
,
藏
︒
同
館
﹃
大
i
�
使
展
﹄
圖
錄
︑
二
〇
一
〇
︑
作
品
一

〇
九
等
)

の
n
�

(禪
定
形
式
の
倚
坐
佛
)

な
ど
に
類
例
が
あ
る
︒
一
方
で
釋
C

說
法
圖
n
�
の
下
腹
部
に
は
下
に
凸
の
曲
線
を
描
い
て
兩
膝
閒
を
わ
た
る
衣

�
線
の
表
現
が
あ
り
︑
か
か
る
形
式
が
法
華
說
相
圖
の
制
作
に
至
る
ま
で
の

圖
宴
の
轉
寫
過
F
で
︑
衣
緣
と
º
?
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
正
曆

寺
宴
の
場
合
は
下
@
身
を
¯
め
に
よ
ぎ
る
衣
緣
が
そ
の
ま
ま
左
s
に
ま
で
j

し
て
お
り
︑
こ
れ
も
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
や
�
製
と
み
ら
れ
る
釋
C
說
法

圖
の
n
�
と
別
形
式
で
あ
る
︒
說
相
圖
の
倚
坐
佛
が
天
蓋
狀
の
裝
�
︑
合
掌

す
る
菩
#
立
宴
を
兩
脇
侍
に
配
す
る
點
な
ど
︑
總
體
と
し
て
川
原
寺
裏
山
出

土
品
に
代
表
さ
れ
る
上
代
日
本
の
塼
佛
類
と
︑
多
く
の
共
J
項
を
も
つ
事
實
に
は
特
に
8
�
を
拂
わ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
こ
れ
ら
か
ら
一
端
が
窺

え
る
J
り
︑
倚
坐
形
式
の
優
塡
王
宴
圖
宴
の
︑
日
本
に
お
け
る
	
容
の
樣
相
を
理
解
す
る
に
は
︑
東
ア
ジ
ア
B
域
の
倚
坐
佛
の
歷
�
を
總
合
<

に
と
ら
え
直
す
中
で
︑
檢
討
を
重
ね
る
必
7
が
あ
る
點
を
付
言
し
て
お
く
︒

三
．
初
�
に
お
け
る
優
塡
王
宴
の
正
瓜
性
と
2
宣
の
記
錄

:
稿
で
は
龍
門
・
鞏
縣
の
諸
宴
が
範
と
し
た
可
能
性
を
も
つ
宴
と
し
て
玄
奘
將
來
宴
︑
つ
い
で
荊
州
大
'
寺
宴
を
想
定
し
た
︒
そ
の
後
こ
の

私
見
に
否
定
<
な
見
解
が
改
め
て
提
出
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
洛
陽
周
邊
に
お
け
る
優
塡
王
宴
の
量
產
が
︑
洛
陽
周
邊
で
の
み
局
地

<
に
發
生
し
た
現
象
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
を
議
論
の
大
:
提
と
し
て
お
り
︑
依
據
し
た
宴
の
特
定
を
行
わ
な
い(31

)

︒
し
か
し
﹁
特
に
液
行
し
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た
の
が
こ
の
地
で
あ
っ
た
﹂
と
﹁
こ
の
地
だ
け
で
液
行
し
た
﹂
で
は
︑
事
¼
が
衣
な
る
︒
長
谷
寺
銅
板
が
日
本
の
皇
室
と
直
接
關
係
す
る
.
品

で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
︑
ま
た
刺
繡
釋
C
說
法
圖
の
	
容
者
も
︑
皇
室
な
い
し
そ
れ
に
�
い
貴
顯
な
い
し
僧
侶
を
お
い
て
︑

他
に
は
想
定
し
が
た
い
︒
か
く
も
重
7
な
日
本
傳
來
の
二
作
例
に
お
い
て
︑
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
と
基
本
<
な
形
式
を
同
じ
く
す
る
如
來
宴

が
表
さ
れ
︑
か
つ
そ
の
�
味
が
保
た
れ
て
い
た
可
能
性
を
確
?
で
き
る
以
上
︑
七
世
紀
後
@
の
�
中
央
で
︑
こ
の
形
式
の
宴
こ
そ
が
﹁
優
塡
王

宴
﹂
と
公
?
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
︑
や
は
り
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
こ
の
¼
報
が
何
に
基
づ
き
︑
誰
が
い
つ
い
か
な
る
媒
體
で
わ

が
國
に
も
た
ら
し
た
か
︑
公
?
が
�
の
R
室
側
と
敎
團
側
︑
い
ず
れ
の
n
�
で

(後
者
の
場
合
は
ど
の
セ
ク
ト
の
n
�
で
)

行
わ
れ
た
か
が
\
な
る

問
題
と
な
る
が
︑
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
の
形
式
が
限
定
<
な
も
の
だ
っ
た
と
解
釋
し
た
場
合
︑
同
地
周
邊
に
お
け
る
大
液
行
と
︑
こ
れ
と
同

形
式
の
優
塡
王
宴
も
し
く
は
忉
利
天
說
法
圖
が
︑
そ
の
�
味
內
容
を
も
+
っ
て
日
本
ま
で
傳
播
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
︑
と
い
う
二
つ
の
現

象
の
關
係
を
說
'
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
︒
玄
奘
將
來
宴
や
大
'
寺
宴
な
ど
︑
當
時
に
お
け
る
實
在
を
確
?
で
き
る
宴
と
B
く
無
關
係
な
狀

態
で
︑
優
塡
王
宴
の
圖
宴
が
改
め
て
創
出
さ
れ
る
必
然
性
の
�
味
を
︑
說
'
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

そ
こ
で
第
一
違
第
三
W
で
も
言
K
し
た
︑
2
宣
に
お
け
る
優
塡
王
宴
觀
の
變
½
と
い
う
事
象
に
︑
改
め
て
目
を
向
け
た
い
︒
初
�
の
著
作
で

長
樂
寺
宴
を
優
塡
王
宴
と
し
て
い
た
2
宣
は
︑
晚
年
に
荊
州
大
'
寺
宴
こ
そ
が
眞
の
優
塡
王
宴
で
あ
る
と
の
立
場
を
表
'
し
て
い
る
︒
こ
の
變

½
の
7
因
に
つ
い
て
︑
:
稿
で
は
そ
れ
を
乾
封
二
年

(六
六
七
)

二


︑
長
安
郊
外
の
淨
業
寺
に
お
け
る
2
宣
の
戒
壇
創
設
事
業
と
荊
州
佛
敎

の
密
接
な
關
係
に
求
め
︑
ま
た
い
さ
さ
か
突
飛
に
み
え
る
長
樂
寺
宴
の
位
置
づ
け
が
︑
2
宣
が
同
年
に
師
子
國
の
僧
シ
ャ
カ
ミ
ト
ラ

(釋
C
蜜

多
羅
)

と
出
會
い
︑
ダ
レ
ル
の
大
石
戒
壇
に
關
す
る
¼
報
を
得
た
こ
と
に
由
來
す
る
と
推
測
し
た
︒
た
だ
︑
2
宣
が
長
樂
寺
宴
に
對
し
﹁
優
塡

王
宴
で
は
な
く
︑
別
の
權
威
を
持
つ
宴
﹂
で
あ
る
と
規
定
し
た
こ
と
を
︑
:
稿
で
は
個
人
<
な
\
元
で
の
單
な
る
¿
褄
合
わ
せ
と
み
な
し
た
が
︑

小
稿
に
お
け
る
こ
こ
ま
で
の
論
述
︑
特
に
本
圖
宴
が
孝
と
き
わ
め
て
密
接
に
關
わ
る
こ
と
が
'
白
に
な
っ
た
點
に
鑑
み
れ
ば
︑
そ
こ
に
至
る
ま

で
に
何
ら
か
の
外
因
が
作
用
し
た
︑
な
い
し
は
そ
れ
が
公
<
な
性
格
を
帶
び
た
&
斷
で
あ
っ
た
可
能
性
も
︑
強
ち
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
に
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至
っ
た
︒

2
宣
は
大
興
善
寺
宴
そ
し
て
揚
州
長
樂
寺
宴
と
大
'
寺
宴
の
閒
の
優
劣
も
し
く
は
本
末
︑
優
塡
王
宴
傳
承
の
信
憑
性
な
ど
に
つ
い
て
議
論
を

展
開
す
る
一
方
︑
玄
奘
將
來
宴
と
の
比
�
は
一
切
行
っ
て
い
な
い
︒
し
か
し
玄
奘
將
來
宴
が
安
置
さ
れ
て
い
た
弘
福
寺
で
玄
奘
の
À
譯
事
業
に

參
加
し
て
い
た
2
宣
が
︑
同
宴
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
︒
宴
は
の
ち
大
慈
恩
寺
に
移
さ
れ
た
が
︑
七
世
紀
中
葉
當
時
�

も
權
威
の
あ
っ
た
優
塡
王
宴
は
︑
玄
奘
に
引
き
つ
け
た
場
合
大
雁
塔
の
:
身
塔
に
あ
っ
た
玄
奘
將
來
宴
︑
2
宣
に
引
き
つ
け
た
場
合
大
'
寺
宴

と
な
ろ
う
︒
顯
慶
三
年

(六
五
八
)

七


一
四
日
︑
敕
に
よ
り
玄
奘
は
六


に
竣
工
し
た
巨
大
伽
藍
・
西
'
寺
に
居
を
移
し
︑
"
四
年
十


に

長
安
を
出
て
譯
業
に
專
念
す
べ
く
玉
華
寺

(玉
華
宮
の
跡
)

に
移
る
ま
で
こ
こ
に
m
ま
っ
た
︒
同
寺
の
整
備
に
深
く
關
わ
り
︑
事
實
上
の
m
持

で
あ
っ
た
玄
奘
は
西
'
寺
の
上
座
と
し
て
2
宣
を
指
名
し
た
︒
兩
者
は
互
い
に
深
い
敬
�
を
拂
い
あ
う
關
係
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
だ
け
に
︑

2
宣
が
玄
奘
將
來
宴
と
大
'
寺
宴
の
關
係
を
'
言
し
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
り
︑
2
宣
の
發
言
が
敎
團
の
總
�
に
基
づ
い
て
い
る
か
が
問
題
に

な
ろ
う
︒
た
だ
︑
ど
の
優
塡
王
宴
の
�
を
正
瓜
と
す
る
か
は
別
に
し
て
も
︑
こ
と
佛
敎
の
根
幹
に
關
わ
る
禮
敬
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
當
代

き
っ
て
の
高
僧
で
あ
る
玄
奘
と
2
宣
の
見
解
が
衣
な
っ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
︒
長
樂
寺
宴
は
こ
の
後
し
ば
ら
く
︑
佛
敎
�
の
表
舞
臺
に
は
現

れ
な
く
な
る
が
︑
こ
れ
は
同
宴
の
優
塡
王
宴
と
し
て
の
?
知
度
が
︑
B
國
<
に
は
一
時
低
下
し
た
時
�
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
か
も
し
れ

な
い
︒
少
な
く
と
も
2
宣
が
こ
の
二
つ
の
瑞
宴
を
︑
い
ず
れ
も
戒
律
に
關
わ
る
�
d
か
ら
︑
位
置
づ
け
し
直
し
て
い
る
點
は
8
�
を
7
す
る
で

あ
ろ
う
︒

玄
奘
の
傳
記
﹃
大
�
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
傳
﹄
を
著
し
た
弟
子
の
彥
悰
は
︑
護
法
の
僧
と
し
て
も
名
を
は
せ
た
︒
そ
の
�
著
書
﹃
集
沙
門
不

應
拜
俗
等
事
﹄
(大
正
五
二
)

は
僧
尼
の
禮
敬
問
題
の
基
礎
�
料
で
あ
る
︒
ま
た
玄
奘
の
譯
經
の
據
點
と
な
っ
た
の
は
︑
初
�
に
お
い
て
は
太
宗

が
母
の
た
め
に
円
立
し
た
弘
福
寺
︑
の
ち
に
は
高
宗
が
貞
觀
二
二
年

(六
四
八
)

に
高
宗
が
母
・
�
德
皇
后
の
﹁
慈
恩
﹂
に
報
い
る
た
め
創
円

し
た
大
慈
恩
寺
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
玄
奘
の
將
來
し
た
優
塡
王
宴
の
寫
し
は
︑
弘
福
寺
に
お
け
る
安
置
を
經
て
︑
ま
さ
し
く
大
慈
恩
寺
の
塔
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(大
雁
塔
の
:
身
)

內
に
6
め
ら
れ
た
宴
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
玄
奘
は
�
の
高
宗
の
太
子
佛
光
王
が
V
生
し
た
際
︑
滿
一
ヶ


の
祝
い
に
﹁
報
恩

經
變
﹂
を
獻
上
し
た
と
い
い

(﹃
慈
恩
傳
﹄
卷
九
︑
大
正
五
〇
・
二
七
二
ｂ
)
︑
そ
の
典
據
﹃
大
方
Å
佛
報
恩
經
﹄
は
︑
優
塡
王
�
宴
譚
を
說
く
經
典

で
も
あ
る

(卷
三
︑
大
正
三
・
一
三
六
ｂ
)
︒

以
上
諸
點
は
玄
奘
の
事
蹟
が
禮
敬
問
題
を
め
ぐ
る
敎
團
の
動
向
と
も
聯
動
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
が
︑
こ
こ
で
改
め
て
:
出
の
礪
波
論

�
に
詳
述
さ
れ
る
︑
龍
朔
二
年

(六
六
二
)

に
堰
出
し
た
拜
君
親
問
題
を
め
ぐ
る
動
向
を
︑
先
に
言
K
し
た
拜
父
母
關
係
以
外
の
狀
況
も
含
め
︑

槪
觀
し
て
お
く
︒
先
に
み
た
﹁
僧
尼
不
得
	
父
母
拜
詔
﹂
の
出
た
顯
慶
二
年

(六
五
七
)
︑
そ
し
て
龍
朔
二
年
は
︑
洛
陽
周
邊
で
優
塡
王
宴
の
�

立
が
活
發
に
行
わ
れ
て
い
た
時
�
と
も
重
な
る
︒
ま
ず
四


一
五
日
付
で
﹁
命
�
司
議
沙
門
等
致
拜
君
親
敕
﹂
(
B
�
�
卷
一
四
︑
廣
弘
'
集
卷
二

五
)

と
稱
す
る
敕
が
發
布
さ
れ
︑
沙
門
ら
は
君
n

(皇
后
︑
皇
太
子
も
對
象
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
武
后
の
影
�
が
?
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
)

と
兩
親
に

拜
を
致
す
べ
き
か
︑
�
司
に
檢
討
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
︒
敎
團
は
猛
烈
に
反
發
︑
二
一
日
に
大
莊
嚴
寺
の
威
秀
ら
が
﹁
沙
門
不
合
拜
俗
表
﹂

を
奉
じ
て
長
安
の
僧
二
百
人
が
�
萊
宮

(大
'
宮
)

に
直
訴
し
た
︒
そ
の
後
僧
二
百
餘
人
が
西
'
寺
に
集
合
︑
2
宣
ら
は
二
五
日
に
高
宗
第
六

子
・
雍
州
牧
沛
王
に
﹁
論
沙
門
不
應
拜
俗
Æ
﹂︑
二
七
日
に
武
后
の
母
・
榮
國
夫
人
楊
氏
に
﹁
Ç
論
沙
門
不
合
拜
俗
Æ
﹂
を
奉
る
な
ど
し
て
仲

裁
を
依
賴
す
る
な
ど
事
態
は
さ
ら
に
紛
糾
し
た
が
︑
�
�
<
に
�
書
提
出
に
よ
る
多
數
決
で
決
着
が
つ
き
︑
五
三
九
對
三
五
四
で
不
拜
君
親
へ

の
贊
成
�
見
が
É
っ
た
結
果
︑
六


八
日
に
﹁
令
僧
2
致
拜
父
母
詔
﹂
(
B
�
�
卷
一
二
)

が
出
さ
れ
て
拜
君
は
撤
回
さ
れ
︑
拜
父
母
の
み
が
課

せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
し
か
し
敎
團
の
抵
抗
は
さ
ら
に
續
き
︑
や
が
て
拜
父
母
も
撤
回
さ
れ
た

(﹃
宋
高
僧
傳
﹄
卷
一
七
・
護
法
/
・
威
秀
傳
︑

大
正
五
〇
・
八
一
二
ｂ
な
ど
)
︒

刺
繡
釋
C
說
法
圖
に
つ
い
て
は
︑
こ
う
し
た
敎
團
を
め
ぐ
る
動
向
や
洛
陽
周
邊
に
お
け
る
優
塡
王
宴
の
液
行
�
と
制
作
の
實
年
代
が
リ
ン
ク

し
う
る
か
と
い
う
點
を
視
野
に
入
れ
て
︑
作
品
自
體
の
分
析
檢
討
を
愼
重
に
行
う
必
7
が
あ
る
が
︑
か
か
る
禮
敬
問
題
は
佛
敎
敎
團
の
存
立
に

關
わ
る
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
︑
一
般
の
在
家
信
徒
と
も
接
點
を
持
ち
得
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
點
に
も
考
慮
し
て
︑
優
塡
王
宴
を
め
ぐ
る
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營
爲
が
い
か
な
る
性
格
を
帶
び
て
い
た
か
を
理
解
す
る
上
で
糸
口
と
な
る
︑
以
下
の
二
點
に
8
目
し
た
い
︒
第
一
點
は
優
塡
王
宴
と
金
剛
般
若

經
刻
經
の
接
點
で
あ
る
︒
龍
門
石
窟
の
優
塡
王
宴
に
は
︑
鳩
�
羅
什
譯
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
の
刻
經
を
+
う
︑
龍
朔
三
年

(六
六
三
)

銘
の
作
例

が
存
在
す
る
︒
:
稿
で
は
こ
の
刻
經
の
制
作
を
六
五
〇
～
六
〇
年
代
に
お
け
る
﹃
金
剛
經
﹄
靈
驗
譚
の
增
加
時
�
と
w
行
す
る
現
象
と
位
置
づ

け
た
が(32

)

︑
從
來
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
︑
龍
門
石
窟
で
大
量
に
�
立
さ
れ
た
優
塡
王
宴
に
付
さ
れ
る
銘
�
の
揭
げ
る
願
目
は
ご
く
�
凡

な
內
容
の
も
の
が
多
く
︑
こ
れ
ら
の
�
宴
が
庶
民
の
現
實
<
な
願
い

(
:
稿
で
﹁
現
世
利
益
﹂
と
稱
し
た
が
︑
父
祖
の
Í
善
な
ど
も
含
む
︑
民
衆
の
生
活

感
覺
に
密
着
し
た
願
目
)

に
呼
應
し
て
い
る
と
い
う
考
え
は
︑
今
も
變
½
の
7
は
な
い
と
考
え
る
︒
第
二
點
は
優
塡
王
宴
と
多
佛
表
現
の
關
係
で

あ
る
︒
龍
門
・
鞏
縣
の
優
塡
王
宴
に
は
い
く
つ
か
の
多
佛
を
+
う
事
例
が
存
在
し
︑﹁
五
十
三
佛
廿
五
佛
卅
五
佛
七
佛
十
方
佛
﹂﹁
賢
劫
千
石

宴
﹂﹁
十
方
諸
佛
﹂
と
い
っ
た
題
記
を
+
う
も
の
も
あ
る
︒
中
で
も
�
も
大
規
模
な
の
が
︑
龍
門
萬
佛
洞

(圖
⑫
)

で
あ
る
︒
同
洞
は
內
2
場

の
尼
僧
・
智
0
禪
師
が
永
隆
元
年

(六
八
〇
)

に
�
營
し
た
も

の
で
︑
左
右
壁
面
に
優
塡
王
宴
を
中
心
と
し
て
︑
び
っ
し
り
小

佛
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
か
か
る
多
佛
表
現
に
根
據
を
與
え
て
い

る
の
が
洞
內
で
行
わ
れ
る
儀
禮
で
あ
り
︑
佛
名
の
誦
呪
を
+
う

懺
法
が
實
修
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
萬
佛
洞
は
︑
わ
が
國
に
お

け
る
佛
名
會
な
ど
の
先
蹤
を
な
す
事
例
と
し
て
8
目
を
浴
び
て

い
る(33

)

︒
R
室
の
關
與
が
確
實
視
さ
れ
︑
國
家
規
模
の
法
7
の
場

で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
萬
佛
洞
と
小
規
模
作
例
に
お
い
て
︑
と

も
に
優
塡
王
宴
と
多
佛
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
︑
願
n
の

階
Î
・
集
團
と
願
目
の
內
容
と
は
無
關
係
に
︑
佛
敎
�
宴
で
あ
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る
限
り
共
�
さ
れ
る
宴
:
な
い
し
洞
內
空
閒
に
お
け
る
禮
懺
の
實
踐
と
い
う
原
則
が
橫
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
實
を
物
語
っ
て
い
よ
う(34

)

︒

こ
こ
で
參
考
に
な
る
の
は
︑
隋
�
の
官
界
・
佛
敎
界
雙
方
で
重
き
を
な
し
た
南
¥
系
名
族
の
筆
頭
格
で
あ
る
蘭
陵
蕭
氏
に
お
け
る
佛
敎
信
仰

の
あ
り
方
で
あ
る
︒
中
で
も
﹃
金
剛
般
若
經
靈
驗
記
﹄
の
著
者
に
も
歸
せ
ら
れ
る
蕭
瑀

(五
七
四
～
六
四
七
)

は
排
佛
論
者
の
傅
奕
に
對
し
て
護

法
の
論
陣
を
張
り
︑
n
に
攝
論
系
の
僧
ら
と
Ñ
液
し
︑
三
階
敎
の
檀
越
で
も
あ
り
︑
ま
た
�
山
雷
±
洞
に
も
足
跡
を
殘
す
な
ど
多
Ò
な
活
動
を

行
っ
た(35

)

︒
當
時
の
敎
團
に
お
い
て
は
﹁
	
持
・
誦
呪
な
ど
に
よ
っ
て
靈
驗
が
得
ら
れ
る
﹂
經
典
の
代
名
詞
が
﹃
法
華
經
﹄
か
ら
﹃
金
剛
經
﹄
へ

と
移
行
し
た
こ
と
が
︑
兩
經
の
も
た
ら
す
奇
蹟
を
語
っ
た
說
話
の
數
量
の
推
移
か
ら
窺
え
る
こ
と
が
夙
に
指
摘
さ
れ
て
お
り(36

)

︑
ま
た
こ
の
液
れ

と
禪
の
興
隆
も
無
關
係
で
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
が(37

)

︑
蕭
氏
の
信
仰
は
元
來
﹃
法
華
經
﹄
を
軸
に
据
え
た
も
の
だ
っ
た
︒
一
門
の
﹃
法
華

經
﹄
へ
の
傾
倒
は
特
筆
す
べ
き
で
︑
2
宣
が
﹁
蕭
氏
一
門
︑
天
下
の
模
楷
と
爲
す
可
し
﹂
と
絕
贊
し
た
ほ
ど
で
あ
る

(﹃
續
高
僧
傳
﹄
卷
二
八
︑
釋

<
銓
傳
︑
大
正
五
〇
・
六
九
〇
ａ
)
︒
2
宣
の
著
述
に
は
彼
ら
に
在
家
信
者
の
理
想
宴
を
重
ね
合
わ
せ
る
思
惑
が
窺
え
る
た
め
過
大
ª
價
は
禁
物
で

あ
り
︑
ま
た
日
本
の
皇
瓜
に
關
わ
る
論
議
の
對
象
と
な
る
長
谷
寺
法
華
說
相
圖
と
の
輕
¬
な
比
�
も
愼
む
べ
き
だ
が
︑
洛
陽
周
邊
に
お
け
る
優

塡
王
宴
と
金
剛
般
若
經
・
多
佛
と
の
關
係
に
は
︑
法
華
說
相
圖
に
お
け
る
倚
坐
佛
宴
と
舍
利
・
寶
塔
・
二
佛
・
千
佛
の
關
係
と
同
質
の
7
素
が

?
め
ら
れ
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
佛
宴
や
佛
舍
利
を
:
に
佛
敎
徒
が
行
う
基
本
<
營
爲
の
枠
內
に
收
ま
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
︒

話
を
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
が
依
據
し
た
宴
の
問
題
に
戾
す
︒
2
宣
が
玄
奘
將
來
宴
に
言
K
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
︑
同
宴
が
大
'
寺
宴

と
�
似
す
る
宴
容
を
も
っ
て
い
た
ゆ
え
不
問
に
さ
れ
た
點
に
存
す
る
可
能
性
も
な
い
譯
で
は
な
い
が
︑
眞
相
は
謎
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
し

か
し
以
上
の
檢
討
か
ら
︑
洛
陽
周
邊
の
宴
は
や
は
り
﹁
優
塡
王
宴
で
あ
る
﹂
と
の
傳
承
と
權
威
を
+
う
宴
の
�
に
基
づ
い
て
い
る
と
み
な
す
の

が
穩
當
で
あ
り
︑
宴
容
は
玄
奘
將
來
宴
あ
る
い
は
大
'
寺
宴
の
液
れ
を
汲
む
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
お
き
た
い
︒
こ
れ
以
上
の
議
論
を
行
え

る
だ
け
の
材
料
は
な
い
も
の
の
︑
洛
陽
周
邊
の
宴
の
宴
容
の
由
來
に
大
'
寺
宴
系
の
宴
を
想
定
す
れ
ば
︑
よ
り
整
合
<
な
理
解
が
で
き
る
7
素

が
あ
る
點
を(38

)

︑
改
め
て
ª
價
し
て
お
き
た
い
︒
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こ
こ
で
8
目
し
た
い
の
は
︑

大
慈
恩
寺
大
雁
塔
の
長
安
年

中

(七
〇
一
～
五
)

に
お
け
る

改
�
時
に
初
層
四
面
に
嵌
め

�
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︑

石
板
の
線
刻
畫
の
う
ち
の
東

壁
圖
宴
(圖
⑬
)
で
あ
る
︒
こ

の
圖
宴
は
倚
坐
佛
を
n
�
と

し
て
お
り
︑
背
障
を
も
た
な

い
な
ど
の
點
で
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
と
か
な
り
衣
な
っ
た
印
象
を
與
え
る
が
︑
右
s
を
完

B
に
露
出
す
る
點
︑
兩
手
の
印
相
︑
下
@
身
を
¯
め
に
よ
ぎ
る
衣
緣
の
ラ
イ
ン
な
ど
︑
そ
の

形
式
に
は
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
が
基
づ
い
た
瑞
宴
の
�
が
繼
承
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
?

め
て
よ
か
ろ
う(39

)

︒
ま
た
長
安
三
～
四
年

(七
〇
三
～
四
)

に
則
天
²
贊
を
目
<
と
し
て
円
立
さ

れ
た
︑
長
安
光
宅
寺
の
七
寶
臺
な
る
円
�
物
を
か
つ
て
莊
嚴
し
て
い
た
寶
慶
寺
石
佛
群
中
に

も
︑
衣
制
は
か
な
り
衣
な
る
も
の
の
背
障
や
手
勢
な
ど
に
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
と
�
い
7

素
を
備
え
た
宴
が
中
�
と
な
っ
て
い
る
事
例
が
一
例

(圖
⑭
)

あ
る
︒
こ
の
光
宅
寺
は
武
周

革
命
の
讖
を
な
す
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
儀
鳳
二
年

(六
七
七
)

の
舍
利
出
土
の
地
・
光
宅
坊

に
�
營
さ
れ
た
寺
で
︑
七
寶
臺
の
�
立
を
n
�
し
た
則
天
側
�
の
僧
・
德
感
は
︑
傳
に
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﹁﹃
瑜
伽
論
﹄
に
聲
Ò
を
振
る
﹂
っ
た
と
い
い

(﹃
宋
高
僧
傳
﹄
卷
四
︑
大
正
五
〇
・
七
三
二
ａ
)
︑
玄
奘
の
法
d
に
連
な
る
法
相
系
の
僧
と
目
さ
れ
る(40

)

︒

玄
奘
將
來
の
經
宴
を
6
め
︑
將
來
に
か
か
る
舍
利
を
も
6
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
大
雁
塔
︑
K
び
光
宅
寺
七
寶
臺
と
い
う
R
室
の
舍
利
信
仰
と
直

結
す
る
長
安
の
二
作
例
に
か
か
る
圖
宴
が
?
め
ら
れ
る
事
實
を
︑
ど
う
ª
價
す
べ
き
か
︒
洛
陽
周
邊
に
お
け
る
優
塡
王
宴
の
液
行
�
よ
り
遲
れ

る
時
�
に
制
作
さ
れ
た
こ
の
二
宴
に
お
い
て
︑
形
態
面
で
は
變
容
を
蒙
り
つ
つ
も
︑
優
塡
王
宴
も
し
く
は
忉
利
天
上
の
釋
C
宴
と
し
て
の
�
味

內
容
が
繼
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
得
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
は
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
が
玄
奘
將
來
宴
に
基
づ
く
說
を
補
強
す
る
材
料
と
な
る
︒

一
方
で
武
周
�
に
倚
坐
形
式
の
優
塡
王
宴
の
�
が
︑
彌
勒
に
讀
み
替
え
ら
れ
た
と
い
う
濱
田
瑞
美
氏
の
見
解
に
も
說
得
力
が
あ
る
︒
こ
れ
を
?

め
る
な
ら
ば
こ
の
二
例
の
宴
容
の
起
源
を
玄
奘
將
來
宴
に
求
め
る
必
7
は
な
く
な
り
︑
J
常
一
方
の
手
を
伏
せ
る
彌
勒
宴
と
は
衣
な
る
印
相
を

も
つ
本
宴
も
﹁
優
塡
王
宴
が
も
っ
て
い
た
7
素
を
含
む
﹂
彌
勒
宴
で
あ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
︒
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
が
依
據
し
た
宴
を
特

定
す
る
に
は
な
お
決
定
打
を
缺
く
狀
況
だ
が
︑
そ
の
檢
討
に
は
︑
彌
勒
宴
K
び
倚
坐
佛
の
�
格
の
歷
�
を
總
合
<
に
捉
え
直
す
こ
と
が
:
提
と

し
て
必
7
で
あ
る
た
め
︑
今
回
は
こ
の
論
點
に
關
わ
る
事
例
の
提
示
の
み
に
と
ど
め
て
お
く
︒

結
び
に
か
え
て

︱
︱
揚
州
長
樂
寺
宴

(栴
檀
瑞
宴
)
補
說

以
上
︑
n
に
日
本
傳
來
の
二
作
例
を
參
照
す
る
こ
と
で
︑
隋
�
�
に
お
け
る
優
塡
王
宴
信
仰
の
實
相
と
そ
の
波
K
の
樣
相
に
つ
い
て
︑
再
檢

證
を
行
っ
た
︒
少
な
く
と
も
こ
の
二
例
に
お
い
て
︑
洛
陽
周
邊
に
み
ら
れ
る
優
塡
王
宴
の
�
が
︑
從
來
か
ら
8
目
さ
れ
て
い
る
﹁
釋
C
在
世
中

の
�
﹂﹁
釋
C
の
滅
後
の

(東
夏
に
お
け
る
)

敎
)
を
託
さ
れ
た
宴
﹂
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
く
︑﹁
忉
利
天
上
に
お
け
る
釋
C
の
�
﹂︑
特
に
奈

良
H
釋
C
說
法
圖
の
場
合
は
﹁
�
き
母
の
爲
に
敎
え
を
說
く
�
﹂
と
い
う
こ
と
を
'
確
に
?
識
し
た
上
で
 
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
疑
問
の

餘
地
が
な
い
︒
そ
こ
に
佛
敎
と
孝
の
問
題
を
め
ぐ
る
當
時
の
議
論
が
︑
深
く
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
︒
か
か
る
動
向
が
洛
陽
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周
邊
に
お
け
る
優
塡
王
宴
の
作
例
︑
ひ
い
て
は
そ
の
液
行
B
體
に
ま
で
°
用
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
︑
今
後
檢
討
を
重

ね
︑
愼
重
に
見
極
め
る
こ
と
と
し
た
い
︒
ま
た
宴
容
の
典
據
に
關
し
て
は
︑
玄
奘
將
來
宴
や
荊
州
大
'
寺
宴
と
無
關
係
に
優
塡
王
宴
と
?
定
さ

れ
た
宴
容
が
洛
陽
周
邊
で
大
液
行
し
︑
そ
の
影
�
が
こ
の
二
例
に
も
波
K
し
た
と
い
う
液
れ
も
想
定
で
き
な
い
譯
で
は
な
い
が
︑
ま
ず
は
正
瓜

性
や
靈
驗
な
ど
︑
何
ら
か
の
權
威
に
裏
付
け
ら
れ
た
傳
承
を
+
う
宴
の
�
が
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
に
お
い
て
 
用
さ
れ
て
液
行
し
︑
ひ
い
て

は
日
本
に
ま
で
傳
わ
っ
た
と
み
な
す
方
が
よ
り
穩
當
と
考
え
る
︒
こ
の
論
點
に
關
し
て
は
や
は
り
︑
玄
奘
將
來
宴
も
し
く
は
荊
州
大
'
寺
宴
こ

そ
︑
そ
の
候
補
に
相
應
し
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
お
き
た
い
︒
優
塡
王
宴
の
宴
容
が
﹁
佛
敎
と
孝
﹂
の
問
題
と
密
接
に
關
わ
る
點
を
'
確
)

で
き
た
こ
と
︑
そ
の
�
義
が
洛
陽
周
邊
と
い
う
局
地
<
な
\
元
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
の
展
4
が
得
ら
れ
た
こ
と
な
ど
は
︑
小
論
の
さ

さ
や
か
な
收
獲
で
あ
る
︒
し
か
し
佛
宴
と
拜
君
親
問
題
の
關
係
に
言
K
し
な
が
ら
も
當
時
の
R
身
觀
・
佛
身
觀
と
實
際
の
�
宴
の
關
係
を
檢
討

で
き
ず
︑
ま
た
日
本
に
お
け
る
優
塡
王
宴
	
容
の
樣
相
の
解
'
も
十
分
に
は
行
え
な
か
っ
た
︒
將
來
の
再
論
を
�
す
る
こ
と
と
し
︑
�
後
に
後

世
淸
凉
寺
宴
の
根
本
宴
と
な
っ
た
揚
州
長
樂
寺
宴
に
關
す
る
若
干
の
補
足
を
行
い
︑
拙
考
の
區
切
り
と
し
た
い
︒

『續
高
僧
傳
﹄
m
力
傳
は
︑
武
德
六
年

(六
二
三
)

に
自
立
し
て
陳
の
丹
陽
宮
跡
に
宋
國
を
た
て
て
年
號
を
天
'
と
し
た
﹁
江
表
の
Ô
師
﹂
輔

公
祏

(？
～
六
二
四
︑
舊
�
書
卷
五
六
︑
怨
�
書
卷
八
七
に
立
傳
)

が
揚
州
長
樂
寺
で
も
狼
藉
を
は
た
ら
き
︑
m
力
は
優
塡
王
宴
が
長
江
を
渡
る
の
を

み
る
に
忍
び
ず
︑
燒
身
供
養
を
決
行
し
た
と
い
う(41

)

︒
宴
は
の
ち
に
揚
州
に
戾
っ
た
が
︑
こ
こ
で
怨
た
に
8
目
し
て
お
き
た
い
の
が
︑
Õ
接
す
る

佛
龕
の
題
記
と
の
位
置
關
係
か
ら
︑
貞
觀
二
二
年

(六
四
八
)

ま
で
の
作
で
あ
る
こ
と
が
確
實
視
さ
れ
る
龍
門
賓
陽
南
洞
北
壁
第
六
六
龕
の
如

來
立
宴

(圖
⑮
)

で
あ
る
︒
本
宴
は
着
衣
を
J
s
に
ま
と
い
︑
Ｍ
字
狀
を
×
す
る
髮
際
線
︑
肉
髻
と
地
髮
の
閒
に
中
央
に
珠
を
あ
し
ら
っ
た
紐

を
表
現
す
る
點
な
ど
も
含
め
︑
き
わ
め
て
西
方
<
で
特
衣
な
宴
容
を
も
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が(42

)

︑
上
@
身
に
Ｕ
字
狀
に
衣
�
を
連
ね
︑

大
腿
部
に
左
右
各
々
三
條
の
波
狀
線
を
竝
べ
︑
兩
膝
下
に
放
物
線
を
連
ね
る
點
な
ど
の
衣
�
t
成
は
︑
後
世
の
中
國
大
陸
で
栴
檀
瑞
宴
の
�
を

示
す
一
種
の
記
號
と
し
て
繼
承
さ
れ
た
定
型

(圖
⑯
は
'
代
の
作
と
み
な
さ
れ
る
)

と
︑
非
常
に
�
い
7
素
を
含
む
︒
手
勢
の
�
い
や
︑
裙
の
裾
が
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二
段
に
な
っ
て
い
な
い
點
な
ど
か
ら
し
て
も
︑
本
宴
と

長
樂
寺
宴
の
關
係
に
つ
い
て
の
Ø
斷
は
下
す
べ
き
で
な

い
が
︑
何
ら
か
の
瑞
宴
に
由
來
す
る
宴
容
を
も
つ
こ
と

は
︑
閒
�
い
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
制
作
時
�
が
2
宣
の

著
述
に
お
い
て

(荊
州
大
'
寺
宴
で
は
な
く
)

長
樂
寺
宴

こ
そ
が
﹁
梁
武
將
來
の
優
塡
王
宴
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い

る
時
�
に
對
應
し
て
い
る
點
も
w
せ
︑
同
宴
が
�
力
候

補
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
記
憶
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う(43

)

︒

長
樂
寺
宴
が
他
の
諸
宴
を
抑
え
︑
唯
一
の
優
塡
王
宴

と
し
て
の
地
位
を
固
め
る
ま
で
の
狀
況
が
ど
う
推
移
し

た
か
は
今
後
の
課
題
だ
が
︑
鑑
眞

(
2
宣
の
孫
弟
子
に
あ

た
る
)

が
長
安
元
年

(七
〇
一
)
︑
揚
州
大
雲
寺
の
智
滿

禪
師
に
つ
い
て
一
四
歲
で
出
家
し
た
契
機
は
︑
父
に
連

れ
ら
れ
て
同
寺
に
行
き
︑
そ
こ
で
佛
宴
を
み
て
感
動
し

た
こ
と
と
傳
え
ら
れ
て
お
り

(﹃
�
大
和
上
東
征
傳
﹄
)
︑
こ

の
﹁
佛
宴
﹂
こ
そ
ま
さ
し
く
揚
州
の
瑞
宴
だ
っ
た
と
の

見
方
が
あ
る(44

)

︒
特
記
す
べ
き
は
本
宴
が
會
昌
廢
佛
の
嵐

を
く
ぐ
り
拔
け
た
こ
と

(當
時
の
,
在
寺
名
は
開
元
寺
)

で
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あ
る
︒
承
和
五
年

(開
成
三
年
︑
八
三
八
)
︑
天
台
Ç
益
僧
と
し
て
留
學
僧
の
圓
載

(？
～
八
七
七
)

と
と
も
に
�
に
渡
っ
た
慈
覺
大
師
圓
仁
の

﹃
入
�
求
法
Û
禮
行
記
﹄
卷
一
は
同
年
八


一
日
︑
大
使
が
揚
府
都
督
李
相
公
に
面
會
し
︑
兩
名
は
牒
を
使
衙

(
i
唐
Ü
の
本
部
)

に
提
出
し
︑

台
州
國
淸
寺
に
向
か
う
こ
と
を
Ç
う
た
こ
と
を
述
べ
る(45

)

︒
こ
の
李
相
公
と
は
李
德
裕

(七
八
七
～
八
四
九
)

の
こ
と
で

(事
實
上
の
揚
州
都
督
・
淮

南
W
度
使
だ
っ
た
の
は
開
成
二
年
五


～
同
五
年
七


)
︑
圓
仁
ら
が
開
元
寺
に
滯
在
し
て
い
た
一
一


三
日
か
ら
︑
德
裕
は
同
寺
の
栴
檀
瑞
宴
の
模

刻
を
行
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
同


八
日
に
は
德
裕
は
同
寺
を
訪
問
し
て
圓
仁
・
圓
載
と
面
會
︑
一
八
日
に
は
再
度
訪
問
し
て
栴
檀
瑞

宴
を
禮
拜
︑
制
作
中
の
模
宴
を
檢
分
し
た
の
ち
︑
兩
名
と
面
談
し
て
日
本
の
佛
敎
界
の
狀
況
な
ど
を
質
問
し
た
︒
"
開
成
四
年

(八
三
九
)

に

入
っ
て
も
天
台
山
行
き
の
許
可
は
下
り
ず
︑
李
德
裕
や
そ
の
幕
僚
た
る
沈
辨
な
ど
を
J
し
て
そ
の
可
能
性
を
問
う
て
い
る
︒
二


下
旬
︑
長
安

に
お
け
る
大
使
の
再
三
に
わ
た
る
懇
Ç
も
空
し
く
︑
台
州
行
き
は
圓
載
の
み
可
︑
そ
れ
以
外
の
者
は
不
可
と
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
︑
圓
仁

は
五
臺
山
へ
の
Û
錫
に
出
か
け
た
︒
李
德
裕
と
栴
檀
瑞
宴
の
關
係
は
右
に
み
た
J
り
だ
が
︑
も
う
一
點
8
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
︑

そ
の
鎭
江
甘
露
寺
に
お
け
る
舍
利
供
養
K
び
佛
塔
円
立
で
あ
る
︒
德
裕
は
す
で
に
廢
寺
と
な
っ
て
い
た
長
干
寺
阿
育
王
塔
か
ら
舍
利
二
一
粒
を

得
て
長
慶
四
年

(八
二
四
)

に
円
初
寺
に
移
し
︑
さ
ら
に
一
一
粒
を
甘
露
寺
に
移
し
置
い
て
︑
"
五
年
正


に
起
塔
し
た
︒
開
成
五
年

(八
四

〇
)

に
武
宗
が
卽
位
し
︑
や
が
て
宰
相
と
な
る
李
德
裕
が
n
�
者
の
一
人
と
な
っ
て
斷
行
さ
れ
た
會
昌
廢
佛
が
苛
烈
を
極
め
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
が(46

)

︑
そ
の
李
德
裕
が
江
南
隨
一
の
瑞
宴
と
佛
舍
利
の
檀
越
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
歷
�
の
皮
肉
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
廢
佛
の
中
に

あ
っ
て
も
そ
の
息
の
か
か
っ
た
甘
露
寺
が
破
壞
を
免
れ
た
こ
と
は
﹃
歷
代
名
畫
記
﹄
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
開
元
寺
宴
も
難
を
³
れ
た
が
大

順
二
年

(八
九
一
)

八


一
五
日
に
瑞
宴
閣
は
炎
上
︑
<
雲
法
師
の
救
出
し
た
瑞
宴
の
收
容
先
も
ま
た
︑
甘
露
寺
だ
っ
た

(﹃
優
塡
王
栴
檀
釋
C
瑞

宴
歷
記
﹄
)
︒
以
影
の
傳
來
は
稿
を
改
め
た
い
が
︑
同
宴
は
後
梁
貞
'
二
年

(九
一
六
)

に
開
元
寺
に
戾
り
︑
南
�
の
金
陵
︑
北
宋
の
汴
京
︑
そ
し

て
紹
興
元
年

(一
一
三
一
)

に
金
の
燕
京

(現
北
京
)

閔
忠
寺
へ
と
移
動
を
重
ね
︑
一
九
〇
〇
年
の
義
和
團
事
件
で
栴
檀
寺

(舊
名
宏
仁
寺
)

が
燒

失
す
る
ま
で
︑
基
本
<
に
は
今
の
北
京
の
地
に
あ
っ
て
︑
歷
代
王
¥
の
皇
R
の
そ
ば
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る(47

)

︒
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�(1
)

優
塡
王
の
�
宴
を
說
く
物
語
は
﹃
增
壹
阿
含
經
﹄
卷
二
八

(大
正
二
・
七
〇
五
ｂ

～
七
〇
八
ｃ
)
な
ど
に
み
え
︑
稻
本
泰
生
﹁
優
塡
王
宴
東
傳
考
︱
︱
中
國
初
�

�
を
中
心
に
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
六
九
︑
一
九
九
七
︑
以
下
﹁
:
稿
﹂
)
で
も

詳
述
し
た
︒
同
經
に
は
優
塡
王
が
栴
檀
瑞
宴
を
�
っ
た
と
聽
い
た
波
斯
�
王
が
紫

Ý
金
で
如
來
宴
を
�
り
︑
こ
の
二
體
が
�
初
の
佛
宴
と
な
っ
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ

る
︒
淸
凉
寺
宴
K
び
そ
の
根
本
宴
で
あ
る
栴
檀
瑞
宴
に
關
す
る
硏
究
は
︑
�
年
劇

<
な
發
展
を
�
げ
た
︒
長
岡
龍
作
﹁
淸
凉
寺
釋
C
如
來
宴
と
北
宋
の
社
會
﹂
(﹃
國

華
﹄
一
二
六
九
︑
二
〇
〇
一
)︑
上
川
J
夫
﹁
奝
然
入
宋
の
歷
�
<
�
義
﹂
(﹃
愛

知
縣
立
大
學
�
學
部
論
集
﹄
日
本
�
)
學
科
/
四
︑
二
〇
〇
二
︑
の
ち
同
氏
﹃
日

本
中
世
佛
敎
形
成
�
論
﹄
校
倉
書
�
︑
二
〇
〇
七
)︑
奧
永
夫
﹃
淸
凉
寺
釋
C
如

來
宴
﹄
(至
�
堂
︑
二
〇
〇
九
)︑
谷
口
9
生
﹁
c
地
寧
波
を
め
ぐ
る
信
仰
と
美

M
﹂
(特
別
展
圖
錄
﹃
c
地
寧
波
︱
︱
日
本
佛
敎
一
三
〇
〇
年
の
源
液
﹄
奈
良
國

立
H
物
館
︑
二
〇
〇
九
)︑
塚
本
$
閏
﹁
皇
R
の
�
物
と
北
宋
初
�
の
開
封
︱
︱

Æ
c
禪
院
︑
大
相
國
寺
︑
宮
廷
を
め
ぐ
る
�
物
と
そ
の
�
味
に
つ
い
て

(上
)

(下
)﹂
(﹃
美
M
硏
究
﹄
四
〇
四
︑
四
〇
六
︒
二
〇
一
一
～
二
)
な
ど
が
特
に
重
7

で
あ
り
︑
栴
檀
瑞
宴
の
制
作
地
と
傳
來
に
つ
い
て
は
奧
永
夫
書
に
檢
討
が
あ
る
︒

小
稿
で
は
優
塡
王
が
制
作
し
た
と
さ
れ
る
宴
︑
そ
の
寫
し
で
あ
る
こ
と
を
標
榜
す

る
宴
の
總
稱
と
し
て
﹁
優
塡
王
宴
﹂
の
語
を
使
用
す
る
︒

(2
)

鄮
縣
阿
育
王
塔
に
つ
い
て
は
稻
本
泰
生
﹁
鄮
縣
阿
育
王
塔
の
本
生
圖
と
菩
#
の
ß

身
行
︱
︱
鑑
眞
に
よ
る
模
�
塔
將
來
に
よ
せ
て
﹂
(﹃
戒
律
�
)
﹄
八
︑
二
〇
一

一
)
で
︑
�
年
の
硏
究
動
向
を
整
理
し
た
︒
北
宋
宮
廷
に
お
け
る
c
.
物
集
積
の

樣
相
︑
開
封
に
お
け
る
內
2
場
と
滋
福
殿
の
關
係
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
8

(1
)
:
揭
谷
口
論
�
︑
塚
本
論
�
參
照
︒

(3
)

筆
者
は
:
稿
に
て
先
行
硏
究
の
檢
討
を
行
っ
た
が
︑
そ
の
後
に
出
た
重
7
な
成
果

に
濱
田
瑞
美
﹁
中
國
初
�
時
代
の
洛
陽
周
邊
に
お
け
る
優
塡
王
宴
に
つ
い
て
﹂

(﹃
佛
敎
藝
M
﹄
二
八
七
︑
二
〇
〇
六
︑
の
ち
同
氏
﹃
中
國
石
窟
美
M
の
硏
究
﹄
中

央
公
論
美
M
出
版
︑
二
〇
一
二
)︑
肥
田
路
美
﹁
優
塡
王
宴
の
液
行
と
�
義
﹂
(一

九
八
六
年
刊
行
論
�
の
補
訂
︒
同
氏
﹃
初
�
佛
敎
美
M
の
硏
究
﹄
中
央
公
論
美
M

出
版
︑
二
〇
一
一
に
收
錄
)︑
久
野
美
樹
﹃
�
代
龍
門
石
窟
の
硏
究
︱
︱
�
形
の

思
想
<
背
景
に
つ
い
て
﹄
(中
央
公
論
美
M
出
版
︑
二
〇
一
一
)
が
あ
る
︒

(4
)

一
州
一
寺
制
と
�
宴
の
關
係
を
=
括
<
に
論
じ
た
成
果
と
し
て
肥
田
路
美
﹁
一
州

一
寺
制
と
皇
R
等
身
佛
宴
﹂
(
8

(3
)
:
揭
書
,
收
)
が
參
照
さ
れ
る
︒
ま
た

8

(1
)
:
揭
塚
本
論
�
は
︑
北
宋
開
封
へ
の
佛
敎
�
物

(舍
利
や
瑞
宴
な
ど
)

の
集
®
に
︑
隋
�
R
の
中
國
瓜
一
時
に
お
け
る
江
南
か
ら
の
佛
敎
�
物
の
奉
�
と

の
關
連
性
を
指
摘
し
︑﹁
皇
R
の
�
物
﹂
た
る
中
國
の
宮
廷
�
物
の
特
性
を
讀
み

取
る
︒
な
お
瑞
宴
の
宮
中
奉
�
の
早
い
事
例
と
し
て
︑
東
晉
太
元
一
九
年

(三
九

四
)
に
江
陵
城
北
に
出
現
し
︑
曇
²
が
長
沙
寺
に
3
え
た
と
い
う
江
陵
長
沙
寺
の

阿
育
王
宴
が
あ
り

(﹃
高
僧
傳
﹄
卷
五
︑
大
正
五
〇
・
三
五
五
ｃ
～
三
五
六
ａ
︒

﹃
三
寶
感
J
錄
﹄
卷
中
︑
大
正
五
二
・
四
一
五
ｂ
～
四
一
六
ｂ
)︑
梁
武
は
中
大
J

四
年

(五
三
二
)
に
同
宴
を
円
康
の
宮
中
に
移
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
後
梁
第
二

代
'
R
が
天
保
一
五
年

(五
七
六
)
宴
を
內
裏
に
3
え
て
禮
懺
を
行
っ
た
と
い
い
︑

天
保
二
三
年

(五
八
四
)
に
後
を
嗣
い
だ
子
の
蕭
琮
が
﹁
宴
を
江
陵
の
仁
壽
宮
に

移
し
た
﹂
と
い
う
︒
肥
田
論
�
は
�
獻
中
の
阿
育
王
宴
と
四
川
省
出
土
の
﹁
阿
育

王
宴
﹂
銘
如
來
宴
の
關
係
も
檢
討
し
て
い
る
︒

(5
)

王
劭
﹃
舍
利
感
應
記
﹄
(﹃
廣
弘
'
集
﹄
卷
一
七
,
收
)
は
︑
仁
壽
舍
利
塔
の
根
源

と
な
っ
た
の
は
一
人
の
バ
ラ
モ
ン
が
�
R
の
生
家
を
訪
れ
て
託
し
た
一
=
の
舍
利

で
あ
る
と
い
う
︒﹁
皇
R
昔
在
潛
龍
︑
�
婆
羅
門
沙
門
來
詣
宅
︑
出
舍
利
一
裏
曰
︒

檀
越
好
心
︑
故
留
與
供
養
﹂
(大
正
五
二
・
二
一
三
ｂ
)︒

(6
)

仁
壽
舍
利
塔
に
關
し
て
は
現
地
�
査
に
基
づ
く
N
料
と
�
怨
の
硏
究
を
收
錄
し
た

﹃
隋
�
時
代
の
佛
舍
利
信
仰
と
莊
嚴
に
關
す
る
總
合
<
�
査
硏
究
﹄
(
�
成
二
一
年

度
～
二
三
年
度
科
硏
費
硏
究
成
果
報
吿
書
︑
硏
究
代
表
者
・
加
島
É
︑
二
〇
一

二
)
が
重
7
︒
二
〇
一
二
年
度
か
ら
四
年
閒
の
豫
定
で
︑
加
島
氏
を
代
表
と
す
る

﹁
仁
壽
舍
利
塔
の
信
仰
と
莊
嚴
に
關
す
る
總
合
<
�
査
硏
究
﹂
が
繼
續
し
て
い
る
︒

早
稻
田
大
學
大
學
院
東
洋
美
M
�
﹁
美
M
�
料
と
し
て
讀
む
﹃
集
神
州
三
寶
感
J

錄
﹄
卷
上
︱
︱
釋
讀
と
硏
究

(五
)﹂
(﹃
奈
良
美
M
硏
究
﹄
一
二
︑
二
〇
一
二
)︑
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大
島
幸
代
・
萬
6
惠
介
﹁
隋
仁
壽
舍
利
塔
硏
究
序
說
﹂
(同
)
は
︑
關
連
�
料
に

詳
細
な
檢
討
を
加
え
た
成
果
︒

(7
)

『舍
利
感
應
記
﹄﹁
皇
R
以
起
塔
之
旦
︑
在
大
興
宮
之
大
興
殿
庭
︑
西
面
執
珽
而
立
︑

3
Ç
佛
宴
K
沙
門
三
百
六
十
七
人
︒
旛
蓋
香
華
讚
唄
±
樂
︒
自
大
興
善
寺
來
居
殿

堂
︒
皇
R
燒
香
禮
拜
︑
影
御
東
â
﹂
(大
正
五
二
・
二
一
四
ｂ
)︒
«
善
眞
澄
﹃
隋

�
時
代
の
佛
敎
と
社
會
﹄
(白
R
社
︑
二
〇
〇
四
)︑
七
〇
頁
︒

(8
)

�
R
が
陳
の
�
定
後
に
円
康
長
干
寺
か
ら
長
安
大
興
善
寺
に
�
し
た
阿
育
王
宴

(阿
育
王
第
四
女
,
�
宴
)
に
は
︑
北
周
廢
佛
時
に
ã
俗
し
﹁
大
興
善
寺
À
經
學

士
﹂
の
身
分
で
開
皇
十
七
年

(五
九
七
)
に
﹃
歷
代
三
寶
紀
﹄
を
×
上
し
た
費
長

�
が
︑
佛
敎
J
�
年
表
の
體
裁
を
と
る
﹁
R
年
﹂
下

(同
書
卷
三
)
に
て
衣
例
の

長
�
で
言
K
す
る

(大
正
四
九
・
三
八
︒
大
內
�
雄
﹁
歷
代
三
寶
紀
R
年
攷
﹂

﹃
大
谷
學
報
﹄
六
三−

四
︑
一
九
八
四
︒
の
ち
同
氏
﹃
南
北
¥
隋
�
�
佛
敎
�
硏

究
﹄
法
藏
館
︑
二
〇
一
三
)︒
ま
た
淺
井
和
春
﹁
慈
善
寺
二
號
窟
n
�
與
瑞
宴
﹂

(﹃
慈
善
寺
與
麟
溪
橋
︱
︱
佛
敎
�
宴
窟
龕
�
査
硏
究
報
吿
﹄
科
學
出
版
社
︑
二

〇
〇
二
)
は
そ
の
宴
容
の
波
K
の
樣
相
を
論
じ
︑
當
該
�
宴
を
そ
の
模
宴
と
考
え

る
︒

(9
)

『
歷
代
三
寶
紀
﹄
卷
一
二
中
の
﹃
衆
經
法
式
﹄
の
解
題

(大
正
四
九
・
一
〇
七
ａ

～
八
ｃ
)
は
︑
經
律
か
ら
拔
粹
し
た
僧
尼
敎
團
の
規
範
集
と
し
て
﹁
出
家
を
奬

�
﹂
す
べ
く
﹃
法
式
﹄
が
�
纂
さ
れ
た
こ
と
が
︑
佛
の
.
囑
を
	
け
た
﹁
大
行
菩

#
國
王
﹂
�
R
に
よ
る
衆
生
の
敎
)
濟
度
の
一
l
と
位
置
づ
け
る
︒
こ
こ
に
は

﹁
c
法
の
興
衛
︑
必
ず
R
王
に
在
り
﹂
と
の
言
葉
も
み
え
︑
さ
ら
に
﹃
É
天
王
般

若
經
﹄
付
囑
品
を
引
い
て
﹁
轉
輪
c
王
世
に
出
ず
れ
ば
︑
則
ち
七
寶
常
に
見
る
﹂

と
述
べ
た
後
︑
開
皇
以
來
の
﹁
玉
﹂
(寶
珠
と
み
な
せ
よ
う
)
が
發
現
し
た
事
例

を
擧
げ
て
﹁
此
れ
則
ち
輪
王
の
相
に
同
じ
也
﹂
と
い
う
︒
ま
た
�
R
は
開
皇
五
年

(五
八
五
)
の
詔
敕
で
︑
自
身
を
人
中
の
�
と
し
て
佛
か
ら
正
法
を
付
囑
さ
れ
た

國
王
と
規
定
す
る

(﹃
辨
正
論
﹄
卷
三
︒
大
正
五
二
・
五
〇
九
ａ
)︒
�
R
の
V
生

說
話

(
«
善
眞
澄
﹁
北
齊
系
官
僚
の
一
動
向
﹂﹃
2
宣
傳
の
硏
究
﹄
京
都
大
學
學

M
出
版
會
︑
二
〇
〇
二
な
ど
參
照
)
は
﹃
�
記
﹄
以
來
の
R
王
V
生
譚

(身
體
<

特
y
な
ど
を
語
る
)
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
佛
敎
<
潤
色
が
施
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で

は
R
の
幼
時
の
養
育
者
と
し
て
將
來
の
卽
位
を
豫
言
す
る
神
尼

(﹁
智
仙
﹂﹁
智

ä
﹂
)
が
重
大
な
役
割
を
果
た
す
︒
そ
の
基
盤
は
﹁
在
家
な
ら
轉
輪
c
王
︑
出
家

す
れ
ば
佛
陀
﹂
と
い
う
仙
人
の
豫
言
を
太
子
の
身
體
<
特
y

(三
十
二
相
)
と
結

び
つ
け
て
語
る
︑
佛
傳
中
の
ア
シ
タ
占
相
の
物
語
に
あ
ろ
う
︒
8

(4
)
:
揭
肥

田
論
�
に
詳
述
さ
れ
る
隋
�
�
の
﹁
等
身
宴
﹂
の
�
が
︑
如
來
形
・
菩
#
形
・
僧

形
・
俗
體
形
と
い
か
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
た
か
を
考
え
る
上
で
︑
以
下
に
事
例
を
引

く
同
說
話
と
の
關
係
は
︑
重
7
な
論
點
と
な
ろ
う
︒﹃
賢
愚
經
﹄
卷
三
﹁
善
哉
善

哉
︒
今
此
太
子
︑
於
諸
世
閒
天
人
之
中
無
與
等
者
︒
若
其
在
家
︑
作
轉
輪
c
王
︒

若
其
出
家
︑
成
自
然
佛
︒
相
師
白
王
︑
太
子
生
時
︑
�
何
衣
事
︒
王
答
之
言
︑
頂

上
'
寶
︑
自
然
隨
出
︒
Å
爲
立
字
字
勒
1
識
å
︒
晉
言
寶
髻
︑
年
漸
長
大
﹂
(大

正
四
・
三
七
一
ｂ
)︒﹃
過
去
現
在
因
果
經
﹄
卷
一
﹁
時
彼
仙
人
︑
卽
止
王
曰
︒
此

是
天
人
三
界
中
�
︒
(略
)︒
爾
時
仙
人
歔
欷
答
言
︑
大
王
︑
太
子
相
好
具
足
︒
無

�
不
祥
︒
王
印
問
言
︑
願
½
爲
我
占
視
太
子
︒
�
長
壽
相
不
︒
得
轉
輪
王
位
王
四

天
下
不
︒
我
年
旣
暮
︒
欲
以
國
土
皆
悉
付
之
︒
當
隱
山
林
出
家
學
2
︒
,
可
志
願
︒

唯
在
於
此
︒
�
者
爲
觀
必
定
果
耶
︒
爾
時
仙
人
印
答
王
言
︒
大
王
︒
太
子
具
三
十

二
相
︒
一
者
足
下
安
�
�
如
奩
底

(下
略
︒
三
十
二
相
の
列
擧
)﹂
(大
正
卷
三
・

六
二
七
ａ
)︒﹃
大
�
西
域
記
﹄
卷
六
︑
劫
比
羅
伐
窣
�
國
﹁
東
北
�
窣
�
波
︑
阿

私
多
仙
相
太
子
處
︒
菩
#
V
靈
之
日
︑
嘉
祥
輻
湊
︒
時
淨
飯
王
召
諸
相
師
︑
而
吿

之
曰
︒
此
子
生
也
︑
善
惡
何
若
︒
宜
悉
乃
正
'
言
以
對
︒
曰
依
先
c
之
記
︑
考
吉

祥
之
應
︒
在
家
作
轉
輪
c
王
︑
ß
家
當
成
等
正
覺
﹂
(大
正
五
一
・
九
〇
一
ａ
)︒

な
お
同
論
�
は
﹁
等
身
宴
﹂
の
う
ち
︑
'
確
に
佛
宴
と
確
?
で
き
る
扶
風
岐
山
の

舍
利
塔

(法
門
寺
舍
利
塔
)
に
お
か
れ
た
�
高
宗
の
﹁
è
等
身
阿
育
王
宴
﹂
(﹃
三

寶
感
J
錄
﹄
卷
上
︑
大
正
五
二
・
四
〇
七
ａ
)
を
︑﹁
如
來
・
阿
育
王−

轉
輪
c

王
・
高
宗
皇
R
の
ト
リ
プ
ル
イ
メ
ー
ジ
﹂
と
す
る
︒
優
塡
王
宴
や
彌
勒
宴
に
つ
い

て
も
同
樣
の
問
題
が
あ
り
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

(10
)

こ
の
事
例
に
お
け
る
皇
R
と
佛
宴
の
對
面
は
東
西
方
向
だ
が
︑
天
子
南
面
の
原
則

か
ら
は
あ
り
得
な
い
位
置
關
係
が
想
定
さ
れ
る
:
例
と
し
て
︑
皇
R
の
臺
城
よ
り
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さ
ら
に
北
に
梁
武
が
お
い
た
同
泰
寺
の
場
合
が
あ
り
︑
é
山
園
﹁
ß
身
の
思
想
﹂

(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
七
四
︑
二
〇
〇
二
)︑
三
二
〇
頁
に
檢
討
が
あ
る
︒
ま
た
開

皇
六
年

(五
八
六
)
に
�
R
が
祈
雨
に
際
し
︑
北
面
し
て
曇
¢
か
ら
八
齋
戒
を
	

け
た
例
も
あ
る

(﹃
續
高
僧
傳
﹄
卷
八
・
曇
¢
傳
︒
大
正
五
〇
・
四
八
九
ａ
︒
河

上
ë
由
子
﹃
古
代
ア
ジ
ア
世
界
の
對
外
Ñ
涉
と
佛
敎
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
一
︑

一
六
二
頁
)︒
な
お
北
宋
時
代
︑
太
宗
V
生
の
地
に
營
ま
れ
た
開
封
Æ
c
禪
院
に

栴
檀
瑞
宴
が
�
さ
れ
た
經
過
と
奉
祀
の
樣
態

(特
に
神
御
と
の
關
係
)
は
︑
8

(1
)
:
揭
塚
本
論
�
參
照
︒

(11
)

『四
分
律
盈
繁
補
闕
行
事
鈔
﹄
卷
下
三
﹁
二
未
來
經
宴
液
布
︒
令
諸
衆
生
於
彌
勒

佛
︑
聞
法
悟
解
超
升
離
生
此
大
�
也
︒
恐
後
生
�
宴
︑
無
,
表
頴
︒
故
目
連
躬
將

匠
工
︑
上
天
圖
取
︒
如
是
三
反
︑
方
乃
�
眞
︒
至
于
下
天
︑
此
宴
垂
地
來
3
︒
世

�
命
曰
︑
汝
於
來
世
︑
廣
作
佛
事
︒
因
垂
敕
云
︒
我
滅
度
後
︑
�
立
形
宴
︒
一
一

似
佛
使
見
者
得
法
身
儀
則
︒
乃
至
幡
華
供
養
皆
於
來
世
得
念
佛
三
昧
︒
具
諸
相
好
︑

如
是
�
立
是
佛
宴
體
︑
此
宴
中
國
僧
將
來
漢
地
︒
諸
國
不
許
各
愛
護
之
︑
不
令
出

境
︒
王
令
依
本
︑
寫
留
之
︒
今
後
傳
者
︑
乃
至
四
寫
彼
本
︒
今
在
楊
州
長
樂
寺
︒

亦
云
龍
光
瑞
宴
云
云
﹂
(大
正
四
〇
・
一
三
三
ｃ
)︒
2
宣
の
著
作
の
年
代
に
つ
い

て
は
«
善
眞
澄
﹃
2
宣
傳
の
硏
究
﹄
(京
都
大
學
學
M
出
版
會
︑
二
〇
〇
二
)
に

詳
細
な
檢
討
が
あ
る
︒
そ
の
年
代
と
2
宣
に
お
け
る
優
塡
王
宴
觀
の
關
係
は
:
稿

8

(
108
)
(
109
)
參
照
︒

(12
)

中
國
の
優
塡
王
宴
に
お
け
る
梁
武
將
來
說
の
�
義
は
8

(1
)
:
揭
塚
本
論
�

(上
)
八−

一
二
頁
が
詳
說
し
て
お
り
︑
長
樂
寺
宴
に
お
け
る
同
說
と
羅
什
將
來

說
の
關
係
に
つ
い
て
の
:
稿
三
九
九
頁
の
記
述
は
︑
一
部
訂
正
を
7
す
る
︒

(13
)

腰
掛
け
た
優
塡
王
宴
の
液
行
に
關
連
し
て
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
︑
漢
'
R
の
感

夢
求
法
說
話

(佛
敎
初
傳
說
話
)
に
付
隨
す
る
︑
中
國
へ
の
優
塡
王
宴
將
來
譚
中

の
﹁
倚
宴
﹂
の
語
で
あ
る

(﹃
高
僧
傳
﹄
卷
一
﹁
愔
印
於
西
域
得
畫
釋
C
倚
宴
︒

是
優
田
王
栴
檀
宴
師
第
四
作
也
︒
旣
至
雒
陽
︑
'
R
卽
令
畫
工
圖
寫
︑
置
淸
涼
臺

中
K
顯
W
陵
上
︒
舊
宴
今
不
復
存
焉
﹂
大
正
五
〇
・
三
二
三
ａ
)︒
た
だ
し
こ
の

﹁
倚
宴
﹂
が
今
日
と
同
じ
﹁
腰
掛
け
た
�
の
宴
﹂
を
�
味
す
る
と
卽
斷
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
︒
吉
川
忠
夫
・
é
山
園
譯
8
﹃
高
僧
傳

(一
)﹄
(岩
波
�
庫
︑
二
〇

〇
九
)︑
三
一
頁
︒
:
稿
三
八
七
頁
以
下
參
照
︒

(14
)

玄
奘
の
傳
記
と
敎
學
に
つ
い
て
は
桑
山
正
[
・
袴
谷
憲
昭
﹃
玄
奘
﹄
(大
藏
出
版
︑

一
九
八
一
)
參
照
︒
玄
奘
將
來
の
七
軀
の
釋
C
宴
に
つ
い
て
は
:
稿
8

(7
)︑

肥
田
路
美
﹁
玄
奘
に
よ
る
釋
C
宴
七
軀
の
Ç
來
﹂
(
8

(3
)
:
揭
書
)︒
當
該
宴

は
﹃
大
�
西
域
記
﹄
卷
一
二
﹁
刻
檀
宴
一
軀
︒
J
光
座
高
尺
�
五
寸
︒
擬
憍
賞
彌

國
出
愛
王
思
慕
如
來
刻
檀
寫
眞
宴
﹂
(大
正
五
一
・
九
四
六
ｃ
)︒
ま
た
カ
ウ

シ
ャ
ー
ン
ビ
ー
現
地
の
宴
に
つ
い
て
は
﹃
大
�
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
傳
﹄
卷
三

﹁
中
印
度
伽
藍
十
餘
,
︑
僧
徒
三
百
餘
人
︒
城
內
故
宮
中
�
大
精
舍
︑
高
六
十
餘

尺
︒
�
刻
檀
佛
宴
︑
上
懸
石
蓋
︒
鄔
陀
衍
1
王
︑
�
言
出
愛
︒
舊
云
優
填
王
︑
訛

之
,
�
也
︒
昔
如
來
在
忉
利
天
經
夏
︑
爲
母
說
法
︒
王
思
慕
乃
Ç
目
連
︑
將
巧
工

升
天
︑
觀
佛
�
顏
容
止
︒
ã
以
紫
檀
雕
刻
︑
以
宴
眞
容
︒
世
�
下
來
時
宴
3
佛
︑

卽
此
也

(大
正
五
〇
・
二
三
四
ｂ
)︒
肥
田
論
�
で
は
兩
者
を
立
宴
と
考
え
る
︒

(15
)

法
隆
寺
金
堂
壁
畫
に
つ
い
て
︑
梶
谷
亮
治
﹁
法
隆
寺
の
繪
畫
﹂
(展
覽
會
圖
錄

﹃
c
德
太
子
と
國
寶
法
隆
寺
展
﹄
二
〇
〇
五
︑
愛
媛
縣
美
M
館
ほ
か
)
は
�
か
ら

歸
國
し
て
天
智
天
皇
十
年

(六
七
一
)
に
日
本
に
い
た
こ
と
が
確
實
な
黃
�
本
實

が
︑
そ
の
樣
を
將
來
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒

(16
)

肥
田
路
美
﹁
奈
良
國
立
H
物
館
,
藏
刺
繡
釋
C
如
來
說
法
圖
﹂
(
8

(3
)
:
揭

書
)︒

(17
)

稻
本
泰
生
﹁
刺
繡
釋
C
如
來
說
法
圖

(作
品
解
說
)﹂
(展
覽
會
圖
錄
﹃
女
性
と
佛

敎

︱
︱
い
の
り
と
ほ
ほ
え
み
﹄
奈
良
國
立
H
物
館
︑
二
〇
〇
三
)︑
同
﹁
奈
良
國

立
H
物
館
藏
﹃
刺
繡
釋
C
說
法
圖
﹄
の
n
題
と
圖
宴
﹂
(奈
良
國
立
H
物
館
�

﹃
正
倉
院
寶
物
に
學
ぶ
﹄
思
�
閣
出
版
︑
二
〇
〇
八
)︒
小
稿
の
內
容
は
後
者
と
一

部
重
複
す
る
︒
こ
の
報
吿
で
は
煩
を
X
け
て
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
の
宴
容
を

﹁
玄
奘
將
來
宴
に
基
づ
く
蓋
然
性
が
�
も
高
い
﹂
と
述
べ
る
に
留
め
︑
他
の
可
能

性
に
言
K
し
な
か
っ
た
︒

(18
)

『釋
C
	
﹄﹁
爾
時
世
�
︑
念
當
來
世
人
凶
暴
︑
不
報
父
母
育
養
之
恩
︒
爲
是
當
來

不
孝
衆
生
︑
設
)
法
故
︑
如
來
躬
欲
擔
於
父
王
之
棺
﹂
(大
正
五
〇
・
五
四
ａ
)︒

隋��東アジアの「優塡王宴」	容に關する覺書
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﹃
釋
C
氏
	
﹄﹁
佛
念
世
人
不
孝
兇
暴
︑
設
法
)
故
︑
躬
欲
擔
棺
﹂
(同
五
〇
・
九

五
ｃ
)︒

(19
)

具
體
<
な
事
例
と
し
て
︑
天
÷
三
年

(六
九
二
)
の
山
西
省
H
物
館
,
藏
𣵀
槃
變

ø
彫
中
の
金
棺
出
現
圖
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
田
中
永
一
﹁
蒲
州
大
雲
寺
𣵀

槃
變
碑
宴
に
關
す
る
考
察
﹂
(﹃
佛
敎
藝
M
﹄
三
二
五
︑
二
〇
一
二
)
は
長
�
の
銘

を
含
め
︑
本
碑
の
B
體
宴
に
本
格
<
な
檢
討
を
加
え
た
最
怨
の
成
果
︒
孝
と
の
關

係
だ
け
で
な
く
︑
武
周
�
の
同
地
に
お
け
る
佛
敎
信
仰
の
B
體
宴
に
目
を
配
っ
て

そ
の
�
義
が
解
讀
さ
れ
る
︒
な
お
:
稿
四
一
二
頁
K
び
筆
者
の
8

(17
)
:
揭
報

吿
で
本
品
を
﹁
(大
雲
寺
に
)
則
天
自
身
が
寄
[
し
た
作
品
﹂
と
し
て
い
る
の
は

B
く
の
º
記
で
あ
り
︑
訂
正
を
7
す
る
︒

(20
)

奉
先
寺
洞
に
つ
い
て
は
肥
田
路
美
﹁
龍
門
奉
先
寺
洞
盧
舍
1
大
佛
の
�
立
﹂
(
8

(3
)
:
揭
書
,
收
)
が
�
も
=
括
<
な
硏
究
︒
同
論
�
に
は
臺
座
に
刻
さ
れ
た

開
元
十
年

(七
二
二
)
の
﹁
大
盧
舍
1
宴
龕
記
﹂
に
﹁
檢
挍
僧
西
京
實
際
寺
善
2

禪
師
﹂
と
し
て
名
が
み
え
る
善
�
が
︑
盧
舍
1
佛
の
,
依
經
典
で
も
あ
る
﹃
泳
網

經
﹄
を
重
視
し
た
可
能
性
や
︑
制
作
背
景
に
孝
の
問
題
が
關
係
す
る
點
に
も
言
K

す
る
︒

(21
)

礪
波
護
﹁
�
代
に
お
け
る
僧
尼
拜
君
親
の
斷
行
と
撤
回
﹂
(﹃
�
代
政
治
社
會
�
硏

究
﹄
同
û
舍
出
版
︑
一
九
八
六
︒
の
ち
﹃
隋
�
の
佛
敎
と
國
家
﹄
中
央
公
論
社
︑

一
九
九
九
)︒

(22
)

8

(17
)
:
揭
報
吿
︒

(23
)

銅
板
法
華
說
相
圖
の
銘
�
は
以
下
の
J
り
(括
弧
內
は
缺
字
を
﹃
甚
希
�
經
﹄
の

�
言
で
埋
め
る
)︒
惟
夫
靈
應

(八
字
缺
)
／
立
稱
已
乖

(八
字
缺
)
／
眞
身
然
大

c

(七
字
缺
)
／
不
啚
形
表
刹
福

(六
字
缺
)
／
日
夕
畢
功
慈
氏

(六
字
缺
)
／
佛

說
若
人
起
窣
�

(波
其
量
下
如
)／
阿
�
洛
菓
以
佛
駄
都

(如
芥
子
許
)／
安
置
其

中
樹
以
表
刹

(量
如
大
針
)／
上
安
相
輪
如
小
棗
葉
或
�
佛

(
宴
)／
下
如
穬
麥
此

福
無
量
粤
以
奉
爲
／
天
皇
陛
下
敬
�
千
佛
多
寶
佛
塔
／
上
厝
舍
利
仲
擬
B
身
下
儀

竝
坐
／
諸
佛
方
位
菩
#
圍
繞
聲
聞
獨
覺
／
²
c
金
剛
師
子
振
威
伏
惟
c
R
／
超
金

輪
同
逸
多
眞
俗
雙
液
)
度
／
無
央
庶
冀
永
保
c
蹟
欲
令
不
朽
／
天
地
等
固
法
界
無

窮
莫
若
崇
據
／
靈
峰
星
漢
洞
照
恒
秘
瑞
巗
金
石
／
相
堅
敬
銘
其
辭
曰
／
遙
哉
上
覺

至
矣
大
仙
理
歸
絕
妙
／
事
J
感
緣
釋
天
眞
宴
影
茲
豐
山
／
鷲
峯
寶
塔
涌
此
心
泉
ý

錫
來
þ
／
�
琴
練
行
披
林
晏
坐
寧
枕
熟
定
／
乘
斯
É
善
同
歸
實
相
壹
投
賢
劫
／
俱

値
千
c
歲
\
影
婁
漆
兎
上
旬
／
2
'
¬
引
捌
拾
許
人
奉
爲
飛
鳥
／
淸
御
原
大
宮
治

天
下
天
皇
敬
�

本
品
を
取
り
上
げ
た
先
行
硏
究
は
非
常
に
多
い
が
︑
こ
こ
で
は
專
著
と
し
て
刊

行
さ
れ
た
片
岡
直
樹
﹃
長
谷
寺
銅
板
法
華
說
相
圖
の
硏
究
﹄

(中
央
公
論
美
M
出

版
︑
二
〇
一
二
)
と
︑
�
怨
の
内
容
を
含
む
田
中
永
一
﹁
長
谷
寺
銅
板
法
華
說
相

圖
の
圖
樣
K
び
銘
�
に
關
す
る
考
察
﹂
(﹃
美
M
�
﹄
一
六
八
︑
二
〇
一
〇
)
を
擧

げ
る
に
留
め
る
︒

(24
)

稻
本
泰
生
﹁
長
谷
寺
怨
發
見
︱
︱
銅
板
法
華
說
相
圖
の
圖
相
は
何
を
表
し
て
い

る
の
か
﹂
(﹃
�
刊
¥
日
百
科

佛
敎
怨
發
見
一
七

長
谷
寺
・
智
積
院
﹄
¥
日
怨

聞
社
︑
二
〇
〇
七
)︒
こ
こ
で
は
銘
�
の
戌
年
を
朱
鳥
元
年

(六
八
六
)
と
す
る

東
野
治
之
﹁
七
世
紀
以
:
の
金
石
�
﹂
(﹃
列
島
の
古
代
�

六

言
語
と
�
字
﹄

岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
︒
の
ち
同
氏
﹃
大
和
古
寺
の
硏
究
﹄
塙
書
�
︑
二
〇
一

一
)
な
ど
の
見
解
を
荏
持
す
る
一
方
︑
銅
板
の
實
年
代
は
こ
れ
と
は
別
に
考
え
る

べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
を
示
し
︑
銘
�
中
の
﹁
c
R
超
金
輪
同
逸
多
﹂
の
�
言
が

則
天
武
后
が
證
c
元
年

(六
九
五
)
に
	
け
た
﹁
慈
氏
越
古
金
輪
c
神
皇
R
﹂
と

い
う
�
號
を
模
し
て
い
る
と
の
考
え
の
も
と
︑
六
九
五
年
を
上
限
と
す
る
立
場
を

取
っ
た
︒
な
お
8

(23
)
:
揭
片
岡
書
は
戌
年
を
六
九
八
年
︑
田
中
論
�
は
七
一

〇
年
に
あ
て
る
︒

(25
)

こ
の
見
解
は
8

(24
)
:
揭
東
野
論
�
で
も
 
用
さ
れ
て
い
る
︒

(26
)

『三
寶
感
J
錄
﹄
卷
中
の
大
'
寺
宴
の
項
目

(大
正
五
二
・
四
一
九
ｂ
)︑﹃
慈
恩

傳
﹄
の
カ
ウ
シ
ャ
ー
ン
ビ
ー
現
地
の
宴
に
つ
い
て
の
記
載

(
8

(14
)
)
が
示
す

如
く
︑
優
塡
王
宴
が
﹁
忉
利
天
で
母
に
說
法
す
る
釋
C
の
�
﹂
で
あ
る
と
の
?
識

は
︑
�
代
の
敎
團
で
廣
く
共
�
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒

(27
)

中
井
眞
孝
﹁
留
學
僧
2
昭
と
�
の
善
�
﹂
(同
氏
﹃
¥
鮮
と
日
本
の
古
代
佛
敎
﹄

東
方
出
版
︑
一
九
九
四
)
は
﹃
觀
經
駅
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
善
�
の
著
作
を
わ
が
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國
に
將
來
し
た
人
物
を
︑
玄
奘
に
師
法
し
た
2
昭
に
あ
て
る
︒
こ
れ
が
正
し
け
れ

ば
︑
法
華
說
相
圖
の
銘
�
*
述
者
は
同
書
を
參
照
し
う
る
狀
況
に
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
︒
な
お
善
�
﹃
¡
生
禮
懺
偈
﹄
に
も
﹁
眞
容
寶
宴
﹂
の
�
言
が
み
え
る
︒

﹁
南
無
至
心
歸
命
禮
西
方
阿
彌
陀
佛
︒
彌
陀
身
心
�
法
界
︑
影
現
衆
生
心
想
中
︒

是
故
勸
汝
常
觀
察
︑
依
心
起
想
表
眞
容
︒
眞
容
寶
宴
臨
華
座
︑
心
開
見
彼
國
莊
嚴
︒

寶
樹
三
�
華
�
滿
︑
風
鈴
樂
�
與
�
同
︒
願
共
諸
衆
生
︑
¡
生
安
樂
國
﹂
(大
正

四
七
・
四
四
六
ｂ
)︒

(28
)

｢釋
天
眞
宴
﹂
が
佛
舍
利
や
R
身
の
表
象
と
何
ら
か
の
關
係
を
も
つ
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
は
︑
8

(9
)
の
觀
點
を
含
め
た
總
合
<
・
J
時
<
な
考
察
が
:
提

と
し
て
必
7
と
な
る
︒
な
お
多
佛
の
中
に
優
塡
王
宴
を
�
っ
た
作
例
が
龍
門
・
鞏

縣
に
存
在
し
︑
そ
の
代
表
例
で
あ
る
六
八
〇
年
の
龍
門
萬
佛
洞
に
お
い
て
︑
優
塡

王
宴
が
說
相
圖
と
同
樣
に
二
體
一
對
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
w
せ
考
え
る
と
︑
說

相
圖
は
優
塡
王
宴
の
高
宗
・
則
天
�
の
中
國
に
お
け
る
�
立
の
あ
り
方
を
繼
承
し

て
い
る
と
推
測
で
き
る
︒
二
體
一
組
で
表
現
さ
れ
る
根
據
と
し
て
ま
ず
想
定
さ
れ

る
の
は
︑
奉
爲
の
對
象
の
衣
な
る
同
一
の
宴
が
二
體
制
作
さ
れ
た
可
能
性
だ
が
︑

優
塡
王
宴
と
波
斯
�
王
宴

(
8

(1
)
參
照
)
と
い
う
可
能
性
も
成
立
の
餘
地
が

あ
る
︒
波
斯
�
王
宴
も
﹁
釋
天
﹂
に
あ
る
と
き
の
�
を
寫
し
た
宴
と
い
う
點
に
お

い
て
は
︑
優
塡
王
宴
と
同
じ
屬
性
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
︒
優
塡
王
宴
と
波
斯
�
王

宴
を
w
記
す
る
佛
典
の
記
載
︑
あ
る
い
は
同
時
代
に
お
け
る
�
學
<
修
辭
が
少
な

か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
は
︑
:
稿
の
8

(60
)
參
照
︒
な
お
龍
門
萬
佛
洞
の
場
合
︑

﹁
�
優
塡
王
宴
一
區
﹂
の
銘
は
南
壁
の
み
に
み
え
る
︒﹁
龍
門
石
刻
錄
﹂
(水
野
淸

一
・
長
廣
敏
雄
﹃
龍
門
石
窟
の
硏
究
﹄
座
右
寶
刊
行
會
︑
一
九
四
一
,
收
)
の
錄

�

(
105
)
が
南
壁
宴
の
銘
︑
北
壁
宴
に
付
さ
れ
た
錄
�

(
108
)
は
宴
名
へ
の
言
K

は
な
い
︒

(29
)

岡
本
永
N
﹁
爲
母
說
法
と
般
𣵀
槃
︱
︱
『
�
訶
�
耶
經
﹄
を
手
が
か
り
と
し
て
﹂

(﹃
佛
敎
�
學
硏
究
﹄
五
〇−

二
︑
二
〇
〇
八
)
は
︑﹃
�
訶
�
耶
經
﹄
が
爲
母
說

法
と
般
𣵀
槃
を
:
後
に
竝
べ
る
t
�
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
︑
こ
の
配
列
に
﹁
爲

母
說
法

(優
塡
王
の
佛
宴
制
作
な
ど
を
含
む
)﹂
が
﹁
釋
C
の
不
在
﹂
と
い
う

テ
ー
マ
を
內
=
し
て
い
る
こ
と
の
影
�
が
K
ん
で
い
る
と
す
る
︒

(30
)

長
谷
寺
創
円
�
の
佛
宴
と
伽
藍
に
關
す
る
硏
究
�
に
つ
い
て
は
︑
8

(23
)
:
揭

片
岡
書
等
參
照
︒
同
書
も
引
く
﹃
國
�
大
辭
典
﹄
(吉
川
弘
�
館
︑
一
九
九
〇
)

の
﹁
長
谷
寺
﹂
の
項
目

(逵
日
出
典
執
筆
)
は
︑
そ
の
創
円
を
十
一
面
觀
±
の
�

宴
を
中
心
に
養
老
四
年

(七
二
〇
)
～
神
龜
四
年

(七
二
七
)
の
頃
に
な
さ
れ
た

と
す
る
︒
な
お
銘
�
中
の
﹁
豐
山
﹂﹁
心
泉
﹂
は
實
在
の
c
地
に
對
應
す
る
と
考

え
ら
れ
て
お
り
︑
後
者
に
つ
い
て
は
櫻
井
市
大
字
白
河
の
山
中
に
あ
る
﹁
龗
山
の

池
﹂
が
候
補
地
と
さ
れ
る
︒
現
地
の
狀
況
に
つ
い
て
は
8

(24
)
:
揭
東
野
論
�
︑

8

(23
)
:
揭
片
岡
書
を
參
照
︒

(31
)

8

(3
)
:
揭
濱
田
論
�
は
︑
洛
陽
周
邊
に
お
け
る
優
塡
王
宴
液
行
に
︑
地
理
<

に
�
接
す
る
嵩
山
に
お
け
る
禪
の
興
隆
が
重
7
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
る
︒

ま
た
8

(3
)
:
揭
肥
田
論
�
は
︑﹁
洛
陽
地
域
で
活
動
し
た
人
物
や
集
團
が
︑

誰
の
目
に
も
濃
厚
に
﹃
イ
ン
ド
風
﹄
と
映
る
當
該
の
倚
坐
形
宴
を
︑
:
代
か
ら
格

別
な
信
仰
を
得
て
い
た
優
塡
王
宴
と
見
な
し
﹂
た
と
す
る
︒
な
お
嵩
山
少
林
寺
に

は
︑
優
塡
王
宴
の
�
宴
を
述
べ
た
永
昌
元
年

(六
八
九
)
示
寂
の
禪
僧
法
如
の
墓

碑
銘

(﹁
�
中
嶽
沙
門
釋
法
如
禪
師
行
狀
﹂
)
が
あ
り
︑
筆
者
も
:
稿
四
〇
七
頁
で

言
K
し
た
︒
碑
石
の
彫
刻
部
分
に
紙
が
貼
ら
れ
︑
宴
容
を
確
?
で
き
な
い
狀
況

(濱
田
論
�
參
照
)
は
︑
二
〇
一
三
年
現
在
も
同
樣
で
あ
る

(谷
口
9
生
氏
敎
示
)︒

(32
)

小
南
一
郞
﹁
六
¥
隋
�
小
說
�
の
展
開
と
佛
敎
信
仰
﹂
(
福
永
光
司
�
﹃
中
國
中

世
の
宗
敎
と
�
)
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
,
︑
一
九
八
二
)
は
永
徽
四
年

(六
五
三
)
完
成
の
�
臨
﹃
冥
報
記
﹄
に
は
$
か
一
條
だ
っ
た
金
剛
經
應
驗
譚
が
︑

開
元
六
年

(七
一
八
)
に
成
立
し
た
孟
獻
忠
﹃
金
剛
般
若
集
驗
記
﹄
(續
藏
一
四

九
・
一
・
二
・
乙
・
二
二
)
に
は
︑
逸
�
だ
け
で
も
十
條
が
郞
餘
令
﹃
冥
報
拾

.
﹄
(龍
朔
年
閒=

六
六
一
～
三
年
完
成
)
か
ら
 
錄
さ
れ
て
い
る
點
を
指
摘
す

る
︒

(33
)

É
浦
令
子
﹁
八
世
紀
の
內
裏
佛
事
と
女
性
︱
︱
『佛
名
會
﹄
:
身
佛
事
を
手
が
か

り
に
﹂﹁
法
華
滅
罪
之
寺
と
洛
陽
安
國
寺
法
華
2
場
﹂
(﹃
日
本
古
代
の
僧
尼
と
社

會
﹄
吉
川
弘
�
館
︑
二
〇
〇
〇
)︒
ま
た
梁
武
R
﹁
金
剛
般
若
懺
�
﹂
(﹃
廣
弘
'

隋��東アジアの「優塡王宴」	容に關する覺書
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集
﹄
卷
二
八
︑
大
正
五
二
・
三
三
二
ｂ
)
の
存
在
も
留
�
さ
れ
る
︒

(34
)

法
華
信
仰
・
舍
利
信
仰
と
優
塡
王
宴
の
直
接
<
な
關
係
を
物
語
る
現
存
作
例
は
︑

中
國
で
は
確
?
で
き
な
い
︒
し
か
し
こ
の
取
り
合
わ
せ
が
日
本
佛
敎
に
お
け
る
創

案
と
は
に
わ
か
に
考
え
が
た
く
︑
彼
我
の
R
身
觀
・
佛
身
觀
の
相
�
等
に
配
慮
し

た
愼
重
な
議
論
が
求
め
ら
れ
る
と
は
い
え
︑
少
な
く
と
も
本
品
を
︑
總
體
と
し
て

七
世
紀
後
@
の
�
代
佛
敎
の
影
�
下
に
あ
る
作
例
と
し
て
�
う
こ
と
は
許
さ
れ
よ

う
︒
西
安
で
數
點
出
土
し
た
多
寶
塔
塼
佛

(永
徽
年
閒=

六
五
〇
～
六
以
影
︑
僧

法
律
が
六
十
八
萬
四
千
の
多
寶
塔
を
作
成
し
た
銘
を
も
つ
)
も
︑
說
相
圖
と
類
似

の
法
華
經
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑
こ
う
し

た
量
產
可
能
な
塼
佛
の
制
作
奉
6
は
︑
ご
く
小
規
模
な
佛
塔
供
養
や
�
宴
に
も
大

き
な
功
德
が
あ
る
と
い
う
︑
右
の
﹃
甚
希
�
經
﹄
の
�
言
に
よ
く
合
致
す
る
行
爲

の
實
踐
で
あ
る
點
が
留
�
さ
れ
る

(石
橋
智
<
﹁
初
�
�
)
の
日
本
へ
の
傳
播
と

�
收
過
F

︱
︱
長
谷
寺
の
法
華
說
相
圖
銅
板
を
そ
の
一
例
と
し
て
﹂
國
際
Ñ
液

美
M
�
硏
究
會
第
十
回
シ
ン
ポ
ジ
ア
ム
﹃
東
洋
美
M
�
に
お
け
る
西
と
東
︱
︱

對
立
と
Ñ
液
﹄
一
九
九
二
な
ど
)︒
な
お
﹃
法
華
經
﹄
見
寶
塔
品
に
お
け
る
十
方

諸
佛
の
)
現
に
關
し
て
︑
か
つ
て
橫
超
<
日
氏
は
﹁
十
方
分
身
佛
は
法
身
不
變
應

)
自
在
の
表
示
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
が
集
會
を
以
て
古
佛
塔
開
+
の
爲
の
條

件
と
す
る
の
は
︑
こ
こ
に
三
世
一
貫
法
と
十
方
�
�
法
と
の
兩
原
理
接
合
を
�
圖

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
述
べ
ら
れ
た
︒
そ
の
論
理
t
�
を
き
わ
め
て
<
確
に
言

い
表
し
た
言
葉
と
い
え
る

(﹁
多
寶
塔
思
想
の
起
源
﹂﹃
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
﹄
二

−

一
︑
一
九
五
三
)︒
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
が
+
う
多
佛
に
は
︑
こ
れ
を
'
確

に
﹁
十
方
佛
﹂
と
記
す
事
例
や
︑
三
世
十
方
の
一
切
諸
佛
た
る
萬
五
千
佛
を
表
し

た
萬
佛
洞
な
ど
︑
時
系
列
に
沿
う
佛
法
繼
承
と
關
わ
ら
な
い
空
閒
<
廣
が
り
を
示

す
諸
佛
を
含
む
事
例
が
あ
る
︒
一
方
で
法
華
說
相
圖
の
圖
中
の
千
佛
は
︑
銘
�
中

の
願
�
の
﹁
壹
し
く
賢
劫
に
投
じ
︑
俱
に
千
c
に
値
わ
ん
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
︑

賢
劫
千
佛
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
の
�
力
な
見
解
が
示
さ
れ
た

(
8

(23
)
:
揭

田
中
論
�
)︒
た
だ
し
こ
の
圖
宴
が
﹃
法
華
經
﹄
の
說
話
ど
お
り
の
﹁
十
方
佛
﹂

を
も
含
�
し
て
い
る
可
能
性
は
︑
な
お
成
立
の
餘
地
が
あ
る
︒

(35
)

愛
宕
元
﹁
隋
末
�
初
に
お
け
る
蘭
陵
蕭
氏
の
佛
敎
	
容
︱
︱
蕭
瑀
を
中
心
に
し

て
﹂
(
8

(32
)
:
揭
福
永
�
書
,
收
)︒
蕭
瑀
は
梁
の
武
R
の
玄
孫
︑
後
梁
第
二

代
'
R
の
子
︒

(36
)

『集
驗
記
﹄
は
こ
れ
と
は
別
に
﹃
蕭
瑀
金
剛
般
若
經
靈
驗
記
﹄
を
一
五
條
引
用
す

る
︒
8

(32
)
:
揭
小
南
論
�
は
︑
蕭
瑀
に
よ
る
﹃
靈
驗
記
﹄
*
述
を
�
實
と
斷

定
で
き
る
に
足
る
證
據
は
な
い
が
︑
そ
の
晚
年
に
金
剛
經
應
驗
譚
を
先
取
り
す
る

形
で
同
書
を
著
し
た
と
い
う
こ
と
も
︑
B
く
あ
り
え
ぬ
こ
と
で
は
な
い
と
推
測
す

る
︒

(37
)

8

(3
)
:
揭
濱
田
論
�
は
こ
の
點
を
特
に
重
視
す
る
︒

(38
)

大
'
寺
宴
を
典
據
と
考
え
た
場
合
︑
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王
宴
と
同
じ
7
素
を
も
つ

圖
宴

(右
s
を
k
う
	
制
だ
が
︑
背
障
を
も
つ
倚
坐
宴
)
が
敦
煌
の
隋
窟

(第
四

〇
五
窟
北
壁
n
�
)
に
す
で
に
み
ら
れ
る
點
や
︑
東
南
ア
ジ
ア
の
塼
佛

(
橫
倉



幸
﹁
タ
イ
南
部
に
お
け
る
シ
ュ
リ
ー
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
�
の
塼
佛
﹂﹃
佛
敎
藝
M
﹄
二

八
七
︑
二
〇
〇
六
K
び
展
覽
會
圖
錄
﹃
掌
の
ほ
と
け
︱
︱
イ
ン
ド
シ
ナ
@
島
の

塼
佛
﹄
福
岡
市
美
M
館
︑
二
〇
〇
八
揭
載
の
諸
作
品
)
に
︑
洛
陽
周
邊
の
優
塡
王

宴
に
�
い
形
式
が
み
ら
れ
る
點
を
︑
合
理
<
に
說
'
で
き
る
︒
か
つ
て
岡
田
永
氏

は
︑
優
塡
王
宴
の
宴
容
が
南
傳
ル
ー
ト
で
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
を
論
じ
ら
れ
た

(﹁
關
于
優
塡
王
�
宴
<
若
干
報
吿

︱
︱
討
論
東
南
亞
對
中
國
�
代
佛
敎
�
宴
<

影
�
﹂
(龍
門
石
窟
硏
究
,
�
﹃
龍
門
石
窟
一
千
五
百
周
年
國
際
學
M
討
論
會
論

�
集
﹄
�
物
出
版
社
︑
一
九
九
六
)︒
た
だ
し
こ
れ
を
?
め
る
場
合
も
︑
東
南
ア

ジ
ア
の
作
例
に
六
～
七
世
紀
ま
で
1
る
事
例
が
あ
る
か
︑
中
國
內
地
か
ら
發
信
さ

れ
た
宴
容
が
 
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
な
い
か
が
問
題
と
な
る
︒
第
一
違
第
一

W
で
言
K
し
た
と
お
り
︑
後
梁
w
合
直
後
の
隋
が
荊
州
大
'
寺
宴
を
長
安
に
3
え

よ
う
と
し
た
點
が
8
�
さ
れ
る
︒
大
'
寺
宴
の
�
は
き
わ
め
て
衣
國
<
で
あ
っ
た

と
傳
え
ら
れ
︑﹁
佛
が
生
ま
れ
て
七
日
の
�
﹂
と
い
う
�
言
の
眞
�
も
定
か
で
な

い
が
︑
こ
の
日
は
�
耶
夫
人
の
命
日
に
相
當
し
︑
忉
利
天
說
法
と
關
連
づ
け
て
理

解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
に
も
留
�
し
て
お
き
た
い
︒

(39
)

大
雁
塔
線
刻
畫
に
つ
い
て
は
小
野
É
年
﹁
長
安
大
雁
塔
の
線
彫
り
佛
畫
﹂
(﹃
佛
敎

東 方 學 報
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藝
M
﹄
五
九
︑
一
九
六
五
)︒
ま
た
奈
良
H
刺
繡
釋
C
說
法
圖
の
n
�
と
東
壁
n

�
の
形
相
の
類
似
は
︑
8

(16
)
:
揭
肥
田
論
�
に
も
言
K
が
あ
る
︒

(40
)

稻
本
泰
生
﹁
奈
良
¥
古
密
敎
の
:
�
に
關
す
る
覺
書
︱
︱
中
國
武
周
�
の
狀
況

を
中
心
に
﹂
(展
覽
會
圖
錄
﹃
古
密
敎

︱
︱
日
本
密
敎
の
胎
動
﹄
奈
良
國
立
H
物

館
︑
二
〇
〇
五
)︒

(41
)

『續
高
僧
傳
﹄
卷
二
九
︑
m
力
傳
に
力
の
�
�
の
言
葉
と
し
て
收
錄
さ
れ
る
の
は

﹁
吾
無
量
劫
來
︑
積
�
貪
愛
︒
不
能
捐
ß
形
命
︑
以
報
法
恩
︒
今
欲
自
於
佛
:
取

盡
決
︒
不
忍
見
宴
濟
江
︒
可
積
乾
薪
︑
自
燒
供
養
︒
吾
滅
之
後
︑
宴
必
南
渡
︒
衣

N
什
物
︑
竝
入
�
宴
︑
泣
	
施
靈
︑
理
宜
改
革
﹂
(大
正
五
〇
・
六
九
五
ｂ
)︒
と

い
う
も
の
で
あ
る
︒﹁
衣
N
什
物
︑
竝
入
�
宴
﹂
と
は
宴
內
6
入
品
の
存
在
を
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

(42
)

岡
田
永
﹁
龍
門
石
窟
初
�
�
宴
論
︱
︱
太
宗
貞
觀
�
ま
で
の
2
の
り
﹂
(﹃
佛
敎

藝
M
﹄
一
七
一
︑
一
九
八
七
)︑
8

(3
)
:
揭
久
野
書
︑
八
木
春
生
﹁
龍
門
石

窟
賓
陽
南
洞
の
初
�
�
宴
に
關
す
る
一
考
察
﹂
(﹃
藝
M
硏
究
報
﹄
三
三
︑
二
〇
一

二
)︒
南
洞
正
壁
の
�
宴
が
︑
貞
觀
一
五
年

(六
四
一
)
の
伊
闕
佛
龕
之
碑
に
い

う
︑
魏
王
李
泰
の
�
宴
に
對
應
す
る
と
い
う
見
解
は
す
で
に
定
說
)
し
て
い
る
が
︑

�
怨
の
成
果
で
あ
る
八
木
論
�
で
は
︑
こ
の
六
六
龕
が
︑
そ
れ
か
ら
若
干
遲
れ
て

の
作
と
さ
れ
る
︒

(43
)

8

(4
)
:
揭
肥
田
論
�
は
太
宗
が
高
祖
の
爲
に
円
立
し
た
�
南
山
龍
田
寺
に
安

置
さ
れ
た
﹁
太
武
K
n
上
等
身
夾
紵
宴
六
軀
﹂
(﹃
辯
正
論
﹄
卷
四
な
ど
)
を
佛
宴

と
考
え
る
︒
こ
れ
ら
の
事
例
が
い
か
な
る
宴
容
だ
っ
た
か
も
含
め
︑
賓
陽
南
洞
の

事
例
と
栴
檀
瑞
宴
の
共
J
性
が
偶
然
の
一
致
に
と
ど
ま
ら
な
い
可
能
性
は
︑
今
後

檢
討
に
値
し
よ
う
︒
な
お
長
樂
寺
宴
が
優
塡
王
宴
で
あ
る
と
し
て
い
る
時
�
の
2

宣
の
著
作
で
あ
る
﹃
續
高
僧
傳
﹄
卷
九
︑
智
脫
傳
に
﹁
初
脫
每
開
�
題
︒
必
夢
與

優
填
瑞
宴
齊
立
﹂
(大
正
五
〇
・
四
九
九
ｂ
)
と
い
う
記
事
が
あ
る
︒
こ
の
傳
は

m
力
傳

(
8

(41
)
參
照
)
同
樣
o
世
南
*
述
の
碑
を
ソ
ー
ス
と
し
て
お
り
︑
碑

が
龍
門
に
�
い
洛
陽
北
の
邙
山
に
あ
っ
た
と
い
う
點
が
8
目
さ
れ
る
︒
立
宴
で
あ

る
か
の
よ
う
な
�
言
も
含
め
︑
長
樂
寺
宴
を
�
識
し
た
記
述
と
み
ら
れ
る
︒
:
稿

8

(
104
)
參
照
︒

(44
)

岩
佐
光
晴
﹁
鑑
眞
和
上
と
佛
宴
﹂
(展
覽
會
圖
錄
﹃
�
招
提
寺
展

國
寶
鑑
眞
和

上
宴
と
盧
舍
1
佛
﹄
東
京
國
立
H
物
館
︑
二
〇
〇
五
)︒

(45
)

『入
�
求
法
Û
禮
行
記
﹄
に
つ
い
て
は
︑
n
に
小
野
É
年
﹃
入
�
求
法
Û
禮
行
記

の
硏
究
﹄
(初
版
一
九
六
四
︑
再
刊
は
法
藏
館
︑
一
九
八
九
)
を
參
照
し
た
︒

(46
)

會
昌
廢
佛
の
經
過
に
つ
い
て
は
吉
川
忠
夫
﹁
裴
休
傳
︱
︱
�
代
の
一
士
大
夫
と

佛
敎
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
六
四
︑
一
九
九
二
)
に
詳
述
さ
れ
︑
李
德
裕
の
關
與

と
そ
れ
以
:
の
崇
佛
に
も
言
K
が
あ
る
︒

(47
)

甘
露
寺
に
つ
い
て
は
︑
李
德
裕
が
埋
6
し
た
舍
利
容
器
が
﹃
中
國
國
寶
展
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Notes on the Reception of “King Udayana Images” in

East Asia during the Sui and Tang Dynasties

Yasuo INAMOTO

The Japanese priest Chōnen (938-1016) went to Song dynasty China in the eighth

month of 983 and returned to the Heian capital of Japan in the second month of 986. The

Standing Shaka Nyorai (Skt. Śākyamuni) image, which he brought back with him and

which is now the principle image in the Kyoto temple of Seiryōji, was made in 985 in

Taizhou, Zhejiang province near Ningbo.

The image is extolled as an incomparable portrait of Shaka that possesses miraculous

powers, and that was transmitted across the “three countries” of India, China, Japan. It

was based upon an image known as Sendan Shaka zuizō (Auspicious Śākyamuni Image

Made of Indian Sandalwood) that was in Yangzhou, Jiangsu province for many years.

After that, it was in Jinling (present-day Nanjing) before being moved to the Northern

Song capital of Bianjing (present-day Kaifeng) at the time that Chōnen came to China.

Many reproductions, each of which is known as a “Seiryōji-style Shaka,” were made of this

sculpture.

Legend states that King Udayana, ruler of Kauśāmbī in India, had this auspicious

sandalwood Śākyamuni image carved while the Buddha was still alive, and is thought to be

the first image of the Buddha ever created. This and similar images are known as “King

Udayana images,” referring not to a portrait of the king, but a portrait of Śākyamuni that

the king had commissioned. From looking at the form of the Seiryōji sculpture, it is thought

that the sculpture was actually produced not in India, but likely in east Turkmenistan

(modern day Xinjiang Uyghur Autonomous Region) or in northern China sometime during

the fifth or sixth century.

On the other hand, prior to the production of the Seiryōji image, there were many

Śākyamuni images in China, even besides the Yangzhou image that served as its model,

which were purported to be the King Udayana image. Examples are the sculpture that the

Chinese priest Xuanzang supposedly copied from the image worshipped in Kauśāmbī and



brought back with him to China, and the sculpture which Chinese priest Daoxuan piously

venerated at Daming temple in Jingzhou province.

One especially important fact is that during the latter half of the seventh century,

many images of Śākyamuni were produced made in the Luoyang area that feature him

seated with both legs pendant and are decidedly Indian in their heavy, voluminous style.

These images area also inscribed as “King Udayana images.”

Elsewhere I have discussed the locations of and styles upon which these Luoyang area

images were based. Stylistically, these images differ completely form the Seiryōji Shaka.

Focusing on these issues, I attempted a comprehensive examination of how King Udayana

images were transmitted to China and how they were received there (“Udennōzō

Tōdenkō-Chūgoku Shotōki wo Chūshin ni” (“On the Propagation of the Buddha Image of

King Udayana : With Special Reference to the Early Tang dynasty”), Tōhō gakuhō, no. 69,

1997).

In recent years, many groundbreaking studies have appeared and research on the

Seiryōji Shaka has brought forth dramatic developments. However, since the publication

of my previous article, examinations of the early Tang dynasty King Udayana images from

the Luoyang region have deepened even further.

While space only allows for a short essay here, I will focus on images produced in

Japan such as the seventh-eighth century Dōban Hokke setsu sōzu (Bronze Plaque

Depicting the Preaching of the Lotus Sutra) from Hasedera, and objects transmitted to

Japan such as the Chinese Shishu Shaka Nyorai seppō zu (Embroidery of Śākyamuni

Preaching) at the Nara National Museum. Focusing on the significance of the King

Udayana images as well as others that appeared in the Luoyang area, I wish to propose a

new viewpoint regarding the veneration and production of King Udayana images during

the Sui and Tang dynasties. I hope to not only explicate upon the historical period prior to

the creation of the Seiryōji Shaka image, but also to investigate what kind of meanings

these “living portraits of Śākyamuni” actually had, thus contributing to the investigation of

the true substance of Buddhist art.


