
紹
　
介

介紹

佐
久
間
竜
著

『
日
本
古
代
僧
伝
の
研
究
』

　
太
「
書
は
、
著
者
が
一
九
五
六
年
よ
り
一
九
七
九

年
ま
で
の
間
に
発
表
さ
れ
た
論
文
十
四
篇
を
加
筆

の
上
収
録
し
た
書
で
あ
る
。
甚
だ
簡
略
で
あ
る
が
、

各
篇
の
内
容
を
紹
介
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一
　
官
僧
に
つ
い
て

　
衆
僧
を
「
僧
尼
名
籍
に
そ
の
名
が
記
載
さ
れ
、

さ
ら
に
は
、
公
験
1
1
度
牒
・
戒
牒
を
与
え
ら
れ
た

僧
形
の
も
の
す
べ
て
」
と
規
定
し
、
そ
の
官
僧
の

把
握
を
目
的
と
し
て
毎
年
作
成
さ
れ
た
僧
名
帳
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
、
更
に
得
度
・
受
戒
・
師
位

僧
と
い
っ
た
僧
尼
の
た
ど
る
過
程
に
つ
い
て
個
別

に
綿
密
［
な
分
析
を
試
み
て
い
る
。
特
に
師
位
僧
に

つ
い
て
は
、
得
度
↓
受
戒
↓
無
位
と
い
う
一
般
的

な
過
程
以
外
に
も
、
国
家
に
対
す
る
功
績
に
よ
っ

て
例
外
的
に
師
位
を
与
え
ら
れ
た
僧
が
存
在
し
た

こ
と
を
、
行
基
を
例
に
挙
げ
て
指
摘
し
て
い
る
。

二
　
優
婆
塞
・
優
婆
夷
に
つ
い
て

　
優
婆
塞
に
関
す
る
堀
一
郎
・
中
村
元
両
氏
の
晃

解
を
挑
戦
し
て
私
度
僧
と
優
婆
塞
・
優
婆
夷
と
は

明
確
に
区
別
で
き
た
と
し
、
優
婆
塞
・
優
婆
夷
の

有
し
た
性
格
及
び
彼
ら
に
与
え
ら
れ
た
課
役
免
除

・
下
級
官
人
へ
の
登
用
等
の
特
典
に
つ
い
て
論
じ
、

彼
ら
を
民
衆
の
間
に
於
け
る
知
識
仏
教
の
担
い
手

と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

三
　
道
　
昭

　
先
学
の
諸
説
を
踏
ま
え
、
天
智
・
天
武
朝
に
於

け
る
国
家
の
仏
教
政
策
に
対
す
る
検
討
・
評
価
を

試
み
た
上
で
、
道
昭
の
、
帰
朝
後
民
間
教
化
と
社

会
事
業
に
尽
力
し
た
民
間
教
化
僧
と
し
て
の
性
格

と
、
そ
の
後
飛
鳥
寺
禅
院
に
於
い
て
法
相
教
学
を

中
心
と
し
た
学
団
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
学
問
僧
と
し
て
の
性
格
に
論
及
し
て
い
る
。

四
　
慈
　
訓

　
慈
訓
の
法
相
・
華
厳
兼
学
と
い
う
教
学
内
容
と

そ
の
現
世
的
・
呪
術
的
色
彩
の
濃
い
性
格
を
指
摘

し
、
ま
た
行
動
面
で
は
、
藤
原
仲
麻
呂
と
の
強
い

結
び
付
き
に
よ
り
彼
の
政
権
下
で
僧
綱
と
し
て
仏

教
政
策
推
進
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
こ
と
や
、
孝

謙
－
道
鏡
勢
力
と
の
確
執
に
よ
っ
て
失
脚
に
至
る

過
程
等
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。

五
　
慶
　
俊

　
慶
俊
が
そ
の
広
く
深
い
教
学
に
対
す
る
理
解
に

よ
っ
て
平
安
仏
教
を
生
み
だ
す
た
め
の
先
駆
的
役

割
を
果
た
し
た
と
評
価
し
、
光
明
皇
后
と
の
関
係

や
法
華
寺
大
鎮
或
い
は
僧
綱
と
し
て
の
活
躍
に
つ

い
て
論
じ
、
更
に
は
彼
の
愛
宕
寺
開
山
説
に
つ
い

て
も
見
解
を
示
し
て
い
る
。

六
　
安
　
寛

　
安
寛
が
、
教
学
面
で
は
濃
厚
な
現
世
的
呪
術
的

性
格
を
基
調
と
し
て
お
り
、
ま
た
行
動
面
で
は
、

良
弁
配
下
の
東
大
寺
の
要
職
或
い
は
律
学
の
大
学

頭
と
い
う
立
場
に
あ
り
、
後
に
内
道
場
禅
師
・
道

鏡
政
権
下
の
大
律
師
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。

七
　
実
　
忠

　
『
東
大
寺
要
録
』
所
収
の
「
東
大
寺
権
別
当
実

忠
二
十
九
ケ
条
」
の
記
載
を
中
心
に
、
良
質
の
習

代
と
し
て
造
東
大
寺
司
の
運
営
に
加
わ
り
、
道
鏡

政
権
下
で
は
東
大
寺
雄
鎮
の
地
位
に
あ
り
、
鎮
制

度
廃
止
後
は
「
親
王
禅
師
」
た
る
早
良
親
王
と
結

ん
で
東
大
寺
寿
主
或
い
は
弄
瓦
別
当
と
な
り
、
早

良
親
王
の
失
脚
・
造
東
大
寺
司
の
廃
止
後
も
知
事

と
し
て
東
大
寺
の
造
営
に
携
わ
っ
た
実
務
千
僧
戸

倉
の
活
動
の
跡
を
追
っ
て
い
る
。

八
　
賢
環

　
道
鏡
的
色
彩
が
一
掃
さ
れ
た
後
に
僧
綱
の
一
員

と
な
り
、
室
生
寿
創
建
や
多
度
神
宮
寺
造
営
等
に

携
わ
り
、
ま
た
桓
武
天
皇
や
藤
原
種
土
・
小
黒
麻

呂
と
い
っ
た
入
物
と
親
交
を
保
っ
て
長
岡
京
及
び
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三
層
京
へ
の
遷
都
に
も
関
与
し
た
と
肖
さ
れ
る
賢

環
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
思
想
的
基
盤
が
「
怨

霊
思
想
に
対
応
し
う
る
よ
う
な
呪
術
的
な
考
え
方

や
、
仏
教
の
日
本
的
受
容
の
一
形
態
で
あ
る
神
仏

習
合
思
想
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

九
　
等
　
定

　
東
大
寺
僧
よ
り
西
琳
寺
大
鎮
と
な
り
、
の
ち
東

大
寺
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
議
定
に
つ
い
て
、
そ
の

別
当
任
命
が
桓
武
天
皇
及
び
当
時
の
僧
綱
と
の
浅

か
ら
ぬ
関
係
よ
り
遷
都
挙
行
の
布
石
と
し
て
の
意

義
を
有
し
て
い
た
の
で
な
い
か
と
推
論
し
、
僧
綱

に
任
ぜ
ら
れ
た
後
は
延
暦
十
年
代
の
桓
武
天
皇
に

よ
る
一
連
の
仏
教
統
制
政
策
に
関
与
し
た
こ
と
や
、

僧
綱
辞
任
後
梵
釈
寺
の
充
実
発
展
に
寄
与
し
た
こ

と
に
も
論
及
し
て
い
る
。

十
　
道
学
伝
の
一
際
i
『
愚
志
』
を
中
心
に
－

　
続
紀
の
道
早
霜
伝
に
見
え
る
『
愚
志
』
に
つ
い

て
、
そ
こ
に
い
う
「
虚
設
」
の
意
味
す
る
も
の
を
、

当
蒔
の
社
会
に
於
け
る
僧
尼
の
実
態
や
園
家
の
仏

教
政
策
の
方
針
を
踏
ま
え
て
考
察
し
、
　
『
愚
志
』

著
述
の
動
機
と
共
に
、
そ
れ
が
天
平
六
年
の
得
度

基
準
の
設
定
や
戒
師
招
請
計
画
に
結
び
付
く
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

十
一
恵
俊
（
吉
田
連
宜
）
と
弁
紀
（
春
日
蔵
首

　
　
老
）
1
還
俗
僧
の
万
葉
歌
人
i

　
還
俗
僧
で
万
葉
歌
人
で
あ
る
恵
俊
・
弁
紀
の
出

家
・
還
俗
を
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
、
当
世
の
幽

家
・
還
俗
の
実
態
、
特
に
出
家
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
が
後
世
の
よ
う
に
僧
俗
間
に
一
線
を
画
す
る
重

要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
な
く
、
僧
俗
の
生
活

に
顕
著
な
差
が
認
め
ら
れ
ぬ
と
い
っ
た
事
態
も
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
そ
う
い
っ
た
僧
尼
の

実
態
に
対
処
す
べ
く
な
さ
れ
た
扇
家
の
僧
尼
育
成

策
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。

十
二
　
渡
来
後
の
鑑
真
－
戒
師
招
請
を
め
ぐ
る
問

　
　
題
－

　
天
平
五
年
の
戒
師
招
請
計
画
を
企
て
た
の
が
舎

人
親
王
・
隆
尊
で
あ
る
と
い
う
『
東
大
寺
要
録
』

の
記
載
に
基
づ
く
旧
説
を
批
判
し
て
そ
れ
が
弁
浄

・
寒
湿
・
道
慈
と
い
っ
た
当
時
の
僧
綱
に
よ
り
僧

尼
育
成
策
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
諮
る

と
し
、
鑑
真
渡
来
後
に
つ
い
て
は
、
授
戒
方
式
上

の
変
化
と
し
て
戒
牒
発
行
の
最
高
権
限
が
治
部
省

よ
り
戒
師
に
移
行
し
た
事
実
を
示
し
、
更
に
は
、

旧
戒
を
主
張
す
る
人
々
と
の
間
に
生
じ
た
対
立
や

鑑
真
の
僧
綱
就
任
及
び
辞
任
の
意
義
等
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。

付
篇
一
　
他
田
水
主
と
そ
の
一
族

　
正
倉
院
文
書
の
記
載
を
も
と
に
美
濃
出
身
の
門

田
水
主
た
る
人
物
が
天
平
十
八
年
よ
り
同
二
十
一

年
の
間
に
写
経
所
を
中
心
に
下
級
官
人
と
し
て
の

生
活
を
送
っ
た
跡
を
追
い
、
そ
の
人
物
像
を
明
ら

か
に
す
る
と
共
に
、
彼
の
一
族
と
思
し
き
入
物
が

縁
故
を
頼
っ
て
上
京
し
、
出
家
或
い
は
下
級
官
人

へ
の
道
を
た
ど
っ
た
事
例
を
挙
げ
て
、
地
方
の
民
■

衆
が
中
央
に
進
出
す
る
経
緯
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
る
。

付
篇
二
　
越
前
園
医
師
六
人
部
東
人

　
一
切
経
の
書
写
を
唱
導
し
、
ま
た
東
大
寺
野
地

の
占
定
に
も
加
わ
っ
た
越
前
国
医
師
六
人
部
東
人

の
姿
を
通
じ
て
、
国
衙
の
下
級
官
人
と
し
て
の
性

格
、
或
い
は
仏
教
に
お
け
る
化
主
的
な
性
格
を
も

有
し
て
い
た
当
時
の
国
医
師
の
実
態
を
明
ら
か
に

し
ょ
う
と
試
み
て
い
る
。

　
奈
良
時
代
の
仏
教
史
に
関
す
る
研
究
は
、
国
家

仏
教
と
い
う
当
時
の
仏
教
の
性
格
に
対
す
る
関
心

や
残
存
す
る
史
料
の
性
格
に
よ
り
、
僧
尼
令
を
初

め
と
す
る
諸
法
令
を
対
象
と
し
た
制
度
史
的
な
研

究
、
或
い
は
ま
た
、
政
権
握
当
者
と
の
関
係
と
い

っ
た
政
治
史
的
な
研
究
が
こ
れ
ま
で
主
流
を
占
め

て
い
た
よ
う
な
感
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、

著
者
は
長
年
に
及
び
個
別
の
僧
を
対
象
と
し
た
研

究
を
続
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
仏
教
の
諸
相

を
究
明
し
よ
う
と
努
め
て
こ
ら
れ
た
。
無
論
、
こ

う
い
つ
た
研
究
が
他
に
見
え
ぬ
訳
で
は
な
い
が
、
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介紹

そ
の
対
象
が
主
と
し
て
行
基
や
鑑
歯
固
の
比
較
的

史
料
を
多
く
有
し
て
い
る
有
名
僧
に
限
ら
れ
て
い

た
の
に
対
し
、
著
者
は
、
後
世
の
伝
記
等
の
史
料

を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
の
枠
を
広
げ
ら

れ
、
そ
れ
ま
で
特
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
僧
に
ま
で
考
察
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
後
世
の
史
料
を
援
用
す
る
場
合
に
最
も
慎
重
さ

を
要
求
さ
れ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
付
加
さ

れ
た
説
話
的
な
部
分
と
史
実
を
反
映
し
た
部
分
と

を
判
別
す
る
作
業
で
あ
る
。
一
級
史
料
が
数
少
な

い
奈
良
晴
代
の
僧
に
関
し
て
は
、
そ
の
判
別
は
園

難
を
極
め
、
そ
れ
故
に
ど
う
し
て
も
推
論
の
域
を

出
な
い
の
も
余
儀
な
い
こ
と
と
言
え
る
。
し
か
し
、

そ
う
い
っ
た
場
合
に
於
い
て
も
、
著
者
は
緻
密
な

史
料
分
析
に
よ
り
事
実
の
究
明
に
努
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
実
証
的
研
究
の
方
針
は
、

問
題
点
に
対
す
る
着
眼
と
、
背
後
の
社
会
的
情
勢

を
も
加
味
し
た
研
究
の
姿
勢
と
共
に
、
後
学
の
我

々
が
最
も
規
範
と
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意

味
に
お
い
て
、
著
者
の
長
年
に
及
ぶ
研
究
の
成
果

が
集
約
さ
れ
た
本
書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
誠
に

意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
、
今
後
の
古
代

仏
教
史
研
究
の
規
範
書
と
し
て
、
ま
た
新
た
な
研

究
の
出
発
点
と
し
て
不
可
欠
な
一
書
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
A
5
物
　
三
〇
三
頁
　
一
九
八
三
年
四
月

吉
川
弘
文
館
　
五
五
〇
〇
円
）

（
本
郷
其
紹
　
京
都
火
学
大
学
院
生
）

翻
賢
二
騨

　
　
『
宗
数
改
革
と
都
市
』

　
本
書
は
解
題
を
テ
…
マ
と
す
る
研
究
会
の
五
年

に
わ
た
る
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
「
宗

教
改
革
と
都
市
」
と
い
う
テ
ー
マ
自
体
、
　
「
特
殊

専
門
的
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

都
市
の
民
衆
に
担
わ
れ
た
運
動
こ
そ
、
ほ
と
ん
ど

唯
一
の
宗
教
改
革
運
動
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
、

こ
の
表
題
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
間
の
事
情
を
、
本
書
は
序
説
と
第
一
章
の

研
究
史
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
ず
序

説
で
は
、
教
会
の
情
況
、
改
革
理
念
、
諸
身
分
の

動
向
が
述
べ
ら
れ
、
宗
教
改
革
時
代
の
ド
イ
ツ
を

傭
繁
し
た
上
で
、
　
「
宗
教
改
革
は
都
市
的
事
件
で

あ
っ
た
」
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
第
一
章
の
中
村
賢
二
郎
氏
が
執
筆
さ
れ
た
「
研

究
史
」
で
は
、
こ
れ
を
受
け
て
引
き
続
き
研
究
史

の
関
心
が
、
思
想
史
的
研
究
を
別
と
す
れ
ば
、
都

市
宗
教
改
革
史
に
移
行
し
た
経
過
と
、
さ
ら
に
そ

の
研
究
史
に
お
け
る
メ
ラ
…
説
の
意
義
、
そ
し
て

シ
リ
ン
グ
・
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
・
ブ
ラ
デ
ィ
ら
を
中

心
に
最
近
の
動
向
が
紹
介
さ
れ
、
本
書
の
主
題
で

あ
る
宗
教
改
革
の
社
会
学
的
分
析
に
つ
い
て
の
方

向
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
第
二
章
以
下
で
は
南
か
ら
順
に
ド
イ
ツ
の

六
都
市
の
改
革
運
動
が
分
析
さ
れ
る
。

　
ま
ず
森
田
安
一
氏
に
よ
っ
て
コ
ソ
ス
タ
ソ
ツ
の

ケ
ー
ス
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
都
甫
で
は
民
主

的
体
制
（
ツ
ン
フ
ト
支
配
）
が
成
立
し
て
い
た
結

果
、
改
革
運
動
と
民
主
化
運
動
の
結
合
が
見
ら
れ

な
い
点
に
特
微
が
あ
り
、
改
革
は
公
開
討
論
会
を

通
じ
て
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
方
式
の
持
つ
性
格
と

機
能
が
分
析
さ
れ
、
と
り
わ
け
世
論
形
成
と
い
う

点
で
ゲ
ノ
ッ
セ
ソ
シ
ャ
フ
ト
的
性
格
の
強
い
都
市

の
改
革
運
動
に
有
効
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
は
前
腎
良
爾
氏
に
よ
る
メ
ミ
ソ
ゲ
ソ
の

考
察
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ブ
リ
ッ
ク
レ
の
説
を
受

け
て
、
宗
教
改
革
と
農
民
戦
争
、
都
市
と
農
村
の

関
連
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
こ
の
都
市
は
ツ
ン
フ
ト
支
配
体
制
で
あ
る

が
、
実
質
的
に
門
閥
が
支
配
し
て
い
た
こ
と
、
施

療
院
領
を
中
心
に
都
市
領
邦
が
形
成
さ
れ
た
が
、

そ
こ
で
も
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
角
治
が
展
開

し
て
い
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
各
階
層
の

157 （817）


