
�
原
崇
人

著

契
丹

佛

敎
�
の

硏
究

古

松

崇

志

契
丹

(遼
)
硏
究
は
︑
今
世
紀
に
入
る


後
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
︑
�
激
な
展
開
を
�
げ
て
き
た
︒
そ
の
原
動
力
は
︑
中
國
で
の

改
革
開
放
政
策
に
も
と
づ
く
開
發
の
擴
大
に
と
も
な
い
︑
內
モ
ン
ゴ
ル
自
治
區
や
遼
寧
省
︑
北
京
市
︑
河
北
省
︑
山
西
省
な
ど
で
數
多
く
の
契

丹

(遼
代
)
の
�
蹟
・
�
物
が
發
見
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
考
古
學
の
�
査
・
硏
究
が
大
い
に
�
展
し
︑
怨
た
な
�
實
が
�
々
に

�
ら
か
に
な
っ
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
契
丹
語
を
表
記
す
る
契
丹
�
字

(大
字
・
小
字
)
�
料
が
墓
誌
銘
を
中
心
に
數
多
く
出
土
し
︑
と
く
に
契

丹
小
字
の
解
讀
が
漢
語
語
彙
の
�
寫
を
突
破
口
に
し
て
か
な
り
�
ん
だ
こ
と
も
見
�
せ
な
い
︒

契
丹
硏
究
の
活
性
�
は
︑
中
國
で
目
立
っ
て
み
ら
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
そ
れ
に
つ
い
で
硏
究
が
盛
ん
な
の
は
日
本
で
あ
る
︒
日

本
で
は
︑
戰


の
滿
洲
國
で
の
�
査
・
硏
究
の
�
產
が
あ
る
の
に
く
わ
え
︑
長
き
に
わ
た
る
內
陸
ア
ジ
ア
�
あ
る
い
は
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
�
の

硏
究
の
蓄
積
が
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
基
礎
の
う
え
に
如
上
の
�
料
狀
況
の
激
變
が
あ
っ
て
︑
從
來
は
�
に
�
ま
れ
て
い
た
契
丹
へ
の
關
心
が
高

ま
り
︑
硏
究
に
取
り
組
む
硏
究
者
が
增
え
て
き
て
い
る(1

)
︒
�
�
の
日
本
で
の
硏
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徵
と
し
て
は
︑
現
地
�
査
に
よ
る
�
�

料
の
探
求
が
擧
げ
ら
れ
る(2

)
︒
こ
れ
は
�
年
の
ア
ジ
ア
�
硏
究
!
般
に
當
て
は
ま
る
趨
勢
で
あ
る
が
︑
�
蹟
の
現
場
を
訪
問
し
た
り
︑
�
物
の
實

物
を
觀
察
し
た
り
︑
現
地
の
硏
究
者
と
"
液
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
︑
現
地
�
査
で
得
ら
れ
た
知
見
を
活
か
し
て
硏
究
を
�
め
る
こ
と
が
廣

が
っ
て
き
て
い
る
︒
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こ
う
し
た
硏
究
潮
液
の
な
か
で
︑
契
丹
に
お
け
る
顯
著
な
政
治
・
�
�
現
象
で
あ
る
佛
敎
に
焦
點
を
定
め
︑
こ
こ
の
と
こ
ろ
契
丹
佛
敎
�
に

か
ん
す
る
論
考
を
續
々
と
發
表
し
て
い
る
の
が
本
書
の
著
者
�
原
崇
人
氏
で
あ
る
︒
�
原
氏
も
ま
た
︑
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
︑
中
國

內
モ
ン
ゴ
ル
自
治
區
や
遼
寧
省
で
精
力
$
に
現
地
�
査
を
お
こ
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
知
見
に
も
と
づ
き
�
査
對
象
と
し
た
佛
塔
を
は
じ
め
と
す

る
古
円
築
︑
石
刻
�
料
な
ど
を
含
む
佛
敎
�
物
を
�
料
と
し
て
活
用
す
る
手
法
で
硏
究
を
�
め
て
き
た
︒
本
書
﹃
契
丹
佛
敎
�
の
硏
究
﹄
は
︑

そ
う
し
た
著
者
の
�
�
の
硏
究
成
果
を
ま
と
め
て
二
〇
一
一
年
に
關
西
大
學
に
提
出
し
た
學
位
論
�
を
も
と
に
出
版
し
た
著
作
で
あ
る
︒

ま
ず
は
本
書
の
&
成
と
各
違
の
も
と
に
な
る
論
考
の
初
出
年
を
示
し
て
お
く
︒

序
論

第
1
違

契
丹
'
后
の
崇
佛
の
場

︱
︱
興
宗
(
に
お
け
る
慶
州
の
位
相
︱
︱

(二
〇
〇
三
年
)

第
2
違

契
丹
皇
'
と
學
僧

︱
︱
*
宗
(
の
學
僧
鮮
演
と
そ
の
著
作
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱

(二
〇
一
〇
年
)

第
3
違

契
丹
皇
'
と
菩
ï
戒

︱
︱
菩
ï
皇
'
と
し
て
の
*
宗
︱
︱

(二
〇
一
二
年
)

第
4
違

契
丹
の
+
戒
儀
と
不
空
系
密
敎
(二
〇
〇
九
年
)

第
5
違

契
丹
佛
塔
に
見
え
る
密
敎
$
樣
相

︱
︱
(
陽
北
塔
發
現
�
物
よ
り
︱
︱

(二
〇
一
一
年
)

第
6
違

立
體
曼
荼
羅
と
し
て
の
契
丹
佛
塔

(二
〇
〇
九
年
)

結
論

以
下
に
本
書
の
,
-
を
示
し
な
が
ら
︑
硏
究
�
上
に
お
け
る
各
違
の
.
價
と
位
置
づ
け
︑
個
別
の
課
題
や
問
題
點
に
/
宜
言
0
し
て
い
く
こ

と
に
す
る
︒

序
論
で
は
︑
ま
ず
問
題
の
1
在
を
示
す
︒
冒
頭
で
契
丹
佛
敎
�
の
液
れ
を
槪
觀
し
て
か
ら
︑
契
丹
國
後
3
︑
第
七
代
～
第
九
代
皇
'
に
あ
た
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る
興
宗

(只
骨
)
・
*
宗

(査
剌
)
・
天
祚
'
(阿
果
)
の
三
人
の
皇
'
の
時
代

(一
〇
三
〇
年
代
～
一
一
二
〇
年
代
)
を
佛
敎
が
隆
盛
を
き
わ
め
た

時
代
と
し
て
見
定
め
︑
寺
院
・
佛
塔
の
大
量
円
設
︑
佛
事
の
盛
行
︑
敎
學
硏
究
の
發
展
と
數
多
の
學
僧
の
輩
出
︑
菩
ï
戒
の
液
行
︑
大
藏
經
の

刊
刻
事
業
と
い
っ
た
當
時
の
佛
敎
隆
盛
を
特
徵
附
け
る
現
象
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
契
丹
政
權
と
佛
敎
の
不
可
分
の
關
係
を
指
摘
し
て
︑

そ
の
具
體
例
と
し
て
學
僧
と
政
權
と
の
關
係
や
契
丹
荏
�
者
層
を
含
め
た
菩
ï
戒
+
6
の
盛
行
に
つ
い
て
︑
個
別
具
體
$
な
考
察
が
從
來
不
十

分
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑
佛
や
菩
ï
な
ど
の
7
宴
や
經
典
の
1
說
に
す
が
り
何
ら
か
の
利
益
を
求
め
る
行
爲
を
﹁
佛
敎
信
仰
﹂
と
定
義

し
︑
そ
の
樣
態
の
具
體
宴
を
個
別
事
例
に
も
と
づ
き
�
ら
か
に
す
る
必
,
性
を
說
く
︒
つ
い
で
硏
究
�
を
槪
觀
し
︑
�
年
の
石
刻
・
�
物
を
活

用
し
た
硏
究
の
本
格
�
ま
で
說
き
0
ぶ
︒
た
だ
︑
�
�
の
中
國
に
お
け
る
重
,
な
成
果
に
ほ
と
ん
ど
言
0
が
な
い
の
は
︑
硏
究
�
の
ま
と
め
と

し
て
問
題
が
あ
り
︑
少
し
氣
に
な
っ
た
︒
つ
ぎ
に
硏
究
の
視
座
と
方
法
を
示
し
︑
契
丹
佛
敎
�
硏
究
の
置
か
れ
た
�
料
狀
況
の
變
�
に
つ
い
て
︑

石
刻
�
料
の
著
錄
書
や
佛
塔
か
ら
發
見
さ
れ
た
佛
敎
�
物
に
か
ん
す
る
�
査
報
吿
な
ど
を
中
心
と
し
て
紹
介
す
る
︒
こ
の
部
分
は
︑
�
年
の
�

料
狀
況
を
把
握
す
る
た
め
の
鯵
=
な
ガ
イ
ド
と
し
て
>
用
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
�
料
狀
況
の
改
善
を
ふ
ま
え
︑
石
刻
や
�
物
を
?
な
�
料
と
し

て
現
地
�
査
の
知
見
も
活
用
し
︑
契
丹
政
權
と
佛
敎
の
か
か
わ
り
や
當
時
の
社
會
に
お
け
る
信
仰
の
樣
態
を
具
體
$
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
佛
敎
國
と
し
て
の
契
丹
の
實
宴
に
A
っ
て
い
く
と
い
う
本
書
の
目
$
を
示
す
︒
そ
の
う
え
で
︑
本
書
の
課
題
と
し
て
﹁
契
丹
の
國
家
$
特

性
﹂﹁
學
僧
﹂﹁
菩
ï
戒
﹂﹁
密
敎
信
仰
﹂
を
擧
げ
る
︒
こ
の
部
分
は
︑


営
の
問
題
の
1
在
を
示
し
た
部
分
と
重
複
が
あ
り
︑
若
干
讀
み
に
く

い
︒つ

づ
い
て
本
論
に
移
る
︒
第
1
違
は
︑
B
宗
�
殊
奴
を
葬
っ
た
皇
'
陵
慶
陵
の
奉
陵
邑
で
あ
る
慶
州
と
佛
敎
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
論
ず
る
︒

こ
の
慶
州
城
址
に
現
存
す
る
D
稱
﹁
白
塔
﹂
と
呼
ば
れ
る
佛
塔
か
ら
一
九
九
〇
年
代
初
め
に
大
量
の
佛
敎
�
物
が
發
見
さ
れ
た
が
︑
塔
刹
か
ら

現
れ
た
碑
�
の
記
営
に
も
と
づ
き
︑
皇
'
興
宗
の
母
違
B
皇
太
后

(耨
斤
)
の
?
F
に
よ
る
塔
円
立
の
經
雲
が
G
�
し
た
︒
碑
�
に
刻
ま
れ
た

關
係
者
の
リ
ス
ト
よ
り
︑
當
時
の
僧
官
制
度
で
は
五
京
に
置
か
れ
る
は
ず
の
僧
錄
司
が
H
度
州
の
慶
州
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
I
目
し
︑
佛

敎
の
據
點
と
し
て
慶
州
が
五
京
と
同
格
に
J
識
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
︒
こ
う
し
た
J
識
が
形
成
さ
れ
た
,
因
と
し
て
︑
先
'
(B
宗
)
の
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K
善
の
場
と
し
て
慶
州
を
權
威
附
け
る
た
め
だ
っ
た
と
し
︑
そ
こ
に
は
違
B
皇
太
后
の
政
治
$
L
圖
が
あ
っ
た
と
す
る
︒
ま
た
︑
契
丹
皇
'
が

每
年
の
よ
う
に
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
慶
州
�
邊
に
宿
營
地

(捺
鉢
)
を
置
い
て
︑
慶
州
を
頻
繁
に
訪
れ
た
た
め
︑
D
常
の
州
よ
り
格
上
と
み
な

さ
れ
て
僧
錄
司
が
置
か
れ
た
と
す
る
︒

政
治
�
の
背
景
を
含
め
︑
慶
州
白
塔
円
立
の
經
雲
や
そ
の
目
$
に
つ
い
て
は
︑
.
者
が
か
つ
て
詳
細
に
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が(3

)
︑
本
違
は

僧
錄
司
設
置
の
背
景
と
い
う
や
や
衣
な
る
角
度
か
ら
慶
州
と
佛
敎
の
か
か
わ
り
を
考
察
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
︑
慶
州

の
都
市
と
し
て
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
︑
い
ま
少
し
掘
り
下
げ
る
必
,
が
あ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
後
営
す
る
︒
些
末
な
こ
と
だ
が
︑
モ

ン
ゴ
ル
語
の
地
名
表
記
の
﹁
バ
イ
リ
ン
﹂
は
﹁
バ
ー
リ
ン
﹂
と
す
べ
き
だ
ろ
う
︒

第
2
違
は
契
丹
で
佛
敎
敎
學
を
擔
っ
た
學
僧
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
具
體
例
と
し
て
華
嚴
學
僧
と
し
て
名
高
い
鮮
演
に
焦
點
を
當
て
る
︒
上
京

城
址
�
く
で
出
土
し
た
﹁
鮮
演
墓
碑
﹂
(墓
中
よ
り
出
土
し
て
お
り
墓
誌
と
す
べ
き
か
)
の
記
営
を
用
い
て
そ
の
生
涯
を
あ
と
づ
け
︑
每
年
冬
と
夏

に
皇
'
の
*
宗
よ
り
宿
營
地
へ
と
召
し
出
さ
れ
て
︑
そ
の
諮
問
に
答
え
て
い
た
と
い
う
記
事
に
I
目
す
る
︒
上
京
開
龍
寺
・
黃
龍
府
R
?
を
S

任
し
た
と
の
記
営
と
あ
わ
せ
︑
鮮
演
が
皇
'
に
�
い
位
置
に
い
た
學
僧
で
︑
冬
營
地
か
ら
春
營
地
へ
の
移
動
に
隨
行
し
て
い
た
と
推
測
す
る
︒

.
者
も
か
つ
て
論
0
し
た
︑
興
宗
・
*
宗
時
代
に
契
丹
國
內
各
地
の
高
僧
が
し
ば
し
ば
皇
'
の
宿
營
地
に
召
致
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
︑

著
者
は
鮮
演
の
事
例
に
よ
っ
て
掘
り
下
げ
て
い
る
︒
と
く
に
︑
*
宗
が
學
僧
を
召
致
し
て
宿
營
地
で
お
こ
な
っ
た
R
法

(
佛
法
の
對
面
R
義
)

に
も
と
づ
き
︑
學
僧
に
著
作
を
�
営
さ
せ
た
う
え
で
そ
れ
を
出
版
す
る
と
い
う
︑
契
丹
政
權
?
F
の
佛
敎
典
籍
の
出
版
・
液
D
の
T
U
を
具
體

例
で
も
っ
て
示
し
た
こ
と
は
重
,
で
あ
る
︒

本
違
で
I
目
す
べ
き
は
︑
高
麗
の
義
天
の
著
作
に
み
え
る
契
丹
の
V
者
に
宛
て
た
書
鯵
の
考
察
で
あ
る
︒
こ
れ
は
大
屋
德
城
氏
が
取
り
上
げ

て
つ
と
に
知
ら
れ
る
書
鯵
だ
が
︑
內
容
が
難
解
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
著
者
は
こ
の
書
鯵
の
釋
讀
に
果
敢
に
挑
み
︑
義
天
が
契

丹
の
V
H
を
つ
う
じ
て
契
丹
の
荏
�
階
層
や
僧
尼
な
ど
と
つ
な
が
り
を
持
ち
︑
そ
の
人
Y
を
利
用
し
て
Z
報
を
仕
入
れ
︑
契
丹
で
�
営
・
出
版

さ
れ
た
佛
敎
典
籍
を
精
力
$
に
收
集
し
た
と
い
う
興
味
深
い
怨
知
見
を
提
示
す
る
︒
た
だ
し
︑
書
鯵
な
ら
で
は
の
不
�
瞭
な
表
現
が
あ
り
︑
衣
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な
る
解
釋
が
可
能
な
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

第
3
違
と
第
4
違
は
︑
契
丹
後
[
に
大
液
行
し
た
菩
ï
戒
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
︒
契
丹
後
[
に
お
け
る
(
野
を
擧
げ
て
の
菩
ï
戒
熱
の

現
象
じ
た
い
は
︑
か
つ
て
.
者
が
燕
京
郊
外
の
馬
鞍
山
に
戒
壇
を
築
い
て
多
く
の
人
び
と
に
+
戒
し
た
法
均
の
事
蹟
を
絲
口
に
石
刻
�
料
な
ど

を
涉
獵
し
て
初
め
て
詳
論
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
著
者
は
內
殿
懺
悔
?
︑
*
宗
御
製
の
﹃
發
菩
提
心
戒
本
﹄︑
菩
ï
戒
の
+
戒
儀
と
い
っ
た

契
丹
の
菩
ï
戒
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
す
る
︒

第
3
違
は
︑
契
丹
政
權
と
菩
ï
戒
の
關
係
を
さ
ぐ
る
べ
く
︑
內
殿
懺
悔
?
に
I
目
す
る
︒
こ
れ
は
︑
*
宗
が
菩
ï
戒
を
+
戒
す
る
高
僧
を
(

廷
に
招
聘
し
て
任
じ
た
僧
職
で
︑﹁
內
殿
﹂
す
な
わ
ち
_
牧
宮
廷
の
帳
幕
で
皇
'
お
よ
び
隨
從
す
る
王
族
や
百
官
に
菩
ï
戒
を
+
け
る
こ
と
を

職
掌
と
す
る
︒
現
存
す
る
石
刻
�
料
に
依
據
し
て
*
宗
が
內
殿
懺
悔
?
を
創
設
し
た
と
し
︑
父
の
興
宗
が
菩
ï
戒
を
6
け
た
澄
淵
と
は
あ
え
て

衣
な
る
守
臻
の
法
系
を
引
く
傳
戒
僧
を
L
圖
$
に
`
任
し
た
と
推
測
す
る
︒
つ
ぎ
に
*
宗
御
製
の
+
戒
儀
で
あ
る
﹃
發
菩
提
心
戒
本
﹄
を
取
り

上
げ
︑
傳
戒
僧
に
+
け
て
V
わ
せ
た
こ
と
を
論
じ
︑
*
宗
が
?
體
$
に
菩
ï
戒
の
液
布
に
か
か
わ
り
︑﹁
菩
ï
國
王
﹂
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
君
?
で
あ
っ
た
と
.
價
す
る
︒
さ
ら
に
︑
內
殿
で
の
+
戒
の
目
$
を
論
じ
︑
當
時
の
契
丹
荏
�
層
が
何
度
も
繰
り
a
し
菩
ï
戒
を
6
け
た

事
實
を
指
摘
し
︑
彼
ら
が
成
佛
を
目
指
す
ほ
か
︑
荏
�
階
層
と
し
て
の
自
己
を
保
!
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
と
も
に
︑
b
c
常
な
ら
ぬ
王
族
た

ち
の
獸
心
を
抑
制
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
す
る
︒

.
者
は
︑
興
宗
(
以
後
に
皇
'
の
歸
依
を
6
け
て
(
廷
周
邊
で
菩
ï
戒
を
+
戒
し
た
高
僧
は
ほ
ぼ
す
べ
て
澄
淵
・
思
孝
・
守
臻
の
三
人
の
系

�
に
連
な
る
こ
と
を
論
じ
た
が(4

)
︑
著
者
は
一
步
�
め
て
守
臻
の
法
系
が
內
殿
懺
悔
?
を
獨
占
し
て
い
た
と
し
︑
そ
の
背
景
に
は
*
宗
に
よ
る
守

臻
系
の
`
好
が
あ
っ
た
と
の
創
見
を
提
示
し
た
︒
當
代
屈
指
の
學
僧
で
﹃
釋
g
訶
衍
論
﹄
に
D
じ
た
守
臻
を
*
宗
が
重
ん
じ
た
こ
と
に
衣
論
の

餘
地
は
な
い
が
︑
內
殿
懺
悔
?
に
任
じ
ら
れ
た
守
臻
の
門
弟
が
恆
策
と
正
ì
大
師
の
わ
ず
か
二
例
し
か
な
い
限
ら
れ
た
現
>
�
料
に
も
と
づ
い

て
推
測
を
重
ね
︑
*
宗
が
守
臻
系
の
菩
ï
戒
を
特
別
視
す
る
こ
と
で
自
ら
を
父
の
興
宗
を
超
え
る
﹁
菩
ï
皇
'
﹂
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
ね
ら

い
が
あ
っ
た
と
ま
で
議
論
を
展
開
す
る
の
は
︑
�
料
の
擴
大
解
釋
で
あ
ろ
う
︒
著
者
も
言
0
し
て
い
る
よ
う
に
︑
菩
ï
戒
+
戒
僧
に
つ
い
て
は
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上
営
の
三
つ
の
法
系
に
連
な
る
僧
を
廣
く
(
廷
に
招
聘
し
て
い
る
事
實
が
あ
り
︑
守
臻
系
以
外
の
排
除
は
見
6
け
ら
れ
な
い
︒
*
宗
自
身
が
御

製
戒
本
を
廣
く
+
戒
僧
に
頒
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
︑
內
殿
懺
悔
?
の
一
系
瓜
獨
占
を
想
定
で
き
る
の
か
ど
う
か
︑
再
檢
討
が
必
,

だ
ろ
う
︒
そ
の
ほ
か
︑
契
丹
(
廷
の
荏
�
者
集
團
が
菩
ï
戒
を
繰
り
a
し
6
け
た
目
$
を
論
じ
て
い
る
の
は
重
,
だ
が
︑
こ
れ
と
か
か
わ
る
*

宗
(
の
政
治
�
の
考
察
が
不
足
し
て
い
る
︒
こ
の
點
は
後
営
す
る
︒

第
4
違
は
菩
ï
戒
の
+
戒
儀
の
考
察
で
あ
る
︒
h
山
石
經
に
含
ま
れ
る
志
仙
記
﹃
發
菩
提
心
戒
本
﹄︑
佛
宮
寺
木
塔

(
山
西
省
應
縣
)
發
現
の

﹃
發
菩
提
心
戒
本
﹄
の
解
題
︑
同
じ
く
木
塔
發
現
の
﹃
6
戒
發
願
�
﹄
を
取
り
上
げ
︑
こ
れ
ら
が
i
代
後
[
に
不
空
が
漢
譯
し
た
﹃
6
菩
提
心

戒
儀
﹄
の
+
戒
儀
と
&
成
を
同
じ
く
し
︑
不
空
の
+
戒
儀
に
依
據
し
て
つ
く
ら
れ
た
こ
と
を
�
ら
か
に
す
る
︒
不
空
の
+
戒
儀
は
密
敎
行
者
が

入
壇
灌
頂


に
6
け
る
戒
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
は
僧
俗
問
わ
ず
廣
く
+
け
ら
れ
た
菩
ï
戒
の
+
戒
儀
に
密
敎
儀
禮
が
影
j
を
0
ぼ
し
て
い
た
こ

と
を
L
味
し
︑
不
空
系
瓜
の
密
敎
が
世
俗
�
し
て
契
丹
社
會
に
廣
く
影
j
を
0
ぼ
し
て
い
た
と
論
じ
る
︒
な
お
︑
本
違
で
用
い
ら
れ
る
佛
宮
寺

木
塔
發
現
の
﹃
發
菩
提
心
戒
本
﹄
は
說
�
が
十
分
で
な
く
︑
本
違
の
記
営
か
ら
は
�
獻
の
內
容
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
難
し
い
︒
�
獻
に
も

と
づ
く
論
考
で
あ
る
だ
け
に
︑
�
獻
そ
の
も
の
の
よ
り
丁
寧
な
考
察
が
求
め
ら
れ
る
︒

第
5
違
と
第
6
違
は
︑
契
丹
で
大
量
に
円
設
さ
れ
た
佛
塔
に
I
目
し
た
硏
究
で
あ
る
︒
契
丹
の
佛
塔
は
現
在
に
至
る
ま
で
殘
存
し
て
い
る
も

の
が
數
多
く
あ
る
が
︑
な
か
で
も
>
名
な
(
陽
北
塔
と
中
京
大
塔
を
取
り
上
げ
︑
佛
敎
�
物
や
圖
宴
を
用
い
て
當
時
の
佛
敎
信
仰
の
側
面
を
�

ら
か
に
す
る
︒

第
5
違
は
一
九
八
四
年
に
大
量
の
佛
敎
�
物
が
發
見
さ
れ
た
(
陽

(霸
州
)
北
塔
の
硏
究
で
あ
る
︒
こ
の
塔
の
特
質
は
隋
代
に
由
來
を
持
つ

佛
舍
利
塔
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
︑
契
丹
の
塔
と
し
て
は
特
衣
な
方
形
の
形
態
は
︑
佛
舍
利
塔
と
し
て
の
典
型
を
見
出
し
た
當
地
の
人

び
と
の
J
識
を
具
象
�
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
︒
(
陽
地
區
の
み
に
み
ら
れ
る
方
形
の
塔
の
�
を
解
こ
う
と
す
る
興
味
深
い
假
說
で
あ
る
︒

北
塔
の
地
宮
に
は
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
四
層
か
ら
成
る
八
角
經
幢
が
安
置
さ
れ
︑
著
者
は
こ
の
經
幢
に
刻
ま
れ
た
陀
羅
尼
と
圖
宴
を
分

析
す
る
︒
そ
の
結
果
︑
複
數
種
類
が
刻
ま
れ
た
陀
羅
尼
の
な
か
に
契
丹
の
慈
賢
が
譯
出
し
た
二
種
類
の
陀
羅
尼
を
見
出
す
︒
そ
し
て
︑
幢
座
の
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圖
宴
と
し
て
︑
八
大
菩
ï
︑
T
去
七
佛
︑
八
大
靈
塔
︑
八
王
分
舍
利
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
l
彫
が
見
出
さ
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
契
丹
で
液
行
し

た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
T
去
七
佛
に
つ
い
て
は
︑
や
は
り
慈
賢
が
漢
譯
し
た
﹃
妙
吉
祥
o
等
祕
密
�
上
觀
門
大
敎
王
經
﹄
(以
下
﹃
大
敎
王

經
﹄
と
畧
稱
)
に
說
く
毘
盧
(
)
佛

(大
日
如
來
)
と
T
去
七
佛
と
の
相
關
を
L
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
︒
こ
れ
は
�
に
営
べ
る
杭
侃
氏
の

硏
究
で
�
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
︑
こ
の
點
も
う
少
し
�
確
に
す
る
必
,
が
あ
ろ
う
︒

つ
づ
く
第
6
違
は
︑
契
丹
の
五
京
の
ひ
と
つ
中
京
城
址
に
殘
る
大
塔

(大
�
塔
)
と
呼
ば
れ
る
佛
舍
利
塔
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
壁
面
を
彫
p

す
る
佛
敎
圖
宴
を
檢
討
す
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
杭
侃
氏
の
先
行
硏
究
が
あ
り
︑
?
7
座
宴
の
大
日
如
來
と
T
去
七
佛
の
組
み
合
わ
せ
が
上

営
の
慈
賢
譯
﹃
大
敎
王
經
﹄
に
も
と
づ
く
こ
と
を
�
ら
か
に
し
た
ほ
か
︑
大
塔
壁
面
の
八
大
菩
ï
や
八
大
靈
塔
の
圖
宴
を
大
日
如
來
と
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
が
遼
代
に
液
行
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(5

)
︒
著
者
は
杭
侃
氏
の
1
說
を
基
本
$
に
荏
持
し
て
お
り
︑
本
違
は
こ
れ
を
補
足
し
た

論
考
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
大
塔
壁
面
の
T
去
七
佛
の
位
置
を
怨
た
に
比
定
し
た
こ
と
︑
現
在
塔
の
表
面
に
み
ら
れ
る
淸
代
重
修
時
の
菩
ï
刻

名
の
r
り
を
正
し
て
正
確
に
比
定
し
た
こ
と
は
著
者
の
貢
獻
で
あ
る
︒
以
上
の
圖
宴
の
解
釋
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
︑
契
丹
に
お
け
る
T
去
七
佛

信
仰(

6
)

と
八
大
菩
ï
曼
荼
羅
の
盛
行
を
指
摘
し
︑
そ
の
信
仰
形
態
の
特
徵
を
論
じ
︑
現
世
利
益
へ
の
志
向
を
說
く
︒
�
後
に
大
塔
の
円
立
に
*
宗

政
權
が
關
與
し
た
可
能
性
を
推
定
し
︑
T
去
七
佛
と
大
日
如
來
︑
八
大
菩
ï
に
對
す
る
信
仰
を
衆
人
可
視
の
﹁
外
$
莊
嚴
﹂
と
し
て
外
壁
に
表

現
し
た
も
の
と
.
價
す
る
︒
ま
た
︑
外
壁
に
表
現
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
は
︑
契
丹
の
慈
賢
譯
の
經
典
に
も
と
づ
く
も
の
と
︑
i
代
後
[

の
不
空
の
經
典
に
も
と
づ
く
も
の
の
雙
方
が
あ
る
が
︑
こ
れ
を
著
者
は
兩
者
の
6
容
と
し
︑
*
宗
の
志
向
す
る
佛
敎
が
慈
賢
系
瓜
と
不
空
系
瓜

の
密
敎
雙
方
を
稱
揚
し
︑
i
代
佛
敎
の
單
純
な
模
倣
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
︒

�
後
に
結
論
で
は
︑
本
論
の
內
容
を
ま
と
め
て
振
り
a
っ
た
あ
と
︑
契
丹
後
[
の
政
權
と
佛
敎
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
强
�
す
る
︒
そ
し

て
︑
本
論
で
論
じ
た
*
宗
(
に
お
け
る
佛
敎
へ
の
傾
倒
を
對
外
政
治
�
と
の
關
連
か
ら
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
︑
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
い

う
多
元
$
な
廣
域
世
界
に
お
い
て
共
>
し
う
る
思
想
・
理
念
と
し
て
︑
契
丹
は
佛
敎
を
國
家
$
規
模
で
6
容
し
た
の
だ
と
結
論
づ
け
る
︒
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以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
︑
本
書
の
大
き
な
特
徵
は
︑
契
丹
佛
敎
に
か
か
わ
る
石
刻
�
料
や
佛
塔
の
圖
宴
を
讀
み
解
き
個
別
具
體
$
な
事
例

を
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
︑
契
丹
佛
敎
�
の
諸
側
面
を
�
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
硏
究
手
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
り
わ

け
印
象
$
な
の
は
︑
現
地
�
査
に
よ
っ
て
で
き
る
だ
け
�
蹟
や
�
物
の
實
物
を
實
見
し
て
︑
V
用
す
る
�
料
を
よ
り
正
確
に
把
握
し
よ
う
と
努

め
る
一
�
�
料
に
た
い
す
る
こ
だ
わ
り
で
あ
る
︒
ま
さ
し
く
冒
頭
で
営
べ
た
よ
う
な
�
年
の
あ
ら
た
な
�
料
狀
況
を
活
用
し
た
硏
究
と
し
て
.

價
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
�
料
と
し
て
は
︑
契
丹
佛
敎
の
特
徵
を
よ
く
示
す
も
の
を
`
ん
で
い
る
︒
た
と
え
ば
第
2
違
に
お
い
て
︑
鮮
演
と
い
う
契
丹
後
[

の
佛
敎
界
を
代
表
す
る
高
僧
に
着
目
し
た
の
は
ì
眼
で
︑
契
丹
後
[
の
學
僧
の
t
を
具
體
$
に
�
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

慶
州
白
塔
︑
(
陽
北
塔
︑
中
京
大
塔
と
い
っ
た
代
表
$
な
佛
塔
お
よ
び
そ
の
�
物
を
�
料
と
し
て
用
い
た
こ
と
は
L
義
深
い
︒
と
く
に
後
二
者

に
か
か
わ
る
佛
敎
�
物
を
用
い
た
5
違
と
6
違
は
︑
す
ぐ
れ
た
先
行
硏
究
に
F
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑
依
然
と
し
て
不
�
な
部
分
の
多
い

契
丹
密
敎
の
特
質
を
�
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
︑
今
後
の
硏
究
に
示
唆
を
與
え
る
も
の
と
な
ろ
う
︒
そ
の
ほ
か
︑
契
丹
佛
敎
の
顯

著
な
現
象
で
あ
る
菩
ï
戒
の
液
行
に
つ
い
て
は
︑
(
廷
で
+
戒
す
る
內
殿
懺
悔
?
に
I
目
し
︑
契
丹
荏
�
層
と
菩
ï
戒
の
關
係
を
分
析
す
る
と

と
も
に
︑
+
戒
時
に
用
い
る
+
戒
儀
の
�
獻
硏
究
を
お
こ
な
っ
て
お
り
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
の
空
白
を
埋
め
る
L
義
を
持
つ
︒

も
う
一
點
︑
本
書
の
特
徵
と
し
て
︑
契
丹
(
廷
に
お
け
る
佛
敎
信
仰
を
︑
契
丹
政
權
の
持
つ
_
牧
王
(
と
し
て
の
性
格
と
の
か
か
わ
り
の
な

か
で
考
察
し
て
い
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る(7

)
︒
契
丹
皇
'
の
夏
營
地
・
秋
營
地
�
く
に
u
營
さ
れ
た
慶
州
に
お
け
る
佛
塔
円
立
︑
移
動
す
る
契
丹

皇
'
に
隨
從
す
る
學
僧
た
ち
の
活
動
︑
皇
'
の
宿
營
地
で
菩
ï
戒
の
+
戒
を
お
こ
な
う
內
殿
懺
悔
?
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
て
︑
_
牧

民
の
風
v
を
一
貫
し
て
維
持
し
た
契
丹
(
廷
の
荏
�
層
と
佛
敎
と
の
密
接
な
關
係
を
︑
具
體
$
な
事
例
に
も
と
づ
い
て
�
ら
か
に
し
た
の
で
あ

る
︒い

っ
ぽ
う
で
︑
本
書
を
D
讀
す
る
と
︑
序
論
に
揭
げ
た
硏
究
の
目
$
で
あ
る
契
丹
後
[
に
お
け
る
政
權
と
佛
敎
の
關
係
や
佛
敎
信
仰
の
樣
態

な
ど
の
一
端
を
�
ら
か
に
し
て
は
い
る
が
︑
6
違
立
て
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
個
別
$
か
つ
斷
片
$
な
硏
究
の
集
成
と
い
う
印
象
を
禁
じ
得
な
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い
︒﹃
契
丹
佛
敎
�
の
硏
究
﹄
と
い
う
一
書
に
ま
と
め
る
に
當
た
っ
て
︑
個
別
の
硏
究
成
果
が
契
丹
佛
敎
�
の
怨
た
な
理
解
に
ど
の
よ
う
に
�

す
る
の
か
︑
さ
ら
に
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
の
佛
敎
�
の
�
Y
の
な
か
で
契
丹
佛
敎
�
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
︑
い
ま
少
し
踏
み
こ
ん

だ
說
�
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

そ
の
L
味
で
は
︑
本
書
の
第
4
違
か
ら
第
6
違
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
密
敎
は
恰
好
の
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
周
知
の
よ
う
に
契
丹
の
密
敎
は
i
代

後
[
に
不
空
が
體
系
�
し
た
イ
ン
ド
由
來
の
密
敎
の
大
き
な
影
j
を
6
け
て
い
る
︒
契
丹
密
敎
の
硏
究
の
課
題
は
︑
不
空
の
系
�
を
引
く
密
敎

が
契
丹
の
荏
�
下
で
い
か
に
6
容
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
そ
れ
が
時
代
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
變
容
し
た
の
か
︑
契
丹
に
お
け
る
獨
自
性
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
を
解
き
�
か
す
こ
と
に
あ
る
が
︑
�
料
上
の
制
-
も
あ
っ
て
ま
だ
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
︒
こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
︑
先
営

し
た
杭
侃
氏
に
よ
る
中
京
大
塔
の
圖
宴
硏
究
は
ひ
と
つ
の
突
破
口
を
示
し
て
お
り
︑
本
書
の
5
・
6
違
は
こ
れ
に
依
據
し
つ
つ
硏
究
を
�
め
た

L
義
が
あ
る
が
︑
さ
ら
に
踏
み
こ
ん
で
契
丹
密
敎
の
歷
�
$
位
置
づ
け
を
展
y
す
る
考
察
が
[
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
本
書
で
は
こ
の
二
つ
の
論
考
で
の
考
察
を
つ
う
じ
て
︑
契
丹
後
[
に
は
i
代
以
來
の
﹁
不
空
系
瓜
の
密
敎
﹂
と
契
丹
の

﹁
慈
賢
系
瓜
の
密
敎
﹂
の
雙
方
が
6
容
さ
れ
た
と
ま
と
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
表
現
じ
た
い
︑
二
つ
の
系
瓜
の
密

敎
が
當
時
竝
び
立
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
r
解
を
與
え
か
ね
な
い
︒
著
者
が
本
書
で
論
じ
た
よ
う
に
︑﹁
大
契
丹
國
師
﹂
の
z
書
を
持
つ
慈
賢

の
譯
經
の
1
說
が
︑
佛
塔
の
円
立
に
活
用
さ
れ
る
な
ど
重
,
な
L
味
を
持
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
活
動
の
規
模
で
言
え
ば
︑

八
世
紀
3
ば
の
安
�
の
亂


後
に
イ
ン
ド
か
ら
將
來
し
た
一
〇
〇
種
を
超
え
る
密
敎
經
典
・
儀
軌
を
{
譯
し
︑
宮
中
で
加
持
祈
�
を
お
こ
な
い
︑

長
安
を
中
心
に
i
(
荏
�
下
で
廣
く
敎
線
を
擴
大
し
た
不
空
敎
團
に
は
比
z
す
べ
く
も
な
い
し
︑
不
空
の
密
敎
と
は
別
個
の
怨
た
な
體
系
を

も
っ
た
密
敎
を
生
み
出
し
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い(8

)
︒
も
し
か
り
に
﹁
慈
賢
系
瓜
の
密
敎
﹂
な
る
も
の
を
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
慈
賢
譯
出
の

陀
羅
尼
を
含
む
經
典
の
�
獻
硏
究
を
お
こ
な
っ
て
︑
そ
の
密
敎
の
特
質
を
論
ず
る
必
,
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
を
L
識
し
て
か
︑
第

5
違
で
慈
賢
に
よ
る
譯
經

(!
十
種
)
が
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
︒
著
者
は
こ
こ
で
儀
軌
と
﹃
大
敎
王
經
﹄
を
の
ぞ
く
六
種
が
陀
羅
尼
單
體
の
譯

出
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
陀
羅
尼
の
譯
出
を
舍
利
塔
に
奉
}
す
る
法
舍
利
と
し
て
の
需
,
の
高
ま
り
に
應
じ
た
も
の
だ
と
推
定
す
る
︒
こ
れ
は
(
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陽
北
塔
の
陀
羅
尼
經
幢
の
な
か
に
慈
賢
譯
の
陀
羅
尼
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
提
出
さ
れ
た
見
解
で
あ
る
が
︑
あ
ま
り
に
佛
塔
円
立
事
業
に

引
き
つ
け
す
ぎ
た
解
釋
だ
ろ
う
︒
慈
賢
譯
の
陀
羅
尼
の
L
義
は
︑
契
丹
荏
�
下
の
各
地
で
大
量
に
發
見
さ
れ
て
い
る
陀
羅
尼
經
幢
の
�
査
・
硏

究
を
ふ
ま
え
て
考
察
す
る
必
,
が
あ
ろ
う(9

)
︒
ま
た
︑
北
宋
荏
�
下
の
中
原
に
や
っ
て
來
た
イ
ン
ド
出
身
の
僧
に
よ
る
密
敎
經
典
の
將
來
や
譯
經

活
動
な
ど
を
あ
わ
せ
︑
一
〇
世
紀
以
後
に
イ
ン
ド
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
へ
と
傳
わ
っ
た
怨
し
い
密
敎
と
の
關
聯
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
も

求
め
ら
れ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑
本
書
で
は
︑
慈
賢
の
譯
經
の
1
說
に
つ
い
て
は
︑
杭
侃
氏
の
論
�
に
も
と
づ
い
て
﹃
大
敎
王
經
﹄
に
言
0
が

あ
る
の
み
で
︑
譯
さ
れ
た
陀
羅
尼
の
內
容
や
特
徵
に
つ
い
て
の
考
察
は
不
十
分
で
︑﹁
慈
賢
系
瓜
の
密
敎
﹂
な
る
も
の
は
よ
く
分
か
ら
な
い
ま

ま
で
あ
る
︒

そ
の
ほ
か
︑
契
丹
佛
敎
を
考
え
る
さ
い
に
は
︑
地
域
性
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
る
必
,
が
あ
る
が
︑
本
書
で
は
(
陽
北
塔
と
中
京
大
塔
を
と

り
あ
げ
た
こ
と
か
ら
︑
遼
西
と
中
京
の
關
係
を
論
ず
る
U
度
で
あ
る
︒
契
丹
荏
�
下
で
�
大
の
人
口
を
擁
し
︑
巨
大
な
佛
敎
都
市
と
も
.
し
う

る
燕
京
の
佛
敎
に
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
は
︑﹁
契
丹
佛
敎
�
﹂
を
冠
す
る
著
作
と
し
て
い
さ
さ
か
物
足
り
な
い
︒

つ
ぎ
に
︑
本
書
の


3
で
は
︑
と
く
に
契
丹
の
_
牧
王
(
と
し
て
の
性
格
を
强
く
L
識
し
な
が
ら
佛
敎
信
仰
を
考
察
し
て
い
る
點
は
.
價
で

き
る
の
だ
が
︑
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
︑
こ
う
し
た
問
題
を
論
ず
る
う
え
で
は
不
可
缺
の
契
丹
政
治
�
に
か
か
わ
る
敍
営
が
!
體
に
手
~
で
あ
る
こ

と
が
氣
に
な
っ
た
︒

第
1
違
は
慶
州
白
塔
を
題
材
と
し
て
慶
州
僧
錄
司
設
置
の
背
景
を
さ
ぐ
る
論
考
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
舞
臺
と
な
る
慶
州
と
い
う
都
市
の
成
り

立
ち
が
肝
,
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
考
究
が
不
十
分
で
あ
る
︒
著
者
は
一
一
世
紀
後
3
の
宋
V
沈
括
の
記
事
に
も
と
づ
き
︑﹁
慶
州

に
お
い
て
寺
塔
︑
z
堂
︑
店
舖
︑
家
屋
な
ど
の
施
設
が
燕
京
と
�
色
の
な
い
規
模
を
備
え
得
た
﹂
(四
四
～
四
五
頁
)
と
ま
と
め
る
が
︑
こ
れ
は

や
や
不
/
切
な
表
現
で
あ
る
︒
慶
州
と
燕
京
と
で
は
︑
そ
も
そ
も
都
市
と
し
て
の
規
模
も
性
格
も
ま
っ
た
く
衣
に
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
慶
州
と

は
︑
B
宗
�
殊
奴
が
夏
營
地
と
し
て
愛
好
し
た
地
に
陵
墓

(慶
陵
)
が
u
營
さ
れ
た
の
に
附
隨
し
て
政
權
が
大
量
の
�
金
を
投
下
し
て
草
原
地

帶
に
円
設
し
た
純
然
た
る
人
工
都
市
で
あ
り
︑
そ
の
機
能
は
陵
墓
の
管
理
と
先
'
の
祭
祀
に
特
�
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
慶
州
に
は
多
く
の
佛
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敎
僧
が
招
聘
さ
れ
て
寺
院
が
�
々
に
円
立
さ
れ
︑
佛
敎
は
先
'
の
K
善
供
養
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ

れ
ゆ
え
に
こ
そ
︑
政
權
は
慶
州
を
契
丹
國
中
樞
に
位
置
す
る
一
大
佛
敎
據
點
と
し
て
位
置
づ
け
︑
本
來
は
五
京
に
置
か
れ
る
は
ず
の
僧
錄
司
を

慶
州
に
設
置
す
る
に
至
っ
た
と
み
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

*
宗
(
に
お
け
る
契
丹
荏
�
層
と
菩
ï
戒
の
か
か
わ
り
を
論
ず
る
第
3
違
で
は
︑
國
家
の
樞
,
に
位
置
す
る
荏
�
者
層
の
人
び
と
は
戰
爭
や

罪
人
處
斷
な
ど
戒
を
犯
さ
ざ
る
を
得
な
い
狀
況
に
あ
っ
た
た
め
繰
り
a
し
菩
ï
戒
を
6
け
た
と
し
︑
菩
ï
戒
の
護
持
は
彼
ら
の
世
俗
$
な
地
位

の
保
持
を
目
$
と
し
た
も
の
と
推
測
す
る
︒
著
者
の
こ
の
推
測
は
︑
*
宗
時
代
に
(
廷
內
で
繰
り
a
さ
れ
た
政
爭
を
L
識
し
て
の
も
の
だ
と
思

わ
れ
る
が
︑
*
宗
(
政
治
�
へ
の
論
0
が
な
い
の
は
問
題
で
あ
る
︒
佛
敎
を
保
護
す
る
と
と
も
に
佛
學
に
精
D
し
た
*
宗
は
︑
佛
敎
�
獻
で
は

﹁
菩
ï
國
王
﹂
と
稱
揚
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
に
依
據
す
る
の
み
で
は
一
面
$
で
あ
る
︒
五
〇
年
�
く
に
0
ぶ
*
宗
時
代
は
表
向
き
に
は
繁
榮
を
き

わ
め
た
が
︑
內
部
で
は
陰
慘
な
政
爭
が
繰
り
a
さ
れ
て
お
り
︑
こ
う
し
た
*
宗
政
權
の
影
の
部
分
に
も
目
を
向
け
る
必
,
が
あ
ろ
う
︒

�
後
に
結
論
に
お
い
て
︑
著
者
は
興
宗
以
後
の
契
丹
政
權
が
國
家
規
模
で
佛
敎
へ
傾
倒
し
て
い
っ
た
背
景
を
さ
ぐ
る
べ
く
︑
澶
淵
の
�
を
契

機
と
し
て
契
丹
の
皇
'
權
力
保
!
の
手
段
が
對
外
軍
事
行
動
か
ら
佛
敎
へ
と
轉
奄
し
た
と
す
る
谷
井
俊
仁
氏
の
見
解
を
紹
介
し(10

)
︑
澶
淵
の
�
以

後
に
複
數
國
家
が
竝
存
す
る
狀
況
の
も
と
︑
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
と
い
う
多
元
$
な
廣
域
世
界
で
共
>
し
う
る
思
想
・
理
念
と
し
て
佛
敎
が
重
視

さ
れ
︑
*
宗
が
﹁
菩
ï
皇
'
﹂
と
し
て
こ
の
廣
域
世
界
の
?
F
者
た
る
こ
と
を
表
�
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
議
論
を
展
開
し
て
い
く
︒

た
だ
し
︑
そ
も
そ
も
谷
井
氏
の
議
論
は
契
丹
政
治
�
の
綿
密
な
檢
討
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
ひ
と
つ
の
着
想
の
段
階
に

と
ど
ま
る
︒
實
の
と
こ
ろ
︑
契
丹
の
政
治
�
や
對
外
關
係
の
動
向
を
丁
寧
に
K
う
こ
と
な
く
︑
性
�
に
佛
敎
の
F
入
を
政
權
の
體
制
變
革
と
結

び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
は
も
と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
一
〇
～
一
二
世
紀
の
多
極
�
時
代
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
に
お
け
る
契
丹
を

は
じ
め
と
す
る
各
國
で
の
佛
敎
液
行
は
︑
政
治
・
�
�
面
で
の
顯
著
な
共
D
現
象
と
し
て
I
目
に
値
す
る
︒
そ
の
L
味
で
︑
契
丹
が
な
ぜ
佛
敎

を
`
擇
し
た
の
か
と
い
う
著
者
が
立
て
た
問
い
は
重
,
で
あ
る
し
︑
契
丹
の
佛
敎
へ
の
傾
倒
が
當
時
の
國
際
Z
勢
と
無
關
係
で
は
な
い
と
の
著

者
の
見
立
て
は
正
ª
を
射
た
も
の
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑
そ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
︑
一
〇
世
紀
以
後
の
多
極
�
し
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
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方
の
國
際
Z
勢
や
︑
そ
う
し
た
國
際
Z
勢
と
の
關
連
の
も
と
で
展
開
し
た
契
丹
國
の
政
治
�
の
液
れ
を
押
さ
え
た
う
え
で
︑
契
丹
に
お
け
る
佛

敎
と
王
權
の
か
か
わ
り
を
再
考
す
る
必
,
が
あ
る
だ
ろ
う
し
︑
さ
ら
に
は
王
(
閒
の
佛
敎
を
利
用
し
た
外
"
や
佛
敎
の
"
液
な
ど
に
つ
い
て
考

え
て
い
く
必
,
も
あ
る
だ
ろ
う(11

)
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
本
書
が
こ
れ
ま
で
專
著
の
少
な
か
っ
た
契
丹
佛
敎
�
に
か
か
わ
る
貴
重
な
論
著
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
︒
か
つ
て

竺
沙
�
違
氏
は
︑
遼
・
金
・
元
と
連
な
る
﹁
北
液
佛
敎
﹂
の
系
�
の
重
,
性
を
指
摘
し
て
當
該
分
野
の
硏
究
を
切
り
拓
き
︑
硏
究
�
上
に
大
き

な
足
蹟
を
殘
し
た(12

)
︒
竺
沙
氏
の
薰
陶
を
6
け
た
�
原
氏
が
︑
本
書
に
お
け
る
契
丹
佛
敎
�
の
硏
究
を
�
點
と
し
て
︑
依
然
と
し
て
手
~
な
こ
の

﹁
北
液
佛
敎
﹂
�
の
硏
究
を
深
�
し
て
い
く
こ
と
を
[
待
し
た
い(13

)
︒

�(1
)

日
本
に
お
け
る
契
丹
�
硏
究
の
動
向
に
つ
い
て
は
︑
飯
山
知
保

﹁
遼
金
�
硏
究
﹂
�
�
隆
俊
・
o
田
茂
樹
・
淺
見
洋
二
�
﹃
日
本
宋

�
硏
究
の
現
狀
と
課
題
﹄
�
古
書
院
︑
二
〇
一
〇
年
︑
孫
昊
﹁
怨
時

[
日
本
$
遼
金
�
硏
究

(二
〇
〇
〇−

二
〇
一
二
)﹂﹃
遼
金
西
夏
硏

究
二
〇
一
二
﹄
同
心
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
參
照
︒

(2
)

京
都
大
學
の
�
査
團
が
二
〇
〇
四
年
︑
二
〇
〇
五
年
に
つ
づ
け
て

お
こ
な
っ
た
內
モ
ン
ゴ
ル
自
治
區
赤
峰
地
區
︑
遼
寧
省
遼
西
地
區
で

の
共
同
�
査
が
そ
の
先
蹤
を
な
し
︑
.
者
も
こ
れ
に
參
加
し
て
い
る
︒

そ
の
報
吿
書
と
し
て
︑﹃
遼
�
�
・
慶
陵
一
帶
�
査
報
吿
書

二
〇

〇
五
﹄
(京
都
大
學
大
學
院
�
學
硏
究
科
︑
二
〇
〇
五
年
)︑﹃
遼
�

�
・
遼
寧
省
�
査
報
吿
書

二
〇
〇
六
﹄
(京
都
大
學
大
學
院
�
學

硏
究
科
︑
二
〇
〇
六
年
)
が
あ
る
︒
こ
れ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て

武
田
和
哉
氏
を
中
心
と
す
る
硏
究
グ
ル
ー
プ
が
契
丹
�
蹟
の
現
地
�

査
を
開
始
し
︑
そ
の
後
も
ご
く
�
�
に
い
た
る
ま
で
繼
續
し
て
現
地

で
の
�
査
・
硏
究
を
お
こ
な
っ
て
お
り
︑
著
者
の
�
原
氏
は
そ
の
?

,
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
︒
�
査
成
果
報
吿
と
し
て
は
︑
武
田
和

哉
�
﹃
草
原
の
王
(
・
契
丹
國

(遼
(
)
の
�
蹟
と
�
物
﹄
(勉
�

出
版
︑
二
〇
〇
六
年
)
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

(3
)

古
松
崇
志
﹁
慶
州
白
塔
円
立
の
�
を
さ
ぐ
る

︱
︱
一
一
世
紀
契

丹
皇
太
后
が
奉
}
し
た
佛
敎
�
物
︱
︱
﹂


È
﹃
遼
�
�
・
遼
寧

省
�
査
報
吿
書

二
〇
〇
六
﹄
1
收
參
照
︒

(4
)

古
松
崇
志
﹁
法
均
と
燕
京
馬
鞍
山
の
菩
ï
戒
壇

︱
︱
契
丹

(遼
)
に
お
け
る
大
乘
菩
ï
戒
の
液
行
︱
︱
﹂
﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
六

五
卷
三
號
︑
二
〇
〇
六
年
︑
二
〇
頁
︒
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(5
)

杭
侃
﹁
遼
中
京
大
�
塔
上
$
密
宗
圖
宴
﹂﹃
宿
白
先
生
八
秩
華
�

紀
念
�
集
﹄
下
册
︑
�
物
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︒

(6
)

契
丹
に
お
け
る
T
去
七
佛
信
仰
に
つ
い
て
は
︑
大
原
嘉
豐
﹁
(
陽

北
塔
に
現
れ
た
遼
佛
敎
の
一
側
面
﹂
(

揭
È

(2
)

『遼
�
�
・

遼
寧
省
�
査
報
吿
書

二
〇
〇
六
﹄
1
收
)
の
指
摘
が
重
,
で
あ
る
︒

(7
)

な
お
︑
.
者
も
か
つ
て
こ
う
し
た
視
角
に
も
と
づ
き
︑
_
牧
民
で

あ
る
契
丹
荏
�
者
層
の
佛
敎
信
仰
に
つ
い
て
︑
い
く
つ
か
の
事
例
を

擧
げ
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
古
松
崇
志
﹁
考
古
・
石
刻
�
料
よ

り
み
た
契
丹

(遼
)
の
佛
敎
﹂﹃
日
本
�
硏
究
﹄
五
二
二
號
︑
二
〇

〇
六
年
お
よ
び


揭
È

(3
)(4
)
拙
稿
︒

(8
)

む
し
ろ
著
者
自
身
が
結
論
で
中
京
大
塔
に
つ
い
て
営
べ
た
︑﹁
i

代
以
來
の
傳
瓜
$
な
不
空
系
密
敎
の
基
礎
の
う
え
に
慈
賢
の
密
敎
を

位
置
附
け
た
﹂
(本
書
二
一
二
頁
)
と
い
う
ま
と
め
の
表
現
の
ほ
う

が
穩
當
で
あ
ろ
う
︒

(9
)

i
代
を
中
心
と
す
る
も
の
だ
が
︑
劉
淑
芬
﹃
滅
罪
與
度
�
：
佛
頂

7
�
陀
羅
尼
經
幢
之
硏
究
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
)

は
陀
羅
尼
經
幢
硏
究
の
重
,
な
先
例
で
あ
る
︒
契
丹
の
經
幢
に
つ
い

て
は
︑
張
國
慶
﹁
遼
代
$
佛
敎
經
幢
﹂
(同
﹃
佛
敎
�
�
與
遼
代
社

會
﹄︑
遼
寧
民
族
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
1
收
)︑
張
�
悟
﹃
遼
金
經

幢
硏
究
﹄
(中
國
科
學
技
�
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
)
な
ど
が
あ
る
︒

(10
)

谷
井
俊
仁
﹁
契
丹
佛
敎
政
治
�
論
﹂
氣
賀
澤
保
規
�
﹃
中
國
佛
敎

石
經
の
硏
究
︱
︱
h
山
雲
居
寺
石
經
を
中
心
に
﹄︑
京
都
大
學
學
�

出
版
會
︑
一
九
九
六
年
1
收
︒

(11
)

こ
の
時
代
の
佛
敎
の
王
(
閒
"
液
に
つ
い
て
考
え
る
恰
好
の
材
料

と
し
て
︑
中
國
西
北
部
で
出
土
し
た
佛
典
が
I
目
に
値
す
る
︒
�
怨

の
硏
究
と
し
て
︑
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
出
土
の
契
丹
佛
典
を
活
用
し
た
橘

堂
晃
一
氏
の
硏
究
を
擧
げ
て
お
く
︒
K
itsudo
K
oichi,
“L
iao

Influence
on
U
igur
B
uddhism
”,
Im
re
G
alam
bos
(ed.),

S
tu
d
ies
in
C
h
in
ese
M
an
u
scripts,
B
udapest,
2013.
な
お
︑
本

書
は
こ
う
し
た
佛
敎
の
王
(
閒
"
液
を
ま
っ
た
く
Â
象
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
︑
第
2
違
で
は
鮮
演
の
著
作
を
め
ぐ
る
高
麗
義
天
と
契

丹
の
高
官
と
の
"
液
を
紹
介
し
て
い
る

(本
書
六
七
〜
七
四
頁
)︒

(12
)

代
表
$
な
成
果
は
︑
竺
沙
�
違
﹃
宋
元
佛
敎
�
�
�
硏
究
﹄
�
古

書
院
︑
二
〇
〇
〇
年
︒

(13
)

�
原
氏
は
す
で
に
﹁
蕭
妙
敬
と
徒
單
太
后
︱
︱
契
丹

(遼
)
佛

敎
繼
承
の
一
T
U
﹂
(
宋
代
�
硏
究
會
�
﹃
﹃
宋
代
中
國
﹄
の
相
對

�
﹄
�
古
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
)
︑
﹁
栴
檀
瑞
宴
の
�
轉
と
一
〇
〜
一

四
世
紀
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
王
權
﹂
(
原
田
正
俊
�
﹃
日
本
古
代
中

世
の
佛
敎
と
東
ア
ジ
ア
﹄
關
西
大
學
出
版
部
︑
二
〇
一
四
年
)︑﹁
ク

ビ
ラ
イ
政
權
と
�
戒
會
﹂
(﹃
關
西
大
學
東
西
學
�
硏
究
1
紀
,
﹄
四

九
輯
︑
二
〇
一
六
年
)
な
ど
の
論
考
を
發
表
し
て
い
る
︒

二
〇
一
五
年
二
Ã

京
都

法
藏
館

二
二
糎

五+

二
三
八
頁

七
〇
〇
〇
圓+

稅
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