
三
教
交
渉
史
よ
り
み
た
浄
源
の
立
場

問
題
の
所
在

王

領

需
・
仏
・
道
三
教
の
交
渉
の
問
題
は
中
国
勢
教
史
に
お
い
て
、
一
つ
の
重
要
な
問
題
領
域
を
、
な
し
て
い
る
。
そ
の
問
題
は
多
岐
に

亘
っ
て
お
り
、
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
龍
と
す
る
が
、
今
回
、
筆
者
は
筆
者
が
そ
の
思
想
を
謂
究
一
ア
i
マ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の

海
涼
(
一

O
一一
lea-

一
O
八
八
)
が
そ
れ
と
関
係
す
る
か
ぎ
り
お
い
て
、
こ
の
三
教
交
渉
の
問
題
を
論
じ
て
み
た
い
。

具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
浄
源
の
思
想
形
成
に
亘
接
関
接
に
関
与
し
た
幾
人
か
の
学
者
に
お
い
て
、
彼
ち
が
こ
の
三
教
関
援
に

対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
の
か
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
海
源
自
身
は
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
の
か
、
或
い

は
、
浄
源
は
そ
れ
ら
相
互
に
対
立
し
た
立
場
の
う
ち
か
ら
ど
の
よ
う
な
も
の
を
選
択
し
た
の
か
と
い
う
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
分
析

を
加
え
な
が
ら
考
察
を
展
開
し
た
い
。

浄
源
と
の
関
係
か
ら
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
宗
密
、
神
清
、
智
円
そ
し
て
契
嵩
の
四
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
を
示
す
も
の
と
し
て
筆
者
が
検
討
し
よ
う
と
す
る
資
料
は
宗
密
の
「
原
入
論
可
神
薄
の
「
北
山
録
で
智
円
の
『
関
居
録
』
、
契

嵩
の
「
輔
教
編
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
『
原
人
論
」
は
誇
源
が
そ
れ
に
対
し
て
直
接
に
注
釈
を
著
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

り
、
「
北
山
録
」
は
浄
源
が
し
ば
し
ば
そ
れ
を
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
書
物
で
あ
る
。
智
円
と
契
嵩
は
浄
、
源
と
同
時
代
の
人
で
あ
り
、

「
関
居
録
』
と
『
輔
教
編
』
は
持
れ
も
当
時
よ
く
知
ら
れ
た
論
著
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ち
、
静
源
は
こ
の
再
著
の
書
名
に
言
及
し
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学
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一入。

た
こ
と
す
ら
な
い
。
智
円
は
山
外
派
の
代
表
的
な
学
者
で
あ
り
、
華
厳
宗
の
思
想
を
天
台
に
導
入
し
よ
う
と
し
て
努
力
し
た
入
で
あ

る
。
浄
源
は
彼
を
評
鍾
し
、
そ
の
著
作
に
し
ば
し
ば
論
及
し
て
い
る
に
も
持
ら
ず
、
『
閑
居
録
」
だ
け
を
無
視
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
点
に
こ
の
三
教
交
渉
の
問
題
に
お
け
る
浄
源
と
智
円
の
立
場
の
違
い
が
反
換
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
宗
密
と
神
請
は
唐
代
の
人
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
智
円
と
契
嵩
は
宋
代
の
入
で
あ
る
。
で
は
、
唐
か
ら
宋
へ
と
い

う
時
代
の
誰
移
に
お
い
て
彼
ら
の
思
想
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
明
確
化
さ
れ
る
な
ら
そ
こ
か

ら
中
国
仏
教
思
想
史
の
変
遷
の
一
鶴
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
智
円
と
契
嵩
は
当
代
の
名
信
で
あ
り
、
当
時
の
宗
教

界
と
裕
界
に
対
し
て
非
常
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
浄
源
は
少
な
く
と
も
そ
の
世
俗
方
面
に
お
い
て
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
影
響
力
を
十
脅
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る

G

も
し
こ
の
こ
と
が
、
彼
が
当
時
の
顎
廷
に
支
持
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
示
す
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
辻
三
教
関
係
に
対
し
て
彼
の
と
っ
た
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
。
こ
れ

ら
の
視
点
を
踏
ま
え
て
、
以
下
、
具
体
的
な
考
察
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

神
清
と
「
北
山
銀
』

わ
れ
わ
れ
が
先
ず
考
察
を
加
え
る
べ
き
は
、
「
北
山
録
」
の
著
者
神
清
で
あ
る
。
神
清
は
結
州
昌
明
票
(
現
在
の
西
川
省
成
都
市

総
近
)
の
人
で
、
綿
州
の
南
百
三
十
里
に
あ
る
梓
州
慧
義
寺
に
生
し
、
字
は
霊
庚
、
俗
姓
は
章
氏
と
い
う
。
生
没
年
に
は
異
説
が
あ

る
が
、
凡
そ
8
世
紀
末
か
ら
9
世
紀
初
頭
に
か
け
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

三
教
交
渉
に
関
す
る
神
清
の
立
場
が
主
と
し
て
そ
こ
に
表
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
北
山
録
」
辻
具
名
を
『
北
山
参
玄
語
録
」

と
い
う
。
そ
れ
は
問
答
形
式
を
採
っ
て
、
儒
道
二
教
の
説
と
仏
教
の
説
と
を
比
較
し
、
儒
道
二
教
が
結
局
の
と
こ
ろ
仏
教
に
帰
一
す

べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
c

そ
の
中
、
特
に
、
「
天
地
始
」
・
「
聖
人
生
」
・
「
法
籍
毘
ハ
」
な
ど
の
諸
章
に
は
、
三
教
に
関
す
る
論
説



が
多
数
見
出
さ
れ
る
。

先
ず
神
清
は
、
仏
教
が
儒
道
二
教
よ
り
早
く
成
立
し
た
の
で
、
傍
教
が
儒
道
二
教
の
教
理
の
原
点
で
あ
り
、
ま
た
終
着
点
で
も
あ

る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
神
清
詰
偽
経
「
清
持
法
行
経
」
な
ど
を
引
用
し
、
老
子
が
大
御
葉
で
あ
り
、
孔
子
が
需
童
菩
薩
で
あ

る
こ
と
を
説
き
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
、
釈
迦
が
老
子
と
孔
子
の
師
で
あ
る
こ
と
を
証
現
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
彼
は
商
の
太
宰

欝
と
孔
子
の
物
語
を
引
い
て
、
儒
道
二
教
に
対
す
る
仏
教
の
優
越
性
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
物
語
の
中
で
、
孔
子
が
太
宰
欝
の
問

に
応
じ
、
誰
が
天
下
の
聖
人
で
あ
る
の
か
と
い
う
太
宰
語
の
間
い
に
答
え
、
聖
人
は
三
皇
五
帝
で
は
な
く
、
西
方
の
釈
迦
で
あ
り
、

「
不
治
に
し
て
不
乱
、
不
一
一
言
に
し
て
不
信
、
不
化
に
し
て
不
行
乙
で
あ
る
と
説
い
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
足
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
種
の
論
議
は
明
ら
か
に
先
行
す
る
「
錦
道
論
禽
」
で
用
い
ら
れ
た
論
法
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
道
教
の

「
老
子
化
胡
経
』
な
ど
と
同
じ
く
、
歴
史
の
上
に
全
く
根
拠
を
有
せ
ず
、
真
剣
に
論
議
す
る
に
値
し
な
い
。
果
熱
、
宋
代
に
入
る
と
、

こ
の
よ
う
な
論
説
は
・
自
然
に
消
え
去
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
神
清
が
主
張
し
た
の
は
、
仏
教
は
鐸
道
二
教
よ
り
、
教
化
の
効
詑
が
大
き
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

故
儒
教
漸
至
也
、
設
湯
改
祝
、
孔
釣
不
網
。
老
教
中
至
也
、
一
日
慈
、
二
日
倹
、
三
日
不
敢
為
天
下
先
。
理
教
至
極
省
、
自

鳥
獣
努
士
違
而
必
怒
。
如
有
用
藤
教
者
、
使
入
居
乎
漏
尽
、
如
有
用
老
教
者
、
使
民
至
於
沖
和
、
如
有
用
孔
教
者
、
使
民
登
乎

仁
毒
。

即
ち
、
三
教
を
比
較
し
、
段
階
的
に
捉
え
れ
ば
、
ま
ず
、
傷
教
の
教
理
は
「
漸
至
」
即
ち
初
歩
的
の
も
の
で
あ
る
。
殻
湯
は
豚
な

ど
の
動
物
を
一
匹
で
も
多
く
殺
さ
な
い
よ
う
に
、
祭
れ
ノ
の
議
式
に
供
え
る
犠
牲
(
供
え
物
)
の
数
を
減
ら
し
た
。
孔
子
は
魚
を
捕
ま
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jへ、

え
る
の
に
、
網
を
使
わ
ず
、
釣
糸
の
み
を
用
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
一
仁
」
の
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
仁
の
立
場
は

る
に
す
ぎ
な
い
。
次
に
、
道
教
の
教
理
は
「
中
至
」
即
ち
中
ぐ
ら
い
の
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
仁
」
の
上
に
さ
ら
に
「
倹
」

と
「
不
敢
為
天
下
先
」
の
美
嬉
を
加
え
て
い
る
が
設
に
、
儒
教
よ
り
は
擾
れ
て
い
る
。
し
か
し
仏
教
に
は
及
ば
な
い
。
勢
教
の
立
場

は
、
そ
れ
が
抱
い
て
い
る
大
慈
悲
の
精
神
に
よ
っ
て
、
「
仁
」
と
も
「
無
為
」
と
も
異
な
り
、
そ
れ
ら
よ
り
さ
ら
に
偉
大
な
「
至
極
」

の
立
場
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
儒
教
の
教
え
に
従
え
ば
、
人
は
仁
毒
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
教
の
教

え
に
従
え
ば
、
人
は
沖
和
(
議
や
か
な
調
和
し
た
気
)
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
錦
教
の
教
え
に
従
え
ば
、
人
は
漏
尺
、
に
至

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
漸
至
」

で
あ

続
い
て
、
神
薄
は
、
傍
教
の
経
典
に
は
あ
ら
ゆ
る
真
理
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
儒
道
二
教
の
教
理
に
は
唯
に
一

部
の
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

傍
経
前
説
億
載
之
事
、
却
道
高
世
之
要
。
・
:
其
識
不
可
握
、
其
繊
不
可
入
、
舞
悉
譲
論
其
慶
大
之
表
、
剖
析
主
(
窃
砂
之
内
、

農
不
記
之
故
c

其
経
巻
以
蔦
計
、
言
以
穣
数
。
五
局
知
其
余
哉
。
而
孔
老
之
外
、
猶
有
象
聖
之
謡
言
、
楊
朱
恵
施
虚
無
之
流
也
。

傍
教
は
無
限
の
時
間
と
空
間
に
一
日
一
っ
て
教
理
を
展
開
し
、
そ
の
普
遍
性
は
類
無
き
も
の
で
あ
る
。
地
方
、
儒
道
辻
、
吉
家
の
一
種

に
過
ぎ
な
い
。
両
者
を
較
べ
て
み
る
と
、
震
劣
は
宣
ち
に
判
明
す
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
も
推
灘
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
神
湾
の
論
説
は
、
傍
教
の
教
理
を
宣
伝
し
、
傍
教
を
需
道
二
教
の
上
に
量
く

べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
一
貫
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
強
い
自
己
主
張
の
立
場
を
採
っ
た
背
景
と
し
て
、
吾
の
玄
宗
皇
帝
が
、

道
教
を
好
み
、
保
教
を
抑
圧
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
貴
族
顕
官
の
中
に
は
、
依
然
と
し
て
健
教
を
熱
心
に
信
奉
し
て
い
た
入
々
が
少
な

く
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
安
史
の
乱
以
降
、
財
政
匿
の
国
難
を
解
決
す
る
た
め
、
政
府
が
傍
教
の
力
を
借
号
、
ざ
る
を
得
な
く
な
っ



た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
玄
宗
の
罫
を
継
い
だ
代
宗
は
有
名
な
崇
錦
の
皇
帝
で
あ
り
、
彼
の
信
頼
を
受
け
た
大
臣
た
ち
に
も
好
錦
者

が
多
か
っ
た
。
代
宗
朝
は
傍
教
の
勢
力
が
大
幅
に
発
展
し
た
時
代
で
あ
る
。
代
宗
の
後
に
続
い
た
箆
宗
は
、
大
臣
の
献
策
に
よ
っ
て

一
時
傍
教
に
対
し
て
抑
制
政
策
を
採
ろ
う
と
し
た
が
、
本
格
的
な
行
動
を
採
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
神
清
は
恐
ら
く
、
こ
の
時
期
に
、

首
都
の
長
安
へ
行
き
、
皇
宮
で
奉
仕
し
て
い
た
。
当
時
の
彼
は
皇
帝
と
貴
族
の
支
持
を
得
て
、
影
響
力
の
大
き
な
錯
詔
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

浄
源
は
、
「
華
厳
還
諜
観
琉
診
補
解
」
な
ど
の
著
作
の
中
で
、
『
北
山
録
』
を
し
ば
し
ば
引
用
し
て
お
号
、
神
清
の
影
響
を
受
け
た

こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

宗
密
と
『
原
人
論
』

活
躍
し
た
時
期
が
神
清
よ
り
少
し
時
代
は
下
る
が
、
華
厳
宗
の
宗
密
も
三
教
交
渉
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
説
を
残
し
て
い
る
。
宗

密
(
七
八
O
i
八
四
一
)
は
俗
姓
を
荷
と
い
い
、
果
州
西
充
(
現
在
の
白
川
省
)
の
人
で
あ
る
。
幼
い
頃
需
教
を
学
び
、
儒
教
の
義

学
院
に
通
い
、
科
挙
で
官
僚
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
二
五
歳
の
時
、
道
円
禅
師
と
の
出
会
い
が
契
機
と
な
り
、
仏
教
者
と

し
て
の
道
を
歩
み
始
め
、
後
年
、
多
大
の
成
果
を
生
み
出
し
た
。

宗
密
の
著
作
の
中
で
、
三
教
交
渉
の
問
題
に
数
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
「
原
人
論
」
、
「
円
覚
経
大
疏
』
な
ど
幾
っ
か
あ
る
が
、

広
く
道
俗
両
界
に
影
響
を
与
え
た
代
表
的
な
書
物
と
い
う
点
で
は
何
と
い
っ
て
も
「
原
人
論
」
が
第
一
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
宗
密

が
ど
の
よ
う
な
時
期
に
書
い
た
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
晩
年
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
青
年
期
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
ぞ
れ
の
説
に
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
が
あ
る
の
で
、
断
定
的
な
結
論
は
未
だ
に
出
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
を
書
い
た
自
的

は
、
韓
愈
の
「
原
人
」
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い
た
傍
教
に
対
す
る
非
難
の
立
場
に
反
発
し
、
仏
教
の
立
場
か
ら
三
教
の
関
係
を
論

三
教
交
渉
史
よ
り
み
た
浄
源
の
立
場
(
王
)
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じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
題
名
も
韓
愈
の
文
章
か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

G

「
北
山
録
」
と
違
っ

て
、
本
書
を
書
い
た
出
発
点
が
あ
く
ま
で
も
論
争
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
宗
密
の
三
教
関
孫
の
論

説
が
決
し
て
需
道
に
対
す
る
単
な
る
批
判
で
は
な
く
、
儒
道
の
誤
り
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
両
者
を
最
高
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
仏
教
に
包
容
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
論
説
は
次
の
如
く
展
開
さ
れ
る
。

宗
密
辻
、
教
え
に
は
高
い
設
踏
と
笹
い
段
階
、
仮
の
教
え
と
、
水
遠
の
真
実
の
教
え
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

然
外
教
主
旨
、
恒
在
依
身
立
行
、
不
在
究
寛
身
之
元
由
、
所
説
高
物
不
論
象
外
、
監
指
大
道
為
本
、
市
不
需
明
煩
逆
起
滅
、

染
浄
因
譲
、
故
習
者
不
知
是
権
、
執
之
為
了
。

こ
の
場
合
の
高
い
段
階
と
辻
、
彼
の
言
葉
に
よ
る
と
、
一
乗
の
教
え
で
あ
ち
、
母
い
段
階
は
人
天
や
小
乗
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

仮
の
教
え
は
「
権
」
と
い
い
、
真
実
の
教
え
を
「
実
」
と
い
う
。
需
道
二
教
の
教
説
も
全
く
の
誤
謬
な
の
で
誌
な
く
、
一
部
の
真
理

を
説
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
頗
る
不
溝
足
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
「
入
天
教
」
と
は
言
っ
て
も
、
入
天
の
本
性
を
極
め

る
こ
と
は
で
き
ず
、
人
天
界
の
表
面
的
な
現
象
を
あ
る
程
愛
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
京
理
辻
人
間
社
会
に
お
い

て
は
か
な
り
の
程
度
適
切
で
は
あ
る
が
、
宇
宙
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
浅
薄
さ
は
や
は
り
覆
い
難
い
。

儒
道
二
教
は
、
宇
富
と
人
類
の
本
性
に
つ
い
て
、
大
道
・
天
命
説
、
邑
然
説
、
元
気
説
を
以
っ
て
教
理
の
柱
と
す
る
が
、
宗
密
は

そ
れ
ら
の
説
を
一
つ
ず
つ
検
討
し
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
浅
い
或
い
辻
誤
っ
た
論
説
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。

大
道
と
天
命
説
は
大
体
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
儒
教
は
天
命
を
、
道
教
は
大
道
を
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
基
本
概
念
と

し
て
痩
う

G



需
道
二
教
、
説
人
畜
等
類
、
膏
是
』
宿
泊
無
大
道
生
成
養
育
。
謂
道
法
自
然
、
生
於
元
気
、
元
気
生
天
地
、
天
地
生
宮
内
物
。
故
愚

智
貴
賎
、
貧
富
苦
築
、
皆
吉
一
ポ
於
天
、
由
於
時
命
、
故
死
後
部
詩
天
地
、
復
其
虚
無
。

大
道
は
儒
道
に
と
っ
て
、
宇
宙
の
規
律
或
い
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
高
物
が
生
じ
た
と
こ
ろ
の
、
非
常
に
深
遠
な
、

神
秘
な
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
死
、
賢
愚
、
吉
凶
、
構
福
を
支
配
す
る
根
本
原
理
で
あ
り
、
常
に
存
在
し
て
い
て
不
動
の
も
の
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。

所
言
高
物
皆
従
虚
無
大
道
市
生
者
、
大
道
郎
是
生
死
翼
愚
之
本
、
吉
凶
橋
福
之
基
。
基
本
既
其
常
存
、
期
橋
乱
凶
愚
不
可
除

也
、
福
慶
賢
善
不
可
益
也
、
何
用
老
荘
之
教
部
。
又
道
青
虎
狼
、
胎
築
材
、
天
顔
再
、
禍
夷
斉
、
何
名
尊
乎
行
)

従
っ
て
、
人
の
力
で
は
補
乱
を
除
く
こ
と
が
で
き
ず
、
福
慶
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
大
道
が
高
物
の
源

で
、
高
物
は
み
な
大
道
よ
ち
生
じ
た
と
い
う
な
ら
ば
、
虎
狼
や
暴
君
な
ど
の
悪
い
も
の
も
そ
の
同
じ
大
道
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る

筈
で
あ
り
、
大
道
は
無
道
と
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
傷
道
二
教
の
倫
理
と
教
理
の
柱
と
言
う
べ
き
大
道
は
そ
の

正
義
性
が
崩
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
な
意
味
に
・
お
い
て
宗
密
は
需
道
二
教
の
大
道
説
は
矛
震
を
内
包
し
て
い
る
と
主
張
す

る
の
で
あ
る
。

ま
た
宗
密
は
天
命
説
を
批
判
し
、
そ
れ
を
一
種
の
宿
命
論
と
見
な
す
c

貧
富
・
貴
賎
・
善
悪
・
吉
凶
な
ど
は
天
か
ら
授
か
る
こ
と

で
あ
り
、
人
関
の
力
で
は
荷
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
罷
道
の
教
え
に
は
、
聖
人
と
神
仙
の
観
念
が
あ
ち
、
そ
れ
は
理
想
的
な

典
型
と
し
て
、
人
々
が
求
め
る
べ
き
自
壊
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
需
道
の
経
典
の
中
に
は
、
そ
う
い
う
自
分
自
身
の
努
力
を
通
し

て
こ
の
目
標
に
達
し
た
例
が
説
か
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
も
し
天
命
が
本
当
に
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
聖

三
教
交
渉
史
よ
り
み
た
捧
源
の
立
場
(
王
)
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一
人
六

入
や
神
仙
に
な
っ
た
と
い
う
例
は
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
無
関
係
な
こ
と
、
あ
る
い
は
嘘
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
宗
密
辻
自
然
説
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

又
言
高
物
皆
是
自
然
生
化
、
非
因
縁
者
、
民
一
切
無
因
縁
同
地
、
悉
応
生
化
、
謂
石
応
生
草
、
草
或
生
入
、
人
生
畜
等
。

仏
教
で
は
、
高
物
は
因
禄
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
人
法
二
空
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
に
対
し
、
需
道
二
教
で
は
室
内
物
は
み

な
自
然
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
呂
縁
を
必
要
と
し
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
宗
密
は
、
信
道
の
昌
黙
説
に
従
っ
て
高
物
が
因
縁

な
し
に
生
ず
る
と
考
え
る
と
、
石
か
ら
草
、
人
間
か
ら
畜
生
な
ど
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
す
る
。

又
応
生
無
前
後
、
起
無
早
晩
、
神
仙
不
嘉
一
汗
薬
、
太
平
不
籍
賢
良
、
仁
義
不
十
籍
教
習
、
老
荘
罵
孔
何
一
用
立
教
為
軌
…
忠
利
。

ま
た
寓
物
が
因
縁
に
依
ら
ず
自
然
に
生
じ
る
な
ら
ば
、
人
も
丹
薬
の
力
を
借
り
ず
自
然
に
神
位
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
道
士
が
丹
薬
を
熱
心
に
追
求
し
た
事
実
は
数
多
く
あ
る
の
で
あ
ち
、
そ
れ
ら
は
そ
の
自
然
説
に
対
し
て
矛
盾
し
た
行

為
で
誌
な
い
か
と
宗
密
は
批
判
す
る
。

元
気
説
に
つ
い
て
は
、
宗
密
は
儒
道
の
説
は
た
だ
唯
物
論
的
な
解
釈
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
す
る
。
人
間
の
本
性
は
物
質
的
な
も
の

の
ほ
か
に
、
精
神
的
な
も
の
か
ら
も
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
元
気
説
で
は
そ
の
精
神
的
な
要
素
を
う
ま
く
解
釈
で
き
な
い
と
い

う
の
が
宗
密
の
批
判
で
あ
る
。
彼
は
新
生
児
を
例
と
し
て
挙
げ
、
な
ぜ
生
ま
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
て
も
愛
増
な
ど
の
気
持
ち
を
持
っ

て
い
る
の
か
と
疑
問
を
呈
す
る
。
こ
れ
も
自
然
或
い
は
元
気
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
儒
教
の
五
徳
や
六
芸
な

ど
の
学
問
を
学
ぶ
必
要
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
荘
子
は
人
の
生
ま
れ
が
元
気
の
集
ま
り
で
あ
り
、
死
が
元
気
の
解
散
に
よ
る
こ



と
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
宗
密
は
、
気
の
集
散
を
以
っ
て
生
死
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
鬼
神
と
は
い
っ
た
い
何
物
で

あ
る
の
か
、
と
問
題
を
提
起
す
る
。
気
散
説
と
鬼
神
説
と
詰
ま
っ
た
く
相
矛
君
す
る
患
想
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

が
、
元
気
説
を
主
張
す
る
濡
道
の
典
籍
に
同
時
に
聖
賢
が
死
者
、
す
な
わ
ち
鬼
神
を
祭
る
記
載
が
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
の
は
不

可
解
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

需
道
二
教
は
元
気
説
を
擁
護
し
鬼
神
説
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
人
が
死
ん
で
鬼
神
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば

昔
か
ら
無
数
の
鬼
神
が
存
在
し
て
人
間
に
感
蝕
さ
れ
る
は
ず
な
の
に
、
誰
も
感
じ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
鬼
神
が
存
在
し
て

い
な
い
こ
と
の
証
明
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
宗
密
は
、
仏
教
が
六
道
輪
廼
を
主
張
し
、
人
が
死
ん
で
も
必
ず
し
も
鬼
神
に
な

る
わ
け
で
辻
な
く
、
世
の
中
に
鬼
神
が
充
満
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
と
一
反
駁
す
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
も
っ
ぱ
ら
身
を
修
め
る
こ
と
を
主
張
と
し
て
い
る
罷
道
二
教
で
は
、
人
間
の
運
命
と
宇
宙
の
神
山
艇

を
究
開
切
で
き
な
い
と
宗
密
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
人
間
の
抱
く
こ
の
よ
う
な
形
市
上
学
の
問
題
に
深
く
か

っ
広
く
答
え
ら
れ
る
の
辻
仏
教
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
故
に
、
信
道
が
仏
教
の
地
泣
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

他
方
、
儒
道
二
教
の
教
え
が
浅
薄
で
あ
る
と
言
う
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
一
乗
の
中
に
全
て
包
容
で
き
る
と
言
う
に
せ
よ
、
儒
道
二
教

が
人
類
の
思
想
に
占
め
る
地
位
を
排
斥
す
る
必
要
は
な
く
、
儒
道
二
教
が
人
倫
の
向
上
の
た
め
に
果
た
し
た
役
醤
を
否
定
で
き
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。

浄
漂
は
、
宗
密
の
「
原
人
論
」
を
激
賞
し
、
県
寧
七
年
(
一

O
七
回
)
、
六
十
四
歳
の
時
に
、
『
原
人
論
」
の
注
釈
書
を
作
り
、

「
京
人
論
発
徴
録
」
と
名
づ
け
た
。
彼
は
自
序
の
中
で
、
『
原
人
論
」
の
主
音
は
嬬
道
二
教
の
浅
薄
さ
を
批
判
し
、
一
乗
の
真
理
を
顕

す
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
三
教
に
亘
り
、
文
辞
が
難
解
で
あ
る
た
め
、
自
分
が
宗
密
の
「
円
覚
経
大
琉
」
及
び
「
紗
」
の
言

葉
を
引
用
し
、
「
原
人
論
」
の
奥
深
い
主
旨
を
解
き
暁
か
す
と
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
彼
は
こ
の
論
が
大
変
重
要
で
あ
る

の
で
、
後
輩
や
弟
子
た
ち
が
こ
れ
を
熟
読
す
る
よ
う
期
待
し
た
。
以
上
の
事
実
か
ら
見
る
と
、
浄
源
が
宗
密
の
三
教
関
係
に
対
す
る

三
教
交
渉
史
よ
り
み
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海
擦
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立
場
(
王
)
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ノス、
/に

主
張
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

四

智
円
の
「
関
屠
録
」

智
円
(
九
七
六
ー
一

O
二
二
)
辻
、
宋
代
の
太
宗
、
異
宗
時
代
の
僧
侶
で
あ
り
ノ
、
{
子
を
無
外
、
中
庸
子
と
号
し
た
。
俗
姓
を
徐
と

い
い
、
銭
塘
(
今
の
漸
江
省
)
の
出
身
で
あ
る
。
幼
い
頃
出
家
し
、
八
裁
で
具
足
戒
を
受
け
た
。
二
十
一
設
か
ら
奉
先
源
清
に
従
っ

て
天
台
の
教
義
を
学
ん
だ
が
、
源
清
亡
き
後
、
西
潟
の
孤
山
に
住
し
、
撰
述
に
努
め
た

G

故
に
、
孤
山
智
円
と
呼
ば
れ
た
。
後
に
、

西
明
知
謹
と
の
間
に
論
争
が
あ
っ
た
の
で
、
山
内
派
と
見
な
さ
れ
て
、
知
謹
に
代
表
さ
れ
る
山
外
派
と
併
存
し
た
。
著
作
に
、
『
関

居
編
」
五
十
一
巻
、
詩
文
雑
著
集
な
ど
が
あ
る
。

智
円
の
三
教
関
係
に
対
す
る
論
説
は
著
し
く
三
教
匿
融
を
中
心
と
し
て
展
開
し
た
。
神
薄
及
び
宗
密
の
立
場
と
は
全
く
異
な
り
、

仏
教
の
独
自
性
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
需
教
の
優
位
を
承
認
し
た
。
大
衆
の
教
北
に
重
点
を
重
き
、
世
間
法
を
重
視
す
る
仏
教
の
立

場
に
立
っ
て
い
た
彼
は
、
仏
教
の
教
え
と
較
べ
信
教
が
果
た
し
た
役
割
は
よ
り
根
本
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
従
っ
て
、
仏
教
が
そ

の
教
化
の
自
的
を
達
成
す
る
た
め
に
も
、
そ
れ
自
身
を
儒
教
の
「
三
綱
五
常
」
と
い
う
思
想
核
心
に
合
わ
せ
て
変
容
せ
し
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
関
居
編
」
を
見
る
と
、
智
円
の
三
教
関
係
に
対
す
る
論
説
に
は
、
批
判
と
論
争
の
部
分
が
殆
ど
見
当
た
ら
ず
、
三
教
の
教
え
を

混
ぜ
合
わ
せ
て
融
合
す
る
患
想
を
主
言
と
し
た
。
三
教
の
相
違
は
た
だ
三
教
そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
し
た
役
割
に
基
づ
く
も
の
で
あ
号
、

設
踏
の
高
径
と
は
言
え
な
い
と
考
え
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

嘗
謂
三
教
之
大
其
不
可
遺
也
。
行
五
常
、
正
三
綱
、
得
人
倫
之
大
龍
、
儒
有
毒
、
絶
重
棄
智
、
{
す
離
保
弱
、
道
有
害
崎
、
自
国



克
果
、
反
妄
錆
翼
、
停
千
愛
高
態
、
復
乎
心
性
、
韓
有
罵
。
吾
心
其
病
乎
、
三
教
其
薬
乎
!
矧
病
之
有
三
、
薬
可
愛
耶
?
五
口
道

其
鼎
乎
、
三
教
其
足
乎
!
欲
鼎
之
不
覆
、
足
可
折
都
?

儒
教
は
五
常
を
行
い
、
三
綱
を
正
し
く
し
、
人
倫
の
大
韓
(
主
旨
)
を
得
る
。
道
家
は
聖
人
を
絶
し
、
智
慧
を
捨
て
、
弱
き
も
の

を
守
号
、
安
ん
ず
る
。
仏
教
は
因
縁
を
以
っ
て
妄
に
反
し
、
真
に
帰
し
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
心
に
収
め
る

G

智
円
は
儒
・
道
・
調
停
を

鼎
の
三
本
の
足
に
喰
え
、
一
本
が
壊
れ
て
も
鶴
市
ほ
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
て
、
三
教
の
関
に
相
互
荻
存
の
関
係
が
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。

智
円
は
更
に
仏
教
と
罷
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
論
説
を
進
め
て
い
っ
た
。
先
、
ず
、
儒
教
の
教
え
は
仏
教
を
広
め
る
た
め
の
社
会
的

基
礎
で
あ
る
と
い
う
。

非
仲
尼
之
教
、
別
居
無
以
治
、
家
無
以
寧
、
身
無
以
安
。
国
不
治
、
家
不
寧
、
身
不
安
、
韓
民
之
道
侍
由
市
行
哉
?

つ
ま
り
、
需
教
の
教
え
を
守
ら
な
け
れ
ば
、
国
が
治
ま
ら
ず
、
社
会
が
乱
れ
、
民
衆
が
法
律
と
道
徳
を
軽
視
す
る
状
態
に
至
っ
て
、

仏
教
も
必
ず
崩
壊
し
ま
う
と
い
う
。

こ
れ
を
h

つ
け
て
、
智
円
誌
信
教
と
仏
教
を
と
も
に
尊
崇
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
被
は
詩
の
中
で
、
自
分
を
「
内
需
外
沸
」

と
標
携
し
、
つ
ま
り
袈
裟
を
纏
う
儒
者
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
た
。
そ
の
上
で
、
傷
教
の
縞
常
倫
理
を
仏
教
に
導
入
す
る
た
め
、
敢

え
て
仏
教
の
散
と
見
な
さ
れ
る
韓
愈
を
褒
め
た
。

韓
愈
冠
儒
冠
、
服
儒
服
、
口
語
六
籍
之
文
、
心
味
五
常
之
道
、
乃
仲
尼
之
徒
也
。
由
是
難
理
老
百
家
之
説
、
以
尊
其
教
、
臣
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其
宜
実
。

つ
ま
り
、
需
者
で
あ
っ
た
韓
愈
の
反
鶴
の
行
為
が
当
然
か
つ
正
当
な
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
の
学
徒
が
仏
教
の
教
え
を
護
る
た
め
韓

愈
の
精
神
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
左
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

智
円
は
中
憲
の
患
想
を
重
視
し
、
そ
れ
を
龍
樟
の
中
道
と
、
そ
し
て
荘
子
の
「
斉
物
論
」
の
思
想
と
並
べ
て
、
普
遍
の
真
理
に
位

置
づ
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
彼
は
自
ら
「
中
庸
子
」
と
号
し
、
中
庸
の
思
想
と
仏
教
の
教
え
と
泣
言
葉
は
違
っ
て
い

て
も
、
「
理
」
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。

古
先
覚
王
升
中
天
、
降
中
園
、
中
日
生
、
詮
中
理
、
談
中
教
c

種
之
尚
中
既
如
此
、
儒
之
尚
中
又
如
彼
、
中
之
為
義
大
夫
哉
!

解
希
乎
中
、
無
空
有
之
滞
、
行
希
乎
中
、
無
傷
部
之
失
、
事
希
子
中
、
無
狂
謂
之
答
、
言
希
乎
中
、
無
許
倭
之
弊
。
四
者
備
実
、

鯵
之
於
身
、
期
異
海
之
境
不
遠
市
復
、
化
之
於
入
、
期
聖
人
之
教
不
令
両
行
。

つ
ま
り
ノ
、
儒
教
と
仏
教
は
と
も
に
中
震
を
尊
び
、
中
庸
の
思
想
が
仏
教
の
伝
播
の
上
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。ま

た
、
智
円
が
三
教
融
合
の
立
場
か
ら
、
「
復
性
論
」
を
中
心
と
す
る
需
教
の
心
性
説
を
仏
教
の
中
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
そ
の

努
力
の
蹟
は
「
好
山
水
鉾
」
な
ど
の
文
章
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

山
也
水
也
、
君
子
好
之
甚
失
、
小
人
好
之
亦
甚
実
。
好
之
郎
博
也
、
所
以
好
之
期
異
乎
。
夫
君
子
之
好
也
、
停
復
其
性
、
小

人
之
好
道
、
務
悦
其
情
。
君
子
知
人
之
性
也
本
善
、
由
七
情
罰
沼
之
、
由
五
常
詰
復
之
、
五
常
所
以
制
其
情
也
。
由
是
観
山
之



静
依
仁
、
察
水
之
動
似
知
。
故
好
之
、
期
、
心
不
忘
於
仁
輿
知
也
。
小
人
好
之
期
不
然
、
唯
能
目
嵯
酸
、
耳
譲
浸
、
以
快
其
情
也
。

芸
局
仁
乎
つ
敦
震
知
乎
?
及
其
動
也
、
期
必
読
一
主
〈
道
弟
。

以
上
の
よ
う
な
智
円
の
論
説
が
唐
代
の
傷
者
李
鵬
物
な
ど
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
需
教
の
人
性
と
仏
教
の
鋳
性
誌
全
く
違
う
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
智
円
は
再
者
の
関
に
何
ら
か
の
関
係
の
あ
る
こ
と
を

見
出
そ
う
と
努
力
し
た
。
こ
れ
は
仏
教
側
の
三
教
融
合
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
人
々
の
中
に
お
い
て
も
極
め
て
珍
し
い
例
で

あ
る
と
言
え
る
が
、
智
円
の
思
想
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

智
円
の
没
後
、
浄
源
が
活
濯
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
親
孝
行
を
重
視
す
る
こ
と
に
お
い
て
両
者
は
一
致
し
て
い
る
が
、
語
源
は
智

円
の
『
孟
蘭
盆
経
」
に
対
す
る
注
釈
を
整
理
し
流
通
さ
せ
た
も
の
の
、
「
関
居
一
編
」
な
ど
の
童
一
回
一
物
に
つ
い
て
は
、
全
く
言
及
し
て
い

ま
い
。
そ
の
理
由
は
浮
源
が
他
の
点
に
お
い
て
は
智
円
の
説
に
用
意
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

五

契
嵩
の
「
輔
教
纏
』

智
円
の
時
代
か
ら
少
し
下
っ
て
、
活
躍
し
た
著
名
な
僧
侶
の
中
に
契
嵩
が
い
た
。
彼
は
三
教
関
採
の
問
題
に
対
し
て
、
数
多
く
の

著
作
を
撰
述
し
、
後
世
一
に
残
し
た
そ
の
影
響
は
非
常
に
大
き
い
と
い
え
る
。
契
嵩
(
一

O
O
七
i
一
O
七
二
)
の
俗
姓
は
李
で
あ
り
、

字
を
仲
霊
、
潜
子
と
号
し
た
。
藤
州
鐸
葬
(
今
の
慶
西
省
)
の
人
で
あ
る
。
七
歳
の
頃
に
出
家
し
、
十
四
議
で
具
足
戒
を
受
け
た
。

雲
間
宗
の
漏
出
暁
聡
禅
師

(
?
i
一
O
三
O
)
に
師
事
し
、
「
金
側
般
若
経
」
な
ど
の
経
典
を
学
ん
だ

G

宋
の
仁
宗
の
明
道
年
間

(一

O
三
二
l

一
O
三
三
)
、
彼
が
二
十
六
歳
の
頃
、
後
に
「
輔
教
一
編
」
の
一
部
を
構
成
す
る
「
原
教
」
な
ど
の
文
章
を
書
き
始
め
た
。

す
で
に
そ
の
頃
か
ら
、
契
嵩
辻
需
教
と
仏
教
と
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
、
仏
教
の
五
戒
を
需
教
の
五
常
と
対
忌
さ
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せ
る
べ
く
努
力
を
始
め
た
。
三
教
を
融
合
す
る
こ
と
が
彼
の
仏
教
の
教
学
と
実
践
の
活
動
に
お
い
て
、
終
始
、
そ
の
関
心
の
多
き
な

部
分
を
占
め
て
い
た
。
結
属
、
彼
の
努
力
は
朝
廷
に
認
め
ら
れ
、
支
持
を
得
た
。
仁
宗
皇
帝
が
彼
に
「
明
教
大
師
」
の
名
号
を
賜
っ

た
た
め
、
人
々
か
ら
「
明
教
契
嵩
」
と
呼
称
さ
れ
た
。

彼
の
著
作
に
は
「
鐸
津
文
集
』
な
ど
の
文
集
が
あ
り
、
そ
の
中
に
収
集
さ
れ
た
最
も
有
名
な
も
の
は
「
輔
教
一
編
」
で
あ
る
。
こ
の

「
輔
教
一
議
』
は
、
彼
の
三
教
融
合
思
想
の
集
大
成
的
な
書
物
で
、
当
時
の
実
力
者
に
三
田
呈
上
さ
れ
て
い
る

G

第
一
居
自
は
、
「
原
教
」

を
作
り
終
わ
っ
た
後
、
彼
が
そ
れ
を
杭
州
に
い
た
工
部
待
部
部
簡
に
贈
り
、
柱
州
の
知
州
張
方
平
に
渡
す
よ
う
頼
ん
だ
時
で
あ
る
。

部
簡
と
張
方
乎
は
と
も
に
契
嵩
の
文
章
に
対
し
て
、
高
い
評
倍
を
与
え
た
。
第
二
回
目
は
、
嘉
祐
三
年
(
一

O
五
八
年
)
、
『
輔
教
編
」

を
完
成
し
た
後
、
彼
は
当
時
の
言
都
で
あ
っ
た
開
封
へ
行
っ
た
杭
州
の
主
簿
関
景
仁
に
、
韓
培
、
曾
公
亮
、
欧
陽
修
な
ど
の
大
臣
に

呈
上
す
る
よ
う
こ
の
本
を
託
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
第
三
司
自
は
、
被
は
自
ら
関
封
へ
行
き
、
韓
埼
な
ど
に
「
輔
教
編
」
と
「
缶

法
正
宗
記
」
を
嬉
り
、
彼
ら
と
面
談
し
、
自
分
の
主
張
に
対
す
る
支
持
を
求
め
た
時
で
あ
る
。
更
に
、
彼
は
開
封
の
知
府
王
素
の
助

け
を
得
て
、
仁
宗
に
彼
の
著
作
と
「
高
言
書
」
な
ど
を
呈
上
し
た
。

こ
れ
ら
一
連
の
行
動
の
背
景
に
は
、
宋
代
の
統
治
が
内
憂
外
患
の
状
況
下
に
あ
り
、
儒
者
た
ち
に
よ
る
激
し
い
排
沸
運
動
が
興
っ

た
こ
と
が
指
揖
で
き
る
。
従
っ
て
、
智
円
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
契
嵩
が
意
識
し
た
当
面
の
急
務
は
仏
教
の
存
続
の
問
題
で
あ
っ
た

の
で
、
儒
教
の
震
位
を
承
認
し
な
が
ら
、
仏
教
の
特
存
の
価
値
を
も
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
っ
た
。
つ
ま
号
、
時
代
の
流
れ
が
現

に
信
教
に
よ
っ
て
完
全
に
制
覇
さ
れ
た
状
況
に
あ
っ
て
、
契
嵩
は
仏
教
を
維
持
す
る
た
め
、
封
建
王
朝
の
統
治
に
対
す
る
仏
教
の
価

値
、
そ
の
存
在
の
理
由
を
繰
り
返
し
陳
述
し
、
皇
帝
及
び
当
時
の
実
力
者
で
あ
っ
た
樗
者
の
官
捺
た
ち
を
説
得
す
べ
く
努
力
し
た
の

で
あ
る
。

契
嵩
は
、
三
教
は
そ
の
概
念
と
方
法
と
に
お
い
て
は
相
違
は
あ
る
が
、
実
質
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
共
通
の

実
糞
が
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
善
で
あ
る
と
い
う
。
彼
は
「
輔
教
編
』
の
中
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述



べ
て
い
る
。吉

之
有
聖
人
鷲
、
日
傍
、
日
儒
、
日
百
家
。
心
期
一
、
其
跡
期
異
c

夫
一
鷲
者
、
皆
欲
人
為
善
也
。
異
意
者
、
分
家
百
各
為

其
一
教
也
。
聖
人
各
為
其
教
、
故
其
教
人
之
方
、
有
浅
有
臭
、
有
近
春
遠
、
及
乎
絶
亜
必
需
人
不
詔
一
援
、
期
其
徳
一
向
感
。

契
嵩
は
宗
密
の
人
天
教
の
概
念
を
用
い
、
人
天
教
の
五
戒
十
善
と
儒
教
の
五
常
仁
義
と
を
対
応
さ
せ
て
い
る

G

そ
こ
で
は
、
表
面

的
に
は
、
設
は
儒
教
が
仏
教
の
低
い
段
階
と
一
致
し
、
仏
教
が
人
を
最
高
の
善
へ
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
但
し
、
既

に
紹
介
し
た
よ
う
に
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
契
嵩
が
仏
教
を
護
る
た
め
に
採
っ
た
姿
勢
で
あ
っ
て
、
本
質
で
は
そ
れ
は
援
が
儒
教
の
勢

力
に
屈
服
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た

G

契
嵩
は
、
智
円
と
同
じ
く
、
中
庸
の
思
想
を
重
視
し
、
中
庸
を
宇
宙
の
「
道
」
に
位
霊
付
け
た
。

中
庸
、
道
也
。
道
也
事
台
、
出
蔦
物
也
、
入
高
物
也
。
故
以
道
為
中
部
。

ま
た
、
彼
は
中
庸
の
思
想
を
基
準
と
し
て
歴
史
上
の
人
物
と
事
件
を
評
論
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
彼
は
「
教
不
可
泥
、
道
不
可
間
」
、

つ
ま
号
、
信
仰
が
単
な
る
形
式
に
拘
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
梁
の
武
帝
と
斉
の
文
宣
帝
は
多
く
の
仏
事
を
有
っ

た
と
泣
い
え
、
結
果
的
に
は
帝
王
の
仕
事
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
点
で
中
宥
の
道
理
に
反
し
て
お
り
¥
彼
ち
の
行

為
は
真
の
善
行
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
彼
は
「
高
僧
惇
」
に
載
っ
て
い
る
。
石
虎
に
言
っ
た
傍
図
澄
の
言
葉
を
引
用
し
、

言
説
の
証
左
と
し
て
い
る
。

三
教
交
渉
史
よ
り
み
た
誇
源
の
立
場
(
王
)
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夫
為
帝
王
之
者
、
正
当
以
誠
心
謹
合
大
頼
中
正
之
監
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
需
教
の
立
場
か
ら
仏
教
の
教
理
を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。

親
孝
行
を
重
視
す
る
の
は
宋
代
の
僧
侶
の
共
通
点
で
あ
る
が
、
契
嵩
は
こ
の
面
に
お
い
て
も
、
際
立
っ
て
い
る
。
『
輔
教
編
」

中
で
、
「
孝
論
」
の
部
分
に
多
大
の
紙
数
が
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
、
そ
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

こ
の
「
孝
論
」
は
十
二
章
に
分
か
れ
、
そ
れ
ら
に
明
孝
・
孝
本
・
原
孝
・
評
孝
・
必
孝
・
虞
孝
・
戒
孝
・
孝
出
・
徳
報
・
孝
行
・

終
孝
な
ど
の
標
題
を
離
し
て
い
る
。
明
孝
で
は
、
孝
は
戒
の
始
め
、
す
べ
て
の
善
行
が
孝
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
、
孝
本
で
は
、
道
・

詩
・
父
母
は
孝
の
根
本
で
あ
る
こ
と
、
原
孝
で
は
、
孝
の
行
為
は
必
ず
誠
を
以
っ
て
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
評
孝
で
は
、
孝
の
心
を

以
っ
て
、
一
切
衆
生
を
愛
護
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
必
孝
で
は
、
出
家
の
入
も
自
分
の
親
に
対
し
て
、
親
孝
行
を
や
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
、
由
民
孝
で
は
、
儒
教
と
仏
教
に
そ
れ
ぞ
れ
孝
が
あ
る
が
、
需
者
が
仏
教
の
孝
の
教
理
に
従
っ
て
す
れ
ば
、
最
大
の
善
を
遂
げ
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
孝
出
で
は
、
需
教
の
孝
に
轄
と
道
の
道
理
を
加
え
る
な
ら
、
孝
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
、

徳
孝
で
は
、
聖
人
に
な
る
条
件
は
親
孝
行
で
あ
る
こ
と
を
各
々
説
い
て
い
る
。
孝
行
と
終
孝
に
至
っ
て
、
有
名
な
僧
侶
の
事
跡
を
引

き
、
仏
教
の
賢
者
も
親
孝
行
を
行
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

仏
教
が
中
国
に
入
っ
て
以
来
、
需
教
と
の
論
争
の
最
大
の
焦
点
を
な
し
た
の
は
儒
教
の
倫
理
の
規
準
で
あ
る
と
こ
ろ
の
忠
と
孝
に

対
し
て
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
受
容
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た

G

「
沙
問
不
敬
王
者
」
な
ど
の
論
は
、
沙
問
は
世
俗
の
政
権

の
外
に
身
を
量
き
、
君
主
の
権
力
と
政
権
の
変
更
に
対
し
て
無
縁
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
仏
教
の
出
家
主
義
も
父
母
と

家
庭
を
尊
重
す
る
樗
教
の
立
場
と
衝
突
し
た
。
宋
代
以
後
、
君
主
独
裁
制
の
成
立
と
儒
教
の
復
興
に
伴
い
、
こ
の
二
つ
の
点
に
お
い

て
、
館
教
の
姿
勢
が
強
く
な
り
、
そ
の
立
場
は
一
歩
も
後
退
し
な
い
状
況
へ
と
転
じ
た
c

従
っ
て
、
契
嵩
、
智
円
な
ど
を
筆
頭
に
宋 の



代
の
僧
侶
は
儒
教
に
対
し
て
、
全
面
的
に
譲
歩
す
る
態
度
を
と
り
、
儒
教
と
妥
協
す
る
道
を
模
索
し
た
。

以
上
紹
介
し
た
よ
う
に
、
契
嵩
は
、
仏
教
の
立
場
か
ら
、
三
教
融
合
を
主
張
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
彼
が
儒
教
の
立
場
に
立

ち
、
条
理
的
に
信
教
の
教
理
を
活
か
し
て
、
仏
教
の
存
在
の
合
理
性
を
弁
護
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
、
彼
は
他
の
議
を
批
評
し
、
徹
底
的
な
三
教
融
合
説
を
守
る
。
ち
な
み
に
、
契
嵩
は
嘗
て
「
鐸
津
文
集
」
巻
十
三
の
「
評
北
山
海

公
書
」
で
、
「
北
山
録
」
を
批
評
し
、
攻
る
に
足
ら
な
い
も
の
を
採
っ
た
だ
け
で
綿
密
な
論
説
が
見
ら
れ
ず
、
護
れ
た
書
で
は
な
い

と
批
判
し
て
い
お
よ
無
論
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
必
ず
し
も
契
嵩
が
神
清
の
三
教
説
を
非
難
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
契
嵩
は

「
北
出
録
」
が
注
目
に
値
し
な
い
と
見
な
し
た
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。

誇
源
と
契
嵩
は
同
時
の
人
で
あ
り
、
し
か
も
再
者
が
同
じ
く
杭
州
を
中
心
と
す
る
地
域
で
活
動
し
て
い
た
た
め
、
面
識
が
あ
っ
た
。

記
述
に
よ
る
と
、
浄
源
は
嘗
て
自
分
が
編
集
し
た
詩
集
の
た
め
の
序
文
を
契
嵩
に
依
頼
し
て
い
る
。
ま
た
、
契
嵩
は
高
麗
義
天
に
宛

て
た
手
紙
の
中
で
、
昌
己
が
静
源
の
推
薦
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
て
、
恐
縮
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
見

れ
ば
、
海
源
と
契
嵩
は
相
互
に
尊
敬
し
合
う
間
柄
で
あ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
従
来
の
資
料
に
基
づ
く
浪
存
、
語
源
は
契
嵩
の
学
問

及
び
「
輔
教
編
」
に
対
し
て
、
正
面
か
ら
の
議
論
を
避
け
、
殆
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
幾
っ
か
考
え
ら

れ
る
が
、
浄
源
が
契
嵩
の
三
教
融
合
の
立
場
に
同
意
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
握
め
て
大
き
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

走。
....L... 
/¥ 

結

吾dト

旨濁

以
上
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
三
教
関
係
に
対
す
る
神
清
、
宗
密
、
智
円
と
契
嵩
の
西
人
の
主
張
は
二
派
に
分
け
ら
れ
る
。
祥
浩
と

宗
密
は
伝
統
的
会
仏
教
者
で
あ
り
、
そ
の
主
張
に
お
い
て
も
仏
教
の
優
越
を
信
ず
る
姿
勢
が
堅
持
さ
れ
て
い
た
。
智
円
と
契
嵩
誌
革

三
教
交
渉
史
よ
れ
ソ
み
た
捧
源
の
立
場
(
王
)
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三
教
交
渉
史
よ
り
み
た
浄
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立
場
(
王
)

一
九
六

新
的
な
仏
教
者
で
あ
り
、
樗
教
に
対
し
て
、
柔
軟
な
姿
勢
を
採
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
使
っ
た
「
伝
統
」
と
「
革
新
」
と
い

う
言
葉
は
あ
ま
り
適
窃
で
は
な
い
と
思
う
が
、
敢
え
て
こ
れ
を
用
い
て
二
派
の
椙
違
を
顕
し
た
い
。
浄
源
が
三
教
交
渉
の
問
題
に
お

い
て
採
っ
た
立
場
は
、
神
清
と
宗
密
の
意
克
を
支
持
し
、
智
円
と
契
嵩
の
主
張
を
認
め
な
い
立
場
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

宋
北
以
前
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
派
の
勢
力
が
強
か
っ
た
が
、
唐
代
の
中
国
仏
教
の
黄
金
期
が
過
ぎ
去
っ
た
の
に
伴
い
、
仏
教
者
は
革

薪
の
立
場
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
鰐
え
は
、
五
代
、
宋
代
の
初
頭
に
永
明
廷
書
も
三
教
関
係
に
つ
い
て
意
見
を
表
し
た
が
、

彼
誌
「
宮
内
善
問
帰
集
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

傍
法
如
海
、
無
所
不
包
。
至
理
猶
空
、
何
門
不
入
。
衆
哲
冥
舎
、
千
聖
交
詩
。
糞
俗
秀
一
行
、
愚
智
一
照
。
関
俗
諦
也
則
勤
臣

以
忠
、
動
子
以
孝
、
勤
圏
以
組
、
動
家
以
和
。
敷
巽
請
也
則
是
非
襲
浪
、
龍
一
前
倶
空
。

こ
の
引
用
文
の
み
か
ら
見
れ
ば
、
廷
書
誌
仏
教
の
教
え
が
「
真
諦
」
、
需
教
の
教
え
が
「
俗
語
」
で
あ
り
、
仏
教
は
智
慧
の
高
い

人
に
向
け
て
説
く
教
え
で
あ
り
、
需
教
は
一
般
の
智
慧
の
低
い
入
に
向
け
て
説
く
教
え
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
点
で
神
清
や
宗
密

な
ど
の
説
と
類
位
し
て
い
る
。
現
実
に
は
、
彼
は
「
孝
」
と
「
忠
」
を
第
一
の
一
福
田
、
つ
ま
り
最
高
の
善
業
と
見
な
し
て
い
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

尽
忠
立
孝
、
諸
国
治
家
、
行
謙
譲
之
嵐
、
履
恭
願
之
道
。

こ
れ
は
罷
者
の
言
葉
と
全
く
相
違
が
な
い
c

更
に
、
宋
の
統
治
が
安
定
し
た
後
、
革
新
派
の
主
張
は
一
層
時
代
の
主
流
に
な
っ
た
。

智
円
と
契
嵩
の
他
に
も
、
著
名
な
僧
侶
の
中
に
徹
底
的
な
三
教
融
合
を
主
張
し
て
い
た
入
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
例
と
し
て
、



太
宗
時
代
の
通
慧
賛
寧
(
九
一
九
i
一
0
0
二
、
仁
宗
と
神
宗
時
代
の
大
覚
懐
瑳
{
一

0
0
九
i
一
O
七
O
)
、
梯
印
了
元
(
一

O

三
二
1
1
2

一
O
九
八
)
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

通
慧
賛
寧
は
三
教
関
祭
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

三
教
循
環
、
務
部
復
始
:
・
豆
夫
儒
也
、
三
玉
以
降
、
民
宣
居
高
合
宜
。
道
也
者
、
五
帝
之
前
、
期
冥
符
於
不
宰
。
・
:
緯
氏
之

内
:
・
喜
多
怨
老
氏
、
兼
穀
陣
痛
一
教
:
・
夫
如
是
、
期
三
教
是
一
家
之
物
。

こ
こ
で
辻
、
賛
寧
は
中
国
仏
教
が
道
教
の
披
念
と
言
葉
を
借
り
、
儒
教
の
勢
力
を
頼
り
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
指
捕
し
て

い
る
。
こ
の
説
か
ら
す
る
な
ら
教
理
的
な
面
で
中
国
仏
教
の
性
格
を
解
釈
す
る
こ
と
が
可
龍
で
あ
る
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
は
中
国

の
歴
史
に
お
け
る
仏
教
の
実
際
の
変
遷
に
対
す
る
説
明
に
も
適
合
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
彼
は
「
三
教
循
環
」
の
説
を
提
出

し
、
三
教
が
時
機
に
応
じ
敦
化
の
役
割
を
交
代
す
る
が
、
教
化
の
吾
標
と
効
果
か
ら
晃
れ
ば
、
「
一
家
」
の
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
号
、

三
教
が
あ
く
ま
で
も
同
じ
立
場
に
お
い
て
封
建
王
朝
の
統
治
を
支
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

大
覚
懐
瑳
は
賛
寧
の
三
教
循
環
説
を
継
承
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
有
国
持
循
環
、
以
生
成
蔦
物
、
百
聖
人
之
教
迭
相
扶
持
、
以
化
成
天
下
、
亦
猶
是
而
己
実
。
至
其
謹
也
、
皆
不
能
無
弊
。

弊
、
迩
也
、
道
山
知
一
耳
。

こ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
天
が
季
節
の
循
環
よ
り
高
物
を
生
む
ご
と
く
に
、
聖
人
は
三
教
の
循
環
よ
り
衆
生
を
教
化
す
べ
き
こ
と
、

ま
た
袈
謹
が
な
い
教
え
は
有
り
得
、
ず
、
一
二
教
を
貫
い
て
い
る
道
は
同
一
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
説
い
て
い
る
。

三
教
交
渉
史
よ
号
み
た
浄
源
の
立
場
(
王
)
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崩
御
印
了
元
は
更
に
三
教
を
和
合
し
、
「
一
家
」
(
一
教
)
を
成
そ
う
と
し
た
。

道
冠
需
履
錦
袈
裟
、
和
会
三
家
作
一
家
。
忘
却
率
詑
天
上
路
、
双
林
痴
坐
得
龍
華
。

仏
教
界
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
三
教
融
合
を
提
唱
す
る
動
き
は
、
宋
代
の
政
治
と
文
化
と
密
接
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
宋
代
の
帝
王
と
大
臣
辻
、
唐
の
中
・
後
期
、
五
代
で
起
こ
っ
た
詫
乱
の
原
菌
が
、
需
教
の
信
条
が
乱
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ

る
と
見
な
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
朱
喜
…
は
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

唐
源
流
出
子
夷
荻
、
故
国
門
失
礼
之
事
不
以
為
異
。

彼
ら
辻
窟
を
異
民
族
、
或
い
は
教
養
に
欠
け
る
人
が
建
立
し
た
異
質
な
王
朝
で
あ
る
と
考
え
、
麿
の
京
市
王
と
大
臣
が
欝
教
と
道
教

を
崇
拝
し
た
こ
と
を
強
烈
に
批
判
し
、
需
教
の
復
興
を
唱
え
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
下
に
、
当
然
、
仏
教
者
は
三
教
融
合
、
換
言

す
れ
ば
儒
教
の
優
先
論
を
提
出
し
た
り
、
擁
護
し
た
り
す
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
持
源
は
こ
の
よ
う
な
患
潮
を
認
め
ず
、
ひ
た
す
ら
仏
教
を
最
高
の
段
階
に
位
量
付
け
よ
う
と
努
力
し
た
。
こ
の
た
め
、

彼
は
当
時
の
士
大
夫
及
び
朝
廷
か
ら
不
満
を
招
い
た
。
高
麗
の
義
天
が
入
宋
し
た
史
実
か
ら
見
る
と
、
義
天
が
浄
源
の
下
で
教
え
を

語
、
っ
べ
く
朝
廷
に
要
請
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
朝
廷
か
ら
は
知
人
が
推
薦
さ
れ
て
き
た
。
浄
漂
が
外
国
の
王
子
の
師
に
な
る
こ
と
を
最

初
か
ら
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
義
天
の
決
意
が
、
よ
う
や
く
実
を
結
び
誇
源
の
弟
子
に
な
る
こ
と
が
で

き
た
後
で
さ
え
、
樗
者
た
ち
は
依
然
と
し
て
浄
源
の
才
能
を
否
定
し
た
。
例
え
ば
、
三
教
融
合
説
を
支
持
し
、
名
僧
と
密
接
に
付
き

合
っ
た
蘇
載
は
義
天
が
浄
、
療
に
教
わ
る
こ
と
に
異
を
唱
え
、
静
源
は
庸
信
、
つ
ま
り
素
質
に
欠
け
た
凡
膚
な
舘
但
で
あ
る
と
厳
し
く



非
難
し
た
。自

熊
寧
以
来
、
高
麗
屡
入
朝
妻
、
再
議
騒
然
。
皆
医
好
民
等
交
通
、
誘
引
、
妄
談
罵
嬉
浄
源
、
通
暁
仏
法
、
以
致
義
天
美
慕
、

来
朝
徒
一
線
講
和

文
献
の
記
述
に
よ
る
と
、
浄
源
が
こ
の
よ
う
な
批
判
判
を
受
け
た
理
由
は
、
後
の
性
格
と
教
説
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

法
師
立
性
方
厳
、
有
質
問
者
、
有
所
不
合
、
期
必
産
之
。
難
遇
貴
勢
、
不
少
居
也
。
嘗
日
、
直
心
不
語
、
赴
道
之
本
、
未
聞

以
法
有
入
者
也
。

つ
ま
り
、
彼
は
当
時
の
実
力
者
で
あ
っ
た
信
者
た
ち
に
屈
従
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
主
張
を
堅
持
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

彼
は
た
だ
蒲
宗
孟
な
ど
の
窪
か
数
人
に
推
奨
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
浮
源
の
三
教
関
係
に
対
す
る
立
場
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
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Thoughts of the Three Religions 
Wang Song 

Jingyuan and the 

and Daoism of Confucianism， ideas the of confrontation The 

Buddhism， hereafter referred to as the Three Religions， is one of the 

most familiar topics of research on Chinese Buddhism. This confronta-

tion began at the time when Buddhism was introduced into China and 

went on until the opening of the 20th century. 80 that it may be calle辻

a characteristic facet of the history of Chinese Buddhism. As this is a 

very important subject， many scholars， whom 1 appreeiate a lot， have 

already made important contributions to it. 

8ince my concern is mostly with the thought andpracticeof Jingyuan 

(浄源 1011---1088)，a famous monkoftheHua-yanschool (Avatamsaka 

sect) of the 8ung dynasty， 1 started my research on this topic from his 

point of view. That is to say 1 focused on the connection between Jing-

yuan and the problems of the confrontation of the Three Religions. 

This study aimed at giving a more complete picture of the social 

and ideological background of Jingyuan's period， and of the nature of 

vlews Jingyuan's thought. It also includes a comparison between the 

of Jingyuan and four otherfamousBuddhistscholarsofdifferentperiods. 

within historical developments the elucidate This paper is meant to 

Chinese Buddhism through a study of the confrontation of the Three 

o 

Religions， and their ultimate compromise. 


