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ス
タ
イ
ン

1
0
8
7

號
﹃
金
剛
般
若
義
記
﹄
の
作
者
に
關
す
る
考
察

定

源
︵
王

招
國
)

は
じ
め
に

い
ま
よ
り
百
年
前
に
中
國
の
西
陲
に
お
い
て
敦
煌
遺
書
が
發
見
さ
れ
た
こ
と
は(�
)

︑
中
國

に
お
け
る
中
古
社
會
・
經
濟
・
文
化
︑
と
り
わ
け
佛
教
の
研
究
領
域
に
と
っ
て
最
大
の
朗

報
と
い
え
る
︒
た
だ
し
︑
發
見
さ
れ
た
敦
煌
遺
書
は
斷
簡
が
多
く
︑
か
つ
著
者
不
明
の
寫

本
も
少
な
く
な
い
︒
敦
煌
學
の
研
究
は
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
︑
今
な
お
數
多
く
の
文

獻
が
作
者
不
明
の
ま
ま
で
あ
り
︑
そ
の
糸
口
す
ら
見
え
な
い
状
態
に
あ
る
︒

ロ
ン
ド
ン
の
大
英
圖
書
館
に
現
藏
さ
れ
て
い
る
ス
タ
イ
ン
1
0
8
7
號
の
文
書
は
︑
兩
面

書
寫
︑
全
十
四
紙(

)

︑
表
面
に
は
戒
律
文
獻
で
あ
る
﹃
薩
婆
多
毘
尼
毘
婆
沙
﹄
巻
四
の
一
部

分
が
書
寫
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
裏
面
に
は
﹁
金
剛
般
若
義
記
一
巻
上
﹂
︵
以
下
﹃
義
記
﹄
と

略
�
す
る
︶
を
首
題
と
し
て
︑
一
行
二
十
三
字
前
後
で
書
寫
さ
れ
て
い
る
が
︑
現
存
し
て

い
る
の
は
わ
ず
か
二
百
六
行
の
み
で
あ
る
︒
首
題
の
下
に
後
人
の
手
に
よ
っ
て
朱
筆
で
書

か
れ
た
﹁
大
乘
百
法
明
門
﹂
の
六
字
が
見
ら
れ
る
ほ
か
︑
全
文
の
筆
蹟
か
ら
︑
複
數
の
書

き
手
に
よ
っ
て
抄
寫
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
︑
お
よ
そ
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
ま
で
の
寫
本

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
義
記
﹄
は
表
面
の
文
書
と
は
別
筆
で
あ
り
︑
ま
た
兩
者
の
内

容
か
ら
み
て
も
︑
相
互
に
密
接
な
關
連
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

『義
記
﹄
の
内
容
は
︑
す
で
に
﹃
大
正
新
脩
大
藏
經
﹄
︵
以
下
﹃
大
正
藏
﹄
と
略
�
す
る
︶

八
十
五
巻
の
古
逸
部
︵
N
o
.
2
7
4
0
,
p
p
.
1
3
7
c
1
2
-
1
4
1
a
9︶
に
收
録
さ
れ
て
い
る(�
)

︒
こ
の
文

獻
に
對
し
て
︑
矢
吹
慶
輝
博
士
は
﹃
鳴
沙
餘
韻
﹄
で
簡
略
な
解
題
を
行
っ
た
上
で
︑
そ
の

文
末
に
﹁
撰
者
に
就
き
て
は
更
に
攷
ふ
べ
し(�
)

﹂
と
言
及
さ
れ
て
い
る
︒

『義
記
﹄
に
關
す
る
作
者
の
問
題
に
つ
い
て
︑
宇
井
伯
壽
博
士
は
﹃
金
剛
般
若
經
及
び

論
の
翻
譯
並
に
注
釋
﹄
に
お
い
て
﹁
二
七
四
〇
は
金
剛
般
若
義
記
が
若
し
琛
法
師
の
義
記

四
巻
の
一
部
分
で
あ
る
と
す
れ
ば
甚
だ
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る(�
)
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
﹁
琛
法
師
﹂
と
い
う
の
は
隋
代
の
曇
琛
を
指
す
と
考
え
て
間
違
い
な
い
︒
要
す
る

に
作
者
不
明
の
﹃
義
記
﹄
は
︑
曇
琛
の
作
品
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
宇
井
博
士
の
提
示
に
し
た
が
っ
て
︑﹃
義
記
﹄
は
は
た
し
て
曇
琛
の
作
品

か
ど
う
か
に
つ
い
て
檢
討
し
て
み
た
い
︒

一

『義
記
﹄
の
著
述
年
代

『義
記
﹄
の
作
者
に
つ
い
て
︑
隋
代
の
曇
琛
か
ど
う
か
を
檢
證
す
る
に
先
立
っ
て
︑
ま
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ず
當
該
文
獻
の
著
述
年
代
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
本
節
で
は
﹃
義

記
﹄
の
内
容
を
概
觀
し
︑
と
く
に
文
中
に
お
け
る
引
用
典
籍
を
調
べ
た
う
え
で
︑
そ
の
著

述
年
代
を
考
え
て
い
き
た
い
︒

｢金
剛
般
若
義
記
一
巻
上
﹂
と
い
う
首
題
か
ら
︑
そ
の
本
來
の
形
態
は
︑
少
な
く
と
も

二
巻
本
︑
或
い
は
三
巻
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
﹁
一
巻
上
﹂
の
記
述
か
ら
︑

﹁
一
巻
下
﹂︑
或
い
は
﹁
一
巻
中
﹂﹁
一
巻
下
﹂
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
り
︑
四
巻
本
ま

た
六
巻
本
の
巻
數
も
想
定
さ
れ
る
︒
巻
首
に
あ
る
﹁
然
眞
空
虛
寂
﹂
か
ら
﹁
使
一
味
聖
典

無
量
軀
分
﹂
ま
で
の
内
容
は
︑
開
經
す
る
前
の
序
文
と
見
て
も
よ
い
が
︑
そ
の
次
に
大
乘

滿
字
と
小
乘
半
字
の
二
教
を
も
っ
て
︑﹃
金
剛
般
若
經
﹄
を
大
乘
滿
字
の
法
門
に
判
攝
す

る
︒
文
中
で
﹁
婆
伽
婆
﹂﹁
舍
婆
提
﹂
な
ど
の
經
文
を
注
釋
し
て
い
る
の
で
︑﹃
義
記
﹄
は

菩
提
流
支
譯
本
の
注
釋
書
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
︒

菩
提
流
支
︵
菩
提
留
支
︶
は
︑
唐
・
道
宣
﹃
續
高
僧
傳
﹄
巻
一
・
譯
經
篇
の
中
に
列
傳

が
あ
り
︑
北
天
竺
の
人
︑
永
平
元
年
︵
五
〇
八
︶
に
洛
陽
に
來
遊
し
た
と
い
う
︒
傳
記
で

は
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
の
翻
譯
年
代
を
明
記
し
て
い
な
い
が
︑
隋
・
費
長
房
﹃
歷
代
三
寶

紀
﹄
巻
九
に
よ
れ
ば
︑﹁
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
一
巻

永
平
二
年
於
胡
相
國
第
譯
︑
是
第

二
出( 
)

﹂
と
あ
り
︑
彼
が
洛
陽
に
來
遊
し
た
翌
年
︑
即
ち
永
平
二
年
︵
五
〇
九
︶
に
翻
譯
さ

れ
た
と
示
し
て
い
る
︒
そ
の
記
録
は
後
の
﹃
大
唐
内
典
録
』・
『大
周
刊
定
衆
經
目
録
』・

『開
元
釋
教
録
﹄
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
菩
提
流
支
に
は
﹃
金
剛
般
若

經
﹄
の
翻
譯
以
外
に
︑
天
親
造
﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
論
﹄︵
以
下
﹃
天
親
論
﹄
と
略
�
す

る
︶
と
︑
そ
の
注
釋
書
で
あ
る
﹃
金
剛
仙
論
﹄
を
翻
譯
し
た
も
の
が
あ
る("
)

︒﹃
天
親
論
﹄

の
翻
譯
は
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
と
同
年
で
︑﹃
金
剛
仙
論
﹄
は
大
正
藏
本
の
巻
五
・
六
・
九

の
内
題
の
下
に
あ
る
﹁
魏
天
平
二
年
菩
提
流
支
三
藏
於
洛
陽
譯
﹂
の
記
事
を
信
じ
る
な
ら

ば
︑
西
歴
五
三
五
年
に
譯
出
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
︒

後
述
の
よ
う
に
︑﹃
義
記
﹄
は
︑﹃
天
親
論
﹄﹃
金
剛
仙
論
﹄
に
よ
っ
て
注
譯
を
施
し
た

た
め
︑
そ
の
著
述
年
代
は
﹃
金
剛
仙
論
﹄
を
譯
出
し
た
天
平
二
年
︵
五
三
五
︶
以
降
に
上

限
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
で
は
︑
下
限
年
代
は
い
つ
ま
で
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
題
に
關
し

て
︑
現
在
︑
有
力
な
手
が
か
り
を
得
な
い
が
︑﹃
義
記
﹄
に
お
け
る
典
籍
の
引
用
状
況
か

ら
あ
る
程
度
の
推
測
が
可
能
と
な
る
︒
殘
存
す
る
﹃
義
記
﹄
に
み
ら
れ
る
引
用
經
名
は
︑

以
下
の
よ
う
に
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

�

『華
嚴
﹄︵
四
十
巻
︑
六
十
巻
︑
八
十
巻
三
種
の
譯
本
が
あ
る
︶




『十
地
﹄
︵
姚
秦
・
鳩
摩
羅
什
譯
﹃
十
地
經
論
﹄︑
或
い
は
唐
・
尸
羅
達
摩
譯
﹃
佛
説
十
地
經
﹄︶

�

『大
雲
﹄
︵
東
晉
・
竺
佛
念
譯
﹃
大
方
等
無
相
經
﹄︶

�

『法
鼓
﹄
︵
劉
宋
・
求
那
跋
陀
羅
譯
﹃
大
法
鼓
經
﹄︶

�

『摩
訶
般
若
﹄
︵
姚
秦
・
鳩
摩
羅
什
譯
︶

 

『大
集
﹄
︵
北
涼
・
曇
無
讖
譯
﹃
大
方
等
大
集
經
﹄︶

"

『涅
槃
﹄
︵
北
涼
・
曇
無
讖
譯
︶

#

『金
剛
般
若
﹄
︵
姚
秦
・
鳩
摩
羅
什
譯
︑
或
い
は
北
魏
・
菩
提
流
支
譯
︶

$

『人
︵
仁
︶
王
經
﹄
︵
晉
・
竺
法
護
譯
︑
或
い
は
陳
・
眞
諦
譯
︶

『光
讚
﹄
︵
晉
・
竺
法
護
譯
︶

10

『大
空
︵
品
ヵ
︶
﹄
︵
姚
秦
・
鳩
摩
羅
什
譯
﹃
摩
訶
般
若
﹄︶

11

『道
行
﹄
︵
後
漢
・
支
婁
迦
讖
譯
︶

12

『闍
王
懺
悔
經
﹄
︵
譯
者
不
明
︶

13『義
記
﹄
が
殘
巻
で
あ
る
た
め
︑
以
上
に
舉
げ
て
き
た
十
三
種
の
經
名
が
︑﹃
義
記
﹄
全

體
の
引
用
情
況
を
反
映
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒
曇
無
讖
譯
の
﹃
涅
槃
經
﹄
か
ら
は
二

箇
所
の
内
容
を
引
用
し
て
い
る
が
︑
經
名
の
み
を
提
示
し
た
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
︒
な
お
︑

﹃
華
嚴
﹄
の
よ
う
に
經
名
の
み
が
引
用
さ
れ
る
場
合
は
︑
東
晉
の
六
十
華
嚴
︵
佛
駄
陀
跋
羅
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譯
)
・
唐
代
の
八
十
華
嚴
︵
實
叉
難
陀
譯
)
・
四
十
華
嚴
︵
般
若
譯
︶
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
︑

引
用
文
が
見
ら
れ
な
い
の
で
判
断
し
難
い
︒
最
後
の
﹃
闍
王
懺
悔
經
﹄
は
︑
歴
代
經
録
に

は
見
え
ず
︑
譯
者
も
不
明
で
あ
る
が
︑
唐
・
圓
測
﹃
仁
王
經
疏
﹄
巻
一
に
見
ら
れ
る
﹁
如

金
剛
仙
論
︑
及
眞
諦
所
引
闍
王
懺
悔
經
説(#
)

﹂
と
い
う
引
文
が
あ
る
か
ら
︑
眞
諦
︵
四
九
九

袞
五
六
九
︶
以
前
に
存
在
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
︒

『義
記
﹄
に
お
い
て
︑
上
列
し
た
經
名
の
ほ
か
に
︑﹁
釋
云
﹂
六
回
︑﹁
論
云
﹂
二
回
︑

﹁
解
云
﹂﹁
偈
云
﹂﹁
釋
論
説
﹂﹁
釋
論
廣
説
﹂﹁
釋
論
中
﹂
な
ど
の
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
一
回

ず
つ
見
出
さ
れ
る
︒﹁
釋
云
﹂
と
﹁
解
云
﹂
の
内
容
は
︑
即
ち
﹁
釋
し
て
云
く
﹂﹁
解
し
て

云
く
﹂
の
意
味
で
あ
り
︑﹃
義
記
﹄
作
者
自
身
の
言
葉
で
あ
ろ
う
︒﹁
偈
云
﹂
は
﹃
大
智
度

論
﹄
巻
二
か
ら
の
引
用
で
︑﹁
論
云
﹂
の
引
用
は
﹃
天
親
論
﹄
の
内
容
で
あ
る
と
確
認
で

き
る
︒﹁
釋
論
説
﹂﹁
釋
論
廣
説
﹂﹁
釋
論
中
﹂
の
﹁
釋
論
﹂
は
︑
い
ず
れ
も
﹃
天
親
論
﹄

の
注
釋
書
﹃
金
剛
仙
論
﹄
を
指
す
も
の
で
あ
る
︒

『義
記
﹄
の
引
用
状
況
か
ら
見
て
︑
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
︑
玄
奘
三
藏
に
よ
っ
て

翻
譯
さ
れ
た
經
典
名
を
一
つ
も
檢
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
周
知
の
よ
う

に
︑
羅
什
の
舊
譯
に
比
べ
て
︑
玄
奘
の
新
譯
事
業
が
中
國
佛
教
へ
與
え
た
影
響
は
極
め
て

大
き
い
︒
も
ち
ろ
ん
玄
奘
以
降
の
著
作
が
︑
必
ず
し
も
玄
奘
譯
經
を
引
用
す
る
わ
け
で
は

な
い
が
︑﹃
金
剛
般
若
經
﹄
の
注
釋
書
に
お
い
て
は
窺
基
の
﹃
金
剛
般
若
經
會
釋
﹄
を
は

じ
め
︑
華
嚴
四
祖
と
さ
れ
た
宗
密
の
﹃
金
剛
般
若
經
疏
論
纂
要
﹄
な
ど
に
し
て
も
︑
い
ず

れ
も
玄
奘
譯
經
か
ら
の
影
響
が
か
な
り
多
く
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
殘
存
す
る

﹃
義
記
﹄
の
内
容
に
お
い
て
は
玄
奘
譯
經
か
ら
の
影
響
を
一
つ
も
見
出
せ
ず
︑
そ
の
引
用

し
た
經
典
は
隋
代
以
前
に
譯
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
義
記
﹄

の
著
述
年
代
は
︑﹃
金
剛
仙
論
﹄
が
翻
譯
さ
れ
た
天
平
二
年
︵
五
三
五
︶
か
ら
玄
奘
の
歸
朝

し
た
貞
觀
十
九
年
︵
六
四
五
︶
に
か
け
て
の
約
百
十
年
の
間
に
限
定
す
る
の
が
妥
當
で
あ

ろ
う
︒二

天
平
二
年
か
ら
貞
觀
十
九
年
ま
で
の
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
注
釋
書

周
知
の
よ
う
に
︑﹃
金
剛
般
若
經
﹄
は
中
國
佛
教
に
お
い
て
六
回
に
わ
た
っ
て
漢
譯($
)

さ

れ
て
い
る
が
︑
よ
く
讀
ま
れ
て
い
た
も
の
は
羅
什
譯
で
あ
る
︒
貞
觀
十
九
年
︵
六
四
五
︶

ま
で
の
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
譯
本
と
い
え
ば
︑
玄
奘
譯
と
義
淨
譯
を
除
き
︑
四
種
の
譯
本
を

傳
え
て
い
る
︒
天
平
二
年
︵
五
三
五
︶
か
ら
貞
觀
十
九
年
︵
六
四
五
︶
ま
で
の
約
百
十
年
の

間
に
こ
の
四
種
の
譯
本
に
關
す
る
注
釋
書
が
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
著
さ
れ
た
か
は
知
り
え

な
い
が
︑
各
目
録
な
ど
の
資
料
に
よ
っ
て
︑
以
下
の
よ
う
に
列
舉
す
る
こ
と
が
で
き
る

︵
第
�
表
︶
︒

こ
こ
で
は
︑
各
々
の
文
獻
か
ら
六
人
の
著
者
︑
計
八
種
の
注
釋
書
を
あ
げ
た
が
︑
存
否

状
況
と
し
て
は
三
存
六
欠
と
な
る
︒
一
つ
の
文
獻
を
見
て
も
各
目
録
に
お
い
て
︑
そ
の
著

録
し
た
名
�
や
巻
數
な
ど
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
︒
先
賢
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
以
上
の

現
存
書
の
う
ち
︑
③
智
顗
撰
と
題
す
る
﹃
金
剛
般
若
經
疏
﹄
一
巻
は
後
人
の
假
托
と
認
定

さ
れ
︑
智
顗
の
眞
撰(
)
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︒
⑥
の
慧
淨
注(
)
と
④
の
吉
藏
義
疏
は
現
存

10

11

し
て
お
り
︑﹃
義
記
﹄
で
な
い
こ
と
は
明
確
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
義
記
﹄
は
以
下
の

表
の
範
圍
で
考
え
る
と
︑
散
佚
し
た
資
料
に
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒

ま
ず
︑
眞
諦
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
の
注
釋
書
に
つ
い
て
︑
目
録
上
に
お
い
て
﹃
金
剛
般
若

疏
﹄
十
一
巻
と
﹃
金
剛
般
若
記
﹄
四
巻
を
著
し
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
現
存

し
て
お
ら
ず
︑
そ
の
全
貌
を
知
り
え
な
い
︒
眞
諦
自
身
が
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
を
譯
し
て
い

た
こ
と
か
ら
︑
そ
の
﹃
疏
﹄
と
﹃
記
﹄
は
︑
お
そ
ら
く
彼
自
身
の
譯
本
に
對
す
る
注
解
で

あ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
︑
菩
提
流
支
譯
本
の
注
釋
書
で
あ
る
﹃
義
記
﹄
は
︑
眞
諦
の
著
作
と

（ 49 ）



は
到
底
考
え
難
い
の
で
あ
る
︒

次
に
︑
眞
諦
以
後
︑﹃
金
剛
般
若
經
﹄
の
注

釋
書
は
︑
地
論
南
道
派
の
學
者
で
あ
っ
た
淨
影

寺
慧
遠
の
﹃
金
剛
般
若
注
﹄
一
巻
が
あ
る
︒
淨

影
寺
慧
遠
の
著
作
は
頗
る
多
く(
)

︑﹁
⁝
義
記
﹂

12

と
題
す
る
書
名
は
少
な
く
と
も
六
種
が
あ
り
︑

﹃
義
記
﹄
の
書
名
と
ま
っ
た
く
一
致
す
る
︒
し

か
し
︑
歴
代
經
録
か
ら
み
れ
ば
︑
慧
遠
﹃
金
剛

般
若
經
﹄
の
注
釋
書
は
︑﹁
義
記
﹂
と
題
す
る

も
の
で
は
な
く
︑﹁
金
剛
般
若
注
﹂
と
あ
る
︒

ま
た
︑
前
述
し
た
よ
う
に
︑﹃
義
記
﹄
の
巻
數

に
つ
い
て
は
︑
少
な
く
と
も
二
巻
︑
四
巻
お
よ

び
六
巻
と
い
う
偶
數
の
可
能
性
が
高
く
︑
一
巻

本
と
さ
れ
る
﹃
金
剛
般
若
注
﹄
と
異
な
っ
て
い

る
︒
目
録
の
情
報
か
ら
見
て
︑﹃
義
記
﹄
は
慧

遠
の
著
作
と
も
考
え
ら
れ
な
い
︒

ま
た
︑
吉
藏
撰
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
の
注
釋
書

に
つ
い
て
︑
目
録
上
に
は
二
本
あ
る
が
︑
現
存

す
る
の
は
﹃
金
剛
般
若
經
義
疏
﹄
︵
以
下
︑﹃
義

疏
﹄
と
略
�
す
る
︶
四
巻
の
み
で
あ
る
︒
散
逸

し
た
﹃
金
剛
般
若
經
玄
義
記
﹄
は
︑
そ
の
書
名

が
﹃
義
記
﹄
と
あ
る
程
度
相
似
し
て
い
る
が
︑

吉
藏
に
は
す
で
に
羅
什
の
譯
本
に
注
譯
し
た

﹃
義
疏
﹄
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
以
外
に
ま
た
菩
提
流
支
の
譯
本
に
注
釋
を
施
し
た
と
は
到
底

考
え
ら
れ
な
い
︒
し
か
も
︑﹃
義
疏
﹄
の
﹁
十
重
﹂
を
も
っ
て
經
の
全
體
を
解
釋
し
た
の

に
對
し
て
︑
二
門
分
別
を
取
っ
て
判
攝
し
た
﹃
義
記
﹄
は
︑
注
釋
形
式
が
ま
っ
た
く
相
違

し
て
お
り
︑
同
一
人
の
書
物
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑﹃
義
記
﹄
を

吉
藏
の
著
作
と
認
め
る
の
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
︒

上
述
の
よ
う
に
︑﹃
義
記
﹄
の
作
者
と
し
て
眞
諦
・
吉
藏
・
慧
遠
の
可
能
性
を
排
除
す

る
な
ら
︑
曇
琛
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
︒
以
下
︑
曇
琛
の
著
作
か
ら
檢
討

し
て
い
き
た
い
︒

三

曇
琛
の
著
作
に
つ
い
て

中
國
佛
教
史
上
に
お
い
て
︑
隋
代
の
曇
琛
は
︑
同
時
代
の
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
三
大
師

と
呼
ば
れ
た
慧
遠
︑
智
顗
︑
吉
藏
に
比
べ
て
︑
ほ
ぼ
我
々
に
忘
れ
ら
れ
た
人
物
の
一
人
で

あ
る
︒
唐
・
道
宣
﹃
續
高
僧
傳
﹄
な
ど
の
僧
傳
文
獻
に
そ
の
傳
記
は
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
︑

彼
の
生
年
事
蹟
に
つ
い
て
は
今
日
ま
で
殆
ど
不
明
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
曇
琛
の
著
作
に
つ

い
て
︑
唐
の
司
元
大
夫
を
務
め
た
隴
西
の
李
儼
が
西
明
寺
の
道
世
撰
﹃
金
剛
般
若
經
集

注
﹄
の
た
め
に
書
い
た
序
に
お
い
て
︑
以
下
の
一
文
を
殘
し
て
い
る
︒

然
此
梵
本
至
秦
弘
始
︑
有
羅
什
三
藏
︑
於
長
安
城
創
譯
一
本
︑
名
舍
衛
國
︒
曁
於
後

魏
宣
武
之
世
︑
有
流
支
三
藏
︑
於
洛
陽
城
重
翻
一
本
︑
名
舍
婆
提
︒
江
南
梁
末
有
眞

諦
三
藏
︑
又
翻
一
本
名
祇
樹
林
︒
隋
初
開
皇
︑
有
佛
陀
耶
舍
三
藏
︑
又
翻
一
本
名
祇

陀
林
︒
大
唐
有
玄
奘
三
藏
︑
又
翻
一
本
名
誓
多
林
︒
雖
分
軫
揚

︑
同
歸
至
極
︑
而

鏕

筌
詞
析
義
︑
頗
亦
殊
途
︒
然
流
支
翻
者
兼
帶
天
親
釋
論
三
巻
︑
又
翻
金
剛
仙
論
十
巻
︑
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隋
初
耶
舍
又
翻
無
著
釋
論
兩
巻
︑
比
校
三
論
︑
文
義
大
同
︒
然
新
則
理
隱
而
文
略
︑

舊
則
工
顯
而
義
周
︒
兼
有
秦
世
羅
什
︑
晉
室
謝
靈
運
︑
隋
代
曇
琛
︑
皇
朝
慧
淨
法
師

等
︑
並
器
業
韶
茂
︑
博
雅
洽
聞
︑
耽
味
茲
典
︑
俱
為
注
釋(
)

︒
13

李
儼
の
序
で
は
︑
ま
ず
羅
什
か
ら
玄
奘
ま
で
の
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
の
五
譯
本
を
擧
げ
て

い
る
︒
即
ち
羅
什
譯
︵
舍
衛
國
︶
︑
菩
提
流
支
譯
︵
舍
婆
提
︶
︑
眞
諦
譯
︵
祇
樹
林
︶
︑
佛
陀

耶
舍
譯
︵
祇
陀
林
︶
︑
玄
奘
譯
︵
誓
多
林
︶
で
あ
る
︒
上
文
に
は
︑
秦
の
羅
什
︑
晉
の
謝
靈

運
︑
隋
の
曇
琛
︑
唐
の
慧
淨
な
ど
が
と
も
に
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
に
注
釋
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
が
︑
羅
什
が
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
に
注
釋
し
た
と
い
う
記
述
は
事
實
で
は
な
く
︑

お
そ
ら
く
羅
什
の
弟
子
で
あ
る
僧
肇
の
﹃
注
金
剛
經
﹄
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑

﹃
大
日
本
卍
新
纂
續
藏
經
﹄
第
二
十
四
冊
に
收
め
ら
れ
て
い
る
僧
肇
の
名
を
冠
し
た
﹃
注

金
剛
經
﹄
は
︑
實
際
に
は
謝
靈
運
の
﹃
注
金
剛
經
﹄
で
あ
る
こ
と
が
近
年
の
研
究(
)

に
よ
っ

14

て
明
ら
か
で
あ
り
︑
眞
の
僧
肇
撰
﹃
注
金
剛
經
﹄
は
す
で
に
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
︒﹃
金
剛
般
若
經
﹄
に
注
釋
し
た
四
人
に
つ
い
て
︑
李
儼
序
に
お
け
る
羅
什
︵
僧
肇
ヵ
)
・

謝
靈
運
・
曇
琛
・
慧
淨
と
い
う
配
列
が
年
代
順
で
あ
る
の
は
明
瞭
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑

隋
代
に
お
い
て
名
の
高
い
慧
遠
と
吉
藏
に
言
及
せ
ず
︑
た
だ
曇
琛
の
名
を
提
示
し
て
い
る

こ
と
か
ら
︑
曇
琛
が
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
に
注
釋
し
た
と
い
う
記
述
は
︑
少
な
く
と
も
唐
代

の
初
中
期
に
ま
で
そ
の
傳
承
を
持
ち
續
け
て
き
た
と
想
定
さ
れ
る
︒

李
儼
序
以
降
︑
曇
琛
が
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
に
注
釋
し
た
と
い
う
記
述
は
︑
随
分
時
代
を

下
り
︑
清
代
に
至
っ
て
︑
無
是
道
人
﹃
金
剛
經
如
是
解
﹄
末
に
あ
る
性
琮
が
書
い
た
跋
文(
)

︑
15

ま
た
仲
之
屛
輯
﹃
金
剛
經
注
正
訛
﹄
の
前
に
徐
來
賓
が
書
い
た
序
文(
)

に
お
い
て
關
係
す
る

16

記
録
が
み
え
る
が
︑
こ
れ
ら
の
記
録
は
李
儼
序
の
内
容
を
も
と
に
書
い
た
も
の
に
間
違
い

な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
二
文
と
も
に
謝
靈
運
の
前
に
羅
什
注
釋
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
︒

そ
れ
は
李
儼
序
の
誤
記
に
氣
付
い
た
た
め
の
訂
正
で
あ
ろ
う
︒

李
儼
は
︑
字
を
仲
思
と
い
い
︑
龍
朔
年
間
︵
六
二
二
頃
︶
の
人
で
あ
る
が
︑
生
卒
年
は

不
詳
で
あ
る
︒
彼
は
道
世
﹃
金
剛
般
若
經
集
注
﹄
の
た
め
に
序
を
書
い
た
ほ
か
︑
同
じ
道

世
編
﹃
法
苑
珠
林
﹄
の
序
を
作
っ
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
以
外
に
も
︑
多

く
の
佛
教
關
係
の
碑
文(
)

を
撰
し
て
お
り
︑
中
で
も
﹁
益
州
多
寶
寺
道
因
禪
師
碑
﹂
が
最
も

17

有
名
で
あ
る
︒
そ
の
佛
教
關
係
文
か
ら
︑
李
儼
と
多
く
の
僧
侶
と
の
間
に
密
接
な
交
流
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
撰
述
し
た
﹃
集
注
﹄
の
序
は
︑
羅
什
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
注

釋
の
誤
り
を
犯
し
た
も
の
の
︑
基
本
的
に
信
憑
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

曇
琛
の
著
作
に
關
し
て
︑
李
儼
序
の
ほ
か
に
︑
日
本
側
の
關
連
記
録
を
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒﹃
大
日
本
古
文
書
﹄︵
編
年
文
書
︶
所
收
の
神
護
景
雲
二
年
︵
七
六
八
︶
の

寫
經
記
録
に
﹁
金
剛
般
若
論
疏
四
巻

琛
法
師(
)

﹂
と
著
録
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
琛
法
師
が

18

隋
代
の
曇
琛
か
ど
う
か
は
確
實
に
知
り
え
な
い
が
︑
景
雲
二
年
以
前
の
人
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
定
で
き
る
︒
こ
れ
に
關
連
し
て
︑
經
録
側
の
資
料
に
お
い
て
は
︑
永
超
撰
﹃
東
域
傳

燈
目
録
﹄
︵
寬
治
八
年
︵
一
〇
九
四
︶︶
巻
一
に
﹁
金
剛
般
若
論
疏
三
巻
︵
惠
遠
︶
﹂
と
著
録

し
た
後
に
續
い
て
﹁
同
論
義
記
四
巻
︵
琛
法
師(
)
︶﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
惠

19

遠
﹂
と
は
淨
影
寺
の
慧
遠
に
あ
た
り
︑
琛
法
師
が
曇
琛
か
ど
う
か
依
然
と
し
て
斷
定
し
難

い
︒
し
か
し
︑﹁
同
論
義
記
四
巻
︵
琛
法
師
︶
﹂
の
著
録
を
︑
慧
遠
と
吉
藏
の
著
作
の
間
に

挿
入
し
た
配
列
の
事
實
か
ら
︑
慧
遠
↓
琛
法
師
↓
吉
藏
の
順
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
と
讀

み
と
れ
る
︒
と
す
れ
ば
︑﹁
琛
法
師
﹂
は
慧
遠
と
吉
藏
の
間
に
存
在
し
た
人
物
で
あ
っ
た

と
十
分
に
考
え
ら
れ
る
︒

｢
琛
法
師
﹂
の
著
述
に
つ
い
て
調
査
す
る
に
あ
た
っ
て
最
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
京

都
市
の
法
金
剛
院
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
平
安
時
代
に
書
寫
さ
れ
た
﹃
大
小
乘
經
律
論
疏
記

目
録(
)

﹄
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
當
該
目
録
の
巻
上
に
﹁
金
剛
般
若
論
疏
一
部
四
巻

琛
法
師

20
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百
三
十
七
紙(
)

﹂
と
見
出
せ
る
︒
こ
の
記
録
は
︑
上
掲
し
た
正
倉
院
文
書
の
著
録
し
た
内
容

21

と
は
ほ
ぼ
一
致
し
︑﹁
一
部
四
巻
﹂︑﹁
百
三
十
七
紙
﹂
と
明
記
し
て
い
る
︒﹃
大
小
乘
經
律

論
疏
記
目
録
﹄
の
紙
數
記
録
に
よ
っ
て
︑
著
録
さ
れ
た
當
時
の
﹃
金
剛
般
若
論
疏
﹄
が
現

存
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
三
種
目
録
の
す
べ
て
が
︑
同
じ
琛
法
師
﹃
金
剛
般
若
論
﹄
の
注
疏
を

著
録
し
た
が
︑
そ
の
書
名
を
﹃
東
域
傳
燈
目
録
﹄
は
﹁
金
剛
般
若
論
義
記
﹂
と
し
︑
ほ
か

の
二
書
は
と
も
に
﹁
金
剛
般
若
論
疏
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
書
名
に
關
し
て
︑
多

少
相
違
が
あ
る
と
は
い
え
︑﹁
琛
法
師
﹂
の
作
品
と
し
て
︑
同
じ
﹃
金
剛
般
若
論
﹄
の
注

疏
で
あ
り
︑
か
つ
四
巻
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ら
は
同
一
書
物
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
︑﹁
琛
法
師
﹂
と
は
誰
を
指
し
︑
實
際
の
名
前

は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

古
代
の
中
國
佛
教
に
お
い
て
僧
侶
の
名
前
は
︑
最
後
の
一
文
字
を
取
っ
て
呼
ば
れ
る
場

合
が
少
な
く
な
い
︒
例
え
ば
︑
東
晉
の
道
安
法
師
は
後
世
の
人
に
﹁
安
法
師
﹂
と
�
さ
れ

て
い
る
︒
即
ち
︑﹁
琛
法
師
﹂
と
は
﹁
□
琛
法
師
﹂
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
︒
筆
者
が

中
華
電
子
佛
典

C
B
E
T
A
(二
〇
一
四
)
を
利
用
し
て
檢
索
し
た
結
果
︑﹁
□
琛
法
師
﹂
に

關
す
る
資
料
は
︑
隋
代
の
曇
琛
以
外
は
︑
宋
・
志
磬
﹃
佛
祖
統
紀
﹄
の
中
に
宋
代
﹁
圓
辯

道
琛
法
師
﹂
と
見
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒﹁
□
琛
禪
師
﹂
で
調
べ
て
み
る
と
︑
禪
宗
典

籍
に
散
見
す
る
の
は
﹁
漳
州
羅
漢
桂
琛
禪
師
︵
地
藏
桂
琛
と
も
言
う
︶
﹂︑﹁
泉
州
鳳
凰
山
從

琛
禪
師
﹂︑﹁
泉
州
西
明
琛
禪
師
﹂︑﹁
定
林
慧
琛
禪
師
﹂︑﹁
寶
林
奉
琛
禪
師
﹂﹁
萬
壽
有
琛

禪
師
﹂
等
が
い
た
が
︑
彼
ら
は
す
べ
て
唐
︑
或
い
は
唐
以
降
の
人
物
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

様
々
な
傳
記
資
料
︑
お
よ
び
各
經
録
か
ら
み
て
も
︑
い
ず
れ
も
﹁
琛
法
師
﹂
が
﹃
金
剛
般

若
論
﹄
に
注
釋
し
た
記
述
を
見
受
け
な
い
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
考
察
視
握
を
し
ば
ら
く
﹁
琛
法
師
﹂
の
﹃
金
剛
般
若
論
﹄
の
注
釋
書
か
ら
彼
の

ほ
か
の
著
作
に
移
し
て
み
る
と
︑
上
掲
し
た
﹃
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
録
﹄
巻
上
に
は
︑

ま
た
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
︒

中
論
疏
四
巻

曇
琛
師

百
廾
紙(
)
22

此
の
曇
琛
は
︑
前
述
し
た
李
儼
序
に
み
ら
れ
る
隋
代
の
曇
琛
と
ま
っ
た
く
同
名
で
あ
り
︑

同
一
人
物
の
可
能
性
が
高
い
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
︑
隋
代
の
曇

琛
は
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
を
注
釋
し
た
ほ
か
に
︑
ま
た
四
巻
の
﹃
中
論
疏
﹄
の
存
在
が
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
︑
こ
の
資
料
の
直
後
に
︑

百
論
疏
三
巻

琛
師

七
十
八
紙

十
二
門
論
疏
一
巻

琛
師

六
十
一
紙(
)
23

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
當
該
目
録
の
記
述
順
序
か
ら
見
て
︑
こ
の
﹁
琛
師
﹂
は

﹁
曇
琛
師
﹂
と
は
同
一
人
物
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
周
知
の
通
り
︑
龍
樹
の
﹃
中

論
﹄﹃
十
二
門
論
』・
提
婆
の
﹃
百
論
﹄
は
︑
す
べ
て
羅
什
に
よ
っ
て
譯
出
さ
れ
︑
い
ず
れ

も
大
乘
﹁
空
﹂
の
思
想
を
闡
明
す
る
︒
隋
代
の
吉
藏
は
︑
こ
の
三
論
に
對
し
て
各
注
疏
を

施
し
︑
三
論
學
の
集
大
成
者
と
い
え
る
︒﹃
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
録
﹄
に
よ
れ
ば
︑
吉

藏
と
同
時
代
で
あ
っ
た
曇
琛
は
︑
か
つ
て
﹃
中
﹄﹃
百
﹄﹃
十
二
門
﹄
と
い
う
三
論
に
注
釋

し
た
こ
と
が
あ
り
︑
紛
れ
も
な
く
三
論
の
學
者
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
も
目
録
の

紙
數
記
述
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
三
書
は
す
で
に
日
本
に
傳
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
︒

三
論
の
疏
を
著
述
し
た
琛
法
師
が
﹁
曇
琛
師
﹂
で
あ
る
な
ら
ば
︑
同
樣
に
﹃
大
小
乘
經

律
論
疏
記
目
録
﹄
巻
上
に
著
録
さ
れ
た
﹁
金
剛
般
若
論
疏
一
部
四
巻
︵
百
三
十
七
紙
︶
﹂
の
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﹁
琛
法
師
﹂
は
︑
隋
代
の
曇
琛
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
な
お
︑
こ
こ
で
注
目

す
べ
き
な
の
は
︑
前
掲
し
た
す
べ
て
の
目
録
資
料
に
お
い
て
は
︑
李
儼
序
の
記
録
と
異
な

り
︑
曇
琛
は
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
で
は
な
く
︑﹃
金
剛
般
若
論
﹄
に
注
釋
し
た
と
な
っ
て
い

る
握
で
あ
る
︒
李
儼
序
の
ほ
か
に
︑
曇
琛
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
の
注
釋
書
を
著
録
し
た
關
連

記
事
に
︑﹃
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
録
﹄
巻
上
の
﹁
金
剛
般
若
波
羅
密
︵
蜜
︶
經
疏
四
巻

探
︵
琛
︶
法
師
讃
述

一
百
五
十
四
紙(
)

﹂
と
い
う
文
が
あ
る
︒
こ
の
﹁
探
法
師
﹂
は
︑
當

24

該
目
録
の
編
集
者
で
あ
る
落
合
俊
典
氏
の
翻
刻
本
に
は
﹁
探
﹂
の
傍
に
﹁
琛
﹂
字
を
注
さ

れ
て
お
り
︑
つ
ま
り
﹁
琛
法
師
﹂
の
誤
寫
と
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
正
倉
院
文
書
の
天
平
勝

寶
三
年
︵
七
五
一
︶
寫
經
目
録
に
﹁
雜
心
論
抄
一
部
十
巻

深
法
師

廿
貫(
)
﹂
と
い
う
記

25

載
も
見
ら
れ
︑
こ
の
﹁
深
法
師
﹂
が
同
じ
く
曇
琛
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
︒
と
い
う
の
は
︑

各
文
獻
に
お
い
て
﹁
琛
﹂﹁
探
﹂﹁
深
﹂
の
三
字
を
混
淆
す
る
例
は
珍
し
く
な
い
の
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
後
述
す
る
日
本
僧
安
澄
は
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
巻
第
三
末
に
﹃
高
僧
傳
﹄
の
竺
法

深
傳
を
引
用
し
た
後
に
﹁
言
深
法
師
者
︑
有
本
作
琛
字
︑
勅
林
反
︑
寶
也
︑
重
也
︑
寶
玉

也
︒
或
有
本
作
探
字
︑
勅
含
反
︑
取
也
︒
今
作
深
是
︑
餘
皆
非
也(
)
﹂
と
注
し
て
い
る
︒

26

﹁
琛
﹂﹁
深
﹂﹁
探
﹂
三
字
の
發
音
は
異
な
っ
て
い
る
が
︑
字
形
が
相
似
し
て
い
る
の
で
︑

魯
魚
の
誤
り
を
免
れ
な
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
は
安
澄
は
竺
法
深
の
﹁
深
﹂
の
例
を
あ
げ

て
説
明
し
た
が
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
安
澄
の
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
に
み
ら
れ
る
三
論
を
注

釋
し
た
琛
法
師
は
︑
竺
法
深
で
は
な
く
︑
曇
琛
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

と
も
あ
れ
︑
上
述
の
内
容
を
信
頼
す
る
な
ら
ば
︑
曇
琛
の
著
作
は
少
な
く
と
も
以
下
の

六
部
︑
計
二
十
六
巻
で
あ
る
︒

�

『金
剛
般
若
論
疏
︵
義
記
︶﹄
四
巻




『金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
疏
﹄
四
巻

�

『中
論
疏
﹄
四
巻

�

『百
論
疏
﹄
三
巻

�

『十
二
門
論
疏
﹄
一
巻

 

『雜
心
論
抄
﹄
十
巻

以
上
の
著
作
目
録
に
お
い
て
︑
曇
琛
の
金
剛
般
若
に
關
す
る
研
究
は
︑﹃
金
剛
般
若
論
﹄

と
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
に
對
す
る
計
八
巻
の
注
釋
書
が
そ
の
成
果
と
い
え
る
︒﹃
義
記
﹄
が

も
し
曇
琛
の
著
作
で
あ
る
な
ら
ば
︑
こ
の
﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
疏
﹄
四
巻
に
該
當
す
る

で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
義
記
﹂
と
﹁
疏
﹂
と
い
う
書
名
が
異
な
っ
て
い
る
に
し
て
も
︑

﹃
金
剛
般
若
論
疏
﹄
を
﹃
東
域
傳
燈
目
録
﹄
で
は
﹃
金
剛
般
若
論
義
記
﹄
と
記
録
し
て
い

る
と
い
う
先
述
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
同
一
書
物
に
關
す
る
書
名
は
︑
目
録
上
に
お

い
て
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

四

吉
藏
﹃
義
疏
﹄
と
﹃
義
記
﹄

前
節
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
曇
琛
は
︑
金
剛
般
若
を
研
究
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
む
し
ろ

吉
藏
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
お
い
て
同
じ
く
三
論
の
學
者
と
し
て
活
躍
し
た
と
い
う
こ
と
に
注

目
す
べ
き
で
あ
る
︒
な
お
︑
曇
琛
と
吉
藏
と
の
間
に
直
接
交
流
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
現
時

握
で
は
不
明
で
あ
る
が
︑
學
問
の
傾
向
を
同
じ
く
す
る
兩
者
で
あ
れ
ば
︑
互
い
に
何
ら
か

の
か
た
ち
で
交
流
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑
假
に
﹃
義
記
﹄

を
曇
琛
の
著
作
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
吉
藏
の
現
存
す
る
四
巻
の
﹃
義
疏
﹄
と
の
關
係

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

『義
疏
﹄
は
︑
巻
首
に
序
が
あ
り
︑
全
文
に
わ
た
っ
て
﹁
十
重
﹂
を
も
っ
て
經
の
玄
意

を
解
釋
し
︑
様
々
な
典
籍
を
引
用
し
な
が
ら
論
述
を
展
開
し
て
い
る
︒﹃
義
疏
﹄
を
撰
述

す
る
に
あ
た
っ
て
︑﹁
十
重
﹂
の
第
二
﹁
般
若
多
少
﹂
を
解
説
す
る
際
に
︑﹁
問
曰
︑
般
若
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波
羅
蜜
凡
有
幾
種
︑
答
曰
︑
備
探
南
北
︑
遍
檢
經
論
︑
部
數
不
同
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
北

土
に
お
い
て
流
行
し
た
資
料
を
參
考
に
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒
般
若
の
部
數
に
關
し
て
︑

﹃
義
疏
﹄
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹃
大
智
度
論
﹄
に
依
る
二
種
般
若
︑﹃
釋
論
﹄
に
依
る
三
種
般

若
︑﹃
長
安
叡
法
師
小
品
序
﹄
に
依
る
四
種
般
若
︑﹃
仁
王
經
﹄
に
依
る
五
時
般
若
︑
及
び

菩
提
流
支
﹃
金
剛
仙
論
﹄
に
依
る
八
部
般
若
が
列
舉
さ
れ
た
あ
と
で
︑
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
︒

又
言
︑
有
光
讚
︑
大
空
︑
道
行
等
︒
流
支
三
藏
云
︑
此
皆
十
萬
偈
波
若
中
一
品
︑
非

是
別
部
︒
今
以
釋
論
驗
之
︑
不
同
流
支
所
説(
)
︒
27

上
文
は
三
つ
に
分
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
第
一
は
﹁
又
言
︑
有
光
讚
︑

大
空
︑
道
行
等
﹂
の
箇
所
︑
第
二
は
﹁
流
支
三
藏
云
︑
此
皆
十
萬
偈
波
若
中
一
品
︑
非
是

別
部
﹂
の
箇
所
︑
第
三
は
﹁
今
以
釋
論
驗
之
︑
不
同
流
支
所
説
﹂
と
い
う
吉
藏
自
身
に
よ

る
評
論
の
箇
所
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
第
一
の
﹁
又
言
﹂
と
第
二
の
﹁
流
支
三
藏
云
﹂
の

箇
所
に
つ
い
て
︑
と
く
に
後
者
の
内
容
は
︑
現
存
す
る
菩
提
流
支
の
譯
著
し
た
典
籍
の
中

に
は
同
内
容
が
見
當
ら
な
い
︒
逆
に
﹃
義
記
﹄
に
は
同
じ
菩
提
流
支
﹃
金
剛
仙
論
﹄
に
よ

る
八
部
般
若
を
列
舉
し
た
あ
と
︑
上
文
と
ほ
ぼ
同
文
の
内
容
が
見
ら
れ
る
︒

又
︑
人
王
︑
光
讚
︑
大
空
︑
道
行
等
︒
流
支
三
藏
云
︑
此
皆
十
萬
偈
般
若
中
一
品
︑

非
是
別
部
︒
八
部
大
宗
︑
莫
不
皆
名
︑
窮
衆
典
之
要
義(
)

︒
28

こ
の
文
は
︑
前
掲
し
た
吉
藏
﹃
義
疏
﹄
の
文
と
同
樣
︑
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒

兩
者
の
異
同
に
つ
い
て
は
︑
第
一
部
分
は
﹃
義
疏
﹄
で
は
﹁
人
︵
仁
︶
王
︵
般
若
︶
﹂
を
擧

げ
て
お
ら
ず
︑
第
三
部
分
に
つ
い
て
は
各
自
の
内
容
を
異
に
す
る
が
︑
第
二
部
分
だ
け
兩

者
は
全
く
一
致
す
る
︒
こ
れ
は
同
じ
資
料
源
か
ら
引
用
し
た
か
︑
あ
る
い
は
兩
文
の
一
方

が
他
方
を
參
考
に
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
︒
兩
文
で
は
般
若
の
名
�
を
擧
げ
た
際
に
︑
と
も

に
﹁
大
空
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
大
空
﹂
と
い
う
の
は
︑
普
通
に
﹃
大
品
般
若
﹄
を
指
す

の
で
あ
る
が
︑
な
ぜ
兩
文
と
も
に
﹁
大
空
﹂
と
さ
れ
る
か
︑
こ
れ
は
兩
文
の
關
係
の
一
端

を
示
唆
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒

『義
疏
﹄
と
﹃
義
記
﹄
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑﹃
義
記
﹄
が
殘
巻
で
あ
る
の
で
︑
十
分

に
檢
討
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹃
義
疏
﹄
の
注
釋
で
は
經
の
﹁
舍
衛
國
﹂
を

解
釋
し
た
際
の
以
下
の
一
文
は
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
︒

問
︑
何
故
名
舍
婆
提
︒
答
︑
有
北
土
論
師
云
︑
昔
劫
初
有
仙
人
兄
弟
二
人
︑
弟
名
舍

婆
︑
此
云
幼
小
︒
兄
�
阿
婆
提
︑
此
云
不
可
害
︒
二
人
住
此
處
求
道
︑
因
以
名
之
︒

弟
略
去
婆
︑
兄
略
去
阿
︑
二
名
雙
取
︑
故
云
舍
婆
提(
)

︒
29

上
文
で
は
問
答
で
始
ま
り
︑
舍
婆
と
阿
婆
提
の
兄
弟
の
物
語
に
よ
っ
て
舍
婆
提
︵
城
︶

の
名
前
の
由
來
を
説
明
す
る
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
こ
の
物
語
は
菩
提
流
支
譯
﹃
金
剛
仙

論
﹄
か
ら
出
典
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
原
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

此
舍
婆
提
城
者
︑
昔
劫
初
有
仙
兄
弟
二
人
︑
弟
名
舍
婆
︑
魏
云
幼
小
︒
兄
阿
婆
提
︑

魏
云
不
可
害
︒
此
二
人
住
彼
處
求
道
︑
即
因
為
名
︒
弟
略
去
婆
︑
兄
略
去
阿
︑
二
名

雙
存
︑
故
曰
舍
婆
提
城(
)

︒
30

上
掲
し
た
兩
文
を
對
照
し
て
み
る
と
︑﹃
義
疏
﹄
の
内
容
に
は
︑
少
な
く
と
も
二
つ
の
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注
意
握
が
あ
る
︒
一
つ
は
︑﹁
昔
劫
初
有
﹂
の
前
に
﹁
有
北
土
論
師
云
﹂
を
冠
し
て
お
り
︑

い
わ
ば
こ
の
物
語
は
北
土
論
師
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
︒
二
つ
目
は
︑﹃
金
剛

仙
論
﹄
の
原
文
に
お
け
る
二
箇
所
の
﹁
魏
云
﹂
は
︑﹃
義
疏
﹄
で
は
す
べ
て
﹁
此
云
﹂
と

書
き
直
さ
れ
て
い
る
握
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
吉
藏
の
文
は
︑
直
接
に
﹃
金
剛
仙
論
﹄
か
ら

引
用
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
一
種
の
中
間
的
な
資
料
を
介
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
北
土
論

師
﹂
の
著
作
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
︒
さ
て
︑
こ
の
中
間
資
料
と
い
う
の
は
︑
い
っ

た
い
ど
ん
な
書
物
で
あ
ろ
う
か
︒
殘
巻
で
あ
る
﹃
義
記
﹄
か
ら
次
の
文
を
取
り
上
げ
て
み

よ
う
︒舍

婆
提
者
︑
是
中
國
語
音
︒
昔
兄
第
二
人
︑
第
名
舍
婆
︑
此
云
幼
少
︒
兄
名
婆
提
︑

此
云
不
可
害
︒
於
此
處
學
仙
道
︑
後
人
於
中
立
城
︑
即
因
人
以
為
名
︒
第
略
去
婆
︑

兄
略
去
阿
︑
故
云
舍
婆
提
城
也(
)

︒
31

『義
疏
﹄
と
﹃
金
剛
仙
論
﹄
の
該
當
部
分
と
を
比
べ
て
み
る
と
︑﹃
義
疏
﹄
で
は
こ
の
箇

所
を
﹁
北
土
論
師
﹂
の
言
葉
と
し
て
回
答
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
︑﹃
義
記
﹄
の
場
合

は
﹁
舍
婆
提
者
﹂
に
對
し
て
︑﹁
是
中
國
語
音
﹂
と
い
う
文
を
挿
入
し
︑
そ
れ
は
音
譯
で

あ
る
と
説
明
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹃
金
剛
仙
論
﹄
の
二
箇
所
の
﹁
魏
云
﹂
は
︑﹃
義
記
﹄

に
も
﹁
此
云
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒﹃
義
記
﹄
の
﹁
故
云
舍
婆
提
城
也
﹂
の
後
に
續
い
て

﹁
釋
論
中
廣
解
住
城
因
縁
﹂
の
文
が
み
ら
れ
る
が
︑
こ
の
﹁
釋
論
﹂
と
は
﹃
金
剛
仙
論
﹄

の
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
義
記
﹄
の
上
文
は
直
接
に
﹃
金
剛
仙
論
﹄
か
ら
引
用
し
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
そ
う
す
る
と
︑﹃
義
疏
﹄
に
引
用
さ
れ
た
﹁
北
土
論
師
﹂
に
よ
る

一
種
の
中
間
資
料
と
は
︑﹃
義
記
﹄
で
あ
る
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
︒
要
す
る
に
︑

﹁
北
土
論
師
﹂
と
い
う
の
は
︑
實
際
に
は
﹃
義
記
﹄
の
著
者
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
も
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
吉
藏
の
著
作
に
い
う
﹁
北
土
論
師
﹂
へ
の
檢
討
は
︑﹃
義
記
﹄
の
著

者
を
解
明
す
る
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒

五

吉
藏
の
著
作
に
み
ら
れ
る
﹁
北
土
論
師
﹂

｢北
土
論
師
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
現
在
の
と
こ
ろ
︑
吉
藏
の
著
作
に
し
か
み
ら
れ
な
い

よ
う
で
あ
る
︒
吉
藏
の
著
作
に
お
い
て
類
似
す
る
呼
�
は
︑
ま
た
﹁
北
土
諸
師
﹂﹁
北
土

人
﹂﹁
北
土
諸
大
乘
師
﹂﹁
北
土
地
論
師
﹂﹁
北
土
有
師
﹂﹁
北
土
講
智
度
論
者
﹂︑
そ
し
て

﹁
北
地
論
師
﹂
等
が
あ
る
︒
長
年
に
わ
た
り
江
南
に
住
む
吉
藏
に
と
っ
て
︑
北
土
で
あ
れ
︑

北
地
で
あ
れ
︑
彼
の
﹃
勝
鬘
寶
窟
﹄
巻
下
に
﹁
江
南
諸
師
與
北
土
有
師(
)

﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

32

江
南
に
對
し
て
北
土
と
呼
ば
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
北
土
論
師
﹂
と
い
う
概
念
自

體
︑
そ
の
類
似
し
た
表
現
の
文
字
に
從
っ
て
︑
北
土
或
い
は
北
地
に
お
い
て
三
論
・
地
論

お
よ
び
大
智
度
論
を
宣
揚
し
た
諸
師
と
見
て
も
よ
か
ろ
う
︒
な
お
︑
吉
藏
﹃
義
疏
﹄
に
は

﹁
北
土
論
師
﹂
に
つ
い
て
の
記
述
が
︑
上
掲
の
﹃
義
記
﹄
か
ら
引
用
し
た
と
見
ら
れ
る
内

容
以
外
に
︑
ま
だ
幾
つ
か
あ
る
︒
以
下
︑
そ
れ
ら
の
箇
所
を
擧
げ
て
み
よ
う
︒

①

自
北
土
相
承
流
支
三
藏
具
開
經
作
十
二
分
釋
︒
︵
巻
一
︶

②

然
分
雖
十
二
︑
不
出
因
果
︒
統
其
始
末
︑
凡
有
四
周
︒
護
念
付
屬
至
修
行
分
此
則

明
因
︑
法
身
非
有
為
分
斯
則
辨
果
益
︑
是
一
周
明
因
果
也
︒
次
從
信
者
分
至
于
格

量
此
則
為
因
︑
感
得
顯
性
之
果
︑
此
則
次
周
明
因
果
也
︒
既
明
佛
性
︑
依
性
之
修

行
即
因
義
︒
有
因
故
得
果
︑
即
利
益
分
︑
謂
三
周
明
因
果
也
︒
斷
疑
為
因
︑
不
住

道
為
果
︑
則
四
周
明
因
果
也
︒
然
此
之
解
釋
盛
行
北
地
︒
世
代
相
承
︑
多
歷
年
序
︒
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而
稟
學
之
徒
︑
莫
不
承
信
︒
余
鑽
仰
累
年
載
︑
意
謂
不
然
︒
︵
巻
一
︶

③

時
長
老
須
菩
提
下
︑
若
依
開
善
︑
此
則
猶
屬
序
分
︑
此
之
一
文
名
歎
請
序
︑
今
謂

不
爾
︑
已
如
前
説
︒
善
吉
正
問
︑
如
來
正
答
︒
如
華
嚴
普
慧
二
百
句
問
︑
普
賢
二

千
句
答
︒
何
故
容
割
問
為
序
︑
截
答
為
正
︒
北
地
論
師
云
︑
此
文
屬
十
二
分
中
護

念
付
屬
分
︑
是
亦
不
然
︒
︵
巻
二
︶

④

問
︑
根
熟
與
未
熟
約
何
位
耶
︒
答
︑
北
地
論
師
云
︑
根
熟
菩
薩
即
是
内
凡
習
種
性
之
人
︑

必
能
趣
於
初
地
︑
名
為
根
熟
︒
若
是
外
凡
未
能
必
入
於
初
地
︑
名
為
未
熟
︒
(巻
二
︶

⑤

就
明
因
門
︑
答
其
四
問
︑
唯
有
兩
章
經
文
︑
由
來
舊
釋
︒
初
章
經
非
答
菩
提
心
門
︑

乃
是
答
降
伏
心
問
︒
次
章
經
答
其
住
問
︒
後
舉
佛
果
答
菩
提
心
問
︒
北
地
論
師
云
︑

初
答
其
住
問
︑
不
答
菩
提
心
問
︒
今
謂
幷
不
然
︒
︵
巻
二
︶

⑥

又
︑
今
辨
般
若
正
法
即
是
法
身
︑
般
若
非
為
非
無
為
︑
即
是
法
身
︒
非
為
非
無
為
︑

但
為
對
凡
夫
二
乘
身
是
有
為
故
︑
歎
美
作
無
為
耳
︒
亦
不
同
北
土
論
師
︑
謂
如
來

身
定
是
無
為
︒
︵
巻
二
︶

以
上
①
か
ら
⑥
ま
で
の
文
の
内
容
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
事
項
は
︑
お
よ
そ
次
の
よ
う

に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

(一
︶﹃
天
親
論
﹄
が
菩
提
流
支
に
よ
っ
て
譯
出
さ
れ
た
後
︑
そ
の
十
二
分
釋
經
の
方
式

が
主
に
北
土
に
お
い
て
流
行
し
て
い
る
︒

(二
︶
吉
藏
が
﹃
義
疏
﹄
を
撰
述
し
た
際
に
︑
北
土
論
師
の
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
の
注
釋

書
を
參
考
に
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒

(三
︶
①
と
④
の
文
を
除
き
︑
吉
藏
は
主
と
し
て
批
判
の
態
度
を
も
っ
て
引
用
し
た
わ

け
で
あ
る
︒

(四
︶
そ
の
批
判
對
象
の
一
人
は
︑
③
引
文
の
よ
う
に
開
善
寺
の
智
藏
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
で
あ
る
︒

開
善
寺
の
智
藏
︵
四
五
八
袞
五
二
二
︶
に
關
し
て
は
︑﹃
續
高
僧
傳
﹄
巻
五
に
そ
の
傳
記

が
あ
り
︑
梁
代
の
三
大
師
の
一
人
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
︑
そ
の
住
止
し
た
寺
名
に
因
ん
で

﹁
開
善
法
師
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
︒
智
藏
の
傳
記
で
は
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
を
誦
し
た
力

を
も
っ
て
︑
延
壽
の
報
い
を
得
た
靈
驗
の
説
話
は
︑
吉
藏
﹃
義
疏
﹄
第
八
﹁
明
應
驗
﹂
に

も
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
吉
藏
の
著
作
に
お
い
て
﹁
開
善
云
﹂﹁
開
善
解
云
﹂
及
び
﹁
開
善

之
流
﹂
等
の
言
葉
が
見
出
さ
れ
︑
と
く
に
﹁
開
善
之
流
﹂
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
︑
開
善

の
説
を
引
用
す
る
際
に
吉
藏
の
批
判
的
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
智
藏
の
傳
記
資
料
及
び

吉
藏
の
引
用
文
に
よ
れ
ば
︑
智
藏
の
﹁
般
若
義
疏
﹂
と
い
う
の
は
︑
實
は
﹃
金
剛
般
若
經

義
疏
﹄
を
指
し
︑
當
該
﹃
義
疏
﹄
で
は
經
文
の
﹁
時
長
老
須
菩
提
﹂
以
下
が
︑
一
般
に
正

宗
分
と
科
判
さ
れ
る
の
に
對
し
て
︑
序
分
に
屬
す
る
と
判
斷
さ
れ
た
の
が
顯
著
な
特
徴
で

あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
吉
藏
﹃
義
疏
﹄
で
は
開
善
寺
智
藏
の
名
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
︑
智

藏
の
生
卒
年
及
び
﹃
義
疏
﹄
の
科
文
か
ら
︑
彼
が
﹃
義
記
﹄
の
著
者
で
あ
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
︒

そ
れ
で
は
︑
吉
藏
の
著
作
に
い
う
﹁
北
土
論
師
﹂
は
い
っ
た
い
誰
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
義

疏
﹄
を
含
め
た
吉
藏
の
著
作
か
ら
﹁
北
土
論
師
﹂
を
見
て
み
よ
う
︒
例
え
ば
︑
彼
の
﹃
中

觀
論
疏
﹄
巻
八
に
﹁
近
代
人
云
︑
此
是
北
土
瑤
師
分
之(
)

﹂
と
あ
る
︒
こ
こ
で
︑﹁
瑤
師(
)

﹂

33

34

と
い
う
の
は
︑
お
そ
ら
く
﹃
高
僧
傳
﹄
巻
七
に
い
う
﹁
法
珍
︵
瑤
︶
﹂︑
い
わ
ゆ
る
﹁
小
山

法
瑤
﹂
を
指
す
︒
彼
の
傳
記
に
﹁
俗
姓
楊
︑
河
東
人
︑
宋
元
徽
中
卒
︑
春
秋
七
十
有
六(
)

﹂
35
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と
い
う
記
述
が
あ
り
︑
法
瑤
は
確
か
に
吉
藏
の
言
う
﹁
北
土
論
師
﹂
の
一
人
で
あ
っ
た
と

い
え
る
︒

ま
た
︑
吉
藏
﹃
大
乘
玄
論
﹄
巻
一
に
﹁
攝
山
高
麗
朗
大
師
︑
本
是
遼
東
城
人
︑
從
北
土

遠
習
羅
什
師
義(
)

﹂
と
あ
る
︒
此
の
文
は
﹁
攝
山
の
高
麗
朗
大
師
が
︑
も
と
よ
り
遼
東
城
の

36

人
で
あ
り
︑
か
つ
て
北
土
遠
︵
師
︶
に
つ
い
て
羅
什
師
の
義
を
研
習
し
た
﹂
と
理
解
す
る

の
が
一
般
的
で
あ
る
が
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
と
い
う
の
は
︑
こ
れ
に
相
似
す
る
﹁
山
中
法

師
之
師
︑
本
遼
東
人
︑
從
北
地
學
三
論
︑
遠
習
羅
什
之
義(
)

﹂
と
い
う
文
が
吉
藏
﹃
二
諦

37

義
﹄
巻
三
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
山
中
法
師
は
即
ち
朗
大
師
で
あ
り
︑
こ
の
文
意
か
ら

み
て
︑﹁
從
北
地
學
三
論
遠
﹂
と
解
す
る
の
は
不
可
能
に
近
い
︒﹁
遠
習
﹂
は
一
つ
の
言
葉

と
し
て
︑﹁
遠
望
﹂﹁
遠
遊
﹂
と
同
じ
く
︑
遠
く
ま
で
遊
學
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒

し
た
が
っ
て
︑﹃
大
乘
玄
論
﹄
巻
一
に
み
ら
れ
る
﹁
從
北
土
遠
習
羅
什
師
義
﹂
の
意
味
は
︑

﹃
二
諦
義
﹄
巻
三
の
文
に
よ
っ
て
︑﹁
從
北
土
︑
遠
習
羅
什
師
義
﹂
と
解
す
べ
き
で
あ
る
︒

も
し
強
い
て
﹁
北
土
遠
﹂︑
つ
ま
り
﹁
北
土
遠
法
師
﹂
の
意
味
と
理
解
す
る
な
ら
︑
そ
の

﹁
遠
法
師
﹂
と
は
い
っ
た
い
誰
で
あ
ろ
う
か
︒
上
の
兩
文
に
い
う
朗
大
師
は
康
僧
朗
︵
法

朗
︶
の
こ
と
で
︑﹃
高
僧
傳
﹄
巻
四
に
そ
の
傳
記(
)
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
︑
生
卒
年
代
は

38

不
明
で
あ
る
︒
な
お
︑
唐
・
湛
然
﹃
法
華
玄
義
釋
籤
﹄
巻
十
九
に
よ
れ
ば
︑
彼
は
齊
の
建

武
年
間
︵
四
九
四
袞
四
九
七
︶
北
土
か
ら
江
南(
)

に
移
っ
た
と
い
わ
れ
︑
こ
の
年
代
記
事
か

39

ら
み
れ
ば
︑
朗
大
師
が
東
晉
の
廬
山
慧
遠
︵
三
三
四
袞
四
一
七
︶
や
隋
の
淨
影
寺
慧
遠
︵
五

二
三
袞
五
九
二
︶
に
從
っ
て
研
習
し
た
と
い
う
の
は
不
可
能
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
今
日
で

は
︑
朗
大
師
が
他
の
﹁
遠
法
師
﹂
に
從
っ
て
三
論
學
を
研
習
し
た
と
い
う
記
録
は
見
當
ら

な
い
︒
ま
た
︑
安
澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
の
中
に
は
﹁
述
義
云
︑
高
麗
國
遼
東
城
大
朗
法
師
︑

遠
去
燉
煌
郡
曇
慶
師
所
受
學
三
論(
)

﹂
と
見
え
る
︒
こ
の
記
述
か
ら
︑
朗
大
師
は
遠
く
敦
煌

40

ま
で
い
っ
て
︑
曇
慶
師
に
し
た
が
っ
て
三
論
を
學
ん
だ
と
理
解
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑

上
文
の
吉
藏
著
作
に
い
う
朗
大
師
が
﹁
北
土
﹂︑
或
い
は
﹁
北
地
﹂
に
お
い
て
研
習
し
た

際
の
師
は
︑
敦
煌
の
曇
慶
師
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒

吉
藏
の
著
作
に
み
え
る
﹁
北
土
論
師
﹂
は
い
っ
た
い
誰
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
先
の
問
い

に
對
し
て
は
っ
き
り
確
認
で
き
る
の
は
︑
法
瑤
と
曇
慶
の
二
人
の
み
に
と
ど
ま
る
︒
法
瑤

傳
等
の
資
料
に
よ
れ
ば
︑
彼
に
は
涅
槃
・
法
華
・
大
品
・
勝
鬘
等
の
義
疏
が
あ
っ
た
が
︑

﹃
金
剛
般
若
經
﹄
に
注
釋
し
た
記
録
は
見
當
ら
な
い
︒
曇
慶
に
關
す
る
詳
細
な
記
述
も
不

明
で
あ
る
︒﹃
義
記
﹄
の
作
者
は
︑
ど
の
資
料
に
徴
し
て
も
こ
の
二
人
に
歸
す
る
の
を
立

證
で
き
な
い
た
め
︑
吉
藏
著
作
以
外
の
資
料
に
目
を
轉
じ
て
檢
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

六

安
澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
琛
法
師
﹂

吉
藏
は
︑
三
論
學
の
集
大
成
者
と
し
て
︑﹃
中
觀
論
疏
﹄
十
巻
︑﹃
百
論
疏
﹄
三
巻
︑

﹃
十
二
門
論
疏
﹄
三
巻
及
び
﹃
三
論
玄
義
﹄
一
巻
等
の
代
表
的
著
述
を
殘
し
て
い
る
︒
こ

れ
ら
の
論
書
に
よ
っ
て
成
立
し
た
三
論
教
學
は
日
本
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
︒
奈

良
時
代
末
期
︑
智
藏
門
下
の
三
論
元
興
寺
派
の
智
光
は
︑
か
つ
て
﹃
中
論
疏
記
﹄
三
巻
︑

﹃
仙
光
中
論
疏
記
﹄︵
と
も
に
散
佚
︶
等
の
論
疏
を
著
し
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
善
議
門
下
の

大
安
寺
派
安
澄
︵
七
六
三
袞
八
一
四
︶
の
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
八
巻
が
現
存
し
て
い
る
︒
安

澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
は
︑
吉
藏
﹃
中
觀
論
疏
﹄
に
對
す
る
復
注
で
あ
り
︑
文
中
で
は
多
く

の
資
料
を
引
用
し
︑
詳
細
に
考
述
を
行
い
︑
日
本
最
古
の
﹃
中
觀
論
﹄
注
疏
と
い
う
べ
き

も
の
で
あ
る
︒

安
澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
に
み
ら
れ
る
﹁
琛
法
師
﹂
に
關
し
て
は
︑
筆
者
が
調
べ
た
結
果
︑

二
人
の
﹁
琛
法
師
﹂
が
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
吉
藏
﹃
中
觀
論
疏
﹄
と
の
關
連
が

あ
る
た
め
︑
ま
ず
﹃
中
觀
論
疏
﹄
の
﹁
琛
法
師
﹂
に
關
す
る
資
料
を
擧
げ
る
こ
と
に
す
る
︒
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(一
︶
次
琛
法
師
云
︑
本
無
者
未
有
色
法
︑
先
有
於
無
︑
故
從
無
出
有
︒
即
無
在
有
先
︑

有
在
無
後
︑
故
�
本
無
︑
此
釋
為
肇
公
不
眞
空
論
之
所
破(
)

︒
︵
巻
二
︶

41

(二
︶
如
琛
法
師
︑
計
諸
法
本
來
是
無
︑
從
無
生
有
︑
即
是
無
生
也(
)
︒
︵
巻
三
︶

42

上
文
を
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
︑
そ
の
内
容
は
東
晉
佛
教
の
六
家
七
宗
に
お
け
る
竺

法
深
︵
二
八
六
袞
三
七
四
︶
の
本
無
義
と
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
る
︒
第
一
の
引
用
で
は
︑

吉
藏
が
﹁
こ
の
本
無
義
は
僧
肇
︵
三
八
四
袞
四
一
四
︶﹃
不
眞
空
論
﹄
を
批
判
し
た
﹂
と
解

説
を
加
え
た
こ
と
か
ら
︑
こ
の
﹁
琛
法
師
﹂
は
お
そ
ら
く
晉
・
寧
康
二
年
︵
三
七
四
︶
に

没
し
た
竺
法
深
で
あ
ろ
う
︒
實
は
︑
第
一
の
引
用
文
に
い
う
﹁
琛
法
師
﹂
は
︑
安
澄
﹃
中

觀
論
疏
記
﹄
巻
三
で
は
劉
宋
・
釋
曇
濟
﹃
六
家
七
宗
論
﹄
に
言
及
し
た
後
に
︑﹃
高
僧
傳
﹄

巻
三
︵
現
在
︑
大
正
藏
本
は
巻
四
に
あ
る
︶
竺
法
深
傳
か
ら
以
下
の
よ
う
に
引
述
し
て
い
る
︒

琛
法
師
者
︑
晉
剡
東
仰
山
竺
潜
︑
字
法
琛
︑
姓
王
︑
瑯
琊
人
也
︒
年
十
八
出
家
︑
至

年
二
十
四
︑
講
法
花
︑
大
品
︒
遊
於
講
席
︑
三
十
餘
年
︒
晉
︵
寧
︶
康
二
年
卒
於
山

館
︑
春
秋
八
十
有
九(
)

︒
43

こ
の
﹁
琛
法
師
﹂
の
﹁
琛
﹂
は
︑﹃
大
正
藏
﹄
注
記
の
甲
本
︵
日
本
大
藏
經
︶
で
は

﹁
深
﹂
と
な
る
が
︑﹁
琛
﹂
と
﹁
深
﹂
に
對
す
る
安
澄
自
身
の
説
明
は
︑
す
で
に
第
三
節
で

引
述
し
た
通
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
注
意
す
べ
き
は
︑
安
澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
に
は
も
う

一
人
の
﹁
琛
法
師
﹂
が
存
在
し
た
と
い
う
握
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
安
澄
が
竺
法
深
傳
を

引
い
て
︑
し
か
も
﹁
琛
﹂﹁
深
﹂
及
び
﹁
探
﹂
の
異
同
を
説
明
し
た
直
後
に
︑

琛
法
師
是
作
中
論
︑
百
論
疏
師
︑
所
謂
北
土
三
論
師
是
也(
)

︒
44

と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
安
澄
文
の
前
後
關
係
だ
け
か
ら
な
ら
︑
こ
の
﹃
中
論
疏
﹄

﹃
百
論
疏
﹄
を
著
し
た
北
土
三
論
師
で
あ
っ
た
琛
法
師
は
︑
竺
法
深
と
同
一
人
物
で
あ
る

と
判
斷
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
周
知
の
よ
う
に
︑
龍
樹
﹃
中
論
﹄︑
提
婆

﹃
百
論
﹄
は
︑
共
に
羅
什
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
弘
始
六
年
︵
四
〇
四
︶
と
同
十
一
年
︵
四
〇

九
︶
に
譯
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
晉
・
寧
康
二
年
︵
三
七
四
︶
に
没
し
た
竺
法

深
が
︑
没
後
の
約
三
十
年
に
譯
出
さ
れ
た
﹃
中
論
﹄
と
﹃
百
論
﹄
に
注
釋
し
た
可
能
性
は

全
く
な
い
︒
北
土
三
論
師
で
あ
っ
た
琛
法
師
に
關
し
て
は
︑
安
澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
巻
一

に
︑

疏
云
︑
二
者
北
土
三
論
師
明
者
︑
是
第
二
列
北
土
琛
法
師
説(
)

︒
45

と
あ
る
よ
う
に
︑
吉
藏
の
原
文
︵
疏
云
の
部
分
︑
吉
藏
﹃
中
觀
論
疏
﹄
巻
一
︶
に
い
う
北
土

三
論
師
に
對
し
て
︑
安
澄
は
﹁
北
土
琛
法
師
﹂
と
解
説
し
た
︒﹁
北
土
琛
法
師
﹂
の
説
と

い
う
の
は
︑
吉
藏
﹃
中
觀
論
疏
﹄
巻
一
に
︑

二
者
北
立
三
論
師
明
︑
此
論
文
有
四
巻
︑
大
明
三
章
︒
初
有
四
偈
︑
標
論
大
宗
︒
第

二
從
破
四
縁
以
下
竟
邪
見
品
︑
破
執
顯
宗
︒
第
三
最
後
一
偈
推
功
歸
佛(
)

︒
46

と
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
二
者
北
立
三
論
師
明
﹂
の
﹁
立
﹂
字
は
︑
安
澄
の
上
掲
文
に
從
っ
て

﹁
土
﹂
に
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
︒﹁
北
土
三
論
師
﹂
に
對
す
る
安
澄
の
注
解
に
よ
っ
て
︑
吉

藏
﹃
中
觀
論
疏
﹄
が
﹁
北
土
琛
法
師
﹂
の
教
説
を
參
照
し
た
こ
と
を
知
り
得
る
一
方
で
︑
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琛
法
師
の
著
作
で
あ
る
﹃
中
觀
論
疏
﹄
四
巻
本
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
當
該
﹃
中

觀
論
疏
﹄
は
︑﹃
中
論
﹄
二
十
七
品
に
對
し
て
三
章
に
分
け
て
解
釋
さ
れ
︑
第
一
章
で
は
︑

最
初
の
四
偈
は
標
論
の
大
意
を
述
べ
︑
第
二
章
で
は
︑
第
一
の
破
︵
觀
︶
四
︵
因
ヵ
︶
縁

品
か
ら
第
二
十
七
の
邪
見
品
ま
で
︑
す
べ
て
の
﹁
執
を
破
し
︑
宗
を
顯
す
﹂
こ
と
︑
第
三

章
で
は
︑
最
後
の
一
偈
は
﹁
功
を
推
し
佛
に
歸
す
﹂
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
し
か

る
に
︑
琛
法
師
﹃
中
觀
論
疏
﹄
は
す
で
に
散
逸
し
て
し
ま
い
︑
そ
の
巻
數
と
章
立
て
が
吉

藏
の
以
上
の
引
用
文
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
ほ
か
︑
安
澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
巻
一
末
と
巻
三

末
に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
今
檢
琛
法
師
疏
第
一
巻
云
﹂
の
兩
條
佚
文
︵
後
述
す
る
︶
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
兩
條
の
文
末
に
︑

准
此
疏
文
︑
今
云
北
土
三
論
師
者
︑
琛
法
師
也(
)

︒
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と
見
え
る
よ
う
に
︑
北
土
三
論
師
と
い
う
の
は
︑
四
巻
本
﹃
中
觀
論
疏
﹄
を
著
し
た
琛
法

師
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
︒
實
は
︑
琛
法
師
﹃
中
觀
論
疏
﹄
の
内
容
は
︑
安
澄
﹃
中

觀
論
疏
記
﹄
巻
一
末(
)
に
は
吉
藏
の
以
上
の
引
用
文
と
ほ
ぼ
同
文
で
引
か
れ
て
い
る
︒
さ
て
︑

48

﹁
北
土
三
論
師
﹂
と
呼
ば
れ
︑
か
つ
四
巻
本
﹃
中
觀
論
疏
﹄
を
著
し
た
琛
法
師
は
︑
い
っ

た
い
誰
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
題
に
對
す
る
答
え
は
︑
實
際
に
本
文
の
第
三
節
に
お
い
て

既
に
掲
げ
た
﹃
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
録
﹄
巻
上
の
記
録
に
あ
る
︒
即
ち
︑

中
論
疏
四
巻

曇
琛
師

百
廾
紙(
)
49

『中
論
疏
﹄
の
ほ
か
に
︑
同
﹃
目
録
﹄
か
ら
檢
出
さ
れ
た
曇
琛
法
師
の
著
作
と
見
ら
れ

る
﹃
百
論
疏
﹄
三
巻
︵
七
十
八
紙
︶
と
﹃
十
二
門
論
疏
﹄
一
巻
︵
六
十
一
紙
︶
が
存
在
し
た

こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
曇
琛
法
師
は
︑
ま
さ
に
﹁
北
土
三
論

師
﹂
と
言
う
べ
き
で
あ
る
︒
な
お
︑
殘
念
な
こ
と
に
︑
曇
琛
法
師
の
三
論
著
作
は
現
存
し

て
い
な
い
︒
安
澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
巻
七
末
の
唐
・
元
康
﹃
疏
﹄
を
引
い
た
文
に
﹁
此
偈

文
而
諸
家
不
同
︑
擇
善
斯
從
︑
不
善
斯
改
︑
深
師
最
住
︵
甲
本
に
よ
っ
て
﹁
佳
﹂
と
訂
正
す

べ
き
︶
︑
今
所
據
用(
)

﹂
と
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
深
師
﹂
は
曇
琛
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
︑

50

﹃
中
論
﹄
の
法
品
十
二
偈
に
關
す
る
様
々
な
解
釋
が
あ
る
中
で
︑
曇
琛
﹃
中
觀
論
疏
﹄
の

三
章
に
分
け
て
解
釋
し
た
方
式
を
最
も
依
用
す
べ
し
と
元
康
に
よ
っ
て
高
く
評
價
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
だ
け
み
て
も
︑
曇
琛
﹃
中
觀
論
疏
﹄
が
後
代
へ
の
影
響
力
を
持
ち

續
け
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
安
澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
琛
法
師
﹂
に
關
し
て
は
︑
平
井
俊

榮
氏
﹃
中
國
般
若
思
想
史
研
究
袞
吉
藏
と
三
論
學
派
﹄︵
春
秋
社
︑
一
九
七
六
年
︑
p
.
2
2
4
-

2
2
8︶
に
お
い
て
既
に
研
究
さ
れ
て
い
る
︒
平
井
氏
は
︑
吉
藏
﹃
中
觀
論
疏
﹄
巻
八
に
い

う
﹁
此
是
北
土
瑤
師
分
之
﹂
の
記
載
に
よ
っ
て
︑﹁
琛
法
師
﹂
の
﹁
琛
﹂
字
を
﹁
瑤
﹂
字

の
誤
寫
と
認
め
ら
れ
た
た
め
︑﹁
琛
法
師
﹂
は
東
晉
の
竺
法
深
で
は
な
く
︑
劉
宋
の
法
瑤

と
結
論
づ
け
た
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
法
瑤
は
吉
藏
著
作
に
お
い
て
北
土
論
師
の
一
人
と

し
て
認
め
ら
れ
た
が
︑
そ
の
傳
記
や
經
録
な
ど
の
資
料
か
ら
︑﹃
金
剛
般
若
經
﹄
の
注
釋
︑

及
び
三
論
に
關
す
る
論
疏
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
平
井
氏
の
結
論
は
三
十
年
前
に

導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
當
然
︑
同
氏
が
近
年
に
翻
刻
・
刊
行
さ
れ
た
京
都
市
の

法
金
剛
院
藏
﹃
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
録
﹄
に
記
載
さ
れ
る
曇
琛
の
三
論
學
著
作
の
目
録

を
參
照
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
故
に
︑﹁
琛
法
師
﹂
が
劉
宋
の
法
瑤
と
推

定
さ
れ
た
の
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
結
論
と
い
え
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
安
澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
の
記
載
か
ら
︑
吉
藏
著
作
に
い
う
﹁
北
土
三
論

師
﹂
が
曇
琛
法
師
で
あ
る
と
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
重
大
な
意
義
を
有
す
る
︒
前
述
し
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た
吉
藏
﹃
義
疏
﹄
と
﹃
義
記
﹄
の
關
連
を
通
じ
て
︑﹃
義
疏
﹄
で
の
﹁
北
土
論
師
﹂
を
冠

し
た
人
物
は
曇
琛
法
師
の
こ
と
で
あ
る
と
十
分
に
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
﹃
義
記
﹄
の
著

者
解
明
に
と
っ
て
貴
重
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
︒
即
ち
︑﹃
義
記
﹄
の
著
者
は
︑

實
際
に
は
﹁
北
土
論
師
﹂︑
或
い
は
﹁
北
土
三
論
師
﹂
と
呼
ば
れ
た
曇
琛
法
師
で
は
な
か

ろ
う
か
︒
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
安
澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
に
引
用
さ
れ
た
﹃
中
觀
論

疏
﹄
の
佚
文
が
︑
同
じ
曇
琛
の
作
品
と
し
て
︑﹃
義
記
﹄
と
の
間
に
措
詞
上
の
近
似
性
を

有
す
る
か
ど
う
か
︑
以
下
そ
の
佚
文
を
録
し
た
上
で
︑
現
存
す
る
内
容
に
限
っ
て
比
較
對

照
し
て
み
よ
う
︒

七

曇
琛
﹃
中
觀
論
疏
﹄
と
﹃
義
記
﹄
と
の
關
連

安
澄
﹃
中
觀
論
疏
記
﹄
に
見
ら
れ
る
曇
琛
﹃
中
觀
論
疏
﹄
の
兩
條
佚
文
を
抄
録
す
る
︒

(一
︶
今
檢
琛
法
師
疏
第
一
巻
云
︑
然
此
論
大
判
文
別
有
三
︑
初
有
四
偈
︑
標
論
大
宗
︒

四
縁
以
下
︑
正
明
立
品
解
釋
︒
末
後
一
偈
︑
明
歸
功
稽
首
︒
所
以
先
標
宗
者
︑
然
佛

去
世
後
︑
像
法
衆
生
︑
各
執
異
執
︑
有
無
並
起
︑
是
以
聖
者
龍
樹
先
開
中
道
︑
以
爲

論
宗
︒
若
不
先
唱
此
宗
︑
即
不
明
問
答
︑
言
無
所
寄
︑
是
故
第
一
先
標
大
宗
︒
然
宗

本
雖
彰
︑
若
不
廣
引
衆
經
︑
遣
其
執
情
者
︑
中
道
不
顯
︑
是
故
第
二
明
立
品
解
釋
︒

但
標
宗
解
釋
︑
爲
論
已
周
︒
唯
須
功
推
大
聖
︑
顯
非
我
能
︑
是
故
第
三
明
歸
功
稽
首
︒

若
就
品
而
科
︑
則
有
二
十
七
分
︒
但
因
縁
在
諸
品
之
初
︑
標
宗
正
是
建
於
論
首
︑
以

初
攝
初
︑
是
故
標
宗
︒
則
落
在
因
縁
品
︑
攝
邪
見
是
諸
品
之
末
︑
歸
功
復
是
造
論
之

終
︑
以
後
攝
後
︑
是
故
歸
功
︒
即
攝
布
邪
見
品
︑
廣
明
如
彼
︒
︵
准
此
疏
文
︑
今
云
北

土
三
論
師
者
︑
琛
法
師
也
︶

(二
︶
琛
法
師
疏
第
一
巻
云
︑
初
云
不
生
不
滅
者
︑
此
偈
略
作
三
對
解
釋
︒
第
一
就
空
理

解
︑
第
二
就
縁
起
事
解
︑
第
三
﹇
就
﹈
對
執
解
︒
就
空
理
解
者
︑
明
法
性
本
空
︑
非

起
非
出
︑
不
得
名
生
︒
復
非
終
盡
︑
不
可
名
滅
︒
非
定
有
故
︑
不
得
名
常
︒
非
定
無

故
︑
復
不
得
名
斷
︒
一
相
無
相
故
︑
不
可
名
一
︒
空
無
差
別
故
︑
不
可
�
異
︒
前
際

空
故
︑
不
可
説
來
︒
後
際
空
故
︑
亦
不
可
説
出
︒
亦
可
直
言
︑
所
以
不
生
不
滅
不
常

︵
不
︶
斷
者
︒
良
以
諸
法
畢
竟
性
空
︑
故
言
第
二
就
縁
起
事
釋
等
者
︒
次
文
云
︑
二

就
縁
起
事
解
者
︑
明
法
性
眞
空
︒
即
是
因
縁
深
理
︑
理
雖
無
生
︑
而
衆
縁
合
故
︑
名

用
即
生
︒
縁
離
散
復
︑
名
用
即
滅
︑
既
生
滅
屬
縁
︑
寧
有
實
生
實
滅
︑
故
云
不
生
不

滅
︒
次
言
非
常
非
斷
者
︑
然
因
縁
之
法
︑
則
因
縁
果
與
因
性
故
非
常
︑
果
續
故
非
斷
︑

故
云
不
常
不
斷
︒
次
言
一
異
者
︑
明
因
果
不
同
︑
不
得
爲
一
︑
無
別
兩
體
︑
不
得
爲

異
︑
故
云
不
一
不
異
︒
次
言
來
出
者
︑
果
從
因
生
︑
不
從
外
來
︒
縁
中
無
果
︑
不
從

中
出
︑
故
云
不
來
不
出
︒
此
明
因
縁
起
法
︑
性
相
如
是
︑
離
於
定
性
︒
言
第
三
就
對

執
釋
等
者
︑
次
文
云
︑
第
三
對
執
解
者
︑
對
於
二
乘
外
道
情
也
︒
薩
婆
多
部
云
︑
大

生
生
六
六
法
︑
小
生
生
一
法
︑
乃
至
住
滅
亦
如
是
︒
外
道
人
言
︑
從
冥
初
生
覺
︑
四

縁
生
知
︑
如
是
等
人
皆
説
生
滅
︑
今
對
斯
二
人
所
執
︑
故
云
不
生
不
滅
︒
言
小
乘
人

言
等
者
︑
次
言
斷
常
者
︑
小
乘
人
云
︑
三
無
爲
是
常
︑
得
道
入
無
餘
涅
槃
︑
是
時
五

陰
都
盡
︑
故
名
爲
斷
︒
外
道
人
言
︑
虚
空
微
塵
時
方
神
等
︒
不
從
因
生
︑
故
名
爲
常
︒

爲
因
生
法
︑
必
當
歸
盡
︑
故
名
爲
斷
︒
或
言
過
去
有
故
爲
常
︑
未
來
有
邊
有
︵
無
︶

邊
故
爲
斷
︒
此
皆
不
然
︑
故
云
不
常
不
斷
︒
言
小
乘
言
等
者
︑
次
言
一
異
者
︒
小
乘

人
云
︑
諸
法
同
在
無
常
共
相
故
一
︑
諸
法
各
各
自
相
故
異
︒
外
道
言
︑
因
果
俱
有
故

一
︑
相
別
故
異
︒
此
實
不
然
︑
故
云
不
一
不
異
︒
次
言
來
出
者
︑
小
乘
人
言
︑
未
來

有
法
︑
流
入
現
在
︑
故
名
爲
來
︒
現
在
之
法
︑
流
入
過
去
︑
故
名
爲
出
︒
外
道
人
言
︑

諸
法
從
微
塵
世
性
梵
王
等
邊
來
︑
後
時
還
歸
於
本
︑
故
名
爲
出
︒
此
皆
不
然
︑
故
云
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不
來
不
出
︒
此
明
破
執
顯
理
︒
︵
准
此
疏
文
︑
今
云
北
土
三
論
師
者
︑
琛
法
師
也(
)

︶
51

以
上
の
二
つ
の
佚
文
は
︑
と
も
に
曇
琛
﹃
中
觀
論
疏
﹄
巻
一
の
内
容
に
あ
た
る
︒
第
一

の
佚
文
は
﹃
疏
﹄
の
冒
頭
部
分
に
あ
た
り
︑
全
文
に
わ
た
っ
て
三
章
に
分
け
た
理
由
を
説

明
す
る
︒
第
二
の
佚
文
は
外
道
︑
薩
婆
多
部
︵
有
部
︶
及
び
小
乘
人
の
見
方
を
批
判
し
な

が
ら
︑﹁
八
不
﹂
を
解
釋
し
︑
第
二
章
の
﹁
破
執
顯
理
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
趣
旨
で
あ
る
︒

論
疏
と
い
う
性
格
を
持
つ
こ
の
兩
條
佚
文
に
對
し
て
︑﹃
義
記
﹄
は
經
の
注
疏
に
屬
す

る
が
︑
同
じ
曇
琛
の
作
品
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
︑
兩
者
の
措
詞
︑
そ
し
て
文
法
上
の
結

構
に
お
い
て
近
似
性
が
存
す
る
か
ど
う
か
︑
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
︒
兩
者
の
文
句
を
對

照
し
た
と
こ
ろ
︑﹁
大
判
﹂﹁
大
聖
﹂
と
い
う
言
葉
が
完
全
に
一
致
す
る
ほ
か
︑﹁
爲
論
已

周
﹂
と
﹁
言
周
義
足
﹂
と
い
う
類
似
す
る
表
述
形
式
を
見
出
し
た
︒
ま
た
︑
兩
者
の
文
法

結
構
に
お
い
て
も
︑
第


表
の
よ
う
な
近
似
す
る
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

兩
者
の
近
似
す
る
部
分
は
下
線
で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
前
者
兩
文
の
措

詞
及
び
文
法
の
結
構
に
お
い
て
︑
完
全
に
同
人
の
手
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
に

よ
っ
て
︑
上
述
し
た
﹃
義
記
﹄
の
作
者
は
曇
琛
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
を
補
強
す
る
こ
と

が
で
き
る
︒
こ
の
兩
條
佚
文
を
通
じ
て
︑
曇
琛
の
思
想
を
垣
間
見
る
一
方
で
︑
唐
代
以
前

に
お
け
る
﹃
中
論
﹄
注
疏
の
動
向
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
曇
琛
三
論
學
の
著
作

は
平
安
末
期
に
書
寫
さ
れ
た
法
金
剛
院
藏
﹃
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
録
﹄
に
著
録
さ
れ
て

い
る
が
︑
こ
の
目
録
に
は
そ
の
當
時
に
存
在
し
て
い
た
文
獻
名
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
と
見

ら
れ
︑
し
か
も
そ
の
﹃
中
觀
論
疏
﹄
は
︑
安
澄
に
引
用
さ
れ
た
た
め
︑
曇
琛
著
作
の
日
本

將
來
の
年
代
が
︑
少
な
く
と
も
安
澄
の
没
し
た
弘
仁
四
年
︵
八
一
四
︶
以
前
に
遡
る
こ
と

が
で
き
る
︒

最
後
に
言
及
し
た
い
の
は
︑
本
文
の
冒
頭
に
あ
げ
た
﹃
義
記
﹄
の
首
題
の
下
に
み
ら
れ

る
朱
筆
の
﹁
大
乘
百
法
明
門
﹂
の
六
字
に
つ
い
て
︑
い
か
な
る
理
由
で
書
か
れ
た
の
か
は

不
明
で
あ
る
が
︑
三
論
師
で
あ
る
曇
琛
法
師
の
教
學
を
考
え
れ
ば
︑
何
ら
か
の
關
連
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

ま

と

め

敦
煌
遺
書
に
は
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
に
關
す
る
注
疏
の
寫
本
は
少
な
く
な
い
︒
ス
タ
イ
ン

1
0
8
7
號
の
﹃
義
記
﹄
に
つ
い
て
は
︑
か
つ
て
矢
吹
博
士
に
よ
っ
て
解
題
が
な
さ
れ
︑
中

國
北
土
系
統
の
注
釋
書
で
あ
り
︑
著
者
を
さ
ら
に
考
述
す
べ
し
と
指
摘
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑

宇
井
博
士
は
﹃
金
剛
般
若
經
・
論
の
翻
譯
及
び
注
釋
﹄
の
一
文
で
︑﹃
義
記
﹄
の
著
者
に

つ
い
て
︑
最
初
に
隋
代
曇
琛
の
可
能
性
が
あ
る
と
提
示
さ
れ
た
が
︑
こ
の
推
測
を
支
持
す

る
資
料
を
擧
げ
て
い
な
か
っ
た
︒
作
者
不
明
で
あ
る
か
ら
な
の
か
︑
今
日
ま
で
﹃
義
記
﹄

に
關
す
る
研
究
は
︑
ほ
ぼ
矢
吹
博
士
の
解
題
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

本
稿
で
は
︑
宇
井
博
士
の
指
摘
を
受
け
︑﹃
義
記
﹄
の
著
者
を
め
ぐ
っ
て
以
上
の
よ
う

に
檢
討
を
試
み
た
︒
こ
の
考
察
に
大
過
が
な
け
れ
ば
︑
宇
井
博
士
の
假
説
を
立
證
す
る
こ

と
に
な
る
一
方
で
︑
少
な
く
と
も
以
下
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
新
た
な
認
識
を
得
る
こ
と
が
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曇
琛
﹃
中
觀
論
疏
﹄
佚
文

然
住
德
雖
滿
︑
勝
進
宜
行
︑
若
不
更
修
萬
行
︑

則
佛
果
路
遙
︑
無
以
速
證
︑
是
故
第
四
︒

然
宗
本
雖
彰
︑
若
不
廣
引
衆
經
遣
其
執
情
者
︑

中
道
不
顯
︑
是
故
第
二
明
立
品
解
釋
︒

所
以
先
標
如
是
者
︑
若
不
先
標
法
體
在
初
︑
則

信
無
所
歸
︑
是
故
先
明
如
是
︒

所
以
先
標
宗
者
︑
然
佛
去
世
後
︑
像
法
衆
生
︑

各
執
異
執
︑
有
無
竝
︒
是
以
聖
者
龍
樹
先
開
中

道
︑
以
爲
論
宗
︒
若
不
先
唱
此
宗
︑
即
不
明
問

答
︑
言
無
所
寄
︑
是
故
第
一
先
標
大
宗
︒

『義
記
﹄

第
�

表



で
き
る
︒

(一
︶﹃
義
記
﹄
の
存
在
は
︑
中
國
佛
教
經
典
の
注
疏
史
の
研
究
︑
と
く
に
唐
代
以
前
に
お

け
る
﹃
金
剛
般
若
經
﹄
注
疏
の
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
資
料
を
提
供
す
る
︒

(二
︶﹃
義
記
﹄
の
現
存
内
容
を
通
じ
て
隋
代
曇
琛
の
教
學
の
一
端
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒

(三
︶
吉
藏
著
作
を
考
察
す
る
時
︑
曇
琛
作
品
の
先
行
存
在
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒

(四
︶
中
國
佛
教
の
研
究
に
あ
た
り
︑
日
本
佛
教
の
資
料
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

附
記本

稿
は
︑
中
國
國
家
社
科
基
金
一
般
項
目
﹁
杏
雨
書
屋
藏
敦
煌
遺
書
编
目
與
研
究
﹂︵
批
准
號

：
1
5
B
Z
J0
1
5︶︑
上
海
市
浦
江
人
才
計
劃
項
目
﹁
杏
雨
書
屋
藏
敦
煌
佛
教
文
獻
研
究
﹂
(批
准
號

：
1
4
P
JC
0
8
4︶︑
上
海
高
校
高
峰
高
原
學
科
建
設
計
劃
資
助
項
目
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

註(
�
)

｢敦
煌
遺
書
﹂
の
概
念
は
︑
學
者
に
よ
っ
て
異
な
り
︑
敦
煌
文
書
︑
敦
煌
寫
本
︑
敦
煌
文

獻
と
い
う
場
合
も
あ
る
︒

(


)

原
本
の
現
状
に
つ
い
て
︑
筆
者
は
︑
二
〇
〇
九
年
九
月
中
旬
に
大
英
圖
書
館
で
實
見
し
た
︒

各
紙
の
法
量
を
測
っ
た
が
︑﹃
金
剛
般
若
義
記
﹄
の
内
容
は
︑
正
面
文
書
の
後
ろ
か
ら
第
二
紙

の
第
九
行
と
第
十
行
の
間
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
︒

(
�
)

『大
正
藏
﹄
の
注
記
に
は
﹁
S
.1
0
3
7﹂
と
誤
寫
さ
れ
て
い
る
︒﹃
義
記
﹄
の
圖
版
は
︑
黄
永

武
博
士
編
﹃
敦
煌
寶
藏
﹄
の
第
八
卷
︵
p
p
.
5
8
1
-
5
8
5︶
に
影
印
本
で
收
め
ら
れ
て
い
る
︒

(
�
)

矢
吹
慶
輝
編
著
﹃
鳴
沙
餘
韻
﹄︵
解
説
篇
︶︑
臨
川
書
店
︑
一
九
七
五
年
十
月
︑
p
p
.
6
5
-

6
6
.他
に
﹃
佛
書
解
説
大
辭
典
﹄︵
大
東
出
版
社
︑
一
九
六
五
年
六
月
︑
p
.
4
9
9︶
第
三
卷
に
は

矢
吹
慶
輝
博
士
の
解
説
が
あ
る
︒

(
�
)

『宇
井
伯
壽
著
作
集
﹄
第
六
卷
︑
大
東
出
版
社
︑
一
九
六
七
年
︑
p
.
2
0
2

(
 
)

T
4
9
,
N
o
.
2
0
3
4
,
p
.
8
5
c
2
5

(
"
)

『金
剛
仙
論
﹄
は
﹃
天
親
論
﹄
の
注
釋
書
で
あ
る
と
確
定
で
き
る
が
︑
智
昇
﹃
開
元
釋
教

録
﹄
巻
十
二
に
あ
る
﹁
有
金
剛
仙
論
十
巻
︑
尋
閲
文
理
︑
乃
是
元
魏
三
藏
菩
提
留
支
所
撰
︒
釋

天
親
論
︑
既
非
梵
本
翻
傳
︑
所
以
此
中
不
載
﹂︵﹃
大
正
藏
﹄
巻

︑
p
.
6
0
7
b
︶
に
よ
れ
ば
︑

55

翻
譯
で
は
な
く
︑
菩
提
留
支
に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
他
の
説

に
つ
い
て
大
竹
晉
氏
に
よ
る
﹁﹃
金
剛
仙
論
﹄
解
題
﹂
を
參
照
さ
れ
た
い
︵
新
國
譯
大
藏
經
・

釋
經
論
部
﹃
金
剛
仙
論
﹄︵
上
︶︑
大
藏
出
版
︑
二
〇
〇
三
年
八
月
︑
p
p
.
1
-
2
8︶︒

(
#
)

T
3
3
,
N
o
.
1
7
0
8
,
p
.
3
6
3
b
2
6
-
2
7

(
$
)

本
經
の
漢
譯
に
關
し
て
は
中
村
元
・
紀
野
一
義
譯
注
﹃
般
若
心
經
・
金
剛
般
若
經
﹄
の
解

題
︵
岩
波
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス

︑
一
九
八
三
年
︶
參
照
︒

50

(

)

宇
井
伯
壽
博
士
﹁
金
剛
般
若
經
・
論
の
翻
譯
及
び
そ
の
注
釋
﹂︵﹃
宇
井
伯
壽
著
作
集
﹄
第

10六
巻
︑
大
東
出
版
社
︑
一
九
六
七
年
︶︒
及
び
鵜
飼
光
昌
氏
﹁
謝
靈
運
︿
金
剛
般
若
注
﹀
の
基

礎
的
研
究
︵
上
︶
袞
僧
肇
撰
と
傳
え
ら
れ
る
﹃
金
剛
經
注
﹄
一
卷
と
の
關
係
に
つ
い
て
﹂︵﹃
佛

教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
﹄
通
卷

号
︑
一
九
九
二
年
︑
p
p
.
3
1
-
5
9︶
と
﹁
謝
靈
運
︿
金
剛

20

般
若
注
﹀
の
基
礎
的
研
究
︵
下
︶
袞
僧
肇
撰
と
傳
え
ら
れ
る
﹃
金
剛
經
注
﹄
一
卷
と
の
關
係
に

つ
い
て
﹂︵﹃
文
學
部
論
集
﹄

︑
一
九
九
二
年
︑
p
p
.
5
9
-
7
5︶︒

77

(

)

慧
淨
の
﹃
金
剛
般
若
經
注
﹄
に
關
す
る
研
究
は
︑
平
井
宥
慶
﹁
敦
煌
本
金
剛
經
疏
と
唐
慧

11淨
﹂︵﹃
印
度
學
佛
教
學
研
究
﹄
一
九
七
二
年
十
二
月
︶︑
p
p
.1
4
6
-
1
4
7
.平
井
宥
慶
﹁
敦
煌
本
金

剛
經
疏
の
問
題
握

特
に
慧
浄
の
註
疏
と
の
關
係
に
お
い
て
﹂︑︵﹃
大
正
大
學
學
報
﹄
一
九
七

二
年
十
一
月
︑
p
p
.
6
3
-
6
5︶︒

(

)

現
在
﹃
大
正
藏
﹄
に
收
録
さ
れ
た
も
の
は
︑﹃
大
涅
槃
經
義
記
﹄
十
卷
︵
T
3
7︶︑﹃
無
量

12壽
經
義
疏
﹄
二
卷
︵
T
3
7︶︑﹃
觀
無
量
壽
經
義
疏
﹄
一
卷
︵
T
3
7︶︑﹃
維
摩
義
記
﹄
四
卷

︵
T
3
8︶︑﹃
溫
室
經
義
記
﹄
一
卷
︵
T
3
9︶︑﹃
大
乘
起
信
論
義
疏
﹄
二
卷
︵
T
4
4︶︑﹃
大
乘
義

章
﹄
二
十
卷
︵
T
4
4︶
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
大
日
本
卍
新
纂
續
藏
經
﹄
に
收
め
ら
れ
て
い
る
も

の
は
﹃
勝
鬘
經
義
記
﹄
二
卷
︵
X
1
9︑
敦
煌
遺
書

P
.
2
0
9
1
あ
り
︶︑﹃
地
持
論
義
記
﹄
五
卷

︵
X
3
9︶︑﹃
十
地
經
論
義
記
﹄
四
卷
︵
X
4
5︶
な
ど
が
あ
る
︒
近
年
︑
敦
煌
遺
書
の
中
に
慧
遠
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著
作
の
寫
本
︵
S
.
2
6
8
8﹃
維
摩
詰
經
疏
﹄︶
が
い
く
つ
か
確
認
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

そ
の
序
文
は
︑
現
在
﹃
廣
弘
明
集
﹄
第
二
十
二
卷
に
收
め
ら
れ
て
い
る
︵
T
5
2
,
N
o
.

13
2
1
0
3
,
p
p
.
2
5
9
c
1
9
-
2
6
0
a
2
6︶︒

(

)

前
掲
︵
$
︶
に
同
じ
︒

14(

)

｢嗣
後
謝
靈
運
︑
曇
琛
︑
慧
淨
︑
以
至
圭
峰
︑
中
峰
各
有
發
明
﹂︵﹃
大
日
本
卍
新
纂
續
藏

15經
﹄
第
二
十
五
巻
︑
p
.
2
0
6
a︶︒

(

)

｢即
釋
義
自
謝
靈
運
︑
曇
琛
注
後
︑
越
今
數
十
百
家
︒
行
世
者
惟
中
峰
︑
圭
峰
︑
長
水
三

16家
言
耳
﹂︵﹃
大
日
本
卍
新
纂
續
藏
經
﹄
第
二
十
五
巻
︑
p
.
3
1
1
b
︶︒

(

)

李
儼
撰
﹁
唐
辨
法
師
碑
﹂︵
顕
慶
三
年
八
月
︶︑﹁
唐
道
因
法
師
碑
﹂︵
龍
朔
二
年
十
月
︶︑

17﹁
唐
大
興
善
寺
舎
利
塔
銘
﹂︵
趙
明
城
︵
宋
本
︶﹃
金
石
録
﹄︶︒

(

)

東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
﹃
大
日
本
古
文
書
﹄︵
編
年
文
書
︶
巻
之
十
七
︵
追
加
十
一
︶︑

18東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
六
九
年
八
月
︑
p
.
1
4
1

(

)

T
5
5
,
N
o
.
2
1
8
3
,
p
.
1
1
5
6
b
5
-
6

19(

)

本
目
録
の
書
誌
情
況
に
つ
い
て
︑
落
合
俊
典
編
・
七
寺
古
逸
經
典
研
究
叢
書
第
六
卷
﹃
中

20國
・
日
本
佛
教
章
疏
目
録
﹄
に
收
め
ら
れ
て
い
る
梶
浦
晉
氏
に
よ
っ
て
解
題
さ
れ
た
﹁
法
金
剛

院
藏
︿
大
小
乘
經
律
論
疏
記
目
録
﹀
に
つ
い
て
﹂︵
大
東
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
︑
p
p
.
4
9
4
-

5
1
6︶
參
照
︒

(

)

七
寺
古
逸
經
典
研
究
叢
書
第
六
卷
﹃
中
國
・
日
本
經
典
章
疏
目
録
﹄
所
收
す
る
﹁
大
小
乘

21經
律
論
疏
記
目
録
﹂
卷
上
︵
大
東
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
︑
p
.
3
5
3︶

(

)

『中
國
・
日
本
經
典
章
疏
目
録

七
寺
古
逸
經
典
研
究
叢
書
第
六
卷
﹄
所
收
す
る
﹁
大
小

22乘
經
律
論
疏
記
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The Authorship of the Notes on the Meaning of the Diamond [Cutting] Wisdom

（Dunhuang Manuscript S 1087）

Bhiks
̇

u Dingyuan（Zhaoguo Wang）

Dunhuang Manuscript S 1087 is written on both sides. One of the sides contains a text

called Notes on the Diamond [Cutting] Wisdom 金剛般若義記．The lack of its final

portion has made the identification of its author very difficult. The Japanese scholar Ui

Hakuju conjectured long ago that the authorship could be ascribed to Tanshen 曇琛，a

monk active during the Sui Dynasty, but no clear evidence has been adduced so far.

The present study is the first in-depth attempt to investigate the authorship of the

text on the basis of sound philological and historical proofs. I carefully examine here not

only the content of the text but also the historical records concerning Tanshen and his

works as well as his quotations surviving in Jizang’s 吉藏 opus. Last but not least, the

evidence found in Buddhist catalogues recently found in Japan has provided important

clues. This investigation leads to the conclusion that the authorship of the text can indeed

be ascribed to Tanshen.

Last but not least, the essential clues offered by the Japanese sources have made it

once again clear how important it is to include them in the study of Chinese Buddhism

alongside the traditional Chinese sources.


