
遼
代
高
僧
非
濁
の
行
状
に
関
す
る
資
料
考
︵
一
︶

︱
︱
『
奉
福
寺
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
幢
記
﹄
に
つ
い
て
︱
︱

李

銘

敬

一

遼
代
︵
九
〇
七
︱
一
一
二
五
︶
の
仏
教
は
︑
遼
の
歴
代
皇
帝
の
尊
崇
や
国
の
保
護
の
も
と
で
盛
ん
に
な
り
︑
特
に
興
宗
︵
在
位
は

一
〇
三
一
︱
一
〇
五
五
︶
と
道
宗
︵
在
位
は
一
〇
五
五
︱
一
一
〇
一
︶
の
両
時
代
に
は
︑
そ
の
全
盛
期
を
迎
え
て
お
り
︑
房
山
石
経

の
続
刻
事
業
や
契
旦
大
蔵
経
の
刊
行
な
ど
は
国
家
事
業
と
し
て
推
進
さ
れ
︑
仏
塔
と
仏
寺
も
多
く
営
造
さ
れ
た
︒
現
在
も
猶
︑
北
京
︑

天
津
︑
河
北
︑
山
西
︑
遼
寧
︑
内
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
北
方
各
地
に
は
遼
代
の
仏
教
遺
跡
が
少
な
か
ら
ず
残
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
興

宗
と
道
宗
の
両
時
代
は
︑
華
厳
と
密
教
の
ほ
か
︑
律
宗
︑
浄
土
宗
︑
唯
識
宗
︑
倶
舎
宗
な
ど
諸
宗
派
の
仏
教
教
学
の
研
究
で
知
ら
れ

る
高
僧
が
輩
出
し
︑
非
濁
︵
？
︱
一
〇
六
三
︶
も
そ
の
一
人
で
当
時
の
律
宗
と
浄
土
宗
の
宣
教
・
著
述
な
ど
で
活
躍
し
︑
両
皇
帝
か

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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一
九



ら
共
に
優
遇
さ
れ
た
高
僧
で
あ
る
︒

非
濁
撰
﹃
三
宝
感
応
要
略
録
﹄︵
以
下
﹃
要
略
録
﹄
と
略
す
︶
と
い
う
仏
教
説
話
集
は
︑
成
立
後
間
も
な
く
日
本
に
伝
来
し
た
よ

う
で
︑
﹃
弘
文
荘
待
賈
書
目
﹄
著
録
本
︵
所
在
不
明
︶︑
金
剛
寺
本
︵
上
巻
の
み
︶︑
前
田
家
本
︵
高
山
寺
旧
蔵
︶︑
東
寺
観
智
院
本

︵
抄
録
︶
な
ど
数
種
の
古
写
本
が
伝
存
し
て
お
り
︑﹃
百
座
法
談
聞
書
抄
﹄﹃
言
泉
集
﹄﹃
薬
師
﹄﹃
説
経
才
学
抄
﹄﹃
普
通
唱
導
集
﹄
な

ど
の
仏
教
布
教
用
資
料
に
使
用
さ
れ
た
り
﹃
今
昔
物
語
集
﹄﹃
私
聚
百
因
縁
集
﹄﹃
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
﹄
﹃
三
国
伝
記
﹄﹃
大
般
若
経
得

験
記
﹄
な
ど
の
仏
教
説
話
集
に
採
話
さ
れ
た
り
︑﹃
佚
名
諸
菩
薩
感
応
抄
﹄
﹃
三
宝
感
応
録
並
日
本
法
華
伝
指
示
抄
﹄﹃
弥
勒
如
来
感

応
抄
﹄
﹃
真
言
伝
﹄﹃
醍
醐
寺
焔
魔
王
堂
絵
銘
﹄
な
ど
の
抄
録
物
・
伝
・
絵
銘
に
も
利
用
さ
れ
た
り
し
て
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
判
明
し
て
い
る
(�
)

︒
そ
し
て
︑
同
じ
く
非
濁
撰
﹃
新
編
随
願
往
生
集
﹄
と
い
う
往
生
伝
も
伝
わ
っ
て
︑
東
大
寺
の
華
厳
宗
の
傑
出
な

学
僧
宗
性
︵
一
二
〇
二
︱
一
二
七
八
︶
自
筆
の
﹃
弥
勒
如
来
感
応
指
示
抄
﹄
第
三
︵
文
応
元
年
筆
︶
に
︑
本
書
各
巻
の
弥
勒
感
応
説

話
の
有
無
を
示
し
た
記
事
が
見
ら
れ
る
︒
後
に
は
本
往
生
伝
か
ら
抄
出
編
纂
さ
れ
た
も
の
が
︑
桑
門
戒
珠
集
﹃
往
生
浄
土
伝
﹄
と
仮

託
さ
れ
て
日
本
の
僧
門
な
ど
に
大
い
に
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
(�
)
︒
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
︑
非
濁
の
作
品
が
日
本
仏

教
及
び
仏
教
説
話
文
学
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
作
品
面
の
広
範
な
受
容
ぶ
り
と
は
正
反
対
に
︑
従
来
日
本
で
の
非
濁
そ
の
人
と
そ
の
行
状
な
ど
に
対
し
て
の

知
識
は
意
外
に
乏
し
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
︒﹃
新
編
随
願
往
生
集
﹄
だ
け
で
な
く
︑
﹃
要
略
録
﹄
か
ら
も
多
く
の
説
話
を
抄
録
し

た
宗
性
の
当
該
の
抄
録
作
品
に
は
︑
抄
録
の
た
め
に
利
用
し
た
中
国
の
書
籍
に
つ
い
て
多
く
そ
の
著
者
名
を
明
記
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
非
濁
の
名
前
は
一
つ
も
出
て
い
な
い
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
塚
本
善
隆
氏
は
︑﹁
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
へ
か
け
て

は
︑
日
本
の
遼
・
金
に
対
す
る
知
識
は
極
め
て
貧
弱
で
あ
っ
た
﹂
か
ま
た
は
﹁
遼
僧
非
濁
で
は
︑
引
証
の
上
に
宗
学
的
権
威
が
少
な

一
二
〇



い
か
ら
︑
故
意
に
著
者
名
を
出
さ
な
か
っ
た
も
の
か
も
し
れ
ぬ
︒﹂
と
推
測
さ
れ
て
い
る
(#
)
︒

現
存
の
﹃
要
略
録
﹄
数
種
の
古
写
本
の
う
ち
︑
前
田
家
本
の
巻
中
と
巻
下
の
内
題
下
に
は
﹁
釈
子
非
獨
︵
濁
︶
撰
﹂︑
金
剛
寺
本

と
観
智
院
本
と
慶
安
三
年
刊
本
に
は
﹁
宋
非
濁
撰
﹂
と
あ
る
︒
し
か
し
︑
右
に
挙
げ
た
﹃
要
略
録
﹄
引
用
の
各
種
類
の
資
料
に
も
非

濁
の
名
前
は
一
切
出
て
い
な
い
︒
こ
う
し
た
様
子
か
ら
見
る
と
︑
遼
に
対
す
る
知
識
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
事
実
と
し
て
首
肯
さ

れ
よ
う
︒
仮
託
の
桑
門
戒
珠
編
﹃
往
生
浄
土
伝
﹄
が
そ
の
後
そ
の
ま
ま
流
布
し
て
き
た
こ
と
も
︑
こ
の
延
長
線
上
に
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
︒
こ
の
よ
う
な
事
情
は
︑
室
町
時
代
に
も
あ
っ
た
︒
当
時
の
臨
済
僧
の
瑞
渓
周
鳳
︵
一
三
九
一
︱
一
四
七
三
︶
が
彼
の

日
記
﹃
臥
雲
日
件
録
抜
尤
﹄
の
寛
正
五
年
︵
一
四
六
四
︶
八
月
二
十
一
日
の
条
に
は
︑

三
宝
感
応
略
録
︑
今
日
写
之
︒
凡
予
刻
楮
集
抄
群
書
之
中
要
者
也
︑
此
三
宝
録
︒︵
中
略
︶
所
謂
釈
子
非
濁
︑
不
詳
名
字
︑
果

何
人
也
︒
其
人
置
而
不
論
︑
惟
令
人
知
三
宝
感
応
︑
其
益
豈
曰
小
也
哉
($
)
︒

と
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
周
鳳
自
ら
が
﹃
要
略
録
﹄
を
読
ん
だ
り
抄
録
し
た
り
し
た
こ
と
と
︑
本
書
を
︑
人
々
に
三
宝
感
応
の
こ

と
を
知
ら
し
め
る
重
要
な
書
と
し
て
認
識
︑
重
宝
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
釈
子
非
濁
と
い
う
も
の
は
︑

そ
の
名
字
が
詳
ら
か
な
ら
ず
︑
果
た
し
て
如
何
な
る
人
な
り
や
﹂
と
︑
五
山
文
学
僧
の
代
表
格
で
あ
る
周
鳳
で
さ
え
も
︑
非
濁
の
こ

と
に
暗
い
の
で
あ
る
︒

日
本
と
遼
と
の
交
渉
に
関
す
る
記
事
は
︑﹃
遼
史
﹄
本
紀
第
二
十
五
・
道
宗
第
五
に
︑

︵
大
安
七
年
︶
九
月
丙
申
︑
還
上
京
︒
己
亥
︑
日
本
国
遣
鄭
元
︑
鄭
心
及
僧
応
範
等
二
十
八
人
来
貢
︒︵
前
略
︶︵
大
安
八
年
︶

九
月
乙
巳
︑
駐
蹕
藕
絲
淀
︒
丁
未
︑
日
本
国
遣
使
来
貢
(%
)
︒

と
あ
り
︑
大
安
七
年
︵
一
〇
九
一
︶
と
八
年
と
︑
二
度
に
わ
た
っ
て
日
本
か
ら
直
接
に
遼
へ
使
者
を
遣
わ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
し

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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か
し
︑
﹃
百
錬
抄
﹄
嘉
保
元
年
︵
一
〇
九
四
︶
の
記
事
で
分
か
る
よ
う
に
︑
そ
れ
は
︑
太
宰
権
帥
藤
原
伊
房
が
国
禁
を
犯
し
て
僧
明

範
を
遼
に
送
っ
て
貨
物
の
交
易
を
さ
せ
た
事
で
あ
っ
た
(4
)

︒
こ
の
よ
う
に
︑
当
時
は
︑
遼
と
の
正
式
な
文
化
交
流
な
ど
が
皆
無
の
時
代

だ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
遼
の
図
書
を
宋
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
が
厳
禁
さ
れ
た
(:
)
た
め
︑
宋
に
お
い
て
そ
れ
は
流
布
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
︒
義
天
﹃
大
覚
国
師
文
集
﹄
巻
第
十
一
﹁
答
大
宋
元
炤
律
師
書
﹂
に
は
︑

此
間
亦
有
新
行
随
願
往
生
集
一
部
二
十
巻
︑︵
中
略
︶
続
当
附
上
(=
)
︒

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
非
濁
撰
﹃
新
編
随
願
往
生
集
﹄
は
当
時
の
宋
に
も
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
︑
当
時
の

日
本
で
は
︑
遼
の
知
識
が
い
か
に
も
乏
し
か
っ
た
こ
と
が
︑
ほ
ぼ
推
定
さ
れ
る
︒

非
濁
に
つ
い
て
の
真
正
面
な
研
究
は
︑
塚
本
善
隆
氏
が
そ
の
皮
切
り
で
あ
っ
た
︒
塚
本
氏
の
論
文
で
は
︑
非
濁
作
品
の
日
本
へ
の

伝
存
と
そ
の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
新
発
見
の
資
料
を
駆
使
し
て
綿
密
な
考
証
を
行
な
わ
れ
て
い
る
︒
そ
の
前
後
に
は
︑
説
話
文
学
研

究
領
域
に
お
い
て
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
天
竺
部
と
震
旦
部
と
の
出
典
研
究
に
重
き
を
置
い
た
﹃
要
略
録
﹄
研
究
︑
ま
た
本
書
に
つ
い
て

の
構
造
や
標
題
︑
古
写
本
な
ど
一
連
の
研
究
が
見
え
た
(P
)
が
︑
非
濁
そ
の
人
に
関
し
て
の
研
究
は
︑
ま
だ
少
な
か
っ
た
︒
塚
本
氏
の
論

文
が
初
め
て
非
濁
の
行
状
記
に
あ
た
る
﹃
奉
福
寺
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
幢
記
﹄︵
以
下
は
石
幢
記
と
略
す
︶
の
所
存
文
献
を
指
摘
し
︑

ま
た
一
通
り
の
解
読
を
も
示
し
て
い
る
︒
そ
の
後
に
は
︑
新
出
の
関
係
史
料
・
思
孝
撰
﹃
大
蔵
教
諸
仏
菩
薩
名
号
集
序
﹄
と
結
び
つ

け
て
試
論
し
た
拙
考
も
あ
る
(

)
が
︑
両
史
料
に
つ
い
て
は
未
解
明
の
点
が
残
り
︑
さ
ら
に
詳
細
な
解
読
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
︑
と
常
に

10

考
え
て
き
た
︒
こ
こ
で
は
︑
ひ
と
ま
ず
両
史
料
中
の
石
幢
記
に
つ
い
て
︑
﹃
日
下
旧
聞
﹄
以
外
の
所
引
文
も
紹
介
し
な
が
ら
︑
こ
れ

ま
で
の
不
明
な
点
を
検
討
し
て
み
た
い
︒

一
二
二



二

石
幢
記
に
関
し
て
の
記
事
は
︑
幾
つ
か
の
資
料
に
見
え
る
︒
清
・
朱
彝
尊
︵
一
六
二
九
︱
一
七
〇
九
︶
撰
﹃
日
下
旧
聞
﹄︵
康
熙

二
十
七
年
・
一
六
八
八
︶
巻
第
二
十
一
﹁
郊
坰
﹂
に
は
︑
周
篔
︵
一
六
二
三
︱
一
六
八
七
︶
撰
﹃
析
津
日
記
﹄
に
お
け
る
当
石
幢
記

の
記
事
を
以
下
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
︒

広
恩
寺
︑
遼
之
奉
福
寺
也
︒
在
白
雲
観
西
南
︑
地
名
栗
園
︒
按
遼
史
南
京
有
栗
園
︑
蕭
韓
家
奴
嘗
典
之
︑
疑
即
此
地
也
︒
土

人
目
寺
為
三
教
寺
︑
中
有
石
幢
︑
題
曰
守
司
空
豳
国
公
中
書
令
奉
為
故
太
尉
大
師
特
建
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
幢
記

講
僧
真
延

撰
並
書
︒
末
云
清
寧
九
年
歳
次
癸
卯
七
月
庚
子
朔
十
三
日
壬
子
記
︒
幢
南
有
碑
︑
正
統
初
太
監
僧
保
銭
安
立
︒
析
津
日
記
(

)
11

こ
れ
に
よ
る
と
︑
石
幢
記
の
所
在
と
題
名
︑
撰
者
︑
撰
述
時
間
な
ど
が
分
か
る
︒
そ
し
て
石
幢
記
本
文
に
見
る
遼
の
奉
福
寺
遺
跡

の
所
在
と
別
名
な
ど
も
明
ら
か
に
な
る
︒
即
ち
︑
遼
の
奉
福
寺
と
は
︑
現
在
の
広
恩
寺
で
︑
白
雲
観
の
西
南
に
あ
り
︑
土
地
の
人
が

そ
れ
を
三
教
寺
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹃
日
下
旧
聞
﹄
所
引
の
﹃
析
津
日
記
﹄
と
い
う
書
物
は
︑
現
在
は
佚
書
と
な
っ
た
ら

し
い
︒
撰
者
の
周
篔
は
︑﹃
清
史
列
伝
・
文
苑
伝
﹄
に
伝
が
あ
っ
て
︑
朱
彝
尊
と
交
遊
関
係
を
持
つ
同
郷
だ
っ
た
人
物
で
あ
る
︒

こ
の
石
幢
記
著
録
︑
そ
し
て
本
文
収
録
の
文
献
は
︑﹃
日
下
旧
聞
﹄
の
ほ
か
︑
数
種
に
見
ら
れ
る
︒
ま
ず
幾
種
か
の
金
石
録
文
献

が
挙
げ
ら
れ
る
︒
清
孫
星
衍
︵
一
七
五
三
︱
一
八
一
八
︶
撰
﹃
京
畿
金
石
考
﹄
︵
一
七
九
二
︶
巻
上
﹁
順
天
府
・
大
興
宛
平
県
﹂
に

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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み
た
当
石
幢
記
の
記
事
に
は
︑

僧
真
延
撰
︑
正
書
︐
清
寧
九
年
五
月
立
︐
在
広
恩
寺
(

)
︒

12

と
あ
る
︒
そ
し
て
︑
同
氏
と
邢
澍
共
編
︵
一
八
〇
二
︶﹃
寰
宇
訪
碑
録
(

)
﹄
に
も
ほ
ぼ
同
様
な
記
事
が
見
ら
れ
る
︒
た
だ
﹁
清
寧
九
年

13

五
月
立
﹂
が
﹁
清
寧
九
年
﹂
と
変
わ
り
︑﹁
在
広
恩
寺
﹂
と
の
文
字
も
削
除
さ
れ
て
﹁
直
隷
大
興
﹂
と
な
る
の
で
あ
る
︒

李
鴻
章
・
黄
彭
年
編
纂
﹃
畿
輔
通
志
(

)
﹄︵
一
八
八
六
︶
卷
第
百
三
十
八
・
金
石
一
・﹁
奉
福
寺
造
幢
記
﹂
の
注
文
に
︑﹃
析
津
日
記
﹄

14

と
﹃
京
畿
金
石
考
﹄
と
﹃
寰
宇
訪
碑
録
﹄
に
見
た
関
係
記
事
を
併
せ
て
再
録
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
︑
石
幢
記
の
撰
文
は

﹁
正
書
﹂
い
わ
ば
楷
書
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒

ま
た
︑
同
時
期
の
﹃
光
緒
順
天
府
志
﹄︵
一
八
八
六
︶
卷
第
百
二
十
八
﹃
金
石
志
﹄︵
繆
荃
孫
撰
︶
に
は
︑﹁
奉
福
寺
尊
勝
経
幢
﹂

の
題
下
に
︑
割
注
の
形
で
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
︒

存
︒
前
経
後
記
︑
八
面
刻
︒
講
論
︵
僧
︶
真
言
︵
延
か
︶
撰
記
并
正
書
︑
清
寧
九
年
七
月
十
三
日
︒
在
宛
平
白
雲
観
西
広
恩
寺
(

)
︒

15

繆
荃
孫
︵
一
八
四
四
︱
一
九
一
九
︶
は
︑
清
末
と
民
国
初
期
の
金
石
学
で
著
名
な
学
者
で
︑
幼
少
よ
り
金
石
と
碑
帖
を
嗜
み
︑
翰

林
院
編
修
で
﹃
光
緒
順
天
府
志
﹄
編
纂
に
携
わ
っ
た
当
時
︑
京
畿
周
辺
の
碑
銘
な
ど
を
博
捜
し
︑
順
天
や
易
州
︑
宣
化
︑
定
州
な
ど

へ
人
を
遣
わ
し
て
碑
文
を
拓
本
さ
せ
た
り
し
て
︑
入
手
し
た
も
の
に
自
ら
考
証
を
行
な
っ
た
と
い
う
︒﹃
府
志
﹄
巻
一
二
七
︱
一
三

〇
所
収
の
﹃
金
石
志
﹄
を
見
る
と
︑
各
碑
題
下
に
そ
れ
ぞ
れ
﹁
存
﹂
或
い
は
﹁
佚
﹂︑﹁
未
見
﹂
な
ど
の
注
を
附
し
て
お
り
︑
さ
ら
に

﹁
存
﹂
と
付
け
た
も
の
に
つ
い
て
︑
碑
文
の
撰
者
や
書
体
︑
制
作
年
代
︑
所
在
場
所
な
ど
の
詳
細
な
記
事
を
付
し
て
い
る
︒
当
石
幢

記
に
つ
い
て
は
︑﹁
前
経
後
記
︑
八
面
刻
﹂
と
︑
碑
の
前
半
部
に
陀
羅
尼
経
文
︑
後
半
部
に
﹁
非
濁
行
状
記
﹂
を
記
し
︑
石
幢
八
面

の
面
々
に
刻
文
が
施
さ
れ
て
い
る
︑
と
別
文
献
に
あ
ま
り
見
ら
れ
ぬ
ほ
ど
詳
し
い
記
事
が
載
っ
て
お
り
︑
本
人
が
そ
の
石
幢
を
実
見

一
二
四



し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
後
に
同
氏
編
纂
の
﹃
遼
文
存
﹄︵
一
八
九
六
︶
巻
四
に
収
め
ら
れ
た
石
幢
記
文
の
末
に
は
﹁
拓

本
﹂
と
い
う
注
が
付
き
︑
ま
た
当
書
所
附
の
﹁
遼
金
石
存
目
﹂
に
み
る
﹁
奉
福
寺
石
幢
記
﹂
の
題
下
に
︑

僧
真
延
撰
︒
正
書
︒
清
寧
九
年
五
月
︒
在
大
興
︒
拠
孫
録
(

)
︒

16

と
注
記
し
て
い
る
︒
こ
の
記
事
か
ら
見
れ
ば
︑
石
幢
記
の
録
文
と
著
録
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
拓
本
﹂
と
孫
星
衍
著
述
に
依
拠
し
た
も
の

で
︑
本
人
は
石
幢
を
実
見
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

『
日
下
旧
聞
﹄
増
補
版
の
﹃
欽
定
日
下
旧
聞
考
﹄︵
一
七
七
四
︶
卷
第
九
十
五
﹁
郊
垌
﹂
に
お
け
る
︑
例
の
﹃
析
津
日
記
﹄
記
事
に

関
し
て
の
増
補
者
の
﹁
按
語
﹂
で
は
︑

今
白
雲
観
之
西
︑
土
人
猶
呼
三
教
寺
︑
遺
址
已
廃
︑
遼
之
石
幢
浮
図
︑
明
之
碑
記
皆
不
可
考
(

)
︒

17

と
あ
り
︑
現
在
︑
白
雲
観
の
西
は
︑
土
地
の
人
は
猶
︑
三
教
寺
と
言
う
も
の
の
︑
奉
福
寺
の
遺
跡
は
す
で
に
廃
れ
︑
遼
の
石
幢
も
そ

の
南
に
あ
る
明
朝
の
石
碑
も
み
な
そ
の
所
在
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒﹃
欽
定
日
下
旧
聞
考
﹄
は
︑
繆
荃

孫
﹃
金
石
考
﹄
よ
り
百
年
ほ
ど
前
の
著
述
で
あ
り
︑
そ
の
増
補
者
の
﹁
案
語
﹂
が
確
実
な
も
の
で
あ
れ
ば
︑
石
幢
は
孫
星
衍
と
繆
荃

孫
と
の
撰
述
の
時
に
す
で
に
亡
失
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
な
の
に
︑
何
故
﹁
存
︑︵
前
略
︶
在
宛
平
白
雲
観
西
広
恩
寺
﹂
と
言
う

の
で
あ
ろ
う
か
︒
ど
う
も
上
述
の
金
石
考
な
ど
に
み
た
記
事
に
は
︑
幾
分
納
得
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

ま
た
︑
清
・
羅
福
頤
編
録
の
﹃
遼
文
続
拾
﹄︑
黄
任
恒
編
録
の
﹃
遼
金
石
﹄
な
ど
の
後
出
資
料
に
も
︑
当
石
幢
記
の
著
録
記
事
も

見
え
る
が
︑
新
た
な
内
容
は
な
い
の
で
︑
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
︒

石
幢
記
本
文
を
載
せ
て
い
る
文
献
は
︑
管
見
に
よ
れ
ば
︑
お
も
に
朱
彝
尊
﹃
日
下
旧
聞
﹄︑
智
朴
﹃
盤
山
志
﹄
と
繆
荃
孫
﹃
遼
文

存
﹄
と
の
三
種
で
あ
る
︒﹃
日
下
旧
聞
﹄
の
目
録
に
付
し
た
﹁
日
下
旧
聞
抄
撮
群
書
目
録
﹂
に
よ
る
と
︑
本
書
に
収
録
さ
れ
た
千
数

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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五



百
種
の
資
料
に
は
﹁
碑
幢
雑
記
六
十
通
﹂
が
含
ま
れ
︑
そ
の
中
に
﹁
遼
奉
福
寺
石
幢
﹂
も
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
本
目
録
中
に
﹃
盤
山

志
﹄
も
見
え
る
も
の
の
︑
撰
者
は
智
朴
で
は
な
く
て
宋
犖
と
記
す
︒
宋
犖
な
ら
ば
﹃
盤
山
志
﹄
序
文
に
は
本
人
所
撰
の
一
篇
も
加
わ

る
︒
そ
れ
ら
の
序
文
か
ら
当
志
は
最
終
的
に
王
士
禛
と
朱
尊
彝
と
の
校
訂
を
得
て
完
成
し
た
も
の
と
分
か
る
︒
だ
か
ら
︑
朱
彝
尊
に

と
っ
て
﹃
盤
山
志
﹄
と
智
朴
と
の
こ
と
は
当
然
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹃
盤
山
志
﹄
と
は
︑
当
志
巻
頭
に
置
か

れ
て
い
る
宋
犖
撰
﹁
盤
山
志
序
﹂
を
さ
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
︒
康
熙
三
十
年
︵
一
六
九
一
︶
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
盤
山
志
﹄

巻
第
二
・﹁
人
物
・
高
僧
﹂
に
は
当
石
幢
記
本
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
但
し
︑
そ
の
収
録
の
依
拠
資
料
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

18

な
お
︑
﹃
遼
文
存
﹄
で
は
︑
既
述
し
た
よ
う
に
︑
そ
れ
が
﹁
拓
本
﹂
に
よ
る
も
の
と
収
録
本
文
の
末
に
注
記
し
て
い
る
︒

三
種
以
外
の
文
献
は
︑
大
抵
こ
の
三
種
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
清
・
厲
鶚
︵
一
六
九
二
︱
一
七
五
二
︶
撰
﹃
遼
史
拾

遺
﹄
巻
十
・
道
宗
四
・﹁︵
大
康
︶
十
年
︵
一
〇
八
四
︶
春
正
月
丙
午
復
建
南
京
奉
福
寺
浮
図
﹂
と
い
う
記
事
の
注
に
は
︑﹁
朱
彝
尊

日
下
旧
聞
載
遼
奉
福
寺
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
石
幢
記
曰
﹂
と
い
う
ふ
う
に
﹃
石
幢
記
﹄
全
文
を
引
用
し
て
い
る
(

)
︒
清
・
周
春
︵
一
七
二

19

九
︱
一
八
一
五
︶
撰
﹃
増
訂
遼
詩
話
﹄︵
一
七
五
九
年
︶
巻
下
﹁
僧
非
濁
﹂
の
項
に
﹃
石
幢
記
﹄
の
一
部
を
抜
粋
し
て
お
り
︑
そ
の

文
末
に
﹁
盤
山
志
参
奉
福
寺
石
幢
記
﹂
と
割
注
し
て
い
る
(

)
︒
喩
謙
撰
﹃
新
続
高
僧
伝
(

)
﹄
巻
第
三
に
﹁
遼
燕
京
奉
福
寺
沙
門
釈
非
濁

20

21

伝
﹂
は
見
え
る
が
︑
そ
の
依
拠
資
料
は
﹃
盤
山
志
﹄
で
あ
る
︒
現
在
︑
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
陳
述
輯
校
﹃
全
遼
文
(

)
﹄
所
収
の
石
幢

22

記
本
文
は
︑﹃
遼
文
存
﹄
に
よ
る
も
の
で
︑
同
時
に
﹃
日
下
旧
聞
﹄
を
も
参
考
に
し
て
い
る
︒
向
南
編
﹃
遼
代
石
刻
文
編
﹄︵
河
北
教

育
出
版
社
︑
一
九
九
五
年
︶
は
︑﹃
盤
山
志
﹄﹃
日
下
旧
聞
﹄﹃
遼
文
存
﹄
三
種
に
よ
っ
て
い
る
︒﹃
中
華
大
典
・
文
学
典
・
宋
遼
金
元

文
学
分
典
(

)
﹄
と
﹃
全
遼
金
文
(

)
﹄
所
収
の
そ
れ
は
︑
と
も
に
﹃
全
遼
文
﹄
か
ら
転
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

23

24
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三

こ
こ
で
は
︑
ま
ず
は
﹃
日
下
旧
聞
﹄
所
載
の
石
幢
記
を
掲
示
し
て
︑﹃
盤
山
志
﹄
と
﹃
遼
文
存
﹄
所
載
の
記
事
な
ど
を
参
照
し
な

が
ら
︑
検
討
し
て
み
る
︒

遼
佛
頂
尊
勝
陀
羅
尼
幢
記
①

京
師
奉
福
寺
懺
悔
主
︑
崇
禄
大
夫
︑
檢
校
太
尉
︑
純
慧
大
師
之
息
化
也
︑
附
霊
塔
之
巽
位
︑

樹
佛
頂
尊
勝
陀
羅
尼
幢
︑
廣
丈
有
尺
︒
門
弟
子
状
師
實
行
︐
以
記
為
請
②
︒
大
師
諱
非
濁
︑
字
貞
照
︑
俗
姓
張
氏
︑
其
先
范

陽
人
③
︒
重
熙
初
︐
禮
故
守
太
師
兼
侍
中
圓
融
國
師
為
師
④
︒
居
無
何
︑
嬰
脚
疾
︑
乃
遯
匿
盤
山
︑
敷
課
于
白
繖
葢
︒
毎
宴

坐
誦
持
︑
常
有
山
神
敬
侍
︑
尋
克
痊
⑤
︒
八
年
冬
︑
有
詔
赴
闕
︑
興
宗
皇
帝
賜
以
紫
衣
︒
十
八
年
︑
勅
授
上
京
管
内
都
僧
録
︒

秩
満
︑
授
燕
京
管
内
左
街
僧
録
⑥
︒
屬
鼎
駕
上
仙
︑
驛
征
赴
闕
︑
今
上
以
師
受
眷
先
朝
︑
乃
恩
加
崇
禄
大
夫
檢
校
太
保
︒
次

年
︑
加
檢
校
太
傅
︑
太
尉
⑦
︒
師
搜
訪
闕
章
︑
聿
修
睿
典
︑
撰
往
生
集
二
十
卷
進
呈
︒
上
嘉
賛
久
之
︑
親
為
帙
引
︑
尋
命
龕

次
入
藏
⑧
︒
清
寧
六
年
春
︑
鑾
輿
幸
燕
︑
回
次
花
林
︑
師
侍
坐
于
殿
︑
面
受
燕
京
管
内
懺
悔
主
菩
薩
戒
師
⑨
︒
明
年
二
月
︑

設
壇
于
本
寺
︑
懺
受
之
徒
︑
不
可
勝
紀
⑩
︒
九
年
四
月
︑
示
疾
︑
告
終
于
竹
林
寺
︒
即
以
其
年
五
月
︑
移
窆
于
昌
平
縣
⑪
︒

司
空
豳
國
公
︑
仰
師
高
躅
︑
建
立
寺
塔
︑
并
營
是
幢
︒
庶
陵
壑
有
遷
︑
而
音
塵
不
泯
⑫
︒
清
寧
九
年
五
月
︑
講
僧
眞
延
撰
并

書
⑬
(

)
25

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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以
上
は
﹃
日
下
旧
聞
﹄
所
載
の
石
幢
記
全
文
で
あ
り
︑
①
は
そ
の
題
名
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
︑
﹃
盤
山
志
﹄

に
は
﹁
真
延
佛
頂
尊
勝
陀
羅
尼
幢
記
﹂︑﹃
遼
文
存
﹄
に
は
﹁
非
濁
禅
師
実
行
記
﹂
と
あ
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
石
幢
記
の
撰
述
者
︑
内
容
︑

或
い
は
そ
の
所
在
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
仮
題
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
実
際
︑
石
幢
記
に
は
正
式
な
題
が
あ
る
ら
し
く
︑
そ
れ
は
即

ち
﹃
析
津
日
記
﹄
に
記
さ
れ
た
﹁
題
曰
守
司
空
豳
国
公
中
書
令
奉
為
故
太
尉
大
師
特
建
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
幢
記

講
僧
真
延
撰
並

書
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
の
﹁
守
司
空
豳
国
公
中
書
令
﹂
に
つ
い
て
は
︑
従
来
︑
非
濁
の
記
事
の
み
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
た
め
か
︑
こ
れ
に
関
し

て
の
ま
と
も
な
考
察
は
尚
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
︒﹃
遼
史
﹄
巻
八
十
六
・
列
伝
第
十
六
に
は
そ
の
伝
記
が
あ
り
︑

﹁
耶
律
合
里
只
﹂
に
当
た
る
人
物
で
あ
る
︒
そ
の
伝
に
︑

耶
律
合
里
只
︑
字
特
満
︑
六
院
夷
離
菫
蒲
古
只
之
後
︒
重
熙
中
︑
累
遷
西
南
面
招
討
都
監
︒
充
宋
国
生
辰
使
︑
館
于
白
溝
驛
︒

宋
宴
労
︑
優
者
嘲
蕭
恵
河
西
之
敗
︒
合
里
只
曰
︑﹁
勝
負
兵
家
常
事
︒
我
嗣
聖
皇
帝
俘
石
重
貴
︑
至
今
興
中
有
石
家
寨
︒
恵

之
一
敗
︑
何
足
較
哉
︒﹂
宋
人
慚
服
︒
帝
聞
之
曰
︑﹁
優
伶
失
辞
︑
何
可
傷
両
国
交
好
︒﹂
鞭
二
百
︑
免
官
︒
清
寧
初
︑
起
為

懐
化
軍
節
度
使
︒
七
年
︑
入
為
北
院
大
王
︑
封
豳
国
公
︒
歴
遼
興
軍
節
度
使
︑
東
北
路
詳
穏
︑
加
兼
侍
中
︒
致
仕
︑
卒
︒
合

里
只
明
達
勤
恪
︑
懐
柔
有
道
︒
置
諸
賓
館
及
西
辺
営
田
︑
皆
自
合
里
只
発
之
(

)
︒
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と
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
耶
律
合
里
只
と
は
︑
六
院
︵
南
大
王
院
︶
夷
離
菫
で
あ
る
蒲
古
只
の
子
孫
で
︑
重
熙
︵
一
〇
三
二
︱
一
〇
五

五
︶
年
間
︑﹁
西
南
面
招
討
都
監
﹂
に
累
進
︑
一
度
︑
宋
の
皇
帝
の
誕
生
日
を
祝
う
た
め
に
使
者
と
し
て
宋
に
派
遣
さ
れ
た
時
の
失

一
二
八



言
で
免
官
に
さ
れ
た
が
︑
清
寧
︵
一
〇
五
五
︱
一
〇
六
四
︶
初
年
︑
再
び
﹁
懐
化
軍
節
度
使
﹂
に
起
用
さ
れ
︑
清
寧
七
年
︑
上
京
し

て
﹁
北
院
大
王
﹂
と
な
り
︑﹁
豳
国
︵
甘
粛
寧
縣
一
帯
︶
公
﹂
に
封
じ
ら
れ
た
︒
官
職
に
は
﹁
遼
興
軍
節
度
使
﹂︑﹁
東
北
路
詳
穏
﹂︑

﹁
兼
侍
中
﹂
を
歴
任
︑
退
官
後
︑
死
去
︒
性
格
豪
快
︑
勤
勉
で
懐
柔
の
術
あ
り
︑
賓
館
設
置
︑
西
部
辺
防
と
屯
田
な
ど
の
主
唱
者
た

る
功
の
あ
る
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
石
幢
記
題
名
に
は
﹁
守
司
空
﹂
と
﹁
中
書
令
﹂
と
い
っ
た
肩
書
も
見
ら
れ
る
︒

遼
で
は
北
面
官
と
南
面
官
を
そ
れ
ぞ
れ
置
い
て
原
住
民
と
漢
族
を
分
治
す
る
︒
﹁
西
南
面
招
討
都
監
﹂
と
﹁
東
北
路
詳
穏
﹂
は
北
面

辺
防
官
で
︑﹁
懐
化
軍
節
度
使
﹂
と
﹁
遼
興
軍
節
度
使
﹂
は
南
面
方
州
官
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
北
院
大
王
﹂
と
は
北
面
朝
官
に
お
け
る

﹁
北
南
枢
密
院
﹂﹁
北
南
宰
相
府
﹂
に
次
ぐ
第
三
階
の
長
官
で
あ
り
︑﹁
中
書
令
﹂
と
は
南
面
朝
官
に
お
け
る
﹁
三
師
府
・
三
公
府
﹂

と
﹁
漢
人
枢
密
院
﹂
に
次
ぐ
三
省
の
中
書
省
長
官
で
︑﹁
侍
中
﹂
は
門
下
省
長
官
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
地
方
の
治
績
で
中
央
に
抜
擢

さ
れ
た
高
官
な
の
で
あ
る
︒
非
濁
と
の
付
き
合
い
に
関
し
て
は
未
詳
で
あ
る
が
︑
非
濁
入
寂
の
清
寧
九
年
︵
一
〇
六
三
︶
は
︑
合
里

只
が
豳
国
公
に
な
っ
た
二
年
後
に
あ
た
っ
て
︑
石
幢
記
末
尾
に
﹁
司
空
豳
国
公
︑
仰
師
高
躅
︑
建
立
寺
塔
︑
并
営
是
幢
﹂
と
あ
る
よ

う
に
︑
豳
国
公
は
非
濁
大
師
の
高
徳
を
仰
ぐ
た
め
に
霊
塔
を
建
て
︑
そ
れ
に
併
せ
て
石
幢
を
営
ん
だ
と
︑
石
幢
営
造
の
経
緯
は
そ
れ

で
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
︒

｢
遼
興
軍
節
度
使
﹂
は
︑
南
京
道
の
﹁
平
州
﹂︵
現
在
河
北
省
盧
龍
縣
︶
に
置
か
れ
︑
二
州
と
三
県
を
管
轄
し
︑
析
津
府
︵
現
在
北

京
市
︶
の
近
隣
に
あ
る
︒
ま
た
漢
人
事
務
管
理
を
行
な
う
南
面
官
﹁
中
書
令
﹂
も
現
役
中
で
あ
る
ら
し
い
︒
そ
の
よ
う
な
身
分
を
も

つ
空
豳
国
公
に
と
っ
て
︑
仕
事
上
の
関
係
か
ら
も
︑
同
じ
南
京
道
で
燕
京
管
内
左
街
僧
録
を
務
め
る
非
濁
と
の
接
触
を
深
め
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
す
る
︒

②
に
お
い
て
︑
非
濁
入
寂
後
︑
霊
塔
の
巽
位
︵
東
南
方
角
︶
に
︑
広
さ
一
丈
一
尺
ほ
ど
の
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
石
幢
が
建
立
さ
れ
る
︒

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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そ
の
た
め
に
︑
門
弟
た
ち
が
師
の
行
状
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
︑
そ
の
任
を
︑
弟
子
の
真
延
が
申
し
込
ん
だ
︑
と
石
幢
記
撰

述
の
縁
起
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
中
に
︑
非
濁
一
生
に
わ
た
る
主
な
肩
書
が
網
羅
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
︒
師
の
一
生
へ
の
回
顧
的
意

思
を
込
め
て
い
る
撰
者
真
延
の
意
図
が
そ
こ
か
ら
看
取
さ
れ
よ
う
︒
そ
れ
に
沿
い
な
が
ら
︑
次
の
部
分
で
は
そ
の
具
体
的
な
叙
述
が

展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

｢
純
慧
大
師
﹂
と
い
う
称
号
は
い
つ
賜
っ
た
の
か
︑
後
出
文
に
は
そ
れ
が
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
︑﹃
房
山
石
経
﹄
所
収
の
重

熙
二
十
二
年
︵
一
〇
五
三
︶
に
思
孝
の
撰
と
な
る
﹃
大
蔵
教
諸
仏
菩
薩
名
号
集
序
(

)
﹄
に
﹁
純
慧
大
師
沙
門
非
濁
﹂
と
い
う
文
言
が
見
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ら
れ
る
の
で
︑
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
こ
の
称
号
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
あ
る
︒

③
は
︑
非
濁
の
俗
名
と
出
身
地
の
紹
介
と
な
る
︒﹃
遼
史
﹄
巻
四
〇
・
地
理
志
第
四
に
よ
れ
ば
︑
﹁
范
陽
﹂
と
は
︑
南
京
︵
燕
京
︶

道
に
置
か
れ
た
涿
州
管
轄
下
の
四
県
の
一
つ
で
あ
る
范
陽
県
を
さ
す
も
の
で
︑
﹁
本
漢
涿
県
︑
唐
武
徳
中
改
范
陽
県
﹂
と
︑
元
は
漢

の
涿
県
で
︑
唐
武
徳
年
間
の
こ
ろ
范
陽
県
と
改
ま
る
︒
そ
れ
は
現
在
の
河
北
省
涿
州
一
帯
で
︑
北
部
は
北
京
市
房
山
区
に
入
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
︑
雲
居
寺
と
房
山
石
経
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
︒

④
以
後
の
文
言
で
は
︑
時
間
を
軸
に
し
て
非
濁
一
生
の
行
状
を
略
記
し
て
い
る
︒
ま
ず
④
で
は
︑
興
宗
皇
帝
の
重
熙
︵
一
〇
三
二

︱
五
五
︶
の
初
め
︑﹁
守
太
師
﹂・﹁
兼
侍
中
﹂
に
就
く
圓
融
国
師
に
師
事
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
圓
融
は
い
つ
国
師
と

な
っ
た
の
か
︑
非
濁
が
ど
こ
で
そ
れ
に
師
事
し
は
じ
め
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
︑
重
熙
初
期
に
は
師
弟
関
係
が
す
で
に
結
ば
れ

た
こ
と
︑
ま
た
石
幢
記
撰
述
に
あ
た
る
清
寧
九
年
の
時
点
で
圓
融
が
寂
滅
し
た
こ
と
︑
さ
ら
に
圓
融
は
生
前
に
﹁
守
太
師
﹂・﹁
兼
侍

中
﹂
・
﹁
国
師
﹂
と
し
て
大
い
に
尊
崇
さ
れ
た
高
僧
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
圓
融
国
師
の

こ
と
は
︑
上
述
の
﹃
名
号
集
序
﹄
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
重
熙
二
十
二
年
以
前
︑
圓
融
が
夙
に
太
師
・
侍
中
・

一
三
〇



国
師
と
い
う
高
位
を
一
身
に
備
え
た
高
僧
だ
っ
た
と
分
か
る
︒
こ
れ
ほ
ど
高
位
の
高
僧
に
師
事
す
る
こ
と
自
体
が
︑
非
濁
の
将
来
に

繋
が
っ
た
こ
と
の
一
面
が
推
測
さ
れ
る
︒

⑤
は
全
て
三
十
数
字
の
文
言
だ
が
︑
仏
経
の
霊
験
譚
と
し
て
実
に
恰
好
な
一
短
篇
で
あ
る
︒
即
ち
︑
圓
融
国
師
に
師
事
し
た
後
︑

間
も
な
く
足
病
を
患
っ
た
た
め
盤
山
に
姿
を
隠
し
て
い
る
非
濁
は
︑
日
課
と
し
て
白
繖
蓋
を
修
行
す
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
静
坐

誦
持
す
る
度
毎
に
︑
常
に
山
神
が
現
前
し
て
非
濁
を
敬
侍
す
る
︒
こ
う
し
て
直
ぐ
様
に
足
疾
が
治
る
︑
と
い
う
話
︒
こ
こ
で
の
﹁
白

繖
蓋
﹂
と
は
︑﹁
白
傘
蓋
﹂
と
も
言
い
︑
漢
訳
仏
典
に
お
い
て
︑
そ
の
音
訳
で
は
悉
怛
多
鉢
怛
羅
︑
意
訳
で
は
白
傘
蓋
︑
白
傘
な
ど

と
言
っ
て
︑
仏
徳
が
す
べ
て
を
覆
う
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
大
仏
頂
如
来
放
光
悉
怛
多
鉢
怛
囉
陀
羅
尼
︑
大
仏
頂

満
行
首
楞
厳
陀
羅
尼
︑
首
楞
厳
陀
羅
尼
︑
大
仏
頂
如
来
頂
髻
白
傘
蓋
陀
羅
尼
︑
大
仏
頂
真
言
︑
首
楞
厳
呪
︑
仏
頂
呪
︑
楞
厳
呪
な
ど

と
も
称
し
︑﹃
大
仏
頂
首
楞
厳
経
﹄
巻
七
﹁
大
仏
頂
如
来
放
光
悉
怛
多
缽
怛
囉
菩
薩
萬
行
灌
頂
部
﹂
に
そ
れ
が
載
っ
て
お
り
︑
そ
の

題
名
は
﹁
中
印
度
那
蘭
陀
曼
荼
羅
灌
頂
金
剛
大
道
場
神
呪
﹂
と
い
う
︒

こ
の
﹁
大
仏
頂
白
傘
蓋
陀
羅
尼
﹂
に
は
種
々
の
漢
訳
が
あ
り
︑﹃
房
山
石
経
﹄
に
お
い
て
そ
れ
は
頻
見
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
�

﹃
大
仏
頂
如
来
密
因
修
證
了
義
諸
菩
薩
萬
行
首
楞
厳
経
﹄
卷
七
﹁
仏
頂
光
聚
悉
怛
多
般
怛
羅
祕
密
伽
陀
微
妙
章
句
﹂
︵
大
唐
天
竺
沙
門

般
剌
蜜
帝
訳
︑
総
て
四
百
三
十
九
句
︑﹃
房
山
石
経
﹄﹁
詩
﹂
帙
に
見
る
︶︑
�
﹃
釈
教
最
上
乗
秘
密
蔵
羅
陁
羅
尼
集
﹄
巻
第
二
﹁
大

仏
頂
陁
羅
尼
﹂︵
唐
三
藏
不
空
訳
︑
上
都
大
安
国
寺
伝
密
教
超
悟
大
師
賜
紫
三
蔵
沙
門
行
琳
集
︑
総
て
四
百
八
十
七
句
︑﹃
房
山
石

経
﹄
﹁
俊
﹂
帙
に
み
る
︶︑
#
﹃
一
切
如
来
白
傘
蓋
大
仏
頂
陁
羅
尼
﹄︵
唐
三
蔵
沙
門
不
空
奉
詔
訳
︑
総
で
四
百
八
十
一
句
︑﹃
房
山
石

経
﹄
﹁
感
﹂
帙
に
見
る
︶︑
$
﹃
一
切
如
来
白
傘
蓋
大
仏
頂
陀
羅
尼
﹄︵
大
契
丹
国
師
中
天
竺
摩
竭
陁
国
三
蔵
法
師

慈
賢
訳
︑
総
て
五

百
三
十
六
句
︑﹃
房
山
石
経
﹄﹁
丁
﹂
帙
に
見
る
︶
な
ど
(

)
︒
中
に
︑
契
旦
国
師
重
訳
の
一
種
も
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
遼
朝
に

28

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）

一
三
一



お
い
て
こ
の
白
傘
蓋
陀
羅
尼
が
大
い
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
有
様
が
窺
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
同
時
に
非
濁
の
仏
教
信
仰
の
一
端
を
も

伺
わ
せ
る
︒
義
天
編
﹃
新
編
諸
宗
教
蔵
総
録
﹄
に
︑
非
濁
撰
﹃
首
楞
厳
経
玄
賛
科
﹄
三
巻
︵
佚
失
︶
と
著
録
し
て
い
る
が
︑
こ
の

﹁
白
傘
蓋
陀
羅
尼
﹂
に
対
す
る
修
持
の
こ
と
は
︑
著
述
に
も
繋
が
る
非
濁
の
仏
教
教
学
で
の
一
面
を
呈
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

な
お
︑﹁
敷
課
于
白
繖
蓋
﹂
に
対
し
て
︑﹃
盤
山
志
﹄
で
は
﹁
敷
課
大
白
傘
蓋
﹂
と
す
る
︒﹃
大
白
傘
蓋
陀
羅
尼
経
﹄
な
ら
ば
︑
大

正
蔵
第
十
九
冊
に
二
種
見
ら
れ
︑
�
﹃
仏
頂
大
白
傘
蓋
陀
羅
尼
経
﹄︵
一
卷
︑
沙
囉
巴
訳
︶︑
�
﹃
大
白
傘
蓋
総
持
陀
羅
尼
経
﹄︵
一

巻
︑
真
智
等
訳
︶
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
元
朝
に
な
っ
て
初
め
て
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
か
ら
漢
訳
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
︑
梵
語
本
は
ネ

パ
ー
ル
な
ど
に
も
現
存
す
る
︒
た
だ
し
︑﹃
房
山
石
経
﹄
所
載
の
事
情
や
﹃
大
白
傘
蓋
陀
羅
尼
経
﹄
漢
訳
時
間
の
こ
と
︑
そ
し
て
非

濁
著
述
の
関
連
性
な
ど
諸
方
面
か
ら
考
え
れ
ば
︑
こ
こ
で
は
︑﹃
大
仏
頂
首
楞
厳
経
﹄
巻
七
に
見
る
﹁
白
傘
蓋
︵
陀
羅
尼
︶
を
指
し

て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
と
思
う
(

)
︒

29

白
傘
蓋
陀
羅
尼
に
よ
る
霊
験
譚
と
し
て
は
︑
南
宋
・
洪
邁
撰
﹃
夷
堅
志
﹄
補
巻
第
十
四
・﹁
蜀
士
白
傘
蓋
(

)
﹂︑
馬
純
撰
﹃
陶
朱
新

30

録
﹄
・
﹁
白
傘
蓋
呪
(

)
﹂
な
ど
の
説
話
が
見
ら
れ
る
︒
前
話
は
蜀
の
あ
る
官
吏
登
用
試
験
に
合
格
し
た
者
が
︑
吏
部
へ
赴
く
途
中
︑
道
に

31

迷
っ
て
荒
野
で
鬼
を
祭
る
た
め
に
人
を
殺
す
悪
党
ら
に
遭
っ
た
と
こ
ろ
︑
白
傘
蓋
真
言
を
誦
す
る
と
助
か
っ
た
︑
と
い
う
話
︒
そ
の

話
末
に
は
︑

白
傘
蓋
呪
三
千
一
百
三
十
字
︑
在
諸
呪
中
最
為
難
読
︑
頗
與
孔
雀
明
王
経
相
似
︒
僧
徒
亦
罕
誦
習
︑
故
妖
魔
外
道
敬
畏
之
︒
白

傘
蓋
真
言
︑
云
即
楞
厳
呪
︒

と
︑
白
傘
蓋
呪
は
三
千
一
百
三
十
字
で
︑
諸
呪
中
で
最
も
難
読
な
も
の
で
︑
頗
る
孔
雀
明
王
経
に
似
て
お
り
︑
僧
徒
で
さ
え
も
そ
れ

を
誦
習
す
る
こ
と
が
稀
な
の
で
︑
妖
魔
・
外
道
が
そ
れ
を
敬
畏
す
る
の
だ
︒
白
傘
蓋
真
言
と
は
︑
即
ち
楞
厳
呪
を
云
う
︑
と
い
う
ふ

一
三
二



う
に
︑
白
傘
蓋
真
言
の
こ
と
を
解
説
す
る
口
調
で
︑
そ
れ
に
よ
る
霊
験
の
有
り
難
さ
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
︒
後
話
は
郭
献
可
の
妻

高
氏
が
毎
日
﹁
白
傘
蓋
呪
﹂
を
念
呪
し
て
猫
を
呪
殺
し
た
云
々
︑
と
い
う
白
傘
蓋
真
言
の
呪
力
を
語
る
一
話
で
あ
る
︒
真
言
も
呪
も

み
な
陀
羅
尼
の
漢
訳
語
で
︑
仏
教
に
お
け
る
呪
の
大
抵
は
前
話
の
如
く
︑
善
へ
の
霊
験
と
し
て
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
る
︒
⑤
に
あ
た

る
霊
験
譚
は
︑
前
者
に
属
す
る
病
気
治
癒
霊
験
譚
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
に
は
︑
白
傘
蓋
に
よ
る
非
濁
自
身
が
体

験
し
た
霊
験
譚
は
︑
幢
記
題
名
中
の
﹁
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
﹂
と
巧
く
対
応
さ
れ
︑
し
か
も
そ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
で
機
能
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
常
有
山
神
敬
侍
﹂
と
い
う
文
言
も
︑﹃
大
仏
頂
白
傘
蓋
陀
羅
尼
﹄
に
﹁
若
一
心
誦
持
此
呪
︑
則
水
火
諸
毒
不
惧
︑

且
可
蒙
受
毗
那
夜
迦
諸
悪
鬼
之
守
護
﹂
と
あ
る
傍
線
部
で
示
し
た
文
句
を
踏
ま
え
た
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

盤
山
は
遼
の
南
京
道
管
轄
下
の
薊
州
に
置
か
れ
︑﹃
遼
史
﹄
巻
六
十
八
・
表
第
六
﹁
遊
幸
表
﹂
に
よ
る
と
︑
遼
太
宗
は
会
同
三
年

︵
九
四
〇
︶﹁
猟
於
盤
山
﹂︑
聖
宗
は
統
和
八
年
︵
九
九
〇
︶﹁
幸
盤
山
諸
寺
﹂
と
い
う
記
事
が
あ
る
︒
当
山
は
現
在
︑
天
津
市
薊
県
の

北
部
に
位
置
し
て
︑
北
京
市
の
東
部
に
あ
た
る
﹁
京
東
第
一
山
﹂
と
称
さ
れ
る
︒
遼
代
の
仏
教
遺
跡
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
仏
教
名

山
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
︒
二
〇
一
〇
年
三
月
︑
非
濁
研
究
の
一
環
と
し
て
盤
山
へ
の
調
査
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
︑
遼
の
統
和

年
間
建
立
の
﹃
盤
山
千
像
祐
唐
寺
創
建
講
堂
碑
﹄︑
古
仏
舎
利
塔
な
ど
遼
の
頃
修
造
或
い
は
再
建
さ
れ
た
寺
や
石
碑
が
多
数
現
存
す

る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
非
濁
が
隠
遁
し
て
真
言
を
誦
持
し
て
い
た
当
時
の
盤
山
の
様
子
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
で
あ
る
︒
な
お
︑
清
・

釈
智
朴
撰
﹃
盤
山
志
﹄
と
蒋
溥
等
撰
﹃
欽
定
盤
山
志
﹄
な
ど
の
専
志
が
あ
り
︑
歴
代
皇
帝
の
遊
幸
や
高
僧
︑
寺
院
な
ど
の
事
も
多
く

記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

⑥
⑦
で
は
︑
④
に
続
き
︑
重
熙
年
間
に
お
け
る
非
濁
の
僧
官
任
官
な
ど
の
事
情
を
縷
述
し
て
い
る
︒
即
ち
︑
重
熙
八
年
に
は
宮
廷

に
召
さ
れ
て
興
宗
皇
帝
か
ら
紫
衣
を
賜
わ
り
︑
同
十
八
年
に
は
上
京
管
内
都
僧
録
を
勅
授
さ
れ
て
い
る
︒
都
僧
録
の
任
期
満
了
後
︑

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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燕
京
管
内
左
街
僧
録
を
授
与
さ
れ
た
︑
と
い
う
︒﹁
賜
紫
衣
﹂︑
い
わ
ゆ
る
﹁
賜
紫
﹂
で
あ
る
が
︑
唐
宋
時
代
に
お
い
て
三
品
以
上
の

任
官
に
紫
衣
を
官
服
と
す
る
が
︑
三
品
以
下
で
大
功
績
の
あ
っ
た
者
或
い
は
寵
臣
な
ど
に
賜
紫
の
詔
を
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
︒
遼
は

燕
雲
十
六
州
獲
得
後
︑
そ
れ
に
対
す
る
支
配
制
度
は
︑
北
方
の
本
拠
地
に
置
い
た
北
面
官
と
い
う
役
所
と
は
切
り
離
し
て
︑
南
面
官

と
い
う
役
所
を
置
い
た
︒﹃
遼
史
﹄
百
官
志
に
よ
れ
ば
︑
南
面
官
制
度
は
︑
基
本
的
に
唐
の
官
制
を
踏
襲
し
た
も
の
で
︑
三
師
府
で

は
太
師
︑
太
傅
︑
太
保
と
い
う
三
師
を
︑
三
公
府
で
は
太
尉
︑
司
徒
︑
司
空
と
い
う
三
公
を
置
き
︑
三
師
と
三
公
と
も
に
正
一
品
官

で
あ
る
︒
聖
宗
・
興
宗
・
道
宗
の
三
朝
に
お
い
て
︑
僧
侶
を
優
遇
し
︑
多
数
の
高
僧
に
三
公
・
三
師
を
勅
授
し
た
り
︑
紫
衣
な
ど
を

賜
っ
た
り
し
た
︒﹃
契
丹
国
志
﹄
巻
第
八
に
﹁︵
興
宗
︶
尤
重
浮
図
法
︑
僧
有
正
拝
三
公
三
師
兼
政
事
令
者
︑
凡
二
十
人
﹂
と
あ
る
の

が
︑
ま
さ
し
く
こ
の
事
を
物
語
る
︒
前
述
の
圓
融
国
師
が
﹁
守
太
師
兼
侍
中
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
こ
れ
で
再
確
認
さ
れ
る
︒

｢
上
京
管
内
都
僧
録
﹂﹁
燕
京
管
内
左
街
僧
録
﹂
と
も
に
遼
朝
の
僧
官
職
名
で
︑
僧
尼
の
登
録
や
任
免
を
管
掌
し
た
官
職
で
あ
る
︒

僧
録
制
度
は
賛
寧
﹃
大
宋
僧
史
略
﹄
巻
中
﹁
左
右
街
僧
録
﹂
に
よ
れ
ば
︑
唐
元
和
元
年
︵
八
〇
六
︶︵
元
和
二
年
説
も
あ
る
︶
に
設

置
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い
う
︒﹃
遼
史
﹄
百
官
志
に
は
そ
れ
に
該
当
す
る
記
録
は
見
え
な
い
も
の
の
︑﹃
遼
史
﹄
巻
九
・
本
紀
第

八
﹁
景
宗
︵
上
︶﹂
に
は
︑

︵
保
寧
六
年
︶︵
九
七
四
︶
十
二
月
戊
子
︑
以
沙
門
昭
敏
為
三
京
諸
道
僧
尼
都
総
管
︑
加
兼
侍
中
︒

と
い
う
記
事
が
載
せ
ら
れ
︑﹃
遼
史
﹄
に
お
け
る
最
初
の
僧
録
に
関
す
る
記
録
と
さ
れ
る
︒
そ
の
後
の
記
録
は
︑
石
刻
資
料
な
ど
に

多
く
み
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
中
京
管
内
都
僧
録
崇
禄
大
夫
検
校
太
傅
演
妙
大
師
賜
紫
沙
門
﹂﹁
中
京
管
内
僧
録
判
官
謹
行
大
師
賜

紫
﹂
︵
﹃
全
遼
文
﹄
卷
十
一
﹁
残
碑
捐
施
名
銜
﹂︶︑﹁
前
燕
京
左
街
僧
録
判
官
文
勝
大
師
﹂︵
同
巻
九
︶﹁
右
街
僧
録
判
官
文
勝
大
師
﹂

︵
同
巻
十
一
﹁
涿
州
涿
鹿
山
雲
居
寺
続
祕
蔵
石
経
塔
記
﹂︶︑﹁
未
久
之
間
︑
奉
勅
為
燕
京
ロ
ロ
僧
録
﹂︵
同
巻
十
一
﹁
燕
京
永
泰
寺
崇

一
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禄
大
夫
検
校
太
尉
伝
菩
薩
懺
悔
正
慧
大
師
遺
行
塔
記
﹂︶︑﹁
邑
人
前
管
内
左
街
僧
録
浄
慧
大
師
賜
紫
沙
門
裕
方
︑
邑
人
前
東
京
管
内

僧
録
詮
論
大
師
賜
紫
沙
門
裕
企
﹂︵﹃
金
石
萃

﹄
卷
一
五
三
﹁︵
遼
燕
京
︶
戒
壇
寺
陀
羅
尼
幢
并
記
﹂︶
な
ど
で
あ
る
︒
以
上
の
諸
資

料
を
併
せ
て
考
え
る
と
︑
遼
の
初
期
に
は
︑
嘗
て
三
京
諸
道
に
わ
た
る
﹁
僧
尼
総
管
﹂
の
よ
う
な
任
官
は
あ
っ
た
が
︑
後
に
は
︑
上

京
管
内
︑
中
京
管
内
︑
東
京
管
内
︑
南
京
管
内
な
ど
各
京
に
僧
録
官
を
並
置
す
る
よ
う
に
な
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
僧
録
に
は
都
僧
録
︑

僧
録
︑
僧
録
判
官
な
ど
が
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ
り
︑
ま
た
現
在
所
見
さ
れ
る
だ
け
の
資
料
か
ら
は
︑
南
京
︵
燕
京
︶
管
内
に
お
い
て

の
み
僧
録
を
﹁
左
右
街
﹂
に
付
け
て
称
す
る
︒
非
濁
が
﹁
上
京
管
内
都
僧
録
﹂
任
満
後
︑﹁
燕
京
管
内
左
街
僧
録
﹂
に
伝
任
さ
れ
る

と
い
う
記
事
か
ら
も
︑﹁
燕
京
管
内
左
街
僧
録
﹂
は
少
な
く
と
も
﹁
上
京
管
内
都
僧
録
﹂
よ
り
低
い
ク
ラ
ス
の
僧
官
で
な
い
は
ず
だ

と
推
断
さ
れ
る
︒
そ
う
な
ら
ば
︑
燕
京
に
お
け
る
僧
官
制
度
は
他
の
諸
京
と
多
少
異
な
っ
た
特
殊
な
一
面
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
見
ら
れ
る
︒﹃
遼
史
﹄
百
官
志
四
・
南
面
下
・
南
面
京
官
に
は
︑

遼
有
五
京
︑
上
京
為
皇
都
︑
凡
朝
官
︑
京
官
皆
有
之
︒
余
四
京
随
宜
設
官
︑
為
制
不
一
︒

と
あ
る
︒
傍
線
部
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
上
京
以
外
の
各
京
に
お
い
て
官
制
を
適
宜
に
設
け
て
︑
そ
の
規
定
は
統
一
し
な
い
︑
と

い
う
文
言
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な
推
測
が
許
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
︒

遼
の
上
京
は
臨
潢
府
︵
現
在
内
モ
ン
ゴ
ル
巴
林
左
旗
︶
に
あ
り
︑
非
濁
は
重
熙
八
年
︑
召
さ
れ
て
上
京
へ
赴
き
︑
賜
紫
の
栄
誉
を

得
た
︒
そ
の
後
︑
そ
の
ま
ま
上
京
に
残
っ
た
の
か
ど
う
か
︑
幢
記
に
は
そ
れ
を
明
か
さ
ず
︑
同
十
八
年
︑
上
京
管
内
都
僧
録
に
な
る

ま
で
の
十
年
間
は
︑
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
な
っ
た
の
か
︒
ま
た
盤
山
で
の
隠
遁
修
行
は
︑
重
熙
八
年
ま
で
継
続
し
て
い
た
の
か
ど

う
か
︑
そ
れ
も
分
か
ら
な
い
︒
た
だ
﹁
有
詔
赴
闕
﹂
と
い
う
文
言
か
ら
す
れ
ば
︑
重
熙
八
年
の
時
点
で
上
京
に
は
居
な
か
っ
た
こ
と

は
明
白
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
上
京
管
内
都
僧
録
の
任
期
は
何
年
間
で
あ
る
の
か
︑
そ
れ
も
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
︒
任
期
満
了

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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後
︑
再
び
燕
京
に
帰
還
し
て
燕
京
管
内
左
街
僧
録
に
な
る
︒
非
濁
の
こ
れ
ま
で
の
生
活
軌
跡
に
は
︑
十
数
年
の
空
白
を
挟
ん
で
い
る

が
︑
燕
京
か
ら
上
京
︑
そ
の
後
ま
た
燕
京
に
戻
る
︑
と
い
う
輪
郭
は
何
と
な
く
素
描
さ
れ
る
︒
な
お
︑
上
京
任
官
期
間
の
具
体
的
な

活
動
は
︑
既
述
の
思
孝
撰
﹃
大
蔵
教
諸
仏
菩
薩
名
号
集
序
﹄
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
回
の
検
討
に
譲
る
こ

と
に
し
て
︑
上
京
か
ら
伝
任
後
の
非
濁
は
そ
の
任
地
燕
京
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
幢
記
の
記
述
を
順
次

に
追
究
し
て
み
る
︒
ま
ず
は
﹁
燕
京
左
街
僧
録
﹂
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
︒

燕
京
に
つ
い
て
は
︑﹃
遼
史
﹄
地
理
志
・
一
に

太
宗
以
皇
都
為
上
京
︑
昇
幽
州
為
南
京
︑
改
南
京

東
京
︒︵
略
︶
自
唐
而
晋
︑
高
祖
以
遼
有
援
立
之
労
︑
割
幽
州
等
十
六
州

以
献
︒
太
宗
昇
為
南
京
︑
又
曰
燕
京
︒

同
・
四
に

坊
市
︑
廨
舎
︑
寺
観
︑
蓋
不
勝
書
︒

と
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
遼
太
宗
の
時
に
︑
晋
唐
か
ら
割
譲
さ
れ
た
燕
雲
十
六
州
の
幽
州
が
南
京
に
昇
格
す
る
︒
南
京
は
燕
京
と

も
言
い
︑
街
坊
・
店
舗
・
寺
廟
な
ど
数
え
ら
れ
ぬ
ほ
ど
密
集
し
て
い
た
遼
の
大
都
市
で
あ
っ
た
︒
燕
京
析
津
府
は
六
州
と
十
一
県
を

管
轄
し
︑
府
の
所
在
地
が
幽
都
で
あ
る
︒
当
時
の
幽
都
に
つ
い
て
は
︑
宋
・
王
曾
﹃
上
契
丹
事
﹄
に

自
雄
州
白
溝
驛
渡
河
︑
四
十
里
至
新
城
県
︑
古
督
亢
亭
之
地
︒
又
七
十
里
至
涿
州
︒
北
渡
范
水
︑
劉
李
河
︑
六
十
里
至
良
郷
県
︒

渡
盧
溝
河
︑
六
十
里
至
幽
州
︑
号
燕
京
︒
子
城
就
羅
郭
西
南
為
之
︒
正
南
曰
啓
夏
門
︑
内
有
元
和
殿
︑
東
門
曰
宣
和
︒
城
中
坊

閈
皆
有
楼
︒
有
閔
忠
寺
︑
本
唐
太
宗
為
征
遼
陣
亡
将
士
所
造
︒
又
有
開
泰
寺
︑
魏
王
耶
律
漢
寧
造
︒
皆
遣
朝
使
遊
観
︒
南
門
外
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有
于
越
王
廨
︑
為
宴
集
之
所
︒︑
門
外
永
平
館
︑
旧
名
碣
石
館
︑

和
後
易
之
︒
南
即
桑
乾
河
︒︵﹃
遼
史
﹄
地
理
志
四
所
引
︶

と
い
う
記
事
が
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
良
郷
県
︵
現
在
北
京
市
房
山
区
︶
か
ら
盧
溝
河
を
渡
っ
て
六
十
里
の
先
で
幽
都
に
至
る
︒

子
城
︵
内
裏
︶
は
燕
京
城
の
西
南
部
に
築
か
れ
︑
そ
の
南
門
は
啓
夏
門
と
言
い
︑
中
に
元
和
殿
が
あ
り
︑
東
門
は
宣
和
門
と
い
う
︒

燕
京
城
中
の
街
道
で
あ
る
坊
の
門
す
べ
て
門
楼
が
付
い
て
お
り
︑
閔
︵
憫
︶
忠
寺
︑
開
泰
寺
な
ど
の
大
寺
が
あ
る
な
ど
︑
遼
史
の
記

述
と
一
致
し
た
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

そ
れ
で
は
︑
燕
京
管
内
左
街
僧
録
は
︑
燕
京
内
の
ど
の
区
域
の
僧
侶
事
務
を
管
理
す
る
の
か
︒
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
︑
左
街
と

右
街
を
街
道
名
と
考
え
て
い
る
論
考
が
見
ら
れ
る
(

)
が
︑
こ
れ
は
誤
認
だ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

32

左
右
街
僧
録
制
度
は
唐
に
始
ま
り
︑
唐
貞
元
四
年
︵
七
八
八
︶︐
左
右
街
大
功
徳
使
︑
東
都
功
徳
使
︑
修
功
徳
使
な
ど
を
設
置
し
て

僧
尼
の
僧
籍
な
ど
を
管
理
す
る
︒
元
和
二
年
︵
八
〇
七
︶︑
左
右
街
功
德
使
の
下
に
僧
録
司
を
設
置
し
て
僧
録
な
ど
の
僧
職
を
置
き
︑

全
国
寺
院
と
僧
尼
籍
の
管
理
や
僧
官
補
任
な
ど
を
事
務
と
し
て
い
る
︒
遼
の
僧
官
制
度
は
基
本
的
に
唐
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
の

で
︑
左
右
街
僧
録
の
﹁
左
右
街
﹂
は
具
体
的
な
街
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒﹃
北
京
歴
代
城
坊
宮
殿
苑
囿
﹄
そ
の
五
﹁
遼
南
京

︵
燕
京
︶
城
(

)
﹂
に
よ
れ
ば
︑
遼
聖
宗
開
泰
元
年
︵
一
〇
一
二
︶
幽
都
を
析
津
府
に
︑
薊
北
県
を
析
津
県
に
︑
幽
都
県
を
宛
平
県
に
改
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め
た
が
︵﹃
遼
史
﹄
巻
十
五
・
聖
宗
紀
六
︑﹃
遼
史
﹄
巻
四
十
・
地
理
志
四
・
南
京
道
︶︑
宛
平
県
は
府
の
西
部
と
西
部
郊
外
︑
析
津

県
は
そ
の
東
部
と
東
部
郊
外
を
管
轄
区
と
し
て
い
る
た
め
︑
左
街
僧
録
は
東
部
析
津
県
と
そ
の
郊
外
に
あ
る
寺
院
を
︑
右
街
僧
録
は

西
部
幽
都
県
と
そ
の
郊
外
に
あ
る
寺
院
を
管
理
す
る
︒
こ
こ
で
の
左
街
と
右
街
と
は
︑
大
ま
か
に
析
津
府
の
東
城
区
と
西
城
区
の
よ

う
な
言
い
方
な
の
か
も
知
れ
な
い
︑
と
い
う
︒
更
に
﹃
僧
奉
航
塔
記
﹄︵﹃
全
遼
文
﹄
巻
十
︶
に
み
る
﹁
燕
京
左
街
駐
蹕
寺
﹂
の
位
置

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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に
つ
い
て
︑﹃
順
天
府
志
﹄
所
引
﹃
元
一
統
志
﹄
に
よ
っ
て
分
か
る
よ
う
に
そ
れ
が
遼
燕
京
東
城
垣
外
三
里
の
処
に
あ
っ
て
析
津
県

内
だ
か
ら
﹁
左
街
駐
蹕
寺
﹂
と
称
す
る
の
だ
︑
と
い
っ
た
例
で
そ
の
﹁
左
街
﹂
の
所
轄
区
域
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
説
が
若
し
成
立
す
る
と
す
れ
ば
︑
非
濁
伝
任
後
の
僧
職
は
析
津
県
一
帯
の
寺
院
事
務
担
当
職
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
は
ず
で
あ
る
︒
但
し
︑
燕
京
析
津
府
は
︑
析
津
県
と
宛
平
県
を
含
む
十
一
県
を
直
轄
す
る
ほ
か
︑
そ
れ
以
外
の
六
州
︵
十
三
県
︶

も
管
轄
し
て
い
る
の
で
︑
燕
京
管
内
左
街
僧
録
の
権
限
と
は
︑
た
だ
析
津
県
と
そ
の
郊
外
の
み
で
は
な
く
︑
析
津
県
と
そ
れ
以
東
の

燕
京
管
内
す
べ
て
の
寺
院
を
管
理
す
る
僧
官
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
︒

⑪
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
清
寧
九
年
に
非
濁
示
寂
の
場
所
は
奉
福
寺
で
は
な
く
竹
林
寺
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
も
非
濁
の
﹁
燕
京

管
内
左
街
僧
録
﹂
と
い
う
任
職
に
関
係
が
あ
る
か
と
思
う
︒
竹
林
寺
に
つ
い
て
︑﹃
永
楽
大
典
﹄
巻
四
六
五
〇
所
引
の
元
朝
﹃
一
統

志
﹄
︵
巻
一
︶
に

竹
林
寺
︑
始
于
遼
道
宗
清
寧
八
年
宋
楚
国
大
長
公
主
以
左
街
顕
忠
坊
之
賜
第
為
仏
寺
︑
賜
名
竹
林
︒

﹃
日
下
旧
聞
考
﹄
巻
十
七
に

遼
道
宗
清
寧
八
年
楚
国
大
長
公
主
捨
諸
私
第
剏
厥
精
盧
︑
奉
勅
以
竹
林
為
額
﹂︵﹃
奉
福
寺
尊
勝
陀
羅
尼
幢
﹄︶

と
あ
り
︑
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
︑
竹
林
寺
は
燕
京
左
街
僧
録
管
轄
下
に
置
か
れ
た
寺
院
で
︑
し
か
も
遼
道
宗
清
寧
八
年
︵
一
〇
六
二
︶

に
創
始
さ
れ
た
︑
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
よ
っ
て
︑
非
濁
が
燕
京
管
内
左
街
僧
録
を
務
め
た
役
所
は
竹
林
寺
に
置
か
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
推
断
さ
れ
よ
う
︒

明
・
呂
原
﹃
新
建
法
林
寺
記
略
﹄
に

宣
武
門
西
南
二
里
有
故
址
焉
︑
耆
老
相
伝
其
先
竹
林
禅
寺
也
︒︵
前
略
︶
正
統
中
︑
釈
恵
灝
訪
得
其
地
︒
景
泰
中
︑
司
礼
太
監
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興
覚
満
等
修
之
︑
請
於
朝
︑
得
賜
今
額
︒︵
後
略
(

)
︶
天
順
三
年
立
︒
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と
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
宣
武
門
外
西
南
二
里
の
処
に
故
址
あ
り
︑
耆
老
の
相
伝
で
は
︑
以
前
そ
こ
が
竹
林
禅
寺
で
あ
り
︑︵
前

略
︶
正
統
︵
一
四
三
六
︱
一
四
四
九
︶
年
間
︑
釈
恵
灝
が
其
の
地
を
辿
り
得
て
お
り
︑
景
泰
︵
一
四
五
〇
︱
一
四
五
七
︶
年
中
︑
司

礼
太
監
の
興
覚
満
な
ど
が
そ
れ
を
修
復
し
て
朝
廷
に
請
う
て
︑
現
在
の
寺
額
で
あ
る
﹁
法
林
寺
﹂
を
賜
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
﹃
欽
定

日
下
旧
聞
考
﹄
巻
五
十
九
﹁
城
市
﹂
に
︑

竹
林
寺
︑
景
泰
中
重
建
︑
易
名
法
林
︑
在
筆
管
衚
衕
︑
今
已
廃
為
菜
圃
︑
無
寸
椽
矣
︒
有
明
天
順
中
翰
林
学
士
呂
原
碑
︑
其
塔

今
無
可
考
︒

と
︑
呂
原
撰
碑
の
内
容
に
言
い
及
し
た
う
え
︑
そ
の
遺
跡
は
北
京
の
筆
管
衚
衕
に
あ
り
︑
当
時
︵
清
・
乾
隆
三
十
九
年
︵
一
七
七

四
︶
奉
勅
撰
︶
そ
れ
が
す
で
に
廃
れ
て
菜
園
と
な
り
︑
寺
の
も
の
と
し
て
は
一
寸
の
椽
さ
え
も
残
ら
な
く
な
り
︑
し
か
も
明
の
こ
ろ

に
樹
立
さ
れ
た
石
碑
の
碑
塔
も
無
く
な
っ
た
な
ど
を
伝
え
て
い
る
︒
な
お
︑
最
近
の
学
者
の
考
証
で
は
︑
当
時
の
顕
忠
坊
は
現
在
の

宣
武
区
下
斜
街
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
(

)
︒
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四

③
か
ら
⑥
ま
で
が
示
し
て
い
る
興
宗
朝
重
熙
年
間
に
お
け
る
非
濁
の
活
動
に
続
き
︑
⑦
で
は
︑
興
宗
が
崩
じ
て
︵﹁
鼎
駕
上
仙
﹂︶

道
宗
が
王
位
継
承
後
の
そ
の
事
蹟
を
記
述
し
て
い
る
︒﹃
遼
史
﹄
巻
二
十
一
本
紀
・
道
宗
︵
一
︶
に
は
︑

︵
重
熙
︶
二
十
四
年
秋
八
月
己
丑
︑
興
宗
崩
︑
即
皇
帝
位
於
柩
前
︒
︵
略
︶
辛
丑
︑
改
元
清
寧
︒︵
略
︶︵
九
月
︶
乙
丑
︑
賜
内

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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外
臣
僚
爵
賞
有
差
︒

と
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
重
熙
二
十
四
年
八
月
に
︑
興
宗
皇
帝
が
崩
じ
︑
道
宗
は
直
ぐ
に
そ
の
皇
位
を
継
ぎ
︑
当
月
に
清
寧
の
年

号
と
改
め
た
︒
そ
し
て
︑
九
月
に
内
外
の
臣
僚
に
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
爵
賞
を
賜
っ
た
︒
⑦
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
事

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
今
上
﹂
で
あ
る
道
宗
は
︑﹁
先
朝
﹂
で
あ
る
﹁
興
宗
﹂
か
ら
優
渥
な
る
待
遇
を
受
け
た
非
濁

に
︑
﹁
崇
禄
大
夫
﹂
と
﹁
検
校
太
保
﹂
と
の
爵
賞
を
恩
賜
し
た
︒
さ
ら
に
︑
翌
年
そ
れ
に
追
加
し
て
﹁
検
校
太
傅
︑
太
尉
﹂
を
授
け

た
︒
太
傅
・
太
保
は
三
師
︑
太
尉
は
三
府
に
属
す
る
一
品
官
に
あ
た
り
︑
﹁
検
校
﹂
は
こ
こ
で
は
恩
賜
官
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
︒
こ
う
し
て
道
宗
朝
に
な
っ
て
非
濁
は
最
高
の
名
誉
を
恩
賜
さ
れ
た
高
僧
に
な
る
わ
け
で
あ
る
︒

⑧
は
︑
非
濁
の
撰
述
し
た
﹃
新
編
随
願
往
生
集
﹄
二
十
巻
に
関
し
て
の
記
事
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
闕
章
﹂
と
は
﹁
闕
典
﹂
と
も

言
い
︑
こ
れ
ま
で
に
欠
如
し
た
り
或
い
は
散
佚
し
た
り
し
た
仏
教
典
籍
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑﹁
睿
典
﹂
と
は
仏
教
聖
典
︑
具
体
的

に
言
う
と
二
十
巻
の
﹃
往
生
集
﹄
を
指
す
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
義
天
﹃
新
編
諸
宗
教
蔵
総
録
﹄
巻
第
二
と
︑
元
・
釈
慶
吉
祥
等
編

﹃
至
元
法
宝
勘
同
総
録
﹄
に
そ
れ
ぞ
れ
著
録
さ
れ
て
お
り
︑
遼
の
仏
教
界
で
新
し
く
生
み
出
さ
れ
た
浄
土
宗
の
立
派
な
聖
典
と
し
て

道
宗
か
ら
の
嘉
賛
を
得
て
し
か
も
序
文
ま
で
も
賜
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
す
で
に
拙
著
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
石
幢
記
で
は
非
濁
の

一
生
に
お
け
る
主
な
事
蹟
を
時
間
軸
の
順
に
展
開
さ
せ
て
い
る
と
い
う
性
質
か
ら
考
え
る
と
︑﹃
新
編
随
願
往
生
集
﹄
は
清
寧
六
年

以
前
に
完
成
し
て
︑
そ
の
後
す
ぐ
に
契
旦
大
蔵
経
に
収
録
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
本
書
は
塚
本
氏
の
指
摘
し

た
よ
う
に
﹃
要
略
録
﹄
か
ら
増
補
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
逆
に
﹃
要
略
録
﹄
は
そ
の
一
部
を
生
か
し
て
他
の
資
料
を
も

採
録
し
て
︑
清
寧
六
年
以
後
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒

『
新
編
随
願
往
生
集
﹄
に
関
し
て
は
︑
夙
に
塚
本
善
隆
氏
の
研
究
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
東
大
寺
宗
性
上
人
が
そ
れ
を

一
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利
用
し
て
そ
の
一
部
を
抄
録
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
偽
撰
の
形
で
日
本
仏
教
界
に
お
い
て
広
く
流
布
し
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
本
書

そ
の
も
の
及
び
そ
れ
と
﹃
要
略
録
﹄
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
︑
塚
本
氏
以
後
︑
新
た
な
展
開
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
ま
ま
で
(

)
︑
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今
後
さ
ら
な
る
研
究
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

遼
の
皇
帝
は
季
節
ご
と
に
狩
猟
や
避
暑
な
ど
の
た
め
に
好
適
な
場
所
へ
行
く
習
慣
が
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
捺
鉢
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
季

節
に
よ
っ
て
異
な
る
場
所
へ
行
幸
す
る
の
で
︑﹁
四
季
捺
鉢
﹂
と
も
呼
ぶ
︒
当
時
︑
南
京
道
に
あ
る
﹁
延
芳
淀
﹂
と
﹁
華
林
﹂︑﹁
天

柱
﹂
は
︑
遼
の
御
苑
と
し
て
よ
く
﹁
捺
鉢
﹂
の
場
所
と
な
っ
て
い
た
︒
﹃
遼
史
﹄
巻
六
十
八
・
表
第
六
﹁
遊
幸
表
﹂
を
見
る
と
︑
聖

宗
時
代
に
は
︑﹁
延
芳
淀
﹂﹁
華
林
﹂﹁
天
柱
﹂
は
︑
春
捺
鉢
の
場
所
と
し
て
し
ば
し
ば
行
幸
が
な
さ
れ
て
い
た
︒﹁
延
芳
淀
﹂﹁
華
林
﹂

﹁
天
柱
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
遼
史
﹄
地
理
志
四
・﹁
南
京
道
﹂
に
そ
れ
ぞ
れ
の
記
載
が
見
ら
れ
る
︒

陰
県
︒
本
漢
泉
山
之
霍
村
鎮
︒
遼
毎
季
春
︑
弋
猟
於
延
芳
淀
︒
居
民
成
邑
︑
就
城
故

陰
鎮
︑
後
改
為
県
︒
在
京
東
南
九
十

里
︒
延
芳
淀
方
数
百
里
︑
春
時
鵝
鶩
所
聚
︑
夏
秋
多
菱
芡
︒
国
主
春
猟
︑
衛
士
皆
衣
墨
緑
︑
各
持
連
鎚
︑
鷹
食
︑
刺
鵝
錐
︑
列
水

次
︑
相
去
五
七
歩
︒
上
風
撃
鼓
︑
驚
鵝
稍
離
水
面
︒
国
主
親
放
海
東
青
鶻
擒
之
︒
鵝
墜
︑
恐
鶻
力
不
勝
︑
在
列
者
以
佩
錐
刺
鵝
︑

急
取
其
脳
飼
鶻
︒
得
頭
鵝
者
︐
例
賞
銀
絹
︒
国
主
︑
皇
族
︑
群
臣
各
有
分
地
︒
戸
五
千
︒

順
州
︑
帰
化
軍
︑
中
︑
刺
史
︒
秦
上
谷
︑
漢
范
陽
︒
北
斉
帰
徳
郡
境
︒
隋
開
皇
中
︑
粟
末
靺
鞨
與
高
麗
戦
不
勝
︑
厥
稽
部
長
突

地
稽
率
八
部
勝
兵
数
千
人
︑
自
扶
餘
城
西
北
挙
落
内
附
︑
置
順
州
以
処
之
︒
唐
武
徳
初
改
燕
州
︑
会
昌
中
改
帰
順
州
︑
唐
末
仍
為

順
州
︒
有
温
渝
河
︑
白
遂
河
︒
曹
王
山
︑
曹
操
嘗
駐
軍
于
此
︒
黍
谷
山
︑
鄒
衍
吹
律
之
地
︒
南
有
斉
長
城
︒
城
東
北
有
華
林
︑
天

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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柱
二
荘
︒
遼
建
涼
殿
︑
春
賞
花
︐
夏
納
涼
︒
初
軍
曰
帰
寧
︑
後
更
名
︒
統
県
一
︒

陰
県
は
南
京
道
析
津
府
直
轄
の
十
一
県
の
一
つ
で
︑
そ
の
傍
線
部
で
示
す
よ
う
に
︑
遼
の
皇
帝
は
毎
年
の
春
季
︑
狩
猟
の
た
め

に
こ
こ
の
﹁
延
芳
淀
﹂
へ
来
て
い
る
︒
当
時
の
狩
猟
の
様
子
も
そ
れ
に
続
い
て
詳
細
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

順
州
は
︑
南
京
道
管
轄
の
六
州
の
一
つ
で
︑
そ
の
傍
線
部
の
記
述
で
分
か
る
よ
う
に
︑
順
州
城
東
北
部
に
は
﹁
華
林
﹂
﹁
天
柱
﹂

と
い
う
二
つ
の
村
が
あ
り
︑
遼
は
︑
其
処
に
涼
殿
を
建
て
て
春
に
は
花
を
め
で
︑
夏
に
は
納
涼
す
る
の
で
あ
る
︒
順
州
は
現
在
︑
北

京
市
東
北
部
の
順
義
区
に
当
た
り
︑
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
区
内
の
﹁
花
梨
坎
﹂
と
﹁
天
竺
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
遼
の
﹁
華
林
﹂
と

﹁
天
柱
﹂
と
い
う
﹁
二
荘
﹂
の
故
地
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(

)
︒
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⑨
が
叙
し
て
い
る
︑
清
寧
六
年
に
道
宗
が
南
京
へ
行
幸
し
た
と
い
う
記
事
は
︑
﹃
遼
史
﹄﹁
遊
幸
表
﹂
に
は
見
え
な
い
が
︑
同
・
道

宗
本
紀
に
は
︑

︵
清
寧
五
年
︶
冬
十
月
壬
子
朔
︑
幸
南
京
︑
祭
興
宗
於
嘉
寧
殿
︒︵
略
︶
六
年
春
︑
如
鴛
鴦
濼
︒

と
あ
る
︒﹁
鴛
鴦
濼
﹂
は
現
在
︑
北
京
北
西
部
に
あ
た
る
河
北
省
張
北
県
の
安
固
里
淖
爾
で
あ
り
︑
遼
の
頃
は
西
京
道
帰
化
州
で
︑

遼
の
歴
代
皇
帝
が
﹁
捺
鉢
﹂
の
た
め
に
よ
く
行
幸
す
る
狩
猟
地
の
一
つ
で
あ
る
︒
道
宗
紀
と
⑨
と
の
記
事
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︑

道
宗
が
清
寧
五
年
十
月
か
ら
南
京
に
行
幸
し
て
︑
翌
年
春
ま
で
滞
在
し
︑
春
季
の
間
に
南
京
か
ら
﹁
鴛
鴦
濼
﹂
へ
移
動
す
る
時
に

﹁
華
林
﹂
に
宿
っ
た
︒
そ
の
際
に
︑
非
濁
は
﹁
華
林
﹂
の
涼
殿
で
道
宗
に
侍
坐
し
︑
﹁
面
受
燕
京
管
内
懺
悔
主
菩
薩
戒
師
﹂
と
︑
道
宗

の
前
で
燕
京
管
内
の
懺
悔
主
菩
薩
戒
師
を
授
け
ら
れ
た
の
だ
と
見
ら
れ
る
︒

遼
皇
帝
の
﹁
四
季
捺
鉢
﹂
は
︑
狩
猟
と
行
楽
な
ど
を
す
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
に
加
え
て
軍
事
訓
練
や
政
務
処
理
も
行
な
う
︒
非
濁
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へ
の
﹁
懺
悔
主
菩
薩
戒
師
﹂
と
い
う
任
命
も
︑
そ
の
政
務
の
一
環
と
理
解
さ
れ
よ
う
︒
⑨
の
記
事
は
︑﹃
遼
史
・
遊
行
表
﹄
の
欠
漏

を
補
す
る
貴
重
な
資
料
の
一
つ
と
も
な
る
︒

⑨
で
示
さ
れ
た
﹁
面
受
燕
京
管
内
懺
悔
主
菩
薩
戒
師
﹂
と
い
う
文
言
に
︑
⑩
で
記
さ
れ
た
﹁
明
年
二
月
︐
設
壇
于
本
寺
﹂
を
加
え

て
読
む
と
︑
初
め
て
②
に
見
え
る
﹁
京
師
奉
福
寺
懺
悔
主
﹂
と
い
う
呼
称
の
由
来
が
分
か
る
︒
し
か
し
︑﹁
燕
京
管
内
懺
悔
主
菩
薩

戒
師
﹂
と
﹁
京
師
奉
福
寺
懺
悔
主
﹂
と
は
一
つ
の
概
念
で
あ
る
か
ど
う
か
未
詳
で
あ
る
が
︑
字
面
か
ら
す
れ
ば
︑
後
者
は
た
だ
一
寺

の
み
の
懺
悔
主
で
︑
そ
れ
に
対
し
て
前
者
の
ほ
う
は
燕
京
に
亘
っ
て
の
そ
れ
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
た
だ
︑
奉
福
寺
が
圓

融
国
師
ほ
ど
の
高
僧
が
嘗
て
住
持
職
と
な
る
︑
律
宗
で
有
名
な
お
寺
で
あ
る
か
ら
︑
そ
こ
に
戒
壇
を
設
け
る
こ
と
自
体
だ
け
で
も
︑

そ
れ
に
相
当
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

燕
京
奉
福
寺
に
つ
い
て
は
︑﹃
元
一

志
﹄
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
北
魏
の
孝
文
帝
の
頃
に
創
建
さ
れ
︑﹁
為
院
百
有
二
十
区
﹂
と
あ

る
よ
う
に
規
模
の
大
き
な
寺
院
で
あ
り
︑
後
に
兵
燹
に
罹
っ
た
が
︑
唐
の
貞
観
十
年
︵
六
三
六
︶
に
そ
の
古
址
に
復
建
さ
れ
る
と
い

う
︒
遼
の
時
に
は
︑
圓
融
国
師
と
非
濁
大
師
と
の
住
持
に
よ
り
律
宗
の
寺
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

﹃
遼
史
﹄
道
宗
紀
四
に

︵
大
康
十
年
春
正
月
︶
丙
午
︑
復
建
南
京
奉
福
寺
浮
図

と
あ
る
︒
大
康
十
年
は
西
暦
一
〇
八
四
年
︑
非
濁
が
寂
し
た
清
寧
九
年
︵
一
〇
六
三
︶
か
ら
二
十
一
年
経
っ
た
後
に
︑
奉
福
寺
は
唐

に
継
い
で
再
建
さ
れ
る
︒
ま
た
第
二
節
の
冒
頭
部
で
掲
示
し
た
﹃
日
下
旧
聞
﹄
所
引
﹃
析
津
日
記
﹄
の
記
事
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑

奉
福
寺
石
幢
の
南
に
は
︑
正
統
︵
一
四
三
六
︱
一
四
四
九
︶
初
年
︑
太
監
僧
保
銭
安
の
建
て
た
石
碑
が
あ
る
︒﹃
日
下
旧
聞
﹄
巻
第

二
十
一
﹁
郊
坰
﹂
に
は
︑
石
幢
記
の
録
文
の
後
に
こ
の
石
碑
文
も
附
さ
れ
て
お
り
︑
次
に
そ
の
一
部
を
示
す
︒

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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勅
賜
広
恩
寺
碑
︑
北
京
西
南
去
都
城
五
里
有
奉
福
寺
︑
中
建
殿
︑
曰
大
慈
殿
︑
之
前
曰
天
王
殿
︑
左
曰
文
殊
︑
右
曰
普
賢
︑
殿
後

為
無
量
寿
仏
左
右
殿
二
︑
左
奉
大
梵
尊
天
︑
右
奉
帝
釈
尊
天
︑
四
周
翼
以
長
廊
︒
天
王
殿
之
前
左
右
為
楼
︑
以
置
鐘
皷
︑
中
為
碑

亭
︑
又
前
為
金
剛
殿
廊
︑
之
東
為
斎
堂
為
厨
為
庫
︑
廊
之
西
為
禅
堂
為
茶
房
︑
廊
之
東
西
隅
倶
為
方
丈
︑
其
斎
堂
禅
堂
以
南
皆
為

僧
房
︒
肇
于
宣
徳
十
年
冬
十
月
︑
至
正
統
二
年
二
月
告
成
︒
上
聞
︑
賜
名
広
恩
寺
︒

右
の
碑
文
に
よ
る
と
︑
北
京
の
西
南
で
都
か
ら
五
里
離
れ
た
処
に
奉
福
寺
が
あ
り
︑
そ
の
中
に
は
︑
大
慈
殿
や
天
王
殿
︑
無
量
寿

仏
殿
な
ど
の
仏
殿
及
び
斎
堂
︑
禅
堂
︑
僧
房
︑
方
丈
室
︑
厨
房
︑
庫
裏
な
ど
が
建
て
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
明
の
宣
徳
十
年
︵
一
四

三
五
︶
か
ら
造
り
始
め
︑
正
統
二
年
︵
一
四
三
七
︶
に
完
成
︑
皇
帝
が
そ
れ
を
聞
き
︑﹁
広
恩
寺
﹂
の
寺
名
を
下
賜
し
た
︒
右
の

﹃
勅
賜
広
恩
寺
碑
﹄
で
は
︑
奉
福
寺
の
位
置
は
︑
明
の
都
城
北
京
か
ら
そ
の
西
南
五
里
隔
っ
た
処
に
あ
る
︑
と
い
う
︒
ま
た
﹃
析
津

日
記
﹄
で
は
︑
そ
れ
が
白
雲
観
の
西
南
に
あ
っ
て
︑
そ
の
地
名
は
栗
園
と
言
う
︒
さ
ら
に
は
﹃
欽
定
日
下
旧
聞
考
﹄
巻
九
十
五
﹁
郊

坰
﹂
に
︑

又
今
宛
平
県
西
四
十
五
里
臥
龍
岡
西
北
亦
有
栗
園
村

と
︑
宛
平
県
の
西
か
ら
四
十
五
里
と
な
る
臥
龍
岡
の
西
北
に
も
栗
園
村
が
あ
る
と
補
説
し
て
い
る
︒

実
は
︑
栗
園
村
の
村
名
は
︑
現
在
に
も
残
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
今
の
北
京
市
門
頭
溝
区
︵
旧
宛
平
県
の
一
部
含
む
︶
東
南
部
の
永

定
鎮
に
あ
る
栗
園
庄
︵
栗
元
庄
と
も
︶
で
あ
っ
て
︑
村
の
西
部
に
は
奉
福
寺
の
旧
跡
が
指
定
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
そ
の
西
南
近
く

に
遼
代
の
高
僧
法
均
︵
一
〇
二
一
-一
〇
七
五
︶
が
住
持
し
た
戒
台
寺
が
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

一
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金
の
初
め
︑
南
宋
の
洪
皓
が
使
者
と
し
て
金
へ
派
遣
さ
れ
︑
十
五
年
間
幽
禁
さ
れ
︑
後
に
燕
京
に
移
さ
れ
︑
紹
興
十
三
年
(一
一

四
三
)
帰
国
さ
せ
た
︒
彼
の
﹃
松
漠
紀
聞
﹄
に
は
︑

燕
京
藍
若
相
望
︑
大
者
三
十
有
六
︑
然
皆
律
院
︒
自
南
僧
至
︑
始
立
四
禅
院
︑
曰
大
覚
︑
招
提
︑
竹
林
︑
瑞
像
︒

と
あ
る
︒
当
時
に
は
金
が
ま
だ
燕
京
に
遷
都
さ
れ
な
い
時
期
で
︑
記
さ
れ
て
い
る
の
は
遼
南
京
仏
寺
の
状
況
と
理
解
さ
れ
る
(

)
︒
と
す

38

る
な
ら
ば
︑
南
京
に
は
︑
奉
福
寺
を
含
め
律
宗
の
寺
院
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

南
京
に
お
い
て
律
宗
が
盛
ん
に
な
る
そ
の
源
流
を
辿
る
と
︑
勿
論
︑
ま
ず
は
非
濁
と
そ
の
師
で
あ
る
圓
融
国
師
の
こ
と
を
挙
げ
な

く
て
は
な
ら
な
い
︒
大
屋
徳
城
﹃
朝
鮮
海
印
寺
経
板
考
(

)
﹄
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
︑﹃
新
編
諸
宗
教
蔵
総
録
﹄
巻
第
二
に
著
録
さ

39

れ
た
﹃
四
分
律
鈔
詳
集
記
﹄
は
︑
詳
し
く
は
﹃
四
分
律
刪
繁
補
闕
鈔
詳
集
記
﹄
と
言
っ
て
︑
現
在
に
も
海
印
寺
所
蔵
の
経
板
中
に
実

存
し
︑
そ
の
撰
述
者
﹁
澄
淵
﹂
と
は
︑﹁
燕
台
奉
福
寺
特
進
守
太
師
兼
侍
中
国
師
圓
融
大
師
賜
紫
沙
門
澄
淵
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
︑
圓
融
国
師
が
﹁
奉
福
寺
﹂
に
住
持
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
﹁
燕
京
管
内
懺
悔
主
菩
薩
戒
師
﹂
を
授
け

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
︑
圓
融
と
の
師
弟
関
係
か
ら
来
た
い
わ
ゆ
る
継
承
的
意
味
合
い
が
持
た
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
さ
ら

に
︑
④
に
記
さ
れ
た
︑
重
熙
初
期
の
師
弟
関
係
に
つ
い
て
は
︑
非
濁
が
足
疾
の
た
め
に
盤
山
に
隠
棲
し
た
︑
と
い
う
盤
山
へ
の
地
理

的
移
動
関
係
か
ら
し
て
︑
当
時
は
圓
融
国
師
が
す
で
に
燕
京
の
奉
福
寺
に
住
持
し
︑
非
濁
が
そ
こ
で
修
行
し
て
お
り
︑
偶
々
足
の
疾

患
で
盤
山
へ
暫
く
隠
棲
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
断
さ
れ
よ
う
︒

⑩
が
示
す
よ
う
に
︑
清
寧
七
年
二
月
か
ら
同
九
年
四
月
ま
で
の
二
年
間
︑
非
濁
は
奉
福
寺
に
戒
壇
を
設
け
て
︑
数
え
切
れ
ぬ
ほ
ど

の
多
く
の
僧
徒
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
授
戒
に
関
す
る
こ
れ
以
上
詳
細
な
記
事
は
見
え
な
い
が
︑
当
時
は
授
戒

に
伴
っ
て
法
会
が
行
な
わ
れ
た
は
ず
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
法
会
で
説
法
を
行
な
う
際
︑
仏
教
説
話
な
ど
も
援
用
さ
れ
た

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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に
間
違
い
な
い
︒
そ
う
い
う
際
に
は
︑
二
十
巻
と
い
う
巨
編
の
﹃
随
願
往
生
集
﹄
よ
り
︑
そ
れ
を
部
分
的
に
抜
粋
し
て
さ
ら
に
別
の

三
宝
説
話
を
加
え
て
や
や
類
書
的
に
編
纂
さ
れ
た
﹃
要
略
録
﹄
は
︑
実
用
書
と
し
て
大
い
に
利
用
さ
れ
た
に
違
い
な
い
︒

非
濁
の
著
述
に
は
︑
聖
宗
皇
帝
の
嘉
賛
を
得
た
﹃
大
蔵
教
諸
仏
菩
薩
名
号
集
﹄
︵
増
補
二
十
巻
︶
︑
道
宗
皇
帝
か
ら
序
文
を
賜
っ
た

﹃
随
願
往
生
集
﹄
二
十
巻
が
あ
り
︑
二
作
品
と
も
に
契
旦
大
蔵
経
に
編
入
さ
れ
て
い
る
︒﹃
新
編
諸
経
教
蔵
総
録
﹄
に
見
え
る
非
濁
述

﹃
首
楞
厳
経
玄
賛
科
三
巻
﹄
が
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
日
本
に
独
存
す
る
こ
の
﹃
要
略
録
﹄
で
あ
る
︒
前
三
作
が
み
な
明
ら
か
に
非
濁
の

書
だ
と
す
る
記
載
の
あ
る
の
に
対
し
て
︑﹃
要
略
録
﹄
の
記
載
の
み
が
見
ら
れ
な
い
︑
そ
の
一
つ
の
要
因
は
こ
の
作
品
の
成
立
が
非

濁
の
最
晩
年
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
既
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
︑﹃
要
略
録
﹄
は
そ
の
巻
下
第
一
話
と
第
二
話
が
一
〇
六
〇
年
に
南

宋
延
一
の
撰
述
し
た
﹃
広
清
涼
伝
﹄
を
出
典
と
す
る
説
話
で
あ
る
の
で
︑
そ
の
成
立
時
は
︑
遼
の
清
寧
六
年
︵
一
〇
六
〇
︶
か
ら
彼

が
入
寂
し
た
清
寧
九
年
︵
一
〇
六
三
︶
四
月
ま
で
と
限
定
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
彼
が
﹁
燕
京
管
内
懺
悔
主
菩
薩
戒
師
﹂
と
な

る
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
二
年
ほ
ど
の
期
間
は
︑
非
濁
の
授
戒
活
動
に
よ
る
繁
忙
期
に
当
た
っ
て
い
て
︑﹃
要
略
録
﹄
は
当

時
の
授
戒
説
法
の
た
め
の
例
証
説
話
と
し
て
大
い
に
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
︑
世
に
出
す
よ
う
な
準
備
も
し
な
い
ま
ま
に

非
濁
が
間
も
な
く
入
寂
し
た
た
め
に
︑
結
局
大
蔵
経
に
刊
入
さ
れ
る
な
ど
の
よ
う
な
名
誉
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒﹃
要
略
録
﹄

は
︑
文
献
史
料
に
著
録
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
宋
に
も
朝
鮮
半
島
に
も
流
布
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
こ
れ
が
大
き
な
原
因
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

清
寧
九
年
四
月
に
非
濁
入
寂
︑
そ
の
一
カ
月
後
︑
そ
の
墓
は
奉
福
寺
以
北
の
昌
平
県
に
移
さ
れ
た
︒
昌
平
県
は
︑
南
京
析
津
府
に

属
し
︑
南
京
市
内
か
ら
九
十
里
離
れ
た
北
部
に
当
た
り
︑
そ
の
南
部
が
奉
福
寺
所
在
の
宛
平
県
と
隣
接
し
て
い
る
︒
墓
の
遷
移
に

伴
っ
て
︑
司
空
豳
國
公
が
非
濁
の
高
徳
を
仰
い
で
︑
奉
福
寺
に
寺
塔
を
建
立
し
て
石
幢
を
造
営
し
た
︒
こ
う
し
た
営
為
に
は
︑﹁
庶
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陵
壑
有
遷
︑
而
音
塵
不
泯
﹂
と
︑
非
濁
の
事
蹟
が
墓
の
遷
移
に
よ
っ
て
泯
滅
し
な
い
よ
う
な
祈
願
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︵
⑪
と
⑫
︶︒

⑬
で
語
ら
れ
て
い
る
文
言
に
よ
れ
ば
︑
石
幢
記
の
製
作
時
は
︑
清
寧
九
年
五
月
と
な
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
れ
は
石
幢
造
営
と
同
時
に

執
筆
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
第
二
節
に
掲
示
し
た
﹃
日
下
旧
聞
﹄
所
引
の
﹃
析
津
日
記
﹄
に
よ
る
と
︑
そ
れ
は
﹁
清

寧
九
年
歳
次
癸
卯
七
月
庚
子
朔
十
三
日
壬
子
記
﹂
と
あ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
石
幢
造
営
か
ら
二
カ
月
以
後
に
石
幢
記
が
撰
述
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
︒﹃
日
下
旧
聞
﹄
は
︑
こ
の
両
文
章
を
と
も
に
載
せ
て
い
る
が
︑
こ
の
矛
盾
し
た
記
述
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
盤
山
志
﹄
に
も
繆
荃
孫
の
﹃
遼
文
存
﹄
に
も
﹁
清
寧
九
年
五
月
︑
講
僧
眞
延
撰
并
書
﹂
と
あ
っ
て
︑﹃
日

下
旧
聞
﹄
に
み
る
本
文
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

第
二
節
に
掲
出
し
た
繆
荃
孫
﹃
順
天
府
志
・
金
石
志
﹄
と
︑
同
氏
の
後
に
編
纂
し
た
﹃
遼
文
存
﹄
と
当
書
所
附
の
﹁
遼
金
石
存

目
﹂
に
よ
る
と
︑
前
者
に
は
﹁
清
寧
九
年
七
月
十
三
日
﹂︑
後
者
に
は
︑
﹁
拓
本
﹂
﹁
清
寧
九
年
五
月
︒
在
大
興
︒
拠
孫
録
﹂
と
そ
れ

ぞ
れ
違
っ
た
注
記
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
繆
荃
孫
の
金
石
志
上
の
記
載
の
変
化
か
ら
︑
石
幢
記
の
撰
述
時
が
﹁
七
月
﹂︵
析
津
日
記
に

拠
る
か
︶
と
あ
る
の
を
﹁
五
月
﹂
と
訂
正
し
た
︑
と
い
う
繆
荃
孫
の
認
識
が
変
化
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
孫
星
衍
撰

﹃
京
畿
金
石
考
﹄︵
一
七
九
二
︶
に
は
﹁
僧
真
延
撰
︑
正
書
︐
清
寧
九
年
五
月
立
︐
在
広
恩
寺
﹂
と
あ
る
が
︑
後
に
同
氏
と
邢
澍
共
編

︵
一
八
〇
二
︶
の
﹃
寰
宇
訪
碑
録
﹄
に
は
︑﹁
五
月
立
﹂
と
﹁
在
広
恩
寺
﹂
の
文
字
が
削
除
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
塚
本
氏
の
論
文
で
は
石

幢
記
を
﹃
析
津
日
記
﹄
の
記
述
に
よ
っ
て
復
元
さ
せ
た
形
で
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

以
上
︑﹃
遼
史
﹄
な
ど
の
史
料
を
踏
ま
え
て
石
幢
記
を
一
通
り
考
察
し
て
み
た
︒
そ
れ
を
通
じ
て
︑
石
幢
記
文
の
こ
れ
ま
で
の
文

献
上
の
記
載
情
況
や
︑
石
幢
文
に
記
載
さ
れ
た
豳
国
公
の
こ
と
︑
そ
れ
と
非
濁
と
の
任
官
上
の
関
連
性
︑﹁
白
傘
蓋
﹂
の
意
味
︑
非

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）
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濁
が
盤
山
で
﹁
白
傘
蓋
﹂
修
持
の
こ
と
と
彼
の
仏
教
教
学
と
著
述
と
の
繋
が
り
︑
そ
し
て
︑﹁
燕
京
管
内
左
街
僧
録
﹂
な
る
内
実
︑

竹
林
寺
・
奉
福
寺
・
花
林
・
涼
殿
な
ど
の
歴
史
と
地
理
︑﹁
紫
衣
﹂﹁
崇
禄
大
夫
﹂
﹁
檢
校
太
保
﹂﹁
檢
校
太
傅
太
尉
﹂
﹁
燕
京
管
内
懺

悔
主
菩
薩
戒
師
﹂
な
ど
を
授
か
る
前
後
の
経
緯
と
史
実
︑
圓
融
国
師
と
非
濁
と
の
師
弟
関
係
︑
非
濁
晩
年
の
授
戒
活
動
と
﹃
要
略

録
﹄
著
述
な
ど
従
来
明
ら
か
で
な
い
諸
点
を
解
明
で
き
た
︒
こ
れ
が
︑
今
後
の
遼
の
仏
教
や
非
濁
著
述
の
日
本
で
の
影
響
な
ど
に
関

す
る
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
嬉
し
い
︒
な
お
︑
別
の
機
会
に
︑
引
き
続
き
非
濁
行
状
関
係
資
料
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

︵
本
文
為
国
家
社
科
基
金
項
目
09B
W
W
007︑
教
育
部
人
文
社
科
項
目
05JA
Z
H
014
階
段
性
成
果
︶

注(�
)

拙
著
﹃
日
本
仏
教
説
話
集
の
源
流
﹄︻
研
究
編
︼
第
二
部
第
一
章
第
二
節
﹁
受
容
史
概
略
﹂︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
七
年
︶︒
な
お
︑

最
近
︑
山
崎
淳
氏
﹁﹃
覚
禅
鈔
﹄
所
引
の
﹃
三
宝
感
応
要
略
録
﹄﹂
に
お
い
て
︑﹃
覚
禅
鈔
﹄
に
も
﹃
要
略
録
﹄
の
類
話
を
有
す
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
後
藤
昭
雄
編
﹃
真
言
密
教
寺
に
伝
わ
る
典
籍
の
学
際
的
調
査
・
研
究
︱
金
剛
寺
本
を
中
心
に
ー
﹄
所
収
︑
二
〇

〇
九
年
︶︒

(�
)

(﹃
塚
本
善
隆
著
作
集
﹄
第
六
巻
所
収
﹃
日
本
に
遺
存
せ
る
遼
文
学
と
そ
の
影
響
﹄︑
大
東
出
版
社
︑
一
九
七
四
年
︶︒

(#
)

前
掲
注
︵
�
︶
参
照
︒

($
)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂
﹃
大
日
本
古
記
録
・
臥
雲
日
件
録
抜
尤
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
六
一
年
︶

(%
)

中
華
書
局
版
と
二
十
四
史
全
訳
﹃
遼
史
﹄︵
世
紀
出
版
集
団
・
漢
語
大
辞
典
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
年
︶
と
も
に
使
用
︒

(4
)

田
島
公
﹁
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
﹃
三
宝
感
応
要
略
録
﹄
解
説
﹂︵
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成

﹃
三
宝
感
応
要
略
録
﹄︑
八
木
書
店
︑
二
〇

43

一
四
八



〇
八
年
︶︒

(:
)

沈
括
﹃
夢
渓
筆
談
﹄
巻
十
五
・
芸
文
二
に
﹁
契
旦
書
禁
甚
厳
︑
伝
入
中
国
者
法
皆
死
﹂︵
契
旦
の
書
禁
は
甚
だ
厳
な
り
︒
中
国
に
伝

入
す
る
も
の
は
法
に
よ
り
皆
死
す
︶
と
あ
る
︒

(=
)

韓
国
仏
教
全
書
第
四
冊
所
収
︵
東
国
大
学
校
出
版
部
︑
一
九
八
二
年
︶︒

(P
)

前
掲
注
︵
�
︶
拙
著
第
二
部
第
二
章
﹁﹃
三
宝
感
応
要
略
録
﹄
研
究
史
略
と
そ
の
問
題
点
﹂
参
照
︒

(

)

前
掲
注
︵
�
︶
拙
著
第
二
部
第
三
章
第
一
節
﹁
撰
者
と
作
品
成
立
の
背
景
﹂
参
照
︒

10(

)

中
国
国
家
図
書
館
古
籍
部
蔵
康
熙
二
十
七
年
︵
一
六
八
八
︶
九
月
六
峰
閣
蔵
版
使
用
︒

11(

)

『原
刻
百
部
叢
書
集
成
﹄
所
収
﹃
京
畿
金
石
考
﹄︵
芸
文
印
書
館
︶︒

12(

)

『原
刻
百
部
叢
書
集
成
﹄
所
収
﹃
寰
宇
訪
碑
録
﹄︵
芸
文
印
書
館
︶︒

13(

)

中
国
国
家
図
書
館
・
特
色
資
源
・
数
字
方
志
・﹃
畿
輔
通
志
﹄︒

14(

)

中
国
国
家
図
書
館
・
特
色
資
源
・
数
字
方
志
・﹃
光
緒
順
天
府
志
﹄︒

15(

)

任
継
愈
主
編
﹃
中
華
伝
世
文
選
・
遼
文
存
﹄︵
吉
林
人
民
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
︶︒

16(

)

于
敏
中
等
編
纂
﹃
日
下
旧
聞
考
﹄︵
北
京
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
一
年
︶︒

17(

)

中
国
国
家
図
書
館
・
特
色
資
源
・
数
字
方
志
・
釈
智
朴
﹃
盤
山
志
﹄︒

18(

)

欽
定
四
庫
全
書
所
収
本
使
用
︒

19
(

)

周
春
輯
﹃
遼
詩
話
﹄︵
藏
修
書
屋
︑
嘉
慶
二
年
序
︶︑
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
使
用
︒

20(

)

北
洋
書
局
︑
一
九
二
三
年
︒

21(

)

中
華
書
局
︑
一
九
八
二
年
︒

22

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）

一
四
九



(

)

江
蘇
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︒

23(

)

山
西
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︒

24(

)

本
幢
記
の
本
文
の
校
異
を
こ
こ
に
示
す
と
︑

25

﹁
京
師
奉
福
寺
懺
悔
主
﹂
↓
﹁
佛
﹂︵
欽
定
﹃
日
下
旧
聞
考
﹄︶︑

﹁
門
弟
子
状
師
實
行
﹂
↓
﹁
行
實
﹂︵﹃
全
遼
文
﹄︶

﹁
嬰
脚
疾
﹂
↓
﹁
足
﹂︵﹃
盤
山
志
﹄︶︵﹃
新
続
高
僧
伝
﹄︶

﹁
乃
遯
匿
盤
山
﹂
↓
﹁
遷
﹂︵﹃
遼
史
拾
遺
﹄︶︑﹁
跡
﹂︵﹃
新
続
高
僧
伝
﹄︶

﹁
敷
課
于
白
繖
蓋
﹂
↓
﹁
大
白
傘
蓋
﹂︵﹃
盤
山
志
﹄︶︑﹁
於
太
白
峯
巓
﹂︵﹃
新
続
高
僧
伝
﹄︶﹁
於
﹂︵﹃
遼
詩
話
﹄︑﹃
欽
定
日
下
旧
聞

考
﹄
の
北
京
古
籍
出
版
社
版
に
は
本
文
に
み
る
す
べ
て
の
﹁
于
﹂
を
﹁
於
﹂
と
改
め
︑
四
庫
全
書
文
淵
閣
版
で
は
一
部
分
を

﹁
於
﹂
と
改
変
︒︶

﹁
属
鼎
駕
上
仙
﹂
↓
﹁
湖
﹂︵﹃
盤
山
志
﹄︶

﹁
今
上
以
師
受
眷
先
朝
﹂
↓
﹁
上
﹂︵﹃
欽
定
日
下
旧
聞
考
﹄︶

﹁
乃
恩
加
崇
禄
大
夫
檢
校
太
保
﹂
↓
﹁
檢
校
太
保
太
尉
﹂︵﹃
欽
定
日
下
旧
聞
考
﹄︶

﹁
加
檢
校
太
傅
太
尉
﹂
↓
﹁
檢
校
太
傅
﹂︵﹃
欽
定
日
下
旧
聞
考
﹄︶

﹁
上
嘉
賛
久
之
﹂
↓
﹁
歎
﹂︵﹃
遼
史
拾
遺
﹄︶

﹁
親
為
帙
引
﹂
↓
﹁
序
﹂︵﹃
盤
山
志
﹄︶

﹁
師
侍
坐
于
殿
﹂
↓
﹁
坐
﹂︵﹃
遼
文
存
﹄﹃
全
遼
文
﹄︶

﹁
不
可
勝
紀
﹂
↓
﹁
計
﹂︵﹃
欽
定
日
下
旧
聞
考
﹄︶

一
五
〇



﹁
清
寧
九
年
五
月
講
僧
眞
延
撰
并
書
﹂
↓
﹁
五
月
日
﹂︵﹃
盤
山
志
﹄︶

と
な
る
︒
対
校
し
て
み
た
と
こ
ろ
︑﹃
欽
定
日
下
旧
聞
考
﹄
に
お
け
る
﹃
日
下
旧
聞
﹄
原
文
は
︑
そ
れ
を
移
録
す
る
う
ち
に
誤
謬
が
多

く
生
じ
た
︑
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
し
て
も
四
庫
全
書
の
信
憑
性
の
低
さ
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

(

)

前
掲
注
︵
%
︶︒

26(

)

中
国
仏
教
協
会
編
﹃
房
山
石
経
﹄︵
遼
金
刻
経
︶︵
中
国
仏
教
図
書
文
物
館
︑
一
九
九
一
年
︶︒

27(

)

普
明
居
士
﹃
大
仏
頂
陀
羅
尼
注
解
﹄︵
h
ttp
://b
log
.sin
a.com
.cn
/p
u
m
in
g
︶
参
照
︒

28(

)

前
掲
注
︵
4
︶
の
解
説
で
は
︑﹁
日
よ
け
傘
﹂
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
間
違
い
だ
と
思
う
︒

29(

)

洪
邁
撰
・
何
卓
点
校
﹃
夷
堅
志
﹄
第
四
冊
︵
中
華
書
局
︑
一
九
八
一
年
︶

30(

)

叢
書
集
成
初
編
・
二
八
六
八
・
陶
朱
新
録
︵
中
華
書
局
︑
一
九
九
一
年
︶

31(

)

于
傑
・
于
光
度
著
﹃
金
中
都
﹄︵
北
京
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︶︑﹃
唐
檀
州
街
弁
正
﹄︵
北
京
市
地
情
資
料
網
︶︒

32(

)

于
徳
源
著
﹃
北
京
歴
代
城
坊
︑
宮
殿
︑
苑
囿
﹄︵
首
都
師
範
大
学
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︶︒

33
(

)

『日
下
旧
聞
考
﹄
巻
五
十
九
﹁
城
市
﹂・﹁
竹
林
寺
﹂
条
所
附
︵
北
京
古
籍
出
版
社
版

九
五
四
頁
︶
参
照
︒

34(

)

趙
其
昌
﹃
遼
代
燕
京
之
顕
忠
坊
︑
檀
州
街
与
市
﹄︵﹃
首
都
博
物
館
叢
刊
﹄
一
九
八
二
年
︶︑
前
掲
注
︵

︶﹃
唐
檀
州
街
弁
正
﹄
参
照
︒

35

32

(

)

『往
生
浄
土
伝
﹄
に
関
し
て
は
︑
塚
本
氏
以
外
に
は
︑
大
谷
旭
雄
﹁
戒
珠
﹃
往
生
浄
土
伝
﹄
と
法
然
﹂︵﹃
大
正
大
学
研
究
紀
要
﹄
第

36

七
八
輯
︑
一
九
九
三
年
︶︑
湯
谷
祐
三
﹁
七
寺
本
﹃
往
生
浄
土
伝
﹄
と
そ
の
周
辺
﹂︵﹃
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書
第
五
巻
︑
二
〇
〇
〇

年
︶︑
山
崎
誠
﹁
往
生
浄
土
伝
﹂
解
題
︵﹃
真
福
寺
善
本
叢
刊
﹄
第
六
巻
︑
国
文
学
資
料
館
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑
大
谷
旭
雄
﹁
戒
珠
﹃
往

生
浄
土
伝
﹄
と
法
然
﹂︵﹃
大
正
大
学
研
究
紀
要
﹄
第
七
八
輯
︑
一
九
九
三
年
︶︑
田
中
夕
子
﹁﹃
往
生
浄
土
伝
﹄
と
平
安
時
代
六
往
生
伝

に
み
る
仏
像
﹂︵﹃
印
度
学
佛
教
学
研
究
﹄
第
五
十
八
巻
第
二
号
︑
二
〇
一
〇
年
︶︒

遼代高僧非濁の行状に関する資料考（一）

一
五
一



(

)

前
掲
注
︵

︶
于
徳
源
著
書
・
そ
の
五
・︵
四
︶﹁
遼
南
京
︵
燕
京
︶
苑
囿
・
離
宮
﹂
と
同
氏
論
文
﹁
遼
南
京
︵
燕
京
︶
郷
村
指
弁
﹂

37

33

︵﹃
北
京
文
博
﹄︑
二
〇
〇
一
年
第
一
期
︶
参
照
︒

(

)

前
掲
注
︵

︶
于
徳
源
著
書
・
そ
の
五
・︵
六
︶﹁
遼
南
京
︵
燕
京
︶
仏
寺
﹂
参
照
︒

38

33

(

)

『鮮
支
巡
禮
行
﹄
所
収
︵
東
方
文
献
刊
行
会
︑
一
九
三
〇
年
︶︒

39

一
五
二




