
中
国
南
斉
武
帝
の
第
二
子
、
文
宜
王
蒲
子
良
（
四
六

O
~四
九
四
）
は
中
国

仏
教
史
の
中
で
士
大
夫
奉
仏
者
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
梁
の
武
帝
の
人
格
形
成

に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
、
中
国
仏
教
史
を
取
扱
う
各
書
に
記
し
て
あ

る
通
り
で
あ
る
。
薫
子
良
は
仏
教
の
有
力
な
保
護
者
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

さ
ら
に
仏
教
の
戒
律
に
よ
る
在
家
と
し
て
の
生
活
を
営
ん
で
い
た
の
も
史
料
の

到
る
所
か
ら
読
み
取
れ
る
史
実
で
あ
る
。
単
な
る
知
識
・
観
念
的
世
界
の
空
論

に
止
ま
ら
ず
、
実
践
を
伴
っ
た
信
念
と
し
て
彼
の
行
動
を
律
す
る
の
が
、
仏
教

で
あ
っ
た
。
王
子
と
し
て
の
立
場
が
、
そ
の
周
辺
へ
の
影
響
力
に
大
き
く
プ
ラ

ス
し
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
南
朝
士
大
夫
階
層
に

於
け
る
仏
教
信
仰
の
内
容
を
検
討
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で

あ
る
。
更
に
、
雛
籠
山
の
西
邸
を
中
心
に
多
く
の
学
士
を
集
め
て
、
五
経
、
百

家
を
抄
し
、
『
四
部
要
略
』
千
巻
を
撰
し
、
学
術
方
面
に
於
い
て
も
不
朽
の
業

績
を
あ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
西
邸
に
は
、
後
に
梁
の
武
帝
と
し
て
帝
位
に

中
国
南
朝
士
大
夫
に
於
け
る
仏
教
思
想
の
受
容

つ
く
薫
術
を
始
め
、
沈
約
、
謝
眺
、
王
融
、
蒲
深
、
箔
婁
、
任
防
、
陸
錘
等
の

所
謂
八
友
が
集
ま
り
、
当
時
の
文
壇
に
於
い
て
永
明
体
と
呼
ば
れ
る
、
詩
歌
の

新
し
い
風
体
を
形
成
し
た
こ
と
に
は
、
仏
教
と
文
学
の
結
び
付
き
を
目
指
す
薫

子
良
の
一
側
面
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

南
朝
最
初
の
王
朝
で
あ
る
劉
宋
の
建
国
者
劉
裕
は
天
下
の
纂
奪
に
当
っ
て
仏

教
的
瑞
祥
と
予
言
を
利
用
し
た
。
ま
た
政
権
を
受
け
継
い
だ
後
も
仏
教
に
対
し

て
好
意
を
持
ち
続
け
た
事
実
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
南
朝
の
仏
教
が
教

理
的
に
も
社
会
的
に
も
急
速
に
爛
熟
す
る
時
代
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
。
け
れ
ど

も
、
一
方
で
は
、
仏
教
を
夷
狭
の
宗
教
で
あ
り
、
中
華
文
化
の
恩
恵
を
享
楽
す

る
漢
民
族
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
す
る
排
他
的
な
態
度
も
ま
だ
上
流
社
会
の
一

部
に
は
有
力
で
あ
っ
た
為
に
、
自
分
の
立
場
を
弁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仏

教
界
に
と
っ
て
は
、
薫
子
良
の
よ
う
な
一
流
の
士
大
夫
は
貴
重
な
存
在
で
あ
っ

た
。
彼
は
学
者
及
び
文
学
者
と
し
て
相
当
な
学
識
及
び
才
能
の
持
ち
主
で
あ
っ

た
に
は
違
い
な
い
が
、
む
し
ろ
彼
の
高
い
地
位
を
利
用
し
て
一
流
の
学
者
及
び

文
学
者
を
引
含
付
け
て
学
問
と
文
学
が
栄
え
る
土
壊
を
作
っ
た
こ
と
に
、
よ
り

中
国
南
朝
士
大
夫
に
於
け
る
仏
教
思
想
の
受
容

ウ
ィ
リ
ー
・
ヴ
ァ
ン
デ

ワ
＿
フ

I 



大
き
な
貢
献
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
蓋
子
良
ほ
士
大
夫
社
会
の

絢
爛
た
る
文
化
の
絶
頂
と
も
云
う
べ
き
梁
武
帝
治
世
へ
の
序
曲
を
か
な
で
た
人

物
と
言
え
る
。

南
朝
の
都
建
康
を
そ
の
活
躍
の
舞
台
と
し
て
い
た
士
大
夫
は
、
全
て
奉
仏
者

で
は
勿
論
な
か
っ
た
が
、
殆
ん
ど
皆
が
仏
教
思
想
に
関
心
を
示
し
て
お
り
、
た

と
え
無
関
心
で
も
、
あ
れ
だ
け
の
生
命
力
を
備
え
つ
つ
あ
っ
た
思
想
や
宗
教
を

無
視
す
る
こ
と
ほ
、
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
っ
た
。
元
嘉
の
治
の
中
心
的
な
人

物
で
あ
っ
た
文
帝
が
四
学
を
並
列
し
、
儒
学
中
心
の
時
代
に
一
段
落
を
つ
け
、

諸
学
を
自
由
に
討
究
す
る
風
潮
を
開
い
て
か
ら
、
仏
教
思
想
も
士
大
夫
の
理
想

と
す
る
教
養
像
に
と
っ
て
不
可
欠
な
部
分
に
な
っ
た
観
が
あ
る
。

『
高
倫
博
』
巻
八
、
釈
法
安
伝
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
…
…

永
明
中
還
レ
都
止

1

一
中
寺
↓
講
＝l

涅
槃
維
摩
十
地
成
賓
論
↓
相
織
不
レ
絶
。
司

①
 

徒
文
宜
王
及
張
融
何
胤
劉
綸
劉
嗽
等
。
並
稟
1

一
服
文
義
f

共
為

-
I

法
友
↓

と
あ
る
。
要
す
る
に
、
永
明
時
代
に
な
っ
て
か
ら
法
安
は
都
の
建
康
に
帰
り
、

中
（
興
）
寺
に
住
し
、
そ
こ
で
『
涅
槃
経
』
、
『
維
摩
経
』
、
『
＋
地
論
』
、
『
成

寅
論
』
等
を
あ
い
つ
い
で
講
義
し
た
。
司
徒
文
宜
王
、
張
融
等
が
経
典
の
意
味

②
 

を
受
け
て
法
友
と
な
っ
た
。
更
に
そ
れ
ら
に
加
え
て
仏
法
に
深
い
関
心
を
寄
せR

 

て
い
た
、
蒲
子
良
と
親
交
の
間
柄
で
あ
っ
た
も
の
と
し
て
周
順
（
四
八
五
没
）
、

④

⑤

R

 

沈
約
（
四
四
一
！
五
ニ
―
-
）
、
王
融
（
四
六
七
！
四
九
一
―
-
）
及
び
徐
孝
嗣
を
挙

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
士
大
夫
が
数
多
く
の
学
僧
又
は
高
僧
と
親

し
く
交
際
し
て
い
た
事
実
は
『
高
僧
偉
』
や
『
績
高
僧
偲
』
に
散
見
す
る
。
幾

つ
か
の
例
を
挙
げ
る
の
に
と
ど
め
る
。

後
周
顛
租
レ
剣
請
レ
基
講
説
。
順
既
素
有
＝
學
功
ー
特
深

1

一
佛
理
↓
及
言
炉
基

訪
票
一
日
有
＝
新
異
↓
劉
嗽
張
融
並
申
以
二
師
證

1

崇
＝
其
義
訓
↓
司
徒
文
宜

王
欽
レ
風
慕
レ
徳
。
致
レ
書
慇
懃
。
訪
以

1

一
法
華
宗
旨
↓
基
乃
著
―
ー
法
華
義
疏
↓

⑦
 

凡
有
11

―
―
一
巻
↓
云
云
゜

そ
れ
に
依
れ
ば
、
特
に
仏
法
に
造
詣
の
深
い
周
顧
で
さ
え
毎
日
の
よ
う
に
今
ま

で
思
い
至
り
も
し
な
い
耳
新
し
い
説
明
を
聞
か
せ
て
貰
う
釈
慧
基
だ
が
、
更
に

劉
嗽
、
張
融
と
文
宜
王
も
ま
た
こ
の
高
僧
を
師
と
崇
め
て
い
た
。
慧
基
が
没
し

た
時
、
何
胤
ほ
宝
林
寺
に
於
い
て
そ
の
碑
文
を
造
っ
た
と
も
『
高
僧
博
』
に
記

さ
れ
て
い
る
。

釈
僧
遠
に
就
い
て
、
『
高
僧
偲
』
の
撰
者
慧
咬
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

廠
山
何
貼
、
汝
南
周
順
、
齊
郡
明
僧
紹
、
撲
陽
呉
葱
、
呉
國
張
融
、

R
 

投
レ
身
接
レ
足
、
諮

1

一
其
戒
範
f

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
何
貼
、
周
順
や
張
融
が
戒
律
に
つ
い
て
そ
の
示
教
を

請
う
た
こ
と
が
分
る
。

釈
曇
斐
と
は
張
融
、
周
顆
と
そ
の
子
捨
が
「
知
音
之
押
」
を
結
ん
で
い
た
の

⑨
 

に
加
え
て
、
何
胤
は
彼
を
招
い
て
講
義
を
さ
せ
た
。

一
代
名
貴
。

齊
中
書
周
顧
゜
瑯
瑯
王
融
。
彩
城
劉
綸
。
東
莞
徐
孝
嗣
等
。

⑩
 

並
投
11

莫
逆
之
交
↓
云
云
゜

と
あ
る
よ
う
に
、
法
雲
と
当
時
一
流
の
貴
族
で
あ
っ
た
周
顆
、
王
融
、
劉
繕
と

有
名
な
釈
法
雲
に
就
い
て
、

皆



徐
孝
嗣
等
と
は
莫
逆
の
友
で
あ
っ
た
。

以
上
引
用
し
た
例
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
此
等
の
士
大
夫
ほ
仏
法
に
深

い
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
学
僧
と
師
弟
又
は
親
友
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
が
、

自
分
が
出
家
し
て
僧
侶
に
な
る
意
志
は
全
く
な
い
よ
う
で
、
社
会
的
に
も
困
難

で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
彼
等
ほ
飽
く
ま
で
も
檀
越
(
d
a
n
a
p
a
t
i
)
で
あ
っ
た
。

劉
嗽
ほ
「
博
く
五
紐
に
通
じ
、
儒
學
嘗
時
に
冠
た
り
、
京
師
の
士
子
貴
遊
、

席
を
下
り
て
業
を
受
け
ざ
る
莫
し
」
と
称
さ
れ
、
易
、
詩
、
礼
に
著
述
を
遣
し
、

⑪
 

「
著
す
所
の
文
集
は
皆
是
膿
義
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
っ
た
。
そ

の
講
義
を
受
け
る
徒
は
常
に
数
十
人
を
数
え
た
。
一
生
涯
を
研
鑽
に
投
じ
、
隠

居
の
生
活
を
送
り
、
高
邁
な
る
理
想
を
貫
い
た
高
士
で
、
何
回
か
出
仕
を
促
さ

れ
た
が
、
そ
の
都
度
断
っ
た
。
薫
子
良
の
信
用
が
厚
く
、
劉
嗽
の
隠
居
し
て
い

た
庵
を
訪
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
彼
の
仏
教
に
関
す
る
識
見
又
は
理
解
が
ど
れ

だ
け
深
か
っ
た
か
は
、
仏
教
に
関
す
る
著
作
を
遣
さ
な
か
っ
た
た
め
、
知
る
由

も
な
い
が
、
先
に
一
部
引
用
し
た
釈
慧
基
伝
に
依
れ
ば
、
『
法
華
鰹
』
、
『
維
摩

唇
、
『
金
剛
般
若
経
』
及
び
『
勝
霊
鰹
』
の
専
門
家
と
し
て
有
名
な
慧
基
に

師
事
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
上
記
仏
典
に
相
当
詳
し
い
識
見
を
持

っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

永
明
末
、
京
邑
人
士
盛
為
[
-
文
章
談
義
f

皆
湊

1

一
党
陵
王
西
邸
↓
綸
為
＝
後

⑫
 

進
領
袖
f

機
悟
多
能
。

と
あ
る
よ
う
に
、
永
明
（
四
八
一
―

-
l
四
九
一
―
-
）
．
の
末
期
頃
に
は
、
士
大
夫
階
級

の
間
に
文
章
及
び
清
談
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
と
思
わ
れ
る
談
義
が
大
流
行
で
、

中
国
南
朝
士
大
夫
に
於
け
る
仏
教
思
想
の
受
容

劉
綸
（
四
五
八
ー
五

0
二
）
は
劉
嗽
の
弟
子
で
あ
る
。
史
書
に
依
れ
ば

西
邸
は
文
オ
の
出
入
り
で
賑
っ
て
お
り
、
劉
綸
は
若
手
の
中
で
一
番
優
秀
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
る
。
直
接
に
仏
教
と
関
係
す
る
著
作
を
遣
さ
な
か
っ
た
の
ほ
恩

師
と
同
様
で
あ
る
が
、
『
成
賓
論
』
の
分
野
に
於
い
て
梁
時
代
の
最
高
の
権
威

者
で
あ
っ
た
法
雲
と
交
際
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
特
に
仏
教
の
観
念
世
界
に
強

い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

何
胤
（
四
四
六
！
五
一
―
―
-
）
も
ま
た
劉
嗽
に
師
事
し
て
『
易
』
、

『
證
記
』

及
び
『
毛
詩
』
に
つ
い
て
業
を
受
け
た
の
み
な
ら
ず
、
又
鍾
山
の
定
林
寺
に
入

り
内
典
を
聴
く
と
あ
る
よ
う
に
極
め
て
博
学
の
処
士
で
あ
っ
た
。
著
作
に
は

『
注
百
法
論
』
、
『
十
二
門
論
』
各
一
巻
、
『
注
周
易
』
十
巻
、
『
毛
詩
線
集
』

六
巻
、
『
毛
詩
隠
義
』
＋
巻
、
『
膿
記
隠
義
』
二
十
巻
、
『
證
答
問
』
五
十
五

船
か
あ
っ
た
。
仏
書
に
つ
い
て
は
『
百
法
恥
』
と
『
十
二
門
論
』
に
注
解
を
つ

け
た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
に
は
、
や
は
り
特
に
三
論
に
関
心
が
深
か
っ
た
様
で

⑮
 

あ
る
。
建
武
年
代
（
四
九
四

l
四
九
七
）
の
間
、
そ
の
恩
師
の
模
範
に
倣
っ
て
、

兄
弟
の
何
貼
と
何
求
と
同
様
に
、
隠
居
の
身
と
な
り
、
若
耶
山
の
雲
門
寺
に
入

っ
た
。
何
氏
一
族
が
前
代
か
ら
仏
教
に
好
意
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
何
胤
は
幼

い
時
分
よ
り
仏
教
と
接
触
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
特
に
何
胤
の
祖
父
に
当
る

何
尚
之
が
仏
教
の
信
奉
者
と
し
て
世
に
知
ら
れ
て
い
る
。
元
嘉
十
六
年
（
四
一
―
―

九
）
劉
宋
の
文
帝
が
儒
学
、
玄
学
、
史
学
及
び
文
学
の
四
学
を
建
て
た
時
、
文

学
の
責
任
者
と
し
て
指
命
さ
れ
た
の
は
何
尚
之
に
外
な
ら
な
い
。
当
時
、
慧
琳

は
仏
法
を
誹
謗
し
て
『
白
黒
論
』
を
著
し
、
慧
琳
と
気
脈
を
通
じ
た
何
承
天
は

『
逹
性
論
』
を
執
筆
し
て
、
共
に
仏
教
に
攻
撃
の
矢
を
向
け
て
い
た
。
此
に
対

し
て
顔
延
之
と
宗
柄
は
仏
教
を
弁
護
す
る
立
場
か
ら
慧
琳
と
何
承
天
に
反
論
し



た
。
賛
否
両
論
の
葛
藤
が
解
け
な
い
状
況
を
踏
え
て
文
帝
は
自
分
の
考
え
を
明

ら
か
に
し
た
。
自
分
は
仏
典
の
教
え
に
精
通
し
て
い
な
い
か
ら
三
世
因
果
に
就

い
て
は
断
定
し
兼
ね
る
が
、
勝
れ
た
先
輩
や
現
在
の
俊
秀
た
ち
が
仏
法
を
奉
じ

て
い
る
か
ら
仏
教
に
対
す
る
誹
謗
は
不
当
だ
と
の
主
旨
の
詔
書
を
下
し
た
。
そ

れ
に
対
し
て
何
尚
之
ほ
答
え
た
。
政
治
を
行
う
に
当
っ
て
仏
教
を
弘
め
る
こ
と

は
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
五
戒
十
善
を
十
人
か
ら
百
人
と
、
次
第
に
天
下
に
弘
め

て
行
け
ぽ
悪
が
な
く
な
り
、
刑
罰
も
必
要
と
し
な
く
な
る
の
で
太
平
を
も
た
ら

す
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
西
域
で
は
仏
法
を
奉
じ

た
た
め
、
大
国
が
小
国
を
併
合
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
五
胡
が
中
原

に
入
っ
て
か
ら
は
人
民
ほ
塗
炭
の
苦
し
み
に
喘
ぎ
、
残
虐
な
支
配
に
よ
っ
て
非

業
の
死
を
と
げ
た
者
が
多
か
っ
た
が
、
佛
繭
澄
の
教
化
に
よ
っ
て
石
虎
の
殺
識

ほ
半
減
し
、
荷
堅
や
涅
渠
蒙
遜
も
仏
法
を
奉
じ
て
か
ら
、
つ
い
に
善
人
と
な
っ

⑯
 

た
と
言
う
。
さ
ら
に
何
尚
之
は
寺
塔
の
造
営
等
を
行
い
、
仏
教
が
栄
え
る
土
壌

作
り
に
大
い
に
貢
献
し
た
人
物
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
奉
仏
的
な
環
境
に
育
っ
た
何
胤
が
仏
法
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を

寄
せ
た
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
慧
基
、
法
安
、
曇
斐
等
名
僧
と
交

際
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
東
土
僧
正
の
初
め
と
言
わ
れ
る
慧
基
が
建
武
―
―
一
年

（
四
九
六
年
）
十
一
月
、
城
傍
寺
で
没
す
る
と
、
そ
の
遺
徳
を
偲
ん
で
、
碑
文

を
撰
し
、
宝
林
寺
を
建
立
し
た
の
も
何
胤
で
あ
る
。
実
践
の
面
で
も
、
仏
教
信

仰
に
よ
る
生
活
を
送
り
、
殺
生
を
禁
じ
、
鳥
獣
を
愛
し
た
と
言
わ
れ
る
。
儒
学

い
た
。
武
岳
山
の
西
寺
に
於
い
て
経
論
を
講
じ
学
僧
も
此
れ
に
従
っ
た
と
言
わ

の
経
典
に
通
じ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
の
般
若
、
空
の
思
想
に
通
暁
し
て

て
い
る
。

「
寂
然
と
し
て
動
か
ず
、
そ
の
根
本
を
つ
き
つ
め
れ
ば
同
じ
で
す
。

う
に
、
仏
法
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
仏
教
と
道
教
の
究
極
の
教
え
は

れ
る
位
で
あ
っ
た
。
東
晋
時
代
の
士
大
夫
の
奉
仏
者
に
は
、
こ
の
よ
う
に
深
く

仏
典
に
通
暁
し
た
人
物
が
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
劉
宋
か
ら
梁
代
に
か

け
て
本
格
的
に
仏
教
思
想
を
理
解
す
る
士
大
夫
が
現
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

何
胤
に
よ
る
『
百
論
』
及
び
『
十
二
門
論
』
の
注
釈
書
は
散
侠
し
た
が
、
両
論

が
羅
什
に
よ
っ
て
中
国
に
伝
道
さ
れ
た
三
論
宗
の
基
礎
経
典
に
属
す
る
も
の
だ

か
ら
、
中
国
三
論
初
期
の
思
想
家
と
し
て
注
目
す
る
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

何
胤
で
さ
え
不
殺
生
の
戒
律
を
甘
い
解
釈
で
回
避
し
よ
う
と
し
た
事
実
が
示

⑰
、

す
よ
う
に
仏
教
の
戒
律
に
貫
徹
し
た
生
活
を
送
る
士
大
夫
は
極
め
て
少
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
等
に
と
っ
て
は
、
仏
教
思
想
と
儒
教
と
老
荘
思
想
が
そ

の
基
本
的
発
想
に
於
い
て
果
し
て
帰
一
す
る
か
ど
う
か
が
最
高
の
関
心
事
項
で

あ
っ
た
。
儒
仏
道
三
教
思
想
が
最
終
的
に
は
同
じ
真
理
に
帰
一
す
る
こ
と
を
論

証
し
よ
う
と
す
る
論
者
は
少
な
く
な
い
。
こ
う
い
う
儘
仏
道
交
渉
史
の
上
で
重

要
な
位
置
を
占
め
る
論
者
の
一
人
と
し
て
張
融
（
四
四
四

l
四
九
七
）
を
挙
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
張
融
の
現
存
す
る
著
作
の
中
で
は
仏
道
交
渉
史
の
立
場

か
ら
見
て
特
に
重
要
な
の
は
『
門
律
』
で
あ
る
。
そ
の
書
き
出
し
に
「
私
の
一

門
は
代
々
佛
敦
を
崇
拝
し
、
母
方
の
一
家
は
道
数
を
信
奉
し
て
き
ま
し
た
。
道

⑱
 

赦
と
佛
敦
と
、
お
ち
つ
く
さ
き
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
言
っ
て
い
る
よ

同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
解
き
方
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
見
解
を
抱
い

四
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る。

⑲
 

働
き
か
け
て
四
方
に
通
ず
る
、
そ
の
跡
を
見
れ
ば
異
な
っ
て
い
ま
す
。
」
張
融

病
気
で
ま
さ
に
世
を
去
ろ
う
と
し
た
時
、

弟

姪
た
ち
に
生
き
る
指
標
を
残
し
て
行
く
た
め
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
結
論
に

お
し
え

「
汝
ほ
専
心
佛
数
の
跡
に
遵
え
ば
よ
ろ
し
い
が
、
道
（
数
）
の
根
本
を
軽
蔑
し
て

⑳
 

は
な
り
ま
せ
ん
。
」
と
念
を
押
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。

更
に
何
貼
、
何
胤
、
孔
稚
珪
、
孔
仲
智
及
ぴ
周
順
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
も

同
じ
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
周
顛
は
納
得
で
き
ず
、
張
融
と
の
間
に
往
復
問
答

を
開
始
し
た
。
あ
る
解
釈
に
依
れ
ば
、
『
門
律
』
は
道
教
を
仏
法
と
同
一
視
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
道
教
思
想
を
弁
護
す
る
試
み
だ
と
言
う
む
き
も
あ
る
が
、
確
か
に

僧
祐
が
そ
れ
を
『
弘
明
集
』
に
収
録
し
た
こ
と
か
ら
し
て
道
仏
論
争
の
一
環
と
位

置
づ
け
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
一
方
、
『
門
律
』
は
先
づ
何
よ
り
も
弟
姪

に
対
す
る
生
活
の
指
標
を
残
す
、
所
謂
家
訓
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
て
い
る
の
も

考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
訓
の
ジ
ャ
ン
ル
で
一
番
先
に
念
頭
に
浮

か
ん
で
来
る
の
ほ
顔
之
推
（
五
一
―
―
マ
~
五
九
一
）
に
よ
る
『
顔
氏
家
訓
』
で
あ
る
。

済
世
成
俗
の
要
で
あ
る
学
問
を
志
向
す
る
顔
之
推
の
基
本
的
立
場
が
儒
家
思
想

本
位
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
顔
氏
一
家
は
『
周
證
』
と
『
左
偲
』
の
学

問
を
家
業
と
し
て
伝
え
、
ま
た
『
家
訓
』
の
随
所
に
儒
家
の
古
典
か
ら
の
引
用
を

見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
を
充
分
裏
づ
け
る
も
の
が
あ
る

一
方
日
々
の
生
活
に
於
い
て
熱
心
な
仏
教
信
者
で
あ
っ
た
の
も
事
実
で
あ

る
。
そ
れ
は
一
見
矛
盾
す
る
感
が
あ
る
が
、
顔
之
推
と
し
て
は
そ
れ
を
あ
ま
り

意
識
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
子
供
達
に
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
て
い

「
お
ま
え
た
ち
が
も
し
世
俗
の
生
活
を
考
慮
し
て
一
家
を
か
ま
え
て
ゆ
く

中
国
南
朝
士
大
夫
に
於
け
る
仏
教
思
想
の
受
容

中、、ヵ が
『
門
律
』
を
認
め
た
の
は
、

と
い
う
の
な
ら
、
妻
子
を
そ
っ
く
り
棄
て
て
、
い
ち
が
い
に
出
家
す
る
繹
に
は
ま

い
ら
ぬ
わ
け
だ
。
ひ
と
え
に
戒
律
行
を
兼
習
し
、
佛
典
の
讀
誦
に
心
を
と
ど
め

＠
 

て
来
世
へ
の
架
け
橋
（
津
梁
）
と
す
べ
き
で
あ
る
」
。
又
、
自
分
は
仏
教
の
三
世

報
応
の
こ
と
を
信
ず
る
ば
か
り
で
な
く
、
仏
教
は
発
・
舜
・
周
・
孔
の
及
び
得

る
も
の
で
は
な
い
と
ま
で
断
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
内
外
両
教
す
な
わ
ち
仏
儒

両
教
は
も
と
一
体
で
、

引
用
し
て
み
る
。

五

五
戒
は
五
倫
で
あ
る
か
ら
、
周
・
孔
に
帰
し
て
釈
宗
に

背
く
と
い
う
こ
と
は
迷
い
で
あ
る
と
も
言
っ
て
い
る
。
顔
之
推
の
仏
教
に
対
す

る
理
解
は
必
ず
し
も
深
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
多
く
の
応
報
談
を
例
挙
し

て
い
る
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
仏
教
の
説
く
因
果
報
応
説
に
強
く
心
を
と

ら
え
ら
れ
た
こ
と
に
南
朝
士
大
夫
に
於
け
る
一
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
仏
が
孔
子
よ
り
優
れ
て
い
る
と
言
う
発
言
は
文
字
通
り
解
釈
す
べ
き

な
の
か
ど
う
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
家
訓
の
文
章
は
演
繹
や
帰
納
に
基
づ

い
た
、
終
始
一
貫
し
た
体
系
的
思
想
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
士
大
夫
と
し

て
現
実
の
社
会
に
処
し
、
家
門
を
維
持
す
る
面
に
於
い
て
価
値
の
あ
る
も
の
を

で
き
る
だ
け
網
羅
し
て
、
子
孫
に
遣
す
目
的
で
書
き
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
相
反
す
る
発
言
が
至
る
所
で
発
見
で
き
る
の
も
驚
く
に
値
し
な
い
。

張
融
の
『
門
律
』
も
本
質
的
に
同
じ
性
格
の
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『
南
齊
書
』
巻
四
十
一
に
「
門
律
自
序
」
が
載
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
一
部
を

吾
が
文
章
の
骰
は
、
多
く
世
人
の
驚
く
所
と
な
る
。
汝
、
耳
に
師
と
す
る

に
心
を
以
て
す
可
く
、
耳
を
し
て
心
の
師
と
為
さ
し
む
可
か
ら
ず
。
夫
れ

た

文
に
卑
豆
に
常
の
證
あ
ら
ん
や
。
但
だ
骰
あ
る
を
以
て
常
と
為
し
、
政
だ
嘗



に
常
に
其
の
骰
あ
ら
し
む
べ
し
。
丈
夫
ほ
嘗
に
詩
書
を
剛
し
、
膿
榮
を
制

す
べ
し
。
何
ぞ
因
循
し
て
人
の
籠
下
に
寄
る
に
至
ら
ん
や
。

ょ

且
つ
中
代
の
文
は
、
逍
證
闊
髪
し
、
尺
寸
相
資
り
、
奮
物
を
禰
縫
す
。
吾

か

の
文
章
は
、
鶴
亦
た
何
ぞ
異
な
ら
ん
。
何
ぞ
嘗
て
温
と
涼
と
を
顕
え
、
寒

み

だ

ま

じ

ほ

し

い

宣

ま

た

と
暑
と
を
錯
し
、
哀
と
榮
と
を
綜
え
、
歌
と
哭
と
を
横
に
せ
ん
や
。
政

つ

づ

な

ら

だ
辟
を
屡
る
こ
と
多
出
、
事
を
比
ぶ
る
こ
と
不
禰
な
る
を
以
て
、
肝
な
ら

＠
 

ず
阻
な
ら
ず
、
途
に
非
ず
路
に
非
ざ
る
の
み
。

こ
の
一
節
は
明
ら
か
に
文
学
観
を
述
べ
る
も
の
で
、
現
存
『
門
律
』
の
本
文

と
は
直
接
に
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
序
文
の
内
容
と
そ
の
長
さ
か
ら
判

断
す
る
に
は
、
『
門
律
』
の
本
来
の
内
容
は
た
だ
道
仏
論
争
に
終
始
す
る
現
存

の
一
節
よ
り
ず
っ
と
長
文
で
、
『
顔
氏
家
訓
』
の
よ
う
に
文
学
を
含
め
て
、
諸
般

に
わ
た
っ
て
忠
告
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
僧
祐
ほ
論
旨

に
直
接
に
か
か
わ
る
道
仏
論
争
に
ふ
れ
る
一
節
だ
け
を
抜
幸
し
て
『
弘
明
集
』

に
収
録
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
序
文
が
全
く
仏
教
に
ふ
れ
て
い
な
い

ほ
し
い
ま
ま

吾
は
昔
借
言
を
嗜
み
、
多
く
法
辮
を
難
に
す
。
此
れ
壷
く
言
笑
に
遊
ぶ
、

R
 

而
も
汝
等
に
幸
無
し
。

と
あ
る
か
ら
、
一
見
仏
法
は
無
益
で
あ
る
と
否
定
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
よ

う
だ
が
、
前
後
文
脈
に
照
し
て
み
れ
ば
此
れ
は
仏
教
の
本
質
を
否
定
し
た
も
の

で
は
な
く
、

人
生
の
口
ほ
、
正
に
道
を
論
じ
、
義
を
説
く
ぺ
き
も
、
惟
だ
飲
及
び
食
な

こ

れ

⑳

り
。
此
の
外
は
焉
に
網
を
樹
つ
。

訳
で
は
な
い
。

『
門
律
』
そ
の
も
の
を
指
す
と
理
解
し
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、

『
門
律
』
と

少
子
致
ー
一
書
諸
遊
生
一
者
、
曰
、
張
融
白
鳥
哀
＝
鳴
於
賂
ブ
死
、
人
善

1

1

言

於
就
＞
暮
。
（
中
略
）
欲
レ
使
＝
1

塊
後
餘
意
、
縄

1

一
墨
弟
姪
↓
故
為

1

一
門
律
f

敷

⑳
 

感
1

其
一
章
f

通
II

源
二
道
↓
今
奏
1

ー
諸
賢
f

以
為
II

何
若
↓

こ
こ
で
い
う
少
子
と
は
、
論
者
の
張
融
を
指
す
の
か
、
ま
た
は
太
田
悌
蔵
氏
が

R
 

提
起
す
る
よ
う
に
論
文
そ
の
も
の
を
指
す
の
か
断
定
し
難
い
。
『
弘
明
集
』
巻

十
一
所
収
「
文
宜
王
書
興
中
丞
孔
稚
珪
繹
疑
惑
井
賤
答
」
の
中
の
賤
答
に
あ
た

る
「
孔
稚
珪
書
井
答
」
に
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

民
門
昔
嘗
明
11

―
同
之
義
f

経
以
レ
此
訓

1

一
張
融
f

融
乃
著
ー
ー
通
源
之
論
f

其

名
＝
少
子
f

少
子
所
レ
明
、
會
1

一
同
道
佛
1

融
之
此
悟
出
11

於
民
家
↓
民
家
既

⑳
 

爾
。
民
復
何
凝
゜

と
あ
る
。
此
れ
に
依
る
と
、
少
子
は
通
源
之
論
を
指
す
こ
と
が
分
か
る
。
通
源

と
は
周
順
が
張
融
に
与
え
た
書
二
首
の
中
に
張
融
の
立
場
を
示
す
表
現
で
あ
り
、

同
書
簡
は
通
源
と
い
う
二
字
の
下
に
『
門
律
』
の
文
句
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、

述
）
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

と
反
省
し
て
い
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
議
論
に
あ
ま
り
耽
ら
な
い
よ
う
戒
め
る
も
の
だ
。
だ
か
ら

吾
は
毎
に
爾
ら
ざ
る
を
以
て
恨
み
と
為
し
、
爾
曹
は
嘗
に
振
綱
す
べ
き

R
 

な
り
。

一方、

『
弘
明
集
』
に
『
門
律
』
の
附
録
と
し
て
輯
摂
さ
れ
た
、
張
融
と
周

顆
と
の
往
復
問
答
を
書
留
め
た
四
通
の
書
簡
の
最
初
の
一
通
「
書
輿

1

一
何
雨
孔

周
刻
山
茨

1

」
（
何
貼
、
何
胤
、
孔
稚
珪
、
孔
仲
智
、
周
顆
に
輿
え
る
書
）
（
前

...... ,,, 

一



中
国
南
朝
士
大
夫
に
於
け
る
仏
教
思
想
の
受
容

明
僧
紹
等
の
較
論
を
挙
げ
、
続
い
て
『
夷
夏
論
』
と
同
一
主
旨
の
も
の
と
し
て

少
子
と
通
源
と
は
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
上
に
引
用
し
た
、
「
書
興
二
何
雨
孔
周
刻
山
茨
」
の
一
節
に
は
「
故

為
門
律
、
敷
感
其
一
章
云
云
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
『
門
律
』

試
論
も
典
拠
を
奪
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

一
旦
上
に
述
べ
た

不
明
瞭
に
な
る
。
更
に
語
し
い
こ
と
に
ほ
、
「
門
律
自
序
」
が
『
南
齊
書
』
及

び
『
南
史
』
の
張
融
伝
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
本
文
は
見
え
ず
、
却
っ
て
同

じ
く
『
南
齊
書
』
顧
歓
伝
中
に
撰
者
梁
爾
子
顕
は
『
夷
夏
論
』
を
叙
し
、
衰
簗
、

『
門
律
』
の
要
略
を
掲
げ
て
い
る
。
爾
子
顕
が
本
文
と
自
序
と
を
切
り
離
し
て

載
せ
た
理
由
は
、
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
今
断
定
す
る
由
も
な
い
が
、
両
文
章

が
も
と
も
と
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
し
、
又
は
、
張

融
伝
は
長
文
の
文
学
作
品
『
海
賦
』
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
張
融
の
文

学
活
動
が
主
要
な
内
容
を
な
し
て
い
る
関
係
上
、
張
融
の
文
学
観
を
述
べ
る
自

序
を
故
意
に
切
り
離
し
て
本
伝
に
入
れ
、
顧
歓
伝
に
は
『
夷
夏
論
』
を
中
心
に

道
仏
論
争
の
一
端
を
叙
し
て
い
る
所
に
『
門
律
』
の
一
部
を
引
用
す
る
の
が
最

も
適
切
な
撰
録
の
す
す
め
方
で
あ
る
と
い
う
目
論
見
が
撰
者
に
あ
っ
た
か
ら
だ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
以
上
指

摘
し
た
よ
う
に
、
通
源
と
『
門
律
』
と
が
、
同
意
義
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、

そ
し
て
張
融
と
周
顧
と
の
往
復
問
答
を
認
め
た
書
簡
が
数
巻
を
占
め
て
い
た
が
、R

 

両
者
の
見
解
の
本
筋
は
最
初
の
往
復
に
あ
り
、
そ
れ
で
後
文
を
省
略
し
た
と

『
弘
明
集
』
の
撰
者
僧
祐
が
断
っ
て
お
り
、
『
南
齊
書
』
の
撰
者
爾
子
顕
も
「
往

七

復
文
多
不
レ
載
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
上
記
示
唆
し
た

通
り
、
『
門
律
』
と
題
す
る
文
章
は
本
来
多
数
の
書
簡
を
も
集
録
し
た
長
文
の

家
訓
的
な
文
章
で
あ
っ
た
と
言
う
試
論
も
、
全
く
空
論
と
は
言
え
な
く
な
る
だ

⑬
 

ろ
う
。
張
融
は
談
義
の
士
と
目
さ
れ
る
だ
け
に
、
そ
の
本
音
を
必
ず
し
も
は
っ

き
り
と
吐
い
て
い
な
い
所
が
あ
る
が
、

そ
の
死
に
臨
ん
で
左
手
に

『
孝
経
』
・
『
老
子
』
を
、
右
手
に
『
小
品
般
若
』
・
『
法
華
経
』
を
執
っ
て
い
た
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と
『
南
齊
書
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
最
後
ま
で
儒
仏
道
一
ー
一
教
を
併
せ
修

す
る
立
場
を
貫
い
た
と
言
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。

張
融
と
周
順
と
が
甚
だ
親
し
か
っ
た
こ
と
は
、
高
僧
諸
伝
に
散
見
す
る
事
実

だ
が
、
両
氏
の
往
復
問
答
が
南
斉
に
於
け
る
儒
道
仏
交
渉
史
上
極
め
て
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
書
簡
の
内
容
を
さ
ら
に
詳
し
く
分
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
順
の
思
想
家
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
い

き
た
い
と
思
う
。
周
顆
が
張
融
に
与
え
た
第
一
書
に
、
反
駁
の
対
象
と
な
る
『
門

律
』
の
文
句
を
合
わ
せ
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
便
宜
上
取
り
敢
え
ず
そ
の
「
答

1
1

張
書
石
盆
炉
張
」
（
張
融
の
書
に
答
え
、
井
せ
て
問
う
）
か
ら
引
用
し
て
み
る
。

通
源
日
。
道
也
興
レ
佛
逗
レ
極
無
二
。
寂
然
不
レ
動
致
レ
本
則
同
。
感
而
遂
通

逢
レ
迩
成
レ
異
。

周
之
問
日
。

論
云
。
致
レ
本
則
同
。
請
問
。
何
義
是
其
所
レ
謂
謂
レ
本
乎
゜

言

-l道家＿
者
。
堡
不
応
笞
二
篇
云
伊
主
3

言
一
＿
佛
数
1

者
亦
應
下
以
ー
一
般
若
1

為
レ
宗
竺
一
篇
所
レ
貴
義
極

1

一
虚
無
↓
般
若
所
レ
観
、
照
窮

1

一
法
性
↓
虚
無
法
性
、

四

「
門
律
自
序
」
と
の
関
連
も
極
め
て

結
局
は
、

ほ
も
と
も
と
一
章
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
、



其
寂
雖
レ
同
、
位
レ
寂
之
方
。
其
旨
則
別
。
論
所
レ
謂
逗
極
無

1

一
者
。
為
己
逗

極
於
虚
無
↓
営
＝
無
二
於
法
性

1

耶
゜
賂
二
塗
之
外
、
更
有

1

一
異
本
↓
償
虚
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無
法
性
、
其
趣
不
レ
殊
乎
゜

要
約
す
る
に
、
道
教
と
仏
教
と
、

お
ち
つ
く
さ
き
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
と

い
う
の
に
対
し
て
周
顕
は
問
う
。
「
あ
な
た
の
言
う
本
と
は
ど
う
い
う
意
味
な

の
だ
。
道
家
を
唱
え
る
も
の
は
、
（
『
老
子
道
徳
鰹
』
上
下
）
二
篇
を
基
本
に
す

る
だ
ろ
う
し
、
佛
数
を
口
に
す
る
も
の
は
ま
た
般
若
を
宗
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

二
篇
の
貴
ぶ
と
こ
ろ
、
そ
の
趣
意
ほ
虚
無
に
窮
り
、
般
若
の
中
心
と
す
る
と
こ

は
た
ら
さ

ろ
、
照
は
法
性
に
き
わ
ま
る
。
虚
無
と
法
性
と
は
、
寂
と
い
う
貼
で
は
同
じ
で

あ
っ
て
も
、
寂
に
と
ど
ま
る
方
法
で
は
、
そ
の
主
旨
は
別
れ
る
。
貴
論
に
言
う

（
道
赦
と
佛
赦
と
）
お
ち
つ
く
さ
き
に
違
い
は
な
い
と
言
わ
れ
る
の
は
、
い
っ

た
い
虚
無
に
お
ち
つ
く
の
か
、
あ
る
い
は
法
性
と
ち
が
い
が
な
い
の
か
、
そ
れ

と
も
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
ほ
か
に
さ
ら
に
異
な
っ
た
本
が
あ
る
の
か
。
あ
る
い

R
 

は
、
虚
無
と
法
性
と
は
、
主
旨
が
こ
と
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
」

以
上
基
本
的
問
題
を
設
問
し
て
後
、
張
融
が
比
喩
を
用
い
て
述
べ
る
主
観
論

的
色
彩
を
帯
び
た
見
解
を
、
周
顕
は
論
破
す
る
。

通
源
曰
。
（
中
略
）
昔
有
レ
鴻
飛
＝
天
首
↓
積
遠
難
レ
晃
。
越
人
以
為
レ
烏
゜

楚
人
以
為
レ
乙
。
人
自
楚
越
耳
。
鴻
常
一
鴻
乎
。
夫
澄
本
雖
こ
、
吾
自
倶

宗
1

1

其
本
f

鴻
跡
既
分
。
吾
已
翔

1

一
其
所
乙
集
。

周
之
問
日
。
論
云
。
時
殊
故
不
レ
同
＿
一
其
風
↓
是
佛
赦
之
異
-l
於
道

1

也
。
世

異
故
不
レ
ご
其
義
↓
是
道
言
之
乖
＝
於
佛
一
也
。

唯
足
下
所
レ
宗
之
本
。

道
佛
雨
殊
非
レ
臭
則
乙
゜

一
物
為
レ
鴻
耳
。
謳
n
馳
佛
道

1

無
レ
免
三
失
↓
未
レ

知
＝
高
察
終
何
愚
本
軽
而
宗
＞
之
。
其
有
し
旨
乎
。
若
猶
レ
取

1

1

一赦
1

以
位
ニ

其
本
f

恐
戦
獄
方
興
未
レ
能

1

一
聴
訟
一
也
。
若
雖
レ
因
三
一
数
＿
同
測
孟
叙
源
一
者
。

則
此
敦
之
源
、
毎
沿
レ
敦
而
見
突
。
自
應
二
鹿
巾
環
杖
、
悠
然
目
撃
↓
儒
墨

闇
間
。
従
来
何
諄
゜
荀
合
源
共
是
、
分
跡
雙
非
、
則
二
跡
之
用
。
宜
＝
均

R
 

去
取
↓
笑
為
下
翔
集
所
レ
向
勤
務
唯
佛
。
専
レ
氣
抱
レ
一
無
レ
謹
中
於
道
品
乎
゜

張
融
は
言
う
。
「
昔
二
初
の
鴻
が
天
の
一
方
を
飛
ん
で
い
た
。
は
る
か
遠
方
で

見
分
け
が
つ
か
な
い
。
越
の
人
は
晃
と
言
い
、
楚
の
人
は
乙
だ
と
言
っ
た
。
人

間
の
方
に
楚
と
越
（
の
ち
が
い
）
が
あ
る
だ
け
だ
。
鴻
は
常
に
一
弱
の
鴻
で
は

な
い
か
。
そ
も
そ
も
純
粋
な
根
本
は
―
つ
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ず
れ

も
そ
の
根
本
を
宗
と
す
る
。
鴻
の
行
跡
が
分
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
吾
々

じ

ぷ

ん

と

は
已
に
其
の
集
っ
た
所
に
翔
け
て
い
っ
た
の
だ
。
」

周
顕
は
問
い
質
す
。

「
貴
論
に
お
い
て
、
時
代
が
異
な
る
の
で
、
其
の
風
を
同

じ
く
し
な
い
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
佛
数
が
道
数
と
異
な
っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
世
代
が
異
な
る
の
で
、
そ
の
義
を
一
つ
に
し
な
い
と
は
、
そ

お
し
え

れ
こ
そ
道
家
の
言
が
、
佛
数
と
こ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
道
数
と
佛
数
と
は

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
て
、
鹿
で
な
け
れ
ば
乙
だ
。
た
だ
あ
な
た
の
宗
と
す
る

根
本
は
た
だ
―
つ
鴻
だ
。
佛
数
と
道
数
の
雨
方
に
駈
け
馳
せ
る
な
ら
、
ど
ち
ら

も
と
ら
な
く
な
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
根
本
を
認
識
し

て
軽
々
し
く
そ
れ
を
宗
と
し
て
い
ら
れ
る
の
か
、
お
考
え
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ

ろ
う
か
。
も
し
道
佛
二
数
を
肯
定
し
な
が
ら
、
そ
の
根
本
を
位
置
づ
け
る
な
ら
、

お
そ
ら
く
（
雨
数
の
）
論
戦
が
ま
さ
に
お
こ
り
、
決
着
を
つ
け
る
の
が
困
難
に

な
る
。
も
し
、
二
数
に
よ
り
な
が
ら
も
、
ひ
と
し
く
数
の
根
源
を
測
る
な
ら
、

/¥ 
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源」、
此
の
教
の
根
源
は
、
常
に
敦
と
と
も
に
あ
ら
わ
れ
る
。
（
隠
者
の
ご
と
く
）
鹿

巾
を
つ
け
、
環
杖
を
つ
い
て
、
悠
然
と
な
が
め
て
お
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば

儒
墨
（
道
佛
）
論
争
も
な
ご
や
か
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
今
ま
で
何
を
論

争
し
た
か
と
言
う
だ
ろ
う
。
か
り
に
合
致
す
る
根
源
は
ど
ち
ら
も
正
し
く
、
分

れ
た
跡
ほ
ど
ち
ら
も
ま
ち
が
っ
て
い
る
な
ら
、
（
道
佛
）
二
跡
の
ほ
た
ら
き
は
、

と
ど
ま

ひ
と
し
く
取
り
去
る
べ
き
だ
。
な
ぜ
、
翔
け
て
集
っ
た
さ
き
に
唯
だ
佛
数
に
務

漫
゜

め
、
氣
を
専
ら
に
し
一
を
抱
い
て
道
教
に
謹
め
な
い
こ
と
だ
ろ
う
力
」

以
上
の
論
争
を
要
約
し
て
換
言
す
れ
ば
、
「
本
」
と
「
跡
」
と
の
対
立
を
め

ぐ
っ
て
見
解
が
随
分
食
い
違
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
張
融
に
依
れ
ば
、
「
本
」
と

言
う
の
は
、
精
神
を
静
た
ら
し
め
さ
え
す
れ
ぼ
、
自
動
的
に
そ
の
「
本
」
に
と

ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
「
本
」
は
即
ち
「
道
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
能
知

必
赴

I

I

於
道
↓
可
知
必
知
所
レ
赴
」
と
断
言
し
て
い
る
所
は
ま
た
張
氏
の
主
観
論

的
立
場
を
浮
彫
り
に
し
て
い
る
。
能
知
（
知
の
作
用
を
も
つ
も
の
）
は
必
ず
道
に

赴
き
、
可
知
（
知
の
対
象
と
な
る
も
の
）
は
必
ず
知
の
赴
く
所
と
な
る
。
更
に
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「
今
既
静
而
雨
紳
。
紳
静
而
道
二
。
吾
未
II

之
前
聞
一
也
。
」
い
ま
、
静
で
あ
っ
て

し
か
も
神
が
二
つ
に
わ
か
れ
、
神
が
静
で
あ
っ
て
、
道
が

1

―
つ
あ
る
な
ど
と
は
、

私
は
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
静
に
と
ど
ま
っ
た
統
一
さ

れ
た
精
神
が
根
本
即
ち
道
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
に
な
る
。
た
だ
、

張
融
の
使
っ
て
い
る
「
道
」
に
は
二
つ
の
意
味
(
-
っ
は
「
根
本
」
又
は
「
根

中
国
南
朝
士
大
夫
に
於
け
る
仏
教
思
想
の
受
容

そ
れ
ら
を
同

も
う
一
っ
は
道
教
と
言
う
意
味
）
が
含
ま
れ
て
い
る
し
、

一
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
張
融
の
義
論
の
弱
点
が
指
摘
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。

張
融
は
二
つ
の
「
跡
」
を
一
っ
の
「
本
」
に
帰
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、

九

い
ず
れ
の
「
跡
」
も
そ
の
基
本
に
於
い
て
一
致
し
て
い
る
筈
だ
と
言
う
の
に
対

し
て
、
周
顕
は
、
教
え
の
根
源
は
常
に
教
え
と
共
に
現
わ
れ
る
と
言
っ
て
い
る

な
い
。
仮
に
同
じ
根
源
で
あ
り
な
が
ら
二
つ
の
異
な
っ
た
「
跡
」
に
枝
分
れ
す

る
の
な
ら
、

た
が
い
に
あ
れ
だ
け
相
反
し
て
い
る
以
上
ど
ち
ら
も
根
源
か
ら
遊

離
し
て
し
ま
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
両
方
と
も
取
り

去
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
た
だ
、
「
貴
論
に
言
う
そ
も
そ
も
純
粋
な
根
本
は
一

つ
で
は
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ず
れ
も
そ
の
根
本
を
宗
と
す
る
。
鴻
の
行
跡

じ
ぷ
ん
と
つ

が
分
れ
て
い
る
の
で
、
吾
々
は
已
に
其
の
集
た
所
に
翔
け
て
い
っ
た
の
だ
」
と

と

い
う
一
節
に
よ
る
と
、
翔
け
て
集
っ
た
の
は
仏
だ
け
で
、
道
に
つ
い
て
は
、
た

だ
気
を
専
ら
に
し
て
一
を
抱
け
ば
、
何
も
道
に
務
め
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
訳
だ
と
い
う
の
が
、
周
顆
の
反
論
の
主
眼
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
張
融
は
答
え
る
。

吾
不
レ
翔
n
翻
於
四
果
↓
卿
尚
無
レ
疑
11

其
集
砿
佛
゜

R
 

而
於
レ
集
レ
道
、
復
何
悔
゜

き
み

「
私
が
四
果
に
む
か
っ
て
弱
ば
た
か
な
い
で
も
、
卿
ほ
佛
数
を
集
っ
て
い
る
こ

と
を
疑
わ
な
い
し
、
私
が
五
通
に
む
か
っ
て
弱
ば
た
か
な
い
で
も
、
道
数
を
集

る
こ
と
に
於
い
て
、
何
の
悔
い
が
あ
ろ
う
か
。
」

最
後
の
「
周
重
答
書
井
周
重
問
」
に
は
周
顧
は
先
の
反
論
を
次
の
よ
う
に
受

け
止
め
て
い
る
。

足
下
不
レ
翔
孟
血
於
四
果
↓
猶
勤
レ
集

1

1

於
佛
数
↓
翻
不
レ
翔

1

一
於
五
通
↓
何
獨

棄
1

於
道
跡
一
乎
。
理
例
不
レ
通
方
為
11

彼
訴
↓

よ
う
に
、

吾
不
レ
翔
n
翻
於
五
通
f

「
跡
」
が
異
な
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
「
本
」
も
―
つ
で
は
あ
り
得



と

「
貴
方
は
四
果
に
む
か
っ
て
弱
ば
た
か
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
な
お
佛
数
を
集

ろ
う
と
し
て
い
る
。
五
通
に
む
か
っ
て
弱
ば
た
か
ず
と
い
い
な
が
ら
、
ど
う
し

て
道
跡
だ
け
を
棄
て
る
の
か
。
理
論
的
に
通
じ
な
い
の
で
、
あ
の
よ
う
に
訴
え

た
の
だ
」
と
。

周
顆
の
此
の
最
後
の
一
節
は
若
干
難
解
に
思
わ
れ
る
が
、
「
根

源
だ
け
を
宗
と
す
る
と
云
っ
て
道
教
の
「
跡
」
に
拘
わ
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
佛

赦
の
「
跡
」
に
は
務
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
含
蓄
だ
と
思
う
。
従

っ
て
貴
方
（
張
氏
）
の
議
論
は
「
跡
」
の
レ
ベ
ル
と
「
本
」
の
レ
ベ
ル
が
こ
ん

が
ら
が
っ
て
い
る
と
い
う
趣
意
で
あ
る
。

以
上
に
主
と
し
て
周
順
の
仏
教
と
道
教
と
の
相
対
関
係
及
び
そ
の
優
劣
に
関

す
る
立
場
を
分
析
し
て
来
た
が
、
儒
教
の
位
置
づ
け
に
も
又
触
れ
て
い
る
の
で
、

簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
第
一
通
の
書
簡
「
答
張
書
井
問
張
」
に
は
こ
う
述
べ
て

い
る
。

雖
＿
＝
稗
道
所
レ
蹄
。
吾
知
11

其
主
↓
然
自
レ
繹
之
外
儒
網
為
レ
弘
。
過
レ
此
而
能

R
 

恩
仲
星
相
若
者
。
黄
老
寅
雄
也
。

「
超
越
的
な
員
理
（
紳
道
）
の
蹄
着
す
る
そ
の
第
一
の
も
の
を
、
私
は
承
知
し

愴
し
え

て
い
る
が
、
佛
数
の
外
で
は
、
儒
の
綱
が
弘
大
だ
。
こ
れ
以
外
で
孔
子
と
匹
敵

す
る
も
の
と
し
て
は
、
黄
帝
・
老
子
が
寅
に
す
ぐ
れ
て
い
る
」
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
精
神
の
玄
奥
な
る
在
り
方
に
つ
い
て
根
本
的
真
理
を
説
き
明
か
し
て
い
る

の
は
、
釈
迦
の
教
え
に
外
な
ら
な
い
が
、
更
に
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
な
が
ら
も

弘
大
な
も
の
と
し
て
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
儒
教
で
、
そ
し
て
儒
教
に

迫
る
も
の
と
し
て
黄
老
の
教
え
を
と
り
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
周
順
は
三
教
を

は
な
い
。
従
っ
て
、
本
来
、
偉
大
な
る
仏
教
を
説
く
べ
き
と
こ
ろ
を
、
世
の
情

で
あ
る
が
、
そ
の
説
き
方
は
、
臨
機
応
変
で
、

仏
・
儒
・
道
と
言
う
順
で
ラ
ン
ク
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
更
に

第
1

一
の
書
簡
で
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

夫
大
士
應
レ
世
其
證
無
レ
方
。
或
為
II

儒
林
之
宗
↓
或
為
＝
國
師
道
士
↓
斯
鰹

数
之
成
説
也
。
乃
至
＝
宰
官
長
者
f

威
託
-
1

身
相
↓
何
為
老
生
獨
非
1

1

一
跡
↓

但
未
レ
知
1

一
渉
観
洩
深
品
位
高
下
1

耳
。
此
皆
大
明
未
レ
啓
櫂
接
-
1

一
方
↓
日

月
出
突
、
燿
火
宜
レ
酸
。
無
餘
既
説
、
衆
櫂
自
寝
。
足
下
猶
欲
レ
抗
＝
遣
燎

R
 

於
日
月
之
下
↓
明
下
此
火
輿
II

日
月
一
通
，
源
。

ぼ

さ

つ

「
か
の
大
士
が
世
に
應
現
す
る
や
、
そ
の
や
り
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
あ

る
い
は
儒
林
の
宗
と
な
り
、
あ
る
い
ほ
國
師
や
道
士
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
経
典
に
明
ら
か
に
説
か
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
宰
臣
・
長
者
に
至
る
ま

で
み
な
身
相
を
託
す
。
ど
う
し
て
老
子
だ
け
が
一
跡
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

但
だ
そ
の
洞
察
力
の
深
い
浅
い
、
位
階
の
低
い
が
分
か
ら
な
い
だ
け
だ
。
こ
れ

ら
は
み
な
大
い
な
光
明
が
未
だ
啓
か
れ
な
い
の
で
、
か
り
に
一
方
だ
け
に
接
し

て
い
る
の
だ
。
日
・
月
が
出
れ
ば
、
燿
の
火
は
消
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
無
餘

か
り

（
の
大
道
）
が
説
か
れ
た
以
上
は
、
も
ろ
も
ろ
の
櫂
の
道
は
自
ら
き
え
る
。
そ

れ
な
の
に
、
足
下
は
（
熾
火
の
）
残
り
火
を
日
・
月
の
も
と
で
あ
げ
、
此
の
火

＠
 

が
日
・
月
と
源
を
通
じ
て
い
る
の
だ
と
脱
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
。
」
と
。

換
言
す
れ
ば
、
菩
薩
は
無
比
の
教
え
を
説
い
て
世
の
人
々
を
導
い
て
い
る
も
の

一
定
の
形
態
に
拘
わ
る
も
の
で

況
に
対
応
し
て
ひ
と
ま
ず
権
宜
の
説
と
し
て
開
陳
し
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
儒
教

ぼ

さ

つ

で
あ
り
、
道
教
な
の
で
あ
る
。
備
教
も
道
教
も
大
士
の
教
説
の
一
種
で
あ
る
以

1
0
 



上
、
根
本
に
於
い
て
―
つ
で
あ
る
筈
だ
が
、
反
面
、
世
俗
の
求
め
に
応
じ
た
権

一
方
に
偏
っ
た
内
容
の
も
の
で
あ
っ
て
、
完
全
具
足
な

も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
偉
大
な
仏
教
が
説
き
出
さ
れ
た
現
在
で
は
、
そ
れ
ら

「
植
」
則
ち
方
便
の
観
念
を
踏
え
た
体

系
づ
け
は
、
天
台
智
顕
判
教
の
序
曲
と
も
言
う
べ
き
、
僧
柔
（
四
一
―
―
で
~
四
九

慧
次
（
四
三
四

i
四
九

0
)、
法
雲
（
四
六
七

i
五
二
九
）
及
び
劉
軋

（
四
三
八
！
四
九
五
）
等
を
代
表
と
す
る
、
当
時
の
南
朝
仏
教
界
に
拾
頭
し
つ

つ
あ
っ
た
判
教
思
想
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
方
、
儒
道
二
教
は
、
日
月
の
大
明
の
下
に
「
宜
し
く
陵
す
べ
く
」
自
ら
寝

む
べ
き
も
の
と
は
言
え
、
無
意
味
な
も
の
に
化
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。

＠
 

第
一
書
簡
で
は
、
「
吾
則
心
持
11

繹
訓
一
業
愛
二
儒
言
こ
と
述
べ
て
、
儒
家
的

倫
理
の
実
践
を
強
調
す
る
一
方
、
第
二
書
簡
で
は
、

但
粉
紛
横
沸
、
皆
由
レ
著
レ
有
。
迂
レ
道
涌
レ
俗
、
弦
焉
是
患
。
既
息
由
-
1

有

滞
1

而
有
性
未
レ
明
。
矯
レ
有
之
家
因
崇
11

無
術
↓
有
性
不
レ
明
雖
＝
則
巨
蔽
f

⑭
 

然
違
レ
誰
尚
レ
静
、
渉
レ
累
賓
微
、
是
道
家
之
所
日
以
有
＂
神
弘
レ
数
↓

「
お
よ
そ
、
ご
た
ご
た
と
お
ち
つ
か
な
い
の
ほ
、

み
な
有
に
執
着
す
る
か
ら
で

あ
り
、
道
に
迂
り
、
世
俗
に
沈
涌
す
る
の
も
、
こ
こ
に
そ
の
欠
陥
が
あ
る
の
だ
。

欠
陥
は
有
に
滞
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
、
有
の
性
が
不
分
明
で
あ
る
。

有
を
矯
め
る
も
の
は
、
そ
の
た
め
に
無
の
術
を
崇
ぶ
の
だ
。
有
の
性
が
不
分
明

で
あ
る
こ
と
は
、
大
き
な
欠
点
で
は
あ
る
が
、
不
純
な
も
の
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
、

静
を
尚
び
、
累
に
渉
る
こ
と
（
煩
悩
）
は
寅
に
少
な
く
、
こ
れ
は
道
家
が
（
佛

数
）
の
数
化
を
弘
め
る
上
に
役
だ
っ
理
由
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

四）、

中
国
南
朝
士
大
夫
に
於
け
る
仏
教
思
想
の
受
容

の
役
目
が
終
っ
た
。
此
の
よ
う
な
、

宜
の
説
で
あ
る
か
ら
、

周
顕
は
中
国
三
論
宗
初
期
の
歴
史
に
於
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

そ
の
著
書
『
―
―
一
宗
論
』
は
高
僧
に
高
く
評
価
さ
れ
た
。
吉
蔵
に
よ
れ
ば
、
周
顕

は
、
僧
朗
が
鍾
山
に
あ
る
自
分
の
草
堂
に
住
し
た
時
、
僧
朗
に
つ
い
て
一
ー
一
論
を

学
ん
だ
と
言
う
が
、
僧
朗
が
江
南
に
着
い
た
の
ほ
四
九
四
年
で
、
周
顆
が
其
の⑮

 

『
三
宗
論
』
を
著
し
た
の
ほ
四
八
七
年
だ
か
ら
、
吉
蔵
の
記
述
は
誤
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
周
顆
は
、
三
論
の
専
門
家
で
あ
っ
た
智
林
と
玄
暢

と
交
遊
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
『
高
僧
偲
』
に
よ
れ
ば
、

R
 

智
林
は
二
諦
義
に
三
宗
不
同
あ
り
と
申
明
し
た
学
匠
で
あ
っ
た
が
、
周
顕
と
い

う
一
介
の
在
俗
信
徒
に
よ
る
『
三
宗
論
』
を
絶
賛
し
た
こ
と
は
、
同
書
の
内
容

が
如
何
に
当
時
に
お
い
て
卓
越
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

『
三
宗
論
』
は
世
諦
と
真
諦
と
の
関
係
を
解
明
し
て
い
る
が
、
お
お
よ
そ
、

＠
 

一
不
空
仮
名
、
二
空
仮
名
、
三
仮
名
空
と
い
う
三
段
階
を
以
て
絶
体
的
真
諦
に

到
達
す
る
と
し
て
い
る
。
第
三
の
宗
（
空
仮
名
）
に
あ
た
る
周
顕
自
身
の
説
は
、

当
時
の
成
寅
学
派
の
二
諦
観
を
破
し
て
、
般
若
之
論
の
立
場
か
ら
二
諦
の
正
義

を
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
多
く
の
学
僧
は
『
成
賀
論
』
の
研
鐵
に
終
始

す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
爾
子
良
は
、
そ
の
弊
害
を
慨
き
、
僧
柔
．
慧
次
等
に

命
じ
『
成
寅
論
』
を
抄
略
し
て
九
巻
本
を
撰
せ
し
め
た
と
「
新
撰
略
成
寅
論

⑱
 

記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

宋
の
明
帝
（
四
六
五

l
四
七
二
）
は
、
論
議
を
好
み
、
周
顆
を
宮
殿
内
に
引

き
入
れ
て
、
親
し
く
宿
直
さ
せ
た
。
明
帝
の
残
虐
な
行
為
に
つ
い
て
、
周
顆
は
、

む

す

び



は
っ
き
り
と
諫
言
ほ
し
な
か
っ
た
が
、
仏
典
中
に
説
か
れ
る
因
縁
罪
福
の
こ
と

を
誦
し
た
た
め
、
明
帝
は
暫
く
そ
の
残
虐
な
行
為
を
中
止
し
た
。
此
の
よ
う
に
、

周
顕
が
因
果
応
報
の
道
理
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
天
子
に
反
省
を
迫
っ
た
こ
と

は
、
仏
教
の
教
え
が
宮
中
に
も
足
場
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

注①
『
高
僧
偲
』
八
巻
、
大
正
大
蔵
継
五

0
巻、

111
八
0
頁
上
。

②
張
融
伝
は
『
南
齊
書
』
巻
四
一
に
、
劉
綸
伝
は
『
南
史
』
巻
一
＝
二
に
見
え
る
。
何

胤
ほ
慮
士
何
貼
の
弟
で
、
そ
の
伝
記
が
『
梁
書
』
巻
五
一
に
見
え
る
。
劉
蠍
伝
ほ

『
南
齊
書
』
巻
三
九
参
照
。

③
『
南
齊
書
』
巻
四
一
及
び
『
南
史
』
巻
三
四
参
照
。

④
『
梁
書
』
巻
十
三
及
び
『
南
史
』
巻
五
七
参
照
。

⑤
『
南
齊
書
』
巻
四
七
及
び
『
南
史
』
巻
ニ
ー
参
照
。

⑥
『
南
齊
書
』
巻
四
四
及
び
『
南
史
』
巻
十
五
参
照
。

⑦
『
高
僧
博
』
巻
八
（
大
正
大
蔵
経
五

0
巻
三
七
九
頁
上
中
）
。

⑧
『
高
僧
博
』
巻
八
（
同
一
―
―
七
八
頁
上
）
。

⑨
『
高
僧
偲
』
巻
八
（
同
一
―
―
八
二
頁
下
）
。

⑩
『
績
高
憎
偲
』
巻
五
（
同
四
六
四
頁
上
）
。

⑪
『
南
齊
書
』
巻
三
十
九
゜

⑫
『
南
齊
害
』
巻
四
十
八
゜

⑬
『
梁
書
』
巻
五
十
一
。

⑭
『
梁
書
』
巻
五
十
一
に
云
う
百
法
論
を
『
廣
弘
朋
集
』
巻
二
十
六
（
大
正
大
蔵
鯉

五
十
二
巻
二
九
三
頁
中
）
で
百
論
と
す
る
。
唯
識
に
は
『
大
乗
百
法
明
門
論
』
が
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
百
法
論
を
百
論
と
同
一
視
す
る
。

⑮
 
R. Robinson, 
Early M
a
d
h
y
a
m
i
k
a
 in 
India a
n
d
 China, 
Madison, 

M
i
l
w
a
u
k
e
e
 a
n
d
 London, 1
9
6
7
,
 
p. 2
8

参
照
。

⑯
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
中
世
思
想
史
研
究
班
・
弘
明
集
研
究
班
研
究
報
告

『
弘
朋
集
研
究
』
巻
下
五
六
七
頁
l
五
七

0
頁
。
原
文
は
『
弘
明
集
』
巻
十
一
（
大

正
大
蔵
紐
五
十
二
巻
六
九
頁
上
）
所
収
。

⑰
『
南
齊
書
』
巻
四
十
一
、
周
顧
伝
に
「
後
何
胤
言
断
食
生
、
猶
欲
食
白
魚
、
組
膊
、

糖

蟹

、

以

為

非

見

生

物

」

と

あ

る

。

・

⑱
右
記
『
弘
明
集
研
究
』
巻
下
三
五
八
頁
。
原
文
は
『
弘
朋
集
』
巻
六
（
大
正
大
蔵

継
五
二
巻
三
八
頁
下
）
所
収
。

⑲
同
右
。

⑳
同
右
。

⑳
吉
川
忠
夫
著
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
二
八
八
ー
ニ
八
九
頁
参
照
。

＠
森
野
繁
夫
著
『
六
朝
詩
の
研
究
』
五
三
七
頁
参
照
。

⑳
『
南
齊
書
』
巻
四
十
一
、
張
融
伝
。

⑳
同
前
。

⑮
同
前
。

⑳
『
弘
明
集
』
巻
六
（
大
正
大
蔵
経
五
十
二
巻
三
十
八
頁
下
）
。

＠
太
田
悌
蔵
「
支
那
宋
齊
時
代
の
道
佛
論
争
」
（
宗
教
研
究
編
輯
部
編
『
宗
教
研
究
』

新
十
巻
二
号
）
六
七
五
頁
。

⑳
大
正
大
蔵
経
五
十
二
巻
七
十
三
頁
中
。
「
民
」
は
張
融
を
指
す
。

⑳
『
弘
明
集
』
巻
六
（
大
正
大
蔵
継
五
十
二
巻
四
十
一
頁
中
）
に
は
「
餘
尋
周
張
難

問
。
雖
往
復
積
巻
。
然
雨
家
位
意
理
在
初
番
。
故
略
其
後
文
旨
存
義
本
」
と
あ
る
。

⑳
『
南
齊
書
』
巻
五
十
四
、
顧
徽
伝
。

R
網
祐
次
「
南
齊
覚
陵
王
薫
子
良
の
文
學
活
動
に
つ
い
て
」
（
『
東
方
學
論
集
』

11)

―
一
八
頁
。

⑫
『
南
齊
書
』
巻
四
十
一
、
本
伝
。

R
『
弘
明
集
』
巻
六
（
大
正
大
蔵
経
五
十
二
巻
三
十
九
頁
上
）
。

⑭
前
掲
『
弘
明
集
研
究
』
巻
下
三
五
六
頁
以
下
見
よ
。

R
大
正
大
蔵
継
五
十
二
巻
ー
―
―
十
九
頁
上
中
。

R
前
掲
『
弘
明
集
研
究
』
巻
下
＿
―
-
六
五
頁
以
下
。

⑰
大
正
大
蔵
継
五
十
二
巻
三
十
九
頁
下
。

R
同
四
十
頁
中
。



⑲
同
四
十
一
頁
中
。

R
同
一
二
十
九
頁
上
。

＠
同
四
十
頁
下
。

⑫
前
掲
『
弘
明
集
研
究
』
巻
下
三
七

0
頁
以
下
及
び
中
嶋
隆
蔵
著
『
六
朝
思
想
の
研

究
士
大
夫
と
仏
教
思
想
』
三

0
九
頁
以
下
参
照
。

⑬
大
正
大
蔵
艇
五
十
二
巻
三
十
九
頁
中
。

⑭
同
四
十
頁
下
。

⑮

前

掲

R.Robinson
著
一
七
二
頁
i
一
七
五
頁
。

⑯
『
高
僧
偲
』
巻
八
（
大
正
大
蔵
鰹
五
十
巻
三
七
六
頁
上
）
。

⑰
乎
井
俊
栄
著
『
中
国
般
若
思
想
史
研
究
』
二

0
0頁
以
下
。

⑱
横
超
慧
日
著
『
中
国
佛
教
の
研
究
』
第
一
、
二
九
八
頁
。

中
国
南
朝
士
大
夫
に
於
け
る
仏
教
思
想
の
受
容


