
唐
の
道
宣
は
続
高
僧
伝
に
お
い
て
、
三
論
宗
の
教
義
を
体
系
づ

け
た
吉
蔵
の
伝
記
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
末
尾
に
吉
蔵
が
臨
終

に
際
し
て
「
死
不
怖
論
」
を
製
し
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
一
部
を

載
せ
て
い
る
。
そ
れ
は

ぼ
ぽ
十
門
を
挙
げ
て
以
て
自
ら
の
慰
め
と
な
す
。
そ
れ
含
歯

戴
髪
の
、
生
を
愛
し
て
死
を
畏
れ
ざ
る
な
き
は
、
体
せ
ざ
る

の
故
な
り
。
そ
れ
死
は
生
に
由
て
来
る
、
宜
し
く
生
を
畏
る

ゞ
へ
し
。
吾
も
し
生
ぜ
す
ん
ぱ
、
何
に
由
て
か
死
あ
ら
ん
。
そ

の
初
め
に
生
ず
る
を
見
れ
ば
、
即
ち
終
り
に
死
す
る
を
知
る
。

宜
し
く
生
を
泣
く
尋
へ
し
、
死
を
怖
る
べ
か
ら
ず
。

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
十
門
を
挙
げ
」
と
あ
り
、
道
宣

も
「
文
多
く
載
せ
ず
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
「
死
不
怖

…
Ｉ

研
究
ノ
ー
ト｜

死
不

吉
蔵
の
死
不
怖
論

怖

△
Ⅲ

二
一
Ⅱ

論
」
の
初
め
の
部
分
と
思
わ
れ
る
。
衆
生
は
生
を
愛
し
て
死
を
怖

れ
る
が
、
死
が
あ
る
の
は
生
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
生

を
悲
し
む
暑
へ
き
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
文
だ
け
で
は
、
生

ま
れ
た
か
ら
に
は
死
ぬ
の
は
当
然
で
あ
り
、
あ
き
ら
め
る
し
か
な

い
と
い
う
範
囲
を
出
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
自
ら
を
慰
め
る
」
こ

と
に
は
と
て
も
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
こ
の
極
く

限
ら
れ
た
部
分
に
す
ぎ
ず
、
肝
心
な
吉
蔵
の
主
張
は
載
せ
ら
れ
て

い
な
い
と
し
て
も
、
は
た
し
て
道
宣
が
わ
ざ
わ
ざ
「
死
不
怖
論
」

の
名
を
挙
げ
て
、
文
章
を
引
用
紹
介
す
る
の
に
、
全
く
不
十
分
な

ま
ま
に
無
意
味
に
す
ま
せ
て
お
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
ね
て

こ
の
文
を
見
る
た
び
に
、
何
か
大
切
な
も
の
が
欠
け
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
再
度
こ
の
文
を
眺
め
て
み
る

に
、
末
の
句
「
宜
応
泣
生
不
応
怖
死
」
を
、
「
宜
し
く
生
を
泣
く

く
し
無
明
を
悲
し
む
べ
し
、
死
を
怖
る
べ
か
ら
ず
」
と
で
も
補
っ

一
一
一
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て
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
た
。
す
な
わ
ち
十
二
因

縁
観
に
お
い
て
生
死
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
る
の

で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
衆
生
は
、
一
瞬
一
瞬
の
う
ち
に
生
住
異
滅
を
繰
返
え

し
て
生
き
て
い
る
。
し
か
し
生
き
て
い
る
と
い
う
意
識
は
持
っ
て

い
て
も
、
減
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
か
ら
は
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
。

ま
さ
に
死
に
臨
ま
ん
と
し
て
い
る
時
で
も
、
生
き
て
い
る
限
り
は

な
お
死
を
認
め
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
死
を
知

っ
て
お
り
、
あ
る
い
は
死
を
予
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
そ
の
死
の
不
安
か
ら
抜
け
出
せ
る
か
を
考
え
る

こ
と
に
な
る
。
死
の
苦
の
依
っ
て
く
る
と
こ
ろ
を
老
病
に
見
て
、

老
病
の
起
因
す
る
も
と
を
生
に
求
め
る
。
生
ず
る
と
か
生
き
る
と

い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
は
、
存
在
す
る
（
有
）
と
い
う
は
た
ら

き
に
よ
る
の
で
あ
り
、
存
在
を
成
り
立
た
せ
維
持
さ
せ
よ
う
と
す

る
執
著
（
取
）
が
確
か
め
ら
れ
、
無
明
へ
と
突
き
詰
め
て
観
察
さ

れ
る
。
ま
た
無
明
が
無
明
の
ま
ま
に
は
た
ら
き
だ
し
て
（
行
）
、

識
と
し
て
作
用
し
、
生
よ
り
死
に
至
る
。
無
明
の
減
こ
そ
が
生
の

苦
の
減
で
あ
り
、
死
の
苦
の
減
と
な
る
。
「
宜
し
く
生
を
泣
く
べ

し
」
の
句
に
は
、
無
明
と
無
明
の
減
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

吉
蔵
が
十
二
因
縁
を
課
題
に
す
る
の
は
、
中
観
論
疏
の
観
因
縁

品
の
釈
や
仏
性
義
に
お
い
て
で
あ
る
。
三
論
宗
で
は
大
般
浬
藥
経

獅
子
乳
菩
薩
品
の
文
に
よ
っ
て
五
種
仏
性
義
を
立
て
る
が
、
そ
の

経
文
に
は
「
十
二
因
縁
、
不
出
不
滅
、
不
常
不
断
、
非
一
非
二
、

不
来
不
去
、
非
因
非
果
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
龍
樹
の
中
論
偶
に
示

さ
れ
る
八
不
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
三
論
宗
に
お
い
て
十
二

因
縁
が
、
境
界
仏
性
や
実
相
般
若
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
課
題
と
さ
れ
る
の
は
、
単
に
十
二
因
縁
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
十
二
因
縁
、
不
生
不
滅
」
を
い
う
の
で

あ
る
。
五
種
仏
性
と
は
、
十
二
因
縁
不
生
不
滅
を
境
界
仏
性
と
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
正
観
を
発
生
す
る
の
を
観
智
仏
性
と
し
、
観
智
が

明
了
に
な
っ
た
の
を
菩
提
果
仏
性
、
正
観
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
生
死
の
患
累
が
畢
寛
空
と
な
り
永
減
す
れ
ば
大
浬
藥

果
果
仏
性
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
仏
性
の
正
性
は
、
十
二
因
縁

に
お
い
て
本
性
寂
滅
で
あ
り
因
果
を
越
え
た
、
五
種
の
仏
性
の
根

源
と
な
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
五
種
仏
性
義
に
お
い
て
、
正
性
を

体
得
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
吉
蔵

は
中
観
論
疏
の
巻
第
一
に
、
凡
夫
は
十
二
因
縁
に
順
じ
て
生
死
に

流
転
し
、
二
乗
は
十
二
因
縁
に
逆
っ
て
浬
藥
に
沈
み
、
菩
薩
は
十

二
因
縁
の
不
生
不
滅
を
体
す
る
と
述
舎
へ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
に
は
十
二
因
縁
観
に
よ
る
仏
道
体
系

が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
凡
夫
は
生
死
に
流
転
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す
る
輪
廻
の
中
に
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
気
付
か
な
い
で
生
き
て
い

る
。
そ
こ
で
輪
廻
に
気
付
き
、
仏
陀
の
教
え
で
あ
る
十
二
因
縁
を

観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
迷
い
の
根
源
が
無
明
に
あ
る
こ
と
を
見

い
出
し
、
そ
の
流
転
門
と
還
滅
門
の
観
察
に
よ
っ
て
死
の
苦
を
減

し
て
い
く
。
苦
を
減
し
た
と
思
う
時
に
は
、
浬
藥
の
境
地
を
得
た

と
す
る
常
見
、
あ
る
い
は
滅
後
に
何
も
な
い
と
す
る
断
見
に
陥
る

こ
と
が
あ
る
の
で
、
十
二
因
縁
不
生
不
滅
を
観
察
し
て
観
智
仏
性

（
あ
る
い
は
観
照
般
若
）
を
得
て
、
菩
提
果
仏
性
を
明
了
に
し
、

大
浬
藥
果
果
仏
性
を
感
じ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
過
程
に
お
い
て

正
性
を
体
得
し
た
時
、
真
の
生
死
流
転
を
越
え
た
境
地
が
得
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
吉
蔵
は
、
正
性
の
境
地
を
体

得
し
た
と
思
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
於
諦
で
あ
っ
て
否
定
さ
れ
る

べ
き
だ
と
い
い
、
禅
定
に
お
い
て
の
体
験
に
滞
っ
て
い
る
者
を
中

仮
師
と
批
判
す
る
か
ら
、
境
地
は
仏
果
に
お
い
て
の
み
言
い
得
る

こ
と
に
な
る
。

凡
夫
は
自
ら
が
生
死
に
輪
廻
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
輪
廻

に
気
付
き
そ
れ
を
十
二
因
縁
に
お
い
て
確
か
め
た
時
、
凡
よ
り
聖

に
転
ず
る
。
吉
蔵
は
輪
廻
を
十
二
因
縁
と
い
う
仏
の
教
説
に
よ
っ

て
受
け
止
め
て
い
る
。
鳩
摩
羅
什
の
弟
子
僧
叡
は
像
法
の
末
と
時

二
僧
肇
は
猛
浪
の
説
か

代
を
捉
え
、
そ
れ
よ
り
百
年
を
経
て
曇
鶯
は
無
仏
の
時
と
浄
土
論

註
に
著
わ
し
た
が
、
そ
こ
に
も
輪
廻
の
片
鱗
が
示
さ
れ
て
は
い
る
。

し
か
し
「
無
始
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
此
に
あ
り
て
輪
廻
無
窮
に
し

て
身
を
受
く
る
こ
と
無
数
」
と
、
正
面
よ
り
輪
廻
の
現
実
を
受
け

と
め
た
の
は
、
安
楽
集
を
著
わ
し
た
道
緯
で
あ
っ
た
。
中
国
の
仏

教
徒
の
諸
著
述
に
お
い
て
、
輪
廻
に
つ
い
て
の
見
解
を
求
め
る
こ

と
は
、
な
か
な
か
困
難
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
多
く
は
仏

陀
の
説
か
れ
た
教
義
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
、
仏
陀
と
は

何
か
を
求
め
、
理
想
像
と
し
て
の
聖
人
像
を
画
こ
う
と
す
る
こ
と

に
関
心
を
示
し
た
。
若
く
よ
り
鳩
摩
羅
什
に
師
事
し
て
般
若
義
を

学
ん
だ
僧
肇
は
、
自
ら
の
領
解
を
物
不
遷
論
な
ど
の
四
論
（
肇

論
）
に
著
わ
し
た
が
、
そ
こ
に
は
荘
子
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

ば
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
肇
論
の
注
疏
を
著
わ
し
た
陳
の
慧
達

は
そ
の
序
文
に
、
世
間
で
は
僧
肇
が
著
わ
し
た
も
の
は
成
実
論
の

真
諦
や
十
地
経
論
の
通
宗
に
あ
た
る
も
の
で
、
荘
子
や
老
子
を
利

す
る
猛
浪
の
説
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
大
い
に
誤
り
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
老
荘
の
語
の
一
例
と
し
て
般

若
無
知
論
に
次
の
文
が
あ
る
。

そ
れ
知
る
所
あ
れ
ば
則
ち
知
ら
ざ
る
所
あ
り
。
聖
心
は
知
る

な
き
を
も
っ
て
の
故
に
知
ら
ざ
る
所
な
し
。
不
知
の
知
は
乃

ち
一
切
知
と
い
う
。
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こ
こ
に
い
う
聖
心
と
は
聖
人
の
心
の
こ
と
で
、
聖
人
は
老
子
や

荘
子
に
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
す
ぐ
れ
た
為
政
者
や
超
越
的
な

人
格
を
さ
し
て
い
る
。
僧
肇
は
仏
菩
薩
を
念
頭
に
お
い
て
こ
の
語

を
使
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
無
知
故
無
所
不
知
」
は
老
子

の
第
四
十
八
章
に
依
っ
て
い
る
。
こ
の
章
は
勝
れ
た
為
政
者
の
あ

り
方
を
述
べ
た
も
の
で
、

学
を
為
せ
ば
日
に
益
し
、
道
を
為
せ
ば
日
に
損
す
。
之
を
損

し
又
た
損
し
て
、
以
て
無
為
に
至
る
。
無
為
に
し
て
為
さ
ざ

る
無
し
。
天
下
を
取
る
は
常
に
事
無
き
を
以
て
す
。
そ
れ
の

事
あ
る
に
及
ん
で
は
、
以
て
天
下
を
取
る
に
足
ら
ず
。

と
あ
る
。
こ
の
「
無
為
而
無
不
為
」
と
は
、
何
ら
か
の
意
図
を
も

っ
て
行
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
は
か
ら
い
を
捨
て
て
行
為
し
な

い
こ
と
が
、
自
ら
行
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
句

を
言
い
換
え
て
、
知
る
こ
と
が
な
い
か
ら
知
ら
な
い
こ
と
が
な
い

一
切
知
で
あ
る
と
、
聖
人
の
知
の
は
た
ら
き
を
示
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
は
老
子
の
こ
と
ば
の
領
域
で
考
え
る
な
ら
ば
、
そ

の
よ
う
な
意
味
に
す
ぎ
な
い
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
僧

肇
は
般
若
を
「
無
知
」
と
表
わ
し
た
。
そ
の
般
若
と
は
、
縁
起
で

あ
る
か
ら
実
体
と
し
て
把
え
る
何
も
の
も
な
い
と
、
無
執
著
の
は

た
ら
き
を
観
る
智
慧
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
知
る
な
し
」
と
は
、

単
に
知
ら
な
い
こ
と
を
表
わ
す
の
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
執

著
し
な
い
と
い
う
「
知
」
の
否
定
を
示
す
語
と
も
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
に
は
「
知
る
な
し
」
と
い
う
こ
と
を
も
知
ろ

う
と
す
る
執
著
心
が
あ
る
。
そ
れ
を
撤
底
し
て
否
定
し
て
い
こ
う

と
す
る
意
味
が
「
無
知
」
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
知
る
な
し
」
と
い
う
は
た
ら
き
が
「
知
る
」
と
い
う
作
用
を
す

る
「
不
知
之
知
」
は
、
知
る
対
象
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
は

な
く
て
、
照
し
出
す
は
た
ら
き
を
持
つ
。
照
す
と
い
う
こ
と
は
全

て
が
照
し
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
照
し
出
さ
れ
た
事
物

は
縁
起
所
生
と
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
無
所
不
知
」

と
は
、
縁
起
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
僧
肇
は
維
摩
詰
経
序
に

何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
聖
智
は
無
知
に
し
て
万
品
倶
に
照
し
、

法
身
は
無
像
に
し
て
殊
形
並
び
に
応
ず
。
至
韻
は
無
言
に
し

て
玄
籍
弥
布
し
、
冥
権
は
無
謀
に
し
て
動
じ
て
事
と
会
す
。

と
述
べ
て
い
る
。
維
摩
経
が
不
思
議
経
と
い
わ
れ
る
所
以
は
、
微

妙
を
窮
め
変
化
を
尽
し
た
妙
絶
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
と
い
う
。
こ
れ
は
維
摩
の
一
黙
の
境
地
が
、
理
想
像
と
し
て
目

差
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
一
黙
の
境
地
が
言

葉
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
言
葉
が
否
定
さ
れ
て
い

る
相
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
究
極
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
言

い
表
わ
さ
な
い
で
、
し
か
も
奥
深
い
こ
と
を
記
し
た
も
の
は
余
す
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中
国
仏
教
を
教
義
の
上
で
眺
め
る
場
合
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
視
点
が
二
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
如
何
に
仏
教

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
如
何
に
仏
教
で
な
い
か
と
い
う
こ
と

と
こ
ろ
な
く
広
く
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
「
無
所
不
知
」
と

照
し
だ
さ
れ
た
状
況
を
示
し
て
い
る
。
僧
肇
が
老
子
の
句
を
言
い

換
え
た
の
は
、
た
だ
言
葉
を
換
え
た
の
で
は
な
く
、
老
子
の
表
現

を
用
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
般
若
の
意
義
を
表
わ
そ
う
と
す
る
意

図
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
肇
論
の
中
で
体
と
用
を
用
い
ず
、
寂

と
用
、
動
と
静
の
語
を
使
用
す
る
の
も
、
寂
静
の
境
地
を
明
か
そ

う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
寂
や
静
が
つ
ね
に
用
や
動
と
の
関
り
に

お
い
て
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
に
外
な
ら
な
い
。

肇
論
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
般
若
無
知
論
の
「
無
知
故
無
所
不

知
」
の
句
を
如
何
に
領
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
全
体
の
文
に
つ
い

て
の
理
解
が
異
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
僧
肇
は
般
若
無
知

論
に
お
い
て
般
若
の
意
義
を
、
不
真
空
論
に
は
真
俗
二
諦
を
、
物

不
遷
論
で
は
世
俗
諦
に
つ
い
て
を
論
じ
、
こ
の
三
論
に
お
い
て
般

若
義
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
但
し
こ
こ
で
は
浬
梁
無
名
論
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
え
て
み

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

三
仏
教
の
中
国
化
の
意
味

で
あ
る
。
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
が
中
国
仏
教
は
中
国
の
思
想
文

化
の
上
に
受
容
し
成
立
し
て
い
る
。
加
え
て
言
語
の
特
性
も
あ
っ

て
、
古
典
の
語
句
を
如
何
に
巧
み
に
使
い
こ
な
し
な
が
ら
、
他
の

人
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
文
章
を
作
る
か
に
苦
心
す
る
。
経
典
に

附
し
た
序
文
や
注
疏
の
序
文
な
ど
は
、
文
章
を
飾
る
た
め
に
殊
に

そ
れ
が
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
文
を
も
っ
て
仏
教
理
解
の
不
足
を
批

判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
そ
れ
ら
の
著
作
の
全
体
か
ら
、

ど
の
よ
う
に
仏
教
が
理
解
さ
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
か
っ
て
釈
道
安
の
弟
子
で
あ
り
、
鳩
摩
羅
什
に
学

び
翻
訳
事
業
に
従
事
し
た
僧
叡
は
、
大
品
経
序
に
「
亡
師
安
和
上
、

荒
途
を
鑿
し
て
以
て
轍
を
開
き
、
玄
指
を
性
空
に
標
す
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
毘
摩
羅
詰
提
経
義
疏
序
に
は
、
玄
指
を
先
匠
に

受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
死
を
越
え
た
世
界
を
十
分
に
理
解

で
き
て
い
な
か
っ
た
が
、
鳩
摩
羅
什
に
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
講

津
を
日
う
と
い
え
ど
も
、
義
を
格
す
る
に
迂
に
し
て
本
に
乖
き
、

六
家
偏
し
て
即
せ
ず
。
性
空
の
宗
、
今
を
以
て
こ
れ
を
験
す
る
に
、

最
も
そ
の
実
を
得
と
」
と
い
う
。
師
で
あ
る
道
安
は
般
若
経
の
比

較
研
究
の
結
果
と
し
て
、
般
若
を
性
空
と
理
解
し
標
傍
し
て
い
た
。

そ
の
領
解
の
是
非
に
つ
い
て
明
瞭
で
な
か
っ
た
が
、
羅
什
に
学
ん

だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
家
の
般
若
義
は
根
本
義
に
逆
ら
っ
て
い
た

り
、
そ
の
解
釈
が
片
寄
っ
て
い
た
り
す
る
の
に
対
し
て
、
性
空
の

ハ 局
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説
は
最
も
正
し
い
理
解
に
近
づ
い
て
い
た
と
称
え
て
い
る
。
そ
の

僧
叡
の
維
摩
経
に
対
す
る
注
釈
は
、
古
典
の
用
語
を
用
い
る
こ
と

が
あ
ま
り
な
く
、
僧
肇
や
竺
道
生
の
よ
う
な
独
自
な
解
釈
は
少
な

い
。
ま
た
道
安
の
道
行
序
や
合
放
光
光
讃
随
略
解
序
な
ど
を
検
討

す
る
と
、
僧
叡
の
道
安
に
対
す
る
評
価
が
誤
り
で
な
い
こ
と
が
分

か
る
の
で
あ
る
。
格
義
と
は
中
国
在
来
の
思
想
や
言
語
に
よ
っ
て

準
え
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
既
に
塚
本
博
士
の
中
国
仏
教

通
史
な
ど
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
広
く
考
え
る
な
ら
ば

漢
訳
仏
典
に
よ
っ
て
仏
教
を
理
解
す
る
限
り
、
格
義
の
域
を
出
な

い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
道
安
は
格
義
を
排
し
た
と
い
わ
れ
、
僧

叡
は
「
最
も
そ
の
実
を
得
」
と
称
え
る
よ
う
に
、
仏
教
を
如
何
に

理
解
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
格
義
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
諸
註
疏
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
中
国
の
思
想
や
語
句
を

基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
上
に
ど
の
よ
う
に
仏
教
が
表
現
さ
れ

て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
中
国
仏
教
の
研
究
で
あ
る
と
思

う
の
で
あ
る
。

如
何
に
仏
教
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
釈
尊
の

説
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
説
法
が
何
を
説
示
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
よ
く
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
中
国
思
想
の
用
語

を
も
ち
い
な
が
ら
も
、
そ
の
語
に
よ
っ
て
何
が
言
い
た
い
の
か
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
そ
の
語
の
意
味
だ
け
で

は
な
く
し
て
、
そ
の
周
辺
の
語
義
や
文
脈
も
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
僧
肇
の
「
無
知
」
が
般
若
の
は
た
ら
い
て
い
る
相
を
示
し
て

い
る
こ
と
を
理
解
す
る
と
共
に
、
そ
の
著
作
に
一
貫
し
て
流
れ
て

い
る
思
想
が
、
教
法
に
乗
託
し
て
仏
道
を
歩
む
こ
と
に
あ
っ
た
こ

と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
竺
道
生
は
維
摩
経
・
法
華

経
と
浬
藥
経
の
註
疏
を
著
わ
す
中
で
、
「
理
」
の
語
を
多
く
使
用

し
て
い
る
が
、
維
摩
経
の
注
解
に
お
い
て
僧
肇
の
註
を
踏
ま
え
て

著
わ
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
乗
経
典
の
主
張
の
相
違

を
「
理
」
の
語
義
に
よ
っ
て
統
括
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
国
仏
教
を
眺
め
る
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
背
景
を
伴
い
な
が
ら
格
義
的
な
性
格
を
も
た
ざ
る

を
得
な
い
中
で
、
如
何
に
仏
教
で
あ
る
か
を
模
索
し
て
い
っ
た
歴

史
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
視

点
か
ら
の
み
検
討
を
加
え
て
い
く
と
、
中
国
仏
教
を
肯
定
的
に
把

え
て
、
護
教
的
な
結
論
を
導
き
出
す
に
す
ぎ
な
い
結
果
と
な
る
恐

れ
が
あ
る
。
肇
論
に
し
て
も
浄
土
論
註
に
し
て
も
、
荘
子
の
思
想

を
も
っ
て
す
れ
ば
、
十
分
に
理
解
で
き
る
と
発
言
し
た
中
国
思
想

の
研
究
家
が
い
る
と
聞
き
、
果
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う

か
と
い
う
思
い
か
ら
、
今
迄
に
さ
さ
や
か
な
数
篇
の
論
究
を
発
表

し
て
き
た
が
、
い
さ
さ
か
護
教
的
で
あ
っ
た
か
と
反
省
し
て
い
る
。
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イ
ン
ド
に
お
い
て
輪
廻
と
い
う
考
え
方
が
定
着
し
て
き
た
の
は
、

梶
山
雄
一
博
士
の
「
輪
廻
の
思
想
」
に
よ
る
と
、
ウ
・
〈
ニ
シ
ャ
ッ

ド
の
成
立
期
頃
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ

が
ど
う
し
て
輪
廻
す
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
勝
手
な
想
像
で
は
あ
る
が
、
禅
定
の
実
修
と
深
い
関
り
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
考
え
る
と
、
生
れ

て
か
ら
現
在
へ
、
現
在
よ
り
未
来
へ
、
そ
し
て
死
へ
と
時
間
の
流

れ
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
禅
定
に
お
い
て
は
今
現
在
が
時
間
の
基

点
に
な
る
。
禅
定
の
中
に
お
い
て
今
現
在
の
存
在
を
確
か
め
、
そ

の
依
っ
て
く
る
と
こ
ろ
を
過
去
に
遡
っ
て
観
察
し
、
未
来
を
見
つ

め
て
い
く
。
輪
廻
無
窮
と
受
け
と
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な

し
か
し
如
何
に
仏
教
で
な
い
か
は
、
如
何
に
仏
教
で
あ
る
か
を
通

し
た
上
で
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
私
に
は
な
か
な
か
困
難

な
作
業
の
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
よ
う
な
思
い
の
中
で
一
つ
気
付

い
た
の
が
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
輪
廻
観
の
稀
薄
さ
で
あ
る
。
輪

廻
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
受
け
止
め
の
濃
淡
に
よ
っ
て
、
仏
教
理

解
も
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
道
安
が
兜
卒
天
往

生
を
期
し
、
僧
叡
が
西
方
往
生
を
願
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
論
廻

観
と
関
り
な
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
輪
廻
と
吉
蔵

観
察
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
業
の
輪
廻
や
自
業

自
得
と
い
う
考
え
方
も
、
そ
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
道
紳
の
「
無
始
劫
よ
り
こ
の
か
た
」
も
、
禅
定
体
験

の
中
で
し
か
確
認
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
禅
定
で
観
ら
れ

る
輪
廻
観
が
一
般
化
さ
れ
る
と
、
前
世
よ
り
来
世
へ
の
時
間
の
流

れ
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
仏
教
は
そ
の
よ
う
な

イ
ン
ド
の
世
界
に
成
立
し
、
輪
廻
の
苦
か
ら
の
解
脱
を
目
差
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
輪
廻
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
か
ら
始
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
中
国
に
は
古
来
よ
り
そ
の
よ

う
な
三
世
観
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
に
輪
廻
観

を
明
ら
か
に
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が

十
分
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
聖
人
像
を
求
め
た
り
理

の
追
究
に
片
寄
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
大
乗
経
典
そ
の
も
の
に
も
、
輪
廻
に
つ
い
て
の
濃
淡
が
う
か
が

え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

凡
夫
の
生
死
輪
廻
を
述
べ
る
吉
蔵
は
、
二
諦
に
よ
っ
て
凡
よ
り

聖
へ
の
転
換
を
説
明
し
、
菩
薩
の
十
二
因
縁
を
明
ら
か
に
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
自
ら
の
立
場
を
菩
薩
行
を
修
す
る
法
師
で
あ
る
と

位
置
づ
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
吉
蔵
が
二
諦
を
教
諦
で
あ
る
と

強
調
し
た
の
は
、
中
論
偶
の
「
如
来
は
二
諦
に
よ
っ
て
法
を
説
き

た
ま
う
」
の
文
に
よ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
羅
什
の
も

69



と
で
や
は
り
中
論
を
学
ん
だ
僧
肇
の
、
「
無
知
故
無
所
不
知
」
あ

る
い
は
「
無
言
而
玄
籍
弥
布
」
の
文
に
影
響
さ
れ
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
吉
蔵
も
ま
た
如
来
の
教
法
に
乗
託
す
る
こ
と
が
、
仏

道
を
歩
む
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
三
論
宗
に
伝

灯
の
禅
定
の
実
修
も
勿
論
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
普
賢

菩
薩
像
の
前
に
対
座
し
て
実
相
の
理
を
観
じ
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
い
え
る
が
、
や
は
り
主
と
な
る
も
の
は
、
経
論
を
繰
返

し
読
諦
し
、
講
義
を
重
ね
、
経
典
を
書
写
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

浄
名
玄
論
に
脚
疾
を
歎
き
望
郷
の
念
を
卒
直
に
記
し
た
吉
蔵
が
、

臨
終
に
あ
っ
て
は
沐
浴
し
焼
香
し
て
侍
者
に
仏
名
を
称
え
さ
せ
、

自
ら
は
「
死
不
怖
論
」
を
著
わ
し
つ
つ
、
筆
を
落
し
て
卒
し
た
と

道
宣
は
伝
え
て
い
る
。
吉
蔵
は
菩
薩
と
し
て
の
生
死
を
見
つ
め
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
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