
三
論
宗
の
吉
蔵
は
、
中
国
に
佛
教
が
伝
え
ら
れ
て
よ
り
陪
唐
に
至
る
、

佛
教
教
義
の
主
流
と
な
っ
て
い
た
般
若
思
想
の
体
系
化
を
な
し
遂
げ
た
一

人
と
し
て
、
天
台
宗
の
智
頻
と
と
も
に
並
び
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
教
理
史
的
な
研
究
が
な
さ
れ
る
と
き
に
は
、
必
ず
吉
蔵
の
教
学
に
言

及
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
重
要
な
教
義
に
つ
い
て
の
優
れ
た
研
究
も
既
に
多

く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
吉
蔵
の
著
わ
し
た
三
論
玄
義
は
そ
の
綱
要
害

と
も
い
う
◆
へ
き
書
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
解
題
さ
れ
る
中
で
彼
の
組
織
し

た
教
理
は
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
多
数
の
経
や
論
の
注
疏
が
現
存
し

て
お
り
、
そ
こ
に
は
南
北
朝
時
代
に
い
た
る
諸
師
の
説
が
博
く
引
か
れ
て

い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
中
国
の
佛
教
を
研
究
す
る
者
の
等
し
く
被
見
す
る

と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
論
宗
や
吉
蔵

の
研
究
と
し
て
纒
め
ら
れ
た
も
の
と
な
る
と
、
大
正
九
年
に
刊
行
せ
ら
れ

た
前
田
慧
雲
博
士
の
「
三
論
宗
綱
要
」
が
挙
げ
ら
れ
る
位
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
に
お
け
る
旧
来
の
佛
教
研
究
は
、
宗
学
を
出
発
点
と
し
、
そ
れ

平
井
俊
栄
著

「
中
国
般
若
思
想
史
研
究
ｌ
吉
蔵
と
三
論
学
派
ｌ
』

三
桐
慈
海

を
よ
り
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
が
明
治
以
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
的
客
観
的
な
研
究
方
法
の
導
入

に
よ
っ
て
、
文
献
研
究
を
中
心
と
す
る
佛
教
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
三

国
伝
通
的
な
視
点
と
は
異
っ
た
、
イ
ン
ド
・
中
国
の
佛
教
の
検
討
が
な
さ

れ
る
。
へ
く
志
向
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
境
野
、
伊
藤
、
常
盤
な
ど
の
諸

博
士
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
歴
史
的
教
理
史
的
な
研
究
の
成
果
は
、
こ
の

よ
う
な
文
献
学
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
の
前
田
博
士
の
研
究
も

そ
の
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
よ
り
以
後
は
一
層
の
綿
密

な
文
献
研
究
に
合
せ
て
、
よ
り
広
い
視
野
に
立
っ
て
の
文
化
史
的
思
想
史

的
な
観
点
か
ら
、
あ
る
い
は
歴
史
的
観
点
か
ら
の
研
究
も
要
請
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
領
域
拡
大
の
傾
向
は
、
吉
蔵
の
三
論
教
学
の
研
究

の
上
に
も
言
い
得
る
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
三
論
が
龍
樹
・
提
婆
の
著
わ
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド
佛
教
に
お
け
る
中
観
派
の
文
献
が
ほ

ぼ
解
明
さ
れ
て
き
た
今
日
、
そ
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
の
深
く
精
密
な

示
唆
が
、
中
国
佛
教
の
文
献
解
明
の
上
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
中
国
佛
教
と
し
て
の
三
論
教
学
の
研
究
で
は
、
い
わ
ゆ
る
中

国
佛
教
の
独
自
性
の
究
明
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
イ
ン

ド
の
般
若
思
想
と
の
比
較
検
討
と
、
中
国
在
来
の
諸
思
想
と
の
相
互
関
係

の
解
明
と
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
三
論
宗
の
研
究
や
吉
蔵
の

研
究
が
一
つ
の
著
述
と
し
て
纒
め
ら
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
そ
の
よ

う
な
理
由
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
が
こ
の
度
「
吉
蔵
と
三
論
学
派
」
の
副
題
を
も
ち
七
百
余
頁
に
わ

た
る
大
作
と
な
っ
て
、
駒
沢
大
学
の
平
井
俊
栄
氏
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
公

刊
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
画
期
的
な
こ
と
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
は
し
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が
き
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
「
吉
蔵
を
中
心
と
す
る
三
論
学
派
の
研
究
」
と

題
す
る
学
位
請
求
論
文
で
あ
る
と
の
由
、
そ
れ
が
「
中
国
般
若
思
想
史
研

究
」
の
書
名
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
意
図
を

も
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
吉
に
は
、
吉
蔵
と
曇
影
の
中
諭
疏
の
関
係

や
、
今
は
散
快
し
て
し
ま
っ
た
浬
樂
経
疏
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
従
来
の
他
の
研
究
で
は
見
逃
さ
れ
て
い
た
課
題
で
あ
っ
て
、
著
者

の
わ
が
国
南
都
の
三
論
宗
の
研
究
、
就
中
、
安
澄
の
中
観
論
疏
記
の
詳
細

な
検
討
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
三
論
宗
は
中
国
で
は
は

や
く
よ
り
途
絶
え
、
吉
蔵
の
著
述
も
散
快
し
て
い
て
、
現
存
す
る
害
は
わ

が
国
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
着
眼
し
て
の
研
究
方
法

は
、
そ
の
洞
察
力
の
鋭
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

わ
た
く
し
が
氏
の
研
究
に
初
め
て
接
し
た
の
は
、
日
本
印
度
学
佛
教
学

会
第
十
四
回
学
術
大
会
に
お
け
る
コ
ー
諦
説
よ
り
見
た
る
吉
蔵
の
思
想
形

成
」
で
あ
り
、
そ
の
折
の
氏
の
発
表
に
は
、
綿
密
な
資
料
の
調
査
に
も
と

づ
い
て
明
確
に
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
て
、
印
象
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
も
着
実
な
資
料
の
整
理
と
そ
の
読
解
に
よ
っ
て
、
次
々
と
研
究
の

成
果
が
発
表
さ
れ
、
そ
の
都
度
に
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
そ
れ
ら
の
論
文
に

接
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
果
が
纒
め
ら
れ
て
刊
行
さ
れ
る
運
び

に
な
っ
た
こ
と
は
御
同
慶
の
い
た
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
そ
の
大
略
を
紹

介
し
、
二
三
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
た
だ
何
分
に
も
大
著
で

あ
り
、
浅
学
非
才
の
よ
く
尽
く
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
管
見
の
過

誤
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
、
序
論
の
三
「
本
書
の
組
織
と
大
綱
」
に
懇
切
に
示
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
詳
細
な
目
次
に
よ
っ
て
一
目
で
全
体
が
把
握
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
全
体
は
、
第
一
篇
「
吉
蔵
か
ら
み
た

三
論
学
派
の
成
立
史
的
研
究
」
と
、
第
二
篇
「
吉
蔵
に
お
け
る
三
論
教
学

の
思
想
的
研
究
」
の
二
篇
よ
り
な
る
。
前
篇
は
「
新
た
な
観
点
か
ら
そ
の

歴
史
的
な
体
系
化
を
試
み
た
も
の
、
」
後
篇
は
「
吉
蔵
を
中
心
と
す
る
中
国

の
三
論
学
派
に
は
現
実
肯
定
的
な
面
が
非
常
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
」

そ
れ
が
混
梁
経
の
思
想
か
ら
の
影
響
で
あ
る
こ
と
が
、
著
者
の
主
張
の
骨

子
の
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
二
項
は
、
三
論
宗
研
究
に
お
け
る
大
き

な
懸
案
で
あ
っ
た
．
本
書
で
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
究
明
さ
れ
て
い
る
の

か
を
、
第
一
篇
よ
り
各
章
順
次
に
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
問

題
点
を
考
え
て
み
た
い
。

序
章
「
中
国
三
論
宗
の
歴
史
的
性
格
ｌ
特
に
中
国
佛
教
に
お
け
る
宗
派

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
。
こ
こ
で
は
中
国
の
佛
教
に
お
い
て
各
宗
を
眺
め

る
と
き
、
日
本
佛
教
に
お
け
る
宗
派
の
意
識
を
も
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い

と
、
そ
の
誤
り
を
鋭
く
指
摘
す
る
。
そ
し
て
晴
唐
時
代
ま
で
は
「
宗
」
の

意
味
が
、
思
想
の
根
本
義
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
経
一
論
の
宗

義
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
は
な
っ
て
も
、
宗
派
の
意
味
に
も
ち
い
ら
れ
た
事

例
は
見
当
ら
な
い
と
し
て
、
三
論
学
派
と
呼
称
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
論

じ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
著
者
も
既
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

吉
蔵
が
佛
教
の
体
系
化
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
事
実
に
対
し
て
、
ど
の
よ

う
な
評
価
を
あ
た
え
る
か
に
問
題
は
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
三
論
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学
派
の
吉
蔵
、
天
台
宗
の
智
顎
と
呼
ぶ
と
き
、
両
者
に
ど
の
よ
う
な
相
違

点
を
挙
げ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
成
実
学
派
と
い
う
場
合
と
は

如
何
、
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
呼
称

に
つ
い
て
の
説
明
は
、
つ
け
な
い
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
一
章
「
三
論
学
派
の
源
流
系
譜
」
。
羅
什
よ
り
吉
蔵
に
い
た
る
従
来

の
相
承
説
を
整
理
し
批
判
し
て
、
そ
こ
よ
り
種
左
の
問
題
を
提
起
す
る
。

就
中
、
吉
蔵
が
よ
く
用
い
て
い
る
「
関
河
旧
説
」
の
意
味
を
、
関
中
の
羅

什
や
そ
の
門
弟
達
と
河
西
道
朗
で
あ
る
｝
」
と
を
立
証
し
、
吉
蔵
の
心
証
か

ら
み
た
三
論
の
伝
灯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
論
究
は
今
迄
に
暖
味

に
さ
れ
て
い
た
課
題
だ
け
に
、
美
事
と
い
う
外
は
な
い
。
私
見
で
は
「
関

河
旧
説
」
と
「
摂
嶺
相
承
」
と
を
直
線
上
に
並
《
へ
る
必
要
は
な
く
、
吉
蔵

は
羅
什
よ
り
摂
嶺
に
い
た
る
間
に
、
特
定
の
人
脈
を
考
え
て
は
い
な
か
っ

た
と
理
解
し
て
い
る
。

第
二
章
「
三
論
伝
訳
と
研
究
伝
播
の
諸
事
情
」
。
こ
の
章
で
は
先
ず
大

小
品
の
般
若
経
と
智
度
論
等
の
四
論
の
翻
訳
事
情
が
、
項
を
別
け
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
鳰
摩
羅
什
の
翻
訳
事
業
に
つ
い
て
は
、
既
に
学
界
に
多
く

の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に

羅
什
門
下
の
僧
叡
・
曇
影
・
僧
肇
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
項
を
分
け
て
論
究

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
新
た
な
着
眼
に
よ
っ
て
諸
師
の
学
説
を

究
明
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
僧
叡
の
思
想
を
論
ず
る

こ
と
は
困
難
な
作
業
で
あ
り
、
そ
の
壁
を
破
る
、
へ
く
努
力
し
た
論
文
も
既

に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
今
少
し
思
想
に
つ
い
て
の
見
解
が
示

さ
れ
て
い
れ
ば
と
思
う
。
ま
た
「
十
二
門
論
序
」
の
吉
蔵
の
注
が
列
挙
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
よ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る

う
か
。
そ
れ
に
比
し
て
曇
影
の
中
論
疏
に
言
及
さ
れ
、
そ
の
資
料
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
安
澄
の
中
観
論
疏
記
に
注
目
さ
れ
た
成
果
で
あ
り
、

学
界
へ
碑
益
す
る
｝
」
と
多
大
で
あ
ろ
う
。
僧
肇
の
項
で
は
、
そ
の
三
家
批

判
と
体
用
相
即
の
問
題
が
取
上
げ
ら
れ
、
著
者
の
見
解
が
述
慧
へ
ら
れ
て
い

る
。
以
上
は
後
篇
の
伏
線
と
し
て
の
意
図
の
も
と
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
も
項
を
分
け
る
必
要
性
は
感
じ
ぢ
れ
な
い
。
続
く

「
三
論
の
江
南
伝
播
」
は
盧
山
慧
遠
と
そ
の
門
下
、
僧
叡
、
僧
導
と
門
下
が

列
挙
さ
れ
、
高
僧
伝
や
佛
教
史
関
係
の
諸
論
文
に
よ
っ
て
、
手
際
よ
く
整

理
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
江
南
の
三
論
研
究
や
成
実
論
研
究
の
状

況
が
浮
彫
に
さ
れ
て
い
て
理
解
を
容
易
に
さ
せ
て
い
る
。
本
章
中
に
些
細

な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
二
三
次
の
よ
う
な
こ
と
に
気
付
い
た
。
鳩
摩
羅
什

の
訳
業
を
、
サ
ー
ク
ル
的
訳
業
と
国
家
的
な
訳
業
と
い
う
よ
う
に
分
け
る

こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
（
八
九
頁
）
。
僧
叡
の
毘
摩
羅
詰
提
経
義
疏
序
の
句

読
は
、
こ
の
頁
の
方
が
正
し
い
（
三
一
四
頁
）
。
羅
什
門
下
の
サ
ロ
ン
的
な

三
論
研
究
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
（
一
四
六
頁
）
。
像
末
と
は

像
法
之
末
で
あ
ろ
う
（
一
六
一
頁
）
。

第
三
章
「
三
論
教
学
成
立
史
上
の
諸
問
題
」
。
羅
什
残
後
の
門
弟
の
動

静
や
、
そ
の
学
派
に
つ
い
て
は
不
明
の
事
が
多
く
、
南
北
朝
時
代
の
般
若

学
の
動
向
は
未
だ
十
分
に
究
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
が
本

章
に
お
い
て
は
、
多
く
の
史
料
や
三
論
宗
の
注
疏
な
ど
に
依
っ
て
、
そ
の

糸
口
の
一
端
が
解
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
先
ず
般
若
経

や
三
論
を
研
究
講
説
し
た
人
々
を
挙
げ
、
そ
の
学
系
が
推
定
さ
れ
て
、
そ

の
中
よ
り
江
南
に
お
け
る
成
実
論
研
究
の
隆
盛
に
い
た
る
兆
候
に
言
及
す

る
。
次
い
で
智
琳
と
周
願
の
関
係
を
取
上
げ
て
、
綿
密
な
検
討
が
行
わ
れ
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て
い
る
。
周
騏
の
三
宗
論
に
つ
い
て
は
、
僧
朗
に
受
学
し
た
こ
と
に
よ
る

と
吉
蔵
が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
是
非
に
つ
い
て
種
☆
に
論
ぜ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
一
層
明
瞭
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

智
琳
の
中
論
疏
に
つ
い
て
は
従
来
詳
細
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
著
者
は
こ
こ
で
も
中
観
論
疏
記
に
引
用
さ
れ
て
い
る
疏
文

を
整
理
し
、
吉
蔵
疏
、
曇
影
疏
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
こ
の

三
疏
の
間
に
は
、
年
代
的
に
も
発
達
的
な
縦
の
関
係
を
予
想
せ
し
め
る
も

の
が
あ
る
」
と
結
論
す
る
。
次
に
吉
蔵
が
「
北
土
三
論
師
」
と
い
う
呼
称

で
引
い
て
い
る
も
の
が
、
「
決
し
て
三
論
宗
北
地
派
の
学
説
一
般
を
指
す

も
の
で
な
い
」
と
し
て
、
法
埖
の
中
論
疏
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。

こ
れ
は
引
用
句
を
吟
味
し
た
上
で
、
旧
来
の
仮
説
で
あ
る
曇
鶯
説
、
荘
法

師
説
、
深
法
師
説
の
二
に
吟
味
を
加
え
て
の
推
論
で
あ
る
。
次
に
従
来

一
般
に
言
習
わ
し
て
き
た
新
三
論
・
古
三
論
の
呼
称
が
、
必
ず
し
も
同
じ

時
代
区
分
を
示
す
も
の
で
な
い
点
を
取
上
げ
、
学
的
根
拠
を
持
た
な
い
俗

説
で
あ
る
が
、
中
国
の
三
論
に
お
い
て
こ
の
呼
称
を
も
ち
い
る
な
ら
ば
、

僧
朗
以
後
と
そ
れ
以
前
に
分
っ
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
本
章

で
は
三
論
宗
成
立
の
前
哨
と
な
る
》
へ
き
ほ
と
ん
ど
の
重
要
な
課
題
を
取
上

げ
て
、
そ
れ
が
綿
密
に
微
細
に
入
っ
て
論
究
さ
れ
て
い
て
、
言
を
挾
む
余

地
は
な
い
。
敢
て
言
う
な
ら
ば
、
南
北
朝
時
代
の
特
色
あ
る
教
学
史
の
全

般
的
な
流
れ
の
中
で
、
四
論
宗
や
智
度
論
師
、
あ
る
い
は
羅
什
系
の
般
若

三
論
学
と
南
地
の
般
若
三
論
学
な
ど
が
、
ど
の
よ
う
な
位
地
づ
け
を
さ
れ

る
の
か
を
、
著
者
の
該
博
な
知
識
で
も
っ
て
略
述
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

読
者
に
は
よ
り
一
層
理
解
し
易
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
曇
鶯

の
学
系
に
つ
い
て
、
安
楽
集
の
記
述
に
よ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

第
四
章
「
摂
山
三
論
学
派
の
成
立
’
三
論
の
復
興
」
。
先
ず
僧
紹
の
棲

霞
寺
創
設
と
法
度
、
法
度
と
僧
朗
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
、
開
基
と
し
て
の

法
度
と
三
論
の
学
系
は
別
で
あ
り
、
法
度
を
学
系
よ
り
除
く
こ
と
を
提
唱

す
る
。
そ
し
て
僧
朗
の
受
学
の
師
に
つ
い
て
、
峨
埋
の
曇
慶
説
を
否
定

し
、
周
騏
と
僧
朗
の
出
会
い
の
可
能
性
を
精
密
に
考
究
し
て
、
吉
蔵
の
伝

え
る
周
願
受
学
説
が
、
同
時
に
周
顧
に
よ
っ
て
僧
朗
が
受
学
し
た
と
い
う

可
能
性
も
成
立
た
せ
る
こ
と
を
述
・
へ
て
、
興
味
深
い
問
題
を
提
起
す
る
。

僧
詮
に
つ
い
て
は
、
「
山
中
與
皇
」
「
摂
嶺
典
皇
」
と
い
う
吉
蔵
の
呼
称
が

僧
詮
と
法
朗
で
あ
る
こ
と
、
高
僧
伝
の
僧
詮
の
項
に
混
同
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
し
て
僧
詮
が
般
若
経
と
三
論
の
み
を
講
説
し
坐
禅
三
昧
を

修
し
た
こ
と
を
述
べ
て
、
詮
公
四
友
の
傾
向
に
言
及
し
て
、
慧
可
の
門
流

と
の
関
係
を
述
べ
る
。

第
五
章
「
興
皇
相
承
の
系
譜
’
三
論
の
発
展
と
分
極
」
。
本
章
は
法
朗

と
そ
の
門
流
、
三
論
宗
の
混
梁
経
研
究
の
状
況
、
三
論
系
習
禅
者
の
系
譜

が
述
べ
ら
れ
る
。
先
ず
法
朗
の
伝
記
と
そ
の
門
弟
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
中

よ
り
吉
蔵
、
智
矩
慧
哲
の
そ
れ
ぞ
れ
の
門
人
が
調
￥
へ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
三

論
を
誰
ず
る
者
と
習
禅
に
傾
く
者
の
二
極
に
分
れ
て
い
っ
た
動
向
を
さ
ぐ

っ
て
い
る
。
次
に
僧
詮
は
浬
樂
経
を
誰
ず
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
が
、
そ

の
門
下
に
は
研
鎭
講
経
し
た
も
の
も
多
い
と
し
て
、
そ
の
名
を
挙
げ
る
。

そ
し
て
法
朗
に
は
浬
藥
経
疏
が
あ
っ
た
と
推
測
し
、
そ
の
受
学
は
や
は
り

僧
詮
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
習
禅
者
と
し
て
羅
雲
、
法
安
、

そ
し
て
明
法
師
と
そ
の
門
弟
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
明
法
師
と
牛

頭
法
融
と
の
関
り
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
本
章
の
結
語
に
は
、
著
者
の

三
論
研
究
の
意
図
が
表
わ
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
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第
二
篇
よ
り
は
吉
蔵
の
思
想
的
研
究
で
あ
る
。
序
章
と
第
一
章
、
吉
蔵

の
伝
記
と
著
作
の
研
究
は
浬
樂
経
疏
の
研
究
を
も
含
め
て
、
恐
ら
く
著
者

の
独
壇
上
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
撰
述
の
前
後
関
係
」
「
吉

蔵
著
作
の
古
逸
書
」
に
は
資
料
を
十
分
に
掲
げ
て
、
綿
密
な
論
及
が
な
さ

れ
て
い
る
。
第
二
章
「
吉
蔵
思
想
の
論
理
的
構
造
」
は
、
吉
蔵
が
諸
経
論

を
注
釈
す
る
に
当
っ
て
用
い
る
、
基
本
的
な
論
理
の
範
晴
を
解
説
し
た
も

の
で
あ
る
。
先
ず
無
所
得
と
は
「
空
や
無
我
の
実
践
的
表
現
」
で
あ
り
、

「
中
道
実
相
の
体
を
悟
り
、
因
縁
仮
名
の
用
を
解
る
」
こ
と
を
意
味
す
る

と
述
雷
へ
、
勝
鬘
宝
窟
の
「
佛
法
大
宗
」
の
語
に
言
及
し
て
、
こ
れ
が
「
般

若
思
想
と
如
来
蔵
佛
性
思
想
と
の
相
即
を
意
図
し
た
も
の
」
と
主
張
し
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
観
点
か
ら
理
教
、
体
用
、
中
仮
の
意
味
を
説
明
す
る
。

ま
た
初
章
義
・
四
種
釈
義
・
枇
諭
竪
論
の
意
義
、
三
種
中
道
義
な
ど
が
詳

細
に
解
説
さ
れ
て
い
く
。
次
い
で
初
章
中
仮
義
と
中
仮
師
批
判
の
問
題
が

論
じ
ら
れ
、
法
朗
や
吉
蔵
は
初
章
と
中
仮
を
区
別
し
た
の
に
対
し
、
こ
れ

を
区
別
せ
ず
に
初
章
中
仮
を
教
学
の
根
本
に
据
え
た
の
が
中
仮
師
で
あ
ろ

う
と
推
論
す
る
。
け
だ
し
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
統
い
て
吉
蔵
の
約
教

二
諦
説
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
約
教
二
諦
の
根
本
構
造
と
し
て

初
章
の
文
に
留
意
し
、
そ
の
初
章
の
文
が
曇
影
の
中
論
序
の
文
に
依
っ
て

い
る
こ
と
を
、
両
文
の
対
比
に
よ
っ
て
立
証
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ユ
ニ
ー

ク
な
見
解
と
い
え
よ
う
。
ま
た
周
順
や
広
州
大
亮
の
説
を
位
置
づ
け
す
る

に
当
っ
て
、
「
思
想
史
的
に
は
同
一
の
系
譜
上
に
連
な
る
」
も
の
で
も
、

約
教
二
諦
説
の
創
唱
者
と
は
み
な
い
と
い
う
見
解
も
同
感
で
あ
る
。

三

第
三
章
「
吉
蔵
の
経
典
観
と
引
用
論
拠
」
で
は
先
ず
吉
蔵
の
経
典
観
を
↑

い
ず
れ
の
経
典
も
優
劣
が
な
く
同
価
値
の
も
の
と
見
て
、
た
だ
そ
の
特
質

を
論
ず
る
の
に
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
て
行
っ
て
い
る
と
解
説
す
る
。

次
い
で
そ
れ
に
よ
っ
て
二
蔵
三
輪
説
の
意
味
と
教
判
の
関
係
を
明
ら
か
に

し
、
当
時
行
わ
れ
た
五
時
四
宗
に
対
す
る
吉
蔵
の
批
判
の
意
義
が
述
奪
へ
ら

れ
て
い
る
。
続
い
て
は
吉
蔵
の
著
作
の
上
に
み
ら
れ
る
引
用
経
論
の
種
類

と
回
数
が
掲
げ
ら
れ
、
中
で
も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
浬
梁
経
の
引
用
文

が
分
析
さ
れ
て
、
吉
蔵
に
与
え
た
思
想
的
な
影
響
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

第
四
章
「
三
論
教
義
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」
で
は
、
三
論
教
学
の

重
要
課
題
で
あ
る
二
諦
相
即
、
二
智
義
、
佛
性
義
が
論
究
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
て
、
簡
略
に
紹
介
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
誤
り
を
犯
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

そ
こ
で
些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
気
付
い
た
二
三
を
挙
げ
て
み
た
い
。

「
方
言
」
の
語
を
（
標
準
の
説
で
は
な
い
と
い
う
意
味
）
と
説
明
さ
れ
て

お
り
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
あ
ろ
う
が
、
手
段
と
し
て
用
い

ら
れ
た
論
理
形
式
ぐ
ら
い
の
意
味
で
は
誤
り
で
あ
ろ
う
か
（
四
二
六
頁
）
。

二
諦
義
の
文
「
説
有
為
世
諦
、
説
無
為
真
諦
」
と
、
中
観
論
疏
等
の
「
以

有
為
世
諦
、
空
為
真
諦
」
と
を
、
私
は
全
く
同
義
と
理
解
し
て
い
た
の
だ

が
、
発
展
的
な
も
の
と
み
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
か
（
四
七
一
頁
）
。
浬
樂
経
が

要
略
取
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
「
他
の
諸
経
論
よ
り
も
一
層
浬
漿
経
に

精
進
」
す
る
こ
と
と
は
、
必
ず
し
も
一
つ
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

浬
梁
経
は
大
部
で
あ
り
、
一
つ
の
内
容
が
説
示
さ
れ
る
に
も
長
文
が
多
い
・

吉
蔵
が
重
要
だ
と
思
う
と
こ
ろ
を
、
一
つ
の
型
と
し
て
記
憶
し
て
い
た
と

も
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
（
五
三
二
頁
）
。
教
諦
の
説
明
が
「
佛
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の
説
法
の
手
段
・
方
便
と
し
て
の
二
諦
」
の
意
味
で
な
さ
れ
て
い
る
（
五

六
五
・
五
八
五
頁
）
。
勿
論
こ
れ
は
前
後
の
文
も
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
文
章

の
一
部
を
取
っ
て
云
を
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
一
つ
の
解
釈
で
も
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
吉
蔵
の
教
諦
を
説
明
す
る
場
合
、
少
し
妥
当

し
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
吉
蔵
に
と
っ
て
教
諦
は
無
所
得
の

義
を
現
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
教
諦
に
お
い
て
体
用
相
即
す
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
二
智
義
に
お
い
て
著
者
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
、

「
完
成
さ
れ
た
佛
の
智
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
十
地
の
菩
薩
の
修
道
を

論
じ
」
（
六
○
一
頁
）
る
の
に
当
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
・
そ
の
よ
う
に

考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
な
も
の
て
あ
ろ
う
か
。
以
上
い
ず

れ
も
著
者
の
論
旨
を
十
分
理
解
し
て
い
な
い
ま
ま
の
疑
問
で
あ
ろ
う
が
、

御
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

第
五
章
「
三
論
教
学
の
思
想
史
的
意
義
」
で
は
、
中
国
佛
教
に
お
け
る

不
空
の
概
念
、
一
行
三
昧
と
空
観
思
想
、
無
住
の
概
念
の
形
成
と
展
開
、

南
宗
禅
成
立
の
一
視
点
の
諸
論
文
が
、
密
度
の
濃
い
論
調
で
述
、
へ
ら
れ
て

い
る
。

（
昭
和
五
十
一
年
三
月
、
春
秋
社
、
Ａ
５
版
、
一
○
、
○
○
○
円
）

ノ
ー
、
ｒ
り
く
Ｊ
１
ノ
Ｉ
ｆ
ｊ
！
ｆ
，
、
～
～
く
ｊ
Ｉ
ノ
ー
く
ノ
、
く
Ｊ
、
く
く
ｊ
１
ｌ
Ｊ
、
ノ
ー
ノ
、
ｊ
、
く
Ｊ
、
ノ
ー
１
ノ
ー一

賛
助
会
員
募
集
一

次
の
要
項
で
賛
助
会
員
を
募
集
い
た
し
ま
一

す
。
一

○
会
費
年
間
千
三
百
円
（
二
冊
分
）
一

○
申
込
み
京
都
市
北
区
小
山
上
総
町
一

大
谷
大
学
佛
教
学
研
究
室
一

佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
編
集
部
一

＊
郵
便
振
替
用
紙
も
御
利
用
下
さ
い
。
一

（
京
都
画
認
ｇ
大
谷
大
学
佛
教
学
一

研
究
室
）
一

既
発
行
の
「
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
を
一

御
希
望
の
方
も
右
記
の
と
こ
ろ
へ
お
申
一一

込
み
下
さ
い
。
〉

第
一
号
絶
版
第
六
号
絶
版
一一

第
二
号
絶
版
第
七
号
絶
版

第
三
号
絶
版
第
二
十
号
絶
版

第
五
号
絶
版

第
四
号
、
第
八
号
よ
り
第
一
千
二
号
の
一

内
、
二
冊
以
上
お
申
込
み
の
方
は
送
料
一

を
研
究
室
で
負
担
い
た
し
ま
す
。
（
第
六
一

号
ま
で
各
冊
二
○
○
円
、
第
七
号
よ
り
一

第
十
号
ま
で
、
各
冊
二
五
○
円
、
第
十
一

一
号
よ
り
第
十
四
号
ま
で
各
冊
三
○
○
一

円
、
第
十
五
号
よ
り
、
第
十
七
号
ま
で
一

各
冊
三
五
○
円
、
第
十
八
号
、
第
十
九
一

号
四
○
○
円
、
第
二
十
一
号
よ
り
第
二
一

十
三
号
ま
で
各
冊
六
○
○
円
）
一

一
～
～
～
ｉ
Ｉ
～
Ｉ
く
～
ｌ
ｉ
く
く
く
く
Ｉ
く
～
Ｉ
～
、
く
～
ｌ
～
Ｉ
～
Ｌ
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