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そ
の
晴
唐
時
代
の
佛
教
は
、
イ
ン
ド
か
ら
の
外
来
宗
教
を
中
国
人
が
自
国
の
文
化
を
基
盤
と
し
て
教
義
的
に
消
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

宗
教
観
・
人
生
観
と
し
て
は
民
族
固
有
の
も
の
に
比
し
か
な
り
異
質
的
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
克
服
し
て
輩
出
し
た
高
僧
た
ち
が

自
己
の
信
念
に
立
っ
て
表
現
し
な
お
し
た
所
産
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
祖
述
者
が
相
次
い
で
現
わ
れ
、
こ
こ
に
多
く
の
宗
派
が
競
起
す
る

本
佛
教
は
、
中
国
佛
教
と
は
全
く
国

を
承
け
て
い
る
こ
と
を
力
説
し
た
。

日
本
の
佛
教
は
、
周
知
の
如
く
中
国
の
晴
唐
時
代
の
佛
教
を
受
け
い
れ
て
基
礎
を
築
い
た
。
奈
良
時
代
の
六
宗
は
宗
教
信
仰
と
し
て
は

と
も
か
く
教
義
と
し
て
は
全
く
彼
の
輸
入
に
外
な
ら
ず
、
独
自
の
傾
向
を
強
く
現
わ
し
初
め
た
平
安
初
頭
の
天
台
・
真
言
二
宗
に
し
て
も

中
国
よ
り
の
伝
統
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
否
、
独
自
の
色
彩
を
強
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
却
っ
て
そ
れ
が
実
は
正
し
い
伝

統
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
鎌
倉
時
代
の
諸
宗
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
日

本
佛
教
は
、
中
国
佛
教
と
は
全
く
異
る
飛
躍
的
展
開
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
中
国
佛
教
と
り
わ
け
晴
唐
時
代
の
そ
れ

劉
宋
慧
観
の
法
華
経
観

｜
、
初
期
の
法
華
経
文
献
を
読
む
意
義

横
超
慧
日
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し
か
る
に
日
本
に
来
る
と
事
情
は
大
分
異
る
。
十
分
な
広
い
視
野
に
立
つ
教
義
上
の
素
養
を
持
っ
て
、
自
主
的
に
中
国
の
佛
教
を
受
け

入
れ
た
の
で
は
な
い
。
社
会
全
体
が
大
陸
の
文
化
に
憧
儂
と
畏
敬
を
持
っ
て
い
る
時
、
そ
の
流
れ
に
乗
っ
て
入
っ
て
き
た
の
が
彼
の
地
の

諸
宗
教
学
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本
で
は
多
く
の
宗
派
を
検
討
し
学
習
し
た
上
で
自
己
の
宗
を
択
ぶ
の
で
な
く
、
初
め
か
ら
社
会
的

に
勢
力
の
あ
る
宗
に
入
っ
て
そ
の
宗
の
教
義
を
最
高
で
あ
り
完
全
で
あ
る
と
信
じ
、
他
の
一
切
に
は
目
も
く
れ
ぬ
と
い
う
態
度
を
作
り
上

げ
て
し
ま
っ
た
。
平
安
時
代
の
初
め
に
、
最
澄
と
徳
一
と
が
一
乗
佛
教
と
三
乗
佛
教
と
の
夫
々
の
代
表
者
た
る
如
き
形
で
大
論
戦
を
展
開

し
た
の
は
正
し
く
そ
れ
で
あ
る
。
同
じ
法
華
経
を
見
る
に
し
て
も
、
最
澄
は
天
台
智
瀕
の
見
方
を
絶
対
に
正
し
い
と
し
、
徳
一
は
唯
識
宗

の
窺
基
の
見
方
で
な
け
れ
ば
他
は
誤
だ
と
す
る
。
両
宗
の
争
は
そ
の
後
久
し
く
続
い
た
が
、
天
台
宗
の
拠
る
比
叡
山
の
勢
力
が
他
を
圧
す

る
よ
う
に
な
る
と
、
日
蓮
が
天
台
宗
か
ら
出
た
の
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
天
台
宗
の
教
学
が
佛
教
の
根
幹
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
天
台
宗
と
い
う
の
は
天
台
智
顎
に
創
め
ら
れ
た
当
初
の
思
想
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
が
、
種
々
な
性
格
の
変
動
を
し
な
が
ら

や
は
り
天
台
宗
の
名
を
以
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
教
権
あ
る
宗
派
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
が
一
切
の
権
威
を
排
し
て
主
体
的
に
究
め
る

べ
き
は
ず
の
佛
教
の
中
に
も
、
法
華
経
を
読
む
な
ら
ば
天
台
に
拠
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
先
入
観
を
う
え
つ
け
て
き
た
。
天
台
で
な
け
れ

ば
法
相
宗
の
窺
基
や
三
論
宗
の
吉
蔵
の
疏
に
よ
る
べ
き
だ
と
し
、
各
宗
の
祖
師
の
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
内
容
的
に
研
究
に
と
り
か
か

る
前
に
先
ず
隠
然
た
る
権
威
を
以
て
迫
っ
て
く
る
。

私
は
智
顎
や
吉
蔵
や
窺
基
の
法
華
経
疏
が
い
づ
れ
も
中
国
の
誇
る
ゞ
へ
き
研
究
成
果
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
は
思
わ
ぬ
。
し
か
し

智
顎
に
は
智
顎
自
身
の
宗
教
体
験
が
根
抵
と
な
っ
て
い
る
。
吉
蔵
と
窺
基
に
は
そ
れ
ぞ
れ
彼
等
の
う
け
と
め
た
中
観
系
と
唯
識
系
と
の
佛

教
学
が
、
解
釈
態
度
を
決
定
づ
け
る
基
本
姿
勢
と
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
智
甑
・
吉
蔵
・
窺
基
の
法
華
経
疏
を
読
む
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
。
後
に
起
っ
た
も
の
は
前
の
も
の
を
批
判
し
て
独
自
の
地
歩
を
築
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
批
判
さ
れ
た
前
の
も
の
の
祖
述

者
は
内
面
的
に
は
流
動
し
な
が
ら
外
面
的
に
は
ど
こ
ま
で
も
そ
の
宗
を
守
っ
て
教
義
の
固
定
化
を
図
る
。
中
国
で
は
そ
う
し
た
形
を
と
り

な
が
ら
佛
教
思
想
の
発
展
が
あ
っ
た
。
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経
を
読
む
た
め
に
は
、
先
ず
経
文
を
訓
詰
的
に
読
む
こ
と
、
次
い
で
そ
の
中
で
最
も
主
要
な
論
旨
を
把
握
す
る
こ
と
、
従
属
的
部
分
に

つ
い
て
は
そ
れ
が
如
何
な
る
意
味
で
同
じ
経
典
の
中
へ
と
り
入
れ
ら
れ
た
か
を
考
え
る
こ
と
、
全
体
に
わ
た
っ
て
譽
嚥
や
因
縁
諄
を
通
し

て
何
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
吟
味
し
て
み
る
こ
と
、
そ
の
吟
味
の
た
め
に
必
要
な
知
識
を
広
く
大
小
乗
の
経
典
か
ら
平
素
貯
え
て

お
く
こ
と
等
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
し
て
経
文
を
読
む
と
い
う
の
は
、
単
に
原
典
と
の
比
收
や
翻
訳
の
適
否
判
定
・
成
立
段

階
の
推
定
・
社
会
背
景
の
考
察
等
に
止
ま
る
の
で
な
く
、
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
か
、
自
分
の
人
生
に
何

を
寄
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
意
味
・
価
値
の
発
見
に
ま
で
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
点
に
お
い
て
、
中
国
の
釈
家
は
わ

れ
わ
れ
に
実
に
深
い
示
唆
を
与
え
る
の
で
あ
る
が
、
中
で
も
わ
れ
わ
れ
が
最
初
に
手
を
そ
め
る
ゞ
へ
き
は
翻
訳
さ
れ
て
間
も
な
い
頃
の
註
釈

書
類
で
あ
る
と
思
う
。
そ
こ
で
は
ま
だ
宗
派
的
な
色
彩
は
な
い
。
し
か
も
着
眼
は
正
確
で
、
要
点
の
把
握
と
綜
合
的
視
野
は
す
ぐ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
り
法
華
経
の
場
合
、
私
は
翻
訳
者
鳩
摩
羅
什
と
そ
の
門
下
の
俊
秀
数
人
の
説
が
先
ず
最
も
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。
そ
の
中
で
今
は
こ
こ
に
慧
観
の
説
を
と
り
あ
げ
て
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
。
慧
観
は
法
華
宗
要
序
を
作
っ
た
。
そ
れ
は
註
釈
害
で

は
な
い
が
、
法
華
の
肝
要
な
趣
旨
を
巧
み
に
深
く
と
ら
え
て
叙
述
し
て
お
り
、
訳
者
羅
什
の
指
導
の
も
と
に
中
国
の
学
者
が
発
表
し
た
法

こ
と
は
そ
れ
ら
の
法
華
経
疏
を
通
し
て
彼
等
の
佛
教
観
を
学
ぼ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
法
華
経
自
体
は
、
智
顎
の
よ
う
に

理
解
す
る
の
が
正
し
い
か
吉
蔵
や
窺
基
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
正
し
い
か
、
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
正
し
い
と
か
誤
り
と
か
い
う
分

け
方
で
決
め
ら
れ
る
寺
へ
き
問
題
で
は
な
い
。
各
々
そ
の
個
性
的
な
受
け
と
め
方
が
基
底
を
な
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
問
に
深
浅
・
高
低
の

比
較
も
軽
々
に
下
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
、
否
、
私
自
身
が
、
現
在
に
お
い
て
は
ど
の
教
に
は
入
り
易
く
又
ど
の
教

に
多
く
心
惹
か
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
そ
れ
ら
の
疏
を
読
も
う
と
す
る
時
、
私
は
何
よ
り

も
先
ず
私
自
身
が
法
華
経
を
自
分
の
力
な
り
に
熟
読
し
て
か
か
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
だ
と
思
う
。
経
を
余
り
読
ん
だ
こ
と
も
な
く
て
疏

の
み
を
い
く
ら
精
読
し
て
も
、
本
末
顛
倒
の
た
め
に
経
の
真
意
が
つ
か
め
ぬ
だ
け
で
な
く
、
疏
を
作
っ
た
人
の
佛
教
観
自
体
も
わ
か
ら
ぬ

ま
ま
に
終
る
で
あ
ろ
う
。
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①

華
関
係
の
文
献
と
し
て
は
僧
叡
の
法
華
経
後
序
と
並
ん
で
括
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
註
釈
書
に
し
て
現
存
す
る
竺
道
生
の
法
華
経
疏
は

後
の
斉
梁
時
代
の
法
華
研
究
全
盛
時
代
の
先
駆
を
な
し
、
聖
徳
太
子
や
天
台
の
法
華
疏
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
光
宅
寺
法
雲
の
法
華
義

②

記
は
道
生
の
疏
な
く
し
て
は
起
り
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
道
生
の
疏
も
慧
観
の
法
華
宗
要
序
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
の
佛

教
者
た
ち
が
経
に
対
し
て
常
に
ど
の
よ
う
な
着
眼
を
し
て
い
た
か
を
知
ら
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
、
慧
観
の
略
伝

慧
観
は
初
め
盧
山
の
慧
遠
に
師
事
し
、
後
に
長
安
へ
往
っ
て
羅
什
に
学
ん
だ
。
高
僧
伝
巻
七
に
あ
る
彼
の
伝
に
よ
れ
ば
、
羅
什
の
死
後

南
の
方
荊
州
へ
行
っ
て
そ
こ
に
高
哩
寺
な
る
寺
を
草
て
、
そ
の
地
方
の
住
民
に
大
き
な
感
化
を
与
え
た
が
、
た
ま
た
ま
そ
の
地
方
の
征
討

に
き
た
劉
宋
の
武
帝
に
知
遇
を
得
て
‐
そ
の
子
の
文
帝
と
交
遊
す
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
京
師
建
康
の
道
場
寺
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
、

と
い
う
。
然
し
高
僧
伝
第
二
に
あ
る
佛
駄
政
陀
羅
即
ち
覚
賢
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
長
安
に
お
い
て
覚
賢
が
大
い
に
禅
法
を
弘
め
て
い
た
と

こ
ろ
、
長
安
佛
教
界
の
旧
僧
（
も
と
か
ら
い
る
教
団
人
）
た
ち
か
ら
排
斥
さ
れ
て
長
安
を
去
っ
た
。
そ
の
時
彼
は
弟
子
の
慧
観
等
四
十
余

人
と
倶
に
盧
山
に
行
き
、
沙
門
慧
遠
よ
り
喜
ん
で
迎
え
ら
れ
、
そ
こ
で
禅
経
な
ど
を
訳
出
し
た
。
そ
の
後
一
年
余
り
に
し
て
慧
観
等
と
共

に
江
陵
（
荊
州
）
へ
行
き
、
そ
こ
で
宋
の
武
帝
に
逢
っ
た
と
い
い
、
覚
賢
・
慧
観
の
師
弟
が
武
帝
に
迎
え
ら
れ
て
建
康
の
道
場
寺
に
住
む

こ
と
に
な
っ
た
事
情
が
説
か
れ
て
い
る
。

高
僧
伝
第
七
の
慧
観
伝
に
よ
れ
ば
、
法
華
経
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
如
く
説
く
。

彼
慧
観
は
長
安
で
羅
什
に
学
ん
で
い
た
時
、
法
華
宗
要
序
を
著
わ
し
た
。
そ
れ
は
法
華
経
の
要
旨
を
自
分
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ

て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
羅
什
に
呈
示
し
た
と
こ
ろ
羅
什
は
之
を
見
て
、
所
論
甚
だ
快
し
と
是
認
し
た
上
、
君
は
少
い
か
ら
江
南

に
遊
ん
で
弘
通
を
努
め
と
せ
よ
と
勧
め
た
と
い
う
。
以
上
の
記
述
か
ら
み
る
と
、
慧
観
は
師
の
覚
賢
が
教
界
の
排
斥
に
逢
っ
た
か
ら
江
南

へ
来
た
と
い
い
、
ま
た
羅
什
の
勧
め
で
も
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
事
情
は
察
す
る
と
こ
ろ
次
の
如
く
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
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三
、
慧
観
と
浬
藥
経
・
華
厳
経
・
勝
鬘
経

先
ず
羅
什
の
捜
後
、
幾
も
な
く
し
て
挑
秦
の
国
は
東
晉
の
将
劉
裕
に
亡
ぼ
さ
れ
、
劉
裕
は
東
晉
に
代
っ
て
宋
の
国
を
興
し
建
康
を
都
と

し
た
。
こ
れ
が
宋
の
武
帝
で
あ
る
。
一
方
北
の
方
で
は
桃
秦
の
故
地
関
中
は
夏
の
併
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
そ
の
夏
は
後
魏
に
亡

ぼ
さ
れ
、
後
魏
は
北
燕
や
北
涼
を
も
統
一
し
た
の
で
、
江
南
で
は
漢
民
族
の
宋
が
統
一
し
て
い
た
の
に
対
し
、
河
北
で
は
満
州
人
種
で
あ

る
鮮
卑
族
の
後
魏
が
平
城
を
都
と
し
て
統
一
し
た
。
故
に
中
国
は
南
北
の
両
大
国
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ

れ
以
後
を
南
北
朝
時
代
と
い
う
の
で
あ
る
。
南
北
朝
時
代
に
入
る
と
、
北
方
は
佛
教
に
理
解
を
持
た
ぬ
胡
族
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

そ
れ
に
反
し
て
南
方
は
前
後
秦
の
都
長
安
や
北
涼
の
都
姑
減
で
訳
さ
れ
た
多
く
の
経
典
が
伝
え
ら
れ
た
た
め
佛
教
の
研
究
が
飛
躍
的
に
進

歩
し
た
。
そ
の
た
め
学
者
は
と
う
て
い
河
北
の
地
が
研
究
者
安
住
の
場
で
な
い
と
考
え
、
続
々
と
江
南
の
建
康
へ
移
住
し
た
。
長
安
の
羅

什
が
訳
し
た
諸
経
典
や
、
姑
戚
で
曇
無
識
が
訳
し
た
浬
藥
経
等
が
す
べ
て
建
康
へ
集
中
し
た
の
は
た
だ
経
典
が
南
下
し
た
だ
け
で
な
く
南

即
ち
学
界
の
指
導
者
と
し
て
は
羅
什
は
学
解
を
以
て
確
か
に
当
代
抜
群
の
人
物
で
あ
っ
た
が
、
習
禅
と
持
律
と
い
う
点
は
長
と
す
る
所
で

な
く
、
そ
の
点
で
覚
賢
等
一
派
の
人
々
と
全
く
学
風
を
異
に
し
て
い
た
。
一
方
一
般
の
沙
門
等
の
間
で
は
初
め
か
ら
長
安
及
び
そ
の
附
近

に
い
た
北
方
の
者
と
盧
山
や
建
康
等
江
南
の
地
か
ら
習
学
の
た
め
に
集
っ
て
き
た
者
と
の
間
に
気
分
的
な
調
和
を
欠
き
、
そ
れ
が
終
に
政

治
上
の
権
力
者
に
接
近
し
た
学
解
派
の
羅
什
及
び
旧
僧
等
に
よ
り
実
践
派
の
覚
賢
及
び
江
南
出
身
の
沙
門
を
退
去
さ
せ
る
に
至
ら
し
め
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
慧
観
は
慧
遠
の
弟
子
で
あ
り
、
慧
遠
は
習
禅
と
持
律
に
碓
乎
た
る
信
念
を
持
っ
て
い
た
道
安
の
弟
子
で
あ
る
か
ら
、

彼
等
が
覚
賢
に
帰
依
し
彼
を
案
内
し
て
臓
山
や
建
康
へ
移
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
等
怪
し
む
に
足
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
慧
観
に
つ
い
て
は
、
長
安
に
お
い
て
羅
什
の
訳
し
た
般
若
・
法
華
・
維
摩
の
経
典
に
接
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
江
南
へ
還

っ
た
後
に
覚
賢
の
下
で
泥
疸
経
と
華
厳
経
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
今
後
の
思
想
界
の
動
向
に
対
し
て
特
に
重
要
な
関
係
を
持

つ
所
で
あ
る
か
ら
↑
こ
こ
に
そ
の
問
の
事
情
を
少
し
く
詳
説
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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北
の
学
者
が
江
南
に
学
問
の
中
心
を
見
出
し
た
と
い
う
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
。

以
上
の
事
情
を
念
頭
に
お
い
て
こ
の
後
の
建
康
の
佛
教
を
見
る
に
、
先
ず
第
一
に
特
筆
す
ぺ
き
は
浬
樂
経
の
伝
来
で
あ
る
。
元
来
、
浬

藥
経
に
は
そ
れ
の
部
分
訳
で
あ
る
六
巻
泥
疸
経
と
全
体
訳
で
あ
る
四
十
巻
の
大
本
浬
藥
経
と
が
あ
る
。
六
巻
泥
疽
経
の
原
本
は
法
顕
が
入

竺
し
て
マ
カ
ダ
国
の
巴
連
弗
邑
弓
鼻
農
冒
す
四
現
在
の
勺
創
自
画
）
の
阿
育
王
塔
天
王
精
舎
か
ら
伝
え
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
東
晉
の
義

煕
十
三
年
十
月
倉
目
）
建
康
の
道
場
寺
で
翻
訳
さ
れ
た
。
そ
の
翻
訳
に
当
っ
た
の
は
覚
賢
と
宝
雲
で
あ
っ
た
。
然
る
に
そ
れ
よ
り
四
年
後

の
北
涼
の
玄
始
十
年
倉
匿
）
に
涼
州
の
姑
減
で
四
十
巻
十
三
品
の
大
般
浬
梁
経
が
訳
さ
れ
た
。
そ
の
経
の
始
め
十
巻
五
品
の
原
典
は
曇
無

證
が
自
分
で
天
竺
か
ら
持
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
と
の
三
十
巻
八
品
の
原
典
は
曇
無
誠
が
姑
城
へ
き
た
後
に
手
に
入
れ
、
こ
れ
を

続
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
建
康
で
は
初
め
そ
の
六
巻
の
大
般
泥
疸
経
が
研
究
さ
れ
て
い
た
が
、
恐
ら
く
四
三
○
年
以
後
四
三
三
年
ま
で
の

間
に
四
十
巻
の
大
本
浬
梁
経
が
建
康
へ
伝
わ
っ
た
。
そ
こ
で
両
者
を
比
鮫
し
て
み
る
と
、
六
巻
泥
恒
経
は
正
し
く
大
本
浬
樂
経
の
初
め
五

品
十
巻
に
相
当
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
の
で
、
学
界
の
長
老
た
ち
に
よ
り
両
本
を
対
照
し
て
再
治
本
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

再
治
本
製
作
に
関
与
し
た
の
は
沙
門
の
慧
厳
と
慧
観
及
び
居
士
の
謝
霊
運
で
あ
っ
た
。
再
治
本
で
は

１
も
と
四
十
巻
あ
っ
た
浬
梁
経
を
三
十
六
巻
に
改
め

２
六
巻
泥
恒
経
が
十
八
品
に
分
か
れ
て
い
る
の
を
参
照
し
て
初
め
の
十
巻
五
品
を
十
七
品
に
細
分
し
た
。
そ
れ
故
浬
樂
経
全
体
で
も

と
は
十
三
品
で
あ
っ
た
も
の
が
二
十
五
品
に
な
っ
た
。

３
そ
の
他
若
干
字
句
を
改
め
た
所
は
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
全
く
変
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
後
江
南
即
ち
南
朝
の
宋
斉
梁
陳
の
佛
教
界
で
は
専
ら
こ
の
再
治
本
の
浬
藥
経
が
採
用
し
研
究
さ
れ
、
北
朝
で
は
再
治
さ
れ
る
前
の

四
十
巻
の
経
が
研
究
さ
れ
た
の
で
、
今
日
で
は
通
常
四
十
巻
の
経
を
北
本
と
い
い
、
三
十
六
巻
の
経
を
南
本
と
い
う
。
宋
以
後
の
佛
教
界

は
全
経
典
の
中
で
浬
梁
経
を
最
高
の
も
の
と
見
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
再
治
者
慧
観
等
の
地
位
は
重
視
さ
れ
て
よ
い
。
因
み
に

慧
観
と
慧
厳
と
は
共
に
江
南
か
ら
北
へ
行
っ
て
羅
什
に
学
ん
だ
人
で
あ
り
、
佛
教
学
界
の
指
導
的
人
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
謝
霊
運
は
六
朝
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時
代
に
お
け
る
屈
指
の
詩
人
で
あ
り
、
且
つ
名
門
の
出
身
で
も
あ
っ
た
。

次
に
第
二
に
注
意
す
琴
へ
き
は
華
厳
経
の
伝
来
で
あ
る
。
華
厳
経
の
一
部
分
は
す
で
に
西
晉
時
代
に
も
竺
法
護
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
て
い

た
が
、
華
厳
経
全
体
が
訳
出
さ
れ
た
の
は
、
覚
賢
に
よ
る
六
十
巻
の
華
厳
経
が
初
め
で
あ
っ
た
。
覚
賢
は
そ
れ
を
道
場
寺
に
お
い
て
、
東

晉
の
義
煕
十
四
年
（
畠
巴
か
ら
始
め
て
二
年
か
か
っ
て
翻
訳
し
た
。
そ
の
原
典
は
盧
山
の
慧
遠
の
弟
子
支
法
領
が
干
闘
か
ら
手
に
入
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
に
慧
観
が
参
劃
し
た
か
ど
う
か
（
慧
厳
は
関
与
し
た
）
記
録
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
じ
道
場
寺

に
い
た
慧
観
が
そ
の
こ
と
に
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
・

第
三
に
注
意
す
べ
き
は
勝
霊
経
の
伝
来
で
あ
る
。
勝
鬘
経
は
短
い
一
巻
の
経
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
華
・
浬
梁
の
二
経
と
並
ん
で
、
南

北
朝
時
代
の
佛
教
界
に
最
も
重
視
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
勝
堂
経
が
元
嘉
十
三
年
（
冷
巴
に
求
那
賊
陀
羅
と
宝
雲
に
よ
っ
て
翻
訳

せ
ら
れ
た
時
、
慧
観
は
勝
鬘
経
序
を
作
っ
て
こ
の
経
の
要
旨
を
紹
介
し
た
。

浬
梁
経
は
佛
陀
入
滅
直
前
の
説
で
あ
り
、
華
厳
経
は
菩
提
樹
下
に
お
け
る
最
初
の
説
法
と
さ
れ
る
経
で
あ
る
。
そ
し
て
法
華
経
に
よ
れ

ば
、
佛
は
初
め
三
乗
の
行
人
が
別
々
の
修
行
に
よ
っ
て
別
々
の
果
を
得
る
と
説
か
れ
た
け
れ
ど
も
、
最
後
に
は
み
な
佛
道
に
入
る
と
い
う

一
乗
の
教
が
真
実
で
あ
る
と
説
き
、
い
わ
ゆ
る
三
乗
の
方
便
に
し
て
一
乗
の
真
実
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
別
な

立
場
か
ら
三
乗
方
便
一
乗
真
実
を
説
く
勝
這
経
が
晩
年
に
な
っ
て
慧
観
の
知
る
所
と
な
っ
た
。
法
華
経
に
よ
っ
て
教
説
に
前
後
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
慧
観
が
、
佛
陀
教
説
の
始
終
を
以
て
任
ず
る
華
厳
と
浬
藥
の
二
経
に
接
し
、
更
に
遅
れ
て
は
法
華
の
説
を
理
論
的
に
裏
づ
け
る

勝
鬘
経
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
偶
然
な
る
事
実
が
彼
の
思
想
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

四
、
法
華
宗
要
序

慧
観
は
法
華
・
浬
藥
・
勝
鬘
の
諸
経
に
つ
い
て
紹
介
と
研
究
に
寄
与
し
、
華
厳
経
に
も
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
鳩
摩
羅
什

に
師
事
し
た
か
ら
、
羅
什
が
自
ら
訳
し
且
つ
重
ん
じ
た
般
若
経
と
維
摩
経
に
も
平
生
関
心
の
大
き
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
７



そ
の
序
に
よ
れ
ば
、
先
ず
人
々
の
能
力
に
は
浅
深
の
別
が
あ
る
か
ら
、
佛
は
初
め
か
ら
一
乗
を
説
く
こ
と
を
せ
ず
人
々
の
能
力
に
応
じ

て
道
を
説
く
た
め
三
乗
の
別
を
以
て
教
を
垂
れ
た
が
、
そ
の
区
別
は
真
実
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
終
に
は
一
つ
に
結
帰
せ
ら
れ
た
。
｝
」
れ

を
妙
法
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
唯
一
最
高
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
形
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
知
ら
せ
よ
う
と
し
て
、
蓮
華
の
中
で
も
最

高
で
あ
る
と
こ
ろ
の
分
陀
利
に
臂
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
最
初
啓
蒙
の
た
め
に
方
便
を
説
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
方
便
で
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
も
は
や
そ
の
方
便
を
最
高
と
見
誤
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
真
の
悟
り
が
開
け
て
く
る
。
そ
こ
で
三
乗
の
別

は
一
乗
と
い
う
こ
と
に
帰
入
し
た
の
で
、
か
く
て
教
と
し
て
は
先
ず
一
乗
に
入
り
、
次
い
で
覚
り
を
達
成
し
、
最
後
に
浬
樂
に
入
る
と
い

③

う
こ
と
を
も
っ
て
完
結
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
教
に
お
い
て
そ
の
内
容
と
な
る
も
の
の
統
一
的
根
源
は
唯
一
の
真
慧
で
あ
る
。
こ

れ
法
華
経
方
便
品
の
初
め
に
釈
迦
佛
が
佛
智
甚
深
と
歎
じ
、
見
宝
塔
品
に
お
い
て
多
宝
如
来
が
平
等
大
慧
と
称
歎
せ
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
。

そ
れ
は
華
に
寄
せ
て
微
妙
な
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
相
待
的
比
較
上
の
妙
で
は
な
く
、
絶
待
的
な
意
味
に
お
い
て
の
妙

で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
佛
の
み
の
知
り
得
る
境
地
で
あ
っ
て
、
他
の
何
人
も
う
か
が
い
知
る
所
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
意

味
を
表
わ
す
た
め
に
見
宝
塔
品
で
は
、
十
方
の
分
身
佛
が
集
ま
り
ま
た
過
去
佛
た
る
多
宝
如
来
が
出
現
し
て
証
明
せ
ら
れ
た
。
実
に
佛
教

の
奥
義
こ
こ
に
あ
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
自
分
は
若
い
時
よ
り
こ
の
一
乗
と
い
う
こ
と
を
研
究
し
て
き
た
が
深
い
意
味
は
わ
か
ら
な
か

こ
れ
ら
諸
経
に
つ
い
て
の
彼
の
所
見
を
知
る
こ
と
も
彼
の
思
想
を
綜
合
的
に
考
察
す
る
上
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
所
で
あ
る
が
、
い
ま

そ
の
問
題
に
入
る
に
先
立
っ
て
ま
ず
彼
が
最
初
に
著
わ
し
た
法
華
宗
要
序
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

法
華
宗
要
序
が
何
時
作
ら
れ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
前
述
の
如
く
羅
什
か
ら
そ
の
説
を
是
認
さ
れ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
み
て
、
羅
什
の
生
前
ま
だ
慧
観
が
長
安
に
い
た
時
の
作
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
出
三
蔵
記
集
巻
八
に
収
め
ら
れ

て
お
り
法
華
宗
要
序
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
法
華
宗
要
と
い
う
害
の
序
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
法
華
経
の
宗
要
を
摘
示
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
経
を
人
々
に
紹
介
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
、
経
の
序
文
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
法
華
宗
要
と
い
う
も
の
が
別
に
あ

る
と
い
具
ノ
の
で
は
な
い
。
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さ
て
慧
観
が
喪
し
た
年
時
は
何
時
の
こ
と
か
判
明
し
な
い
け
れ
ど
も
、
高
僧
伝
に
よ
れ
ば
宋
の
元
嘉
年
中
に
七
十
一
歳
で
卒
し
た
と
い

う
晴
代
頃
の
記
録
は
＄
彼
が
頓
漸
五
時
説
と
い
う
教
判
を
主
張
し
た
と
伝
え
て
お
り
、
即
ち
晴
の
吉
蔵
の
三
論
玄
義
や
智
顎
の
法
華
玄
義

十
上
等
に
よ
れ
ば
、
慧
観
は
二
教
五
時
説
を
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
、
三
論
玄
義
に
よ
っ
て
そ
の
要
旨
を
記
せ
ば
、
昔
浬

樂
経
が
初
め
て
江
左
（
江
南
建
康
の
こ
と
）
に
伝
っ
た
時
、
宋
の
道
場
寺
慧
観
は
そ
の
経
の
序
を
作
っ
て
、
そ
の
中
で
次
の
如
く
二
教
五

っ
た
。
幸
い
羅
什
師
の
正
確
な
翻
訳
が
出
た
の
で
大
い
に
は
っ
き
り
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
什
公
に
よ
れ
ば
卑
近
な
表
現
の
奥

に
は
容
易
に
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
ぬ
深
い
意
味
が
あ
る
と
言
っ
て
、
言
外
の
深
義
を
説
明
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
故
未
聞
の
人
に
知
ら
せ
る

た
め
、
こ
こ
に
要
義
を
書
き
述
、
へ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
が
法
華
宗
要
序
の
要
旨
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
見
る
に
彼
が
法
華
の
宗
要
を
一
乗
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
把
握
し
、
そ
の
一
乗
と
は

佛
慧
を
指
す
の
で
あ
る
と
見
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
即
ち
佛
は
初
め
は
人
々
の
能
力
に
応
じ
て
三
乗
の
別
を
説
か
れ
た
け
れ
ど
も
、

す
尋
へ
て
の
者
は
そ
れ
が
一
乗
の
た
め
で
あ
っ
た
と
佛
の
真
意
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
も
は
や
小
乗
の
執
着
心
が
自
然
に
と
り

除
か
れ
、
み
な
同
じ
よ
う
に
佛
と
な
っ
て
最
高
の
佛
智
を
得
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
法
華
に
説
か
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る

こ
れ
に
つ
い
て
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
慧
観
の
場
合
に
は
は
っ
き
り
と
一
乗
と
い
う
一
点
に
法
華
の
要
旨
を
集
約
し
て
見
出
し
て
い
る
こ

と
、
僧
叡
に
お
け
る
如
く
般
若
経
等
の
他
経
と
の
関
係
を
問
題
に
し
た
り
、
ま
た
象
徴
の
意
味
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
止
ま
ら

④

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
然
し
法
華
経
の
中
で
は
彼
も
ま
た
僧
叡
と
同
じ
く
見
宝
塔
品
の
表
現
に
深
い
関
心
を
示
し
て
お
り
、
こ

の
経
に
よ
っ
て
教
理
上
の
組
織
を
構
成
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
ま
だ
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
蓋
し
当
時
慧
観
に
あ
っ
て
は
ま

だ
個
々
の
経
典
の
宗
要
を
素
朴
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
狙
い
が
あ
っ
て
、
教
理
の
整
備
を
求
め
る
ま
で
の
素
養
が
で
き
て
い

な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
、
法
華
経
の
位
置
づ
け
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時
の
説
を
な
し
て
佛
教
の
整
理
を
し
た
。
即
ち
佛
教
は
大
別
し
て
頓
教
と
漸
教
と
に
分
け
ら
れ
る
。
頓
教
と
い
う
の
は
た
だ
菩
薩
だ
け
の

た
め
に
完
全
に
理
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
華
厳
経
が
そ
れ
で
あ
る
。
漸
教
と
は
浅
い
教
か
ら
深
い
教
へ
と
次
第
に
進
め
て
ゆ
く
教
え

方
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
五
つ
の
段
階
が
あ
っ
た
。
第
一
は
声
聞
の
た
め
に
四
諦
を
説
き
辞
支
佛
の
た
め
に
十
二
因
縁
を
説
き
大
乗
人
の

た
め
に
六
度
を
説
く
と
い
う
よ
う
に
、
三
乗
の
人
が
別
々
の
修
行
に
よ
っ
て
別
々
の
果
を
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
三
乗
別

教
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
第
二
は
通
じ
て
三
乗
の
機
を
教
え
る
か
ら
三
乗
通
教
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
般
若
経
の
中
に
説
か
れ
た
。

第
三
は
菩
薩
を
讃
揚
し
て
声
聞
を
折
挫
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
抑
揚
教
と
称
さ
れ
、
維
摩
（
浄
名
）
経
や
思
益
経
の
中
に
説
か
れ
た
。
第

四
は
そ
の
三
乗
を
皆
同
じ
一
乗
に
帰
せ
し
め
る
教
で
あ
る
か
ら
同
帰
教
と
称
さ
れ
、
こ
れ
は
法
華
経
の
中
に
説
か
れ
た
。
第
五
は
佛
身
の

常
住
を
説
く
常
住
教
で
あ
り
、
そ
れ
は
浬
藥
経
の
中
に
説
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
佛
教
は
洲
次
に
教
え
る
上
か
ら
い
え
ば
、
三
乗
別

教
が
最
も
浅
く
一
乗
を
説
く
法
華
経
は
深
い
が
、
浬
藥
経
は
更
に
そ
れ
よ
り
も
深
い
教
で
あ
っ
て
、
般
若
経
や
維
摩
経
等
は
法
華
経
よ
り

浅
く
そ
の
前
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
そ
の
意
味
を
推
測
す
れ
ば
、
最
初
に
佛
は
三
乗
を
別
々
に
し
て
教
え
る
こ

と
を
し
た
が
、
そ
れ
は
方
便
で
あ
る
か
ら
一
乗
へ
進
ま
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
先
ず
三
乗
の
区
別
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
彼
等
に

共
通
な
道
を
教
え
、
次
い
で
三
乗
の
中
の
高
い
教
で
あ
る
と
こ
ろ
の
菩
薩
の
た
め
の
教
と
低
い
教
で
あ
る
と
こ
ろ
の
声
剛
等
の
た
め
の
教

と
を
は
っ
き
り
対
照
し
て
示
し
、
そ
の
上
で
最
後
に
三
乗
を
皆
高
い
菩
薩
の
た
め
の
教
一
本
に
進
ま
せ
て
成
佛
さ
せ
る
。
こ
こ
で
佛
教
の

目
的
た
る
一
乗
は
明
白
と
な
っ
た
が
、
然
し
そ
れ
を
説
く
法
華
経
で
は
、
佛
の
寿
命
は
甚
だ
長
い
と
説
く
だ
け
で
有
限
で
あ
る
。
猩
藥
経

は
佛
身
を
常
住
と
い
う
か
ら
、
そ
の
意
味
で
こ
の
浬
藥
経
が
最
高
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

慧
観
の
浬
藥
経
序
と
い
う
の
は
現
存
せ
ぬ
か
ら
詳
細
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
佛
陀
が
成
道
後
二
七
日
の
時
に
正
覚
道
場
で
説
か
れ

た
と
い
う
華
厳
経
は
、
専
ら
菩
薩
の
た
め
の
説
で
あ
っ
て
声
聞
縁
覚
の
二
乗
は
全
く
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
こ
れ
を
頓
教
と
し
、
そ

れ
以
後
佛
の
一
代
五
十
年
間
の
説
法
は
法
華
経
に
よ
れ
ば
、
最
初
の
説
法
は
三
乗
差
別
の
教
で
あ
り
、
成
道
後
四
十
余
年
の
説
た
る
法
華

に
至
っ
て
一
乗
に
帰
一
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
三
乗
別
教
が
第
一
で
同
帰
教
の
法
華
が
そ
の
後
に
あ
る
は
間
違
い
な
い
が
、
同
じ
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大
乗
で
も
般
若
と
維
摩
と
は
三
乗
の
差
別
を
認
め
な
が
ら
そ
れ
に
対
す
る
態
度
が
異
な
る
。
そ
こ
で
通
じ
て
三
乗
を
教
え
る
般
若
を
第
二

時
と
し
、
三
乗
中
に
優
劣
を
判
定
す
る
維
摩
を
第
三
時
と
し
、
そ
の
両
者
の
次
に
第
四
時
と
し
て
法
華
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

浬
藥
経
は
悉
有
佛
性
と
如
来
常
住
を
説
く
が
、
そ
の
中
の
悉
有
佛
性
は
法
華
の
一
乗
と
軌
を
一
に
す
る
け
れ
ど
も
、
如
来
常
住
を
説
く
の

は
法
華
の
寿
量
品
が
佛
寿
無
量
を
説
く
の
に
対
し
て
、
更
に
一
歩
を
進
め
て
こ
れ
を
徹
底
せ
し
め
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
か
く
て
浬
樂
経

は
漸
教
の
至
極
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
然
り
と
す
れ
ば
こ
の
二
教
五
時
説
は
、
華
厳
と
浬
藥
と
法
華
の
三
経
を
以
て
支
柱

と
し
て
成
立
っ
も
の
と
い
う
籍
へ
く
、
中
で
も
前
三
後
一
の
形
に
お
い
て
漸
教
の
綱
格
を
決
定
づ
け
た
も
の
は
法
華
経
で
あ
っ
た
。

慧
観
が
浬
梁
経
の
再
治
と
華
厳
経
の
翻
訳
に
関
与
し
た
こ
と
が
、
こ
の
教
判
の
成
立
に
重
大
な
指
針
を
与
え
た
こ
と
は
論
な
し
と
す
る

も
、
法
華
の
宗
要
を
一
乗
と
し
た
信
念
及
び
羅
什
以
来
の
佛
陀
説
時
前
後
論
が
、
こ
の
教
判
に
決
定
的
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
看
過

⑤

で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
教
判
が
南
朝
の
斉
梁
時
代
の
佛
教
界
に
圧
倒
的
勢
力
を
以
て
迎
え
ら
れ
、
や
が
て
は
天
台
智
顎

の
五
時
教
判
に
素
材
を
与
え
る
こ
と
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
持
つ
佛
教
学
史
上
の
意
義
は
ま
こ
と
に
大
き
い
も
の
あ
り
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
慧
観
の
二
教
五
時
教
判
は
種
々
に
異
な
る
大
乗
佛
教
の
説
き
方
に
接
し
て
、
佛
教
教
義
は
結
局
に
お
い
て
何
を

教
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
困
惑
を
感
じ
た
中
国
の
人
為
が
、
先
ず
最
初
に
統
一
あ
る
体
系
化
を
試
み
た
も
の
と
し
て

特
筆
す
《
へ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
体
系
化
は
浬
藥
経
の
説
を
以
て
最
高
の
教
説
と
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、
慧
観
自
身
が
そ
う
考
え

⑥

た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
考
え
方
が
後
世
浬
樂
宗
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
浬
桑
宗
と
い
う
一
宗
派
の
枠
に
は
め
て
し
ま
う
前
に
、
法
華
一
経
の
見
方
が
更
に
拡
大
し
て
二
教
五
時
説
と
し

て
組
織
づ
け
ら
れ
た
そ
の
思
弁
力
に
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
何
ら
か
の
序
列
に
於
て
佛
教
諸
経
典
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
要
求
に
迫
ら
れ
て
、
二
教
五
時
説
と
い
う
も
の
が
組
織
づ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
確
か
に
着
想
は
そ
れ
で
あ
っ
た
か
も
知

れ
ぬ
が
、
三
乗
差
別
の
教
か
ら
一
乗
成
佛
の
教
へ
入
る
た
め
に
は
、
般
若
の
空
と
維
摩
の
無
分
別
を
経
由
し
な
け
れ
ば
到
達
で
き
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
我
々
に
教
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
法
華
の
一
乗
と
久
遠
実
成
は
浬
藥
経
の
悉
有
佛
性
と
如
来
常
住
に
来
っ
て
論
理
的
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整
備
を
見
出
す
こ
と
を
暗
黙
の
中
に
語
っ
て
い
る
。
更
に
法
華
宗
要
序
の
絶
待
妙
と
い
う
一
点
の
み
に
つ
い
て
見
る
も
、
そ
こ
に
は
般
若

空
観
が
相
待
差
別
の
中
か
ら
も
の
の
絶
待
的
意
義
を
見
出
さ
せ
る
に
豫
っ
て
い
た
こ
と
を
推
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
私
自
身
こ
れ
ま

で
表
面
的
な
理
解
に
の
み
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
省
み
、
こ
れ
ら
簡
潔
な
初
期
の
文
献
の
中
か
ら
一
層
含
蓄
深
い
意
義
を
汲
み
と
る
こ
と

に
努
め
た
い
と
思
う
。
何
と
い
っ
て
も
経
の
深
義
は
、
汲
み
と
る
者
の
力
次
第
で
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
〃
文
底
秘
沈
〃

を
言
っ
た
日
蓮
の
語
は
佛
教
を
学
ぶ
も
の
の
心
す
、
へ
き
用
意
を
衝
い
た
も
の
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。

魁①
僧
叡
。
高
僧
伝
巻
六
の
彼
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
羅
什
が
妙
法
華
経
の
五
百
弟
子
受
記
品
を
訳
す
る
時
、
訳
文
に
つ
い
て
意
見
を
提
案
し
た
と
い
う
一
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
又
、
大
小
川
Ｉ
法
華
・
維
摩
・
思
益
・
自
在
王
・
禅
経
等
の
注
釈
を
作
っ
た
と
解
し
得
る
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。
し
か
し
明
本
に
注
と
あ
る
字
が
腿
本
及
び
宋
元

本
は
著
す
と
あ
る
か
ら
著
の
字
が
正
し
く
、
且
つ
現
存
す
る
そ
れ
ら
の
経
序
を
見
る
と
、
そ
の
中
で
思
益
・
維
摩
は
簡
単
掩
払
注
釈
を
作
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
法
華

経
そ
の
他
多
く
は
注
を
作
っ
た
の
で
な
く
序
を
製
し
て
解
説
し
た
の
に
止
ま
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
拙
稿
「
僧
叡
》
」
惹
叡
は
同
人
な
り
」
（
「
中
国
佛
教
の
研
究
第

二
」
所
収
）
、
及
び
古
田
和
弘
氏
の
「
僧
叡
の
研
究
」
（
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
十
、
十
一
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②
竺
道
生
の
法
華
経
疏
。
羅
什
訳
の
法
華
経
に
注
釈
書
を
著
し
た
も
の
と
し
て
は
、
羅
什
門
下
の
道
融
・
曇
影
の
名
が
高
僧
伝
の
中
に
見
え
、
吉
蔵
の
法
華
玄
論
巻
一
及

び
法
華
遊
意
巻
下
等
に
は
新
法
華
を
誰
ず
る
こ
と
は
道
融
よ
り
始
ま
り
、
融
は
経
を
講
ず
る
に
際
し
開
い
て
九
轍
と
し
た
か
ら
時
人
は
彼
を
呼
ん
で
九
轍
法
師
と
称
し
た

と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
現
存
す
る
当
時
の
も
の
と
し
て
は
、
竺
道
生
の
法
華
疏
の
み
で
あ
る
。
拙
著
「
法
華
思
想
」
の
中
の
第
三
章
第
一
節
「
鳩
摩
羅
什

翻
訳
時
代
の
法
華
教
学
」
、
及
び
同
じ
く
拙
著
「
法
華
思
想
の
研
究
」
の
中
の
「
竺
道
生
撰
法
華
経
疏
の
研
究
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
慧
観
の
法
華
宗
要
序
の
中
の
「
同
性
の
三
、
会
し
て
一
と
な
る
は
乗
の
始
な
り
、
覚
慧
成
満
は
乗
の
盛
な
り
、
滅
影
澄
神
は
乗
の
終
な
り
」
の
文
に
つ
い
て
は
、
解
釈

の
仕
方
に
古
来
不
同
が
あ
り
、
智
顎
の
法
華
玄
義
巻
九
下
の
明
宗
の
項
、
及
び
吉
蔵
の
法
華
玄
論
巻
二
の
釈
名
の
項
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
卑
見
に
つ
い
て
は
、
前
掲

「
法
華
思
想
の
研
究
」
一
九
八
頁
を
参
照
。

④
僧
叡
の
小
品
経
序
・
法
華
経
後
序
・
自
在
王
経
後
序
及
び
峨
疑
を
参
照
の
こ
と
（
何
れ
も
出
三
蔵
記
集
所
収
）
。
法
華
経
後
序
の
中
に
、
「
然
れ
ば
則
ち
、
寿
量
は
そ
の

数
に
非
る
を
定
め
、
分
身
は
そ
の
無
実
を
明
か
し
、
普
賢
は
そ
の
無
成
を
顕
わ
し
、
多
宝
は
そ
の
不
滅
を
照
す
」
と
言
っ
て
い
る
。

⑤
羅
什
以
来
の
佛
陀
説
時
前
後
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
教
相
判
釈
の
原
始
形
態
」
（
「
中
国
佛
教
の
研
究
第
二
」
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑥
浬
渠
経
の
説
が
最
高
の
教
と
見
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
入
滅
時
の
説
法
た
る
こ
と
に
大
き
く
関
係
す
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
見
方
が
経
の
原
意

に
添
う
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
近
く
「
大
谷
学
報
」
（
第
五
十
一
巻
第
一
号
）
に
卑
見
を
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
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