
書
評
・
紹
介

中
国
南
北
朝
時
代
に
鮮
卑
族
の
拓
肱
珪
が
建
国
し
た
北
魏
（
三
八
六
’

五
三
四
）
と
い
え
ば
、
そ
の
正
史
魏
害
が
中
国
二
十
五
史
の
う
ち
で
佛

教
や
道
教
の
宗
教
史
で
あ
る
釈
老
志
の
立
て
ら
れ
て
い
る
ほ
と
ん
ど
唯
一

の
国
で
あ
る
。
ま
た
『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
記
す
造
寺
造
像
の
盛
大
さ
や
、

有
名
な
佛
教
遺
跡
雲
崗
や
龍
門
の
石
窟
な
ど
に
よ
っ
て
、
北
魏
時
代
の
佛

教
は
中
国
佛
教
史
に
お
い
て
き
わ
め
て
特
異
な
存
在
と
し
て
従
来
か
ら
研

究
者
に
注
目
せ
ら
れ
て
い
た
。
じ
じ
つ
、
す
で
に
塚
本
善
隆
博
士
に
『
魏

害
釈
老
志
の
研
究
』
や
『
支
那
佛
教
史
研
究
北
魏
篇
』
の
専
著
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
同
博
士
に
代
表
さ
れ
る
研
究
成
果
を
通
し
て
、
北
魏
佛
教
の
研

究
は
き
わ
め
て
魅
力
的
な
研
究
分
野
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
き
た
が

同
時
に
、
こ
れ
ら
の
北
魏
の
造
像
銘
類
な
ど
の
精
微
な
研
究
成
果
は
、
北

魏
佛
教
の
研
究
と
い
う
も
の
が
す
で
に
完
全
な
ま
で
に
し
つ
く
さ
れ
て
き

た
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
も
研
究
者
に
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
は
た
し
て

そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
本
書
は
い
く
つ
か
の
問
題
提
起
を
含
め
て
そ
の
解

明
を
真
正
面
か
ら
果
そ
う
と
し
た
野
心
的
な
大
作
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の

視
点
と
し
て
編
者
は
、
従
来
の
縦
の
関
係
に
お
け
る
教
理
史
的
な
研
究
面

か
ら
は
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
横
の
関
係
に
お
け
る
同
時
代
的

横
超
慧
日
編

「
北
魏
佛
教
の
研
究
」

平
井
俊
榮

な
共
通
基
盤
に
着
目
し
、
北
魏
を
中
心
と
せ
る
南
北
朝
時
代
の
北
朝
に
焦

点
を
合
わ
せ
て
そ
の
宗
教
信
仰
の
基
盤
を
綜
合
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
図
の
下
に
編
纂
さ
れ
た
本
書
の
第
二
の
特
徴
は
、
こ
れ

が
文
部
省
科
学
研
究
費
の
助
成
に
基
づ
く
共
同
研
究
の
成
果
報
告
書
で
あ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
の
執
筆
者
は
俳
教
教
義
学
や
中

国
の
民
族
宗
教
・
文
化
史
一
般
に
関
す
る
学
者
は
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
ド
学

・
イ
ン
ド
佛
教
史
に
お
け
る
専
門
家
等
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

て
、
多
く
の
角
度
か
ら
北
朝
佛
教
の
綜
合
的
研
究
を
目
差
し
て
い
る
。
今

日
の
学
界
を
代
表
す
る
第
一
線
の
学
者
多
数
の
協
力
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う

な
研
究
が
公
刊
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
研
究
代
表
者
で
も
あ
る
本
書
の
編
著

者
の
学
徳
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
毎
年
多
数
の
佛
教
関
係
の
綜
合
研
究

班
に
助
成
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
形
で
研

究
成
果
が
報
告
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
の
を
思
う
と
き
、
研
究
代
表
者
の

学
問
に
対
す
る
誠
実
な
姿
勢
に
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
学
的
な
誠
実
さ
こ
そ
、
本
書
の
も
つ
最
大
の
特
徴
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
以
下
順
を
追
っ
て
本
書
の
概
説
と
別
評
を
試
み
た
い
。

本
書
は
大
別
し
て
二
篇
に
分
れ
て
い
る
。
第
一
篇
思
想
篇
に
は
横
超
慧

日
「
北
魏
佛
教
の
基
本
的
課
題
」
、
藤
原
幸
章
「
念
佛
往
生
と
他
力
信
仰
」
、

藤
堂
恭
俊
「
北
魏
佛
教
に
お
け
る
称
名
と
そ
の
社
会
背
景
」
、
柳
川
聖
山

「
ダ
ル
マ
禅
と
そ
の
背
景
」
、
安
藤
俊
雄
「
北
魏
浬
築
学
の
伝
統
と
初
期
の

四
論
師
」
、
富
貴
原
章
信
「
浄
影
慧
遠
の
佛
性
説
」
、
安
井
広
済
「
維
摩
経

の
研
究
」
、
雲
井
昭
善
「
法
滅
思
想
の
源
流
」
の
諸
氏
の
論
文
が
収
め
ら

れ
、
第
二
篇
文
化
篇
に
は
桜
部
建
「
世
親
の
釈
経
論
と
菩
提
流
支
の
訳
業
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と
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
、
道
端
良
秀
「
大
乗
菩
薩
戒
と
在
家
佛
教
」
、
窪

徳
忠
「
北
朝
に
お
け
る
道
佛
二
教
の
関
係
」
、
牧
田
諦
亮
「
北
魏
の
庶
民

経
典
に
つ
い
て
」
、
滋
野
井
栖
「
北
魏
時
代
の
洛
陽
寺
院
に
関
す
る
若
干

の
考
察
」
、
佐
倉
木
教
悟
「
イ
ン
ド
と
北
魏
と
の
あ
い
だ
の
佛
教
交
流
に
つ

い
て
」
、
福
井
康
順
「
魏
書
釈
老
志
「
老
」
部
（
対
訳
）
」
の
諸
氏
の
論
文

が
録
せ
ら
れ
て
い
る
。
本
書
に
お
け
る
こ
の
二
部
構
成
は
、
前
者
が
北
朝

佛
教
文
化
の
表
層
を
示
す
も
の
と
す
れ
ば
後
者
は
そ
の
基
層
を
解
明
し
よ

う
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
、
執
筆
者
な
ら
び
に
研
究
課
題
も
比
較
的
均
衡

の
と
れ
た
配
置
で
、
編
者
の
周
到
な
配
慮
が
伺
わ
れ
る
。

巻
頭
論
文
の
「
北
魏
佛
教
の
基
本
的
課
題
」
は
研
究
代
表
者
に
よ
る
本

書
全
篇
の
序
論
と
も
い
う
。
へ
き
も
の
で
、
ま
ず
北
魏
仙
教
研
究
の
意
義
を

強
調
し
、
後
世
日
本
佛
教
の
主
流
を
な
し
て
い
る
禅
宗
及
び
浄
土
教
の
源

流
が
と
も
に
北
魏
に
存
し
た
こ
と
、
ま
た
凝
然
の
い
う
日
本
佛
教
八
宗
の

中
国
に
お
け
る
起
源
は
す
べ
て
北
地
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
北
魏
佛
教

の
研
究
な
く
し
て
は
唐
代
佛
教
の
理
解
も
完
全
に
な
し
得
ぬ
と
ま
で
断
じ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
北
魏
佛
教
の
概
説
を
試
み
て
い
る
が
、

こ
こ
で
提
起
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
、
の
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の

専
門
分
野
に
お
け
る
各
分
担
研
究
者
に
よ
っ
て
如
何
に
有
機
的
な
関
連
づ

け
を
も
っ
て
論
及
せ
ら
れ
て
い
る
か
が
本
書
の
成
否
を
決
定
づ
け
る
ポ
イ

ン
ト
で
も
あ
ろ
う
。
な
お
著
者
は
北
魏
佛
教
を
平
城
時
代
（
三
九
八
’
四

九
四
）
と
洛
陽
時
代
（
四
九
四
’
五
三
四
）
に
分
け
て
初
期
の
歴
史
的
様

相
を
概
観
し
た
の
ち
、
と
く
に
典
型
的
に
北
魏
佛
教
と
し
て
の
特
色
を
発

揮
し
た
も
の
と
し
て
、
地
論
教
学
に
お
け
る
『
十
地
経
論
』
と
、
曇
擁
浄

土
教
の
『
無
量
寿
経
論
註
』
の
二
言
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
考

察
し
て
い
る
。

つ
づ
く
「
念
佛
往
生
と
他
力
信
仰
」
「
北
魏
佛
教
に
お
け
る
称
名
と
そ
の

社
会
背
景
」
の
二
論
文
と
「
ダ
ル
マ
禅
と
そ
の
背
景
」
は
、
曇
欝
の
浄
土

教
と
達
摩
の
祖
師
禅
と
い
う
、
後
世
の
佛
教
思
想
の
展
開
に
最
大
の
影
響

を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
二
大
思
想
の
思
想
的
源
流
に
関
説
し
た
も
の
で

あ
る
。
曇
鴬
と
達
摩
は
、
い
わ
ば
北
魏
佛
教
の
二
大
精
華
と
も
い
う
、
へ
き

人
で
あ
り
、
本
研
究
に
お
い
て
も
お
そ
ら
く
編
者
の
も
っ
と
も
意
を
注
い

だ
所
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
，
そ
れ
に
答
え
る
べ
く
本
書
中
に
お
い
て
も
っ

と
も
精
細
な
論
考
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
「
念
佛
往
生
と
他
力
信
仰
」
に

お
い
て
は
、
曇
鶯
の
浄
土
教
は
、
盧
山
慧
遠
の
浄
土
教
が
観
想
的
な
自
力

助
念
佛
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
こ
れ
を
否
定
的
媒
介
と
す

る
明
確
な
他
力
信
仰
の
確
立
に
あ
っ
た
と
説
き
、
自
力
か
ら
他
力
へ
と
い

う
図
式
に
お
い
て
中
国
佛
教
に
お
け
る
浄
土
教
の
定
着
を
解
明
し
て
い
る
。

つ
づ
く
「
北
魏
仙
教
に
お
け
る
称
名
と
そ
の
社
会
背
景
」
は
ま
ず
曇
鴬
が

『
無
量
寿
経
諭
註
』
に
お
い
て
説
く
「
去
行
」
に
は
念
称
併
用
と
但
称
名

の
二
態
が
あ
る
こ
と
を
解
明
し
、
と
く
に
後
者
へ
の
指
向
を
示
す
必
然
的

な
理
由
を
詮
索
す
る
と
と
も
に
、
口
業
に
よ
っ
て
称
え
ら
れ
る
佛
名
号
に

つ
い
て
曇
驚
の
名
号
観
を
究
明
し
、
そ
の
成
立
の
背
景
に
僧
肇
の
中
観
論

理
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
北
魏
時
代
の
人

々
が
称
名
信
仰
を
受
容
し
成
立
さ
せ
た
社
会
的
基
盤
に
つ
い
て
論
究
し
、

道
教
信
仰
の
要
素
色
彩
の
強
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
北
魏
社
会
に
お
け

る
称
名
行
者
の
集
団
化
に
つ
い
て
の
指
摘
も
き
わ
め
て
興
味
あ
る
問
題
で

あ
っ
た
。

「
ダ
ル
マ
禅
と
そ
の
背
景
」
は
質
量
と
も
に
本
書
の
圧
巻
で
あ
る
。
本
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稿
に
は
北
魏
佛
教
の
中
に
お
け
る
ダ
ル
マ
禅
と
い
う
も
の
を
、
た
ん
に
後

世
に
お
け
る
禅
宗
の
源
流
と
し
て
の
み
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
て
、
北

魏
佛
教
そ
の
も
の
の
源
初
的
な
実
態
を
そ
の
全
体
像
に
お
い
て
把
握
し
よ

う
と
す
る
意
識
的
な
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
「
続
高
僧
伝
一

そ
の
他
の
資
料
の
精
級
な
吟
味
に
よ
っ
て
ダ
ル
マ
や
慧
可
の
伝
記
を
再
検

討
し
、
初
期
ダ
ル
マ
禅
の
実
態
を
明
か
す
と
と
も
に
、
そ
の
背
後
に
あ
る

北
魏
佛
教
の
実
態
、
と
く
に
北
魏
末
の
習
禅
者
た
ち
の
実
態
に
つ
い
て
詳

し
い
吟
味
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
般
若
を
如
何
に
実
践
す
る
か
が
こ

れ
ら
習
禅
者
た
ち
の
主
張
の
特
色
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
こ
の
時
代
の
中

国
佛
教
の
関
心
で
も
あ
っ
た
と
断
じ
、
つ
い
で
曇
鶯
教
学
に
つ
い
て
も
、

そ
の
般
若
思
想
に
よ
る
論
理
化
と
実
践
的
な
深
化
へ
の
努
力
と
い
う
点
で

同
時
代
的
な
共
通
性
と
近
似
性
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

時
代
的
な
背
景
の
下
に
成
立
し
た
北
魏
佛
教
に
お
け
る
ダ
ル
マ
禅
の
意
義

が
、
無
相
虚
宗
の
般
若
の
宗
の
発
見
と
そ
の
実
践
的
な
昇
華
と
し
て
の
壁

観
に
あ
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
。
中
国
に
受
容
さ
れ
た
佛
教
の
体
質
と
い

う
も
の
を
考
え
る
上
で
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
北
魏
浬
薬
学
の
伝
統
と
初
期
の
四
論
師
」
に
お
い
て
著
者
は
、
南
地

の
浬
藥
学
が
専
ら
羅
什
学
派
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
大
乗
般
若
学
の
立
場

か
ら
浬
梁
経
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
北
地
の
学
者
た
ち
は
む

し
ろ
実
践
修
道
の
規
範
を
説
く
好
箇
の
大
乗
律
典
と
し
て
こ
の
経
を
尊
重

し
た
と
推
定
し
こ
れ
を
論
証
し
て
い
る
。
北
魏
太
武
帝
の
破
佛
の
も
た
ら

し
た
末
法
意
識
が
、
北
朝
の
佛
教
者
を
し
て
浬
梁
経
を
護
法
の
規
範
を
説

く
大
乗
の
律
典
と
し
て
尊
重
せ
し
め
た
こ
と
は
充
分
に
首
肯
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
か
か
る
北
地
浬
渠
学
の
伝
統
が
北
地
の
四
論
師
を
媒
介

と
し
て
天
台
智
顎
に
お
い
て
一
つ
の
頂
点
に
達
し
た
と
い
う
著
者
の
結
論

は
、
南
地
の
浬
桑
学
が
摂
山
三
論
学
派
に
よ
る
般
若
思
想
と
の
融
即
に
よ

っ
て
質
的
転
換
を
遂
げ
て
行
く
過
程
と
合
わ
せ
考
え
る
と
き
興
味
あ
る
問

題
で
あ
る
。

「
浄
影
慧
遠
の
佛
性
説
」
は
晴
の
三
大
法
師
と
し
て
吉
蔵
・
智
顎
と
並

ぶ
浄
影
寺
慧
遠
の
佛
性
説
を
そ
の
主
著
『
大
乗
義
章
』
に
つ
い
て
詳
論
し

た
も
の
で
あ
り
、
「
佛
性
義
」
と
「
種
性
義
」
の
二
部
構
成
と
し
て
い
る

が
、
後
者
は
義
章
巻
九
に
い
う
「
二
種
種
性
義
」
の
意
で
、
慧
遠
が
地
持

経
の
性
種
と
習
種
と
を
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
吉
蔵
が
『
大
乗
玄
諭
』
で

「
地
論
師
は
理
佛
性
と
行
佛
性
を
た
て
、
理
佛
性
は
本
有
で
あ
り
行
佛
性

は
始
有
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
二
種
性
を
解
し
た
も
の
で
、

慧
遠
に
お
い
て
は
性
種
が
理
佛
性
で
あ
り
、
習
種
が
行
佛
性
で
あ
る
。
前

者
の
佛
性
義
に
つ
い
て
は
『
大
乗
義
章
』
の
五
門
分
別
を
詳
論
し
て
い
る
。

「
維
摩
経
の
研
究
」
は
維
摩
経
の
原
典
的
研
究
で
、
チ
。
ヘ
ッ
ト
訳
に
基

づ
い
て
従
来
の
羅
什
訳
に
基
づ
く
伝
統
的
な
解
釈
を
批
判
す
る
と
い
う
方

法
を
と
っ
て
い
る
。
一
、
「
佛
国
品
」
の
思
想
、
二
、
漢
訳
の
読
み
方
に

つ
い
て
、
の
二
部
か
ら
成
り
、
前
者
は
経
の
中
で
も
重
要
な
「
佛
国
品
」

に
つ
い
て
伝
統
的
解
釈
の
批
判
を
試
み
、
後
者
に
お
い
て
は
「
佛
国
品
」

第
一
、
「
弟
子
品
」
館
三
、
「
菩
薩
品
」
第
四
、
「
文
殊
師
利
問
疾
品
」

第
五
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
文
を
例
と
し
て
引
き
、
チ
↑
ヘ
ッ
ト
訳
と
羅
什
訳
を

比
較
し
て
、
準
梵
語
原
典
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
羅
什
訳
が
す
で
に
中
国

の
三
論
宗
的
な
発
展
的
理
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ

つ
（
》
Ｏ

「
法
滅
思
想
の
源
流
」
は
イ
ン
ド
佛
教
と
中
国
佛
教
に
お
け
る
法
滅
思
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想
の
相
違
を
問
題
と
し
、
イ
ン
ド
佛
教
に
お
い
て
は
専
ら
教
団
人
に
対
す

る
警
告
訓
戒
の
意
味
を
も
っ
て
説
き
出
さ
れ
た
の
が
、
の
ち
に
至
っ
て
教

団
破
壊
な
ど
の
歴
史
的
事
実
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
対

し
、
中
国
佛
教
に
お
い
て
は
む
し
ろ
は
じ
め
か
ら
そ
れ
が
北
魏
太
武
帝
・

北
周
武
帝
な
ど
の
廃
佛
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
遭
う
こ
と
に
よ
っ
て
問
題

と
さ
れ
、
正
像
末
三
時
説
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

点
で
対
照
的
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
つ
い
で
正
像
末
三
時
説
成
立
の

経
紳
を
述
べ
て
い
る
が
、
正
法
・
像
法
・
末
法
の
三
時
説
の
形
を
は
っ
き

り
と
る
経
は
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

第
二
篇
文
化
篇
に
お
け
る
最
初
の
論
文
は
「
世
親
の
釈
経
論
と
菩
提
流

支
の
訳
業
と
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
で
あ
る
。
世
親
作
の
釈
経
論
は
原
梵

文
の
伝
わ
る
も
の
が
殆
ん
ど
な
く
、
そ
の
半
ば
以
上
は
専
ら
北
魏
の
菩
提

流
支
に
よ
る
漢
訳
と
い
う
形
態
に
お
い
て
の
み
流
伝
し
て
い
る
こ
と
に
着

目
し
、
現
存
の
流
支
訳
釈
経
諭
が
イ
ン
ド
仙
教
の
世
親
の
大
乗
経
典
解
釈

を
知
る
上
の
主
要
な
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
イ
ン
ド
撰
述
の
大
乗

諭
書
の
一
形
式
が
中
国
に
如
何
に
伝
来
受
容
さ
れ
た
か
を
知
る
一
つ
の
ま

と
ま
っ
た
材
料
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
の
両
者
に
関
連
す
る
問
迩
と
し
て
流

支
訳
釈
経
論
に
お
け
る
「
如
実
修
行
」
の
一
句
を
抽
出
し
て
そ
の
句
の
原

語
形
態
を
追
求
、
中
国
佛
教
者
に
よ
る
理
解
を
検
討
し
て
い
る
。
結
論
と

し
て
「
如
実
」
が
中
観
的
理
解
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
、
原
語
に
は

な
い
「
相
応
」
の
語
を
付
加
し
こ
の
方
に
重
点
を
お
い
た
解
釈
が
な
さ
れ
、

イ
ン
ド
的
背
景
を
失
な
っ
た
漢
語
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

「
大
乗
菩
薩
戒
と
在
家
佛
教
」
は
、
大
乗
経
典
や
律
典
に
あ
ら
わ
れ
る

在
家
菩
薩
と
出
家
菩
薩
、
乃
至
菩
薩
僧
と
い
う
も
の
の
三
国
に
お
け
る
差

違
や
定
義
に
つ
い
て
詳
し
い
論
考
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
お

い
て
は
佛
塔
信
仰
を
中
心
と
し
た
大
乗
佛
教
の
在
家
信
者
が
在
家
菩
薩
で

あ
り
、
こ
の
在
家
菩
薩
の
帰
依
僧
た
る
大
乗
佛
教
の
僧
伽
が
出
家
菩
薩
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
中
国
に
お
い
て
は
梵
網
経
や
法
苑
珠
林
な
ど
で
大
乗

菩
薩
戒
と
の
関
係
に
お
い
て
定
義
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
を
綿
密

に
考
証
し
、
さ
ら
に
北
周
の
廃
佛
後
で
き
た
菩
薩
僧
は
長
髪
華
冠
の
在
俗

相
の
出
家
で
、
こ
れ
が
出
家
菩
薩
Ｉ
菩
薩
僧
と
い
う
形
で
中
国
佛
教
に
も

定
着
し
て
い
た
菩
薩
僧
の
観
念
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
特
殊
な
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

「
北
朝
に
お
け
る
道
佛
二
教
の
関
係
」
は
、
中
国
の
宗
教
思
想
火
を
儒

教
を
介
在
さ
せ
た
道
佛
二
教
の
交
渉
史
の
過
程
と
み
る
著
者
が
、
と
く
に

北
魏
の
志
謙
之
に
よ
っ
て
唱
え
だ
さ
れ
た
新
天
師
道
と
、
北
周
の
廃
佛
後

長
安
に
で
き
た
通
道
観
の
二
つ
を
と
り
上
げ
て
道
佛
二
教
の
交
渉
を
論
じ

た
も
の
で
あ
る
。
新
天
師
道
が
佛
教
的
な
要
素
を
多
く
と
り
入
れ
て
道
教

を
宗
教
と
し
て
成
立
せ
し
め
た
点
、
さ
ら
に
、
北
周
の
通
道
観
が
道
教
側

の
資
料
か
ら
す
る
限
り
道
教
偏
重
の
傾
向
が
全
然
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う

指
摘
な
ど
、
従
来
未
着
手
の
問
題
や
通
説
の
再
検
討
を
試
み
て
い
る
点
で

興
味
あ
る
論
稿
で
あ
る
。
将
来
佛
教
史
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
形
の
比
較

研
究
の
必
要
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
北
魏
の
庶
民
経
典
に
つ
い
て
」
も
、
従
来
と
か
く
学
問
佛
教
の
研
究

に
偏
し
が
ち
で
あ
っ
た
傾
向
に
対
し
、
佛
教
本
来
の
姿
で
あ
る
庶
民
の
救

済
の
根
拠
と
な
っ
た
佛
教
の
実
態
を
解
明
し
、
そ
の
本
質
を
つ
こ
う
と
す

る
力
作
で
あ
る
。
と
く
に
、
北
魏
時
代
に
中
国
に
お
い
て
撰
述
さ
れ
た
所
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謂
偽
経
と
称
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
宝
車
菩
薩
経
、
提
謂
経
、
浄
土
三
昧

経
の
三
部
に
つ
い
て
中
国
人
社
会
に
読
訶
さ
れ
信
奉
さ
れ
た
佛
教
経
典
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
究
し
、
佛
教
が
中
国
人
の
佛
教
と
し

て
日
常
生
活
の
中
に
定
着
す
る
す
が
た
を
提
示
し
て
い
る
。

「
北
魏
時
代
の
洛
陽
寺
院
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
は
、
洛
陽
に
お
け

る
寺
院
集
団
の
実
態
を
精
査
し
た
も
の
で
、
佛
寺
造
立
者
の
検
討
と
佛
寺

増
加
の
次
第
と
に
分
け
て
考
察
し
、
そ
の
基
盤
の
大
部
分
を
上
層
社
会
に

頼
っ
て
繁
栄
し
た
寺
院
集
団
の
帰
結
を
明
示
し
て
い
る
。

「
イ
ン
ド
と
北
魏
と
の
あ
い
だ
の
佛
教
交
流
に
つ
い
て
」
は
、
北
魏
時

代
の
求
法
僧
と
訳
経
僧
の
業
績
を
軸
と
し
て
、
イ
ン
ド
な
ら
び
に
西
域
地

方
と
中
国
と
の
佛
教
交
流
を
論
じ
た
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
佛
教
の
中
国
的

受
容
の
形
態
や
雲
崗
の
石
窟
な
ど
に
み
る
造
型
文
化
に
お
よ
ぼ
し
た
イ
ン

ド
の
影
響
に
つ
い
て
も
関
説
し
て
い
る
。

「
魏
耆
釈
老
志
「
老
」
部
（
対
訳
）
」
は
、
文
字
通
り
百
衲
本
魏
書
を
テ

キ
ス
ト
と
し
た
釈
老
志
の
う
ち
の
「
老
」
の
部
（
道
教
）
に
つ
い
て
の
対

訳
で
あ
る
。
百
衲
本
の
写
誤
、
脱
誤
、
錯
簡
に
つ
い
て
の
校
註
も
詳
し
く
、

研
究
者
に
と
っ
て
益
す
る
所
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
本
書
は
北
魏
を
中
心
と
し
た
南
北
朝
時
代

の
北
朝
佛
教
に
つ
い
て
、
全
貌
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
そ
の
種
々

相
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
論
究
し
た
も
の
と
し
て
す
ぐ
れ
て
有
益
な
研

究
書
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
巻
末
に
南
朝
と
北
朝
を
対
比
さ
せ
た
詳
し
い

「
南
北
朝
佛
教
史
年
表
」
を
か
か
げ
、
人
名
、
地
名
、
寺
名
・
書
名
、
件
名
、

ロ
ー
マ
字
の
各
件
別
の
二
十
余
頁
に
わ
た
る
詳
細
な
索
引
が
付
け
て
あ
る

の
も
親
切
な
細
集
で
あ
る
。
本
書
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
綜
合
研
究
の
成
果

報
告
書
が
呼
び
水
と
な
っ
て
、
今
後
、
よ
り
強
力
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
に
よ
る
共
同
研
究
の
推
進
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
結
局
、
学
界
の
水
準

を
高
め
て
行
く
重
要
な
モ
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
現
行

の
綜
合
研
究
制
度
に
対
す
る
批
判
の
意
味
も
こ
め
て
本
書
刊
行
の
も
つ
意

義
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

（
昭
和
四
五
年
三
月
、
平
楽
寺
書
店
、
Ａ
五
版
、
三
、
八
○
○
円
）
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