
塚
本
善
隆
博
士
に
よ
っ
て
「
中
国
仏
教
通
史
・
第
一
巻
」
が
著
わ
さ
れ

た
が
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

中
国
佛
教
史
と
し
て
著
述
さ
れ
た
書
籍
は
、
従
来
に
も
数
多
く
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
近
く
は
平
楽
寺
書
店
出
版
の
「
佛
教
史
概
説
・
中
国
篇
」

や
道
端
良
秀
博
士
の
「
中
国
佛
教
史
」
が
あ
り
、
以
前
に
は
常
盤
大
定
博

士
や
境
野
黄
洋
博
士
が
著
わ
さ
れ
た
佛
教
史
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の

佛
教
史
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
が
あ
り
特
色
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
応
じ
我

を
後
学
の
者
は
入
門
の
手
引
き
と
し
て
或
は
資
料
の
参
考
と
し
て
、
そ
の

恩
恵
に
浴
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
岡
部
和
雄
氏
に
よ
っ
て
本
書

の
書
評
（
中
外
日
報
６
月
１
日
附
）
の
中
で
注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ま
た
「
中
国
佛
教
の
道
し
る
べ
目
」
（
本
誌
第
２
号
所
収
・
横
超
彗
日
教

授
稿
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
従
来
に
著
わ
さ
れ
て
い

る
佛
教
史
だ
け
で
は
、
現
在
佛
教
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
充
分
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
。
且
つ
通
史
や
概
説
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
が

学
者
の
特
殊
研
究
の
累
積
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
点
か
ら
い
え
ば
、

学
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
に
お
い
て
よ
り
多
く
著
わ
さ
れ
て
い
て

し
か
る
ゞ
へ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
従
来
あ
る
佛
教
史
が
決

塚
本
善
隆
著

「
中
国
仏
教
通
史
」
第
一
巻二二

桐

才孝
唾、

海

し
て
数
多
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
の
「
佛
教
史
概

説
・
中
国
篇
」
が
初
版
と
し
て
出
さ
れ
た
の
は
既
に
昭
和
朗
年
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
前
後
に
は
龍
谷
大
学
編
「
中
国
佛
教
史
」
、
高
雄
義
堅
博
士

著
「
中
国
佛
教
史
論
」
、
小
笠
原
宣
秀
博
士
箸
「
中
国
佛
教
史
綱
要
」
等

が
出
版
さ
れ
て
は
い
る
が
、
近
い
と
こ
ろ
で
他
に
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
し

て
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
比
較
的
に
簡
略
で
あ
っ
た
り
、
問
題
点
が
限
定

さ
れ
て
い
た
り
し
て
、
綜
合
的
で
詳
細
な
中
国
佛
教
の
通
史
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
現
状
の
中
で
、
今
度
の
大
著
の
第
一
巻
が
出
版
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
学
界
に
お
い
て
久
し
く
待
望
さ
れ
て
い
た
所
に

応
え
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
・

著
者
塚
本
善
隆
博
士
は
現
在
は
京
都
博
物
館
の
館
長
と
し
て
活
躍
さ
れ

て
い
る
が
、
久
し
く
京
都
大
学
の
人
文
科
学
研
究
所
で
中
国
佛
教
の
研
究

を
専
攻
し
て
こ
ら
れ
た
。
博
士
の
学
問
業
績
は
「
支
那
佛
教
史
研
究
・
北

魏
篇
」
を
は
じ
め
と
し
て
「
唐
中
期
の
浄
土
教
」
「
日
支
佛
教
交
渉
史
研

究
」
「
魏
害
釈
老
志
の
研
究
」
等
の
著
書
並
び
に
多
く
の
研
究
論
文
が
あ

る
。
ま
た
各
分
野
の
専
門
学
者
に
よ
る
共
同
研
究
の
成
果
を
編
集
せ
ら
れ

た
「
確
諭
研
究
」
を
見
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
博
士
は
常
に
京
都
に
お

け
る
中
国
佛
教
学
研
究
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
博
士
に
よ

っ
て
著
わ
さ
れ
た
こ
の
中
国
佛
教
通
史
に
は
、
白
か
ら
本
書
独
自
の
面
目

が
う
か
が
わ
れ
る
。

著
者
は
ま
ず
序
文
の
中
で
、
本
書
が
著
作
さ
れ
た
意
図
や
成
立
の
経
過

に
つ
い
て
く
わ
し
く
述
ゞ
へ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
〃
広
い
各
階
層

の
中
国
人
民
が
伝
来
佛
教
を
彼
ら
の
思
想
信
仰
実
践
体
験
と
し
て
如
何
に

受
容
し
て
き
た
か
〃
と
い
う
こ
と
、
及
び
〃
近
代
ま
で
中
国
社
会
の
宗
教
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と
し
て
「
佛
教
」
の
名
で
普
及
し
、
各
方
面
の
生
活
や
文
化
に
如
何
に
影

響
を
与
え
行
わ
れ
て
き
た
か
〃
と
い
う
こ
と
へ
の
探
求
で
あ
っ
た
。
ま
た

〃
佛
教
が
東
洋
文
化
史
の
上
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
誰
、
も
知
り
な
が
ら
、

日
本
東
洋
学
会
に
佛
教
を
東
洋
の
思
想
、
文
学
、
歴
史
、
経
済
、
美
術
、

信
仰
の
重
要
な
流
れ
と
し
て
広
く
包
摂
し
た
東
洋
学
が
起
こ
ら
ず
、
佛
教

だ
け
が
広
い
東
洋
学
か
ら
孤
立
に
お
か
れ
″
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
反
省

に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
著
者
は
こ
れ
を
日
本
の
佛
教
学
者
の
責
任
で
あ

る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
か
く
て
一
般
東
洋
学
者
に
対
し
て
も
、
ま
た
佛
教

学
者
に
対
し
て
も
、
両
者
に
と
っ
て
資
益
す
る
よ
う
な
中
国
佛
教
の
通
史

を
提
供
し
た
い
と
い
う
の
が
著
者
の
願
い
で
あ
っ
た
。
即
ち
そ
れ
は
東
洋

学
と
中
国
佛
教
学
を
綜
合
さ
せ
た
東
洋
文
化
史
の
大
成
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
ろ
う
。

本
書
著
作
の
計
画
は
中
国
佛
教
通
史
全
四
巻
の
予
定
の
も
と
に
着
手
せ

ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
中
の
第
一
巻
で
あ
る
本
書
に
は
、
中
国
へ
の
佛
教

の
流
伝
か
ら
始
め
て
東
晉
末
の
般
若
学
の
興
隆
ま
で
を
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
釈
道
安
の
研
究
が
一
章
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
本
文
七
章
五
四
○
頁
、

巻
末
の
注
記
九
一
頁
、
索
引
二
二
頁
と
よ
り
成
っ
て
い
る
。

本
書
の
叙
述
は
王
朝
の
順
を
追
っ
て
そ
の
時
代
の
発
展
様
相
を
述
§
へ
る

と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
王
朝
を
軸
と
し
て
そ
の
時
代
の
佛

教
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
取
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
各
時
代
の
史

実
に
対
す
る
背
景
や
後
世
へ
の
影
響
を
見
る
に
は
便
利
で
あ
り
、
い
わ
ば

各
章
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
と
ま
っ
た
一
つ
の
論
文
と
な
り
、
そ
れ
が
年
代
順
に

配
列
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
し
か
し
反
面
に
は
著
者
自
ら
も
認
め
て
お

ら
れ
る
よ
う
に
、
各
章
相
互
に
反
復
が
非
常
に
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、

通
読
す
る
者
に
と
っ
て
負
担
に
感
ず
る
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
特
色
の
一
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
は
、
注
記
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

資
料
文
献
を
一
括
し
て
多
く
列
挙
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
注
記
は
本
書

に
教
材
と
し
て
の
役
割
を
も
持
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
後
進
の
た

め
に
よ
き
導
き
と
な
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
た
だ
こ
の
注
記
の
中
に
は
佛

教
学
者
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
比
較
的
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
注

の
意
味
が
本
文
の
論
旨
を
補
う
と
い
う
よ
り
も
、
本
文
中
の
記
述
に
対
す

る
資
料
の
提
示
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
は

注
が
本
文
と
は
別
に
作
ら
れ
た
と
い
う
事
情
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
本
書
を
も
っ
て
入
門
書
と
し
て
の
意
味
と
通
史
と
し
て
の
意
味

と
を
兼
ね
る
も
の
と
し
て
お
ら
れ
る
。
入
門
書
と
い
う
点
か
ら
は
専
門
的

予
備
知
識
を
持
た
ぬ
者
に
も
読
解
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
通
史
と

い
う
点
か
ら
は
広
く
深
く
大
局
を
見
き
わ
め
た
史
観
に
立
っ
て
の
論
述
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
要
求
を
同
時
に
充
た
す
と
い
う

こ
と
は
、
長
い
間
こ
の
研
究
を
統
け
て
き
た
学
者
に
し
て
は
じ
め
て
な
し

得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
決
し
て
容
易
な
業
で
は
な
い
。
慾
を
い
え
ば
今
少

し
重
点
的
な
記
述
と
教
義
思
想
へ
の
大
綱
的
展
望
が
得
ら
れ
た
な
ら
ば
と

思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
れ
だ
け
の
詳
細
な
ま
た
博
い
視
野
か
ら

の
中
国
佛
教
通
史
が
出
た
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
今
日
の
日
本
に
お
け

る
中
国
佛
教
史
学
の
水
準
を
代
表
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
内
容
の
上
で
の
特
色
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
本
文
中
の
章
を
お
っ

て
概
略
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
章
序
説
中
国
佛
教
の
特
殊
性
ｌ
そ
の
性
格
を

規
制
し
た
も
の
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こ
の
章
で
は
先
ず
初
に
イ
ン
ド
・
西
域
に
お
け
る
佛
教
の
展
開
と
中
国

思
想
の
変
遷
が
概
観
さ
れ
て
い
て
（
第
一
節
）
、
中
国
へ
異
質
の
文
化
で

あ
る
イ
ン
ド
の
佛
教
が
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
特
殊
性
が
注
意
せ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
特
殊
性
と
し
て
は
、
教
義
的
に
は
大
乗
小
乗
と
異
っ
た
佛

教
が
別
途
に
流
入
し
、
地
域
的
に
は
イ
ン
ド
を
は
じ
め
西
域
諸
国
か
ら
雑

然
と
伝
来
し
、
時
間
的
に
は
そ
れ
ら
が
不
統
一
に
長
期
わ
た
っ
て
流
入
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
著
者
は
こ
れ
を
〃
複
数
佛
教
″
と
称

し
て
お
ら
れ
る
（
第
二
節
⑩
）
。
ま
た
受
容
の
可
能
性
と
し
て
、
中
国
に

流
入
し
た
佛
教
が
佛
像
や
塔
を
中
心
と
す
る
礼
拝
佛
教
で
あ
っ
た
こ
と

（
第
二
節
②
）
と
、
後
漢
時
代
の
国
教
的
な
儒
教
の
後
退
に
対
す
る
神
仙

方
術
的
な
道
教
の
勢
力
の
拡
が
り
（
館
三
節
）
と
が
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
諸
点
は
既
に
学
界
で
注
意
せ
ら
れ
た
所
で
も
あ
る
が
、
礼
拝
佛
教

と
い
う
こ
と
を
他
の
二
点
と
並
べ
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
著
者

の
野
心
的
見
解
が
う
か
が
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
教
義
的
地
域
的
な
〃
複
数
佛
教
″
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に

著
者
の
い
わ
れ
る
如
く
中
国
俳
教
を
規
制
し
性
格
づ
け
て
、
後
の
教
判
を

生
み
だ
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
が
、
筆
者
は
時
代
的
な
面
で

断
続
的
に
流
入
し
た
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
み
た
い
が
如
何
で
あ
ろ
う
。

中
国
へ
の
佛
教
の
流
入
は
い
か
に
も
長
い
期
間
を
通
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
そ
れ
が
決
し
て
絶
え
ず
連
続
し
て
来
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
人

の
佛
教
伝
来
僧
が
中
国
で
経
典
の
翻
訳
や
宣
教
を
行
う
。
そ
の
時
直
接
に

指
導
を
受
け
た
中
国
人
達
は
、
一
度
そ
の
指
導
者
を
失
う
と
続
い
て
そ
の

後
を
継
ぐ
指
導
者
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
自
分
た
ち
中
国
人
だ
け

の
間
で
暗
中
模
索
を
繰
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
い
つ
の

時
代
で
も
イ
ン
ド
か
ら
来
た
僧
た
ち
は
教
義
上
権
威
を
も
っ
て
中
国
社
会

に
迎
え
ら
れ
た
。
そ
こ
に
中
国
佛
教
が
イ
ン
ド
佛
教
と
は
異
質
の
も
の
と

な
っ
て
展
開
し
た
別
の
要
因
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ

れ
が
山
河
の
障
壁
な
く
し
て
西
域
と
中
国
と
の
間
に
絶
え
ず
自
由
に
往
来

交
通
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
ま
た
違
っ
た
様
相
を
示
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
外
来
の
佛
教
指
導
者
を
連
続
し
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
た
し
か
に
中
国
に
イ
ン
ド
的
な
僧
伽
・
教
団
が
発
達
で
き
な
か
っ

た
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
僧
伽
は
イ
ン
ド
で
は
自
然
に
形
成
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
が
、
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
基
盤
の
な
い
中
国
で
は
連
続
し
て
指
導

者
が
必
要
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
隠
逸
と
出
家
に
は
共
通
性
が
見
出
さ

れ
易
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
イ
ン
ド
に
お
け
る
出
家
と
中
国
に
お
け

る
出
家
と
の
間
に
は
、
意
味
の
上
で
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
を
否
定
で

き
な
い
。
暗
中
模
索
は
佛
教
の
中
国
化
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
し
、
僧
伽
が
発
達
し
難
い
こ
と
は
大
乗
佛
教
を
優
位
に
導
か
ざ
る
を

得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
私
は
断
続
的
な
佛
教
の
流

入
が
中
国
佛
教
形
成
の
要
因
と
考
え
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

次
に
佛
教
が
神
仙
方
術
的
な
も
の
と
し
て
受
容
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
に
対
し
て
は
別
に
異
論
は
な
い
。
だ
が
こ
れ
も
、
中
国
思
想
の
中
で

は
み
ら
れ
な
か
っ
た
輪
廻
転
生
・
因
果
応
報
の
思
想
の
伝
来
と
受
容
を
も

っ
て
し
て
、
中
国
に
お
け
る
儒
教
の
後
退
と
道
教
の
発
達
と
い
う
歴
史
的

な
動
向
と
の
関
連
の
上
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
の

素
朴
な
感
情
に
お
け
る
輪
廻
説
・
因
果
応
報
説
の
浸
透
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
が
中
国
の
人
灸
の
心
を
動
か
す
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
近

い
神
仙
方
術
に
託
し
て
受
容
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
る
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う
か
。
両
者
の
相
違
点
も
問
題
に
し
て
み
た
い
。
大
先
輩
の
著
述
を
拝
見

し
た
機
会
に
些
か
併
せ
て
卑
見
を
申
し
添
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

第
二
章
以
後
第
六
章
ま
で
は
王
朝
順
の
記
述
に
な
る
。

第
二
章
佛
教
初
伝
期
ｌ
後
漢
の
佛
教

第
三
章
三
国
時
代
の
佛
教

第
四
章
西
晉
（
二
四
五
’
一
三
六
）
の
佛
教

第
五
章
華
北
胡
族
国
家
の
佛
教
興
隆

第
六
章
江
南
東
晉
（
三
一
七
’
四
二
○
）
の
佛
教
興
隆

各
章
に
亘
る
記
述
の
共
通
し
た
方
針
と
し
て
は

１
、
政
治
社
会
状
況
の
概
略
（
統
治
者
と
佛
教
）

２
、
中
国
思
想
の
動
向
（
排
佛
者
と
奉
佛
者
）

３
、
佛
教
界
の
活
動
（
僧
俗
の
奉
佛
者
並
び
に
寺
院
の
実
態
）

と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書
全
体
を
通
じ
て
は
、
殊
に
そ
の
時
代

に
活
躍
し
た
人
交
の
事
蹟
が
中
心
と
な
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

第
二
章
は
前
半
に
中
国
へ
の
佛
教
初
伝
の
問
題
と
、
後
半
に
後
漢
の
安

世
高
・
支
婁
迦
徴
ら
の
佛
典
伝
訳
に
つ
い
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
三
章
で
は
道
教
の
動
勢
と
玄
学
の
新
興
が
社
会
状
勢
と
の
関
連
に
お

い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
筍
築
・
王
弼
・
何
晏
・
稚
康
・
向
秀
等
の
知
識

人
の
動
き
と
、
佛
典
翻
訳
者
と
し
て
の
曇
阿
迦
羅
・
康
僧
鎧
・
曇
帝
・
白

延
・
朱
士
行
に
つ
い
て
述
尋
へ
ら
れ
、
呉
の
佛
教
で
は
支
謙
の
訳
経
と
康
僧

会
の
宣
教
が
中
国
佛
教
形
成
の
大
き
な
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
詳
述
さ

れ
て
い
る
。

第
四
章
の
前
半
で
は
西
晉
の
時
代
に
な
る
と
文
献
に
奉
佛
者
の
記
載
が

増
加
す
る
こ
と
を
述
ゞ
へ
、
中
国
の
奉
佛
者
を
指
導
す
る
者
が
帰
化
外
国
人

の
二
世
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
て
い
る
。
後
半
で
は
竺
法

護
の
訳
経
宣
教
活
動
と
、
竺
叔
蘭
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
は
石
勒
・
石
虎
に
よ
っ
て
帰
依
さ
れ
た
佛
図
澄
が
中
心
と
な
る
。

そ
の
門
下
の
漢
人
僧
を
隠
逸
型
、
講
義
佛
典
型
、
求
道
実
践
型
の
三
種
の

類
型
に
別
け
て
い
る
。

こ
の
講
義
佛
典
型
の
中
で
格
義
佛
教
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、

格
義
と
い
う
こ
と
の
明
確
な
規
定
が
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

〃
中
国
に
佛
教
が
実
践
さ
れ
流
布
さ
れ
る
限
り
は
、
彼
ら
が
ど
の
程
度
に

、
、
、
、
、
、
、

か
格
義
的
佛
教
解
釈
を
つ
づ
け
つ
つ
、
中
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
応
じ

た
中
国
人
の
宗
教
あ
る
い
は
哲
学
と
し
て
、
彼
ら
の
社
会
に
ま
た
彼
ら
の

生
活
に
密
着
し
て
生
命
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
‐
も
否
定
で
き

、
、
、
、
、

な
い
″
〃
た
だ
し
格
義
的
解
釈
が
翻
訳
佛
典
の
原
典
的
本
義
を
誤
っ
て
ゆ

く
危
険
も
き
わ
め
て
多
い
〃
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
格
義
的

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
肝
心
の
説
明
が
充
分
で
な
い
の
で
入
門
者
に

は
誤
解
さ
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
佛
教
を
理
解
す
る
た

め
に
中
国
思
想
を
も
っ
て
考
え
る
者
と
、
佛
教
思
想
を
表
現
す
る
た
め
に

中
国
思
想
の
用
語
を
も
っ
て
し
た
者
と
、
実
は
二
面
に
分
け
ら
れ
性
格
を

異
に
す
る
の
で
な
い
か
と
思
う
が
、
格
義
と
い
う
術
語
が
明
瞭
に
定
義
づ

け
さ
れ
な
い
ま
ま
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
れ
ば

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
五
章
は
目
次
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
。
貴

族
佛
教
の
成
立
、
玄
学
の
流
行
、
梵
唄
の
流
入
、
竺
道
潜
と
支
道
林
で
代

表
す
る
中
国
僧
、
羅
什
以
前
の
般
若
学
の
展
望
、
建
康
の
佛
寺
の
状
況
、
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需
佛
道
の
関
係
、尼
僧
教
団
の
成
立
、
そ
し
て
多
く
の
翻
訳
者
の
伝
来
等
で 

あ
る
。
ま
た
こ
の
章
に
は
郝
超
の
「
奉
法
要
」
の
訳
文
が
の
せ
ら
れ
て
い 

る
。
通
史
の
中
で
こ
れ
だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
を
と
る
と
こ
ろ
、
本
書
の
性
格 

か
ら
も
そ
れ
が
よ
ほ
ど
重
大
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
に
由
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

第
七
章
中
国
佛
教
史
上
の
道
安

釈
道
安
は
中
国
佛
教
を
真
の
意
味
で
形
成
し
た
人
と
し
て
、
佛
教
史
上 

に
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
道
安
に
は
佛
教
教
団
の
成
立
、
戒
定
慧 

の
三
学
の
重
視
、
般
若
経
の
比
較
研
究
と
探
究
、
衆
経
目
録
の
編
纂
等
、
 

中
国
佛
教
へ
の
貢
献
は
非
常
に
大
き
い
。
そ
の
た
め
に
も
こ
の
一
章
が
別

諛
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ば
充
分
な
意
義
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
本
章
は
道
安 

の
生
涯
を
二
期
に
別
け
て
順
次
に
齐
述

さ

道

俊

の

兜

率

天

弥

恂

f;l
仰 

で
章
を
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
百
頁
に
近
い
本
章
は
宇
井
伯
寿
博
士
著
「
釈 

道
安
研
究
」
等
と
並
ぶ
道
安
研
究
の
成
果
で
あ
ろ
う
。
道
安
研
究
に
つ
い 

て
は
橫
超
慧
日
教
授
が
そ
の
著
「
中
国
佛
教
の
研
究
」
や
そ
の
他
の
論
文 

の
中
で
多
く
述
・
へ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
殊
に
五
失
本
三
不
易
に 

つ
い
て
は
独
自
の
見
解
を
発
表
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
書
の
著
者
は 

全
く
こ
れ
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

(
昭
和
四
十
三
年
刊
、
鈴
木
学
術
財
団
、A
 5

版
、
三
、0
0
0

円)
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