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白

馬

寺

平
成
二
年
九
月
、
縁
あ
っ
て
洛
陽
を
訪
れ
、
白
馬
寺
に
お
参
り
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
白
馬
寺
は
洛
陽
の
東
十
ニ
キ
ロ
位
の
と
こ
ろ
に

あ
り
、
そ
の
途
中
で
や
や
北
よ
り
に
道
を
変
え
七
・
八
キ
ロ
も
行
く
と
、
そ
こ
は
黄
河
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
白
馬
寺
の
す
ぐ
東
側
は
一
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面
の
畑
で
あ
っ
た
が
、
か
つ
て
漢
や
貌
の
時
代
〈
2
5
E
3
2
6
4
〉
に
は
、
洛
陽
裁
が
あ
っ
た
所
だ
と
い
う
。

白
馬
寺
は
並
木
の
続
い
て
い
る
道
を
、
ふ
い
と
左
に
曲
が
っ
た
ら
い
き
な
り
現
れ
た
と
い
う
感
じ
で
建
っ
て
い
た
。
レ
ン
ガ
を
積
み
重

ね
た
、
文
字
通
り
の
ベ

γ
ガ
ラ
色
の
塀
で
固
ま
れ
、
塀
よ
り
高
い
レ
ン
ガ
色
の
ア
l
チ
型
の
入
り
口
を
も
っ
た
山
門
を
備
え
て
い
た
。
本

来
の
寺
院
の
形
態
で
あ
る
四
角
な
境
内
を
も
っ
た
寺
で
あ
る
と
恩
わ
れ
た
。

入
場
料
を
払
っ
て
中
に
入
り
、
お
参
り
を
し
た
後
に
、
白
馬
寺
の
こ
と
を
紹
介
し
た
書
物
、

『
中
国
文
物
小
叢
書
』
と
い
う
の
を
買
い

求
め
た
。
以
下
は
こ
の
書
の
中
で
、

「
永
平
求
法
与
白
馬
寺
」
と
題
さ
れ
た
所
の
文
章
の
翻
案
と
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
説
示
に
対

す
る
資
料
の
展
開
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
も
の
を
公
に
す
る
の
は
、
今
日
以
降
に
洛
陽
の
白
馬
寺
を
訪
れ
る
人
に
と
っ
て
、
更
に

突
っ
込
ん
だ
訪
問
と
な
り
う
れ
ば
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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2 

白
馬
寺
の

「
縁
起
」

『
蛸
綿
密
・
釈
老
志
』
や
『
洛
陽
伽
聞
記
』
等
の
書
物
の
記
載
に
よ
る
と
、
漢
の
明
帝
劉
荘
は
夜
、
身
長
が
丈
六
に
も
お
よ
び
、
頚
の
後

部
か
ら
白
光
を
出
す
金
色
の
人
が
、
宮
殿
の
庭
に
飛
ん
で
来
た
と
い
う
夢
を
み
た
。
そ
こ
で
帝
は
群
臣
に
質
問
を
し
た
。
す
る
と
大
臣
・

伝
毅
は
明
帝
に
語
っ
た
。

「
西
方
に
神
が
い
ま
す
、

そ
の
名
は
仏
と
い
い
、

姿
形
は
陛
下
が
夢
に
み
た
も
の
と
同
じ
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
」
と
。
そ
こ
で
明
帝
は
、
郎
中
の
察
情
と
中
郎
将
の
秦
景
等
に
十
余
人
の
従
者
を
つ
け
て
、
天
竺
へ
と
向
か
わ
せ
、
仏
の
経
典
と
仏
法

と
を
求
め
さ
せ
た
。

察
情
と
秦
景
の
一
行
は
西
へ
向
か
い
、

大
月
氏
園

ハ
今
の
中
央
ア
ジ
ア
の
ア
フ
ガ
ユ
ス
タ
ン
一
帯
地
方
〉

に
到
着

し
、
著
明
な
仏
教
学
者
で
も
あ
る
天
佐
一
の
高
僧
の
摂
摩
騰
と
竺
法
蘭
に
会
い
、
更
に
仏
の
経
典
と
釈
迦
牟
尼
仏
の
像
を
も
手
に
い
れ
、
使

者
逮
は
こ
の
二
人
に
中
国
へ
の
来
朝
を
請
願
し
て
、

一
緒
に
洛
陽
へ
帰
っ
て
来
た
。
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洛
陽
は
中
国
の
歴
史
上
の
名
城
で
あ
り
、

「
九
朝
の
故
都
」
と
索
称
さ
れ
て
い
た
。
東
漢
の
園
都
で
あ
る
洛
陽
械
は
全
国
で
も
最
大
の

城
市
で
あ
る
が
、
同
時
に
当
時
の
世
界
の
中
で
も
、
第
一
流
の
繁
栄
し
た
城
市
で
も
あ
っ
た
。

摂
摩
騰
と
竺
法
蘭
の
二
僧
は
洛
陽
に
来
る
と
、

鴻
胞
寺
〈
官
署
名
〉

に
住
し
、

共
同
し
て
最
も
早
期
の
漢
訳
経
典
た
る
『
四
十
二
章

経
』
を
訳
出
し
た
。
そ
の
後
、
佐
一
法
繭
は
『
十
地
断
結
経
』

『
法
海
蔵
経
』

『
仏
本
生
経
』

『
仏
本
行
経
』
等
の
仏
教
典
籍
を
陸
続
と
し

て
訳
出
し
た
。
こ
の
漢
代
訳
出
の
『
四
十
二
章
経
』
は
、
仏
教
伝
播
の
上
で
重
要
な
作
用
を
も
っ
て
い
る
。

今
、
白
馬
寺
の
見
底
閣
の
内
壁
の
後
に
は
、
清
代
に
彫
刻
さ
れ
た
『
四
十
二
章
経
』
の
刻
石
が
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
漢
の
明
帝
は

非
常
に
こ
の
著
作
を
珍
ら
し
が
ら
れ
、
皇
室
図
書
館
の
蘭
台
石
室
に
こ
れ
を
保
存
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
仏
教
の
合
法
的
地
位
は
こ

れ
に
よ
っ
て
正
式
に
承
認
さ
れ
た
。
中
国
に
お
け
る
沙
門
と
礼
拝
の
法
は
こ
れ
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
仏
教
史
上
に
著
明
な



「
永
平
求
法
」
と
い
わ
れ
、
民
間
流
伝
の
「
唐
僧
の
取
経
」
は
こ
れ
よ
り
五
百
六
十
多
年
の
後
の
こ
と
に
な
る
。

明
帝
は
摂
摩
騰
と
竺
法
蘭
の
二
高
僧
を
重
ん
じ
、
勅
命
し
て
洛
陽
城
の
西
の
擁
門
の
外
三
塁
、
道
の
北
側
の
と
こ
ろ
に
、
仏
教
伝
統
様

式
の
第
一
座
僧
院
を
建
立
さ
せ
た
。
大
月
氏
国
よ
り
白
馬
の
背
に
経
典
と
仏
像
と
を
載
せ
て
来
た
と
伝
え
る
の
で
、
こ
れ
は
白
馬
寺
と
名

付
け
ら
れ
た
。

「
寺
」
の
字
は
鴻
艦
寺
の
「
寺
」
に
由
来
す
る
も
の
で
、
後
に
な
っ
て
漸
く
仏
教
の
僧
院
の
称
呼
と
な
っ
た
。

白
馬
寺
の
名
称
に
関
し
て
は
一
一
種
の
伝
説
が
あ
る
。
古
代
イ
ン
ド
に
一
人
の
国
王
が
お
り
、
各
個
の
僧
院
を
こ
わ
そ
う
と
し
て
命
令
を

下
し
た
。
し
か
し
招
提
寺
の
僧
院
は
未
だ
こ
わ
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、
国
王
は
夜
中
に
一
頭
の
白
馬
が
塔
を
め
ぐ
り
な
が
ら
悲
し
げ

に
鳴
い
て
い
る
の
を
見
た
。
王
は
そ
の
霊
異
を
信
じ
、
僧
院
の
破
壊
を
止
め
さ
せ
、
招
提
を
改
め
て
白
馬
と
し
た
が
、
そ
れ
以
後
、
僧
院

に
は
白
馬
と
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
、
と
。

今
、
白
馬
寺
の
後
に
は
噂
の
塙
と
を
も
っ
た
高
台
が
あ
り
、
そ
の
高
さ
は
六
米
で
、
東
西
の
長
さ
は
四
十
二
・
八

O
米
、
南
北
は
三
十
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二
・
四

O
米
で
あ
り
、
清
涼
台
と
呼
ば
れ
て
い
る
院
が
あ
る
。
伝
え
に
よ
る
と
、
漢
の
明
帝
は
こ
こ
に
来
た
っ
て
読
書
を
し
た
と
い
い
、

後
に
な
っ
て
こ
こ
に
経
典
と
釈
迦
牟
尼
仏
の
像
が
置
か
れ
、
摩
騰
と
法
蘭
の
二
人
は
こ
こ
で
経
典
を
訳
し
、
居
住
し
た
と
も
い
う
。
そ
し

て
こ
こ
は
こ
の
寺
の
中
で
、
現
存
す
る
も
の
の
中
で
最
も
古
い
建
築
遺
跡
と
い
わ
れ
て
い
る
。

摩
騰
・
法
蘭
の
二
人
の
高
僧
は
こ
こ
で
入
寂
し
た
の
で
、
白
馬
寺
内
に
葬
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二
人
の
墳
墓
は
、
寺
の
門
内
の
東

西
の
両
側
の
松
柏
の
林
の
中
に
あ
る
。
そ
の
墓
は
石
が
猷
め
ら
れ
た
円
形
の
塚
で
あ
り
、
墓
前
に
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

明
代
の
崇
禎
七
年
三
六
三
四
〉
の
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
が
、
白
馬
寺
縁
起
に
戟
せ
ら
れ
て
い
た
白
馬
寺
の
根
幹
で
あ
る
。
更
に
漢
の
明
帝
劉
荘
の
創
建
以
来
二
千
年
と
い
う
長
い
才

月
が
た
ち
、
世
の
移
り
変
わ
り
は
激
し
く
、
時
に
は
栄
え
時
に
は
廃
れ
た
。
そ
し
て
東
漢
〈
後
漢
〉
の
時
、
中
原
に
は
少
数
の
寺
院
だ
け
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が
あ
り
、
外
国
か
ら
中
国
ヘ
来
た
仏
教
を
信
ず
る
西
域
の
商
人
が
集
ま
っ
て
い
た
が
、
中
国
人
の
出
家
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
貌
の
斎
王

芳
の
嘉
平
二
年
ハ
二
五

O
〉
に
イ

γ
ド
僧
・
品
種
桐
迦
羅
が
白
馬
寺
に
来
て
、
戒
律
た
る
『
僧
祇
戒
律
』
を
訳
出
し
、
僧
も
日
増
し
に
多
く

な
り
、
洛
陽
の
寺
も
四
十
二
ケ
寺
に
達
し
、
著
明
な
竺
法
誕
も
こ
こ
で
『
文
殊
師
利
浄
律
経
』

『
魔
逆
経
』

『
正
法
華
経
』
等
の
九
十
余

部
の
経
典
を
訳
出
し
た
。
等
々
遺
物
の
紹
介
を
展
開
し
て
い
る
が
、
後
は
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
す
る
。

3 

明
帝
の
夢
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
な
白
馬
寺
に
伝
え
ら
れ
て
来
た
縁
起
を
整
理
し
て
見
る
と
、
漢
の
明
帝
が
黄
金
の
人
を
夢
に
見
て
西
方
に
求
め
さ
せ
た
．
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
感
夢
求
法
説
と
、
白
馬
に
か
か
わ
る
伝
説
と
の
こ
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら

の
こ
と
に
詳
し
い
鎌
田
茂
雄
博
士
の
『
中
国
仏
教
史
』
第
一
巻
等
に
、
こ
の
こ
と
を
訪
ね
な
が
ら
見
て
い
こ

h
r考
え
る
o

ま
ず
白
馬
寺

( 50 ) 

縁
起
（
以
下
単
に
「
縁
起
」
と
す
る
）
は
、
番
的
記
載
と
し
て
『
貌
書
・
釈
老
志
』
と
『
洛
陽
伽
繭
記
』
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
か

ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

『
貌
番
・
釈
老
志
』
に
は
孝
明
帝
が
夜
に
金
人
の
夢
を
見
た
、
頂
に
白
光
あ
り
殿
庭
に
飛
行
し
て
来
た
の
で
、
群
臣
に
訪
ね
た
。
伝
毅

は
仏
だ
ろ
う
と
い
い
、
帝
は
郎
中
葉
惜
と
博
士
の
弟
子
秦
景
等
を
天
竺
へ
お
く
り
、
浮
屠
の
遺
範
を
写
き
し
め
た
。
察
情
は
沙
門
摂
摩
騰

と
竺
法
蘭
と
を
つ
れ
て
洛
陽
へ
帰
っ
て
来
た
：
：
：
と
続
け
ら
れ
て
お
り
、
ほ
ぽ
「
縁
起
」
と
同
様
で
あ
る
が
、
金
人
の
大
き
さ
の
説
示
が

なな
いく
と、

こ明
ろ帝
が 令
異主
な企画
つる工

てゐ
い F
る仏
。像

占

置
＝
清
涼
台
及
顕
節
陵
上
－
と
あ
り
、

白
馬
が
塔
の
周
り
を
鳴
き
な
が
ら
ま
わ
っ
た
と
い
う
伝
説
が

『
洛
陽
伽
踊
記
』
で
は
、
白
馬
寺
は
漢
の
明
帝
が
立
て
た
と
こ
ろ
と
し
た
上
で
、
明
帝
は
黄
金
で
身
長
六
で
項
背
か
ら
日
月
の
光
明
を



放
っ
神
・
仏
と
い
わ
れ
る
の
を
夢
に
見
て
、
使
い
を
西
域
に
派
遣
し
て
求
め
さ
せ
、
経
と
像
と
を
手
に
入
れ
た
。
時
白
馬
負
ν
経
而
来
、

因
以
為
ν
名
と
い
い
、

明
帝
が
崩
御
し
た
の
で
祇
垣
を
陵
上
に
起
こ
し
た
。
こ
れ
よ
り
以
後
、
沢
山
な
人
々
が
塚
の
上
に
或
は
浮
図
を
作

り
、
寺
の
経
函
は
今
も
猶
存
し
、
常
に
焼
香
や
供
養
が
な
さ
れ
て
お
り
、
経
函
は
時
に
光
明
を
放
ち
堂
宇
を
耀
や
か
す
の
で
、
世
の
道
俗

は
こ
れ
を
礼
敬
し
た
、
等
と
示
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
明
帝
の
夢
と
白
馬
が
経
典
を
背
負
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
と
、
明
帝
の
崩
御
の
後
に
な
っ
て
寺
が
つ
く
ら
れ
、
人
々
が
お

参
り
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
経
典
を
求
め
に
行
っ
た
人
や
翻
訳
を
し
た
人
な
ど
の
記
述
な
ど
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
「
縁
起
」
の
記
事
は
、
こ
れ
ら
二
笹
を
参
照
し
た
だ
け
で
出
来
上
が
っ
た
も
の
だ
と
は
い
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

鎌
田
博
士
の
『
中
国
仏
教
史
』
に
よ
っ
て
、
明
帝
が
夢
見
た
金
人
に
関
す
る
説
話
の
載
せ
ら
れ
て
い
る
書
物
を
列
記
し
て
み
る
と
、
次
の

ょ
う
で
あ
る
。
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胡
経
』

i
『
釈
老
志
』

a
『
後
漢
紀
』

b
『
後
漢
書
』

C

『
四
十
二
章
経
』

d
『
水
経
注
』

e
『
牟
子
理
惑
論
』

f
『
洛
陽
伽
蘭
記
』

g
『
冥
祥
記
』

h

『化

（
鎌
田
博
士
の
表
示
に
よ
っ
て
貌
書
を
省
略
し
た
）

j
『
高
僧
伝
』
等
で
あ
る
げ
勺
こ
の
中
で
h
を
除
い
て
他
は

す
べ
て
、
金
色
の
身
体
を
し
て
い
た
と
な
し
て
い
る
。
そ
し
て

a
・
b
は
身
体
が
長
大
だ
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

d
で
は
大
人
と
し

て
お
り
、

f
・
g
・
h
で
は
六
（
丈
六
の
ミ
ス
プ
リ
だ
と
思
わ
れ
る
〉
と
か
、
二
丈
と
か
六
尺
と
か
と
な
し
て
、
具
体
的
大
き
さ
の
数
字

を
挙
げ
て
い
る
。
又
j
を
除
い
て
は
項
・
頂
・
身
か
ら
光
を
だ
し
た
と
な
さ
れ
、

e
・
e
・－
1

・
・
ー
な
ど
で
は
空
を
飛
行
し
て
来
た
と
な

さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
明
帝
が
夢
に
見
た
像
が
金
色
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
光
を
だ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
諸
本
あ
ま
り
異
同
は
な

い
と
い
い
う
る
が
、
空
中
を
飛
行
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
わ
け
で
も
身
体
の
大
き
さ
に
関
し
て
は
、
大
層
な
異
同
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

4 

使
者
等
の
名
前
に
つ
い
て

「
縁
起
」
は
、
大
臣
・
伝
毅
の
言
に
よ
っ
て
明
帝
が
西
方
へ
、
郎
中
の
禁
情
と
中
郎
将
の
秦
景
等
に
十
余
人
を
つ
け
て
送
り
出
し
た
と

な
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
諸
本
の
記
述
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
四
十
二
章
経
』

伝
毅
の
一
吉
に
よ
り
明
帝
は
、
張
怒
と
羽
林
中
郎
将
秦
景
と
博
士
弟
子
玉
遵
等
十
二
人
を
派
遣
、
彼
ら
は
仏
経
四
十

二
章
を
持
っ
て
還
っ
た
。

『
牟
子
理
惑
論
』

伝
毅
の
一
冨
に
よ
っ
て
明
帝
は
、
中
郎
禁
惜
と
羽
林
郎
中
秦
景
と
博
士
弟
子
玉
遵
等
十
八
人
が
行
き
、
彼
ら
は
写
仏

経
四
十
二
章
を
持
っ
て
還
っ
た
。

（
張
霧
の
名
は
大
正
蔵
経
所
収
本
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）
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『
貌
書
・
釈
老
志
』

伝
毅
の
言
に
よ
っ
て
、
郎
中
禁
情
と
博
士
弟
子
秦
景
等
と
が
行
き
、
彼
ら
は
浮
屠
の
遺
範
を
写
し
沙
門
摩
騰
と

竺
法
蘭
と
を
連
れ
、
仏
経
四
十
二
章
と
釈
迦
の
立
像
と
を
得
て
還
っ
た
。

『
高
僧
伝
』

伝
毅
の
言
に
よ
っ
て
、
郎
中
禁
情
と
博
士
弟
子
秦
景
等
が
行
き
、
彼
ら
は
摩
騰
に
あ
っ
て
還
り
、
摩
騰
は
四
十
二
章
経

一
巻
を
訳
出
し
た
。

『
冥
祥
記
』

群
臣
の
言
に
よ
っ
て
、
察
情
が
行
き
、
迦
薬
摩
臓
を
連
れ
て
還
り
、
優
棋
王
画
と
釈
迦
筒
像
を
も
持
っ
て
還
っ
た
。

『
水
経
注
』

群
臣
の
言
に
よ
っ
て
、
使
い
が
天
竺
へ
行
き
、
彼
ら
は
写
経
と
像
を
白
馬
の
背
に
の
せ
て
還
っ
た
。

『
洛
陽
伽
繭
記
』

使
い
が
行
き
、
経
と
像
を
得
て
、
白
馬
の
背
に
の
せ
て
還
っ
た
。

と
、
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
伝
毅
の
言
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
書
と
、
群
臣
の
言
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た



と
い
う
番
と
、

明
示
を
し
て
い
な
い
書
と
の
三
種
の
記
述
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
う
ち
の
伝
毅
に
つ
い
て
は
後
に
譲
こ
と
に
し

て
、
明
帝
の
前
に
い
た
誰
か
が
西
域
派
遣
を
口
に
し
た
と
、
簡
単
に
考
え
て
お
け
ば
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
使
者
と
し
て
は
、
奈
惜
と
秦
景
と
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
王
遵
を
加
え
た
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
博
士
弟
子
が
秦
景
に
な

っ
た
り
王
遵
に
な
っ
た
り
し
て
お
り
、
議
惜
の
官
名
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
各
審
物
の
記
事
が

首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
の
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
が
、
確
か
な
記
述
が
な
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
疑
い
の
限
を
も
っ
て
見
る
と
、

『
四
十
二
章
経
』
に
は
張
懇
の
名
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
張
霧
に
関
し
て
『
化
胡
経
』
の
中

に
は
伝
毅
の
言
を
う
け
た
明
帝
が
、
張
鶏
等
を
派
遣
し
、
彼
ら
は
仏
教
の
河
源
を
窮
め
、
三
十
六
国
を
へ
て
舎
衛
固
に
至
っ
た
が
、
そ
の

時
に
仏
は
す
で
に
浬
撲
に
入
っ
て
い
た
た
め
、
写
経
六
十
万
五
千
言
を
持
っ
て
、
永
平
十
八
年
に
中
国
へ
還
っ
て
来
た
、
と
あ
る
。

こ
こ
に
出
て
く
る
永
平
十
八
年
と
い
う
の
は
、
西
暦
七
十
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、
張
鶏
が
大
月
氏
国
へ
向
か
っ
た
の
は
、
前
漢
の
武
帝
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の
時
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
紀
元
前
百
四
十
年
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
化
胡
経
』
の
記
述
で
は
、
張
穂
は
二
百
数
十
年
も

西
域
に
い
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

『
化
胡
経
』
は
道
教
に
か
か
わ
る
も
の
を
集
め
た
記
事
だ
か
ら
、
そ
の
立
場
で
の
批
判
だ
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
に
も
時
が
違
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

《

5）

そ
の
た
め
だ
ろ
う
『
笑
道
論
』
な
る
も
の
に
は
、
こ
の
記
事
に
関
し
て
「
こ
れ
亦
妄
作
：
：
：
そ
の
妄
引
を
笑
う
べ
き
な
り
」
と
批
判
が

載
せ
ら
れ
て
、
前
漢
の
武
帝
の
時
の
人
が
後
漢
の
明
帝
の
時
に
い
る
筈
が
な
い
で
は
な
い
か
と
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
張
鶏
に
関
し
て
は
、
鎌
田
博
士
の
『
日
本
仏
教
史
』
小
野
玄
妙
博
士
の
「
仏
教
経
典
総
論
」
に
詳
し
い
が
、
張
擦
の
名
に
つ
い
て

『
化
胡
経
』
等
の
筆
者
か
ら
批
判
さ
れ
た
関
係
者
は
、
そ
れ
以
後
、
張
鶏
の
名
を
消
し
て
禁
惜
に
入
れ
替
え
た
の
で
は
な
い
の
か
、
と
さ

ハ
7
〉

え
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
ど
う
も
歴
史
に
忠
実
な
記
述
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、

『
化
胡
経
』
が
示
す
張
穂
の
西
域
へ
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馬
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の
出
張
と
六
十
万
五
千
言
に
の
ぼ
る
写
経
を
将
来
し
た
と
い
う
各
魯
の
記
述
に
も
一
考
を
要
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
て
、
西
域
の
こ
と
を
明
帝
に
言
上
し
た
伝
毅
な
る
人
物
に
つ
い
て
、
鎌
田
茂
雄
博
士
は
『
後
漢
書
』
の
記
述
に
よ
っ
て
、
伝
毅

は
明
帝
の
次
の
章
帝
の
時
に
初
め
て
徴
召
さ
れ
た
人
で
あ
り
、
彼
は
建
初
中
ハ
七
六
｜
八
四
〉
に
蘭
台
の
令
史
と
な
り
、
老
中
を
拝
し
、

班
固
な
ど
と
と
も
に
校
書
を
司
ど
っ
た
。
し
た
が
っ
て
明
帝
よ
り
も
後
の
時
代
の
人
で
あ
る
か
ら
、
明
帝
が
伝
毅
の
言
に
よ
っ
て
使
者
を

送
っ
た
と
い
う
の
に
は
、
年
代
的
に
無
理
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

張
饗
に
つ
い
で
伝
毅
な
る
人
物
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
次
は
経
典
の
訳
者
に
つ
い
て
レ

ポ
ー
ト
を
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

5 

摩
騰
と
法
蘭

( 54 ) 

「
縁
起
」
に
は
摂
摩
騰
と
竺
法
蘭
と
が
中
国
へ
来
た
っ
て
『
四
十
二
章
経
』
等
を
訳
出
し
た
と
あ
る
。

そ
し
て
如
上
の
諸
経
典
に
お
い
て
訳
者
の
名
を
示
し
て
い
る
も
の
は
、

『
四
十
二
章
経
』

『
冥
祥
記
』

『
説
書
・
釈
老
子
』

『
高
僧

伝
』
等
で
あ
る
。
ま
ず
「
縁
起
」
が
示
し
て
い
る
『
説
書
・
釈
老
志
』
を
見
る
と
、
そ
こ
で
は
西
域
へ
の
使
者
が
摂
摩
等
と
竺
法
蘭
と
と

も
に
中
国
へ
還
っ
て
来
た
こ
と
、
察
情
等
の
使
者
連
が
四
十
二
章
を
得
て
来
た
こ
と
、
白
馬
寺
が
建
て
ら
れ
そ
こ
で
こ
の
二
人
は
卒
し
た

こ
と
、
が
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
訳
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
中
国
へ
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
伝
道
の
た
め
と
い
う

願
い
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
だ
と
思
う
か
ら
、
経
典
の
訳
出
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、
念
の
た
め
忠
実
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
こ
で
『
四
十
二
章
経
』
を
見
る
と
、
張
穏
等
の
使
者
連
が
こ
の
経
典
等
を
写
し
取
っ
て
還
っ
て
来
て
、
寺
を
建
て
、
こ
こ
を
中
心
に

仏
教
が
栄
え
、
諸
々
に
寺
が
建
て
ら
れ
た
と
の
記
述
が
本
文
に
は
あ
る
が
、
訳
出
に
関
し
て
の
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
現
今
の
大
正
蔵



経
を
見
る
と
、
そ
こ
で
は
経
題
の
す
ぐ
後
に
、

「
後
漢
西
域
沙
門
迦
薬
摩
騰
共
法
蘭
訳
」
と
あ
っ
て
、
二
人
の
訳
出
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、

ハ
gv

い
わ
れ
る
か
ら
、
摩
騰
・
法
蘭
の
訳
者
名
の
記
述
は
後
に
な
っ
て
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
は
暫

『
四
十
二
章
経
序
』
に
は
摩
騰
の
名
は
な
か
っ
た
と

く
置
く
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
釈
僧
祐
が
撰
し
た
『
出
三
蔵
記
集
』
に
は
、
四
十
二
章
経
一
巻
に
つ
い
て
「
旧
録
云
孝
明
皇
帝
四
十
二
章
経
安
法
師

所
撰
録
欠
此
経
」
と
し
た
上
で
、
張
築
と
秦
景
と
は
月
支
国
で
竺
摩
騰
に
あ
っ
て
、
こ
の
経
を
訳
写
し
て
洛
陽
に
還
っ
た
と
あ
っ
て
、
摩

騰
が
訳
出
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
四
十
二
章
経
』

の
経
題
の
次
に
見
ら
れ
る
摩
騰
・
法
蘭
の
二
人
の
名

ヵ：

『
出
三
蔵
記
集
』
で
は
摩
騰
一
人
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
書
に
は
相
違
が
あ
る
。

『
高
僧
伝
』
に
は
摂
摩
騰
は
中
天
竺
の
人
、
大
小
乗
経
を
解
し
、
常
に
遊
化
し
金
光
明
経
を
講
じ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
禁
情
・
秦
景

( SS ) 

等
は
天
竺
で
摩
騰
に
あ
い
、
摩
騰
は
弘
通
を
志
し
て
い
た
か
ら
、
疲
苦
を
も
偲
ら
ず
流
沙
を
渉
っ
て
洛
陽
に
来
た
と
あ
り
、

「
有
記
」
に

日
く
と
し
て
、
摩
騰
は
四
十
二
章
経
を
訳
し
、
洛
陽
の
西
漉
門
外
の
白
馬
寺
に
住
ん
だ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
竺
法
蘭
に
関
し
て
、
中
天
竺
の
人
で
経
論
数
万
章
を
爾
し
た
と
い
い
、
天
竺
学
者
の
師
と
な
り
、
禁
惰
等
に
あ
い
摩
騰
と
共

に
洛
陽
に
来
て
、
四
十
二
章
経
等
を
訳
出
し
、
六
十
余
才
で
亡
く
な
っ
た
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
有
記
」
と
は
ど
の
魯
な
の
だ

ろ
う
か
。

『
冥
祥
記
』
に
お
い
て
は
、
使
者
の
察
情
は
西
域
沙
門
迦
業
摩
騰
等
を
得
て
還
っ
て
来
た
こ
と
、
明
帝
は
こ
れ
を
重
く
み
て
供
養
を
な

し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
整
理
を
し
て
み
る
と
、
摩
騰
と
法
蘭
の
二
人
が
中
国
へ
来
た
と
す
る
だ
け
の
も
の
と
、
二
人
が
訳
出
し
た
と
す
る
も
の
と
、
摩
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騰
等
が
来
た
と
す
る
も
の
と
、
摩
騰
だ
け
の
名
を
挙
げ
て
訳
出
し
た
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
し
か
し
天
竺
か
ら
中
固
ま
で
来
た
と
い
う

こ
と
は
、

仏
法
を
伝
え
る
た
め
で
あ
っ
た
の
は
明
白
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

来
た
以
上
は
訳
出
し
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
る
と

『
出
三
蔵
記
集
』
が
一
人
だ
け
の
名
を
挙
げ
、

『
冥
祥
記
』
は
摩
騰
等
と
し
て
、

『
出
三
蔵
記
集
』
に
近
い
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。そ

こ
で
、

『
高
僧
伝
』
巻
第
十
四
の
高
僧
伝
序
録
を
見
る
と
、
西
域
の
名
僧
が
次
々
と
来
た
り
、
そ
の
上
、
漢
の
時
代
か
ら
梁
の
時
代

ま
で
六
代
も
変
わ
り
六
百
年
が
過
ぎ
た
。
こ
の
問
、
群
英
が
あ
ら
わ
れ
、
種
々
な
記
録
を
逃
し
た
と
し
て
、
そ
の
審
物
の
名
を
挙
げ
て
い

る
が
、
そ
の
中
に
は
今
ま
で
取
り
上
げ
て
来
た
南
宋
の
王
破
の
『
冥
祥
記
』
と
沙
門
僧
祐
の
『
出
三
蔵
記
告
が
含
ま
れ
て
い
匂
こ
の

こ
と
は
、
こ
の
二
番
は
当
然
『
高
僧
伝
』
よ
り
も
以
前
に
番
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
、

『
高
僧
伝
』
が
示
し
て
い
た
「
有
記
」
と
は
『
冥
祥
記
』
か
『
出
三
蔵
記
集
』
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

( 56 ) 

し
か
し
、

『
高
僧
伝
』
は
漢
の
明
帝
・
永
平
十
年
に
始
ま
っ
て
、
終
わ
り
は
梁
の
天
藍
十
八
年
に
至
る
、
凡
て
四
五
三
載
、
二
五
七
人

を
載
せ
た
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
書
が
脅
か
れ
た
の
は
梁
の
天
藍
十
八
年
〈
五
一
九
〉
よ
り
以
前
に
遡
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
た
が

って、

『
高
僧
伝
』
は
後
漢
の
明
帝
の
時
代
よ
り
も
四
五

O
年
も
後
に
番
か
れ
た
も
の
と
な
る
。

そ
し
て
、

「
有
記
」
と
い
わ
れ
た

『
冥
祥
記
』

の
作
者
の
王
竣
も
『
出
三
蔵
記
集
』

の
作
者
の
僧
祐
も
四
百
年
代
の
人
だ
と
い
う
か

ら

『
・
両
僧
伝
』
か
ら
そ
ん
な
に
遡
っ
た
時
代
の
も
の
で
は
な
い
と
い
い
う
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
番
の
記
事
に
は
、
あ
ま
り
真
恕

性
を
置
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
重
要
な
鍵
を
握
る
も
の
と
し
て
『
後
漢
紀
』
と
『
後
漢
書
』
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

『
後
漢
紀
』
は
晋
の
哀
宏
が
ま
と
め
た
も
の
だ
と
い
う
、
晋
は
二
六
五
年
か
ら
＝
二
六
年
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
他
の
書
か
ら
見
る
と
一



番
に
早
い
時
期
の
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
明
帝
が
夢
に
金
人
を
見
た
、
長
大
で
項
に
日
月
の
よ
う
な
光
が
あ
っ
た

の
で
、
帝
は
群
臣
に
質
問
を
し
た
。
中
に
一
人
答
え
る
者
が
あ
っ
た
。
西
域
に
仏
と
い
う
神
が
あ
る
と
い
い
ま
す
が
、
陛
下
の
見
た
夢
は

円

nv

そ
れ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
と
。
そ
こ
で
帝
は
使
い
を
天
竺
へ
派
遣
し
、
法
や
仏
像
等
を
求
め
き
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は

使
い
の
固
有
名
詞
や
摩
騰
ら
が
来
て
経
を
訳
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

『
後
漢
書
』
は
宋
の
氾
華
の
撰
に
な
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
世
に
伝
う
。
明
帝
が
夢
に
金
人
を
見
た
、
項
に
光
明
が
あ
っ
た
の
で
帝

は
群
臣
に
質
問
を
し
た
。
中
に
一
人
答
え
る
者
が
あ
っ
た
、
西
域
に
仏
と
い
う
神
が
あ
る
と
い
い
ま
す
、
そ
の
形
は
大
き
く
一
丈
六
尺
も

あ
り
、
黄
金
の
色
を
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
、
と
。
そ
こ
で
帝
は
使
い
を
天
竺
へ
派
遣
し
、
仏
法
を
求
め
さ
し
た
か
ら
、
遂
に
中
国
へ
も

仏
の
画
像
な
ど
が
伝
え
ら
れ
た
と
あ
る
。

こ
こ
で
は

『
後
漢
紀
』

に
比
べ
て
、

仏
像
の
大
き
さ
が
具
体
的
に
示
さ
れ
た
こ
と
が
異
な
る

が
、
他
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
僧
侶
や
経
典
の
将
来
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
最
も
大
き
な
違
い
は
、

「
世
伝
」
と
し
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て
、
こ
の
こ
と
が
世
間
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
て
来
た
話
だ
と
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
『
後
漢
書
』
は
『
後
漢
紀
』
の
説
示
を
受
け
と
め
て
書
き
と
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
明
帝
と
仏
教
伝
来
に
関
す
る
記
事

に
つ
い
て
は
、
世
間
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
噂
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
事
実
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
撰
者
自
身
が
疑
い
を
持
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。

し
た
が
っ
て
鎌
田
博
士
は
、

『
後
漢
紀
』
の
素
朴
な
伝
説
に
や
や
潤
色
を
加
え
た
の
が
、
『
後
漢
番
』
の
記
事
で
あ
る
と
し
、
「
或
日
」

と
し
て
伝
毅
や
張
鶏
な
ど
の
名
を
挙
げ
た
他
の
各
害
等
は
、
ま
っ
た
く
の
創
作
で
あ
っ
て
史
実
で
は
な
く
で
た
ら
め
な
記
事
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
各
番
の
う
ち
比
較
的
に
古
い
と
い
わ
れ
て
い
る
『
牟
子
理
惑
論
』

『
化
胡
経
』
等
に
は
、
摩
騰
な
ど
僧
の
名
は
挙

白
馬
寺
管
見
ハ
望
月
〉
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げ
ら
れ
て
い
な
い
。
摩
騰
の
名
が
出
て
来
る
の
は
、

南
宋
の
王
瑛
の
『
冥
祥
記
』

が
一
番
に
古
く
、

他
は
『
高
僧
伝
』

『
貌
番
・
釈
老

志
』
な
ど
で
あ
り
、
他
に
『
出
三
蔵
記
集
』
に
も
四
十
二
章
経
を
訳
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
替
は
す
べ
て
四
百
年
代
に
番
か
れ
た
も

の
だ
と
い
う
か
ら
、
こ
の
説
示
は
疑
わ
し
い
と
い
い
う
る
。

そ
し
て
法
蘭
が
出
て
来
る
の
は
、

『
貌
書
・
釈
老
志
』

『
高
僧
伝
』
等
で
あ
る
か
ら
、
摩
騰
よ
り
も
更
に
遅
い
時
期
の
番
で
あ
り
、
更

に
疑
わ
し
い
と
い
い
う
る
。
ち
な
み
に
法
蘭
の
訳
に
関
す
る
説
示
は
『
高
僧
伝
』
に
お
い
て
、
十
地
断
結
・
仏
本
生
・
法
海
蔵
・
仏
本
行

・
四
十
二
章
等
の
五
部
を
訳
し
た
が
（
「
縁
起
」
も
こ
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
か
ら
、

『
高
僧
伝
』
に
よ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
〉
四
部
を
失

い
、
た
だ
四
十
二
章
経
の
み
が
遣
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
遭
っ
た
と
い
わ
れ
る
『
四
十
二
章
経
』
も
、

『
歴
代
三
宝
紀
』
に
お
い
て
は
摂

摩
騰
訳
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
『
四
十
二
章
経
』
な
る
経
は
、
党
爽
の
翻
訳
で
は
な
く
、
抄
訳
で
も
な
さ
そ
う
で
、
初
心
の
者

が
遠
来
の
三
蔵
か
ら
仏
教
の
何
か
に
つ
け
て
聞
き
取
り
書
き
で
も
し
た
と
い
う
体
の
も
の
匂
と
さ
え
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
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繭
と
い
う
人
物
が
果
た
し
て
中
国
に
来
朝
し
た
の
か
ど
う
な
の
か
、
ま
こ
と
に
疑
わ
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

5 

白

馬

寺

「
縁
起
」
は
白
馬
が
経
典
を
背
に
の
せ
て
来
た
の
で
白
馬
寺
と
な
し
た
こ
と
、
古
代
イ
ン
ド
の
王
が
僧
院
を
こ
わ
し
た
時
、
夜
中
に
白

馬
が
鳴
き
な
が
ら
塔
の
周
り
を
回
っ
た
か
ら
僧
院
が
遣
っ
た
と
い
い
、
そ
の
た
め
白
馬
寺
と
い
う
僧
院
は
他
に
も
多
い
と
し
て
い
る
。
こ

の
「
縁
起
」
は
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

『
貌
番
・
釈
老
志
』
と
『
洛
陽
伽
蘭
記
』
等
に
よ
っ
た
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
両
書
か
ら

見
る
こ
と
に
す
る
。

『
貌
書
・
釈
老
志
』
に
は
、
白
馬
の
背
に
経
を
の
せ
て
漢
に
や
っ
て
来
た
の
で
、
洛
陽
裁
の
擁
関
の
西
に
白
馬
寺
を
立
て
た
と
あ
り
、



『
洛
陽
伽
聞
記
』
に
は
、
白
馬
が
経
像
を
の
せ
て
来
た
の
で
、
そ
れ
に
ち
な
ん
で
名
を
つ
け
た
、
と
あ
る
。
こ
の
二
番
の
記
述
の
内
容
に

は
大
差
は
な
い
と
思
わ
れ
、

「
縁
起
」
も
こ
れ
に
よ
っ
た
も
の
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

し
か
し
こ
の
二
番
に
は
白
馬
が
塔
を
鳴

き
な
が
ら
ま
わ
っ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。

他
の
容
の
中
で
『
高
僧
伝
』
に
は
、
摂
摩
騰
の
住
居
は
浴
陽
誠
の
西
の
擁
門
の
外
の
白
馬
寺
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
相
伝
だ
と
断
り
な

が
ら
、
外
国
の
国
王
が
か
つ
て
諸
寺
を
壊
し
た
、
そ
の
時
、
招
提
寺
は
ま
だ
壊
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
夜
中
に
白
馬
が
来
て
鳴
き
な
が
ら
塔

の
周
り
を
ま
わ
っ
た
。
そ
こ
で
玉
は
諸
寺
を
壊
す
の
を
止
め
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
招
提
を
改
め
て
白
馬
寺
と
し
た
、
と
あ
り
更
に
、
た
め

に
白
馬
寺
と
い
う
名
の
寺
は
多
く
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
『
高
僧
伝
』
の
説
示
は
「
縁
起
」
の
説
示
と
大
変
に
似
通
っ
て
い
る
、
白
馬
に
か
か
わ
る
「
縁
起
」
の
説
示
の
展
開
は
、

『
高
僧

ほ
か
で
は
『
水
経
注
』
に
、
経
等
を
白
馬
の
背
に
の
せ
て
来
た
か
ら
、
白
馬
を
も
っ
て
寺
の
名
に
し
た
の
だ
と
あ
る
だ
け
で
、
他
の
各
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伝
』
に
よ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

番
に
は
ほ
と
ん
ど
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
「
相
伝
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
伝
説
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

6 

そ

の

他

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
摂
摩
騰
・
佐
一
法
蘭
や
白
馬
寺
の
伝
説
等
々
、

に
わ
か
に
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
西
晋
の
時

代
（
二
六
五

i
三
二
ハ
〉
に
は
、
す
で
に
洛
陽
の
西
門
外
に
白
馬
寺
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

竺
法
護
は
二
八
六
年
〈
太
康
七
年
〉
八
月
に
『
正
法
華
経
』
を
訳
し
、
二
八
九
年
ハ
太
康
十
年
〉
四
月
に
は
『
文
殊
師
利
浄
律
経
』
を

訳
し
、
十
二
月
に
は
『
魔
逆
経
』
を
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
訳
出
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
洛
陽
門
外
の
白
馬
寺
で
あ
っ
た
こ
と
は

白
馬
寺
管
見
（
望
月
〉
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ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

『
出
三
蔵
記
集
』

に
は
正
法
華
経
記
第
六
と
し
て
、

出
経
後
記
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、

太
康
七
年
（
二
八

六
〉
八
月
十
日
徹
埠
菩
薩
法
護
が
、
手
に
胡
経
を
と
り
口
に
正
法
華
経
二
十
七
品
を
宣
出
し
、
長
仕
明
等
が
筆
受
し
、
九
月
二
日
に
終
わ

っ
た
。

そ
こ
で
天
竺
沙
門
の
竺
力
と
亀
絃
居
士
吊
元
信
と
が
参
校
し
た
、

と
あ
り
、

更
に
、

正
法
華
経
後
記
第
七

作
者
未
詳
と
し
た

上
で
、
永
照
元
年
（
二
九
O
）
八
月
二
十
八
日
、
比
丘
康
那
律
が
洛
陽
に
お
い
て
正
法
華
経
を
写
し
終
わ
っ
た
。
時
に
張
季
博
等
は
手
に

経
本
を
と
り
、
白
馬
寺
に
詣
で
て
法
護
と
対

L
Bあ
る
o

し
た
が
っ
て
、
塚
本
善
隆
博
士
は
、
西
晋
の
洛
陽
白
馬
寺
は
、
初
期
仏
教
界
に
次
第
に
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

の
白
馬
寺
が
、
す
で
に
成
立
し
流
布
し
つ
つ
あ
っ
た
明
帝
感
夢
に
由
来
す
る
仏
教
伝
来
の
説
を
と
り
あ
げ
て
、
白
馬
寺
の
宣
伝
運
営
に
資

す
る
よ
う
に
な
る
の
も
自
然
な
成
行
き
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
鎌
田
博
士
は
、
後
漢
末
に
剰
州
に
白
馬
寺
と
名
づ
け
ら
れ
た

一
寺
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
、
西
晋
頃
に
は
、
洛
陽
城
の
西
に
あ
っ
た
寺
が
白
馬
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
い
え
る
、
と
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述
べ
て
い
る
。

明
帝
没
し
て
お
よ
そ
一
二

O
年
、
後
漢
末
は
三
国
時
代
を
迎
え
る
準
備
に
入
っ
て
い
た
。
時
に
貌
の
曹
操
は
白
馬
寺
を
中
心
と
す
る
仏

教
関
係
者
、
道
教
の
五
斗
米
道
の
関
係
者
等
と
、
親
密
な
関
係
を
保
ち
な
が
ら
貌
の
国
威
を
掲
げ
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時

ど
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

白
馬
寺
が
あ
り
、

そ
こ
に
人
々
が
お
り
、

活
動
を
展
開
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
出
来
る
で
あ
ろ

う
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の
後
に
出
た
北
斉
貌
収
の
貌
密
釈
老
志
に
は
、
此
の
「
使
者
張
鶏
」
の
四
字
を
抹
消
し
て
し
ま
い
、
歴
代
三
宝
紀
巳
下
其
の
後
の
記

文
に
は
、
復
た
張
鶏
の
名
を
見
な
い
こ
と
に
な
り
、
或
は
か
の
張
鶏
に
代
へ
て
事
情
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が
」
。
『
後
漢
書
』
（
王
蜜
五
主
縞
「
宋

紹
興
刊
本
」
＝
一
七
六
三
上

t
六
四
下
）

鎌
田
茂
雄
・
前
掲
書
ハ
一

O
九
、
二

O
〉

『
出
三
蔵
記
集
』
〈
大
正
五
十
五
・
五
下
〉

『
高
僧
伝
』
（
大
正
五
十
・
四
一
八
中
下
〉

『
後
漢
紀
』
〈
巻
十
〉

『
後
漢
魯
』
（
王
露
五
主
編
三
九
一
一
下
三
九
二
一
上
〉

小
野
玄
妙
・
前
掲
密
（
二
四
上
〉

『
出
三
蔵
記
集
』
（
大
正
五
十
五
・
五
六
下
五
七
上
〉

塚
本
善
隆
『
中
国
仏
教
通
史
』
〈
第
一
巻
五

O
I五
一
）

鎌
田
茂
雄
・
前
掲
書
〈
一
一
七
〉
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〈

9
）

〈叩〉

（

U
〉

ハロ）
ハ臼〉

〈

M
〉

ハ店〉
ハ時〉

ハ
U
V

白
馬
寺
管
見
〈
望
月
〉


