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敦
燈
は
、
北
緯
四
〇
度
一
〇
分
へ
東
経
九
四
度
四
〇
分
へ
中
国
甘
粛

省
の
西
北
端
に
位
置
す
る
'
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
程
近
い
砂
漠
に

囲
ま
れ
た
都
市
で
あ
る
。

こ
の
一
帯
を
含
む
内
陸
ア
ジ
ア
に
は
今
日
に
至
る
ま
で
数
々
の
オ
ア

シ
ス
を
結
ぶ
無
数
の
交
通
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
か

っ
て
陸
上
交
通
が
主
流
の
時
代
に
は
東
西
を
結
ぶ
交
易
路
と
し
て
も
大

き
な
役
割
を
担
い
'
後
代
の
歴
史
家
に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
い
わ
れ
る
一

大
交
通
網
と
な
っ
て
こ
の
1
帯
に
大
き
-
横
た
わ
っ
て
い
た
。
そ
し

て
へ
　
こ
の
大
交
通
網
の
利
権
を
保
持
し
続
け
よ
う
と
す
る
オ
ア
シ
ス
国

家
へ
　
こ
れ
ら
を
一
手
に
掌
握
し
ょ
う
と
す
る
強
大
な
中
華
帝
国
へ
利
権

を
奪
お
う
と
時
に
大
勢
力
と
な
っ
て
来
襲
す
る
遊
牧
民
族
の
攻
防
の
歴

史
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
敦
燈
は
こ
の
よ
う
な
東
西
交
通
網
の
な

か
で
も
要
衝
の
地
に
あ
り
へ
時
に
は
中
国
の
玄
関
口
の
都
市
と
し
て
、

ま
た
時
に
は
独
立
を
保
ち
'
ま
た
時
に
は
吐
蕃
な
ど
の
異
民
族
支
配
も

経
験
し
な
が
ら
攻
防
の
歴
史
の
中
で
盛
衰
を
繰
り
返
し
、
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
大
交
通
網
が
'
物
質
の
輸
送
に
寄
与
し
た
ば
か
り
か
文

化
の
伝
播
や
東
西
文
化
の
融
合
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
敦
燈
な
ど
の
オ
ア
シ
ス
都
市
も
そ
の
恩
恵
を

受
け
へ
東
西
文
化
の
行
き
か
う
中
で
文
化
的
に
も
繁
栄
し
て
き
た
。
た

と
え
ば
イ
ン
ド
で
興
っ
た
仏
教
が
こ
の
交
通
網
を
通
じ
て
徐
々
に
オ
ア

シ
ス
国
家
や
遊
牧
民
族
に
浸
透
し
て
東
漸
し
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ

と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
継
点
に
位
置
す
る
厨
賓
へ
亀
弦
へ

99



敦
燈
な
ど
の
い
-
つ
か
の
都
市
は
'
時
に
先
端
の
仏
教
セ
ン
タ
ー
と
し

て
輝
か
し
-
歴
史
に
登
場
し
'
数
々
の
高
僧
も
輩
出
し
て
き
た
。
西
晋

時
代
の
訳
経
な
ど
で
知
ら
れ
る
竺
法
護
な
ど
も
敦
燈
の
出
身
の
僧
侶
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
地
域
に
あ
っ
て
'
敦
燈
で
は
早
-
か
ら
仏
教
の
修
行
者

も
多
-
、
仏
教
信
仰
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
四
世
紀
頃
よ
り
こ
の
地
域
で

は
禅
の
修
業
道
場
と
し
て
の
石
窟
が
数
多
-
作
ら
れ
た
こ
と
は
歴
史
記

(
1
)

載
に
も
残
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
が
、
敦
燈
で
も
四
世
紀
半
ば
の

三
六
六
年
に
楽
僻
と
い
う
僧
侶
が
東
よ
り
や
っ
て
き
て
莫
高
唐
の
開
聖

が
始
め
ら
れ
る
と
次
々
に
五
百
も
の
窟
が
作
ら
れ
た
と
の
言
い
伝
え
が

「
大
周
李
懐
譲
重
修
莫
高
窟
仏
亀
碑
」
や
「
莫
高
窟
記
」
な
ど
に
残
さ

(
2
)

れ
て
い
る
。
こ
の
「
莫
高
窟
記
」
　
に
よ
れ
ば
'
莫
高
窟
は
そ
の
後
も
時

の
為
政
者
や
有
力
者
か
ら
経
済
的
支
援
を
受
け
て
き
た
と
も
み
ら
れ
、

長
年
の
掘
削
と
修
築
に
よ
っ
て
南
北
二
キ
ロ
に
も
及
ぶ
壁
面
の
千
に
も

及
ぶ
窟
に
は
ど
こ
さ
れ
た
壮
震
な
装
飾
が
今
日
に
も
残
さ
れ
て
い
る
.

現
在
に
残
さ
れ
て
い
る
壁
画
の
総
面
積
は
推
定
で
四
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
に
も
及
ぶ
。
ま
た
莫
高
窟
ば
か
り
で
は
な
-
、
敦
燈
に
は
ほ
か
に

も
檎
林
窟
な
ど
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
石
窟
群
が
残
さ
れ
て
お
り
、
仏
教
文

化
が
栄
え
た
時
代
を
し
の
ば
せ
る
。
政
治
的
に
は
、
七
八
l
年
か
ら
八

四
八
年
ま
で
は
チ
ベ
ッ
ト
の
支
配
を
受
け
、
そ
の
後
は
帰
義
軍
節
度
使

時
代
へ
金
山
国
時
代
を
経
て
西
夏
支
配
時
代
を
迎
え
る
な
ど
へ
中
原
地

域
と
は
異
な
る
支
配
体
制
の
中
で
'
異
民
族
支
配
や
中
原
地
域
と
の
断

絶
な
ど
文
化
的
な
盛
衰
を
経
験
し
た
が
、
壁
画
の
総
量
な
ど
か
ら
推
定

し
て
晴
唐
代
、
帰
義
軍
節
度
使
時
代
に
は
仏
教
文
化
繁
栄
の
ピ
ー
ク
を

迎
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
敦
燈
で
修
行
す
る
僧
侶
は
か
な

り
の
数
に
上
っ
た
と
見
ら
れ
へ
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
の
帰
義
軍
節
度

使
時
代
の
記
録
で
は
十
八
の
寺
院
に
千
人
前
後
の
僧
侶
が
い
た
こ
と
が

(
3
)

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
敦
燈
の
全
人
口
は
不
詳
で
あ
る
が
'

『
旧
唐
書
』
　
(
巻
第
四
〇
地
理
誌
)
の
七
五
八
年
の
記
載
に
四
二
六
五
戸
、

一
六
二
五
〇
人
と
あ
る
の
に
近
い
と
す
れ
ば
'
人
口
の
二
十
人
に
l
人

は
僧
侶
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
九
世
紀
の
あ
る
記
録
で

は
'
家
族
三
四
人
の
う
ち
七
人
ま
で
が
出
家
し
て
僧
尼
に
な
っ
た
と
あ

り
へ
　
こ
れ
ら
よ
り
み
て
も
う
　
か
な
り
仏
教
信
仰
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
敦
燈
の
仏
教
文
化
繁
栄
の
状
況
を
今
日
我
々
に
伝
え
て

く
れ
る
資
料
に
は
'
石
窟
資
料
だ
け
で
は
な
く
膨
大
な
文
献
資
料
、

敦
燈
文
献
が
あ
る
。
敦
燈
文
献
と
い
う
の
は
'
敦
燈
石
窟
と
そ
の
周
囲

か
ら
発
見
さ
れ
た
膚
五
代
を
中
心
と
す
る
写
本
群
で
あ
る
。
な
か
で
も

一
九
〇
〇
年
に
敦
燈
莫
高
窟
第
十
六
号
窟
の
両
道
の
壁
面
が
崩
れ
、
そ

の
奥
に
隠
さ
れ
て
い
た
小
室
(
現
在
の
第
十
七
号
窟
蔵
経
洞
)
　
か
ら
発
見
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さ
れ
た
数
万
巻
も
の
蔵
経
洞
文
献
は
そ
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
。
ほ
か

に
も
莫
高
窟
北
区
な
ど
、
発
掘
調
査
の
進
展
に
よ
っ
て
新
た
に
文
献
が

発
掘
さ
れ
て
徐
々
に
そ
の
数
を
増
や
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
の
う
ち
へ
蔵
経
洞
文
献
は
、
十
世
紀
か
ら
十
l
世
紀

跡
頭
に
敦
燈
の
寺
院
内
で
整
理
保
管
さ
れ
て
い
た
寺
院
文
書
が
何
ら
か

の
理
由
に
よ
っ
て
こ
こ
に
埋
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
は

こ
れ
ま
で
様
々
な
説
が
出
さ
れ
、
西
夏
の
攻
撃
(
一
〇
三
五
へ
六
年
)

あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
カ
ラ
パ
ン
朝
の
進
軍
(
一
〇
〇
六
年
)
か

ら
避
難
し
た
な
ど
と
す
る
避
難
説
や
'
寺
院
内
の
不
要
に
な
っ
た
文
書

を
廃
棄
す
る
た
め
と
す
る
廃
棄
説
の
二
説
が
あ
り
い
ま
だ
に
定
説
を
見

な
い
が
'
い
ず
れ
に
し
て
も
十
一
世
紀
初
頭
ま
で
の
寺
院
内
文
書
で
あ

る
こ
と
に
は
間
違
い
な
く
'
我
々
に
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
-
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
写
本
が
書
か
れ
た
年
代
は
'
封
蔵
さ
れ
た
と
見
ら
れ

る
十
世
紀
に
近
い
ほ
ど
数
が
多
-
な
っ
て
い
る
が
'
最
も
古
い
も
の
で

は
五
世
紀
初
頭
の
も
の
か
ら
見
ら
れ
へ
伝
世
文
献
で
は
逸
し
て
し
ま
っ

て
伝
わ
ら
な
か
っ
た
文
献
も
多
-
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
敦
燈
文

献
に
'
敦
燈
壁
画
と
い
う
ビ
ジ
ュ
ア
ル
資
料
を
併
せ
研
究
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
十
l
世
紀
以
前
の
様
々
な
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
が
'
こ
う
し
た
研
究
は
敦
燈
学
と
呼
ば
れ
て
中
国
学
の
重
要
な
研

究
領
域
と
な
っ
て
い
る
。

二
　
唐
代
に
敦
嘘
で
行
わ
れ
て
い
た
法
会

仏
教
文
化
の
栄
え
た
敦
恒
で
は
、
と
-
に
政
治
的
な
安
定
期
と
な
っ

た
唐
代
中
期
以
降
と
な
る
九
世
紀
頃
(
敦
燈
で
は
帰
義
軍
節
度
使
時
代
)

に
は
様
々
な
法
会
が
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
、
敦
蛙
文
献
中
に
も
関
連
す

る
写
本
が
多
-
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

広
-
唐
代
に
行
わ
れ
て
い
た
法
会
と
い
う
と
'
文
献
に
残
さ
れ
る
も

の
だ
け
で
も
日
時
の
定
め
ら
れ
た
恒
例
の
法
会
に
仏
生
日
の
法
会
へ
成

道
会
へ
浬
磐
会
、
孟
蘭
盆
会
へ
誕
節
の
法
会
へ
国
忌
の
法
会
、
忌
日
の

法
会
な
ど
が
あ
り
へ
そ
れ
以
外
に
も
随
時
行
わ
れ
て
い
た
法
会
に
仏
牙

供
養
の
法
会
、
斎
会
、
八
開
斎
会
へ
講
経
の
法
会
へ
布
薩
へ
自
怒
、
三

(
4
)

昧
、
慨
法
へ
受
戒
へ
得
度
の
法
会
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
会
で

は
'
鳴
ら
し
も
の
、
僧
侶
の
発
声
、
僧
侶
の
動
作
な
ど
に
工
夫
が
凝
ら

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
会
の
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
て
い
た
に
ち
が
い
な

f
l
 
O

、
∨

法
会
で
の
儀
式
作
法
は
'
『
高
僧
伝
』
巻
第
五
な
ど
に
残
さ
れ
る
道

安
の
僧
尼
軌
範
に
「
行
香
、
定
座
、
上
講
経
へ
上
講
」
と
あ
り
へ
こ
れ

を
う
け
た
と
み
ら
れ
る
遺
宣
『
四
分
律
行
事
紗
資
持
記
』
巻
五
、
道
世

『
法
苑
珠
林
』
巻
十
六
に
も
「
行
香
へ
定
座
、
上
経
へ
上
講
」
と
四
大

別
し
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
後
の
唐
代
の
軌
範
で
は
法
照
『
浄
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土
五
会
念
仏
略
法
事
儀
讃
』
な
ど
に
よ
り
具
体
的
な
作
法
に
つ
い
て
記

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
唐
代
の
法
会
の
状
況
を
生
き
生
き
と

写
し
て
-
れ
て
い
る
文
献
に
円
仁
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
　
の
「
赤
山

院
新
羅
僧
講
経
儀
式
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
僧
侶
に
よ
る
見
聞
録

で
あ
り
'
九
世
紀
の
講
経
儀
式
の
様
子
が
つ
ぶ
さ
に
記
録
さ
れ
'
当
時

の
講
経
の
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
併
せ
見
る
に

「
打
鐘
」
へ
　
「
入
道
」
へ
　
「
登
高
座
」
、
「
称
賛
仏
名
」
へ
　
「
変
唄
」
へ
　
「
唱
経
題

目
」
へ
　
「
念
仏
」
へ
　
「
表
白
」
へ
　
「
回
向
」
へ
　
「
散
華
」
、
「
講
経
」
、
「
論
議
」
、

「
行
香
」
へ
　
「
読
経
」
、
「
行
道
」
な
ど
の
作
法
が
そ
れ
ぞ
れ
の
法
会
に
お

い
て
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

写
本
に
の
み
伝
わ
る
小
説
で
あ
り
へ
　
そ
の
描
写
は
あ
る
い
は
敦
燈
で
の

法
会
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
へ
研
究
上
重
視
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
下
に
そ
の
一
部
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
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仏
教
信
者
の
多
い
敦
燈
に
お
い
て
も
盛
ん
に
法
会
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
敦
燈
文
献
中
、
フ
ラ
ン
ス
蔵
ぺ
リ
オ
三
八
四
九

号
写
本
の
背
面
や
イ
ギ
リ
ス
蔵
ス
タ
イ
ン
四
四
l
七
号
な
ど
で
も
各
種

の
法
会
の
次
第
が
記
さ
れ
'
中
原
の
法
会
と
基
本
的
に
は
ほ
ぼ
一
致
す

る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
敦
燈
文
献
に
の
み
見
ら
れ
る
小
説
『
原
山
遠

公
話
』
　
(
十
世
紀
写
本
)
の
1
節
で
も
講
経
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
に
描

写
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
講
経
を
見
学
す
る
人
物
の
身
分
や
'
聴
衆

が
講
経
を
聞
い
て
い
る
様
子
に
至
る
ま
で
詳
細
に
描
か
れ
て
お
り
へ
当

時
の
講
経
の
様
子
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
敦
燈

し
ば
ら
-
し
て
到
着
し
'
相
公
は
先
ず
銭
二
百
貫
文
を
奉
納
し

て
'
善
慶
を
つ
れ
て
寺
の
中
へ
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
と
き
す
で

に
聴
衆
は
雲
の
ご
と
-
(
集
ま
り
)
へ
　
お
布
施
は
雨
の
ご
と
-
(
注

い
)
で
あ
っ
た
。
鐘
が
鳴
る
と
と
も
に
講
経
が
始
ま
っ
た
。
ま
ず

都
講
が
経
題
を
挙
L
へ
維
郡
が
焚
唄
を
歌
う
と
'
聴
衆
は
讃
仰
し

て
、
霊
鷺
山
に
登
る
が
ご
と
き
思
い
で
あ
っ
た
。
道
安
は
欣
然
と

し
て
'
ま
る
で
葛
羅
の
会
に
座
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
道
安
は
手
に
如
意
を
持
ち
、
高
座
に
座
り
、
高
価
な
宝
香

を
た
っ
ぷ
り
焚
き
し
め
る
と
'
妙
義
を
述
べ
右
段
に
な
り
、
先
ず

経
題
を
挙
し
て
「
大
理
磐
経
如
来
寿
量
品
第
こ
と
唱
え
た
。
こ

の
(
経
題
を
唱
え
る
)
問
題
が
終
わ
る
と
、
仏
の
威
儀
を
讃
嘆
L
へ

古
聖
を
称
え
、
つ
い
で
今
上
皇
帝
の
徳
を
述
べ
,
て
言
っ
た
。

「
伏
し
て
願
わ
-
は
'
今
上
皇
帝
の
道
は
竜
図
に
応
じ
へ
徳
は
金

の
園
の
よ
う
に
光
り
'
金
鏡
を
握
り
九
天
に
輝
き
、
神
光
に
従
い

八
表
に
臨
み
た
ま
わ
ん
こ
と
を
。
願
わ
-
は
諸
王
、
太
子
の
、
金



枝
は
永
-
揺
が
ず
、
玉
葉
は
常
に
茂
り
'
公
主
へ
貴
妃
は
へ
そ
の

淑
徳
永
-
輝
き
へ
朝
廷
の
卿
相
は
忠
孝
を
尽
-
L
へ
郡
県
の
官
僚

は
た
だ
清
廉
な
ら
ん
こ
と
を
。
ま
た
座
下
の
善
男
善
女
は
'
あ
ら

ゆ
る
災
厄
は
霧
と
な
り
へ
疫
病
は
雲
と
消
え
へ
災
害
に
侵
さ
れ

ず
'
功
徳
は
成
就
せ
ん
こ
と
を
。
三
途
の
地
獄
の
苦
し
み
は
す
べ

て
消
え
へ
法
界
の
衆
生
は
み
な
こ
の
福
に
露
わ
ん
こ
と
を
」

こ
の
表
白
文
を
読
み
終
わ
っ
て
、
経
題
(
の
解
釈
)
に
入
ろ
う

と
す
る
と
へ
　
そ
の
時
善
慶
は
堂
内
に
立
ち
上
が
り
大
声
で
「
そ
の

経
題
へ
待
っ
た
」
と
叫
ん
だ
。

こ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
情
景
か
ら
、
法
会
が
寺
院
の
経
済
活
動
と

も
な
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
た
め
民
衆
を
ひ
き
つ
け
て
一
部
に
お
い
て

娯
楽
化
し
て
い
る
状
況
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
の
こ
と
は

六
朝
末
に
お
け
る
宝
巌
の
唱
導
な
ど
(
『
統
高
僧
伝
』
巻
第
三
〇
)
す
で

に
各
時
代
に
お
け
る
法
会
に
お
い
て
同
様
の
こ
と
は
見
ら
れ
て
い
る

が
、
九
、
十
世
紀
敦
燈
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。

敦
燈
文
献
の
調
査
に
よ
っ
て
へ
当
時
の
敦
燈
で
は
俗
講
や
八
開
斎

会
へ
追
福
な
ど
在
家
信
者
の
た
め
に
法
会
が
行
わ
れ
へ
多
-
の
在
家
信

者
が
集
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。

俗
講
と
い
う
の
は
講
経
の
一
種
で
'
在
家
信
者
を
対
象
と
す
る
講
経

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
古
-
は
晴
代
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
い
へ
円

仁
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
、
『
資
治
通
鑑
』
へ
『
酉
陽
雑
姐
』
な
ど
の

多
-
の
文
献
に
関
連
す
る
記
載
が
見
ら
れ
る
。
晴
代
以
降
長
-
行
わ
れ

て
い
た
も
の
と
見
て
よ
い
が
'
九
世
紀
に
記
述
が
集
中
し
て
い
る
点
は

注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

同
時
代
の
敦
燈
文
献
に
も
俗
講
の
言
葉
を
残
す
文
献
が
い
-
つ
か
見

ら
れ
て
お
り
へ
敦
燈
で
も
中
原
1
帯
と
同
じ
よ
う
に
俗
講
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
代
表
的
な
文
献
が
ぺ
リ
オ

三
八
四
九
号
背
面
に
残
さ
れ
る
「
(
撹
)
俗
話
儀
式
」
と
い
わ
れ
る
記

載
で
'
こ
こ
に
は
俗
講
の
次
第
が
箇
条
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

内
容
は
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
「
赤
山
院
新
羅
僧
講
経
儀
式
」
に
み

ら
れ
る
も
の
と
は
ぽ
一
致
し
'
俗
講
は
講
経
の
作
法
に
の
っ
と
っ
て
行

わ
れ
た
も
の
と
わ
か
る
。
そ
し
て
ぺ
リ
オ
本
に
よ
れ
ば
講
ぜ
ら
れ
た
の

は
『
温
室
経
』
と
い
う
経
典
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
俗
講
の
「
俗
」

と
い
う
字
の
持
つ
通
俗
、
卑
俗
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
'
通
俗
の
語
り
物
と

結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
講
経
の
儀
式
作
法
に
の
っ
と
っ
て
経

典
の
講
経
が
講
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
と
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
'
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
、
『
資
治
通
鑑
』
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
な

長
安
で
行
わ
れ
た
俗
講
で
も
『
華
厳
経
』
、
『
担
架
経
』
へ
　
『
法
華
経
』
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と
い
っ
た
大
乗
経
典
が
講
ぜ
ら
れ
て
お
り
へ
敦
塩
で
行
わ
れ
た
俗
講
も

形
式
的
に
は
そ
う
し
た
流
れ
を
受
け
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ

る
。
さ
き
の
『
原
山
遠
公
話
』
で
も
『
淫
楽
経
』
が
在
家
信
者
に
講
ぜ

ら
れ
る
風
景
を
描
写
し
て
お
り
へ
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

俗
講
に
関
す
る
記
載
を
残
す
敦
燈
文
献
と
し
て
は
う
も
う
一
点
ペ
リ

オ
三
七
七
〇
号
背
面
「
俗
講
荘
厳
回
向
文
」
が
あ
る
。
こ
の
文
献
は
内

容
か
ら
見
て
法
会
に
際
し
て
宣
読
さ
れ
る
表
白
文
と
も
見
ら
れ
る
も
の

で
へ
さ
き
の
「
俗
講
儀
式
」
文
献
と
あ
わ
せ
て
み
る
と
'
経
題
を
称
し

終
わ
っ
た
後
の
部
分
(
コ
壮
厳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
部
分
)
に
読
み
上
げ
ら

れ
る
も
の
と
わ
か
る
。
「
俗
講
荘
厳
回
向
文
」
の
内
容
を
よ
-
見
て
み

る
と
、
『
原
山
遠
公
議
』
中
で
歌
わ
れ
た
表
白
文
と
も
よ
-
似
て
い
る
。

実
は
こ
れ
と
よ
-
似
た
文
は
ぺ
リ
オ
三
八
四
九
号
背
面
の
「
俗
講
儀

式
」
の
前
に
も
併
記
さ
れ
て
お
り
へ
俗
講
は
や
は
り
厳
格
な
作
法
に
の

っ
と
っ
た
講
経
で
あ
っ
た
と
確
認
で
き
る
。

た
だ
、
「
俗
講
儀
式
」
や
表
白
文
な
ど
俗
講
に
関
す
る
1
連
の
内
容

を
併
記
す
る
ぺ
リ
オ
三
八
四
九
背
面
に
は
も
う
一
つ
『
仏
説
諸
経
経
線

喰
困
由
記
』
と
い
う
仏
教
説
話
集
も
併
記
さ
れ
て
お
り
、
在
家
信
者
を

対
象
と
す
る
俗
講
に
お
い
て
'
説
話
語
り
的
な
場
面
も
あ
っ
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。
こ
れ
と
似
た
こ
と
が
梁
代
の
『
高
僧
伝
』
第
十
三
「
唱

導
」
の
記
載
に
も
す
で
に
見
ら
れ
て
い
る
が
'
あ
る
い
は
こ
う
し
た
仏

教
説
話
を
語
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
徐
々
に
変
文
の
よ
う
な
講
唱
文
学
作
品

に
発
展
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
推
測
を

補
充
し
て
-
れ
る
文
献
資
料
に
'
『
破
魔
変
』
へ
　
『
頻
婆
沙
羅
王
后
宮
採

女
功
徳
意
供
養
塔
生
天
因
縁
変
』
な
ど
の
敦
燈
出
土
の
講
唱
文
学
作
品

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
は
じ
め
の
大
詰
の
部
分
は
実
は
こ
の
俗
講
な
ど
に

使
わ
れ
る
表
白
文
と
よ
-
似
て
お
り
へ
　
こ
れ
ら
の
講
唱
が
俗
講
な
ど
の

法
会
の
儀
式
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
へ
　
『
撰
集
百
線
経
』
へ
　
『
賢
愚
経
』
な
ど
の
仏
教
説
話
が
俗

講
な
ど
の
法
会
で
語
ら
れ
、
徐
々
に
通
俗
化
し
て
講
唱
文
学
に
な
る
過

程
で
、
表
白
文
な
ど
が
変
文
の
大
詰
に
改
変
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ

う
と
確
信
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
八
開
斎
に
つ
い
て
も
少
し
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

八
開
斎
は
、
八
戒
斎
や
八
斎
戒
、
八
開
斎
戒
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
在

家
信
者
が
、
天
上
の
神
も
し
-
は
悪
鬼
が
巡
察
す
る
と
さ
れ
る
一
日

に
、
殺
生
を
し
な
い
'
盗
ま
な
い
'
性
交
し
な
い
'
嘘
を
つ
か
な
い
'

飲
酒
し
な
い
'
化
粧
を
し
な
い
、
高
-
ゆ
っ
た
り
と
し
た
床
で
寝
な
い

な
ど
の
八
つ
の
戒
め
を
守
り
精
進
潔
斎
す
る
も
の
で
、
イ
ン
ド
に
起
源

を
発
す
る
行
事
で
あ
る
。
通
常
へ
　
八
日
へ
十
四
日
へ
十
五
日
、
二
十
三

日
、
二
十
九
日
へ
　
三
十
日
の
六
日
を
六
斎
日
と
し
て
こ
れ
に
当
て
て
い

る
が
'
敦
燈
文
献
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
後
代
中
国
で
は
こ
れ
に
一
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日
へ
十
八
日
、
二
十
四
日
へ
　
二
十
八
日
の
四
日
を
加
え
て
十
斎
日
と
し

て
い
る
。

こ
の
八
開
斎
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
六
朝
時
代
頃
に
は
す
で
に
寺

院
な
ど
で
在
家
信
者
の
た
め
の
集
ま
り
が
あ
り
へ
そ
れ
が
娯
楽
と
も
な

っ
て
い
た
こ
と
が
『
高
僧
伝
』
(
第
十
三
「
暗
導
」
)
の
記
載
に
よ
っ
て

知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
流
れ
は
九
世
紀
の
敦
燈
に
も
つ
な
が
る
よ
う

で
、
敦
燈
文
献
に
は
そ
れ
を
証
明
す
る
資
料
が
い
-
つ
か
み
ら
れ
る
。

ま
ず
は
先
の
ぺ
リ
オ
三
八
四
九
号
背
面
文
書
「
(
擬
)
俗
講
儀
式
」
に

よ
れ
ば
'
三
種
の
連
続
し
た
儀
式
が
紹
介
さ
れ
る
中
で
俗
講
に
続
い
て

八
開
斎
の
法
会
が
行
わ
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
八
開
斎
会
と
俗
話
が
一
連
の
法
会
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ロ
シ
ア
蔵
敦
燈
文
献
◎
l
〇
九
『
大
乗

八
開
斎
会
文
』
で
は
へ
そ
の
八
開
斎
会
の
法
会
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
文

面
が
集
め
ら
れ
て
お
り
よ
り
具
体
的
な
儀
式
の
状
況
が
わ
か
る
の
で
あ

る
が
へ
　
そ
の
冒
頭
の
部
分
に
押
座
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

押
座
文
と
い
う
の
は
焚
唄
か
ら
発
展
し
た
と
み
ら
れ
る
歌
い
も
の
で
、

儀
式
の
は
じ
め
に
法
会
に
先
立
っ
て
聴
衆
を
鎮
め
る
の
と
同
時
に
法
会

の
梗
概
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
講
唱
文
学
作
品
で
あ
る
変
文
を
演

じ
る
場
合
に
も
歌
わ
れ
た
も
の
で
、
後
代
の
変
文
で
は
改
変
さ
れ
て
変

文
本
文
の
大
詰
部
分
や
韻
文
部
分
な
ど
へ
と
改
変
さ
れ
て
い
っ
た
作
品

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
へ
　
八
開
斎
と
講
唱
文
学
文
献
変
文
の
成

立
に
も
関
係
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
法
会
で
使
わ
れ
て
い
た
文
学
作
品

前
節
で
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
た
よ
う
に
'
敦
燈
文
献
は
寺
院
内
文

書
で
あ
っ
た
と
い
う
性
質
か
ら
経
典
類
が
最
も
多
く
　
ほ
か
に
も
寺
院

内
で
使
わ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
経
済
文
書
な
ど
や
仏
教
の
法
会
に
関

す
る
資
料
も
た
い
へ
ん
多
-
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
文
学
研
究
上

と
く
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
'
法
会
の
な
か
で
発
展
し
た
と
み
ら
れ

る
講
経
文
の
類
や
変
文
の
類
へ
押
座
文
の
類
な
ど
の
講
唱
文
学
作
品

で
'
し
か
も
驚
-
べ
き
こ
と
に
こ
れ
ら
が
寺
院
内
で
使
わ
れ
て
い
た
そ

の
ま
ま
の
形
で
大
量
に
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ

ん
伝
世
文
献
で
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
唱
導
の
研
究
に
お

い
て
た
い
へ
ん
注
目
を
集
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

敦
燈
の
講
唱
文
学
文
献
を
世
界
で
は
じ
め
て
取
り
上
げ
た
の
は
狩
野

直
樹
氏
「
支
那
俗
文
学
研
究
の
材
料
(
上
)
(
下
)
」
　
(
『
芸
文
』
七
-
一
、

七
-
三
へ
一
九
一
六
年
)
で
あ
る
が
'
仏
教
儀
式
と
の
関
係
を
指
摘
し
た

の
は
羅
振
玉
『
敦
燈
零
拾
』
　
(
一
九
二
四
年
)
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ

う
。
羅
氏
は
'
三
種
の
講
唱
文
学
文
献
を
翻
刻
し
「
仏
曲
」
と
称
し
て

宋
代
の
説
話
四
家
の
う
ち
の
仏
経
を
演
説
す
る
「
説
経
」
の
源
流
と
評
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し
た
(
こ
の
仏
曲
三
種
は
現
在
に
言
う
「
維
摩
経
講
経
文
」
「
降
魔
変
文
」

蒜
聖
書
国
王
緑
」
で
あ
る
)
。
続
い
て
青
木
正
児
氏
「
徴
燈
遺
書
八
目
達
縁

追
)
(
大
目
乾
遵
冥
間
救
母
奨
文
)
及
び
(
降
魔
撃
押
座
文
)
に
就

て
」
へ
倉
石
武
四
郎
氏
「
八
目
連
撃
文
)
紹
介
の
後
に
」
　
(
と
も
に
『
支
那

学
』
四
-
三
へ
　
7
九
二
七
年
)
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
降
魔
変
文
」
へ
　
「
日

蓮
縁
起
」
な
ど
が
紹
介
さ
れ
'
敦
燈
の
散
文
と
韻
文
を
交
互
に
配
す
る

講
唱
文
学
作
品
を
変
文
の
称
を
以
て
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
。
さ
ら
に
向

達
氏
『
唐
代
俗
講
考
』
　
(
冠
州
京
学
報
』
　
l
〇
六
へ
一
九
三
四
年
)
に
お
い

て
こ
う
し
た
敦
燈
変
文
な
ど
の
講
唱
文
学
作
品
と
俗
講
と
の
関
係
が
論

じ
ら
れ
、
孫
樽
第
氏
「
唐
代
俗
講
軌
範
輿
其
本
之
体
裁
」
　
(
『
国
学
季
刊
』

六
-
二
へ
一
九
三
七
年
)
や
津
田
瑞
穂
氏
「
支
那
唱
導
文
学
の
生
成
」

(
『
智
山
学
報
』
十
三
へ
十
四
へ
一
九
三
九
年
、
一
九
四
〇
年
)
　
に
お
い
て
唱

導
の
歴
史
に
お
け
る
敦
燈
変
文
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
'
変
文
ば
か
り

で
な
-
講
経
文
、
押
座
文
な
ど
の
関
連
文
献
も
紹
介
さ
れ
今
日
に
続
-

研
究
の
基
礎
が
築
か
れ
た
。

そ
の
間
も
新
た
な
講
唱
文
学
文
献
の
発
見
は
相
次
ぎ
'
そ
れ
に
つ
れ

て
翻
刻
も
刊
行
さ
れ
る
が
、
周
紹
艮
氏
『
敦
燈
変
文
責
録
』
　
(
l
九
去

四
年
)
か
ら
王
重
民
等
六
氏
『
敦
燈
変
文
集
』
　
(
一
九
五
七
年
)
の
頃
に

は
基
本
的
な
文
献
が
ほ
ぼ
出
揃
い
、
翻
刻
の
方
法
な
ど
も
整
え
ら
れ
て

い
っ
た
。
そ
の
後
は
若
干
の
発
見
を
加
え
つ
つ
末
解
読
文
字
に
対
す
る

研
究
が
進
め
ら
れ
る
な
ど
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
解
釈
に
重
き
が
お
か

れ
、
敦
燈
変
文
中
の
字
義
の
解
説
書
で
あ
る
蒋
礼
鴻
氏
『
敦
燈
変
文
字

義
通
釈
』
　
(
一
九
五
九
年
)
が
出
さ
れ
た
ほ
か
へ
播
重
規
氏
『
敦
燈
変
文

集
新
書
』
　
(
一
九
八
四
年
)
へ
自
化
文
へ
李
鼎
霞
両
氏
『
敦
燈
変
文
集
補

編
』
　
(
一
九
八
九
年
)
へ
項
楚
氏
『
敦
燈
変
文
選
注
』
　
(
一
九
九
〇
年
)
へ
張

涌
泉
へ
黄
徴
両
氏
『
敦
燈
変
文
校
注
』
　
(
1
九
九
七
年
)
な
ど
の
あ
ら
た

な
研
究
成
果
を
反
映
し
た
翻
刻
集
も
多
-
出
さ
れ
て
き
た
。

以
上
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
に
す
で
に
優
れ
た
研
究
成
果
が
世
に
問
わ

れ
て
い
る
が
、
敦
燈
文
献
が
後
世
に
伝
え
る
べ
-
し
て
整
理
さ
れ
た
伝

世
文
献
で
は
な
-
、
当
時
の
実
用
の
書
が
た
ま
た
ま
出
土
し
た
資
料
で

あ
る
た
め
に
そ
の
扱
い
が
難
し
-
'
依
然
と
し
て
見
落
と
さ
れ
て
い
る

問
題
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
に
'
筆
者
の
あ
ら
た
な
見
解
を

交
え
つ
つ
へ
唱
導
研
究
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
資
料
を
紹
介
し
て

み
た
い
。

ま
ず
は
変
文
に
つ
い
て
い
-
つ
か
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。

変
文
と
い
う
の
は
散
文
と
韻
文
を
交
互
に
配
す
る
講
唱
体
と
い
う
ス
タ

イ
ル
を
基
調
と
す
る
作
品
で
、
現
代
の
評
弾
な
ど
に
も
近
い
形
で
あ

る
。
処
々
に
語
り
口
調
と
思
わ
れ
る
表
現
が
見
え
へ
講
唱
文
学
に
使
わ

れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
中
に
は
「
こ
の
場
面
を
見
て
-
だ
さ
い
　
(
香

-
処
)
」
と
い
っ
た
決
ま
り
文
句
も
み
ら
れ
'
絵
解
き
講
唱
に
使
わ
れ
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た
と
見
ら
れ
る
も
の
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
写
本
が
敦
燈
文
献
中
に
二

百
点
前
後
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
は
『
敦
燈
変
文
集
』
な
ど

に
よ
っ
て
大
半
が
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
厄
介
な
こ

と
は
,
よ
く
似
た
作
品
で
あ
る
の
に
細
部
に
差
異
が
見
ら
れ
る
文
献
が

多
-
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
『
八
相
変
』
、
『
太
子
成
道
経
』
へ
『
悉
達
太
子
修
道
因
縁
』

な
ど
の
仏
伝
故
事
類
変
文
で
は
、
実
際
に
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
写
本
で
部

分
的
に
描
写
が
異
な
っ
て
い
る
。
韻
文
の
位
置
が
異
な
る
も
の
な
ど
ま

だ
よ
い
は
う
で
へ
五
言
の
韻
文
を
七
言
に
書
き
換
え
る
と
い
っ
た
こ
と

も
見
ら
れ
て
い
る
。
驚
-
べ
き
も
の
で
は
、
一
枚
残
っ
た
変
文
の
写
本

に
別
の
紙
を
継
ぎ
足
し
て
新
し
い
話
を
続
け
て
書
い
て
い
る
も
の
ま
で

あ
る
。
十
世
紀
当
時
に
実
際
に
講
唱
に
使
わ
れ
て
い
た
文
献
が
そ
の
ま

ま
現
在
に
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
へ
講
唱
の
都
合
で
長
さ
を
調
節

し
た
も
の
や
話
を
面
白
-
す
る
た
め
に
若
干
手
直
し
さ
れ
た
よ
う
な
も

の
ま
で
残
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
我
々
に
貴
重
な
情
報
を
提
供
し

て
く
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
あ
る
系
統
の
物
語
が
語
り
の

現
場
に
お
い
て
徐
々
に
改
変
さ
れ
て
い
る
過
程
が
見
え
る
か
ら
で
'
そ

れ
ぞ
れ
の
写
本
に
み
ら
れ
る
変
化
の
様
子
を
捉
え
た
研
究
を
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
敦
燈
変
文
集
』
な
ど
で
は
'
数
種
の
作
品
に
帰

納
分
類
し
て
こ
れ
ら
を
整
理
し
て
掲
載
し
て
い
る
の
で
へ
そ
の
詳
細
を

翻
刻
文
か
ら
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
な
状
態
と
な
っ
て
お
り
へ
こ
う
し

(
5
)

た
変
文
の
改
変
に
気
づ
-
も
の
は
あ
ま
り
多
-
は
な
い
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
は
幾
つ
も
の
変
文
に
つ
い
て
言
え
る
の
で
あ
る
が
'

こ
の
よ
う
な
変
文
の
改
変
と
い
う
点
で
面
白
い
の
が
北
京
八
七
一
九
号

『
(
撹
)
目
連
変
文
』
で
あ
る
。
こ
の
写
本
は
'
目
連
変
文
を
改
変
し
て

い
る
過
程
で
書
か
れ
た
稿
本
で
あ
り
'
墨
が
塗
ら
れ
て
別
の
語
句
に
書

き
換
え
て
い
る
箇
所
や
、
墨
で
一
部
を
削
除
も
て
い
る
箇
所
な
ど
も
見

ら
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
こ
の
う
ち
の
散
文
部
分
で
、
な
ん
と

目
連
説
話
を
歌
う
七
言
体
の
韻
文
を
改
変
し
て
散
文
部
分
に
織
り
込
ん

o

で
い
く
過
程
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
作
品
中
で
も
途
中
か
ら
文

体
が
変
わ
る
変
文
が
な
ぜ
か
多
-
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
異
な
る

作
品
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
い
-
よ
う
な
改
変
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
れ

ば
納
得
が
い
-
0

途
中
で
文
体
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
変
文
と
し
て
は
『
舜
子
変
』
が
代

表
的
で
あ
る
。
実
は
『
敦
燈
変
文
集
』
で
紹
介
さ
れ
る
『
舜
子
変
』

は
,
も
と
も
と
ス
タ
イ
ン
四
六
五
四
号
と
ペ
リ
オ
二
七
二
一
号
背
面
と

い
う
異
な
る
作
品
で
あ
っ
た
も
の
を
翻
刻
す
る
際
に
つ
な
げ
て
し
ま
っ

た
の
で
文
体
が
異
な
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か

り
で
は
な
く
よ
く
見
る
と
後
半
部
分
の
ぺ
リ
オ
二
七
二
l
号
写
本
の
部

分
だ
け
で
も
徐
々
に
文
体
を
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ぺ
リ
オ
二
七
二
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l
号
の
は
じ
め
の
部
分
で
は
ス
タ
イ
ン
四
六
五
四
号
と
同
じ
六
言
体
を

基
調
と
し
て
韻
ま
で
踏
ん
で
い
る
文
で
あ
る
の
に
'
こ
れ
が
徐
々
に
六

言
を
減
ら
し
'
最
後
の
段
に
な
る
と
六
言
句
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
て

(
7
)

し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
点
な
ど
は
先
の
『
自
適
変
文
』
で
韻
文
を
散
文

部
分
に
改
変
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
例
を
見
る
と
納
得
さ
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
な
改
変
は
押
座
文
や
表
白
文
の
類
で
も
見
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
仏
伝
故
事
類
変
文
の
押
座
文
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
作

品
に
「
悉
達
太
子
讃
」
(
ま
た
は
克
子
讃
」
)
が
あ
り
へ
　
こ
れ
は
変
文
と

は
別
の
独
立
し
た
作
品
と
し
て
写
本
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
へ
変
文
と

併
記
さ
れ
る
も
の
、
さ
ら
に
は
先
の
仏
伝
故
事
類
変
文
の
韻
文
の
l
部

と
し
て
改
変
さ
れ
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
て
い
る
。
表
白
文

(
荘
厳
文
と
も
い
う
)
に
つ
い
て
は
、
変
文
の
大
詰
と
し
て
法
会
に
使
わ

れ
た
表
白
文
が
お
か
れ
る
ケ
ー
ス
は
先
に
も
『
破
魔
変
』
や
『
頻
婆
沙

羅
王
后
宮
綜
女
功
徳
意
供
養
塔
生
天
因
縁
変
』
を
紹
介
し
た
が
へ
小
説

の
『
鷹
山
遠
公
話
』
の
書
き
出
し
の
部
分
で
も
表
白
文
と
語
桑
の
一
致

が
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
う
徐
々
に
改
変
が
す
す
み
へ
儀
式
の

形
式
が
文
学
作
品
内
に
吸
収
さ
れ
る
過
程
を
見
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ

る
。

〔注〕
(
1
)
　
梁
冒
同
僧
伝
』
(
*
十
一
)
に
は
'
敦
燈
で
禅
修
行
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
記
載
が
多
-
見
ら
れ
る
。

「
酒
泉
の
僧
慧
覧
は
、
西
域
の
厨
賓
に
お
い
て
禅
を
学
び
、
敦
燈
で
多
く

の
人
に
禅
法
を
授
け
た
。
」

覇
塵
で
生
ま
れ
た
遵
法
は
、
同
じ
-
禅
に
深
-
達
し
た
人
で
あ
っ
た
。
」

(
2
)
　
敦
蛙
研
究
院
所
蔵
『
大
周
李
懐
譲
重
修
莫
高
窟
仏
畠
碑
』
(
三
三
二
窟

よ
り
出
土
)
、
莫
高
窟
第
1
五
六
塁
別
室
北
壁
の
墨
書
き
『
莫
高
窟
記
』
へ

フ
ラ
ン
ス
蔵
敦
燈
文
献
ぺ
リ
オ
三
七
二
〇
号
『
莫
高
窟
記
』
な
ど
に
よ
る
。

(
3
)
　
藤
枝
晃
氏
「
敦
燈
の
僧
尼
籍
」
(
『
東
方
学
報
』
二
九
)
な
ど
に
よ
る
。

(
4
)
　
大
谷
光
照
氏
「
唐
代
仏
教
の
儀
礼
-
特
に
法
会
に
つ
い
て
」
(
『
史
学

雑
誌
』
四
六
、
一
九
三
五
年
)
湛
如
氏
『
敦
燈
仏
教
律
儀
制
度
研
究
』

(
中
華
重
局
、
二
〇
〇
三
年
)
な
ど
に
よ
る
。

(
5
)
　
仏
伝
故
事
類
変
文
の
研
究
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
従
敦
蛙
写
本
中
変
文

的
改
写
情
況
来
探
討
五
代
講
唱
文
学
的
演
変
」
(
『
敦
燈
学
国
際
研
討
会
論

文
集
』
韮
只
図
書
館
出
版
社
へ
二
〇
〇
五
年
)
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
6
)
　
北
京
八
七
7
九
号
『
日
蓮
変
文
』
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
敦
燈
文
献
に

見
ら
れ
る
『
目
連
変
文
』
の
新
資
料
」
　
(
『
東
方
宗
教
』
一
〇
三
へ
二
〇
〇

四
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)
　
詔
琴
丁
変
』
の
研
究
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
従
舜
子
変
文
類
写
本
的
改
写

情
況
来
探
討
五
代
講
唱
文
学
的
演
化
」
(
『
敦
燈
学
』
二
六
、
二
〇
〇
六
年
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
あ
ら
み
・
ひ
ろ
し
　
広
島
大
学
大
学
院
准
教
授
〕
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