
雁
塔
聖
教
序
記
碑
と
玄
英
法
師

i
。
代
の
郁
城
へ
長
安
の
南
東
(
現
在
の
挟
西
軍
西
安
i
E
の
南
約
四
キ
ロ
)

に
あ
る
大
慈
恩
寺
の
境
内
に
へ
い
ま
も
な
お
古
塔
が
高
く
そ
び
え
て
い
る
。
す

な
わ
ち
川
角
七
層
で
、
各
層
に
短
い
周
管
を
め
ぐ
ら
し
'
上
層
に
ゆ
く
に
し
た

が
っ
て
逓
滅
さ
れ
た
'
高
さ
六
四
メ
1
-
ル
の
荘
重
で
安
定
感
の
あ
る
素
朴
な

こ
の
節
塔
を
'
古
-
か
ら
大
雁
塔
と
よ
ん
で
い
る
O

こ
の
塔
の
初
層
南
面
に
あ
る
門
の
左
右
に
高
さ
約
三
三
〇
セ
ン
チ
へ
深
さ
約

1
六
〇
セ
ン
チ
の
完
を
設
け
へ
向
か
っ
て
左
の
品
の
後
壁
に
そ
っ
て
太
宗
の

「
聖
教
仔
」
を
'
祇
道
良
の
柑
吉
に
よ
っ
て
黒
大
理
石
に
刻
し
た
・
.
い
わ
ゆ
る

「
雁
塔
聖
教
之
序
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
名
碑
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
右
の
品

の
後
壁
に
そ
っ
て
甘
間
宗
の
「
述
聖
記
」
を
同
じ
く
神
速
良
の
棺
E
=
に
よ
っ
て
,

序
碑
と
同
形
同
大
の
黒
大
理
石
に
刻
し
た
'
「
雁
塔
聖
教
序
記
」
と
よ
ば
れ
て

い
る
碑
石
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
雁
塔
聖
教
之
序
」
ぉ
よ
び
「
雁
塔
聖
教
序
記
」
と
大
遍
覚
と
諾
さ
れ

た
法
門
高
徳
玄
契
法
師
と
の
関
係
'
両
稗
の
建
立
'
形
態
へ
あ
る
い
は
そ
の
E
=

の
特
徴
や
書
風
を
ど
の
考
察
を
深
め
'
さ
ら
に
金
石
の
刻
文
や
そ
の
拓
本
は
,

文
字
や
賞
朝
日
道
史
や
書
道
教
育
の
研
究
に
欠
-
こ
と
の
で
き
な
い
餌
料
で
あ

塚
　
田
　
　
康
　
信

り
'
ま
た
現
在
こ
う
し
た
書
の
基
本
的
な
研
究
が
'
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

古
郡
洛
陽
の
火
方
'
黄
河
の
南
へ
嵩
山
の
放
ち
か
く
(
今
の
河
南
省
恨
帥
の

南
)
　
に
あ
っ
た
解
氏
城
の
東
郊
に
陳
と
い
う
名
家
が
あ
っ
た
。
玄
笑
法
師
は
,

こ
の
名
家
の
E
l
<
兄
弟
の
末
子
と
し
て
'
隅
の
文
帝
仁
寿
二
年
(
六
〇
二
)
　
に

誕
生
し
陳
裸
と
い
っ
た
o
 
l
〇
歳
の
と
き
父
を
失
っ
た
の
で
へ
そ
の
こ
ろ
す

で
に
洛
陽
の
浄
土
寺
に
い
た
兄
の
長
捷
法
師
の
も
と
に
迎
え
ら
れ
た
。
生
来
託

梨
を
好
む
性
門
で
あ
っ
た
の
で
'
浄
土
寺
に
お
い
て
仏
典
に
親
し
む
よ
う
に
な

っ
た
の
は
'
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

1
三
歳
の
と
き
へ
那
善
米
と
い
う
「
度
」
の
志
願
者
の
人
選
役
と
の
奇
縁
に

ょ
っ
て
'
陣
柁
少
年
は
法
名
を
玄
柴
と
い
い
僧
籍
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。

1
八
歳
の
こ
ろ
か
ら
は
'
特
に
成
郁
(
今
の
四
川
寄
れ
会
所
在
地
)
城
内
の

空
慧
寺
そ
の
他
で
仏
教
の
研
究
に
没
頭
L
t
二
三
歳
の
と
き
長
安
の
大
覚
寺
で

で
道
岳
法
帥
か
ら
似
舎
論
を
学
ん
だ
が
'
そ
の
こ
ろ
か
ら
釈
尊
の
本
義
や
教
理

に
対
す
る
根
本
問
題
に
つ
い
て
の
悩
み
が
深
く
な
っ
て
き
た
.

こ
れ
が
主
凶
と
な
っ
て
西
域
の
旅
を
決
意
し
'
同
法
上
許
さ
れ
な
い
ま
ま
貞
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観
元
年
(
六
二
七
)
　
八
月
へ
　
二
六
歳
の
青
年
玄
実
は
求
法
の
た
め
長
途
の
旅
に

た
っ
た
。
密
出
国
で
あ
っ
i
,
た
め
,
長
安
か
ら
甘
尉
省
の
秦
州
(
今
の
天
水
市
)

仙
川
(
今
の
甘
粛
半
へ
節
会
所
在
地
)
、
涼
州
(
今
の
武
威
)
'
甘
州
(
令

の
張
描
)
　
へ
粛
州
　
(
今
の
酒
泉
)
　
へ
瓜
州
(
今
の
安
西
)
を
総
て
へ
玉
門
閥

(
今
の
甘
朗
省
出
端
'
以
西
が
西
域
)
に
到
薪
す
る
こ
と
す
ら
容
易
で
は
な
か
っ

ー

ル

T

ノ

7

ン

た
。
天
山
山
脈
の
南
東
に
あ
る
高
昌
　
(
今
の
新
婚
省
へ
叶
魯
番
の
西
)
　
に
着
い

グ
ナ
†

た
の
は
H
枇
二
年
の
春
で
'
こ
こ
か
ら
陣
中
を
経
て
天
山
山
脈
中
の
楼
山
(
令

の
ハ
ン
テ
ン
グ
リ
山
か
ポ
ベ
ダ
山
の
あ
た
り
か
)
を
越
え
'
イ
シ
ク
湖
(
今
の

ソ
班
領
)
　
の
南
岸
を
西
に
進
み
へ
　
シ
ャ
ー
シ
ュ
　
(
今
の
ソ
姓
餌
へ
中
央
ア
ジ
ア

に
わ
け
る
大
都
会
タ
シ
ケ
ン
ト
)
　
か
ら
サ
マ
ル
カ
ン
ド
を
経
て
ア
ム
川
(
オ
ク

サ
ス
川
と
も
い
う
)
　
を
渡
っ
て
活
国
(
今
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
餓
)
　
に
入
り
、

バ
ル
ク
、
バ
ー
ミ
ヤ
ー
ン
を
経
て
ヒ
ン
ズ
ー
ク
シ
山
脈
を
超
え
、
印
度
の
西
北

方
に
あ
る
カ
ピ
シ
ャ
'
ガ
ン
ダ
ー
ラ
'
カ
シ
ユ
ミ
ー
ル
、
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ダ
ラ
'

ク
ル
ト
の
謂
同
を
巡
燃
し
、
中
印
止
の
南
光
に
あ
た
る
釈
迦
の
故
郷
カ
ピ
ラ
ヴ

ァ
ス
ト
ゥ
'
釈
迦
入
寂
の
地
ク
シ
ナ
ガ
ラ
な
ど
に
お
い
て
釈
尊
の
聖
地
を
巡
礼

:

・

.

I

,

L
t
ガ
ン
ガ
河
を
南
に
渡
っ
て
土
吉
城
を
郁
と
す
る
躍
掲
陀
同
に
入
っ
た
。

ナ

-

う

ン

ダ

こ
こ
に
あ
る
那
欄
陀
寺
は
'
当
時
印
度
に
お
け
る
仏
教
へ
学
術
の
中
心
地
と

し
て
'
数
千
の
学
徒
の
い
る
権
威
あ
る
寺
で
'
玄
集
が
多
年
あ
こ
が
れ
夢
に
ま

で
み
た
学
問
の
府
で
、
創
建
以
来
す
で
に
七
〇
〇
年
の
歴
史
を
も
ち
'
毎
日
一

〇
〇
余
力
所
で
講
座
が
開
か
れ
る
と
い
う
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
玄
張
は

長
安
を
旅
だ
っ
て
三
年
を
経
た
貞
観
四
年
の
秋
に
へ
　
こ
の
寺
の
宗
匠
と
し
て
仰

が
れ
て
い
る
脱
字
老
正
法
蔵
戒
郎
H
法
師
の
も
と
に
留
学
を
許
さ
れ
'
し
か
も
特

別
な
待
遇
を
受
け
'
寺
内
の
立
派
考
桝
も
与
え
ら
れ
'
稔
伽
帥
地
論
を
は
じ
め

と
し
て
顕
揚
聖
教
論
'
供
舎
論
へ
株
凡
苔
へ
印
度
論
理
学
へ
音
韻
へ
文
法
へ
訓
話

な
ど
の
研
学
に
投
弧
し
た
。

滞
在
五
年
へ
貞
観
九
年
(
六
三
五
)
　
に
那
欄
陀
寺
を
あ
と
に
し
て
、
東
お
よ

び
南
印
度
を
経
へ
印
度
の
西
北
に
あ
る
タ
ク
シ
ャ
シ
ラ
ー
に
着
い
た
の
は
貞
観

一
六
年
(
六
四
二
)
　
の
初
め
で
あ
っ
た
。
活
国
か
ら
途
を
東
に
転
じ
て
パ
ミ
ル

カ

.

ン

ユ

ガ

ル

　

　

　

　

ホ

ー

タ

ン

高
原
を
越
え
て
鴫
什
に
く
だ
り
へ
和
田
を
縫
、
ロ
ブ
ノ
ー
ル
湖
(
今
の
折
紙
笥

火
南
へ
羅
和
泊
)
　
の
南
か
ら
玉
門
閥
に
入
り
'
貞
親
一
九
年
(
六
凹
五
)
　
へ
玄

笑
が
四
四
歳
を
む
か
え
た
正
月
六
日
に
'
一
七
年
ぶ
り
で
長
安
に
帰
っ
た
O

相
川
し
た
玄
柴
は
へ
そ
の
こ
ろ
高
取
遠
征
の
た
め
兵
馬
を
姓
め
て
い
た
太
宗

を
洛
陽
に
た
ず
ね
'
二
月
一
目
に
儀
常
殿
で
太
宗
に
謁
L
t
帰
国
の
報
告
と
密

出
国
の
謝
非
を
お
こ
な
っ
た
が
'
な
ん
の
告
も
な
-
'
む
し
ろ
ね
ぎ
ら
い
の
言

葉
を
う
け
た
。
太
宗
は
こ
の
と
き
へ
還
俗
し
て
政
務
の
輔
佐
を
希
望
し
た
が
'

玄
笑
は
こ
れ
を
団
辞
し
'
さ
ら
に
太
宗
は
仏
陀
の
国
の
見
間
を
㌫
物
に
記
す
よ

う
に
指
示
し
た
o
こ
れ
が
「
大
i
=
西
域
記
」
の
生
ま
れ
る
動
機
で
あ
っ
た
。

三
月
の
は
じ
め
に
長
安
に
帰
っ
た
玄
笑
は
'
勅
命
に
よ
っ
て
、
太
宗
が
生
母

の
た
め
に
姓
立
し
た
弘
福
寺
で
死
文
経
典
の
湊
訳
と
「
大
悟
西
域
記
」
の
編
纂

の
準
備
を
撃
え
'
四
月
に
は
長
安
留
守
司
坊
玄
齢
の
指
示
に
よ
っ
て
'
各
地
の

軸
　
1
 
1
'
字
∵
・
:
-
帆
-
2
-
-
J
c
-
大
　
　
昔
*
-
i
/
t
・
蝣
*
"
「
　
、
が
開
始
。
さ
れ
・
v
.
 
'
'

貞
観
二
〇
年
(
六
四
六
)
　
七
日
二
二
日
に
は
'
一
三
〇
余
か
回
の
見
聞
を
記

し
た
「
大
悟
西
域
記
」
一
二
巻
が
完
放
し
'
こ
れ
に
そ
れ
ま
で
の
経
典
の
翻
訳

す
な
わ
ち
顕
揚
聖
教
論
へ
菩
薩
蔵
経
へ
仏
地
経
へ
六
門
陀
羅
尼
経
の
四
部
を
あ

わ
せ
た
五
部
五
八
巻
を
太
宗
に
献
上
し
た
。
こ
の
と
き
玄
柴
は
'
漢
訳
経
典
に

対
す
る
縫
越
と
そ
の
序
文
の
起
草
を
懇
請
し
た
と
こ
ろ
'
太
宗
は
快
-
よ
-
承

諾
し
た
が
政
務
に
せ
わ
し
く
て
そ
の
約
束
を
米
き
ず
に
い
た
o
玄
笑
は
翌
年
も
'

も
っ
ぱ
ら
訳
経
に
投
軸
し
た
。

貞
観
二
二
年
(
六
四
八
)
　
の
春
に
'
太
宗
は
長
安
の
北
方
の
山
間
に
あ
る
離

'
十
七
蝣
C
+
r
'
r
f
-
.
s
-
z
Z
'
.
1
訓
。
'
+
-
て
汁
を
逆
目
捕
'
蝣
蝣
'
'
!
し
て
い
　
　
　
　
は
こ
C
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年
の
五
月
一
五
日
に
'
若
年
の
と
き
か
ら
特
に
心
を
か
け
て
い
た
　
伽
師
地
論

一
〇
〇
巻
の
翻
訳
が
終
わ
り
へ
六
月
七
は
玉
準
宮
に
滞
在
の
太
宗
か
ら
の
招
き

を
う
け
'
そ
こ
で
太
宗
は
再
び
へ
還
俗
し
て
政
務
の
輔
佐
を
懇
望
し
た
が
'
玄

笑
は
釈
尊
の
遺
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
私
の
本
分
で
あ
る
と
述
べ
て
辞
退

し
た
。
玄
笑
は
こ
こ
に
滞
在
中
へ
重
ね
て
縫
題
と
そ
の
序
文
の
起
草
を
請
う
た

と
こ
ろ
へ
太
宗
は
八
月
町
日
に
自
ら
筆
を
と
っ
て
'
総
字
数
七
八
一
字
の
名
文

「
聖
教
之
序
」
を
書
き
あ
げ
新
訳
経
論
の
巻
紙
を
か
ぎ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
経
題
と
そ
の
序
文
を
'
と
き
の
皇
帝
太
宗
か
ら
賜
わ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
'
内
部
に
火
の
よ
う
な
気
晩
を
つ
つ
み
剛
烈
と
評
き
れ
た
英
主
太
宗
と
'
命

を
か
け
て
仏
法
の
真
葬
を
求
め
へ
仏
典
の
漢
訳
に
全
生
涯
を
さ
さ
げ
た
偉
人
玄

笑
と
の
'
相
互
の
信
頼
と
尊
敬
を
基
調
と
し
た
真
実
を
心
の
結
合
と
そ
の
感
動

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
新
し
い
も
の
を
造
り
だ
す
基
本
的
な
条
件
と
す

す
な
お
な
発
想
を
'
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
武
人
と
し
て

戦
陣
の
間
に
人
と
な
っ
た
太
宗
で
あ
っ
た
が
'
碑
文
に
み
る
よ
う
に
文
章
は
雄

洋
で
あ
り
'
ま
た
そ
の
筆
跡
も
み
ご
と
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
′
わ
れ
て
い
る
。

翌
五
日
に
'
玄
笑
は
表
を
奉
っ
て
謝
意
を
述
べ
た
と
こ
ろ
'
こ
れ
に
対
し
て

次
の
よ
う
な
六
三
字
の
勅
答
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

朕
才
謝
珪
噂
。
言
懲
博
達
。
至
於
内
典
.
尤
所
未
開
。
昨
製
序
文
。
深
鴇
那

二

　

一

　

二

　

1

　

レ

二

　

]

　

　

レ

レ

　

　

t

　

一

　

二

拙
O
唯
恐
穣
翰
塁
於
金
簡
。
標
瓦
喋
於
珠
林
。
忽
得
末
書
.
謬
承
褒
讃
。
循

l

　

　

三

　

　

二

　

1

　

三

　

　

二

　

l

　

　

〓

　

一

　

二

　

-

射
省
慮
。
補
益
厚
顔
o
首
不
足
稀
O
空
努
致
謝
。

レ

　

　

　

　

二

　

一

　

レ

レ

　

　

　

レ

し

こ
の
勅
答
は
「
雁
塔
聖
教
之
序
碑
」
に
は
刻
さ
れ
ず
'
「
集
{
孟
夏
教
序
碑
」
の

l
三
行
め
に
刻
さ
れ
'
ま
た
清
の
王
刺
の
「
金
石
軍
縮
」
巻
四
九
へ
唐
九
に
も

記
さ
れ
て
い
る
。

当
時
'
皇
太
子
で
あ
っ
た
高
宗
は
'
こ
の
序
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
-
し
て
'
総

字
数
五
七
九
字
の
「
述
聖
記
」
を
認
め
て
玄
笑
に
与
え
た
。
こ
れ
が
「
聖
教
序

記
」
で
'
玄
笑
は
啓
を
奉
っ
て
謝
し
た
と
こ
ろ
へ
　
こ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
な

五
〇
字
の
令
答
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

治
素
無
才
嬰
.
性
不
聴
敏
。
内
典
諸
文
。
殊
来
観
捜
.
所
作
論
序
。
郡
拙
尤

二

　

l

　

　

二

　

l

　

　

　

　

　

　

　

二

　

ノ

　

レ

幣
'
'
f
j
H
=
i
い
¶
=
'
'
-
」
i
-
-
~
…
山
辻
'
B
判
自
れ
　
」
j
什
交
井
。
A
*
-
,
州
で
退
・
*
*
:
'
'
指

T'ry代.J
レ

こ
の
令
答
も
勅
答
と
同
じ
よ
う
に
「
雁
塔
聖
教
序
記
碑
」
に
は
刻
さ
れ
ず
'
「

集
{
孟
立
教
序
碑
」
の
二
三
行
め
に
刻
さ
れ
'
ま
た
'
「
金
石
革
編
」
に
も
記
さ
れ

て
い
る
。

貞
観
二
三
年
(
六
四
九
)
五
月
二
七
日
へ
太
宗
は
五
〇
有
二
歳
を
も
っ
て
'

終
南
山
の
翠
微
官
で
崩
御
さ
れ
永
徴
と
改
元
さ
れ
た
。
永
徽
三
年
(
六
五
二
)

に
'
玄
笑
は
西
域
の
摩
掲
陀
国
の
塔
婆
の
制
に
な
ら
っ
て
'
慈
恩
寺
の
西
院
の

近
-
に
五
旧
の
硝
塔
を
建
て
'
印
度
か
J
.
 
b
持
ち
帰
っ
た
繕
像
を
安
置
し
て
火
災

の
難
や
そ
の
散
逸
を
防
い
だ
。
こ
の
塔
は
埼
表
土
心
の
た
め
に
五
〇
年
ば
か

り
を
経
て
規
投
し
た
の
で
'
則
天
武
后
の
長
安
年
間
(
七
〇
l
～
七
〇
四
)
　
に
'

現
存
す
る
形
の
も
の
に
改
築
さ
れ
て
大
雁
塔
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
雁

塔
と
い
う
の
は
塔
婆
の
こ
と
で
'
雁
を
埋
め
て
塔
を
建
て
た
と
い
う
西
域
の
故

事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
.
改
築
に
あ
た
っ
て
は
一
辺
が
約
二
五
メ
1
-

ル
の
方
形
の
基
壇
は
そ
の
ま
ま
用
い
へ
七
層
で
各
層
に
は
短
い
周
箆
を
め
ぐ
ら

し
た
高
さ
六
四
メ
ー
ト
ル
の
硝
塔
と
し
た
。
唐
が
亡
び
て
長
安
凋
落
の
の
ち

は
'
慈
恩
寺
の
堂
字
も
虚
数
し
っ
つ
宋
二
九
を
経
、
わ
ず
か
に
大
雁
塔
を
残
す

の
み
と
な
っ
た
。
明
の
万
暦
中
に
'
尚
書
温
純
が
こ
れ
を
重
修
し
塔
内
に
二
四

八
段
の
木
製
の
階
段
も
別
に
設
け
ら
れ
'
七
層
ま
で
の
昇
降
は
い
ま
で
も
自
由

で
あ
る
。

盛
唐
の
詩
人
琴
参
(
七
一
五
～
七
七
〇
)
P
は
'
こ
の
椅
塔
に
登
っ
て
「
輿
高

通
辞
按
同
王
君
恩
寺
淳
図
」
と
出
し
て
五
言
古
詩
を
次
の
よ
う
に
詠
じ
た
。
`

二

　

　

　

　

　

　

一
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三
二
句
中
の
七
句
め
か
ら
四
句
)

四
　
角
　
擬
二
白
　
日
1

七
　
層
　
寧
一
蒼
　
巧
1

下
　
親
　
指
二
高
　
鳥
1

怖
　
監
　
聞
二
驚
　
風
.

ま
た
杜
前
(
七
二
丁
七
七
〇
)
は
'
「
同
諸
公
堂
慈
恩
寺
塔
」
と
越
し
て
'

二

　

1

1

!

同
じ
-
五
言
古
詩
を
次
の
よ
う
に
詠
じ
た
。
(
二
四
句
中
の
1
句
め
か
ら
四
句
)

高
　
標
　
跨
二
蒼
　
等
一

烈
　
風
　
無
二
時
　
休
一

日
　
非
レ
暁
二
土
　
俵
,

言
'
蝣
Z
p
I

こ
の
よ
う
な
詩
に
よ
っ
て
へ
日
本
か
ら
の
留
学
僧
と
し
て
法
相
宗
の
澗
祖
と

し
て
名
高
く
高
宗
の
永
徽
四
年
(
六
五
三
)
　
に
二
五
歳
で
入
唐
L
t
玄
笑
に

直
接
教
を
う
け
た
元
興
寺
の
道
昭
へ
ま
た
数
年
お
-
れ
て
長
安
に
入
り
そ
の
教

を
う
け
た
観
音
寺
の
智
通
・
智
達
へ
あ
る
い
は
真
言
宗
の
開
祖
で
諸
学
の
先
覚

者
と
し
て
'
ま
た
書
や
詩
文
に
卓
越
し
へ
徳
宗
の
貞
元
二
〇
年
(
八
〇
四
)
　
に

三
一
歳
で
入
唐
し
た
空
海
な
ど
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
'
当
時
求
法
の
た
め
海
を

渡
っ
て
き
た
多
-
の
留
学
僧
が
'
は
じ
め
て
こ
の
高
塔
を
仰
ぎ
み
た
と
き
の
成

敗
…
と
し
た
気
持
ち
の
ほ
ど
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

顕
慶
二
年
(
六
五
七
)
　
に
'
高
宗
が
洛
陽
に
趣
い
た
の
で
玄
笑
も
こ
れ
に
し

た
が
い
'
四
五
年
ぶ
り
に
生
地
を
訪
れ
へ
同
三
年
に
帝
と
と
も
に
長
安
に
帰
っ

た
。
そ
の
こ
ろ
高
宗
が
皇
太
子
の
た
め
に
皇
城
の
西
南
延
康
坊
に
建
て
た
西
明

寺
が
で
き
あ
が
り
'
玄
笑
は
そ
こ
の
上
座
と
な
っ
た
。
こ
の
西
明
寺
は
t
の
ち

に
近
江
の
党
釈
寺
の
永
忠
が
l
O
余
年
も
滞
在
L
t
ま
た
空
海
や
高
岳
親
王
な

ど
の
留
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
へ
　
わ
が
国
と
緑
の
深
い
寺
で
あ
る
.

抑
慶
四
年
l
〇
月
に
'
玄
笑
は
大
般
若
経
の
全
訳
を
行
事
フ
た
め
経
典
翻
訳

の
大
徳
や
弟
子
と
と
も
に
へ
長
安
を
去
っ
て
玉
華
寺
(
永
徽
二
年
九
月
に
玉
華

宮
が
廃
さ
れ
て
寺
と
な
っ
た
。
)
　
に
移
っ
た
〇
三
年
有
余
の
歳
月
を
要
し
て
龍

朔
三
年
(
六
六
三
)
　
l
〇
月
'
最
後
の
頚
を
訳
し
終
わ
り
へ
玄
梁
は
そ
の
旨
を

奏
し
て
御
製
の
序
文
を
請
う
た
。

帰
朝
以
来
二
〇
年
近
-
の
あ
い
だ
訳
経
に
精
魂
を
か
た
む
け
へ
後
述
す
る
「
玄

笑
法
師
塔
銘
」
の
六
l
行
め
に
'
「
翻
経
鼠
合
七
十
四
部
惣
l
千
三
百
三
十
八

番
」
と
あ
る
彪
大
な
経
文
を
漢
訳
し
お
え
た
玄
笑
は
'
麟
徳
元
年
(
六
六
四
)

二
月
五
目
の
夜
半
へ
王
撃
寺
に
お
い
て
六
三
成
の
生
涯
を
終
え
た
。
枢
は
玄
奨

ゆ
か
り
の
慈
恩
寺
の
翻
経
堂
に
移
さ
れ
'
四
月
l
四
日
に
長
安
の
東
へ
　
消
水
の

支
流
で
あ
る
消
水
の
東
方
に
葬
ら
れ
た
。
没
後
五
年
の
総
軍
l
年
(
六
六
九
)

四
月
八
日
'
高
宗
の
勅
命
に
よ
り
へ
墓
所
を
長
安
の
南
的
l
O
キ
P
'
契
川
の

北
原
に
あ
ら
た
め
五
層
の
椅
塔
を
建
て
て
杷
っ
た
。
こ
れ
が
現
在
の
興
教
寺
玄

笑
塔
で
'
塔
内
に
は
唐
の
文
宗
開
成
四
年
(
八
三
九
)
　
に
'
沙
門
令
桧
に
よ
る

一
行
約
四
二
字
七
六
行
'
全
字
数
三
へ
二
〇
〇
字
に
近
い
「
玄
奨
法
師
塔
銘
」

が
あ
る
。
今
か
ら
お
よ
そ
一
'
三
〇
〇
年
前
に
建
て
ら
れ
た
こ
の
塔
は
'
慈
恩

寺
大
雁
塔
の
七
層
へ
　
は
る
か
終
南
山
を
臨
ん
だ
方
向
に
玄
笑
の
偉
業
を
し
の
ば

せ
る
か
の
よ
う
に
へ
　
い
ま
も
な
お
静
か
に
そ
び
え
て
い
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
'
貞
観
二
二
年
八
月
四
日
に
「
聖
教
之
序
」
が
へ
ま
も

杏
-
「
述
聖
記
」
が
つ
-
ら
れ
'
永
徴
三
年
に
は
慈
恩
寺
に
五
層
の
癖
塔
が
建

て
ら
れ
た
が
へ
そ
の
翌
年
へ
す
な
わ
ち
、
水
徽
四
年
一
〇
月
一
五
日
に
'
新
訳
経

論
の
巻
頭
を
か
ぎ
っ
た
「
聖
教
之
序
」
は
祈
逆
良
の
柑
書
に
よ
っ
て
黒
大
理
石

刻
さ
れ
'
つ
づ
い
て
一
二
月
一
〇
日
に
同
形
同
大
の
只
大
理
石
に
「
述
聖
記
」

が
刻
さ
れ
'
塔
の
上
層
石
室
の
誼
面
に
両
碑
を
収
め
た
。

し
た
が
っ
て
「
大
唐
三
蔵
聖
教
之
序
」
ぉ
よ
び
「
大
唐
三
蔵
聖
教
序
記
」
の
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両
碑
は
'
当
初
作
成
さ
れ
た
貞
観
二
二
年
に
は
'
新
訳
経
論
の
巻
頭
を
か
ざ
っ

た
経
題
と
そ
の
序
文
で
あ
っ
た
が
'
そ
れ
が
五
年
を
経
た
永
徽
四
年
に
'
玄
笑

の
訳
経
が
広
-
永
-
天
下
に
流
布
宣
揚
さ
れ
'
経
文
の
功
徳
の
窮
り
を
き
こ
と

を
望
む
と
と
も
に
'
玄
笑
の
偉
大
な
功
績
を
た
た
え
て
へ
　
こ
の
序
記
を
石
に
刻

し
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
詳
し
-
い
え
ば
'
「
聖
教
之
序
記
碑
」
と

い
う
べ
き
で
あ
る
が
'
多
く
の
場
合
碑
石
の
保
存
さ
れ
て
い
る
塔
名
を
つ
け
て

「
雁
塔
聖
教
之
序
」
と
い
い
へ
ま
た
寺
の
名
を
冠
し
て
「
慈
恩
寺
聖
教
之
序
」

と
い
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
呼
び
名
は
'
一
つ
に
は
王
義
之
の
「
集
字
聖
教
序
」

と
区
別
す
る
た
め
で
も
あ
る
。

太
宗
の
序
碑
は
'
右
か
ら
左
に
行
を
お
い
へ
高
宗
の
記
碑
は
左
か
ら
右
に
行

を
お
っ
て
刻
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
序
と
記
と
で
は
'
行
の
進
め
方
を
計
画
的

に
逆
に
し
た
も
の
で
'
こ
れ
は
塔
内
の
石
室
に
並
び
建
て
た
と
き
'
中
央
か
ら

み
て
左
右
相
称
に
展
開
す
る
両
碑
の
調
和
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

序
碑
の
題
額
は
八
分
で
'
「
大
唐
三
蔵
聖
教
之
序
」
と
P
l
字
二
行
へ
本
文
と

と
も
に
右
か
ら
左
に
行
を
お
い
'
本
文
は
1
行
四
二
字
の
二
l
行
で
あ
る
。
記
碑

の
題
額
は
蒙
苔
で
「
大
庸
三
蔵
聖
教
序
記
」
と
四
字
二
行
へ
本
文
と
と
も
に
左
か

ら
右
に
行
を
お
い
へ
本
文
は
l
行
四
〇
字
の
二
〇
行
で
あ
る
。
両
碑
の
題
額
の

下
部
に
は
'
仏
菩
薩
四
天
王
を
刻
L
t
根
底
に
は
'
天
人
舞
楽
の
図
が
刻
さ
れ
'

樋
陽
の
左
右
に
は
蔓
唐
草
の
緑
模
様
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

両
碑
は
と
も
に
へ
・
碑
身
約
l
九
〇
セ
ン
チ
へ
こ
れ
に
碑
餅
を
加
え
る
と
二
八

〇
セ
ン
チ
に
余
り
へ
幅
は
底
辺
で
約
一
〇
〇
セ
ン
チ
へ
項
辺
で
約
九
〇
セ
ン
チ
へ

鉄
石
の
一
辺
は
約
l
二
〇
セ
ン
チ
へ
そ
の
高
さ
は
約
四
〇
セ
ン
チ
と
い
う
豊
碑

で
あ
る
。
碑
文
と
二
子
の
大
き
さ
は
'
序
碑
の
縦
が
だ
い
た
い
二
・
二
～
二
・

五
セ
ン
チ
へ
横
は
二
～
二
二
二
セ
ン
チ
の
長
方
形
で
'
記
碑
の
方
は
'
縦
横
と

も
に
序
碑
の
そ
れ
よ
り
も
二
～
三
ミ
リ
ず
つ
大
き
い
。

両
碑
は
'
桁
遂
良
の
円
執
℃
た
晩
年
の
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は

な
-
'
そ
の
書
そ
の
も
の
も
彼
の
生
涯
を
代
表
す
る
傑
作
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
点
画
は
一
般
に
お
だ
や
か
で
円
味
を
も
ち
'
ま
た
筆
で
紙
を
深

く
緋
や
そ
う
と
す
る
よ
う
な
'
意
欲
的
な
筆
意
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
を
。
線

は
痩
健
で
粘
り
強
-
'
清
純
で
柔
軟
な
味
わ
い
を
も
っ
て
い
る
。

造
形
は
漢
字
の
特
徴
に
し
た
が
っ
て
横
よ
り
も
縦
が
長
く
t
 
l
字
二
子
は
'

空
間
の
筆
意
と
大
き
な
呼
吸
と
に
よ
っ
て
ふ
と
こ
ろ
が
大
き
く
'
余
韻
と
余
情

を
か
も
し
だ
し
'
お
だ
や
か
で
ひ
き
締
っ
た
超
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
用

筆
法
は
古
法
に
徹
し
て
'
し
か
も
新
し
い
も
の
を
意
図
L
へ
何
の
こ
だ
わ
り
も

杏
-
運
ん
だ
筆
は
変
転
自
在
で
'
そ
の
変
化
の
多
様
と
情
趣
の
豊
か
な
点
で
は
'

傑
出
し
た
作
品
で
あ
る
と
と
も
に
'
空
間
の
筆
意
を
重
ん
じ
て
い
る
の
で
'
空

間
へ
の
想
像
範
囲
が
広
-
、
そ
の
想
像
が
芸
術
的
皇
高
さ
と
な
っ
て
見
る
も
の

に
共
感
を
与
え
て
い
る
。

さ
ら
に
'
裾
遂
良
の
棺
吾
に
は
隷
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る

が
'
聖
教
序
・
記
の
原
碑
や
法
帖
を
通
し
て
'
形
の
上
で
特
に
目
だ
つ
隷
法
は
'

た
と
え
ば
'
序
碑
の
四
行
め
「
十
方
」
二
一
行
め
「
裾
遂
良
」
の
「
方
・
良
」

な
ど
の
第
一
画
の
曲
げ
方
へ
同
じ
-
五
行
め
「
妙
道
」
へ
一
三
行
め
「
驚
砂
夕

起
」
の
「
妙
・
砂
・
夕
」
な
ど
の
左
払
い
の
終
筆
へ
あ
る
い
は
記
碑
の
'
二
〇

行
め
「
右
僕
射
」
の
「
射
」
の
憲
の
左
払
い
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
隷
法
は
'
祥
道
良
独
自
の
朝
日
凪
を
つ
く
る
l
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い

る
。序

記
碑
の
本
文
の
か
凪
は
'
個
性
的
な
香
り
が
豊
か
で
'
堂
々
た
る
気
品
に

満
ち
た
変
化
百
出
の
躍
動
美
と
'
さ
わ
や
か
な
楓
爽
美
の
妙
境
は
'
時
代
と
官

位
に
絶
好
の
地
位
を
得
た
初
速
良
そ
の
人
と
へ
そ
の
智
的
な
才
分
と
'
天
才
的

な
感
覚
に
よ
っ
て
欧
虞
二
家
の
長
を
兼
取
L
t
梢
吉
の
新
生
面
を
創
始
し
た
も

の
で
へ
そ
の
吉
凪
は
醇
稜
'
蒔
瞳
や
放
玄
梓
を
ど
を
経
つ
つ
へ
し
だ
い
に
天
下

を
風
離
し
て
欧
虜
の
正
統
を
変
移
さ
せ
て
い
っ
た
。

序
碑
の
題
鯖
の
二
三
字
の
概
形
は
正
方
形
に
近
く
へ
痩
勤
な
直
線
を
主
調

と
L
t
八
分
隷
の
お
も
か
げ
を
残
し
て
力
強
い
気
品
を
も
っ
て
い
る
.
筆
勢
も
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流
髄
で
す
っ
き
り
と
し
た
ま
と
ま
り
と
安
定
感
が
表
現
さ
れ
'
特
に
「
教
・
序
」

の
形
象
へ
お
よ
び
「
之
」
の
第
一
'
二
画
の
構
成
な
ど
の
装
飾
的
な
効
果
は
、

快
よ
ぐ
魅
力
的
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
'
知
性
的
で
相
書
に
近
い
荘
重
美
を
発

揮
し
て
い
る
。

記
碑
の
題
額
は
'
太
細
の
変
化
の
な
い
蒙
書
独
得
な
曲
線
と
直
線
と
が
へ
巧

み
に
組
み
あ
わ
さ
れ
'
沈
着
で
し
か
も
流
暢
な
筆
づ
か
い
に
よ
っ
て
、
均
整
の

と
れ
た
文
字
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
空
間
は
広
く
豊
か
で
'
静
的
な
美
の
造
形

が
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
立
体
感
を
も
り
あ
げ
へ
全
体
と
し
て
気
宇
の
大
き
い
堂

々
た
る
風
格
美
と
高
い
気
品
を
備
え
て
い
て
'
蒙
朗
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
o

前
述
の
序
記
碑
の
隷
法
が
'
何
に
よ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
'
現
在

の
と
こ
ろ
資
料
が
不
足
し
て
い
て
断
定
し
難
い
o
 
L
か
L
t
　
次
の
三
点
な
そ
の

隷
法
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

第
l
　
祈
逆
良
は
朕
世
南
の
死
後
へ
そ
の
後
継
者
と
な
っ
て
太
宗
の
苔
に
関

す
る
事
業
の
管
理
者
と
し
て
'
古
書
跡
を
見
る
機
会
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ま
た
そ
の
研
究
や
法
帖
の
鑑
定
な
ど
に
よ
っ
て
へ
古
人
の
質
と
現
代
の
華
と
を

調
和
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
。

第
二
　
太
宗
が
行
書
の
碑
を
書
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
へ
碑
雷
に
対
す
る
観
念

が
一
新
し
た
の
で
、
帯
遂
良
も
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
'
帖
法
を
碑
法
に
と
り
入

れ
た
と
い
う
こ
と
。

第
三
　
耕
遂
良
が
従
来
の
碑
書
に
し
た
が
い
な
が
ら
も
'
つ
ね
に
自
己
の
特

徴
を
み
つ
め
へ
独
自
の
境
地
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
'
新
し
い
書
風
の
創
造
を

意
図
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

最
後
に
金
石
文
と
書
の
考
証
的
研
究
に
つ
い
て
述
べ
、
こ
の
小
論
を
ま
と
め

た
い
o
殿
周
時
代
の
古
器
の
銘
文
へ
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
の
石
刻
の
原
碑
や
旧

拓
本
'
た
と
え
ば
本
稿
の
「
雁
塔
聖
教
序
記
碑
」
同
じ
-
楢
遂
良
の
書
に
な
る

「
房
玄
齢
碑
」
な
ど
は
へ
　
い
ま
か
ら
一
'
三
〇
〇
年
ば
か
り
前
に
建
て
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
が
'
甲
骨
文
・
金
文
と
い
う
よ
う
な
古
代
文
字
に
な
る
と
'
そ
れ

に
な
る
と
'
そ
れ
ら
は
へ
　
い
ま
か
ら
お
よ
そ
四
へ
　
〇
〇
〇
年
ば
か
り
前
の
記
録

で
あ
る
。
こ
の
古
代
文
字
を
は
じ
め
と
L
t
　
他
の
多
く
の
金
石
文
や
そ
の
拓
本

な
ど
を
資
料
と
し
て
'
い
わ
ば
文
字
号
嘉
H
が
'
こ
れ
に
文
字
学
の
研
究
資
料
を

求
め
、
史
す
が
へ
　
こ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
上
の
小
突
を
探
求
し
'
蒙
刻
家
が
'
邸

印
・
封
泥
・
瓦
当
・
棄
権
そ
の
他
多
く
の
碑
文
字
に
'
家
法
へ
　
章
法
'
布
白
の

法
を
求
め
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
t
　
か
に
お
い
て
も
'
讃
そ
の
も
の
や
'
評

の
歴
史
'
あ
る
い
は
詐
学
の
=
ー
升
降
盛
束
な
ど
を
へ
　
こ
の
郭
実
に
求
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
へ
　
は
じ
め
て
そ
の
研
究
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
~

し
た
が
っ
て
へ
金
石
学
が
芯
凶
す
る
実
が
求
走
の
考
証
的
な
研
究
を
積
み
重

ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
現
在
の
書
の
あ
る
べ
き
姿
へ
　
あ
る
い
は
教
育
の
場
に
お

け
る
譜
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
そ
の
方
向
あ
る
い
は
目
標
へ
　
さ
ら
に
は

そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
方
法
を
も
'
お
の
ず
か
ら
発
見
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
0
讃
写
や
讃
道
の
教
育
と
は
'
お
よ
そ
無
縁
な
供
覧
会
主
義
に

埋
没
し
て
憂
き
身
を
や
つ
し
'
吾
そ
の
も
の
や
書
教
育
の
危
機
に
対
す
る
認
識

や
批
判
の
乏
し
い
現
状
に
お
い
て
は
'
特
に
讃
そ
の
も
の
の
基
本
的
な
研
究
と
、

苔
写
・
書
道
教
育
の
理
論
化
に
対
す
る
計
画
的
な
組
織
的
な
研
究
と
そ
の
相
極

的
な
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
福
岡
教
育
大
学
)
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