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佛
敎
史
學
會
第
六
十
六
回
学
術
大
会
開
催
日
程

日

時
：

二
〇
一
五
年
十
一
月
二
十
二
日
︵
日
︶

会

場
：

花
園
大
学
拈
花
館
︵
京
都
市
中
京
区
西
ノ
京
壺
ノ
内
町
八
︱
一

〇
七
五
︵
八
一
一
︶
五
一
八
一
〔

代
〕

)

午
前
の
部
︵
一
〇
：

〇
〇
～
一
二
：

〇
〇
︶

東
洋
部
会
︵
拈
花
館
一
〇
四
教
室
︶

①
四
分
律
学
の
系
譜
と
南
山
道
宣

︱
﹃
五
部
区
分
鈔
﹄
か
ら
﹃
四
分
律
行
事
鈔
﹄
へ
︱

大
谷
大
学

戸
次

顕
彰

②
大
乗
﹃
大
般
涅
槃
経
﹄
迦
葉
菩
薩
品
に
記
さ
れ
る
煩
悩
と

解
脱
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

宗
教
情
報
セ
ン
タ
ー

佐
藤

直
実

③
朝
鮮
明
宗
代
に
お
け
る
地
方
寺
院
の
組
織
運
営

︱
李
文
楗

﹃
黙
斎
日
記
﹄
の
記
事
の
分
析
を
中
心
に
︱

九
州
大
学

押
川

信
久

日
本
部
会
︵
拈
花
館
二
〇
二
教
室
︶

①
日
本
古
代
に
お
け
る
﹁
宗
﹂
の
形
成

龍
谷
大
学

中
本

由
美

②
宗
峰
妙
超
と
関
山
慧
玄
の
史
料
に
お
け
る
諸
問
題

︱
根
津
美
術
館
蔵
の
元
亨
二
年
法
語
と
無
相
大
師
遺
誡
を
中
心
に
︱

花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所

メ
ル
ク
ー
リ
・
オ
ズ
ヴ
ァ
ル
ド

③
明
治
期
琉
球
に
お
け
る
真
宗
法
難
事
件
を
め
ぐ
っ
て

︱
東
本
願
寺
と
内
務
省
の
対
応
を
中
心
に
︱

二
松
学
舎
大
学

川
邉

雄
大

午
後
の
部
︵
一
三
：

〇
〇
～
一
七
：

〇
〇
︶

合
同
部
会
︵
拈
花
館
二
〇
二
教
室
︶

①
唐
中
期
以
降
に
お
け
る
仏
教
と
敦
煌
文
献

広
島
大
学

荒
見

泰
史

②
仏
教
と
国
家
︱
浄
土
真
宗
に
お
け
る
戦
時
教
学
の
構
造
分
析
を
中
心
と
し
て
︱圓

光
大
学
校
正
訳
院

元

永
常

③
隋
代
経
録
考

龍
谷
大
学

大
内

文
雄

④
仏
教
社
会
史
研
究
の
課
題
と
展
望

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
総
合
研
究
大
学
院
大
学

井
原
今
朝
男



研
究
発
表
︵
午
前
︶
︿
東
洋
﹀
①

四
分
律
学
の
系
譜
と
南
山
道
宣

﹃
五
部
区
分
鈔
﹄
か
ら
﹃
四
分
律
行
事
鈔
﹄
へ

大
谷
大
学

戸

次

顕

彰

南
山
道
宣
︵
五
九
六
︱
六
六
七
︶
の
仏
道
が
形
成
さ
れ
る
背
景
に
は
︑
前
代
に
お
け
る
四
分
律
学
の
伝
統
や
︑
慧
頵
︵
五
六
四
︱

六
三
七
︶
・
智
首
︵
五
六
七
︱
六
三
五
︶
・
法
礪
︵
五
六
九
︱
六
三
五
︶
な
ど
の
師
の
影
響
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
も

指
摘
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
従
来
の
研
究
で
は
︑
そ
の
律
学
の
内
実
や
︑
前
代
で
の
課
題
と
道
宣
の
戒
律
文
献
と
の
間
に
ど
の
よ
う

な
関
連
が
あ
る
の
か
と
い
う
視
点
で
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
面
が
あ
る
︒
ま
た
︑
道
宣
の
主
著
﹃
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事

鈔
﹄
︵
以
下
﹃
行
事
鈔
﹄
︶
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
も
︑
受
戒
の
師
・
智
首
の
影
響
が
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
︑
智
首
の
著
作
に

関
す
る
検
討
が
進
ん
で
お
ら
ず
︑
特
に
﹃
五
部
区
分
鈔
﹄
と
の
関
連
を
さ
ら
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
︒

そ
こ
で
本
考
察
は
︑
中
国
に
お
け
る
﹃
四
分
律
﹄
伝
来
後
の
律
学
の
様
相
や
︑
そ
の
中
に
お
け
る
﹃
行
事
鈔
﹄
の
位
置
付
け
を
検

討
す
る
作
業
の
一
部
と
し
て
︑
智
首
や
道
宣
な
ど
の
律
僧
が
当
時
も
っ
て
い
た
問
題
意
識
や
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
︒
具
体
的

に
は
︑
①
﹃
行
事
鈔
﹄
の
撰
述
を
め
ぐ
っ
て
︑
初
稿
と
重
修
と
の
間
に
道
宣
は
法
礪
と
出
会
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
両
者
に
ど
の
よ

う
な
や
り
と
り
が
あ
っ
た
の
か
︒
次
に
②
中
国
の
四
分
律
学
の
伝
統
の
中
に
お
い
て
︑
智
首
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
︒
最

後
に
③
智
首
の
﹃
五
部
区
分
鈔
﹄
と
道
宣
の
﹃
行
事
鈔
﹄
と
の
関
連
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︒
以
上
の
三
点
を
中
心
に
検
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討
を
進
め
て
い
く
︒

こ
の
考
察
に
よ
っ
て
︑
道
宣
の
﹃
行
事
鈔
﹄
は
前
代
の
律
学
を
大
い
に
継
承
し
た
上
で
撰
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
︒

し
か
し
同
時
に
道
宣
は
︑
前
代
の
律
学
に
対
し
て
欠
点
や
問
題
点
も
指
摘
し
て
い
る
︒
特
に
︑
こ
れ
ま
で
道
宣
の
律
学
の
師
と
し
て

知
ら
れ
て
い
た
智
首
で
あ
る
が
︑
両
者
の
関
連
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
道
宣
は
智
首
の
律
学
に
対
し
て
若
干
の
欠
点
を
指
摘

し
て
い
る
と
い
う
新
た
な
側
面
が
見
え
て
く
る
︒
本
考
察
で
は
︑
最
後
に
﹃
行
事
鈔
﹄
序
に
記
さ
れ
る
道
宣
の
文
章
を
取
り
上
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
欠
点
を
克
服
す
る
こ
と
が
﹃
行
事
鈔
﹄
撰
述
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
︒

− 2−



研
究
発
表
︵
午
前
︶
︿
東
洋
﹀
②

大
乗
﹃
大
般
涅
槃
経
﹄
迦
葉
菩
薩
品
に
記
さ
れ
る
煩
悩
と
解
脱
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

宗
教
情
報
セ
ン
タ
ー

佐

藤

直

実

大
乗
﹃
大
般
涅
槃
経
﹄
は
︑
中
期
大
乗
仏
教
を
代
表
す
る
大
部
の
経
典
で
あ
る
︒
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
は
断
片
の
み
で
あ
る
が
︑

漢
訳
・
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
資
料
が
完
全
な
形
で
現
存
し
︑
注
釈
も
多
数
存
す
る
︒
﹁
常
楽
我
浄
﹂
﹁
悉
有
仏
性
﹂
﹁
如
来
常
住
﹂
と
い
っ

た
発
展
的
な
大
乗
仏
教
思
想
を
展
開
し
て
お
り
︑
ま
た
︑
そ
れ
ら
を
主
張
す
る
た
め
に
︑
四
諦
や
十
二
因
縁
︑
八
聖
道
と
い
っ
た
伝

統
的
な
教
義
を
新
た
な
定
義
で
説
明
す
る
︒

迦
葉
菩
薩
品
で
は
︑
八
聖
道
を
﹁
煩
悩
が
生
じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
正
し
く
観
想
す
る
こ
と
﹂
と
再
定
義
し
て
い
る
︒
同
品
で
は
︑

﹁
解
脱
︵
仏
性
の
獲
得
︶
﹂
と
﹁
煩
悩
﹂
を
対
概
念
と
捉
え
︑
煩
悩
に
は
次
の
�

種
類
が
あ
る
と
主
張
す
る
︒

︵
�

︶
新
た
な
煩
悩
を
生
み
出
す
︵
煩
悩
の
原
因
に
な
る
︶
タ
イ
プ

︵
�

︶
新
た
な
煩
悩
を
生
み
出
さ
な
い
︵
煩
悩
の
原
因
に
な
ら
な
い
︶
タ
イ
プ

後
者
は
梵
行
を
修
し
た
場
合
に
生
じ
る
と
記
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
述
べ
る
﹁
梵
行
﹂
と
は
︑
禁
欲
行
で
は
な
く
︑
﹁
八
正
道
﹂
を
指
す
︒

ま
た
︑
解
脱
︑
す
な
わ
ち
仏
性
を
獲
得
す
る
た
め
の
修
行
方
法
と
し
て
︑
﹁
受
﹂
﹁
想
念
﹂
﹁
渇
愛
﹂
﹁
触
﹂
﹁
欲
﹂
﹁
業
﹂
﹁
苦
﹂
な
ど

の
観
想
法
が
説
か
れ
る
︒
﹁
受
を
原
因
と
し
て
渇
愛
が
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
渇
愛
を
断
じ
る
た
め
に
は
先
に
受
を
観
想
す
べ
き

で
あ
る
﹂
﹁
受
を
縁
と
し
て
転
倒
想
念
が
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
先
に
受
を
観
想
す
べ
き
で
あ
る
﹂
﹁
受
と
渇
愛
の
原
因
は
触
で
あ

− 3−



る
﹂
﹁
触
に
は
︑
煩
悩
の
原
因
と
な
る
も
の
︵
煩
悩
触
︶
と
︑
解
脱
の
原
因
と
な
る
も
の
︵
解
脱
触
︶
の
二
種
類
が
あ
る
﹂
﹁
無
明
を

原
因
と
し
て
煩
悩
触
が
生
じ
︑
そ
れ
を
原
因
と
し
て
転
倒
し
た
想
念
が
生
じ
る
﹂
﹁
明
を
原
因
と
し
て
解
脱
触
が
生
じ
︑
そ
れ
を
原

因
と
し
て
不
転
倒
想
念
が
生
じ
る
﹂
な
ど
の
よ
う
な
因
と
縁
と
果
の
関
係
が
順
次
説
明
さ
れ
る
︒

本
発
表
で
は
︑
こ
れ
ら
一
連
の
観
想
法
を
分
析
し
︑
同
品
の
示
す
﹁
煩
悩
が
生
じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
﹂
及
び
﹁
解
脱
を
得
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
﹂
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
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研
究
発
表
︵
午
前
︶
︿
東
洋
﹀
③

朝
鮮
明
宗
代
に
お
け
る
地
方
寺
院
の
組
織
運
営

李
文
楗
﹃
黙
斎
日
記
﹄
の
記
事
の
分
析
を
中
心
に

九
州
大
学

押

川

信

久

朝
鮮
王
朝
第
十
三
代
国
王
明
宗
︵
在
位
一
五
四
五
～
一
五
六
七
︶
の
治
世
は
︑
特
に
明
宗
の
生
母
で
あ
る
文
定
王
后
が
垂
簾
聴
政

を
行
う
中
で
︑
両
宗
︵
禅
宗
・
教
宗
︶
の
復
立
や
僧
科
の
再
開
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
振
興
政
策
が
推
進
さ
れ
︑
朝
鮮
時
代
の
仏
教

史
に
お
け
る
画
期
と
み
な
さ
れ
て
き
た
︒

従
来
の
研
究
は
︑
文
定
王
后
や
普
雨
の
事
蹟
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
︑
王
朝
政
府
や
王
室
の
内
部
に
お
け
る
政
策
の
展
開
を
中
心
に

成
果
を
蓄
積
し
て
き
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
政
策
の
遂
行
が
当
時
の
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
︑
な
か
で
も
地
方
社
会
に
お
け
る
政
策
遂
行

の
実
情
に
対
し
て
は
︑
ほ
と
ん
ど
関
心
を
向
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
現
状
を
招
い
た
要
因
と
し
て
︑
当
該
期
の
仏
教
政

策
を
考
察
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
史
料
が
︑
﹃
明
宗
実
録
﹄
﹃
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
﹄
等
の
官
撰
史
料
や
︑
王
朝
政
府
や
王
室
に
近

い
人
物
の
記
録
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
近
年
︑
寺
院
関
連
文
書
や
日
記
史
料
の
発
掘
や
紹
介
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
︑
当
該
期
の
地
方
社
会
に
お
け
る
仏
教
界

の
動
向
を
解
明
す
る
た
め
の
環
境
が
次
第
に
整
え
ら
れ
て
き
た
︒
特
に
︑
李
文
楗

︵
一
四
九
四
～
一
五
六
七
︶
が
著
し
た
﹃
黙
斎
日

記
﹄
に
は
︑
著
者
が
慶
尚
道
星
州
で
流
配
生
活
を
送
る
中
で
︑
星
州
李
氏
の
影
幀
を
祀
る
寺
院
で
あ
っ
た
安
峯
寺
に
お
い
て
︑
仏
教

− 5−



界
と
の
交
渉
を
繰
り
広
げ
て
い
た
様
相
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
黙
斎
日
記
﹄
の
記
事
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
安
峯
寺

を
出
入
り
す
る
僧
徒
の
動
向
を
個
別
に
追
跡
し
︑
安
峯
寺
の
組
織
運
営
の
実
態
を
動
態
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
︒
ひ
い

て
は
︑
当
該
期
の
地
方
社
会
で
寺
院
が
果
た
し
て
い
た
役
割
を
考
察
す
る
た
め
の
糸
口
を
得
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
︑
本
発
表
で
は
︑
ま
ず
明
宗
代
に
一
連
の
仏
教
政
策
が
推
進
さ
れ
る
過
程
を
︑
政
策
が
地
方
社
会
に
与
え
た
影
響
に
焦
点

を
当
て
て
整
理
す
る
︒
続
い
て
︑
安
峯
寺
の
組
織
運
営
の
状
況
を
︑
﹃
黙
斎
日
記
﹄
の
記
事
に
基
づ
い
て
分
析
す
る
︒
さ
ら
に
︑
当

該
期
の
仏
教
政
策
が
安
峯
寺
の
組
織
運
営
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
︒
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研
究
発
表
︵
午
前
︶
︿
日
本
﹀
①

日
本
古
代
に
お
け
る
﹁
宗
﹂
の
形
成

龍
谷
大
学

中

本

由

美

日
本
古
代
に
お
け
る
﹁
宗
﹂
の
形
成
と
展
開
を
概
観
す
れ
ば
︑
天
平
勝
宝
年
間
︵
七
四
九
～
七
五
七
︶
の
南
都
六
宗
︱
三
論
・
法

相
・
華
厳
・
律
・
成
実
・
俱

舎
︱
の
成
立
に
は
じ
ま
り
︑
平
安
期
に
天
台
宗
・
真
言
宗
の
登
場
を
待
っ
て
八
宗
体
制
の
形
成
に
い
た

る
と
さ
れ
る
︒

﹁
宗
﹂
の
形
成
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
は
︑
養
老
二
年
︵
七
一
八
︶
十
月
︑
太
政
官
が
僧
綱
に
対
し
て
下
し
た
五
ヵ

条
の
布

告
で
あ
る
︒
そ
の
な
か
に
︑
﹁
五
宗
の
学
︑
三
蔵
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
宗
義
に
該
達
し
︑
最
も
宗
師
と
す

る
に
足
る
人
を
宗
ご
と
に
申
告
す
る
こ
と
﹂
と
み
え
る
︒
こ
れ
が
日
本
の
文
献
に
お
け
る
﹁
宗
﹂
の
初
見
で
あ
る
︵
﹃
続
日
本
記
﹄

養
老
二
年
十
月
庚
午
︵
十
日
︶
条
︶
︒

一
方
︑
天
平
十
九
年
︵
七
四
七
︶
の
元
興
寺
・
大
安
寺
・
法
隆
寺
の
各
資
財
帳
に
は
︑
三
論
衆
や
律
衆
︑
摂
論
衆
な
ど
が
み
え
︑

﹁
宗
﹂
で
は
な
く
﹁
衆
﹂
が
諸
寺
に
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
﹁
衆
﹂
が
﹁
宗
﹂
に
先
行
す
る
こ
と
は
︑
中
国
で
は
隋
代
に

隆
盛
し
︑
法
相
宗
の
成
立
の
影
響
で
七
世
紀
中
葉
に
衰
退
し
た
摂
論
宗
が
元
興
寺
・
大
安
寺
に
摂
論
衆
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
︑
天

平
勝
宝
年
間
以
降
︑
大
部
分
が
﹁
衆
﹂
か
ら
﹁
宗
﹂
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
﹁
宗
﹂
と
は
︑
養
老
二
年
の
布
告
を
機
に
︑
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
﹁
衆
﹂
が
再
編
さ
れ
︑
そ
の
結
果
と
し
て
出
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現
し
て
く
る
も
の
で
︑
日
本
に
お
け
る
﹁
宗
﹂
は
︑
律
令
国
家
の
宗
教
政
策
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

養
老
二
年
の
布
告
は
︑
太
政
官
か
ら
僧
綱
に
対
し
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
﹁
宗
﹂
の
形
成
と
い
う
宗
教
政
策
を
行
う
に
あ

た
っ
て
︑
そ
の
背
後
に
留
学
僧
や
来
日
僧
の
存
在
が
想
定
で
き
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
﹁
宗
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
﹁
悉
檀
﹂
︵
s

i

d

d

h

ā

n

t

a

︶

の
訳
語
で
あ
り
︵
求
那
跋
陀
羅
︵
三
七
七
︲
四
三
一
︶
﹃
楞
伽
阿
跋
多
羅
宝
経
﹄
二
︶
︑
四
世
紀
以
降
の
中
国
で
は
︑
仏
教
の
学
説
・

主
義
を
意
味
す
る
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

よ
っ
て
︑
本
発
表
で
は
︑
養
老
二
年
の
布
告
を
中
心
に
分
析
を
加
え
︑
留
学
僧
や
来
日
僧
の
活
動
︑
ま
た
︑
唐
や
新
羅
の
仏
教
事

情
を
手
が
か
り
に
︑
日
本
に
お
け
る
﹁
宗
﹂
の
形
成
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
︒
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研
究
発
表
︵
午
前
︶
︿
日
本
﹀
②

宗
峰
妙
超
と
関
山
慧
玄
の
史
料
に
お
け
る
諸
問
題

根
津
美
術
館
蔵
の
元
亨
二
年
法
語
と
無
相
大
師
遺
誡
を
中
心
に

花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所

メ
ル
ク
ー
リ
・
オ
ズ
ヴ
ァ
ル
ド

根
津
美
術
館
蔵
の
元
亨
二
年
︵
一
三
二
二
︶
の
法
語
は
宗
峰
妙
超
︵
大
燈
国
師
︑
一
二
八
二
～
一
三
三
八
︶
が
冬
至
小
参
の
際
の

法
語
を
弟
子
の
宗
円
禅
人
の
た
め
︑
元
亨
二
年
に
揮
毫
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
墨
蹟
で
あ
り
︑
重
要
文
化
財
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑

大
燈
墨
蹟
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
︒

ま
ず
︑
諸
人
に
示
し
た
一
則
の
法
語
を
そ
の
ま
ま
特
定
の
一
人
の
弟
子
の
た
め
に
書
き
与
え
た
墨
蹟
と
し
て
︑
数
多
く
の
大
燈
墨

蹟
の
中
に
唯
一
の
例
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
本
則
は
﹃
大
燈
国
師
語
録
﹄
に
冬
至
小
参
の
際
の
言
葉
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ

の
年
月
は
語
録
に
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
編
年
体
で
編
集
さ
れ
て
い
る
語
録
に
お
い
て
本
則
の
年
は
嘉
暦
三
年
︵
一
三
二

八
︶
に
当
た
る
︒
す
な
わ
ち
︑
同
じ
内
容
の
墨
蹟
と
語
録
の
一
則
は
年
が
六
年
間
も
異
な
り
︑
し
か
も
先
に
語
録
の
一
則
が
あ
り
︑

そ
し
て
墨
蹟
が
出
来
る
は
ず
な
の
に
︑
順
番
は
逆
と
な
っ
て
い
る
︒
更
に
︑
墨
蹟
の
一
文
字
が
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
︒
本
発
表
で

は
こ
の
墨
蹟
の
真
贋
を
巡
っ
て
考
察
し
た
い
︒

一
方
︑
宗
峰
妙
超
の
法
嗣
で
あ
る
関
山
慧
玄
︵
無
相
大
師
︑
一
二
七
七
～
一
三
六
一
︶
は
﹃
無
相
大
師
遺
誡
﹄
と
い
う
言
葉
を
遺

し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
五
つ
の
跋
文
の
綿
密
な
分
析
に
よ
り
︑
加
藤
正
俊
氏
は
本
遺
誡
が
偽
作
で
あ
り
︑
応
禅
普
善
︵
一
六
七
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三
～
一
七
四
三
︶
に
作
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
最
近
本
遺
誡
が
偽
作
で
は
な
い
と
い
う
意
見
の
研
究
者
も
お
ら
れ
る
︒
こ
の
議
論
に
お
い
て
︑
﹃
無
相
大
師
遺
誡
﹄

と
宗
峰
妙
超
の
﹃
大
燈
国
師
遺
誡
﹄
と
い
う
両
遺
誡
を
取
り
上
げ
る
研
究
は
今
ま
で
な
か
っ
た
︒
実
は
﹃
無
相
大
師
遺
誡
﹄
の
中
に

﹃
大
燈
国
師
遺
誡
﹄
が
引
用
さ
れ
て
お
り
︑
し
か
も
﹁
遺
誡
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
現
在
﹃
大
燈
国
師
遺
誡
﹄
と
い
わ
れ

る
法
語
が
﹁
遺
誡
﹂
と
呼
ば
れ
始
め
る
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

本
発
表
で
は
両
遺
誡
の
相
互
関
係
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
︑
加
藤
氏
の
説
を
裏
付
け
る
有
力
な
根
拠
を
紹
介
し
た
い
︒
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研
究
発
表
︵
午
前
︶
︿
日
本
﹀
③

明
治
期
琉
球
に
お
け
る
真
宗
法
難
事
件
を
め
ぐ
っ
て

東
本
願
寺
と
内
務
省
の
対
応
を
中
心
に

二
松
学
舎
大
学

川

邉

雄

大

明
治
十
年
︵
一
八
七
七
︶
十
月
︑
薩
摩
藩
の
影
響
を
受
け
て
真
宗
禁
教
下
に
あ
っ
た
琉
球
に
お
い
て
︑
秘
密
裡
に
信
仰
を
続
け
て

い
た
信
徒
が
琉
球
藩
庁
に
よ
っ
て
一
斉
逮
捕
さ
れ
た
︒

こ
れ
に
対
し
︑
東
本
願
寺
は
翌
明
治
十
一
年
︵
一
八
七
八
︶
一
月
︑
教
団
の
後
ろ
楯

と
な
っ
て
い
た
内
務
卿
の
大
久
保
利
通
に
直

訴
し
た
ほ
か
︑
事
件
に
つ
い
て
記
し
た
布
教
僧
・
田
原
法
水
の
日
記
な
ど
が
﹃
朝
野
新
聞
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
が
︑
二
月
に
藩
庁
は
裁

判
を
行
い
︑
信
徒
を
流
刑
・
罰
金
刑
に
処
し
た
︒

そ
の
後
︑
東
本
願
寺
は
書
面
を
通
じ
て
信
徒
の
釈
放
な
ど
を
求
め
た
が
︑
藩
庁
は
拒
否
し
た
た
め
︑
同
年
七
月
に
小
栗
憲
一
を
琉

球
に
派
遣
し
︑
藩
庁
と
交
渉
︵
八
月
五
日
︶
を
行
っ
た
が
︑
事
態
は
進
展
し
な
か
っ
た
︒

八
月
二
十
二
日
︑
内
務
省
出
張
所
︵
那
覇
︶
に
お
い
て
東
本
願
寺
と
藩
庁
と
の
会
談
が
行
わ
れ
た
︒
そ
の
席
上
︑
出
張
所
長
・
木

梨
精
一
郎
は
︑
太
政
官
布
告
︵
明
治
九
年
五
月
︶
に
よ
っ
て
藩
庁
は
裁
判
権
を
接
収
さ
れ
て
お
り
︑
藩
庁
に
よ
る
裁
判
お
よ
び
処
罰

は
違
法
で
あ
る
と
し
て
始
末
書
の
提
出
を
命
じ
た
︒

そ
の
後
︑
信
徒
は
釈
放
さ
れ
罰
金
は
返
還
さ
れ
︑
明
治
十
二
年
︵
一
八
七
九
︶
三
月
に
沖
縄
県
が
設
置
さ
れ
琉
球
藩
は
消
滅
し
た
︒
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以
上
が
明
治
期
の
琉
球
に
お
け
る
真
宗
法
難
事
件
の
概
要
で
あ
る
が
︑
先
行
研
究
や
関
係
資
料
は
少
な
く
︑
こ
れ
ま
で
事
件
の
詳

し
い
内
容
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
︒

発
表
者
は
こ
れ
ま
で
に
︑
小
栗
が
住
職
を
つ
と
め
た
善
教
寺
︵
大
分
県
佐
伯
市
︶
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
﹁
琉
球
日
記
﹂
等
を
翻
刻

す
る
と
と
も
に
︑
こ
れ
ら
の
資
料
を
用
い
て
本
事
件
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
来
た
︒

こ
の
結
果
︑
小
栗
の
琉
球
滞
在
中
︵
明
治
十
一
年
七
月
十
九
日
～
八
月
三
十
日
︶
の
具
体
的
行
動
の
ほ
か
︑
小
栗
の
琉
球
渡
航
以

前
か
ら
東
本
願
寺
は
明
治
新
政
府
︵
内
務
省
︶
の
意
向
を
汲

み
︑
小
栗
が
中
心
と
な
っ
て
藩
庁
へ
の
対
策
を
立
案
し
︑
そ
れ
を
も
と

に
藩
庁
と
の
交
渉
を
進
め
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

本
発
表
で
は
善
教
寺
資
料
を
も
と
に
︑
東
本
願
寺
が
政
府
と
い
か
な
る
関
係
を
持
ち
︑
本
事
件
の
対
応
策
を
と
っ
た
か
に
つ
い
て

検
討
す
る
︒
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研
究
発
表
︵
午
後
︶
︿
合
同
﹀
①

唐
中
期
以
降
に
お
け
る
仏
教
と
敦
煌
文
献

広
島
大
学

荒

見

泰

史

唐
中
期
の
社
会
体
制
の
変
化
に
よ
っ
て
仏
教
が
よ
り
広
い
社
会
層
へ
加
速
的
に
浸
透
す
る
よ
う
に
な
り
︑
各
階
層
で
の
理
解
と
定

着
の
た
め
に
少
な
か
ら
ざ
る
変
化
を
お
こ
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
時
代
︑
特
に
粛
宗
朝
か
ら
代
宗
朝
の
仏
教
の
規
範
に
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
の
は
ま
ず
は
不
空
な
ど
の
密
教
僧
で
あ
っ
た
︒

か
く
て
不
空
を
中
心
と
し
た
新
た
な
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
同
時
に
そ
の
当
時
の
流
れ

か
ら
広
い
社
会
に
浸
透
す
る
こ
と
に
な
っ
た
密
教
は
︑
徐
々
に
各
社
会
層
で
形
が
変
え
ら
れ
︑
仏
菩
薩
︑
始
祖
や
僧
侶
の
伝
説
化
︑

儀
礼
の
通
俗
化
な
ど
が
進
ん
で
い
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
変
文
な
ど
の
講
唱
文
学
や
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
儀
礼
に
︑
後
代
に
流
行

っ
た
浄
土
教
の
要
素
と
と
も
に
密
教
的
要
素
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
こ
と
は
︑
そ
う
し
た
時
代
背
景
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
︒

こ
の
よ
う
に
改
め
て
考
え
た
場
合
︑
唐
中
期
以
降
に
膨
大
に
作
成
さ
れ
︑
使
用
さ
れ
た
密
教
資
料
︑
と
く
に
儀
軌
類
の
翻
訳
か
ら

中
国
的
な
変
容
を
知
る
こ
と
は
︑
唐
期
中
以
降
の
社
会
の
深
層
に
お
け
る
信
仰
を
知
り
︑
変
文
な
ど
の
よ
う
な
講
唱
文
学
に
如
何
に

反
映
さ
れ
展
開
し
て
い
く
か
を
考
え
る
上
で
も
極
め
て
重
要
な
資
料
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
う
し
た
時
代
の
中
で
作
ら
れ
た
様
々
な
儀
軌
類
の
中
に
は
︑
日
本
残
存
資
料
で
は
﹃
龍
樹
五
明
論
﹄
︑
﹃
佛
説
金
毘
羅
童
子
威
德

経
﹄
︑
﹃
宝
蔵
天
女
陀
羅
尼
法
﹄
な
ど
の
よ
う
に
﹁
後
人
の
妄
作
﹂
と
し
て
低
く
み
ら
れ
て
き
た
資
料
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
︒
ま
た
敦
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煌
文
献
で
も
﹃
大
部
禁
方
﹄
︑
﹃
水
散
食
﹄
︑
﹃
佛
説
大
輪
金
剛
惣
持
陀
羅
尼
法
﹄
︑
﹃
三
萬
佛
同
根
本
神
秘
之
印
法
﹄
︑
﹃
觀
世
音
菩
薩
符

印
﹄
な
ど
は
︑
や
は
り
あ
ま
り
注
目
さ
れ
ず
に
い
る
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
こ
れ
ら
の
間
に
は
一
定
の
共
通
性
が
見
ら
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
両
者
の
比
較
を
通
じ
て
唐
中
期
以
降
の
仏
教
の
広
が
り
と
社
会
へ
の
影
響
を
知
ろ
う
と
い
う
視
点
は
︑
こ
れ
ま
で
余

り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

筆
者
は
︑
以
上
の
よ
う
な
考
え
に
よ
り
︑
敦
煌
に
残
さ
れ
る
密
教
儀
軌
類
の
資
料
整
理
と
︑
日
本
の
密
教
資
料
の
比
較
検
討
を
通

じ
た
︑
宗
教
儀
礼
の
研
究
︑
文
学
へ
の
影
響
を
研
究
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
新
た
に
主
張
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
︒
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研
究
発
表
︵
午
後
︶
︿
合
同
﹀
②

仏
教
と
国
家

浄
土
真
宗
に
お
け
る
戦
時
教
学
の
構
造
分
析
を
中
心
と
し
て

圓
光
大
学
校
正
訳
院

元

永

常

最
近
︑
国
家
中
心
の
戦
略
と
い
う
環
境
変
化
と
関
連
し
て
︑
宗
教
の
役
割
を
新
た
に
振
り
返
る
試
み
が
台
頭
し
て
い
る
︒
日
本
は

近
代
国
家
の
確
立
後
︑
一
八
九
五
年
の
日
清
戦
争
を
始
め
と
し
︑
一
九
四
五
年
の
終
戦
に
至
る
ま
で
十
年
ご
と
に
戦
争
を
起
こ
し
た
︒

浄
土
真
宗
は
︑
こ
の
時
期
の
従
軍
僧
派
遣
は
も
ち
ろ
ん
︑
戦
時
教
学
を
通
し
て
国
家
主
義
を
擁
護
し
た
︒
教
義
の
歪
曲
を
も
た
ら
し

た
戦
時
教
学
は
︑
太
平
洋
戦
争
期
に
絶
頂
に
至
り
︑
敗
戦
後
教
団
構
成
員
は
精
神
的
武
装
解
除
を
経
験
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
こ

の
教
訓
か
ら
不
殺
生
を
第
一
の
戒
律
と
す
る
仏
教
界
全
体
は
︑
反
戦
や
平
和
に
向
け
て
努
力
す
べ
き
で
あ
る
︒

本
発
表
は
︑
浄
土
真
宗
の
戦
時
教
学
の
構
造
に
お
け
る
分
析
を
主
題
と
し
て
い
る
︒
周
知
の
ご
と
く
︑
戦
時
教
学
の
核
心
問
題
は
︑

蓮
如
の
教
え
で
あ
る
真
俗
二
諦
の
近
代
的
適
用
と
跛
行
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
敗
戦
に
近
づ
く
と
結
局
王
法
為
先
を
立
た
せ
た
戦

時
教
学
に
よ
っ
て
︑
浄
土
真
宗
の
教
学
は
戦
争
国
家
の
理
念
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
う
︒
そ
こ
ま
で
に
至
る
に
は
︑
浄
土
真
宗
の
教

義
が
歪
曲
さ
れ
て
い
く
全
体
の
構
造
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
中
で
は
︑
浄
土
真
宗
教
団
と
国
家
権
力
構
造
の
類
似
性
︑
超

越
的
存
在
と
し
て
の
阿
弥
陀
如
来
と
現
人
神
で
あ
る
天
皇
と
の
等
価
性
︑
無
我
や
空
の
よ
う
な
伝
統
的
な
仏
教
教
義
の
歪
曲
を
通
し

た
戦
争
の
正
当
性
︑
集
団
や
公
共
性
を
媒
介
し
て
善
悪
判
断
を
不
可
能
と
し
た
非
倫
理
性
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
絶
対
的
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不
変
の
価
値
で
あ
る
信
仰
世
界
が
世
俗
世
界
に
陥
没
さ
れ
て
い
く
と
同
時
に
︑
真
俗
二
諦
の
究
極
的
価
値
で
あ
る
聖
俗
の
緊
張
と
調

和
を
通
し
た
開
か
れ
た
世
界
観
を
堅
持
で
き
な
か
っ
た
︒
本
発
表
は
︑
真
俗
二
諦
の
二
元
的
構
造
が
戦
時
教
学
の
中
で
ど
の
よ
う
に

跛
行
の
構
造
に
移
行
さ
れ
て
い
く
の
か
を
︑
戦
時
教
学
の
資
料
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
︒
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研
究
発
表
︵
午
後
︶
︿
合
同
﹀
③

隋
代
経
録
考

龍
谷
大
学

大

内

文

雄

﹃
大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄
の
史
伝
部
に
収
載
さ
れ
る
隋
代
に
著
さ
れ
た
史
書
は
︑
僅
か
に
費
長
房
の
﹃
歴
代
三
宝
紀
﹄
︵
以
下
︑
﹃
三

宝
紀
﹄
と
略
︶
︑
灌
頂
の
﹃
隋
天
台
智
者
大
師
別
伝
﹄
の
二
種
の
み
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
経
疏
部
・
諸
宗
部
に
は
︑
隋
の
智
顗

・

灌
頂
師
弟
︑
或
い
は
吉
蔵
︑
慧
遠
等
の
錚
々
た
る
著
作
が
偉
観
を
呈
し
て
お
り
︑
こ
れ
に
比
べ
て
史
書
の
少
な
さ
は
際
立
っ
て
い
る
︒

し
か
し
経
典
目
録
︵
以
下
︑
経
録
と
略
︶
に
目
を
向
け
て
み
る
と
︑
長
安
・
大
興
善
寺
に
置
か
れ
た
法
経
を
首
班
と
す
る
翻
経
衆
に

よ
っ
て
文
帝
の
開
皇
一
四
年
(

五
九
四
)

に
﹃
衆
経
目
録
﹄
(

以
下
︑
﹃
法
経
録
﹄
と
略
)

が
編
纂
さ
れ
︑
次
い
で
仁
寿
年
間
(

六
〇
一
～

六
〇
四
)

に
な
る
と
同
じ
く
翻
経
衆
彦
琮

に
よ
っ
て
﹃
衆
経
目
録
﹄
(

以
下
︑
﹃
彦
琮

録
﹄
と
略
)

が
編
成
さ
れ
た
︒
そ
の
間
︑
開
皇
一

七
年
(

五
九
七
)

に
は
翻
経
学
士
費
長
房
に
よ
っ
て
入
蔵
録
を
持
つ
﹃
歴
代
三
宝
紀
﹄
も
編
纂
さ
れ
︑
こ
う
し
て
文
帝
治
世
の
開
皇
一

四
年
か
ら
十
年
に
満
た
ぬ
間
に
︑
仏
典
集
成
の
基
準
を
示
す
三
種
の
仏
書
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
︒

﹃
三
宝
紀
﹄
は
そ
の
巻
一
五
・
開
皇
三
宝
録
総
目
序
に
︑
外
題
を
﹃
開
皇
三
宝
録
﹄
︑
内
題
を
﹃
歴
代
紀
﹄
と
す
る
と
言
う
よ
う

に
︑
あ
く
ま
で
も
仏
法
僧
三
宝
歴
代
の
展
開
の
跡
を
︑
仏
典
漢
訳
の
編
年
史
と
し
て
ま
と
め
た
史
書
で
あ
る
︒
そ
の
費
長
房
が
︑
漢

訳
編
年
史
を
朝
代
ご
と
に
﹁
代
録
﹂
と
し
て
ま
と
め
︑
更
に
史
書
と
し
て
異
例
と
な
る
﹁
入
蔵
録
﹂
を
設
け
た
直
接
の
影
響
は
︑

﹃
法
経
録
﹄
編
纂
の
当
事
者
で
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
に
相
違
な
く
︑
法
経
・
彦
琮

・
費
長
房
の
三
者
は
︑
直
接
明
確
に
証
拠
だ
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て
る
史
料
に
乏
し
い
も
の
の
︑
翻
経
衆
及
び
学
士
と
し
て
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

﹃
三
宝
紀
﹄
に
よ
れ
ば
︑
﹃
法
経
録
﹄
は
︑
当
時
国
策
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
訳
経
事
業
を
主
務
と
す
る
二
十
大
徳
に
よ

っ
て
編
纂
さ
れ
︑
わ
ず
か
二
ヵ

月
の
短
期
間
で
作
成
さ
れ
た
︒
こ
の
経
録
は
ま
た
当
時
の
隋
朝
の
文
教
政
策
と
密
接
に
連
動
し
て
い

た
︒
隋
朝
創
業
間
も
な
い
開
皇
四
年
(

五
八
四
)

に
実
施
さ
れ
た
﹃
四
部
書
目
録
﹄
四
巻
の
作
成
の
担
当
者
牛
弘
が
︑
こ
の
﹃
法
経

録
﹄
編
纂
に
直
接
関
与
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

本
発
表
で
は
︑
﹃
法
経
録
﹄
﹃
三
宝
紀
﹄
﹃
彦
琮

録
﹄
を
文
帝
治
世
下
の
文
教
政
策
を
反
映
す
る
歴
史
記
録
と
し
て
捉
え
︑
経
録
を

単
に
い
わ
ゆ
る
簿
録
と
し
て
の
み
見
る
の
で
も
な
く
︑
ま
し
て
﹃
三
宝
紀
﹄
の
扱
い
を
経
録
と
し
て
の
そ
れ
に
終
始
さ
せ
る
の
で
も

な
く
︑
唐
代
前
期
を
先
導
す
る
歴
史
的
位
置
を
占
め
る
史
書
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
︑
隋
代
仏
教
史
の
一
端
に
触
れ
て
み
た
い
︒
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研
究
発
表
︵
午
後
︶
︿
合
同
﹀
④

仏
教
社
会
史
研
究
の
課
題
と
展
望

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
総
合
研
究
大
学
院
大
学

井

原

今

朝

男

報
告
者
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
︑
仏
教
社
会
史
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
仏
教
史
研
究
分
野

の
枠
外
に
い
る
日
本
中
世
史
研
究
者
に
す
ぎ
な
い
報
告
者
に
と
っ
て
︑
こ
の
よ
う
な
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
大
変
あ
り
が
た
い

こ
と
で
感
謝
し
た
い
︒

�

︑
仏
教
社
会
史
研
究
の
問
題
提
起

拙
著
﹃
史
実
中
世
仏
教

第
一
巻
・
第
二
巻
﹄
︵
興
山
舎
︑
二
○
一
一
・
一
三
年
︶
で
︑
﹁
仏
教
社
会
史
へ
の
新
た
な
道
﹂
を
問
題

提
起
し
た
前
提
に
は
︑
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
展
示
﹁
中
世
寺
院
の
姿
と
く
ら
し
﹂
︵
山
川
出
版
社
︑
二
○
○
四
年
︶

が
あ
る
︒
そ
の
意
図
は
つ
ぎ
の
諸
点
に
あ
っ
た
︒

①
宗
派
・
宗
祖
の
思
想
を
学
ぶ
仏
教
史
や
仏
教
思
想
史
の
枠
組
み
を
打
破
し
て
︑
歴
史
に
埋
も
れ
た
名
も
な
き
中
世
僧
侶
や
中
世

寺
院
が
地
域
社
会
で
果
た
し
た
役
割
や
機
能
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
︑
②
神
仏
習
合
と
神
仏
隔
離
に
よ
る
中
世
宗
教
年
中
行
事
の
解

明
︑
③
東
ア
ジ
ア
の
諸
教
混
淆
・
諸
宗
兼
学
の
中
世
仏
教
の
解
明
︑
④
宗
教
社
会
史
の
た
め
多
様
な
史
料
群
へ
の
史
料
批
判
学
の
創

造
︑
な
ど
で
あ
っ
た
︵
拙
著
﹃
中
世
寺
院
と
民
衆
﹄
臨
川
書
店
︑
二
〇
〇
四
年
︶
︒

�

︑
仏
教
社
会
史
研
究
の
研
究
成
果
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二
○
○
○
年
代
に
は
中
世
史
・
寺
院
史
研
究
の
分
野
で
新
し
い
研
究
成
果
が
登
場
し
て
い
た
︒
第
一
に
︑
中
央
・
地
方
寺
社
の
聖

教
類
の
史
料
化
︑
自
治
体
編
纂
誌
で
の
石
造
物
・
金
文
・
絵
画
史
料
な
ど
に
よ
っ
て
︑
地
域
社
会
に
お
け
る
在
地
僧
侶
や
荘
園
鎮

守
・
村
落
寺
院
の
役
割
と
機
能
が
具
体
的
に
解
明
さ
れ
は
じ
め
た
︒
葬
送
・
逆
修
・
追
善
・
供
養
・
周
忌
法
会
な
ど
年
中
行
事
や
生

活
史
と
結
び
つ
い
た
仏
教
行
事
の
解
明
が
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
進
展
し
た
︒
第
二
に
︑
顕
教
・
密
教
・
念
仏
・
律
・
禅
の
宗
派
を

超
え
た
諸
宗
兼
学
︵
教
の
面
︶
と
専
修
︵
行
の
面
︶
の
二
面
が
解
明
さ
れ
︑
寺
院
内
部
の
生
活
史
へ
の
関
心
が
登
場
し
た
︒
第
三
に

中
国
仏
教
が
す
で
に
儒
教
・
道
教
な
ど
を
取
り
込
ん
だ
諸
教
混
淆
で
あ
り
︑
中
世
仏
教
が
仏
教
教
学
の
ほ
か
に
神
道
・
陰
陽
道
や
習

俗
・
民
俗
・
俗
信
・
社
会
習
慣
を
取
り
こ
み
︑
中
世
仏
教
の
習
俗
・
呪
術
化
と
生
活
技
術
面
で
の
革
新
や
合
理
化
の
二
面
性
が
あ
き

ら
か
に
さ
れ
は
じ
め
た
︒

�

︑
仏
教
社
会
史
研
究
の
課
題

こ
れ
ま
で
縁
起
・
説
話
・
建
築
・
美
術
・
音
楽
・
芸
能
・
習
慣
・
生
活
な
ど
に
分
割
し
て
分
析
さ
れ
て
き
た
研
究
分
野
を
﹁
さ
ま

ざ
ま
な
面
で
神
仏
へ
の
信
仰
を
根
底
に
有
し
て
い
た
﹂
︵
五
味
文
彦
﹃
躍
動
す
る
中
世
﹄
小
学
館
︑
二
〇
〇
八
年
︶
視
点
か
ら
︑
未

分
化
な
融
合
の
世
界
の
ま
ま
︑
仏
教
社
会
史
と
し
て
全
体
像
を
あ
き
ら
か
に
で
き
な
い
か
︒
宗
教
的
信
仰
の
世
界
が
全
社
会
生
活
を

規
定
し
て
い
た
歴
史
像
を
ト
ー
タ
ル
と
し
て
描
く
こ
と
︒
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