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山

検
討
課
題
の
多
い
新
説
で
は
あ
る
が
、
筆
者
の
主
張
す
る
東
ア
ジ
ア

仏
教
学
と
そ
れ
に
基
づ
く
五
台
山
系
仏
教
文
化
圏
に
は
五
台
山
系
華
厳

思
想
の
流
れ
が
あ

っ
た
と
す
る
説
に
、
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
に
御
賛

同
し
て
い
た
だ
き
、
歴
史
、
文
学
、
思
想
の
各
分
野
に
応
用
し
て
く
だ

さ
る
研
究
者
が
出
現
し
た
。
最
初
に
注
目
し
て
下
さ
っ
た
学
者
は
、
龍

谷
大
学

の
朝
枝
善
照
教
授

で
あ

る
。
貴
論

「『
目
本
霊
異
記
』
と
五
台

山
仏
教
文
化
圏
」
(門
脇
禎
二
編

『日
本
古
代
国
家
の
展
開
』
下
巻
所
収
、
思

文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
十

一
月
発
行
)
で
は
、
筆
者
の
説
が
全
面
的
に
採

用
さ
れ
、
全
く
新
し
い
見
地
か
ら
の
日
本
古
代
史
研
究
、
日
本
古
代
文

学
研
究

の
成
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
唐
代
の
中
国
華
厳
思
想
史

に
関
し
て
言
え
ば
、
中
国
仏
教
学
の
泰
斗
鎌
田
茂
雄
博
士
は
、
最
近
の

御
著
書

『仏
教
伝
来
』
(講
談
社
、
一
九
九
五
年
十
月
発
行
)
の
中
の

「第

七
章

華
厳
の
風
光
」
の
と

こ
ろ

で
、
五
台
山
系
華
厳
思
想

の
流
れ

の
存
在
を
認
定
さ
れ
採
用
さ
れ
て
お
ら

れ
る
。
筆
者
と

し

て
は
、
こ

れ
以
上

の
喜
び

は
な
く
、
感
謝
の
ほ
か

は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況

を
考

え
る
と
、
創
唱
し
た
者
と
し
せ
自
己
の
説
を
よ
り
強
固
な
も
の
と

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
四
巻
第
二
号

平
成
八
年
三
月

す
べ
く
、
今
後
と
も
検
討
し
つ
づ
け
る
義
務
と
責
任
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
情
に
よ
り
、
今
回
、
中
国
華
厳
思
想
史
の
再
考

を
試
み
る
次
第
で
あ
る
。
大
い
な
る
御
批
判
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

あ
り
、
ま
た
、
そ
の
諸
批
判
を
も

っ
て
今
後

の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

詳
細
な
文
献
研
究
は
拙
書

『李
通
玄

の
基
礎
的
研
究
』
(仮
題
、
未
発
行
)

や
編
書

『華
厳
学
研
究
』
第
三
号
を
御
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し

て
、
こ
こ
で
は
二
、
三
の
新
資
料
を
掲
げ
、
そ
れ
ら
を
中
心
に
総
括
的

に
唐
代
の
中
国
華
厳
思
想
史
を
今
ま
で
と
は
別
の
角
度
よ
り
再
考
し
て

み
た
い
。

さ
て
、
従
来
、
唐
代
の
中
国
華
厳
思

想

史

と

言

え
ば
、
杜
順
、
智

儼
、
法
蔵
、
澄
観
、
宗
密
と
続
い
た
と
い
う
五
祖
説
を
基
本
と
し
て
説

明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
祖
統
説
が
造
ら
れ
た
の
は
宋

代
で
あ
り
、
し
か
も
承
遷

(生
没
年
不
詳
)
と
浄
源

(
一
〇
一
一
―
八
八
)

の
師
弟
の
学
説
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

こ
こ
に
次
の
よ
う
な
資
料

が
存
在
す
る
。
最
澄
の

『依
憑
天
台
集
』
に
、

大
唐
京
兆
魏
国
西
明
寺
華
厳
宗
沙
門
法
蔵
依
天
台
義
造
華
厳
義
等
二
十
三

九
五

589



中
国
華
厳
思
想
史
再
考

(小

島
)

巻大
唐
京
兆
静
法
寺
華
厳
宗
沙
門
慧
苑
判
云
法
蔵
師
所
立
義
影
響
天
台
義

大
唐
五
台
山
居
士
華
厳
宗
李
通
玄
判
天
台
位
造
華
厳
会
釈
十
四
巻

大
唐
太
源
府
崇
福
寺
新
華
厳
宗
翻
経
沙
門
澄
観
判
天
台
義
理
致
円
満

(◎

印
は
筆
者
が
付
す
)

と
あ
る
。
こ
の
資
料

(弘
仁
七
年
、
西
暦
八
一
六
年
の
撰
)
を
見
る

と
唐

に
留
学
し
た
最
澄
が
、
そ
の
留
学
し
た
当
時
の
中
国
華
厳
思
想
の
状
況

を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
思
ええ
て
な
ら
な

い

(華
厳
と
天
台
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
最
澄
の
見
解
は
別
と
し
て
)。
臨

場
感
あ
ふ
れ
る
生
き
た
資
料
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
り
わ

け
、
澄
観
に
関
す
る
資
料

の
中

に
、
「
新
華
厳
宗
翻
経
沙
門
」
と
あ
る

点
に
注
目
さ
れ
た
い
。
こ
れ
は
最
澄
が
入
唐

(八
〇
四
年
七
月
か
ら
八
〇

五
年
五
月
ま
で
在
唐
)
し
た
時
に
、
澄
観
の
活
躍
の
ほ
ど
を
唐
土
に
て
伝

え
聞
い
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
の
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。
最
澄
が
入
唐

し
た
時
、
澄
観
は
六
十
六
歳
で
あ
り
、
崇
福
寺
を
中
心
と
し
て

『
華
厳

経
疏
』

を
講
じ
た
り
、
般
若
三
蔵
訳
の

『
四
十
華
厳
』

の
翻
訳
に
協
力

し
て
紫
衣
を
賜

っ
た

(七
九
六
年
)
後
、
そ
の
新
訳

『
貞
元
華
厳
経

(四

十
華
厳
)』

の
宗
旨
を
宣
揚
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、
華
厳

宗
の
翻
経
沙

門
と
し
て
の
澄
観
が
新
し
い
華
厳
思
想
を
盛
ん
に
説

い
て
い
た
時
で
あ

り
、
「新
華
厳
宗
翻
経
沙
門
」
と
い
う
言

葉

は
、
澄
観
と
同
時
代
を
生

き
た
人
間

で
あ
れ
ば
こ
そ
言
い
得
る
言
葉
と
思
わ
れ
る
。
他

の
三
人
に

は

「新
」

と
い
う
文
字
は
な
く
、
澄
観
に
の
み

「新
」
と
い
う
文
字
が

九
六

付
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
良

い
証
拠
で
は
な
か
ろ
う
か
。
澄
観

の
大

活
躍
の
時
期
に
、
ち
ょ
う
ど
最
澄
が
入
唐
し
、
当
時
の
中
国
華
厳
宗

の

実
状
を
つ
ぶ
さ
に
考
察
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う

か
。
「新
華

厳
宗
翻
経
沙
門
」
と
い
う
言
葉
、
中
で
も

「新
」
と

い
う

文
字

に
よ

り
、
こ
こ
に
掲
げ
た
資
料
の
全
体
が
、
九
世
紀
初
頭
の
中
国
華
厳
宗

の

実
状
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
誠
に
重
要
に
し

て
か
つ
貴
重
な
資
料
で

あ
る
と
判
断
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
最
澄
は
天
台
宗
の

人
間
で
あ
る
。
他
宗
派
の
こ
と
で
あ
る
の
で
冷
静
な
目
で
当
時
の
華
厳

宗
の
実
態
を
観
察
し
、
評
価
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

超

一
級
の
留
学
生
の
慧
眼
が
、
た
と
ええ
短
期
間

で
は
あ
ろ
う
と
も
、
当

時

の
中
国
華
厳
宗
、
な
い
し
は
華
厳
思
想
の
真
実
の
状
況
を
捉
え
た
結

果
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
・え
よ
う
。

以
上
、
論
述
し
て
き
た
立
場
か
ら
改
め
て
、

こ
こ
の
資
料
を
見
直
し

て
み
る
と
誠
に
興
味
深
い
事
柄
が
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
。
第

一
に
、

全
体
的
立
場
か
ら
考
え
た
場
合
で
あ
る
が
、

こ
の
資
料
は
澄
観
や
宗
密

と
同
時
代
に
造
ら
れ
た
資
料
で
あ
り
、
し
か
も
華
厳
宗
の
祖
統
説
を
考

え
る
時
に
参
考
と
な
る
最
重
要
な
る
資
料
で

は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
宗
密

の

『
円
覚
経
大
疏
』
が
撰
せ
ら
れ
る

の
は
宗
密
が
四
十
四
歳

(八
二
四
年
)
以
後
の
こ
と
で
あ
る
0
で
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
資
料
は
宗

密

の
三
祖
説
の
資
料
よ
り
も
以
前
の
資
料
と
な
る
の
で

は
な

か
ろ
う

か
。
第
二
に
、
四
人
の
人
物
を
分

類
す

る
時

に
、
わ
ざ
わ
ざ

「京
兆

(長
安
を
指
す
。
長
安
は
筆
者
が
言
う
終
南
山
系
仏
教
文
化
圏
の
拠
点
都
市
で
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あ
る
)」

と

「
五
台
山
」
「
太
原
府

(太
原
は
五
台
山
の
南
に
あ
り
、
筆
者
が

言
う
五
台
山
系
仏
教
文
化
圏
の
南
の
拠
点
都
市
で
あ
る
)」
と
い
う
言
葉
が
付

さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
場
所

・
地
域

(筆
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
文
化

圏
)
別

の
華
厳
思
想
理
解
も
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す

る
言
葉

と
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
、
筆
者
が
言
う
、
終
南
山
系
華
厳
思

想
、
五
台
山
系
華
厳
思
想
と
い
う
分
類
も
、
当
時
の
華
厳
宗
、
な
い
し

は
華
厳
思
想
理
解

の
実
態
と
符
合
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
第

三
に
、
華
厳
宗
の
人
物
と
し
て
李
通
玄
が
は
っ
き
り
と
取
り
挙

げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
他
の
三
人
と
少
な
く
と

も
言
葉

の
量
か
ら
し
て
同
等
に
扱
わ

れ

て
い
る
。
さ

ら

に
、
第
四
に

は
、
慧
苑
も
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

李
通
玄
が
五
祖
説
か
ら
排
除
さ
れ
た
理
由
は
種
々
推
測
で
き
る
が
、

唐

・
宋
時
代
の
仏
教
思
想
の
大
き
な
流
れ
と
い
う
立
場
か
ら
考
ええ
て
み

る
と
、
次
の
よ
う
な
推
論
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
、
宋
代
に
入
る
と
中
国
仏

教
界

全
体
が

『
円
覚
経
』
や

『首
樗
楞

経
』
と

い
っ
た
如
来
蔵
経
典
の
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の
結
果
、
唐
代
の
華
厳
思
想
史
を
考
察
す
る
場
合
に
も
、
如
来
蔵
思
想

に
合
致
す
る
か
た
ち
で
の
華
厳
思
想
史
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
考
ええ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
色
即
是
空
、
空
即
是
色
の
思
想
を
宇

宙
大
、

な
い
し
は
無
限
大
の
規
模
に
拡
大
し
た
思
想
と
言

っ
て
よ
い
、

性
空

(
性
無
)
即
万
有
、
性
空

(性
無
)
即
妙
用

(大
用
)
と

い
う

(五

台
山
系
華
厳
の
)
性
起
思
想

(こ
の
思
想
は
同
一
律
と
矛
盾
律
の
逆
転
し
た
律
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と
の
無
媒
介
的
一
致
の
思
想
で
あ
り
、
矛
盾
律
違
反
的
な
万
物
の
く存
在
様
式
9

を
、
存
在

・
無

・
同

一
と
定
式
化
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
と
構
造
上
ほ
と

ん
ど
同
じ
思
想
で
あ
る
)
を
根
本
と
す
る
李
通

玄
の
性
起
の
空
智
慧
の
華

厳
思
想
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
思

わ
れ

る
。
簡
単
に
言
え

ば
、
如
来
蔵
思
想
を
基
本
と
し
て
い
な
い
李
通
玄
は
、
祖
統
説
か
ら
は

ず
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
三
祖
説
を
唱
ええ
た
宗
密
も
典
型
的
な

如
来
蔵
思
想
の
持
ち
主
で
あ
る
の
で
、
李
通
玄
を
祖
統
の
流
れ
の
中
に

は
入
れ
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
李
通
玄
の
思
想
だ
け

で
は
な
く
、
霊
弁
を
初
祖
と
し
李
通
玄
を
大
成
者
と
す
る
五
台
山
系
仏

教
文
化
圏
の
五
台
山
系
華
厳
思
想
の
全
体
も
歴
史
の
彼
方
に
ほ
う
む
り

さ
ら
れ
て
し
ま

っ
た
と
言
え
よ
う
。

つ
い
で
な
が
ら
申
し
述
べ
れ
ば
、

た
と

え
後
世
、
李
通
玄
の
華
厳
思
想
が
採
り
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

っ

て
も
、
そ
の
性
起
の
空
智
慧
の
う
ち
の
空
の
思
想
は
捨
象
さ
れ
、
智
慧

イ
コ
ー
ル
如
来
蔵
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
て

い

る
。
李
通
玄
の
意
図
し
た
智
慧
の
理
解
と
は
ま
る
で
正
反
対

の
理
解
が

な
さ
れ
る
結
果
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
李
通
玄
の
影
響
を
強

く
受
け
た
と
さ
れ
る
韓
国
の
知
訥
も
日
本
の
明
恵
も
李
通
玄
の
性
起
の

空
智
慧
を
如
来
蔵
と
し
て
受
容
し
て
い
る
。

慧
苑
が
五
祖
説
よ
り
除
外
さ
れ
た
理
由
に

つ
い
て
は
多
く

の
研
究
が

あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
に
譲
る
。
李
通
玄
と
慧

苑
と
が
五
祖
説
か
ら
は
ず

さ
れ
た
種
々
な
る
理
由
は
あ
る
に
せ
よ
、
第

三
点
と
第
四
点
よ
り
、
華

厳
の
祖
統
説
か
ら
李
通
玄
と
慧
苑
を
捨
象
し
た
承
遷
、
浄
源
ら
の
五
祖

九
七
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説
は
唐
代
の
華
楞
宗
、
或
い
は
華
楞
思
想
の
在
り
方
の
実
態
を
無
視
し

た
祖
統
説
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
と
問
題
点
は
あ

ろ
う
が
、
最
澄
の
こ
の
資
料
は
唐
代

の
華
厳
宗
、
さ
ら
に
は
華
厳
思
想

の
真
実

の
在
り
方
を
考
察
す
る
上
で
、
誠
に
重
要
な
意
義
を
持

っ
た
資

料
と
思
わ
れ
る
。

続

い
て
、
華
厳
宗
の
初
祖
と
さ
れ
る
杜
順
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
法

蔵
が

『
華
厳
経
伝
記
』

の
中
で

「神
僧
杜
順
」
と
し
か
言

っ
て
い
な
い

こ
と
や
、
同
書
の
中
に
杜
順
の
伝
記
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は

木
村
清
孝
博
士
の
智
儼
伝
並
び
に
智
儼
思
想
研
究

の
成
果
、
さ
ら
に
は

ま
た
智
儼
の

『
孔
目
章
』
や

『
五
十
要
問
答
』
に
見
ら
れ
る
華
厳
思
想

形
成

へ
の
生
み
の
苦
し
み
の
在
り
様
等
を
勘
案
す
る
と
、
学
系
上
、
杜

順
を
華

厳
宗
の
初
祖
と
見
做
す
の
は
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
碩
学
に
よ
る
大
論
争
も
あ
り
、
た

っ
た
数
行
で
片
づ
け

ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
こ
と
は
充
分
承
知
で
あ
る
が
、
筆
者

の
立
場
と

し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
思
う
。
強
い
て
論
ず
れ
ば
智
正
、
場
合
に
よ

っ

て
は
智
儼
を
華
厳
宗
の
初
祖
と
考
ええ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も

っ
と

も
、
こ
の
初
祖
も
筆
者
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、
終
南
山
系
華
楞

の

初
祖
で
あ
る
が
。
終
南
山
系
華
厳
思
想
の
流
れ
は
学
系

と

し

て
は
、

(智
正
)
、
智
儼
、
法
蔵
う
慧
苑
、
澄
観
、
宗
密
と
捉
え
る

の
が
よ
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
、
五
台
山
系
華
厳
思
想
の
流
れ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
新
し
い

資
料
も
存
す
る
の
で
、
こ
の
思
想
の
流
れ
を
実
証
す
る
諸
事
蹟
を
中
心

九
八

に
再
考
し
て
み
よ
う
。
五
台
山
系
華
厳
思
想

の
流
れ
を
実
証
す
る
生
き

た
資
料
と
し
て
は
、
五
台
山
そ
の
も

の
と
五
台
山
中

の
大
顕
通
寺

(大

華
厳
寺
)
や
仏
光
寺
を
は
じ
め
と
す
る
諸
寺
院

の
存
在
が
、
先
ず

挙
げ

ら
れ
よ
う
。
五
台
山
は

『華
厳
経
』
の

「菩
薩
住
処
品
」
に
存
す
る
経

文
が
基
で
文
殊
菩
薩
の
聖
地
と
さ
れ
、
仏
教

の
霊
場

に
な

っ
た
と
言

う
。
こ
れ
は
、
諸
資
料
よ
り
筆
者
が
推
測
す
る
に
、
西
暦
四
七
〇
年
代

の
頃
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
来
、

一
貫
し
て
今
日
に

至
る
ま
で
、
根
本
的
に
は
五
台
山
は

『華
厳
経
』
の
専
修
道
場
と
さ
れ

て
い
る
。
五
台
山
山
中
の
諸
寺
院
に
華
厳
関
係
の
文
物
が
数
多
く
存
在

す
る
の
は
当
然
と
言
ええ
よ
う
。
ま
た
、
太
原
郊
外
の
晋
祠
の
中
の
奉
聖

寺

(五
台
山
系
華
厳
の
初
祖
と
言
っ
て
よ
い
霊
弁
が
住
し
た
懸
甕
山
の
直
下
に

存
す
る
寺
)
と
い
う
寺

に
は
、
西
暦
六
九
九
年
の
十
二
月
に
、
す
な
わ

ち
新
訳
の

『八
十
華
厳
』
の
翻
訳
が
完
了
し
た
三
ヶ
月
後
に
建
立
さ
れ

た
、
『
八
十
華
厳
』
の
漢
訳
原
文
を
そ
の
ま

ま
伝
ええ
る
六
十
四
基
も

の

石
幢
が
存
在
す
る
。
こ
の
奉
聖
寺
石
幢
群
こ
そ
五
台
山
系
華
厳
思
想
の

流
れ
を
象
徴
す
る
文
物
と
言
え
よ
う
。
さ
ら

に
は
、
太
原
の
東
方
の
寿

陽
の
方
山
に
は
、
五
台
山
系
華
厳
の
大
成
者
と
見
做
し
て
よ
い
李
通
玄

を
仏

・
菩
薩
の
如
く
慕
う
、
多
く

の
民
衆
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
、
唐

代
か
ら
清
代
に
至
る
ま
で
の
何
十
基
も
の
石
碑
が
存
在
す
る
し
、
諸
堂

宇
の
跡
も
あ
る
。
或
い
は
ま
た
、
太
原
か
ら
南
南
西
に
約
六
〇
キ

ロ
行

っ
た
交
城
の
卦
山
の
天
寧
寺
は
、
山
も
含
め
た
寺
域
全
体
が
華
厳
宗

の

道
場
と

さ
れ
、
『華
厳
経
』
の
七
処
九
会
の
説
に
見
た
て
た
場
処
も
そ
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れ
そ
れ
定
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
各
所
に
唐
代
の
石
碑

が
置

か
れ

て
あ

り
、
そ

の
上
、
唐
代

の
華
厳
塔
が
卦
山
の
山
頂

の
数

ケ
所
に
存
在
し
、

毘
盧
遮

那
仏
を
祀
る
石
仏
堂
な
ど
も
存
す
る
。
さ
ら
に
は
ま
た
、
筆
者

自
身
は
未
踏
査
で
あ
る
が
、
今
も
な
お
太
原
の
南
の
抱
腹
巌
に
は
華
楞

塔
が
存
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
『華
厳
経
伝
記
』
巻
四
に
依
れ
ば
、

唐
の
時
代
、
汾
州
の
抱
腹
巌
に
住
し
た
慧
求
と
い
う
人
物
が
立
て
た
華

厳
塔
で
あ
り
、
そ
の
塔
の
中
に

『華
厳
経
』
を
奉
納
し
た
と
い
う
。
そ

の
他
、
五
台
山
系
仏
教
文
化
圏
や
、
そ
の
文
化
圏
内
に
存
在
す
る
諸
寺

院
、
諸
石
窟
を
精
査
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
無
数
と
言

っ
て
よ
い
ほ
ど
の

華
厳
関
係
資
料
を
発
見
で
き
よ
う
。
例
え
ば
、
寿
陽
の
北
部

一
帯
に
は

李
通
玄

に
ゆ
か
り
の
地
名
が
数
多
く
今
で
も
そ
の
ま
ま
残

っ
て
い
る
。

続

い
て
次
に
、
文
献
か
ら
の
資
料
で
あ
る
が
、
五
台
山
系
華
厳
思
想

の
流
れ
を
形
成
し
た
人
物
と
し
て
は
、
晋
祠
を
見
お
ろ
す
懸
甕
山
に
住

し
て

『華
楞
経
論
』
百
巻

(残
簡
あ
り
)
を
撰

し
た

霊
弁
、
五
台
山
系

華
楞
を
代
表
す
る
三
昧
で
あ
る
仏
光
観
を
修
し
た
解
脱

(墓
塔
は
仏
光
寺

に
あ
る
)、
同
じ
く
仏
光
観
を
行
じ
た
弟
子
の
明
曜
、
さ
ら
に
は
、
前
述

し
た
慧

求
、
五
台
山
に
住
し
て
毎
日

『
華
楞
経
』

一
秩
を
読
ん
だ
と
い

う
晴
代

の
曇
義
、
そ
の
弟
子
で
五
台
山
の
諸
台
を
遊
行
し
て
い
た
と
さ

れ

る
曇

訓
、
『華
楞
経
論
』
六
百
巻
を
撰
し
中
国
で
の

『
華
楞
経
』
流

布
の
端
緒
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
劉
謙
之
、
五
台
山
を
華
厳
の
霊
場
と
す

る
の
に
功
の
あ

っ
た
五
台
山
慧
休
、
多
く
の
華
厳
学
徒
を
五
台
山
系
仏

教
文
化
圏

(具
体
的
に
五
台
山
と
太
原
の
二
箇
処
)
で
育

て
た
智
炬
、
そ

中
国
華
厳
思
想
史
再
考

(小

島
)

の
弟
子
の
法
念
、
道
英
、
抱
腹
巌
の
慧
超
、
居
士
の
高
義
成
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
西
暦
七
〇
〇
年
前
後
あ
た
り
ま
で
だ
け
で
も
、

こ
の
よ
う

に
多
く
の
人
物
が
存
在
し
て
い
た
。
五
台
山
系
仏
教
文
化
圏
に
五
台
山

か
く

系
華
厳
思
想

の
大
成
者
李
通
玄
が
出
現
し
得

た
の
も
、
是
の
如
き
の
多

く
の
人
物
達
に
依
る
華
厳

(思
想
)
を
支
ええ
る
文
化
的
活
動
、
す
な
わ

ち
、
華
厳
思
想
の
流
れ
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
こ
と
と
言
え
よ

う
。
な
お
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
事
柄
で

あ

る
が
、
『華
厳
経
』

の

み
に
基
づ
く
華
厳
思
想
理
解
が
中
国
仏
教
史
上
最
初
に
為
さ
れ
た
文
化

圏
は
、
こ
の
五
台
山
系
仏
教
文
化
圏
で
あ

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ

れ
ま
で
は
他

の
経
典
と
共
に
理
解
さ
れ
た
華

厳
思
想
が
流
布
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
著
作
が
残
っ
て
い
る
こ
と
、
事
蹟
が
確
実
視
さ
れ
る
こ

と
等
の
諸
理
由
に
よ
り
、
五
台
山
系
華
厳
思
想
の
流
れ
は
、
初
祖
は
霊

弁
、
続

い
て
解
脱
、
明
曜
、
そ
し
て
大
成
者

は
李
通
玄
と
見
る
の
が
妥

当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
二
つ
の
華
厳
思
想
の
流
れ
の
特
徴
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

筆
者
は
、
あ
る
人
物
が
真
に
実
践
的
な
思
想

の
持
ち
主
で
あ
る
か
ど
う

か
は
、
そ
の
人
物
に
独
自
の
観
法
が
あ
る
か
ど
う
か
で
判
断
さ
れ
る
と

考
え
る
。
終
南
山
系
華
厳
,思
想

の
初
祖
と
称
し
せ
も
よ
い
智
儼
は
、
具

体
的
に
十
八
種
類
の
観
法
を
挙
げ
て
い
る
が
、
木
村
清
孝
博
士
が

『初

期
中
国
華
厳
思
想
史
の
研
究
』
(同
書
五
九
四
頁
)
の
中
で
述

べ
て
い
る

如
く
、
智
儼
に
は
智
儼
独
自
の
観
法
が
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
十

玄
六
相
、
或
い
は
法
界
縁
起
と
い
っ
た
智
儼

の
根
本
に
関
わ
る
諸
思
想

九
九
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中
国
華
厳
思
想
史
再
考

(小

島
)

を
直
ち

に
体
解
す
る
た
め
の
独
自

の
観
法
が
な
い
と
い
う
。

一
方
、
李

通
玄
に

は
李
通
玄
の
根
本
思
惟
方
法
と
し
て
の
五
台
山
系
華
厳

の
性
起

思
想
を
体
得
す
る
た
め
の
宝
色
光
明
観

(自
光
観
、
仏
光
観
)
が
存
在
す

る
。
智
儼
の
十
玄
六
相
、
或
い
は
法
界
縁
起
の
思
想
は
、
あ
く
ま
で
も

思
想
の
範
疇
に
、
な
い
し
は
理
論
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
も
の
と
言
わ

れ
て
も
致
し
方
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
、
智
儼
に
は
実
践
性

が
な
い
な
ど
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
五
台
山
系
華
厳
思
想
の

流
れ
に
属
す
る
人
々
に
比
較
し
た
ら
、
智
儼
は
実
践
性
と
い
う
点
で
は

劣

っ
て
お
り
、
む
し
ろ
、
理
論
性
と
い
う
点
で
優
れ
た
華
楞
学
徒
で
あ

る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

ま
た
、
智
儼
は
社
会
的
活
動
は
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な

い
よ
う

で
あ

り
、
し
た
が

っ
て
李
通
玄
の
如
き
の
民
衆
と
の
関
わ
り
も
ほ
と
ん
ど
な

い
と
感

じ
ら
れ
る
。
智
儼
は
三
階
教
に
関
心
を
示
し
た
が
、
智
儼
が
三

階
教
徒
と
共
に
実
践
活
動
を
し
た
と
い
う
証
拠
は
見
あ
た
ら
な
い
。
要

す
る
に
、
智
儼
の
実
践
性
と
は
出
家
主
義
的
な
実
践
性
で
あ

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
終
南
山
系
華
厳
思
想
の
流
れ
は
、
そ
の
出
発
の
当
初
よ
り
民

衆
と
の
関
わ
り
が
希
薄
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
本
当
の
意
味
で

の
実
践
性
も
脆
弱
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
理
論
性
に
す
ぐ
れ
た
華
厳
思
想

の
流
れ

と
し
て
存
在
し
た
と
言
え
よ
う
。
智
儼
の
弟
子
の
法
蔵
が
、

こ

の
傾
向

を

一
段
と
徹
底

せ
し
め
、
理
論
性
と
貴
族
性
に
富
ん
だ
華
厳
思

想
を
構
築
し
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
終
南
山
系
華
・厳
思
想
の
現
実
的

場
面
で
の
特
徴
は
、
.理
論
性
と
貴
族
性
と
に
あ

っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ

一
〇
〇

よ
う
。
そ
の
ち
ょ
う
ど
反
対

の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
実
践
性
と
民
衆
性

と
に
優
れ
て
い
る
の
が
、
五
台
山
系
華
厳
思
想
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。以

上
、
伝
統
的
華
厳
教
学
と
は
お
よ
そ
異
質

の
華
厳
学
、
華
厳
思
想

史
で
は
あ
る
が
、
仏
教
学
に
あ

っ
て
も
新
し
い
発
想
に
依
る
、
こ
う
し

た
研
究
も
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
は
じ
め
の
と
こ
ろ

で
僭
越
な
が
ら
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
序

々
に
で
は
あ
る

が
各
方
面
に
影
響
も
出
て
き
て
い
る
。
研
究
者
各
位
の
貴
重
な
る
御
意

見
、
御
批
判
を
い
た
だ
け
る
も
の
な
ら
ば
幸

い
で
あ
る
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

終
南
山
系
華
厳
思
想
、
五
台
山
系
華
厳
思
想

(華
厳
学
研
究
所
長
)
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