
元
暁
大
師

の
十
念
義
に

つ
い
て

鄭

学

権

新
羅

に
お
け
る
元
暁
大
師

(六
一
七
-
六
八
六
)
の
特
色
は
、
或
る

一

経
や

一
論

の
教
義
の
み
を
、
そ
の
所
依
と
す
る
こ
と
な
く
、
大
乗

・
小

乗

・
法
性

・
法
相
等
、
そ
の
他
の
様

々
な
対
立
矛
盾
す
る
諸
種

の
教
義

を
和
合
さ

せ
、

一
味
の
仏
法
に
帰
結
せ
し
め
る
こ
と
を
、
そ
の
主
旨
と

し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
元
暁
大
師
の
根
本
思
想
は

「
和
諄
思
想
」
で

あ
る
。

し
か
し

な
が
ら
、
大
衆
仏
教
を
ひ
ろ
め
る
に
当
つ
て
は
、
弥
陀
浄
土

往
生
思
想
を
鼓
吹
す
る
こ
と
に
つ
と
め
、
身
を
以
て
念
仏
行
を
示
す
と

共
に
、
そ
の
彪
大
な
著
書
の
中
に
は
、
約
十
種
の
浄
土
思
想
に
関
す
る

著
述
が
あ

り
、
そ
の
中
の

『
無
量
寿
経
宗
要
』

一
巻
、
『
阿
弥
陀
経
疏
』

一
巻
、
『
遊
心
安
楽
道
』

一
巻
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著
述
に
よ

U
、
,そ
の
弥
陀
浄
土
思
想
の
全
般
に
つ
い
て
論
ず
る
ご
と
は
、
し
ば
ら

く
措
き
(
今
は
、
こ
こ
に
そ
の
十
念
往
生
義
に

つ
い
て
論
じ
て
見
た
い
。

十
念
往
生
義
と
は
、
『
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
願
に
、
「
我
が
国
に
生

ま
れ
よ
う

と
す
る
者
は
、
乃
至
十
念
を
し
て
も
往
生
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
し
、
ま
た
、
『観
無
量
寿
経
』
に
、
「
下
品
下
生
の
も
の
が
五
逆

十
悪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
臨
終
に
当

つ
て

"
帰
依
無
量
寿
仏
"
を
至

心
に
称
え
て
十
念
を
具
足
す
れ
ば
命
が
終

つ
て
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る

を
得
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
十
念

で
あ
る
か
、
十
念
に
つ

い
て
の
説
明
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め

に
、
後
世
の
各
疏
釈
家

は
種
々
の
解
釈
を
生
ず
る
よ
う
に
な
り
、
元
暁

大
師
以
前

に
お
け
る

『
観
無
量
寿
経
』
と

『
無
量
寿
経
』
の
十
念
に
関
す
る
各
疏
家
の
解
釈

を
見
れ
ば
、
先
ず

東
晋
の
鷹
山
慧
遠
は
、
『
無
量
寿
経
義
疏
』
下
輩
の
往
生
に
つ
い
て
、

「
一
は
菩
提
心
を
発
し
、
二
は
専
ら
彼
の
無
量
寿
仏
を
念
じ
、
乃
至
十

念
に
し
て
彼
の
国
に
生
れ
る
を
願
う
べ
き
で
あ
り
…
…
ま

た
下
品
下
生

の
人
も
十
念
を
成
就
す
れ
ば
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
静
影

寺
慧
遠
も
、
そ
の

『
観
無
量
寿
経
疏
』
に
、
同

じ
く
、
「
下
品
下
生
の
者

が
四
重

・
五
逆
の
罪
を
犯
し
て
も
…
…
至

心
を
も

つ
て
無
量
寿
仏
を
称

え
十
念
に
至
れ
ば
罪
が
滅
し
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
ま

た
、
天
台
大
師
智
顕
の

『
観
無
量
寿
経
疏
』
や
、
吉
蔵
の

『
無
量
寿
経

義
疏
』
に
も
、
「
十
念
を
修
め
成
就
す
れ
ば
即
ち
往
生
を
得
る
」
と
し
て

元
暁
大
師

の
十
念
義

に
つ
い
て
 
(
鄭
)
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元
暁
大
師
の
十
念
義
に
つ
い
て
 (鄭
)

い
る
が
、

十
念
の
内
容
に
つ
い
て
は
説
い
て
い
な
い
。

次
に
唐
の
曇
鷺
は
、
『
観
経
願
往
生
偶
』
に
、
「
百

一
の
生
滅
を

一
刹

那
と
し
、

六
十
刹
那
を

一
念
と
す
る
が
、
こ
の
中
に
は
、
こ
の
時
節
を

取
ら
ず
、
但
阿
弥
陀
仏
の
総
相
と
別
相
を
憶
念
し
観
ず
る
縁
に
随

っ
て

心
に
他

の
想
な
く
十
念
が
相
続
す
る
を
十
念
と
す
る
」
と
し
、
そ
の
後

の
道
緯

も
、
そ
の
義
を
継
承
し
て
お
り
、
善
導
は

『観
無
量
寿
経
疏
』

に
お
い
て
、
念
と
は
声
で
あ
る
と
理
解
し
、

一
念
、
即
ち

一
声
、
十
念

即
ち
十
声

で
あ
る
か
ら
、
十
回
の
口
称
念
仏
す
る
こ
と
を
十
念
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
道
緯
や
善
導
等
が
主
張
す
る
口
称
念
仏
に
対
し
て
、

異
た
る
十
念
の
義
を
唱
え
て
い
る
の
が
元
暁
大
師
の
十
念
説
で
あ
る
。

即
ち
元
暁
大
師
は
下
輩
の
十
念
に
つ
い
て
、
顕
了
の
十
念
と
隠
密
の
十

念
と
の
二
義
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
先
ず
、
上
・

中

・
下
三
輩
の
往
生
因
を
各
々
に
正
因
と
助
因
と
に
分
け
、
正
因
は
発

菩
提
心
と
し
、
助
因
は
念
仏

・
持
戒

・
修
斎

・
修
功
徳
等
で
あ
る
と
し
、

ま
た
、
下
輩
に
つ
い
て
も

『
無
量
寿
経
』
の
下
輩
の
文
に
、
乃
至
十
念

を
専
ら
彼
仏
を
念
ず
」
と
あ
る
の
は
、
不
定
種
性

の
人
を
指
す
も
の
で

あ
り
、
ま
た

「
乃
至

一
念
を
彼
仏
を
念
ず
」
と
は
菩
薩
種
性
の
人
の
境

遇
で
あ
る
と
区
別
し
て
説
明
し
て
い
る
。

又
、
元
暁
大
師
は
、
『
無
量
寿
経
宗
要
』
に
お
い
て
、
「
こ
の
経
は
浄

土
の
因
果
を
以
て
そ
の
宗
体
と
し
、
そ
の
浄
土
の
因
果
を
因
行
と
果
徳

と
に
分
け
、
果
徳
の
浄

・
不
浄
に
つ
い
て
は
四
つ
の
相
対
を
以
て
そ
の

階
級
を
顕
わ
す
が
、
そ
の
中

の
第
三
対
は
歓
喜
地
以
上
の
所
居
土
で
あ

り
、
第
四
対
は
二
乗
項
位
と
菩
薩
初
発
心
住
以
上
の
所
居
土
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
第
三
対
の
浄
土
は
第
四
対
の
浄
土
よ
り
そ
の
位
が
高
い
の
で
、

元
暁
大
師
は
隠
密
の
十
念
を
第
三
対
浄
土
の
下
輩
の
因
と
し
、
顕
了
の

十
念
を
第
四
対
浄
土
の
下
輩
の
因
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
隠
密
の

十
念
は
顕
了
の
十
念
よ
り
行
い
難
き
も

の
で
、

こ
の
う
ち
の
隠
密
の
十

念
と
し
て
は
、
『
弥
勒
発
問
経
』
に
「
一
切
衆
生
に
お
い
て
慈
心
、
悲
心

等
を
起
す
と
い
う
十
念
を
挙
げ
て
、
こ
の
十

の
事
を
間
断
な
く
念
ず
れ

ば
、
浄
土
に
往
生
す
る
を
得
る
と
し
、
「
こ
の
十
念
は
凡
夫
で
は
な
く
、

初
地
以
上
の
菩
薩
が
乃
ち
能
く
十
念
を
且
足
し
、
こ
れ
を
純
浄
土
に
お

い
て
下
輩
と
な
す
。
こ
れ
が
即
ち
隠
密
義
の
十
念
で
あ
る
」
と
し
て
い

る
。ま

た
、
顕
了
義
の
十
念
と
は
、
『
観
無
量
寿
経
』
に
、
「
下
品
下
生
の

者
は
、
或
る
衆
生
が
不
善
の
業
を
犯
し
て
五
述
十
悪

の
不
善
を
具
う
と

い
え
ど
も
、
臨
終
に
お
い
て
善
知
識
に
遇
い
、
為
に
妙
法
を
説
き
教
え

て
念
仏
せ
し
め
、
若
し
念
ず
る
能
わ
ざ
る
も
の
は
応
に
南
無
量
寿
仏
と

称
え
、

こ
の
よ
う
に
至
心
に
声
を
絶
や
さ
ず
十
念
を
且
足
す
れ
ば
、
仏

名
を
称
え
た
る
が
た
め
に
念
念
の
中
に
八
十
億

劫

の
生
死

の
罪
を
除

き
、
命
が
終

つ
た
後
に
は
即
に
往
生
す
る
を
得

る
」
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
元
暁
大
師
は

『
観
無
量
寿
経
』
は
顕
了
の
十
念
で
あ
り
、
『無
量
寿

経
』
は
顕
了
と
隠
密
の
十
念
の
両
方
に
通
じ
て

い
る
と
し
て
い
る
。
こ

れ
が
元
暁
大
師
の
十
念
説
で
あ
る
。

元
暁
の
撰
述
で
あ
る

『
遊
心
安
楽
道
』
に
、

そ
の
第
四
往
生
因
縁
門
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の
巾
に
お
い
て
隠
密
十
念
を
論
じ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
『
弥
勒
発
問
経
』

所
説
の
十
念
と
共
に

『
大
宝
積
経
発
勝
志
楽
会
』
所
説
の
十
念
が
列
挙

し
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
十
念
は
大
同
小
異
で
あ
り
、
『
発
覚
浄

心

経
』
所
説
の
十
念
も
、
こ
の
本
が
『
大
宝
積
経
発
勝
志
楽
会
』
と
同
本
異

訳
で
あ
る
か
ら
当
然
に
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
菩
提
流
志
が
こ

の

『
大
宝
積
経
発
勝
志
楽
会
』
を
訳
し
た
の
は
元
暁
大
師
の
入
寂
後
二

十
年
頃

に
当
る
唐
中
宗
神
竜
二
年
即
ち
西
歴
七
〇
六
年
で
あ
る
の
に
、

こ
れ
が
す
で
に
引
用
さ
れ
て
い
る

『
遊
心
安
楽
道
』
は
元
暁
大
師
の
撰

述
と
見
徹
し
が
た
い
と
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
全
篇
の
内
容

を
検
討
す
る
に
、
そ
の
主
旨
は
元
暁
大
師
の
『
無
量
寿
経
宗
要
』
や

『
阿

弥
陀
疏
』
と

一
致
し
て
お
り
、
又
、
そ
の
文
章
も
元
暁
大
師
の
手
法
と

同
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
も
と
も
と
元
暁
大
師
が
階
代
の
闇
那
堀

多
訳
で
あ
る

『
発
覚
浄
身
心
経
』
の
文
を
引
用
し
て
い
た
の
を
後
人
が

後
に
訳

さ
れ
た

『
発
勝
志
楽
会
』
の
文
と
入
れ
換
え
た
の
で
は
な
い
か

と
見
る

べ
き
で
あ
ら
う
。
又
、
『
遊
心
安
楽
道
』
の
末
尾
に
菩
提
流
支
訳

の

『
不
空
羅
索
神
変
真
言
経
』
第
二
八
巻
の

「灌
項
真
言
成
就
品
」
が

引
証
さ
れ
て
い
る
の
も
同
じ
よ
う
な
理
由
で
後
人
の
改
鼠
で
は
な
い
か

と
見
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
如
く
、
元
暁
大
師
の
十
念
義
を
考
察
し
て
来
た
が
、
曾
つ
て

望
月
信
享
博
士
は

『
中
国
浄
土
教
理
史
』
に
お
い
て
元
暁
の
十
念
説
を

論
じ
て
い
る
中
で
、
十
念
相
続
の
説
に
渡
河
の
響
喩
を
引
い
て
い
る
の

は
、
こ
れ
が
曇
鷲

の

『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
喩
説

で
あ
る
か
ら
し
て
曇
鷺

の
論
旨
も
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
見

て
お
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
隠
密
と
顕
了
の
十
念
の
二
義
は
独
創
的

な
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
近
来
に
お
い
て
は
源
弘
之
氏
が

隠
密
十
念
説
は
元
暁
の
独
自
的
な
十
念
説
で
あ
り
、

そ
の
端
緒
は
迦
才

の

『
浄
土
論
』
に
あ
る
第
四
出
道
理
の
条
に

「
弥
勒
所
問
経
に
説
く
十

念
中
に
云
く
云
」
よ
り
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
論
じ
て
い
る
。
ま
た

覚
岸
男
氏
は
、
元
暁
大
師
が
臨
終
の
十
念
を
重
視
す
る
と
こ
ろ
は
、
唐

の
善
導
大
師
が

「
上
は

一
形
を
尽
し
、
下
は
十
念
に
至
り
皆
往
生
せ
ざ

る
な
し
」
と
強
調
し
て
い
る
点
と
思
想
が
稽
似
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て

い
る
が
、
恵
谷
隆
戒
博
士
も
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
韓
国

浄
土
教
の
特
性
と
し
て
十
念
等
の
諸
問
題
が

『
無
量
寿
経
』
と

『
阿
弥

陀
経
』
を
中
心
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
四
十
八
願
を
細
分
類
し
そ

の

一
々
に
独
自
の
題
名
呼
称
を
つ
け
て
い
る

こ
と
、
第
十
八
、
十
九
、

二
十
三
願
を
特
に
重
視
す
る
こ
と
、
ま
た
、
十
念
は

『
弥
勒
発
問
経
』

に
説
く
慈
等
の
十
念
を
重
視
す
る
こ
と
、
臨
終
に
十
念
を
且
足
す
る
こ

と
を
往
生
の
必
須
条
件
と
し
て
、
十
念
の
中
、

一
念

で
も
欠
け
た
ら
往

生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
が
、
後
に
日
本
浄
土
教
に
も
大

き
く
影
響
し
た
こ
の
よ
う
な
韓
国
浄
土
教
に
お
け
る
十
念
尊
重
思
想
の

形
成
に
中
心
的
役
割
を
果
し
た
の
が
元
暁
大
師

の
十
念
義
で
あ
つ
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

元
暁
大
師

の
十
念
義

に

つ
い
て

(
鄭
)
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