
劉
鮎
の
無
量
義
経
序

の
背
景

(
古

田
)
 

一
四
四

劉
軋
の
無
量
義
経
序

の
背
景

古

田

和

弘

南
斉
の
居
士
劉
乱

(
4
3
8
-
9
5
)

は
無
量
義
経
の
序
文
を
著
わ
し
、
出
三
蔵
記

集
に
そ
れ
は
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
無
量
義
経
序
は
、
経
序
と
は
云
い
な

が
ら
、
経
説
の
内
容
に
つ
い
て
関
説
す
る
と
こ
ろ
甚
だ
少
く
、
僅
か
に
、
こ
の

経
の
教
判
上
の
位
置
を
劉
軋
自
身
が
立
て
た
五
時
七
階
説
に
お
い
て
法
華
経
の

前
経
と
し
て
指
定
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
専
ら
、
こ
の
経
の
伝
訳
の

縁
由
を
縷
説
す
る
こ
と
と
、
宋
斉
に
わ
た
つ
て
教
界
を
賑
し
た
頓
悟
漸
悟
の
争

論
に
お
い
て
頓
悟
義
を
正
当
と
認
む
べ
き
所
以
を
力
説
す
る
こ
と
、
こ
の
二
点

に
序
文
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は

一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
無
量
義
経
と
い
う
経
典
は
、
南
斉
の
曇
摩
伽
陀
耶
舎
な
る
天
笠
僧
の
訳
出
に

か
か
る
も
の
と
し
て
記
録
さ
れ

(出
三
蔵
記
集
巻
二
)
、法
華
経
の
開
経
と
し

て
喧
伝
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
中
国
撰
述
の
偽
擬
経
典
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
既
に
久
し
く

(荻
原
雲
来

「無
量
義
と
は
何
か
」
『荻
原
雲
来
文
集
』
所

収
)
、ま
た
、
出
三
蔵
記
集
の
記
録
は
劉
虻
の
経
序
の
記
載
を
採
用
し
て
成

つ

た
も
の
で
あ
り
、
経
序
の
作
者
劉
虻
そ
の
人
が
無
量
義
経
の
編
纂
者
で
は
な
か

つ
た
と
の
想
定
も
な
さ
れ
て
い
る

(横
超
慧
日

「無
量
義
経
に
つ
い
て
」
『
法

華
思
想
の
研
究
』
所
収
)
。し
か
も
無
量
義
経
の
編
纂
の
意
図
は
、
偏
に
法
華

経
に
準
拠
し
つ
つ
頓
悟
説
を
擁
護
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
と
見
ら
れ
て
い
る

(同

右
)
。

竺
道
生
(
3
5
5
-
4
3
4
)

が
、
法
華
経
の
一
乗
真
実
三
乗
方
便
の
教
説
を
発
展
さ

せ
、
得
意
忘
象
の
理

に
よ

つ
て
、
得
悟

の
過
程

に
段
階
を
認
め
な
い
頓
悟
成
仏

義

を
唱
え
出
し
た
た
め
に
教
界

に
物
議

を
醸

し
た
が
、
道
場
寺

の
慧
観

(元
嘉

年
間
4
2
1
-
5
3
残
、

71
歳
)

が
漸
悟
論
を

以
て
こ
れ
に
応
酬

し
、
そ
の
後
、
曇
無

成

・
僧
弼

・
僧
鏡

・
法
島

・
僧
維

・
慧
驕

・
法
綱

・
慧
琳

・
王
弘
な
ど
と
い
う

道
俗

が
漸
悟
論
に
立

つ
て
盛
ん
に
頓
悟
義
を
批
判

し
た
。
他
方
、
頓
悟
義

の
支

持
者

と
し
て
は
、
宝
林

・
法
宝

・
謝
霊
運

・
道
仮

(猷
)
・
法

慈

・
僧

壕

な

ど

と

い
う
人

々
が
相
継

い
で
漸
悟
論
者
か
ら
の
非
難

に
対
抗

し
た

の
で
あ

つ
た
。

今

の
劉
乱

が
無
量
義

経
序

の
中

で
頓
悟
義

の
顕
揚

に
努

め
る
ま
で
に
は
、

五
十

年
余
に
わ
た
る
断
続

的
な
頓
漸

の
対
立
論
諄
の
積
み
重

ね
が
あ

つ
た
わ
け
で
、

劉
虻

の
主
張
は
そ
の

一
連

の
も

の
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
彼
は
新

た

な
経
証
を

そ
の
論
拠

と
し
た

の
で
あ

つ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
道
生
に
よ
る
頓

悟
成
仏
義

の
創
唱

以
来
、

劉
虻

の
経
序

の
撰
述

ま
で
の
間

に
、
浬
榮
経
や
勝
髭

経

な
ど
が
新
た
に
伝
訳
せ
ら
れ
、

そ
れ
に
伴

つ
て
義
学

の
急
速
な
進
展
が
見

ら

れ
た
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、

劉
虹

の
頓
悟
論

は
、
単

に
従
前

の
対
抗
的
な
姿
勢

の
直
線
的
な
継
承

と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も

う
少
し
複

雑
な
背
景
を
も

つ
の

で
は
な

い
か
と
考

え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

劉
虻

が
無
量
義

経
序
を
著
わ
し
た
南

斉
の
永

明
三
年

(
4
8
5
)
か
ら
遡

る
こ
と

二
十
年
余

の
宋
末
に
、
頓
悟
漸
悟

の
二

つ
の
立
場

の
対

立
関
係

に
対
し

て
、
或

る
打
解
策

が
講
じ
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
形
跡

が

あ

る
。

す

な

わ

ち
、
高
僧

伝

(巻

七
)

の
法
藩

(珍
)

の
伝

に
よ
る
と
、

法
瑠
は
宋

の
孝
武

帝
の
命
に
よ

つ

て

「頓
漸

二
悟
を
し
て
義

お
の
お

の
宗
あ
ら
し
め
た
」
と

い
う
が
、
頓
漸
二
悟

を
し
て
宗
あ
ら
し
め
た
と
い
う

の
は
、

互

い
に
厳
し
く
対
立
し
合
う
頓
悟
論
と

漸
悟
論

の
双
方

の
主
張
を
承
認

し
つ
つ
も
、

そ

の
い
ず
れ
か

一
方
を
支
持
す
る

の
で
は
な
く
、
何
か
別
の
発
想

に
基
づ
く
包
括
的
な
折
衷

で
は
な
か

つ
た
か
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
同
塒
代

の
や
や
後
輩
に
当
た
る
曇
斌

の
伝

(
伺

-668-



上
)

に
は
、
彼
が
頓
悟
漸
悟

の
義
を
述

べ
る
と
、
時
に
心
競
の
徒

が
互
い
に
正

邪
を
争

つ
て

い
た
が
、
斌

の
整
然
た
る
論
評

に
対

し
て
反
論

で
き
る
者
は
な
か

つ
た

と
記
し
て
い
る
。

い
ま
、

こ
れ
ら

の
記
載

に
従
う
と
、
抜

差
し
な
ら
ぬ
対

立
関
係
に

つ
い
て
、

王
権
か
ら

の
或
る
種
の
関

心
が
は
た
ら
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る

と
と
も
に
、
折
衷
も

し
く
は
揚
棄
に
よ
る
打
開
案
に
は
余
程

の
堅
固
な
論

拠
が
あ

つ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 

こ
れ
と
は
別

に
、
や

は
り
宋
末

の
大
明
四
年

(
4
6
0
)
竺
道
生

の
弟
子

の
道
仮

(猷
)
が
孝
武

帝
の
命
・に
応
じ

て
勝
鷺
経
を
講

じ
、
勝
覧
経

の
経
説
に
拠

つ
て
頓

悟
論

を
開
陳

し
た
と
こ
ろ
、
競
弁

の
徒
か
ら
批
難

の
声
が
あ
が

つ
た
が
、

仮
は

こ
れ
に
厳
し
く
応
酬

し
た
と
い
う
記
録
も
あ

る
(
出
三
蔵
記
集

巻
九
勝
童
経
序
、

高
僧

伝
巻

七
道
猷
伝
)
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

元
嘉
十

三
年

(
4
3
6
)
に
漢
訳
さ
れ

た
勝
髭

経
が
、
教
義
学

上
の
研
究

の
進
展
と
と
も

に
、
頓
悟
漸
悟

の
論
争

の
渦

中
に
置

か
れ
、
双
方

の
論
拠

と
し
て
採
用
す
る
試

み
が
あ

つ
た

こ
と
を
意
味
す

る
で
あ

ろ
う
(
詳

し
く
は
拙
稿

「
中
国
仏
教
に
お
け
る
勝
髭

経

の
受

容
と
展
開
」

『
奥

田
慈
応
先
生
喜
寿
記
念

・
仏
教
思
想
論
集

』
を
参
照
)
。
と

こ
ろ

が
、
あ
た

か
も

こ
れ
に
前
後
し

て
、
勝
髭

経
と
い
う
経
典

を
般
若

・
法
華

・
華
厳

・
浬
墾

と
い

つ
た
既

に
親

し
ま

れ
て
い
た
主
要
経
典

と
の
関
連

で
如
何
に
位
置

づ
け
、

体
系

づ
け
る
か
と
い
う

こ
と
が
教
界

の
懸
案
と
な

つ
て
い
た
。

す
な

わ
ち
勝
髭

経
を
め
ぐ
る
教

相
判
釈

の
問

題
で
あ

る
。
当
時
、
最

も
説
得
力
を
も

つ
た
と
見

ら
れ
る
教
判
学
説

と
し
て
は
、
慧
観

の
二
教
五
時
教
判

が
あ

つ
た

が
、

こ
れ
は

周
知

の
よ
う

に
諸
経
を
頓
教

と
漸
教

と
の
二
教

に
分

ち
、
漸
教
を
更

に
五
段
階

に
分
け

る
と
い
う
教
判

で
あ
る
。

こ
の
教
判
が
安
定

し
た
支
持
を
得

て
い
た

と

こ
ろ

へ
新
た
に
判
釈
す

べ
き
勝
量
経
が
加
わ
る
こ
と
と
な
り
、

学
界

は
苦

心
す

る
の
で
あ

つ
た

が
、
結
論
的

に
云

つ
て
、
慧

観

の
二
教
五
時
教
判

の
上
に
偏

方

不
定
教

な
る
判

目
を
新
設

し
て
三
教

五
時
判
と
し
、
勝
髪
経
を
頓
教

と
漸
教

と

の
二
教

と
は
別

の
第

三
教
た
る
不
定
教

と
し
て
判
釈
す
る
と
い
う

こ
と

で

一
往

の
結
論
を
得
た

の
で
あ

つ
た
。

こ
の
と
き
の
不
定
と

い
う
発
想

は
、
恐
ら
く
浬

葉
経
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。
特

に
そ
の
迦
葉
品
な
ど
に
、
本
来
は
不
成
仏
と

さ
れ
る

一
閲
提

の
仏
性

に

つ
い
て
、

そ
の
有
無
を
決
定
的
に
判
断
す
る

こ
と
は

執
着

で
あ

つ
て
、

一
閲
提

の
仏
性

は
不
定

で
あ
る

と
解
す
る
べ
き
だ

と
説
か
れ

る
論
理
、

そ
れ
が
大
き
く
作
用

し
た

こ
と
は
想
定
に
難
く
な
い

(
拙
稿

「
偏
方

不
定
教

に
つ
い
て
」
大
谷
学
報

五
六
-

一
)
に
や
や
詳
説
し
た
。

こ
う
し

て
頓

漸

の
二
教

と
の
関
連
で
勝
髭

経
の
判
教

を
試

み
る
の
に
、

三
方
に
偏
す
る

こ
と

を
邪
執

と
し

て
退
け
て
不
定
教

と
し
た
わ
け

で
あ
る
が
、
偏
執

の
排
除

こ
そ
は

仏
教
の
根
本
義

で
あ
る
上
に
、
般
若

経
を
通
し
て
培
わ
れ
て
き
た
中
国
仏
教

の

基
本
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
が
南
朝
仏
教

に
お
い
て
至
高

の
経

と
さ
れ
た
浬
盤

経

の
所
説
を
根
拠

と
す
る
な
ら
ば
、

不
定
と
い
う
考
え
方
が
こ
の
上
な

い
権
威

を
も

つ
の
は
当
然

で
あ
る
。
翻

つ
て
、
頓
悟
漸
悟

の
厳
し

い
対

立
関
係

の
打
開

の
方
策

と
し
て
、
そ

の
い
ず
れ
か
の

一
方
の
立
場

に
固
執
す
る
こ
と
の
非
を
実

証
す
る
に
当

つ
て
、
以
上

の
如
き
浬
葉

経
に
拠

つ
た
論
法

の
適

用
は
十
分

に
可

能

で
あ

つ
た
。

 
さ
て
、

こ
う

し
た
経
過
が
あ

つ
て
、
そ

の
上
で
劉
虹

が
無
量
義
経
を

著
わ
し
、

頓
悟
成
仏
論

の
正
当
性
を
強
調
し
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
単
に
漸
悟
論

へ
の
対

抗

と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

む
し
ろ
頓
悟
漸
悟

の
対

立
関
係

の
中
に
妥
協

的
と

も
い
う

べ
き
折
衷
案

の
爽
雑
を
許
さ
ず
、

ま
た
そ

の
折
衷
案
が
南
朝
仏

教
の
浬

葉
経
至
上
主
義

に
よ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
対
す
る
批
判

も
し
く

は
巻
返
し
で
あ

つ
た
こ
と
に
な
る
。
道

生
の
頓
悟
義

の
基
本
が
そ

こ
に
あ

つ
た
よ
う
に
、

更
め

て
法
華
経
を
掲

げ
て
瀾
熟

し
た
南
朝
浬
葉
学

の
大
勢
に
抵
抗

を
企

て
た
も

の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

劉
虻

の
無
量
義
経
序

の
背
景

(
古
 
田
)
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