
皇
帝
権
と
仏
教
・
道
教
と
の
構
図

　
　
　
　
　
　
　
北
魏
・
北
周
・
惰
・
唐
初
の
教
界
を
め
ぐ
る
構
造
に
関
す
る
比
較
的
試
論

手

島

1

真

は
じ
め
に

　
中
国
に
伝
播
し
た
仏
教
は
、
江
南
の
東
晋
王
朝
お
よ
び
南
朝
下
で
は
主
に
漢

人

貴
族
層
を
中
心
と
し
て
受
容
さ
れ
発
展
し
た
の
に
対
し
、
華
北
の
五
胡
十
六

国
お
よ
び
北
朝
で
は
胡
族
君
主
に
早
く
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
、
伝
統
中
国
の
統

治
理
念

を
支
え
る
儒
教
に
対
抗
し
う
る
思
想
・
教
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
、

広

ま
っ
た
側
面
が
あ
る
。
こ
の
時
期
、
華
北
で
は
仏
教
が
王
侯
か
ら
民
衆
に
ま

で
広

く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
各
地
の
石
窟
寺
院
や
石
仏
・
鋳
仏
等
に
遺

る
多
く
の
義
邑
・
供
養
者
名
の
記
載
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。

　
北

朝
末
期
の
北
周
武
帝
に
よ
る
仏
・
道
両
教
の
廃
殿
と
、
そ
れ
に
続
く
国
立

宗
教
研
究
所
た
る
通
道
観
の
設
置
　
　
仏
教
側
の
所
謂
「
周
武
の
廃
仏
」

は
、
仏
教
教
団
と
皇
帝
権
と
の
関
係
性
に
大
き
な
一
石
を
投
じ
た
．
、
そ
れ
か
ら

間
も
な
く
北
周
に
代
わ
っ
た
惰
朝
の
ド
で
は
、
首
都
大
興
（
長
安
）
に
大
興
善

寺

と
玄
都
館
が
並
び
建
て
ら
れ
、
一
応
、
仏
・
道
両
教
が
並
び
扱
わ
れ
る
形
と

皇
帝
権
と
仏
教
・
道
教
と
の
構
図
（
手
島
）

な
っ
た
が
、
実
際
に
社
会
で
の
勢
力
と
し
て
は
仏
教
側
が
大
き
く
上
回
り
、
帝

室
も
仏
教
に
手
厚
い
保
護
を
加
え
た
。
南
北
統
一
を
果
た
し
た
惰
朝
で
あ
っ
た

が
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
新
た
に
建
っ
た
唐
朝
は
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
道
教
を

優
先
さ
せ
る
態
度
を
鮮
明
に
し
た
。

　
南
北
朝
以
来
の
仏
教
と
道
教
と
の
教
義
的
な
優
劣
を
巡
る
争
論
は
こ
の
唐
初

の

時
期
ま
で
を
ピ
ー
ク
と
し
、
以
後
は
方
向
を
転
じ
て
、
出
家
者
の
拝
君
・
拝

父

母
の

是
非
の
問
題
が
、
官
界
も
巻
き
込
み
、
焦
点
と
な
っ
て
い
っ
た
観
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
教
義
に
関
す
る
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
宗
教
的

使
命
か
ら
教
化
を
行
な
う
仏
・
道
両
教
団
と
、
統
治
の
た
め
に
社
会
教
化
を
企

図
す
る
国
家
・
皇
帝
権
と
の
、
三
者
の
社
会
的
な
関
係
性
の
在
り
方
が
背
景
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　

し
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
三
者
の
関
係
性
に
画
期

と
な
っ
た
と
目
さ
れ
る
事
項
を
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
表
し
た
時
代
ご
と
に
摘
出

し
、
教
界
を
め
ぐ
る
社
会
構
造
の
比
較
考
察
を
試
み
た
い
。

　

な
お
本
稿
で
は
唐
代
の
様
態
に
至
る
流
れ
の
中
で
の
画
期
を
考
察
す
る
こ
と

を
主
眼
と
す
る
た
め
、
唐
の
政
教
策
、
就
中
、
宗
教
政
策
が
、
北
朝
以
来
の
国

七
三
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家
と
教
団
と
の
関
係
性
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

朝
側
で
の
動
向
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

一
、

北
魏

あ
え
て
南

　
仏
教
が

中
国
で
大
き
な
広
が
り
を
見
せ
た
の
は
、
華
北
で
は
五
胡
十
六
国
、

江

南
で
は
東
晋
王
朝
の
時
代
で
あ
る
。
こ
と
に
諸
民
族
の
国
家
が
入
り
乱
れ
る

華
北
に
覇
を
唱
え
つ
つ
あ
っ
た
北
魏
に
お
い
て
は
、
初
代
道
武
帝
の
時
に
、
道

人
統
法
果
よ
り
一
皇
帝
即
如
来
」
と
の
献
言
に
よ
り
、
仏
教
側
に
発
す
る
、
俗

権

と
教
権
と
を
一
体
視
す
る
見
解
が
中
国
仏
教
史
上
初
め
て
示
さ
れ
、
帝
室
と

仏

教
と
の
結
び
つ
き
が
強
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
華
北
統
1
を
果
た
し
た
第
．
一
．
代
太
武
帝
が
、
漢
人
宰
相
崔
浩
、
道
士
憲
謙
之

ら
の
画
策
に
よ
り
、
好
意
の
方
向
を
仏
教
か
ら
道
教
へ
と
転
じ
て
仏
教
廃
穀
を

実
施

し
た
こ
と
は
、
中
国
史
上
に
初
め
て
名
を
残
す
廃
仏
事
件
と
し
て
著
名
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
俗
権
と
教
権
の
一
体
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
と
も

す

れ

は
皇
帝
の
一
存
が
教
界
の
安
否
を
左
右
し
う
る
事
態
を
も
た
ら
し
た
こ
と

を
世
に
知
ら
し
め
た
事
件
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
道
教
側
に

皇
帝
権
が
与
す
る
形
で
仏
教
と
敵
対
す
る
と
い
う
事
態
が
鮮
明
化
し
、
従
来
教

義
の
枠
内
で
の
道
教
対
仏
教
と
い
う
対
立
の
構
図
は
、
俗
権
の
意
向
と
も
密
接

に
絡
み
合
う
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
太
武
帝
の
崩
御
に
よ
り
文
成
帝
が
即
位
し
復
仏
の
詔
が
発
さ
れ
る
や
、
凋
皇

七
四

后
の
後
ろ
盾
な
と
に
よ
り
急
速
に
仏
教
復
興
が
進
あ
ら
れ
た
。
都
平
城
の
雲
山
岡

石
窟
の
開
難
も
こ
の
折
に
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
開
馨
者
曇
曜
が
初
祖
道

武
帝
以
下
五
帝
の
真
容
を
五
体
の
仏
像
に
し
つ
ら
え
た
こ
と
は
、
「
皇
帝
即
如

来
」
の
思
想
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
漏
太
后
の
実
権
は
第
六
代
孝
文
帝

の

治
世
初
期
ま
で
続
き
、
農
耕
社
会
の
育
成
を
図
る
べ
く
新
た
な
村
落
制
度
と

し
て
三
長
制
を
、
土
地
制
度
と
し
て
均
田
制
を
導
入
し
、
遊
牧
社
会
か
ら
の
脱

皮
を
促
し
た
。
太
后
莞
去
後
の
孝
文
帝
に
よ
る
親
政
は
そ
の
施
政
方
針
を
さ
ら

に

徹
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
漢
化
政
策
と
仏
教
興
隆
策
が
つ
よ
く
推
し
進
め

ら
れ
、
都
が
洛
陽
に
．
遷
さ
れ
る
と
、
近
郊
の
竜
門
に
お
い
て
新
た
に
石
窟
寺
院

が

造
営

さ
れ
る
と
と
も
に
、
洛
陽
に
お
い
て
も
仏
教
寺
院
が
林
立
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
孝
文
帝
が
示
し
た
ほ
と
け
へ
の
礼
拝
は
、
従
来
の

「
皇
帝
即
如
来
」
と
い
う
あ
り
方
か
ら
、
南
朝
流
の
「
菩
薩
戒
弟
子
皇
帝
」
の

ご
と
き
、
信
仰
者
と
し
て
の
皇
帝
へ
と
変
質
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら

れ

る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
皇
帝
の
信
仰
心
も
し
く
は
政
策
と
い
っ
た
一
時
的

な
志
向
に
の
み
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
皇
・
仏
・
道
三
者
の
構
図
が
相
対
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
北
周

　
六

世
紀
前
半
、
六
鎮
の
乱
を
契
機
と
し
て
北
魏
は
東
西
に
分
裂
し
、

東
魏
は
北
斉
に
、
西
魏
は
北
周
に
と
王
朝
が
交
替
す
る
。

さ
ら
に



　

こ
の
北
周
は
、
そ
の
国
号
が
古
代
の
周
王
朝
に
ち
な
む
と
お
り
、
古
典
の

『
周
礼
」
に
も
と
つ
く
制
度
改
革
を
行
い
、
儒
教
を
重
視
し
て
い
た
。
西
魏
の

実
力
者
で
あ
っ
た
宇
文
泰
が
国
の
礎
を
築
き
、
そ
の
息
子
ら
が
皇
帝
と
し
て
即

位
し
た
が
、
初
代
・
第
二
代
皇
帝
と
も
宇
文
泰
の
兄
の
子
宇
文
護
に
よ
っ
て
毒

殺
さ
れ
、
実
権
は
宇
文
護
に
帰
し
て
い
た
。

　
第
三
代
皇
帝
が
、
か
の
武
帝
で
あ
る
。
所
謂
「
三
武
一
宗
の
法
難
」
の
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

の

執
行
者
と
な
る
武
帝
で
あ
る
が
、
即
位
当
初
は
実
力
者
宇
文
泰
の
警
戒
を

招
か
ぬ
よ
う
、
『
周
礼
』
な
ど
の
古
典
研
究
や
儒
者
・
道
士
・
仏
僧
と
の
談
論

に

興

じ
る
な
ど
、
政
治
へ
の
関
与
を
避
け
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
頃
、
還
俗
僧

衛
元
嵩
に
よ
り
「
平
延
大
寺
」
の
構
想
が
請
願
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
堂
塔
伽
藍

の

豪
壮
さ
や
仏
僧
本
来
の
教
化
活
動
を
忘
れ
た
怠
慢
を
な
じ
り
当
代
仏
教
の
有

り
様
を
批
判
し
つ
つ
、
皇
帝
を
如
来
、
国
家
を
教
団
、
城
邑
を
寺
塔
、
坊
巷
を

僧
舎
、
夫
婦
を
聖
衆
（
僧
尼
）
、
郷
村
の
指
導
者
を
上
座
・
三
綱
な
ど
教
団
の

長
老
、
な
ど
と
位
置
づ
け
、
国
土
全
て
が
寺
院
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
こ
そ
が
大

乗
菩
薩
道
で
あ
る
と
い
う
。
実
質
的
に
は
過
去
に
儒
家
的
立
場
か
ら
展
開
さ
れ

た

仏
教
批
判
の
内
容
に
拠
る
、
疑
似
大
乗
仏
教
論
・
疑
似
在
家
仏
教
論
で
あ
り
、

社
会
に
強
い
影
響
力
を
持
つ
仏
教
教
団
の
解
体
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

た

だ
、
こ
の
時
点
で
は
、
武
帝
は
そ
の
一
平
延
大
寺
」
構
想
を
受
け
入
れ
ら
れ

る
状
況
で
は
な
か
っ
た
が
、
後
に
実
権
を
握
っ
た
際
の
施
政
方
針
の
参
考
に
な
っ

た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
衛
元
嵩
な
る
人
物
は
、
一
時
期
仏
僧
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

皇
帝
権
と
仏
教
・
道
教
と
の
構
図
（
手
島
）

る
が
、
そ
れ
は
信
仰
に
誠
実
な
僧
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
く
、
立
身
の
た
め
の
一

方
途
と
し
て
僧
籍
に
身
を
置
い
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
ら
し
い
。
し
か
し
才
覚
が

あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
、
古
来
道
教
の
盛
ん
な
四
川
に
生
ま
れ
育
ち
、
神
仙
方

術
な
ど
に
も
知
識
を
有
し
、
機
を
見
て
み
ず
か
ら
還
俗
し
、
北
周
王
朝
に
取
り

入
っ
た
者
で
あ
っ
た
。
か
の
「
平
延
大
寺
」
の
構
想
も
『
大
智
度
論
』
に
い
う

r在
家
信
者
と
同
じ
姿
、
同
じ
生
活
を
営
む
天
王
仏
」
に
範
を
と
っ
た
と
い
う

か

ら
、
仏
教
に
つ
い
て
も
ひ
と
と
お
り
の
知
識
は
身
に
つ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。　

武
帝
は
当
初
、
儒
・
道
・
仏
の
三
教
の
斉
一
化
　
　
教
え
の
内
容
や
深
浅
に

違
い
は
あ

っ

て
も
、
い
ず
れ
も
人
々
を
善
に
帰
せ
し
め
る
点
に
違
い
は
な
く
、

本
旨
は
1
つ
で
あ
る
　
　
を
掲
げ
て
い
た
。
天
和
四
年
（
五
六
九
）
釈
尊
降
誕

日
の
二
月
八
日
に
百
官
と
僧
尼
・
道
士
を
招
い
て
催
さ
れ
た
三
教
談
論
に
お
い

て

も
、
百
官
の
論
調
は
大
勢
そ
の
流
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
仏
教
と
道
教
の
両

教

団
間
に
お
い
て
談
論
は
白
熱
の
議
論
に
転
じ
、
以
後
数
回
催
さ
れ
た
談
論
を

通

じ
て
も
妥
協
は
な
か
っ
た
。
た
め
に
、
武
帝
は
中
立
の
立
場
と
し
て
司
隷
大

夫
頸

萱
に
論
争
の
審
査
を
命
じ
た
が
、
甑
鷺
は
『
笑
道
論
』
を
著
し
、
逐
条
に

道
教
を
批
判
し
て
仏
教
の
優
勢
を
報
告
し
、
武
帝
の
怒
り
を
招
い
た
。
加
え
て

道

安
が
『
二
教
論
』
を
上
疏
し
、
道
教
は
並
べ
て
語
る
べ
き
教
え
の
な
い
虚
誕

で

あ
り
、
比
べ
る
べ
き
は
儒
と
仏
で
あ
り
、
仏
が
優
れ
て
い
る
と
し
、
一
方
で

道
教
側
も
道
士
顧
観
が
『
夷
夏
論
」
を
著
し
て
反
駁
す
る
な
ど
、
収
束
の
兆
し

も
伺
わ
れ
な
か
っ
た
。

七
五
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天
和
七
年
（
五
七
二
）
、
三
〇
歳
の
武
帝
は
宇
文
護
の
殺
害
に
成
功
し
、
よ

う
や
く
実
権
を
手
に
し
た
が
、
武
帝
の
最
大
の
政
治
目
的
は
天
下
統
一
で
あ
っ

た
。
手
始
め
は
、
長
年
の
圧
力
に
苛
ま
れ
て
い
た
北
斉
対
策
で
あ
る
。
そ
れ
に

向
け
た
国
内
政
策
は
、
富
国
強
兵
に
つ
き
る
。
自
ら
も
質
素
倹
約
を
励
行
し
、

奢
修
品
の
処
分
ど
こ
ろ
か
後
宮
の
女
官
ま
で
整
理
し
、
ご
く
少
数
を
除
い
て
帰

宅

さ
せ
た
。
建
徳
二
年
（
五
七
三
）
、
長
年
の
三
教
論
争
に
対
し
、
三
教
の
順

位
を
儒
・
道
・
仏
の
順
と
す
る
決
定
を
武
帝
み
ず
か
ら
下
し
た
が
、
事
態
は
さ

ら
に
急
転
す
る
。
翌
年
に
は
、
仏
教
・
道
教
を
と
も
に
廃
す
る
勅
命
が
下
さ
れ

る
。
寺
観
の
破
壊
は
も
と
よ
り
、
税
役
を
免
除
さ
れ
な
が
ら
争
論
に
の
み
熱
を

上

げ
る
道
・
仏
の
出
家
者
に
対
し
て
は
粛
正
還
俗
さ
せ
る
な
ど
、
徹
底
し
た
も

の

で

あ
っ
た
。
彼
ら
に
は
、
就
業
、
納
税
、
果
て
は
兵
役
に
就
か
せ
る
な
ど
し

て

お
り
、
そ
の
行
き
着
く
先
は
富
国
強
兵
で
あ
っ
た
C
一
方
で
、
自
ら
の
意
に

沿

う
教
学
を
研
究
さ
せ
る
た
め
に
通
道
観
を
設
置
し
、
1
1
1
f
o
そ
れ
ぞ
れ
高
徳
の

者

を
招
聰
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
度
の
勅
命
を
承
け
て
、
仏
僧
た
ち
は
、
あ

る
者
は
北
斉
に
、
あ
る
者
は
南
朝
陳
に
、
あ
る
い
は
人
の
及
は
な
い
山
中
に
避

難
・
隠
棲
し
、
ま
た
あ
る
者
は
自
死
を
選
ん
だ
と
い
う
。
両
教
廃
穀
の
詔
か
ら

三
年
後
、
北
斉
を
征
服
し
て
そ
の
地
に
も
こ
の
政
策
を
断
行
し
た
が
、
そ
れ
か

ら
わ
ず
か
一
年
半
後
の
宣
政
元
年
（
五
七
八
）
に
武
帝
は
病
没
し
、
こ
の
宗
教

廃
殿
政
策
は
撤
回
さ
れ
る
の
で
あ
る
、

　

こ
の
よ
う
に
、
武
帝
の
志
向
は
当
初
よ
り
1
1
1
教
斉
一
、
い
わ
ば
皇
帝
権
が
仏

教
も
し
く
は
道
教
に
直
接
的
に
関
与
・
肩
入
れ
す
る
の
で
な
く
、
儒
教
も
交
え

七
六

て

統

合
の
方
向
に
持
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
教
化

に

有
用
で
あ
る
と
い
う
一
点
を
共
通
の
働
き
と
し
て
見
た
動
き
で
あ
っ
た
と
い

え
、
皇
帝
権
は
外
か
ら
そ
れ
を
尊
重
、
助
長
す
る
べ
く
し
て
在
る
も
の
、
と
い
っ

た

立
場

を
取
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
結
果
と
し
て
強
権
の
発
動
に
至
り
、
ま

た

新
設
の

通
道
観
は
道
教
色
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は

と
く
に
道
教
と
の
混
渚
を
嫌
っ
た
仏
教
者
が
通
道
観
へ
の
参
加
を
忌
避
し
た
こ

と
か
ら
、
そ
こ
に
は
儒
者
と
道
士
だ
け
が
残
っ
た
と
い
う
結
果
の
上
に
見
え
る

形
に
過
ぎ
な
い
。
無
論
、
仏
教
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
教
理
こ
そ
が
自
ら
の
レ

ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
の
根
拠
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
政
策
を
容
認
で
き
な
か
っ
た

の

は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
残
っ
た
形
だ
け
を
見
て
武
帝
の
志
向
を
推
断
し

て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

つ

ま
り
、
武
帝
の
考
え
方
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な

わ
ち
、
天
子
が
国
家
の
宗
教
的
権
威
を
司
っ
た
古
来
の
姿
を
範
と
し
、
そ
れ
に

向
け
て
仏
教
・
道
教
と
い
う
新
た
に
社
会
に
権
威
を
確
立
し
て
き
た
教
学
思
想
・

教
理
を
も
包
含
し
、
そ
れ
を
統
合
す
る
機
関
と
し
て
通
道
観
を
位
置
づ
け
る
体

制
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、

仏
・
道
両
教
の
教
界
の
権
威
に
つ
い
て
、
皇
帝
の
権
威
と
同
質
で
あ
っ
て
対
峙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
テ
ゴ
リ
　

す

る
も
の
、
い
わ
ば
位
相
を
同
じ
く
す
る
も
の
、
と
見
る
の
で
は
な
く
、
皇
帝

の

権
威
に
従
属
し
、
こ
れ
を
翼
賛
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
教
界
の
目
的
と
意
義

と
を
、
自
ら
は
一
段
高
見
に
立
つ
形
で
、
本
来
は
積
極
的
に
認
め
て
い
た
と
考

え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。



三
、
陪

　
北

周
武
帝
の
崩
御
よ
り
三
年
の
後
、
こ
の
王
朝
の
実
力
者
で
あ
っ
た
外
戚
楊

堅
が

禅
譲
を
受
け
て
惰
王
朝
を
開
く
。
楊
堅
文
帝
は
仏
教
の
復
興
に
熱
意
を
注

ぎ
、
の
ち
第
二
代
場
帝
の
治
下
に
届
い
た
日
本
の
聖
徳
太
子
か
ら
の
書
簡
に
記

さ
れ
る
「
海
西
の
菩
薩
天
子
」
と
は
文
帝
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
文
帝
に
よ
る
仏
教
復
興
事
業
は
、
度
僧
、
廃
寺
の
復
旧
、
経
典
・
仏
像
の

修
復
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
な
か
で
も
新
都
大
興
城
を
建
設
す
る
中
で
、
左

右
両
街
に

対
称
の
仏
寺
・
大
興
善
寺
と
道
観
・
玄
都
観
を
建
立
し
、
ま
た
自
身

有
縁
の
各
州
に
大
興
国
寺
を
、
さ
ら
に
各
地
に
高
大
な
舎
利
塔
を
建
て
さ
せ
た

こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。
大
興
善
寺
・
大
興
国
寺
は
、
唐
の
武
后
の
大
雲
経
寺
、

中
宗
の
竜
興
寺
観
、
玄
宗
の
開
元
寺
観
、
日
本
の
国
分
寺
の
先
例
と
な
っ
た
も

の

で

あ
る
。
大
興
善
寺
と
玄
都
観
は
市
街
で
左
右
対
称
と
い
っ
た
が
、
規
模
で

は
大
興
善
寺
が
数
倍
し
て
お
り
、
一
方
の
玄
都
観
は
北
周
の
通
道
観
を
移
転
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
文
帝
の
政
治
は
仏
教
治
国
策
と
い
わ
れ
る
。
国
家
の
教
学
の
柱
に
、
儒
教
に

加
え
て
仏
教
を
据
え
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
文
帝
自
身
が
仏
寺
で

生

ま
れ
育
っ
た
と
い
う
生
来
の
家
庭
環
境
や
、
菩
薩
戒
を
授
か
っ
て
自
ら
を
仏

弟
子
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
等
が
い
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
時
代
の
要
請
と
し
て
、

北

周
時
代
に
お
け
る
上
古
の
周
制
へ
の
復
古
政
策
や
、
武
帝
に
よ
る
宗
教
政
策

皇
帝
権
と
仏
教
・
道
教
と
の
構
図
（
手
島
）

な
ど
、
現
実
を
無
視
し
た
極
端
な
政
策
に
対
す
る
反
動
が
あ
り
、
加
え
て
統
1

間
も
な
い
王
朝
の
人
心
収
撹
策
と
し
て
自
ら
も
信
奉
し
多
く
の
人
民
も
尊
崇
す

る
仏
教
を
前
面
に
打
ち
出
す
こ
と
が
、
国
家
安
泰
の
柱
と
な
る
と
確
信
し
た
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
の
文
帝
の
態
度
は
、
北
魏
孝
文
帝
の
在
り
方
か
ら
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン

も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
菩
薩
戒
弟
子
」
で

あ
る
と
同
時
に
、
天
下
統
一
の
大
業
を
成
し
遂
げ
、
各
地
に
寺
院
・
舎
利
塔
の

建
立
に
精
魂
を
傾
け
た
こ
と
は
、
仏
典
に
説
く
「
転
輪
聖
王
」
を
範
と
し
、
そ

の

功
績

を
辿
ろ
う
と
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ニ
ゴ
リ
　

い
わ

ば
、
仏
教
の
所
在
の
み
を
、
他
の
教
え
と
は
別
の
位
相
に
位
置
づ
け
よ
う

と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
唐
初
期

　
四

〇

年
に
満
た
な
い
惰
王
朝
で
あ
っ
た
が
、
道
教
教
団
に
と
っ
て
は
忍
耐
の

時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
惰
を
倒
し
た
唐
王
朝
は
、
そ
の
創
業
以
前
か
ら
道

教
と
関
係
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
一
方
、
創
業
時
の
戦
役
に
際
し
て
は
仏
教
教

団
の
協
力
も
得
て
い
る
。
唐
の
創
業
す
な
わ
ち
平
和
と
い
う
状
況
で
は
な
く
、

な
お
数
年
は
各
地
の
割
拠
勢
力
の
征
討
の
た
め
の
戦
役
が
続
い
て
い
た
。
こ
の

よ
う
な
中
で
、
高
祖
李
淵
は
僧
を
兵
役
に
徴
集
す
る
な
ど
、
仏
教
教
団
と
の
軋

礫
を
生
じ
さ
せ
る
政
策
も
用
い
て
い
た
。
教
団
側
は
、
非
常
時
と
は
い
え
、
こ

七
七
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れ
に
抗
っ
た
人
物
は
数
少
な
か
っ
た
。

　
天

下
も
治
ま
っ
た
武
徳
九
年
（
六
．
、
六
）
、
高
祖
に
よ
り
仏
道
．
一
教
の
沙
汰

の

詔
が
発
せ
ら
れ
た
．
．
こ
の
間
、
太
史
令
傅
変
に
よ
る
仏
教
沙
汰
の
請
願
や
、

沙

門
法
琳
に
よ
る
『
破
邪
論
』
な
ど
の
反
論
が
あ
り
、
両
教
の
争
論
も
激
し
く

な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
頭
を
抑
え
る
か
た
ち
で
の
沙
汰
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
詔
勅
は
、
直
後
に
玄
部
門
の
ク
ー
デ
タ
が
勃
発
し
て
、
皇
帝
が
幽
閉
さ
れ
、

皇
子
李
世
民
が
実
権
を
掌
握
し
た
こ
と
に
よ
り
、
撤
回
さ
れ
る
。

　
第
二
代
太
宗
李
世
民
の
時
代
、
唐
代
を
通
じ
て
の
仏
道
の
先
後
を
決
定
づ
け

る
詔
、
す
な
わ
ち
道
教
を
先
、
仏
教
を
後
と
す
る
宣
言
が
、
貞
観
1
1
年
（
六

三

ヒ
）
正
月
に
発
さ
れ
た
。
唐
室
は
み
ず
か
ら
の
家
格
を
高
め
る
た
め
に
朧
西

の

李
氏
を
名
乗
り
、
兼
ね
て
老
子
の
末
喬
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
た
め
に
、

老

子
を
信
奉
す
る
道
教
は
唐
室
の
家
教
と
な
り
、
そ
の
教
団
を
優
先
す
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
唐
モ
朝
二
九
〇
年
間
の
治
世
に
お
い
て
、

こ
れ
が
逆
転
さ
れ
る
の
は
、
第
三
代
高
宗
の
妻
則
天
武
后
が
実
権
を
握
り
、
武

周
朝
を
建
て
て
皇
帝
と
な
り
、
仏
先
道
後
を
打
ち
出
し
た
一
時
期
の
み
で
あ
る
．
、

　

唐
初
、
貴
族
や
民
衆
の
信
仰
の
大
勢
を
占
め
て
い
た
の
は
仏
教
で
あ
っ
た
か

ら
、
道
教
が
優
先
さ
れ
る
場
は
限
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
、
道
教
も
唐
室
李
氏

の

家
教
と
は
な
っ
た
が
、
そ
の
威
勢
が
増
し
て
く
る
の
は
、
後
の
高
宗
朝
、
そ

し
て
武
周
朝
を
経
た
唐
中
期
の
玄
宗
朝
を
待
た
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
と
見
ら
れ

る
。
そ
れ
で
も
こ
の
唐
初
に
お
け
る
公
的
な
道
教
優
遇
は
五
世
紀
半
ば
の
北
魏

太

武
帝
以
来
久
し
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
対
仏
教
の
議
論
が
白
熱
す
る

L
八

の

も
至
極
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
統
一
国
家
の
ド
で
の
大
論
戦
が

行

わ
れ
た
か
、
結
果
と
し
て
、
先
に
見
た
仏
教
者
法
琳
が
中
央
教
界
を
逐
わ
れ

る
形
で
収
束
し
、
道
教
側
は
帝
室
周
辺
の
擁
護
を
背
景
と
す
る
社
会
勢
力
と
し

て
、
仏
教
側
は
多
く
の
貴
族
や
民
衆
の
信
仰
を
背
景
と
す
る
社
会
勢
力
と
し
て
、

両
者
対
峙
し
均
衡
す
る
形
と
な
っ
た
。
仏
・
道
両
教
界
は
皇
帝
権
と
の
関
係
性

を
密
に
保
つ
こ
と
が
教
団
の
維
持
発
展
の
た
め
の
命
題
と
な
り
、
必
然
、
皇
帝

権
が

そ
の
均
衡
の
上
に
立
っ
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
構
造
が
成
立
し
た
。
後
の

武
周
朝
、
玄
宗
朝
で
各
様
に
現
わ
れ
る
教
化
政
策
の
顕
在
化
は
、
こ
の
構
造
を

基
盤
と
し
て
発
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
と
め

　
北

魏
（
東
魏
・
西
魏
含
む
）
の
後
に
現
れ
た
、
北
斉
・
北
周
、
惰
、
唐
と
続

く
王
朝
と
、
そ
の
建
国
を
支
え
た
貴
族
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
北
魏
の
北
方
防
備

を
任
と
し
た
六
鎮
に
由
来
す
る
こ
と
、
す
で
に
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
老
子
を

祖
先
に

戴
い

て

漢
人
貴
族
の
系
譜
を
も
つ
が
ご
と
く
振
る
舞
っ
た
唐
室
が
、
も

と
は
鮮
卑
系
の
一
族
で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
も
、
信
ず
る
に
足
る
。
こ
の
北
魏

～
唐
の
王
朝
群
に
対
し
、
拓
顕
国
家
と
い
う
概
念
で
把
握
し
よ
う
と
い
う
試
み

も
あ
り
、
賛
否
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
と
仏
教
を
中
心
と
す
る
政
教
策
に
関

し
て
い
え
ば
、
唐
の
そ
れ
は
北
魏
～
北
周
の
在
り
方
を
色
濃
く
受
け
継
い
で
い

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。



　
す

な
わ
ち
、
国
家
の
側
が
主
導
権
を
持
っ
て
教
界
の
統
制
を
心
が
け
、
必
要

と
あ
ら
ば
僧
尼
や
道
士
の
沙
汰
を
遂
行
す
る
こ
と
に
、
為
政
者
の
心
中
に
お
い

て

は
恐
ら
く
ほ
と
ん
ど
抵
抗
も
な
く
決
断
が
な
さ
れ
、
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
実
際
、
秦
王
時
代
の
李
世
民
は
、
占
領
し
た
河
南
の
地
な
ど
に
僧
尼
の
沙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
し
ア

汰
を
実
施
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
国
土
の
回
復
の
た
め
に
不
労
人
口
た
る
出

家
者
の
還
俗
を
推
し
進
め
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
両
教
団
は
、
放
任
し
て

お
け
ば
争
論
を
繰
り
返
し
、
本
来
、
民
心
に
安
定
・
安
心
を
も
た
ら
す
は
ず
の

教
界
が
、
自
ら
治
安
を
乱
し
て
い
る
と
い
う
事
態
は
、
政
教
の
管
領
者
た
る
皇

帝
に
と
っ
て
も
由
々
し
き
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
唐
王
朝
は
、
強
権

を
発
動
し
て
何
ら
か
の
秩
序
を
朝
廷
が
率
先
し
て
築
く
か
、
あ
る
い
は
バ
ラ
ン

ス

を
と
っ
て
調
和
を
志
向
す
る
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時

に

は
官
僚
に
代
表
さ
れ
る
貴
顕
社
会
の
輿
論
や
、
惰
末
の
戦
乱
に
疲
弊
し
た
庶

民
社
会
に
お
け
る
仏
教
熱
も
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
強
権
発
動
は
困

難
だ

と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
位
し
た
太
宗
は
、
秦
王
時
代
と
は
異
な
り
、

バ

ラ
ン
ス
を
と
り
硬
軟
織
り
交
ぜ
な
が
ら
舵
を
取
っ
て
い
っ
た
．
．
そ
し
て
道
教

側
へ
の
優
先
権
は
認
め
つ
つ
も
、
安
定
し
た
時
代
を
迎
え
た
太
宗
朝
・
高
宗
朝

で

は
両
者
を
体
制
内
化
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
両
皇

帝
が
玄
　
の
訳
経
を
援
助
し
た
り
、
顕
慶
五
年
（
六
六
〇
）
高
宗
が
岐
州
法
門

寺
の
仏
舎
利
を
東
都
洛
陽
の
大
内
に
ま
で
迎
え
た
の
も
、
平
安
な
時
代
相
を
背

景
と
し
て
教
界
と
関
係
を
強
化
し
、
国
家
の
志
向
す
る
政
教
に
合
致
せ
し
め
ん

と
し
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。

皇
帝
権
と
仏
教
・
道
教
と
の
構
図
（
手
島
）

注
（
1
）

国
家
と
教
団
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
、
塚
本
善
隆
「
シ
ナ

　
　
に

お
け
る
仏
法
と
王
法
」
（
宮
本
正
尊
編
『
仏
教
の
根
本
真
理
」
三
省
堂
、

　

　
一
九
五
六
年
＝
月
）
の
指
摘
が
あ
る
。

（
二
）
北
魏
時
代
の
皇
帝
権
力
と
仏
教
と
の
関
係
、
就
中
太
武
帝
の
廃
仏
に
つ

　
　
い

て

は
、
『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
第
一
巻
・
第
二
巻
（
大
東
出
版
社
、
　
一

　
　
九
七
四

年
一
月
・
1
0
月
）
、
佐
藤
智
水
『
北
魏
仏
教
史
論
考
』
（
岡
山
大

　
　
学
文
学
部
、
一
九
九
八
年
三
月
）
に
詳
し
い
o

（11D
例
え

ば
、
南
朝
梁
の
武
帝
の
崇
仏
事
跡
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
四
）
北
周
武
帝
の
宗
教
政
策
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
第

　
　
二
巻
、
藤
善
真
澄
『
晴
唐
時
代
の
仏
教
と
社
会
」
（
白
帝
社
、
二
〇
〇
四

　
　

年
l
O
月
）
参
照
。

（
五
）
陪
の
文
帝
の
「
受
菩
薩
戒
」
に
つ
い
て
は
、
唐
・
法
琳
撰
『
弁
正
論
』

　
　
巻
三
に
、
開
皇
五
年
に
（
法
）
経
法
師
に
請
う
て
、
大
興
城
の
大
興
善
殿
で

　
　
菩
薩
戒
を
授
か
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
（
南
宋
・
志
磐
撰
『
仏
祖
統
紀
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
巻
三
九
で
は
、
「
法
経
法
師
に
詔
し
云
々
」
と
記
さ
れ
、
皇
帝
と
授
戒
師

　
　

と
の
関
係
性
を
示
す
表
記
が
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
）

　
　
　

ま
た
場
帝
に
つ
い
て
は
、
惰
・
灌
頂
纂
『
国
清
百
録
」
巻
二
「
王
受
菩

　
　
薩
戒
疏
」
（
第
一
．
六
）
に
お
い
て
、
晋
王
で
あ
っ
た
開
皇
一
一
年
に
智
顕

　
　

よ
り
授
け
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
同
書
巻
四
「
勅
報
百
司
上
表

七
九



法
華
文
化
研
究
（
第
三
十
．
一
号
）

　

賀
口
勅
」
（
『
大
正
蔵
経
』
本
で
は
第
九
一
、
『
永
楽
大
典
」
本
で
は
第
八

　

七
）
に
は
、
皇
帝
と
し
て
即
位
し
た
後
に
こ
の
こ
と
を
回
想
し
た
記
述
が

　

あ
る
。
後
者
の
口
勅
が
出
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
池
麗
梅
氏
が
大
業

　

元
年
（
六
〇
五
）
　
1
二
月
に
比
定
し
て
い
る
（
「
『
国
清
百
録
」
の
完
成
年

　

代
に
関
す
る
一
考
察
」
『
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
研
究
』
一
二
、
1
1
0
0
五

　

年
三
月
）
。
な
お
『
大
正
蔵
経
」
所
収
の
『
国
清
百
録
」
は
一
o
四
条
か

　

ら
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
の
形
は
、
書
名
の
表
す
と
お
り
1
o
o
条
か
ら

　

な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
野
沢
佳
美
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
（
『
明
代

　

大
蔵
経
史
の
研
究
』
第
七
章
「
『
国
清
百
録
」
諸
本
考
」
、
汲
古
書
院
、
一

　

九
九
八
年
一
〇
月
。
原
載
『
仏
教
史
学
研
究
」
二
．
四
　
二
、
一
九
九
↓
年

　

lo
月
。
）

（
六
）
杉
山
正
明
『
遊
牧
民
か
ら
見
た
世
界
史
　
民
族
も
国
境
も
こ
え
て
』

　
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
I
O
月
）
第
四
章
第
二
節
お
よ
び
第

　
F
且
±
早
析
弟
一
節
c

（
七
）
諸
戸
立
雄
『
中
国
仏
教
制
度
史
の
研
究
』
第
四
章
第
二
節
一
‘
唐
高
祖
朝

　

の

仏

教
政
策
」
（
平
河
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
二
月
。
原
載
『
歴
史
』

　

三

五
、
東
北
史
学
会
、
一
九
六
七
年
九
月
。
）
参
照
。

八

こ


