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宝
誌
和
尚
は
劉
宋
か
ら
梁
時
代
（
五
世
紀
│
六
世
紀
）
に
か
け
て
活
躍
し
た
高
僧
で
、

そ
の
事
績
は
没
後
か
ら
清
時
代
に
至
る
ま
で
に
成
立
し
た
多
く
の
伝
記
史
料
に
記
さ
れ

る
。
梁
・
慧
皎
（
四
九
七
│
五
五
四
）
の
『
高
僧
伝
』
で
は
神
異
篇
に
立
伝
さ
れ
る
よ

う
に
、
宝
誌
は
分
身
や
預
言
と
い
っ
た
数
々
の
奇
跡
を
行
っ
た
神
異
僧
と
し
て
知
ら
れ

る
。
な
か
で
も
、
画
工
の
張
僧
繇
の
前
で
面
部
を
裂
い
て
十
二
面
観
音
の
面
部
を
あ
ら

わ
し
た
話
は
人
間
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
宝
誌
の
性
格
を
端
的
に
伝
え
て
い
る
。

　

京
都
西
往
寺
所
蔵
の
木
造
宝
誌
立
像
（
以
下
、
西
往
寺
像
と
す
る
）
は
、
僧
形
の
面

部
が
正
中
で
縦
に
割
れ
る
よ
う
に
裂
け
、
そ
こ
か
ら
観
音
の
面
部
が
あ
ら
わ
れ
る
特
異

な
表
現
を
と
る
。
観
音
面
に
は
頭
上
面
三
面
が
認
め
ら
れ
、
ま
さ
に
宝
誌
和
尚
が
十
二

面
観
音
へ
と
変
容
す
る
逸
話
の
場
面
が
表
さ
れ
て
い
る
。

　

宝
誌
和
尚
は
伝
記
史
料
に
よ
る
と
死
後
、
鍾
山
の
独
龍
阜
（
現
在
の
南
京
市
江
寧
）

に
葬
ら
れ
、
墓
所
に
は
精
舎
が
建
立
さ
れ
陸
倕
（
四
七
〇
│
五
二
六
）
に
よ
っ
て
銘
辞

が
造
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
銘
辞
は
「
誌
法
師
墓
誌
銘
」
と
し
て
『
芸
文
類
聚
』
に
収

録
さ
れ
て
お
り
、
最
古
の
宝
誌
和
尚
の
伝
記
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
遺
像
が
各
地
に
安

置
さ
れ
た
と
伝
わ
り
、
中
国
で
は
十
例
近
く
の
現
存
作
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
作
例
の
ほ
と
ん
ど
は
伝
記
史
料
の
記
述
に
基
づ
い
て
布
の
帽
子
を
被
り
、
複
数
の

持
物
を
掛
け
た
錫
杖
を
手
に
執
る
遊
行
僧
の
姿
で
表
さ
れ
て
い
る
。
八
世
紀
頃
に
は
す

で
に
宝
誌
は
十
二
面
観
音
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
説
が
定
型
化
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る

が
、
造
形
は
あ
く
ま
で
文
献
史
料
に
忠
実
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
日
本
に
は
八
世
紀
頃
か
ら
入
唐
僧
に
よ
っ
て
宝
誌
像
が
請
来
さ
れ
た
。
な
か

で
も
奈
良
大
安
寺
に
伝
わ
る
宝
誌
像
は
現
存
せ
ず
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、

大
江
親
通
の
記
録
に
よ
り
木
彫
像
で
、
か
つ
面
部
を
裂
き
「
仏
身
」
が
あ
ら
わ
れ
る
像

容
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
本
像
は
変
容
の
造
形
を
と
る
宝
誌
和
尚
像
と
し

て
西
往
寺
像
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
存
在
し
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
宝
誌
像
の
造
形
的
起

源
を
探
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
現
存
作
例
と
し
て
大
分
羅
漢
寺
の
五
百
羅
漢

像
の
う
ち
に
宝
誌
像
が
確
認
さ
れ
る
。
本
像
も
僧
形
面
が
裂
け
て
菩
薩
面
を
あ
ら
わ
す

像
容
を
と
る
。
た
だ
し
、
大
安
寺
像
と
羅
漢
寺
像
は
共
に
手
で
面
部
を
裂
き
広
げ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
西
往
寺
像
は
両
手
を
面
部
に
あ
て
ず
、
あ
た
か
も
自
然
と
面
部
が
裂

け
た
よ
う
な
表
現
を
と
る
点
で
特
異
な
造
形
表
現
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
中
国
と
日
本
の
宝
誌
説
話
を
そ
れ
ぞ
れ
と
り
あ
げ
て
相
違
点
を
明
ら
か
に
し

た
。
日
本
の
宝
誌
変
容
説
話
は
平
安
時
代
後
期
以
降
に
成
立
し
た
説
話
集
お
よ
び
事
相

書
に
み
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
中
国
の
宝
誌
変
容
説
話
を
受
容
し
て
成
立
し
た
と
み
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
中
国
で
は
宝
誌
は
面
部
を
切
り
裂
い
て
十
二
面
観
音
面
を

あ
ら
わ
し
た
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
菩
薩
面
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
姿
は
聖
観
音
や
十

一
面
観
音
、
千
手
観
音
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
観
音
の
姿
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
日
本

の
変
容
説
話
で
は
十
二
面
観
音
と
い
う
特
定
の
姿
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
姿
に
留
ま
ら

な
い
観
音
の
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
独
自
の
宝
誌
信
仰
の
在
り
方

と
い
え
よ
う
。

　

西
往
寺
像
の
手
勢
に
着
目
す
る
と
、
両
手
を
胸
前
で
強
く
屈
臂
し
て
い
る
。
こ
れ
は

経
典
に
説
か
れ
る
通
形
の
十
一
面
観
音
像
の
印
相
に
は
一
致
せ
ず
、
天
台
系
に
多
く
み

ら
れ
る
よ
う
な
聖
観
音
の
印
相
を
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
に
お
け

る
宝
誌
変
容
説
話
の
反
映
で
、
い
く
つ
も
の
姿
を
持
つ
観
音
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
と

考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
聖
観
音
の
イ
メ
ー
ジ
も
含
ま
れ
て
い
た
。
西
往
寺
像
が
中
国
の

作
例
に
み
ら
れ
た
布
帽
や
錫
杖
と
い
っ
た
宝
誌
和
尚
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
を
表
さ
な
い
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点
か
ら
も
宝
誌
の
肖
像
と
い
う
よ
り
観
音
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
西
往
寺
が
所
蔵
す
る
近
世
の
縁
起
「
西
往
道
場
中
観
自
在
菩
薩
本
縁
起
文
」

（
以
下
、「
西
往
寺
誌
公
縁
起
」
と
す
る
）
に
は
宝
誌
和
尚
の
伝
承
と
西
往
寺
像
の
伝
来

が
記
さ
れ
る
が
、
変
容
場
面
で
は
「
面
の
皮
の
ひ
と
り
左
右
に
わ
か
り
」
と
あ
り
顔
の

皮
が
自
然
と
左
右
に
分
か
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
他
の
宝
誌
変
容
説
話
に

は
確
認
で
き
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
記
述
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
文
献
史
料
の
記
述
を
貼

り
合
わ
せ
に
す
る
本
縁
起
の
性
格
を
み
る
に
、
同
表
現
を
と
る
別
の
本
か
ら
引
用
し
た

可
能
性
が
あ
る
た
め
西
往
寺
像
の
形
状
も
引
用
元
の
変
容
描
写
を
参
考
に
し
た
可
能
性

が
あ
ろ
う
。

　

西
往
寺
像
は
像
高
一
五
九
・
八
セ
ン
チ
（
五
尺
三
寸
）
を
測
る
等
身
の
立
像
で
あ
る
。

カ
ヤ
材
に
よ
る
一
木
造
り
で
一
材
よ
り
両
手
先
、
両
足
先
以
外
の
全
容
を
彫
出
す
る
。

表
面
は
彩
色
を
施
さ
な
い
素
地
仕
上
げ
で
、
背
面
を
除
く
全
面
、
頭
部
や
袖
の
内
側
に

至
る
ま
で
水
平
方
向
の
細
か
な
鑿
目
を
留
め
て
い
る
。

　

西
往
寺
像
の
専
論
は
毛
利
久
氏
の
研
究
が
唯
一
で
あ
る
。
本
像
の
製
作
時
期
に
つ
い

て
毛
利
氏
は
、
一
木
造
り
で
「
温
雅
な
相
好
や
低
平
な
衣
文
の
手
法
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
、「
藤
原
時
代
に
お
く
の
が
妥
当
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
西
往
寺
像
が
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
た
一
九
九
八
年
の
「
新
指
定
の
文
化
財
」
で
は
、
総
じ
て
衣
文
線
の
鎬
が

な
だ
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
平
安
時
代
後
期
も
十
一
世
紀
頃
の
作
と
し
て
い
る
。

　

西
往
寺
像
の
伝
来
に
つ
い
て
「
西
往
寺
誌
公
縁
起
」
に
よ
る
と
本
像
は
か
つ
て
「
伊

豆
国
庭
冷
山
」
に
安
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
先
行
研
究
で
は
当
地
が
現
在
の
静
岡
県

賀
茂
郡
河
津
町
に
位
置
す
る
天
嶺
山
に
あ
た
る
と
示
さ
れ
る
。
当
山
北
麓
に
は
南
禅
寺

が
所
在
し
、
西
往
寺
像
と
当
寺
に
伝
わ
る
地
蔵
菩
薩
像
や
梵
天
像
、
帝
釈
天
像
と
の
作

行
の
類
似
性
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
往
寺
像
に
カ
ヤ
材
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
当
寺
の
木
彫
群
の
仏
像
を
カ
ヤ
、
神
像
を
ク
ス
ノ
キ
と
す
る
用
材
観
と

も
一
致
す
る
。こ
れ
ら
は
西
往
寺
像
の
安
置
場
所
を
特
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
伊

豆
国
庭
冷
山
」
と
の
伝
承
の
妥
当
性
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

併
せ
て
一
木
造
り
、
素
地
仕
上
げ
と
い
っ
た
特
徴
か
ら
檀
像
を
意
識
し
た
製
作
が
行

わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
か
つ
て
円
仁
に
よ
っ
て
長
安
か
ら
将
来
さ
れ
た
「
壇
龕

僧
伽
誌
公
邁
迴
三
聖
像
」
は
檀
龕
像
で
あ
り
、
ま
た
北
宋
時
代
に
成
立
し
た
『
石
門
文

字
禅
』
に
は
梁
武
帝
が
紫
栴
檀
に
宝
誌
像
を
刻
ま
せ
た
と
い
う
話
が
載
る
。
よ
っ
て
中

国
で
は
檀
木
の
宝
誌
像
が
製
作
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、
西
往
寺
所
蔵
の

「
誌
公
像
賛
」
で
元
禄
年
間
に
複
数
の
僧
が
西
往
寺
像
を
「
栴
檀
像
」
や
「
紫
檀
瑞
像
」

と
称
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
西
往
寺
像
に
つ
い
て
も
製
作
当
初
か
ら
檀
像
と

し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
西
往
寺
像
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
両

手
先
、
両
足
先
を
除
い
て
一
材
か
ら
彫
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
頭
部
の
大
き
さ
に
対
し

て
肩
幅
が
極
端
に
狭
く
窮
屈
な
印
象
を
与
え
る
。
と
く
に
下
半
身
の
裾
部
に
か
け
て
は

細
か
く
彫
り
こ
ま
ず
立
木
仏
の
よ
う
に
材
の
形
を
そ
の
ま
ま
残
す
よ
う
に
彫
刻
さ
れ
て

お
り
、
材
木
へ
の
特
別
な
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
霊
木
を
用
い
て
い
る

可
能
性
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。

　

最
後
に
西
往
寺
像
の
鉈
彫
と
安
置
場
所
に
着
目
し
て
製
作
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

西
往
寺
像
は
背
面
以
外
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
表
面
に
鑿
痕
を
留
め
て
い
る
。
特
に
頭
部
に

は
十
一
面
観
音
の
面
部
や
耳
を
含
め
て
頭
頂
部
か
ら
首
に
至
る
ま
で
水
平
方
向
の
浅
い

鑿
目
が
確
認
で
き
る
。
西
往
寺
像
の
鉈
彫
に
つ
い
て
は
浅
井
和
春
氏
が
神
異
僧
で
あ
る

宝
誌
和
尚
の
「
奇
瑞
を
象
徴
す
る
肉
身
部
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。

　

鉈
彫
像
に
つ
い
て
奥
健
夫
氏
は
荒
彫
の
よ
う
な
鑿
痕
を
表
面
に
残
す
最
も
早
い
例
が
、

四
天
王
像
の
邪
鬼
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
特
筆
す
べ
き
は
こ
の
よ
う
な
手
法

が
四
天
王
像
本
体
で
は
な
く
邪
鬼
像
の
み
に
み
ら
れ
る
点
で
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
災

厄
を
も
た
ら
す
荒
神
と
し
て
の
性
格
を
視
覚
的
に
表
現
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、

鉈
彫
像
が
十
一
面
観
音
に
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
長
谷
寺
本
尊
像
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を
め
ぐ
る
説
話
を
と
り
あ
げ
る
。
鉈
彫
は
造
像
後
も
像
や
像
周
辺
に
と
ど
ま
り
続
け
る

樹
神
（
疫
神
）
と
い
う
概
念
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
力
を
押
さ
え
つ
け
る
「
疫
神
の
上

位
者
と
し
て
の
観
音
の
性
格
」
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
鉈
彫
と
疫
病
消
除
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
事
例
と
し
て
兵
庫
県
豊
岡
市
城
崎

町
に
位
置
す
る
温
泉
寺
の
本
尊
十
一
面
観
音
像
が
注
目
さ
れ
る
。
本
像
は
二
一
三
・
五

セ
ン
チ
を
測
る
鉈
彫
像
の
な
か
で
は
巨
大
な
像
で
、
十
世
紀
に
造
ら
れ
た
鉈
彫
像
の
初

期
作
例
で
あ
る
。
当
寺
は
城
崎
温
泉
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
温
泉
に
は

寺
社
が
並
置
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
特
殊
な
信
仰
空
間
で
は
薬
師
如
来
に
限
ら
ず

観
音
、
と
く
に
変
化
観
音
が
祀
ら
れ
、
病
気
治
癒
の
効
験
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

　

西
往
寺
像
も
ま
た
原
所
在
地
の
伊
豆
天
嶺
山
付
近
は
古
代
か
ら
有
数
の
温
泉
地
と
し

て
知
ら
れ
て
い
た
。
観
音
像
と
し
て
の
役
割
が
強
く
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
疫
病

消
除
や
病
治
癒
を
効
験
と
す
る
鉈
彫
技
法
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
西
往
寺
誌

公
縁
起
」
に
は
西
往
寺
像
に
病
治
癒
の
霊
験
を
求
め
た
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

宝
誌
和
尚
の
行
状
と
病
気
治
癒
と
の
直
接
的
な
か
か
わ
り
は
宝
誌
の
伝
記
史
料
に
見
出

せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
宝
誌
と
観
音
と
は
同
一
の
存
在
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

変
容
説
話
に
お
い
て
宝
誌
が
面
を
裂
い
て
十
二
面
観
音
面
を
あ
ら
わ
し
た
場
面
は
、
観

音
に
変
身
し
た
の
で
は
な
く
元
来
観
音
で
あ
る
宝
誌
が
真
の
姿
を
明
ら
か
に
し
た
場
面

と
い
え
る
。
よ
っ
て
西
往
寺
像
は
宝
誌
和
尚
の
肖
像
と
い
う
よ
り
も
、
変
化
す
る
観
音

と
し
て
の
性
格
が
強
調
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

平
安
時
代
の
変
化
観
音
の
像
に
は
、
た
と
え
ば
奈
良
霊
山
寺
の
十
一
面
観
音
像
の
よ

う
に
異
相
を
と
る
も
の
が
あ
る
。
中
野
玄
三
氏
は
、
変
化
観
音
の
出
現
が
山
林
寺
院
の

呪
術
的
性
格
に
端
を
発
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
う
し
た
特
異
な
姿
で
表
さ
れ
た
霊

山
寺
像
は
「
怨
霊
を
鎮
圧
し
う
る
だ
け
の
恐
る
べ
き
威
力
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
同
時

に
、
怨
敵
を
祈
り
殺
す
「
呪
詛
の
像
」
と
し
て
の
性
格
を
も
付
与
さ
れ
た
変
化
観
音
」

で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
異
形
表
現
は
像
が
持
つ
霊
験
力
、
威
力
を
強
め
る
も
の

と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
西
往
寺
像
の
面
部
が
裂
け
、
十
一
面
観
音
が
出
現

す
る
と
い
う
異
相
も
ま
さ
に
病
気
や
疾
病
を
抑
え
つ
け
よ
う
と
す
る
強
い
祈
り
の
あ
ら

わ
れ
と
い
え
よ
う
。


