
一
四

霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

駒
　
　
木

敏

Ｈ
　
景

戒
と

観
音

　
延
暦
六
年
九
月
四
日
酉
の
刻
、
霊
異
記
の
編
者
景
戒
は
漸
悦
の
心
を
発
し
、

そ
の
夜
の
夢
に
聖
示
を
得
る
。
彼
の
宗
教
的
回
心
に
ま
さ
し
く
応
え
た
そ
の
聖

示
こ
そ
は
、
景
戒
自
身
の
夢
解
き
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
観
音
菩
薩
の

さ
し
示
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
「
夢
の
答
未
だ
詳
か
な
ら
ず
」
と
言
い

な
が
ら
も
、
夢
の
内
容
を
こ
れ
以
上
分
析
で
き
ぬ
ほ
ど
の
要
素
に
分
け
て
、
逐

一
解
釈
（
夢
解
き
）
を
加
え
て
い
る
（
下
巻
３
８
語
）
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
自
伝
第

一
の
夢
の
綿
密
な
組
み
立
て
は
、
下
３
８
全
体
、
さ
ら
に
下
３
９
と
の
関
連
に
お
い

て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
霊
異
記
下
巻
々
末
の
数
話
に
っ
い
て
は
成
立
の
時
期
、
事
情
な
ど
問
題
を
残

　
　
　
　
　
　
　
＠

す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
と
に
下
３
８
、
下
３
９
の
両
話
は
そ
れ
以
前
の
各
縁
と
趣

を
異
に
し
て
い
る
。
説
話
と
し
て
は
非
常
に
長
文
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
一
つ

の
事
件
に
対
し
て
一
つ
の
教
訓
と
い
う
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
、
正

面
き
っ
て
国
家
社
会
に
関
わ
る
事
件
を
取
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
、
編
者
景
戒
の

私
的
な
自
伝
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
下
３
８
）
、
本
記
全
体
の
政
文
と
も
言

う
べ
き
言
葉
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
下
３
９
）
、
等
々
で
あ
る
。
こ
の
複
雑
な

記
述
は
、
し
か
し
一
っ
の
流
れ
を
持
っ
て
い
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
｛
長
岡
京
遷
都
．
藤
原
種
継
の
暗
死

　
　
　
後
一
川
雛
ギ
パ
帰

　
　
二
け
善
珠
禅
師
が
大
徳
親
王
に
転
生

下
。
９
一
戸
州
邦
禅
師
が
神
野
親
王
に
転
生



下
３
８
↑
り
之
Ｈ
は
い
ず
れ
も
童
謡
の
予
兆
し
た
事
件
、
鮒
～
…
は
天
変
地
異
や
夢

に
よ
る
予
兆
、
下
３
９
↑
Ｏ
向
は
転
輪
聖
王
の
事
例
と
い
う
よ
う
に
類
従
に
よ
る
配

列
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
内
容
別
に
見
る
と
、
下
３
８
は
前
半
に
国

家
社
会
的
事
件
、
後
半
に
景
戒
自
身
の
身
辺
に
起
き
た
事
件
を
年
代
紀
的
に
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

列
し
て
い
る
。
下
３
８
は
っ
と
に
堀
一
郎
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
表
相
思
想

に
強
く
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
で
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
表
わ
れ
て
い

な
い
表
相
思
想
が
、
ま
ず
国
家
的
事
件
を
取
り
あ
げ
つ
つ
強
く
打
ち
出
さ
れ
、

そ
の
流
れ
に
自
伝
を
位
置
づ
け
、
更
に
国
王
の
子
へ
の
転
生
例
を
位
置
づ
け
、

破
文
の
願
望
を
も
っ
て
結
ぶ
構
成
に
は
、
綴
密
な
意
図
を
感
じ
ざ
る
を
得
な

い
。
景
戒
は
、
自
ら
の
位
置
を
国
家
社
会
的
歴
史
の
中
で
想
定
す
る
と
共
に
、

転
生
思
想
（
因
果
観
）
に
立
っ
て
、
　
「
聞
く
所
に
従
ひ
て
口
伝
を
選
び
、
善
憾

か
た
ち
は

を
償
ひ
、
霊
奇
を
録
」
し
た
「
福
（
善
縁
）
を
以
て
群
迷
に
施
し
」
、
共
に
「
西

方
の
安
楽
の
国
」
に
生
ま
れ
た
い
、
と
願
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
霊
異
記

三
巻
を
最
終
的
に
ま
と
め
あ
げ
た
時
点
に
お
け
る
編
者
景
戒
の
立
場
と
意
図
と

が
、
明
確
に
表
わ
れ
て
い
る
と
見
う
る
。
し
か
し
、
今
は
右
の
点
に
は
深
入
り

せ
ず
、
景
戒
の
夢
に
ま
っ
わ
る
記
述
が
綿
密
な
構
成
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
第
一
の
夢
に
は
、
景
戒
の
宗
教
的
回
心
な
い
し
出
家
の
時
期
、
そ
れ
に
動
機

を
与
え
た
先
達
の
存
在
、
先
達
を
通
し
て
な
げ
か
け
ら
れ
た
修
行
の
あ
り
方
な

ど
、
重
要
な
問
題
が
合
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
的
回
心
と
そ
れ
に
応

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

じ
た
夢
と
が
観
音
信
仰
を
媒
介
と
し
て
結
び
あ
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
、
考

え
て
み
た
い
。

　
景
戒
が
夢
に
見
た
乞
食
者
は
、
紀
伊
国
名
草
郡
の
楠
見
の
粟
の
村
に
有
り
し

沙
弥
鏡
日
で
あ
っ
た
。
景
戒
は
こ
れ
を
観
音
の
化
身
と
見
、
夢
は
観
音
の
聖
示

で
あ
ろ
う
と
理
解
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
　
「
未
だ
具
戒
を
受
け
ざ
る
を
名
づ
け

て
沙
弥
と
す
。
観
音
も
亦
し
か
り
。
孟
覚
を
成
す
と
雄
む
有
情
を
飽
益
甘
印
が

故
に
、
因
居
に
居
り
。
乞
食
す
と
は
、
普
門
の
三
十
三
身
を
示
す
な
り
。
」
と

い
う
の
で
あ
る
。
傍
線
部
は
い
わ
ゆ
る
菩
薩
の
位
置
で
あ
っ
て
、
広
く
霊
異
記

説
話
の
根
本
を
貴
く
と
こ
ろ
の
大
乗
仏
教
の
理
想
的
な
行
の
あ
り
方
（
菩
薩
行

道
）
で
も
あ
っ
た
。
霊
異
記
で
は
、
路
行
の
乞
食
僧
や
沙
弥
的
な
修
行
僧
の
言

動
を
し
ば
し
ば
菩
薩
行
に
結
ぴ
っ
け
て
理
解
し
、
彼
ら
を
擁
護
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
観
音
だ
け
が
沙
弥
（
乞
食
者
）
と
し
て
の
修
行
者
に
重
ね
ら
れ
る
の
で

は
な
い
。
事
実
、
行
基
は
文
殊
師
利
菩
薩
と
呼
ば
れ
た
（
上
巻
５
語
）
と
い
う
。

と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
こ
こ
に
は
そ
れ
だ
け
強
固
な
景
戒
の
観
音
に
対
す

る
信
仰
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
彼
は
、
乞
食
行

（
沙
弥
行
）
を
積
極
的
に
「
普
門
の
三
十
三
身
」
　
（
観
音
）
に
結
び
っ
け
て
解

釈
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
よ
り
敷
術
す
れ
ば
、
景
戒
と
そ
の
周
辺
の
沙
弥
集
団

（
例
え
ば
鏡
日
と
そ
の
影
響
下
に
あ
る
修
行
者
集
団
を
想
定
し
て
も
よ
い
）
に

お
い
て
は
、
自
分
た
ち
の
修
行
・
布
教
活
動
の
あ
り
方
を
、
観
音
を
主
と
す
る

菩
薩
行
と
重
ね
合
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
あ
っ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
沙
弥
鏡
日
に
つ
い
て
景
戒
が
語
る
と
こ
ろ
は
少
な
い

が
、
　
（
あ
る
期
間
）
名
草
郡
に
有
り
、
高
い
文
化
的
素
養
を
持
ち
、
「
常
は
乞

食
す
る
」
に
「
非
」
ざ
る
生
活
形
態
に
お
い
て
布
教
活
動
を
続
け
て
い
た
こ
と

は
、
推
し
は
か
ら
れ
る
。
一
方
景
戒
自
身
も
紀
伊
国
に
は
ゆ
か
り
が
深
く
、
彼

の
出
身
地
を
名
草
郡
と
す
る
説
は
有
力
で
あ
る
。
彼
が
鏡
日
か
ら
決
定
的
な
影

響
を
受
け
た
と
す
る
夢
の
内
容
は
、
現
実
の
次
元
に
還
元
し
う
る
事
実
で
あ
っ

た
と
見
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
景
戒
や
そ
の
周
辺
の
沙
弥
集
団
の
観

音
信
仰
を
想
定
す
る
時
、
霊
異
記
に
多
く
の
観
音
信
仰
説
話
が
存
在
す
る
こ
と

の
意
味
は
、
こ
の
点
に
結
び
っ
け
て
理
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
第
一
の
夢
の
基
本
的
構
成
と
多
く
の
発
心
感
応
講

（
観
音
菩
薩
の
感
応
課
は
そ
の
有
力
な
一
群
で
あ
る
）
の
構
成
と
が
基
本
的
に

合
致
す
る
こ
と
も
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
夢
の
構
成
は
、
ｍ
漸
惚
の

念
を
発
す
↓
閉
夢
に
よ
る
聖
不
↓
倒
夢
解
き
（
事
実
の
成
立
）
、
と
整
理
し
う

る
が
、
こ
れ
は
霊
異
記
説
話
の
一
つ
の
類
型
的
構
成
法
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば

上
巻
１
８
話
は
観
音
悔
過
が
説
話
の
主
要
な
モ
メ
ン
ト
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、

こ
う
展
開
す
る
。

　
　
犬
和
の
国
葛
城
の
上
の
郡
の
持
経
者
は
、
幼
時
よ
り
法
華
経
を
諦
持
し
て

　
い
た
が
、
ど
う
し
て
も
一
字
だ
け
は
記
憶
で
き
な
い
。
そ
こ
で
観
音
に
よ
り

　
悔
遇
す
る
と
夢
に
人
が
現
れ
て
「
お
前
は
、
先
の
身
に
伊
予
国
別
の
郡
日
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ

　
部
の
猴
の
子
で
あ
っ
た
時
、
法
華
経
の
一
文
字
を
燈
に
焼
い
た
為
に
、
今
諦

　
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
往
っ
て
兄
よ
。
」
と
告
げ
る
。
伊
予
国
を
訪

　
ね
る
と
、
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
怨
病
や
不
具
の
身
を
得
た
者
が
、
「
宿
業
」
を
衛
ぢ
（
回
心
）
、
善
功
徳

を
修
め
よ
う
と
す
る
発
想
は
多
く
（
上
８
、
下
ｕ
、
下
３
４
な
ど
）
、
仏
菩
薩
は

ま
た
そ
れ
に
即
刻
応
え
て
く
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
　
「
我
先
の
世
に
布
施
の
行
を

　
　
　
と
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
や

修
せ
不
。
都
な
る
か
な
我
が
心
、
微
し
き
か
な
我
が
行
」
と
漸
惚
す
る
景
戒
の

心
性
も
、
同
様
の
パ
タ
ー
ン
で
現
出
す
る
。
第
一
の
夢
が
ど
れ
ほ
ど
事
実
性
を

持
つ
も
の
な
の
か
は
知
る
す
べ
も
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
時
、
そ

れ
は
全
体
と
し
て
在
俗
の
仏
教
者
や
沙
弥
集
団
の
意
識
信
仰
形
態
（
景
戒
の
信

仰
形
態
も
ま
た
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
）
の
現
実
に
立
ち
、
級
密
な
構
想
に
よ
っ

て
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
虚
構
の
「
事
件
」
で
あ
る
、
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
目
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
の
受
容

　
鶴
音
信
仰
の
霊
異
記
的
受
容
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
次
の
事
例
は
暗
示
に
富

ん
で
い
る
。

　
ま
ず
下
巻
１
３
話
。
坑
道
の
落
盤
に
で
あ
っ
た
男
が
法
華
写
経
の
大
願
と
観
音

像
図
絵
の
善
因
と
に
よ
っ
て
、
観
音
の
化
身
で
あ
る
沙
弥
僧
に
助
け
ら
れ
る
話
、

で
あ
る
。
か
っ
て
益
田
勝
実
氏
は
、
牧
田
諦
亮
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
資
料
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
が
ら
、
こ
の
話
を
観
音
霊
験
課
の
な
か
で
克
明
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
氏
は



こ
の
話
が
「
是
れ
乃
ち
法
花
経
の
神
力
、
観
音
の
最
買
な
り
」
と
矛
盾
し
た
結

び
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
中
国
説
話
と
の
関
係
を
、
「
景
戒
が
採
録

し
た
日
本
の
話
（
註
－
下
１
３
を
指
す
）
は
観
音
信
仰
と
は
縁
の
切
れ
て
い
な
い

話
」
で
あ
る
が
、
「
景
戒
に
も
す
で
に
『
請
観
世
音
経
』
の
『
経
の
説
話
』
と

し
て
の
こ
の
話
の
意
味
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
て
、
『
法
花
経
書
写
を
発
願

す
る
こ
と
の
功
力
と
い
う
『
法
の
説
話
』
１
教
理
の
具
現
ー
と
し
て
捉
え
直
し

て
い
た
」
、
つ
ま
り
「
観
音
信
仰
説
話
が
『
法
花
経
』
信
仰
説
話
に
変
態
し
よ

う
と
し
て
い
る
ま
さ
に
羽
化
直
前
の
姿
を
こ
こ
に
見
出
す
」
と
結
論
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

確
か
に
、
「
妻
子
栗
き
愁
へ
て
、
観
音
の
像
を
図
絵
し
、
経
を
写
し
福
力
を
迫

贈
し
て
、
七
日
を
経
る
こ
と
已
に
終
り
ぬ
。
時
に
独
穴
の
裏
に
居
て
念
は
く

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

『
吾
、
先
の
日
法
花
大
乗
を
写
し
奉
ら
む
と
願
ひ
て
、
未
だ
写
し
断
ま
ず
。
我

が
命
を
全
く
し
給
は
ば
、
我
、
必
ず
果
し
奉
ら
む
』
と
お
も
ふ
。
」
（
霊
異
記
）

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
、
　
「
ほ
と
け
を
か
き
経
を
写
し
云
々
。
我
む
か
し
法
花
経
か
き
奉
ら
む
と
い

、
　
　
、

ふ
願
を
お
こ
せ
り
云
々
。
」
（
三
宝
絵
。
法
華
験
記
も
同
趣
）
と
な
り
、
結
ぴ
も

「
是
れ
法
花
経
の
願
力
也
。
」
（
三
宝
絵
）
・
「
法
華
経
大
願
威
カ
」
　
（
験
記
）
の

よ
う
に
変
化
し
、
さ
ら
に
今
昔
物
語
巻
７
１
１
３
話
で
は
、
抗
道
に
飲
食
を
持
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

来
る
僧
の
出
現
す
ら
「
法
花
経
、
我
レ
ヲ
助
ケ
給
へ
－
…
」
の
願
い
に
応
じ
た

も
の
と
し
て
描
か
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
地
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
完

全
な
法
華
経
信
仰
説
話
な
い
し
地
蔵
信
仰
説
話
と
し
て
変
化
し
き
っ
て
い
く
。

「
法
花
の
威
神
」
と
「
観
音
の
験
力
」
と
を
併
せ
説
く
話
は
他
に
も
あ
る
（
前

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

出
上
巻
１
８
語
）
の
で
、
こ
の
場
合
の
結
び
は
必
ず
し
も
矛
盾
と
し
て
考
え
な
く

と
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
観
音
信
仰
が
一
応
法
華
信
仰
か
ら
独
立
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
た
当
時
の
一
般
的
あ
り
方
に
符
合
す
る
か
の
よ
う
に
、
霊
異
記
に
お
い
て
も

法
華
経
は
追
善
・
滅
罪
的
信
仰
の
傾
向
、
観
音
菩
薩
は
施
福
、
現
報
的
信
仰
の

傾
向
を
も
っ
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
上
記
の
話
の
変
遷
過
程

を
考
え
る
と
き
に
は
、
益
田
氏
の
見
解
は
ほ
ぼ
妥
当
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し

か
し
な
お
考
え
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
話
の
伝
え
る
観
音
に
対
す
る

信
仰
は
決
し
て
消
極
的
な
も
の
で
は
な
さ
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
理
由
は
、
第

一
に
、
影
響
関
係
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
「
冥
報
記
」
（
上
巻
７
語
）
と
こ
れ
を

比
較
す
る
と
、
彼
で
は
観
音
信
仰
の
形
を
減
し
一
般
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
此
で
は
観
音
信
仰
が
前
面
に
出
て
い
て
独
自
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
（
も

っ
と
も
こ
れ
は
法
華
経
信
仰
の
部
分
に
っ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）
、
次
に
、
観

音
は
こ
こ
で
は
化
応
身
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
す
の
で
あ

る
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
霊
異
記
の
観
音
信
仰
の
基
調
で
あ
る
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
話
の
観
音
信
仰
の
部
分
が
は
じ
め
か
ら
備
わ
っ
て
い
た
も

の
か
、
伝
承
の
過
程
で
増
大
し
た
も
の
か
に
っ
い
て
は
、
速
断
で
き
な
い
。
一

方
に
冥
報
記
の
よ
う
な
素
材
を
考
え
る
と
、
法
華
信
仰
の
部
分
を
も
合
め
て
そ

れ
ら
は
わ
が
国
の
土
壌
に
よ
っ
て
成
長
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
霊
異
記
が
こ
の
話
を
観
音
信
仰
に
基
づ
く
系
統
の
も
の

と
し
て
構
成
し
て
い
る
事
実
は
、
霊
異
記
の
作
者
集
団
な
い
し
景
戒
の
信
仰
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

態
の
あ
り
よ
う
を
無
視
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
上
巻
２
０
話
は
さ
ら
に
明
確
な
形
で
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

レ
“
　
延
興
寺
の
沙
門
恵
勝
は
、
平
生
の
時
湯
を
涌
か
す
分
の
薪
を
他
に
与
え
て

　
死
ぬ
。
（
…
）
。
寺
に
特
が
あ
り
仔
を
生
み
、
仔
牛
は
長
じ
て
薪
を
運
ぶ
労
役

　
に
使
わ
れ
て
い
る
（
四
）
。
知
ら
ぬ
僧
が
寺
門
に
来
て
、
「
恵
勝
法
師
は
浬
繁

　
経
を
よ
く
読
む
と
難
も
、
車
を
引
く
こ
と
能
わ
ず
」
生
言
う
（
働
）
。
牛
は

　
涙
し
て
な
げ
き
、
忽
に
し
て
死
ぬ
（
側
）
。

回
　
牛
の
御
者
が
僧
を
責
め
て
官
に
つ
ぎ
だ
す
が
、
官
が
僧
を
見
る
と
様
子
は

　
貴
く
常
人
の
さ
ま
で
は
な
い
。
絵
師
ら
を
召
し
て
描
か
せ
る
と
、
ど
れ
も
皆

　
観
音
菩
薩
の
像
で
あ
っ
た
。
僧
は
忽
然
と
消
え
て
し
ま
う
。

○
　
緒
び

　
こ
の
話
は
レ
リ
回
の
主
要
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
化
牛
償

債
課
に
属
し
、
話
の
展
開
と
し
て
は
レ
り
部
だ
け
で
一
応
完
結
し
、
そ
の
目
的
を

果
す
形
で
あ
る
。
回
部
は
後
日
講
的
付
加
で
あ
り
、
因
果
の
理
を
顕
わ
し
た

「
知
ら
ぬ
僧
」
に
つ
い
て
の
解
釈
的
描
写
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
話
と
す
れ
ば
鋤

部
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
話
の
真
実
性
を
印
象
づ
け
る
こ
と
を
狙
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
本
来
「
常
住
の
僧
の
物
を
食
ふ
こ
と
を
用
ゐ
ざ

れ
」
の
結
び
だ
け
で
よ
い
は
ず
の
も
の
を
、
　
「
観
音
の
示
す
と
こ
ろ
疑
ふ
べ
か

ら
ざ
る
を
」
と
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
話
は
テ
ー
マ
が
二
分

し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
中

一
八

国
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
っ
た
。

　
　
　
周
益
州
索
寺
慧
目
文
盗
僧
財
作
牛
事
鰍
験

　
…
慧
暴
姓
顧
氏
　
　
少
出
家
不
二
修
行
業
一
　
善
於
興
レ
販
　
嘗
当
衆
倉
厨

　
私
自
食
用
知
僧
財
畠
一
方
便
割
盗
働
後
遇
疫
而
終
遂
託
牛
腹
中
生
已
形

　
容
光
偉
蹄
角
円
好
　
衆
共
愛
惜
別
加
養
飼
　
於
一
時
駕
車
哉
竹
　
将
欲
上
坂

　
極
力
牽
挽
困
而
未
登
　
遂
両
膝
屈
地
肘
鼻
流
血
　
働
時
綿
州
隻
男
師
者
不
測

　
人
也
　
来
在
益
州
因
行
見
之
産
歎
日
　
此
人
也
　
乃
以
手
撮
牛
角
　
問
訊
牛

　
日
何
以
畏
公
償
債
辛
苦
　
↑
り
於
是
涙
下
如
雨
　
衆
僧
見
之
無
悲
慰
　
遂
報
畏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
弟
子
共
購
之
　
牛
不
食
数
日
　
於
是
而
終
（
「
釈
門
自
鏡
録
」
巻
下
）

　
上
２
０
は
、
従
来
冥
報
記
の
話
（
下
巻
ｕ
語
な
ど
）
と
の
み
関
係
さ
せ
て
説
か

れ
て
い
る
が
、
上
２
０
の
）
り
部
は
右
の
話
と
全
く
同
型
で
あ
る
。
「
釈
門
自
鏡
録
」

の
成
立
（
八
四
三
年
）
は
霊
異
記
よ
り
も
新
し
い
が
、
表
題
の
下
に
「
徴
験
伝
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
　
　
、
　
　
、

と
出
典
を
明
記
し
、
ま
た
「
周
益
州
云
々
」
と
あ
る
（
益
州
は
唐
以
前
の
州

名
）
こ
と
か
ら
、
す
で
に
早
く
か
ら
流
布
し
記
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
話
が
経
典
の
類
と
共
に
わ
が
国
に
伝
来
し

た
可
能
性
は
認
め
ら
れ
る
。
上
２
０
の
蜘
部
と
「
自
鏡
録
」
の
引
く
話
と
の
酷
似

－
上
２
０
が
「
自
鏡
録
」
に
比
べ
て
極
め
て
単
純
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
骨
格
は
そ
の
ま
ま
対
応
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
ー
が
、
何
よ
り
の
証
左
で
あ

る
。
広
め
て
言
え
ば
、
冥
報
記
下
巻
ｕ
話
も
「
自
鏡
録
」
と
同
系
の
話
で
あ
っ

て
、
上
２
０
の
原
典
を
こ
れ
と
す
る
説
も
ゆ
え
な
し
と
し
な
い
が
、
以
上
の
点
か



ら
、
話
型
と
し
て
は
む
し
ろ
「
自
鏡
録
」
の
よ
う
な
話
を
も
と
に
、
日
本
的
な

展
開
（
回
部
）
を
示
し
脹
ら
ん
だ
の
が
上
２
０
で
あ
っ
た
。

　
不
思
議
の
因
縁
を
顕
わ
す
験
力
を
持
つ
修
行
者
が
、
路
行
乞
食
の
外
形
で
あ

り
な
が
ら
聖
の
面
影
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
例
は
、
目
に
も
触
れ
る
よ
う
に
霊
異

記
に
は
多
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
観
音
と
明
記
す
る
上
２
０
の
よ
う
な
描
き
方
に

な
る
と
、
そ
こ
に
は
景
戒
の
観
音
信
仰
と
の
あ
ま
り
に
も
近
似
し
た
響
き
あ
い

を
見
る
の
で
あ
る
。

目

霊
験
謹
と
観
音

　
霊
異
記
が
私
度
的
、
沙
弥
的
な
立
場
で
の
布
教
活
動
を
基
盤
と
す
る
説
話
を

も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
っ
い
て
は
、
多
く
言
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
し
て
、
説
話
が
か
か
る
修
行
者
の
社
会
的
布
教
活
動
と
共
に
成
長
し
、

そ
の
よ
う
な
あ
り
方
と
対
応
し
あ
っ
て
霊
異
記
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

一
つ
と
し
て
、
「
聖
」
へ
の
共
感
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
霊
異
記
で
は
、
沙
弥
的
修
行
者
を
し
ぱ
し
ば
「
隠
人
の
聖
」
と
語
る
。
聖
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
仏
教
的
な
意
味
で
の
「
幽
顕
の
神
理
に
通
達
す
る
」
者
の
意
で
、
「
法
身
」
・

「
仏
身
」
の
意
に
等
し
い
。
従
っ
て
仏
菩
薩
の
称
と
し
て
表
わ
れ
る
の
は
当
然

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
修
行
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
二
っ
の
傾
向
が
あ
る

（
菩
薩
と
言
わ
れ
る
例
も
含
め
る
）
。
一
っ
は
聖
徳
太
子
（
上
４
）
、
道
照
（
上

２
２
）
、
役
小
角
（
上
２
８
）
、
行
基
（
中
７
他
）
、
良
弁
（
中
２
１
）
、
永
興
（
下
１
、

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

２
）
、
観
規
（
下
３
０
）
、
寂
仙
（
下
３
９
）
な
ど
で
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
高
名

な
、
先
達
と
意
識
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
の
優
婆
塞
、
沙
弥
時
代

を
理
想
化
し
て
捉
え
る
傾
向
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
説
話
の
伝
承

者
た
ち
が
自
ら
の
修
行
の
あ
り
方
を
説
話
の
中
に
投
影
し
、
理
想
化
し
な
が
ら

話
を
構
成
し
、
選
択
し
て
語
り
つ
い
で
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ

る
。
二
番
目
の
事
例
は
直
接
的
に
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
。

一
沙
弥
、
隠
人
の
聖
人
（
中
１
）

伊
勢
の
沙
弥
（
自
度
乞
食
）
↓
隠
身
の
聖
人
（
下
３
３
）

ズ
鏡
日
一
乞
食
一
↓
観
音
の
変
化
一
下
警

　
こ
れ
ら
に
は
、
乞
食
し
て
修
行
す
る
沙
弥
を
聖
と
見
る
思
想
が
明
確
で
あ

る
。
そ
し
て
、
路
行
乞
食
の
僧
（
上
１
０
、
上
１
５
、
上
１
９
、
上
２
９
、
中
１
５
、
下

１
４
、
下
１
５
な
ど
）
の
イ
メ
ー
ジ
も
こ
れ
に
重
層
し
て
い
る
。
彼
ら
が
私
度
や
乞

食
者
で
あ
り
な
が
ら
尊
ば
れ
る
の
は
、
「
僧
形
」
や
「
経
を
謂
持
す
る
」
こ
と

に
も
よ
る
が
、
よ
り
積
極
的
に
は
隠
身
の
聖
の
主
張
が
用
意
さ
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
霊
異
記
の
思
想
的
背
骨
に
浅
華
大
乗
の
主
張
が
位
置
す
る
こ
と
は
言
を
侯
た

　
　
　
　
　
　
　
¢

な
い
。
田
村
芳
朗
氏
に
よ
れ
ば
、
法
華
経
の
主
張
点
の
一
つ
は
「
菩
薩
行
道
」

と
い
う
「
現
実
の
人
間
的
活
動
」
（
実
践
）
の
哲
学
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
路

行
の
乞
食
者
な
い
し
沙
弥
た
ち
の
姿
は
衆
生
を
饒
益
し
歩
く
菩
薩
に
他
な
ら
な

い
。
ま
た
歴
史
的
に
は
、
奈
良
朝
後
期
は
聖
が
社
会
的
関
心
の
対
象
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
時
期
で
あ
っ
た
。
編
者
景
戒
の
眼
に
は
、
説
話
の
集

成
を
通
し
て
過
去
の
聖
の
活
動
を
再
評
伍
す
る
視
点
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
、
聖
像
の
二
つ
の
あ
り
方
は
必
然
的
に
重
な
り
あ
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。　

さ
て
、
隠
人
の
聖
が
観
音
信
仰
と
も
結
び
っ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
応

化
身
（
普
門
の
三
十
三
身
）
に
対
す
る
信
仰
が
強
く
働
い
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
観
音
に
関
わ
る
説
話
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
霊
異
記
の
な
か
で
多
少
な
り
と
も
観
音
信
仰
に
関
す
る
説
話
は
二
〇
例
ほ
ど

　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

（
上
６
，
１
５
，
１
７
，
１
８
，
２
０
，
３
０
、
趾
、
中
ｕ
，
１
７
，
３
４
，
３
６
，
３
７
，
４
２
、
下

３
・
７
・
１
２
・
１
３
・
３
０
・
跳
・
搬
）
で
あ
る
。
部
分
的
に
か
い
ま
見
る
だ
け
の

話
や
他
の
仏
菩
薩
信
仰
と
混
清
す
る
も
の
（
＊
印
）
を
除
く
と
十
数
話
と
な
る

が
、
種
々
の
仏
菩
薩
信
仰
の
な
か
で
観
音
に
っ
い
て
こ
れ
だ
け
の
話
が
あ
る
こ

と
は
、
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
を
孕
ん
で
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ち
な
み
に
、
何
ら
か
の
形
で
表
わ
れ
る
他
の
仏
菩
薩
（
人
物
に
付
会
し
た

例
は
含
め
な
い
）
を
拾
う
と
、
弥
勒
（
５
例
）
・
釈
迦
（
４
）
・
阿
弥
陀
（
３
）
・

薬
師
（
３
）
・
妙
見
（
３
）
・
吉
祥
天
（
２
）
な
ど
で
あ
り
、
観
音
に
対
す
る
信

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

仰
は
群
を
抜
い
て
い
る
。

　
っ
い
で
、
観
音
信
仰
説
話
の
内
容
を
、
ご
く
大
ま
か
に
類
別
し
て
み
よ
う
。

（
１
）
仏
身
奇
表
講

　
仏
身
の
不
思
議
（
常
住
不
変
）
を
説
く
語

二
〇

（
皿
）
感
応
課

　
↑
ｏ
　
危
難
か
ら
救
わ
れ
る
話

　
同
　
福
分
を
得
る
話

　
い
　
疫
病
を
癒
や
さ
れ
る
話

Ｈ
　
そ
の
他

　
（
１
）
は
、
観
音
像
が
火
災
に
あ
っ
て
焼
け
な
か
っ
た
話
（
中
３
７
）
、
切
断

さ
れ
た
像
の
首
が
お
の
ず
と
撃
が
り
（
中
３
６
）
、
盗
ま
れ
た
像
が
鷺
に
化
身
し

て
戻
る
話
（
中
１
７
）
、
　
（
皿
）
の
…
は
、
戦
難
に
遇
い
観
音
に
悉
り
生
命
を
全

う
し
た
話
（
上
６
、
上
１
７
、
下
７
）
、
落
盤
事
故
に
遇
い
助
か
る
話
（
下
１
３
）
、

同
は
財
福
を
得
る
話
（
上
３
１
、
中
３
４
、
中
４
２
、
下
３
）
、
い
は
、
盲
を
開
き
（
下

１
２
）
、
怨
病
が
快
癒
す
る
話
（
下
３
４
）
な
ど
で
あ
る
。
　
も
と
も
と
、
仏
菩
薩

（
像
）
や
経
典
に
ま
つ
わ
る
霊
験
謂
こ
そ
は
、
仏
法
の
奇
異
な
る
験
力
を
通
し

て
衆
生
を
教
化
す
る
仏
教
説
話
集
霊
異
記
の
、
本
質
的
部
分
で
あ
る
と
も
言
え

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
霊
験
講
全
体
（
約
五
十
話
）
の
な
か
で
観
音
信
仰
説

話
の
傾
向
を
考
え
る
と
、
　
（
１
）
の
奇
表
課
は
他
の
仏
菩
薩
や
経
典
の
霊
験
課

と
比
較
し
て
特
に
多
く
は
な
く
、
内
容
も
同
類
で
あ
る
。
が
、
　
（
皿
）
の
感
応

課
で
は
圧
倒
的
に
観
音
信
仰
の
話
の
比
率
は
高
く
、
と
り
わ
け
同
の
財
福
を
得

る
話
は
最
も
観
音
信
仰
ら
し
い
特
徴
を
示
す
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
他
の
仏
菩
薩
に
対
す
る
信
仰
の
説
話
（
霊
験
課
）
と
の
違
い
を
考

慮
に
入
れ
な
が
ら
、
観
音
信
仰
説
話
か
ら
と
り
出
し
う
る
特
質
を
結
論
的
に
示



す
な
ら
ば
、
ま
ず
現
世
利
益
的
信
仰
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
他
の
霊
験
謹
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

般
に
つ
い
て
も
言
い
う
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
霊
異
記
が
「
善
悪
現
報
」
謹
を

編
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
説
話

の
主
人
公
た
ち
が
観
音
に
葱
り
念
じ
期
待
し
た
も
の
は
、
富
財
宝
と
飲
食
と
を

筆
頭
と
し
て
、
怨
病
の
治
癒
や
危
難
か
ら
の
救
出
で
あ
り
好
き
女
で
さ
え
あ
っ

た
と
い
う
よ
う
に
、
総
じ
て
現
世
を
安
穏
に
生
き
過
ぐ
べ
き
事
柄
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
次
に
は
、
そ
れ
ら
の
願
望
の
実
現
（
善
報
）
を
感
応
の
霊
異
と
い
う
形
で

語
る
の
が
観
音
信
仰
説
話
の
本
質
で
あ
り
、
ま
た
感
応
の
方
法
も
、
あ
ら
ゆ
る

人
の
形
に
化
身
し
て
現
世
に
現
わ
れ
る
（
観
音
の
化
応
は
僧
な
い
し
沙
弥
に
限

ら
な
い
）
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
感
応
に
至
る
手
段
、
契
機
が
き
わ
め
て
単
純

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
称
名
、
称
念
に
よ
る
現
報
を
語
る
も
の
（
上

６
、
上
３
１
、
下
１
２
な
ど
）
が
観
音
信
仰
の
話
に
目
立
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
事

＠
実
は
、
造
塔
造
仏
や
写
経
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
供
養
し
念
謂
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
霊
験
が
開
か
れ
る
と
す
る
霊
異
記
の
主
張
の
な
か
に
あ
っ
て
、
注
目
さ
れ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
奈
良
朝
の
仏
教
は
来
世
信
仰
に
お
い
て
深
ま
ら
ず
、
呪
術
的
、
現
世
利
益
的

色
調
の
濃
い
「
罪
福
と
因
呆
」
の
主
張
を
主
と
し
て
展
開
し
た
と
言
わ
れ
る
。

僧
尼
令
や
養
老
元
年
詔
、
同
六
年
官
奏
な
ど
に
よ
れ
ば
、
民
間
の
仏
教
活
動

（
者
）
に
対
し
て
律
令
国
家
が
恐
れ
て
い
た
の
は
、
「
罪
福
の
因
果
」
を
説
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

仏
験
を
「
妖
言
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
森
竜
吉
氏
は
「
因
果
と
罪
福
」
の
思

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

想
に
っ
い
て
、
「
過
去
と
未
来
の
二
っ
の
世
界
を
設
定
し
て
不
可
能
な
原
因
を

経
験
外
の
世
界
に
想
定
す
る
」
点
で
、
そ
れ
は
今
ま
で
人
々
の
世
界
観
を
律
し

て
い
た
呪
術
に
替
わ
る
画
期
的
な
説
明
原
理
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は

「
呪
術
を
本
質
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
機
能
を
吸
収
し
、
高
い

次
元
で
再
生
産
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
初
期
仏
教
の
性
格
の
上
に
、
観
音
信
仰
説
話
の
特
徴
を
考
え
る

な
ら
ば
、
そ
こ
に
最
も
民
俗
的
伝
統
的
な
立
場
を
基
底
と
し
て
受
容
さ
れ
た
、

一
つ
の
仏
教
理
解
の
あ
り
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

岡
　
観
音
霊
験
課
の
特
質

　
さ
て
、
上
に
見
た
よ
う
な
観
音
信
仰
の
性
向
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
説

話
は
、
前
記
同
の
財
福
を
得
る
話
群
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
話
群
に
は
、
民
間

口
承
的
（
民
話
的
）
な
方
法
と
し
て
の
一
つ
の
話
型
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
な
か
で
説
話
と
し
て
一
番
脹
ら
み
を
持
っ
と
思
わ
れ
る
中
巻
３
４

話
（
孤
嬢
女
懸
二
敬
観
音
銅
像
二
一
小
二
奇
奉
得
二
現
揮
縁
）
を
、
中
巻
１
４
話
（
窮

女
王
帰
二
敬
吉
祥
天
女
像
一
得
二
現
報
一
縁
）
と
の
比
較
に
よ
っ
て
見
て
み
ょ
う

（
中
１
４
は
吉
祥
天
の
霊
験
課
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
観
音
霊
験
謹
と
同
質
に
み
う

る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
）
。
二
話
は
類
縁
性
が
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

　
蜘
　
貧
し
い
女
人
が
逼
迫
し
て
仏
像
に
財
福
を
願
う
。

回
女
人
の
家
に
客
人
の
あ
る
由
を
伝
聞
し
た
知
人
が
、
食
物
を
持
ち
来
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

　
　
る
。
女
人
は
衣
裳
を
お
礼
に
与
え
る
。

　
○
　
後
日
、
そ
の
衣
裳
に
よ
っ
て
知
人
は
仏
の
化
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明

　
　
す
る
。

　
帥
　
結
び

と
い
う
構
造
の
話
型
が
抽
出
で
き
る
。

　
話
型
を
持
つ
話
群
が
霊
異
記
に
は
幾
つ
か
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
民
問
布

教
を
背
景
に
構
成
さ
れ
、
か
っ
同
質
的
な
集
団
に
よ
っ
て
管
理
伝
承
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
今
の
場
合
は
、
そ
の
テ
ー
マ
が
、
民

衆
の
語
り
っ
い
だ
民
話
の
本
質
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
贈
物
や
授
宝
と
重
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
数
あ
る
霊
験
講
の
な
か
で
な

ぜ
右
の
話
群
の
み
が
話
型
を
創
り
あ
げ
て
い
る
の
か
、
に
も
関
わ
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
来
、
霊
験
講
に
は
益
田
勝
実
氏
の
命
名
さ
れ
た
「
経
の
説
話
」
的
傾
向
が
強

か
っ
た
と
思
わ
れ
、
観
音
信
仰
説
話
に
も
そ
れ
ら
し
い
話
は
、
上
巻
６
話
・
同

１
７
話
な
ど
阜
い
時
期
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
。
右
の
話
群
も
普
門
晶
の
一
句
、

「
生
け
る
者
た
ち
が
困
窮
し
て
無
量
の
苦
し
み
に
せ
め
ら
れ
て
も
、
観
音
妙
智

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
力
は
よ
く
世
間
の
苦
し
み
を
救
う
で
あ
ろ
う
」
な
ど
を
源
と
し
た
話
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
れ
が
一
般
化
し
、
民
間
の
土
壌
に
根
を
下
ろ
し
、
独
自
の
話
型

を
創
り
あ
げ
る
に
至
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
民
問
布
教
の
場
で
繰
り
返
し
語
ら

れ
た
こ
と
と
共
に
、
民
話
の
世
界
で
人
々
が
望
み
期
待
し
た
テ
ー
マ
と
の
重
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

り
を
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
民
衆
が
仏
法
に
期
待
す
る
現
実

的
願
い
と
民
話
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
テ
ー
マ
と
の
結
び
っ
き
が
、
観
音
の
感
応
課

と
い
う
形
で
展
開
し
た
話
で
あ
り
、
民
衆
が
潜
在
的
に
持
っ
願
望
の
世
界
を
、

可
視
的
、
具
体
的
な
現
前
の
仏
像
を
媒
介
と
し
な
が
ら
説
話
化
さ
れ
た
話
で
あ

る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
話
型
を
持
つ
も
の
は
必
然
的
に
説
話
と
し
て
の
展
開
が
制
隈
さ

れ
が
ち
で
あ
る
が
、
右
の
場
合
、
中
１
４
に
比
し
て
中
３
４
は
話
型
を
質
的
に
変
化

さ
せ
た
側
面
を
も
持
っ
て
い
る
。
特
に
「
存
ン
身
元
ソ
便
」
「
孤
嬢
」
と
い
う
主
人

公
の
属
性
か
ら
、
「
里
有
二
富
者
一
妻
死
而
燦
」
で
あ
る
男
性
が
設
定
さ
れ
て
、

「
孤
嬢
」
と
「
男
や
も
め
」
を
軸
と
す
る
葛
藤
が
さ
ら
に
副
次
的
な
テ
ー
マ

（
◎
部
と
呼
ぷ
）
を
創
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
◎
部
は
、
貧
し
い
女

人
が
仏
に
願
い
財
物
を
得
る
と
い
う
単
純
な
因
果
応
報
的
モ
チ
ー
フ
に
肉
づ
け

を
し
、
そ
の
描
写
の
現
実
性
と
迫
真
性
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
話
の
説
話
文
学
と

し
て
の
深
ま
り
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
◎
部
は
話
の
形
成
過
程
か
ら
す

る
な
ら
ば
後
次
的
発
展
で
あ
る
。
中
１
４
や
前
掲
同
の
諸
話
と
比
較
す
れ
ば
そ
れ

は
明
ら
か
で
、
貧
し
い
女
人
の
願
い
（
帥
部
）
に
対
し
て
菩
薩
が
感
応
し
給

う
（
回
部
）
の
が
、
も
と
も
と
の
骨
組
み
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
中
３
４
で

は
、
レ
り
部
の
あ
と
に
向
部
の
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
状
態
が
重
層
的
に
描
か
れ
、
感

応
の
奇
異
が
導
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
話
型
の
枠
組
み
と
話
が
話
を
呼
ぷ
世
間
話

的
な
要
素
と
が
均
衡
を
保
ち
っ
っ
、
複
線
的
な
構
造
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ



る
Ｑ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
説
話
は
「
奇
異
な
る
事
実
」
、
「
信
ぜ
ら
れ
る
事
実
」
を
語
る
文
学
で
あ
る
、

と
す
る
定
義
が
あ
る
。
こ
こ
で
語
る
に
値
す
る
奇
異
な
る
「
事
実
」
と
は
、
説

話
の
多
く
が
自
ら
語
る
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
非
日
常
性
を
内
容
と
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
奇
異
性
に
現
実
感
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
の
が
、
事
実
や
日
常
的

次
元
（
人
物
・
場
所
・
時
日
な
ど
）
に
付
会
し
て
語
る
方
法
で
あ
る
。
と
い
う

よ
り
も
、
日
常
的
、
人
間
的
次
元
に
お
け
る
興
味
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
そ
の

世
界
は
途
方
も
な
い
展
開
や
解
決
に
裏
う
ち
さ
れ
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
を
、

世
問
話
と
し
て
の
説
話
は
持
っ
て
い
る
。

　
右
の
話
群
で
も
仏
菩
薩
が
当
然
奇
異
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
位
置
し
、
そ

こ
を
軸
に
話
型
が
整
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
の
目
的
は
、
「
菩
薩
の
感

応
し
賜
る
こ
と
を
」
（
中
１
４
）
、
「
観
音
の
示
す
所
な
る
を
」
（
中
３
４
）
の
結
び
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
霊
験
の
確
か
さ
を
説
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が

中
３
４
の
よ
う
な
話
に
な
る
と
、
霊
験
の
現
象
す
る
過
程
が
、
女
人
の
状
況
に
即

し
た
描
写
－
－
勿
論
、
そ
れ
は
説
話
ら
し
い
簡
潔
な
文
体
で
は
あ
る
が
１
に
よ
っ

て
、
心
理
の
緊
迫
や
行
動
の
必
然
性
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
形
で
配
置
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
女
人
の
状
況
に
即
し
た
描
写
の
具
体
性
と
は
、
言
っ
て
み
れ

ぱ
、
語
り
手
の
側
に
お
け
る
個
的
な
人
問
の
発
見
で
も
あ
ろ
う
。
中
３
４
は
、
語

り
手
の
人
間
認
識
に
支
え
ら
れ
て
話
型
を
質
的
に
変
化
せ
し
め
、
豊
か
な
説
話

化
に
成
功
し
て
い
る
ム
」
言
え
よ
う
が
、
更
に
、
や
は
り
こ
の
話
の
構
想
力
に
あ

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

ず
か
る
要
因
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
中
３
４
を
含
む
話
群
は
貧
し
い
女
人
を
主
人
公
と
す
る
の
が
特
徴
で
あ

　
　
　
　
　
　
＠

る
。
中
村
恭
子
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
仏
教
の
伝
統
的
女
性
観
か
ら
す
れ

ば
、
霊
異
記
が
全
体
の
始
ほ
ど
の
話
に
女
性
を
登
場
さ
せ
、
し
か
も
在
俗
の
女

性
に
っ
い
て
多
く
語
る
こ
と
、
こ
れ
ら
「
慈
悲
深
い
善
女
」
や
「
ひ
た
む
き
な

信
の
道
を
歩
む
女
性
」
の
救
済
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
事
実
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
民
問
布
教
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
階
層
を
対
象
に
教
化

を
行
な
っ
て
い
た
の
か
を
示
す
も
の
で
な
く
し
て
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
編
者
景

戒
に
と
っ
て
優
れ
た
先
達
で
あ
り
指
標
で
も
あ
っ
た
行
基
と
そ
の
集
団
の
活
動

に
つ
い
て
語
る
説
話
に
も
、
女
性
の
救
い
を
説
く
話
は
多
い
。
こ
の
傾
向
は
、

菩
薩
の
利
他
行
の
民
間
活
動
に
お
け
る
具
体
化
の
あ
ら
わ
れ
と
捉
え
ら
れ
よ

う
。
右
の
話
群
に
も
そ
の
よ
う
な
民
問
布
教
の
場
を
想
定
で
き
る
。
貧
し
い
女

人
の
心
に
下
り
立
ち
願
望
に
応
え
魂
を
救
お
う
と
す
る
志
向
に
は
、
霊
異
記
説

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

話
の
「
人
間
的
」
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
や
や
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
次
に
は
観
音
菩
薩
の
変
幻
自
在
の
化
身
性
と
現

報
の
速
効
性
に
対
す
る
信
仰
で
あ
り
、
そ
れ
が
民
衆
の
現
実
的
願
望
を
包
括
し

や
す
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
授
福
の
信
仰
が
分
か
ち
が
た
く

結
合
し
、
む
し
ろ
そ
れ
は
観
音
信
仰
に
独
自
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
前
掲
中

１
４
は
実
は
吉
祥
天
の
感
応
講
で
あ
る
の
に
、
景
戒
は
「
菩
薩
の
賜
ふ
と
こ
ろ
」

と
結
ん
で
い
る
。
吉
祥
天
は
い
わ
ゆ
る
天
衆
で
あ
っ
て
菩
薩
で
は
な
い
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

話
や
中
１
３
（
吉
祥
天
が
僧
の
夢
に
現
わ
れ
て
婚
う
話
）
に
よ
っ
て
推
す
と
、
夢

や
化
現
に
よ
っ
て
感
応
す
る
と
い
う
信
仰
が
吉
祥
天
に
っ
い
て
も
持
た
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
吉
祥
天
が
観
音
菩
薩
と
同
質
的
に
見
ら
れ
て
い
た

　
ゆ

こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
化
現
と
授
福
の
モ
チ
ー
フ
は
観
音
信
仰
独

特
の
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
少
な
く
と
も
中
１
４
な
い
し
右
の
話
群
に

お
け
る
景
戒
の
意
識
で
は
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
授
福
の
テ
ー
マ
が
大
安
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

文
六
と
結
び
語
ら
れ
る
中
２
８
で
は
、
知
ら
ぬ
間
に
銭
が
女
の
家
に
運
ば
れ
、
短

冊
に
よ
っ
て
修
多
羅
宗
の
銭
と
判
明
す
る
の
で
あ
り
、
観
音
系
の
も
の
が
知
人

　
、
　
　
、

に
化
現
す
る
の
と
の
差
異
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
化
現
の
菩
薩
の

悌
に
、
修
行
者
は
自
ら
の
姿
を
投
影
し
て
説
話
を
語
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
右
の
よ
う
な
話
群
は
、
女
人
の
救
済
と
い
う
あ

る
意
味
で
非
仏
教
的
な
課
題
を
消
化
し
よ
う
と
す
る
情
熱
と
、
菩
薩
の
化
現
を

疑
わ
な
い
信
仰
の
強
さ
と
が
支
え
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
し
、

霊
異
記
の
作
者
集
団
な
い
し
景
戒
に
と
っ
て
、
最
も
力
を
こ
め
て
語
る
べ
き
種

類
の
説
話
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え

ば
、
我
々
は
中
３
４
の
よ
う
な
話
の
造
型
に
、
　
「
作
者
」
景
戒
の
人
間
を
見
る
確

か
な
目
差
し
と
信
仰
の
熱
い
息
吹
と
を
感
ぜ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。

，
　
陶
　
む
　
す
　
び

霊
異
記
説
話
の
一
側
面
と
し
て
、

現
世
的
、
実
利
的
な
民
衆
の
世
界
観
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

く
合
致
し
て
受
容
さ
れ
構
成
さ
れ
た
観
音
霊
験
誤
の
様
相
が
あ
り
、
そ
の
基
底

に
認
め
ら
れ
る
化
応
身
観
音
菩
薩
に
対
す
る
信
仰
と
、
そ
れ
に
密
着
し
て
捉
え

ら
れ
る
沙
弥
聖
の
修
行
に
対
す
る
共
感
と
は
、
霊
異
記
を
流
れ
る
一
っ
の
内

的
、
思
想
的
要
素
で
あ
っ
た
。

　
霊
異
記
に
続
く
説
話
集
、
今
昔
物
語
巻
１
６
を
占
め
る
観
音
霊
験
謂
の
様
相

に
も
ま
た
、
庶
民
の
現
世
的
な
願
望
を
託
し
た
も
の
と
し
て
の
性
格
が
顕
著
に

窺
え
る
。
そ
こ
で
は
因
に
見
た
話
の
型
が
さ
ら
に
変
形
発
展
し
て
一
つ
の
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
得
て
い
る
し
、
柳
田
国
男
氏
が
「
藁
し
べ
長
者
と
蜂
」
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う

に
、
固
有
の
民
俗
的
世
界
観
に
根
ざ
す
民
話
的
モ
チ
ー
フ
が
観
音
信
仰
と
契
合

し
て
、
す
ぐ
れ
た
説
話
を
生
ん
で
い
る
（
巻
１
６
－
２
８
語
）
。
そ
し
て
ま
た
、
霊

異
記
を
原
拠
と
し
同
じ
く
民
話
的
素
材
と
の
交
渉
が
見
ら
れ
る
巻
１
６
－
１
６
話

が
、
今
昔
物
語
で
は
観
音
霊
験
謂
と
し
て
再
生
し
て
い
る
。
一
方
で
、
古
代
末

期
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
浄
土
教
の
信
仰
に
よ
り
来
世
へ
の
志
向
が
深
ま
る
な

か
に
お
い
て
、
今
昔
物
語
の
観
音
霊
験
課
が
著
し
く
云
統
的
民
俗
的
世
界
観
と

関
わ
り
な
が
ら
独
特
の
説
話
を
形
づ
く
っ
て
い
る
事
実
は
、
本
論
に
も
触
れ
て

き
た
観
音
信
仰
の
性
格
と
関
連
し
て
、
問
題
に
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
今
昔

物
語
に
お
い
て
展
開
す
る
観
音
霊
験
課
を
、
そ
の
我
国
に
お
け
る
定
着
を
示
す

一
つ
の
姿
と
す
れ
ば
、
原
形
は
す
で
に
し
て
霊
異
記
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
か
く
も
霊
異
記
を
通
し
て
見
ら
れ
る
観
音
菩
薩
は
、
民
衆
に
と
っ
て
現



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

世
と
現
世
な
ら
ぬ
世
界
と
を
っ
な
ぐ
幻
視
の
媒
介
者
（
新
し
い
神
）
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
、
現
報
と
い
う
き
わ
め
て
日
常
的
、
現
実
的
次
元
で
の
教
理
を
説
く
こ

れ
ら
の
話
を
、
恰
も
神
話
や
民
話
を
信
じ
た
よ
う
に
、
現
実
に
ど
こ
か
で
現
わ

れ
た
、
そ
し
て
い
っ
し
か
現
わ
れ
う
る
奇
異
な
る
話
と
聞
き
、
恐
れ
、
期
待
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
す
ぐ
れ
て
現
実
的
、
肯
定
的
な
我
国

　
　
　
　
　
　
　
＠

の
伝
統
的
な
人
世
観
を
丸
抱
え
に
し
た
ま
ま
、
巧
妙
に
根
を
下
ろ
し
っ
っ
あ
っ

た
仏
教
の
説
話
的
表
現
で
あ
っ
た
、
と
も
言
え
よ
う
。

　
　
註

　
¢
　
小
稿
で
は
、
増
補
の
可
能
性
を
認
め
つ
つ
、
最
終
的
に
は
す
べ
て
景
戒

　
　
の
手
に
よ
っ
た
と
考
え
て
お
く
。

　
＠
　
堀
一
郎
『
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
Ｈ
』
、
第
四
篇
第
三
章
第
二
節
、

　
　
Ｐ
３
０
。

　
　
　
益
田
勝
実
「
経
の
説
語
－
観
音
霊
験
揮
の
変
貌
－
」
（
日
本
文
学
、
昭

　
　
４
５
・
７
）

　
＠
　
我
国
の
観
音
信
仰
が
多
く
普
門
晶
別
行
で
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ

　
　
と
を
は
じ
め
、
観
音
信
仰
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
速
水
侑
氏
『
観
音
信

　
　
仰
』
（
塙
選
書
）
参
照
。

　
◎
　
　
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
５
１
巻

　
＠
　
聖
は
歴
史
的
に
ま
た
思
想
的
に
多
様
た
あ
り
方
を
し
て
い
る
が
、
い
ま

　
　
か
り
に
堀
一
郎
氏
（
前
掲
書
目
、
第
一
篇
第
一
章
第
一
節
、
Ｐ
６
）
の
ご

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語

　
く
一
般
的
な
規
定
を
用
い
た
。

＠
　
田
村
芳
朗
『
法
華
経
』
（
中
公
新
書
）

◎
　
大
隅
和
雄
「
聖
の
宗
教
活
動
」
（
『
日
本
宗
教
史
研
究
１
』
所
収
）

　
　
入
部
正
純
氏
の
「
霊
異
記
の
仏
菩
薩
信
仰
」
（
文
学
語
学
、
第
５
４
号
）

　
に
も
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。

＠
　
他
に
は
釈
迦
如
来
の
二
例
（
下
２
５
・
下
３
２
）
が
あ
る
の
み
で
、
し
か
も

　
こ
れ
は
類
語
で
あ
る
。

＠
　
森
竜
吉
『
親
鴛
、
そ
の
思
想
史
』
、
Ｐ
３
４
。

＠
　
紀
野
一
義
訳
『
法
華
経
』
（
世
界
古
典
文
学
全
集
、
『
仏
典
皿
』
）
に
よ
る
。

＠
　
長
野
嘗
一
『
説
話
文
学
辞
典
』
、
概
説
の
項
。

＠
　
中
村
恭
子
『
霊
異
の
世
界
』
、
Ｐ
…
。

＠
　
益
田
勝
実
氏
は
、
『
説
語
文
学
と
絵
巻
』
の
な
か
で
霊
異
記
説
語
の
文

　
学
性
に
鋭
く
迫
ら
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
「
人
間
的
」
で
あ
る
こ
と

　
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

＠
　
　
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
「
吉
祥
天
を
観
自
在
の
所
変
又
は

　
そ
の
春
属
と
な
す
」
考
え
方
は
古
く
、
そ
の
典
拠
は
、
『
犬
吉
祥
天
女
十

　
二
名
号
経
』
、
『
蘇
悉
地
掲
躍
経
』
に
あ
る
と
い
う
。

＠
　
　
「
昔
語
と
文
学
」
所
収
（
定
本
柳
田
国
男
集
、
第
六
巻
）

＠
　
家
永
三
郎
『
日
本
思
想
史
に
於
け
る
否
定
の
論
理
の
発
達
』
所
収
の
同

　
名
論
文
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五


	（一）　景戒と観音
	（二）　霊異記における観音の受容
	（三）霊験譚と観音
	（四）　観音霊験譚の特質
	（五）　む　す　び



