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巻
十
一
第
三
十
話
を
中
心
に

小

林

純

子

問
題
の
所
在

『
今
昔
物
語
集
﹄
︵
以
下
﹃
今
昔
﹄
と
略
す
︶
巻
第
十
一
第
三
十
話
﹁
天
智
天

皇
御
子
始
笠
置
寺
語
﹂
は
︑
す
で
に
類
話
と
し
て
﹃
伊
呂
波
字
類
抄
﹄
︑
﹃
阿
婆

縛
抄
﹄
︑
護
国
寺
本
﹃
諸
寺
縁
起
集
﹄
︑
﹃
大
日
本
仏
教
全
書
﹄
︑
等
の
存
在
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
比
較
対
照
表
を
作
成
す
る
と
︑
別
表
の
と
お
り
で
あ

る
︒
こ
れ
に
従
っ
て
︑
並
行
す
る
説
話
の
枠
組
み
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
項
を

取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

⑴

天
智
天
皇
の
皇
子
の
紹
介
︒

⑵

皇
子
が
猟
に
出
掛
け
︑
鹿
を
追
う
︒

⑶

皇
子
の
乗
っ
た
馬
が
崖
の
上
で
立
ち
往
生
す
る
︒

⑷

皇
子
が
馬
と
と
も
に
死
に
そ
う
に
な
る
︒

⑸

皇
子
が
弥
勒
を
刻
む
か
わ
り
に
︑
命
を
助
け
て
ほ
し
い
と
誓
約
す
る
︒

⑹

た
ち
ま
ち
馬
が
後
戻
り
し
て
皇
子
は
助
か
る
︒

⑺

皇
子
は
笠
を
目
印
に
し
て
帰
る
︒

⑻

後
日
︑
皇
子
は
そ
の
場
所
を
訪
れ
る
︒

⑼

天
人
が
顕
わ
れ
︑
皇
子
を
助
け
よ
う
と
す
る
︒

⑽

あ
た
り
が
暗
闇
と
な
り
︑
雲
が
晴
れ
る
︒

⑾

皇
子
は
︑
弥
勒
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
︒

＊

⑿

皇
子
は
礼
拝
し
て
帰
る
︒
︵
今
昔
︑
ノ
ミ
︶

⒀

笠
置
寺
の
名
前
の
由
来
︒
︵
今
昔
︑
ノ
ミ
︶

⒁

弥
勒
を
信
仰
す
れ
ば
︑
覩
卒
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
る
と
い

う
︒
︵
縁
起
︑
ナ
シ
︶

⒂

良
弁
に
よ
る
寺
の
繁
栄
︒
︵
今
昔
︑
ノ
ミ
︶

笠
置
寺
に
関
す
る
説
話
の
諸
本
及
び
変
容
・
伝
播
の
研
究
に
関
し
て
は
︑
田
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中
尚
子
氏①
・
中
山
一
磨
氏②
に
よ
っ
て
詳
細
な
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
中
山
氏

は
田
中
氏
の
見
解
を
再
検
討
さ
れ
︑
﹃
大
日
本
仏
教
全
書
﹄
の
﹃
笠
置
寺
縁
起
﹄

を
笠
置
寺
に
現
存
す
る
原
本
に
立
ち
返
り
成
立
過
程
の
考
証
を
さ
れ
︑
天
文
七

年
︵
一
五
三
八
年
写
︶
版
を
﹃
天
文
縁
起
﹄
と
さ
れ
た
︒
ま
た
諸
本
の
比
較
検

討
を
す
る
た
め
に
﹃
天
文
縁
起
﹄
の
話
の
構
成
を
①
﹁
天
智
天
皇
皇
子
弥
勒
彫

顕
譚
﹂
︑
②
﹁
天
武
開
山
譚
～
第
八
十
四
代
順
徳
院
時
︑
院
庁
下
文
の
事
﹂
︑
③

﹁
第
九
十
八
代
後
醍
醐
天
皇
時
︑
元
弘
戦
譚
﹂
と
三
分
割
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑

①
の
部
分
が
か
な
り
早
い
段
階
で
成
立
し
て
お
り③
︑
﹃
伊
呂
波
字
類
抄
﹄
や

﹃
阿
婆
縛
抄
﹄
は
﹃
天
文
縁
起
﹄
①
か
ら
の
抄
出
︑
護
国
寺
本
﹃
諸
寺
縁
起
集
﹄

は
①
の
天
智
天
皇
皇
子
弥
勒
彫
顕
譚
の
部
分
の
縁
起
の
異
本
と
二
系
統
に
分
類

さ
れ
た④
︒
こ
の
二
系
統
の
内
︑
﹃
今
昔
﹄
が
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
を
考
察
す
る

た
め
に
︑
中
山
氏
の
説
を
ふ
ま
え
①
の
弥
勒
彫
顕
の
記
述
を
次
の
よ
う
に
分
類

し
た
︒

�
天
智
天
皇
の
皇
子
が
弥
勒
を
彫
ろ
う
と
悩
ん
で
い
る
と
﹁
天
人
﹂
が
顕
れ

て
彫
っ
た
︒

�
天
智
天
皇
の
皇
子
が
弥
勒
を
彫
ろ
う
と
悩
ん
で
い
る
と
﹁
一
人
童
子
﹂
が

現
れ
て
彫
る
の
を
助
け
た
︒

前
者
は
﹃
天
文
縁
起
﹄
①
か
ら
の
抄
出
と
さ
れ
た
﹃
伊
呂
波
字
類
抄
﹄
や

﹃
阿
婆
縛
抄
﹄
の
説
話
で
あ
り
︑
﹃
今
昔
﹄
と
同
一
系
統
の
も
の
で
あ
る
︒
後
者

は
異
本
で
あ
る
と
さ
れ
た
護
国
寺
本
﹃
諸
寺
縁
起
集
﹄
の
説
話
で
あ
る
︒
近
世

に
お
い
て
は
﹁
弥
勒
﹂
へ
の
関
心
が
よ
り
薄
れ
﹁
天
人
﹂
の
記
述
は
見
ら
れ
な

く
な
る
︒
例
を
あ
げ
る
と
﹃
扶
桑
京
華
志
﹄
﹃
雍
州
府
志
﹄
に
お
い
て
は
︑
山

神
の
怒
り
は
嵐
と
な
っ
て
現
れ
︑
そ
の
鎮
静
化
は
虚
空
蔵
の
助
け
に
よ
っ
て
図

ら
れ
る
こ
と
を
祈
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹃
山
州
名
跡
志
﹄
で
は
︑
弥
勒
彫
顕

で
は
な
く
精
舎
建
立
を
お
こ
な
う⑤
︒
つ
ま
り
時
代
の
変
容
と
と
も
に
弥
勒
の
重

要
性
は
語
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
﹃
今
昔
﹄
に
お
い
て
は
︑
弥
勒
と
笠
置
寺
の
関
係
は
濃
厚
で
あ
る
︒

話
末
評
語
に
お
い
て
も
笠
置
寺
に
あ
る
弥
勒
に
傾
首
す
る
事
に
よ
り
往
生
で
き

る
こ
と
が
説
か
れ
る
︒
ま
た
笠
置
寺
の
弥
勒
の
あ
り
が
た
さ
を
説
く
た
め
に

﹁
天
人
﹂
と
﹁
弥
勒
﹂
が
関
連
付
け
て
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

『
今
昔
﹄
の
説
話
内
容
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
今
仮
に
﹃
阿

娑
縛
抄
﹄
に
沿
っ
て
概
要
を
記
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

⑴
天
智
天
皇
の
皇
子
が
︑
猟
を
好
み
︑
猪
鹿
を
﹁
殺
害
﹂
し
て
い
た
︒
⑵
皇

子
は
︑
諸
臣
と
と
も
に
︑
笠
置
山
の
峯
に
入
り
︑
鹿
を
追
っ
た
︒
⑶
と
こ
ろ
が
︑

﹁
高
岸
﹂
に
臨
ん
で
︑
急
に
馬
が
倒
れ
て
し
ま
う
︒
馬
は
四
足
を
一
箇
所
に
揃

え
て
立
つ
ほ
ど
の
崖
で
身
動
き
が
で
き
な
か
っ
た
︒
⑷
皇
子
は
︑
こ
の
ま
ま
馬

と
一
緒
に
命
を
落
す
こ
と
を
恐
れ
︑
⑸
﹁
山
神
鬼
魅
﹂
に
対
し
て
︑
も
し
わ
が

命
を
助
け
て
も
ら
え
ば
︑
﹁
弥
勒
像
﹂
を
彫
る
と
誓
約
し
た
︒
⑹
た
ち
ま
ち
馬

は
後
戻
り
し
て
︑
皇
子
は
助
か
っ
た
︒
⑺
皇
子
は
︑
笠
を
目
印
に
置
い
て
帰
っ

た
︒
⑻
後
日
︑
皇
子
は
笠
を
置
い
た
場
所
を
求
め
て
山
に
登
っ
た
︒
⑼
﹁
天
人

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂
と
﹁
天
人
﹂

四
七



の
助
け
﹂
に
よ
り
像
は
た
ち
ま
ち
完
成
し
た
︒
⑽
黒
雲
が
山
を
覆
い
︑
弥
勒
像

が
出
来
る
と
︑
晴
れ
て
し
ま
っ
た
︒
⑾
弥
勒
の
尊
顔
を
礼
拝
で
き
た
も
の
は
成

道
を
得
る
︑
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒

こ
の
⑴
か
ら
⑾
の
事
項
は
︑
並
行
す
る
説
話
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
部
分
で

あ
る
︒
﹃
阿
娑
縛
抄
﹄
を
基
準
に
﹃
今
昔
﹄
の
独
自
性
を
指
摘
す
る
と
︑
⑴
に

お
い
て
皇
子
が
猪
鹿
を
﹁
殺
害
﹂
す
る
殺
生
戒
を
破
る
存
在
と
し
て
紹
介
さ
れ

る
︒
し
か
し
﹃
今
昔
﹄
で
は
︑
皇
子
は
心
に
﹁
智
︵
さ
と
︶
リ
﹂
あ
る
人
物
と

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
殺
生
戒
で
あ
る
﹁
猪
・
鹿
ヲ
殺
ス
事
ヲ
朝
暮

ノ
役
﹂
と
す
る
こ
と
へ
の
矛
盾
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
︒
﹃
縁
起
﹄
は
︑
皇
子

に
つ
い
て
﹃
阿
娑
縛
抄
﹄
﹃
今
昔
﹄
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
詳
細
な
属
性
は
触
れ

ら
れ
て
い
な
い
︒

問
題
は
︑
⑸
の
誓
約
の
違
い
で
あ
る
︒
﹃
阿
娑
縛
抄
﹄
は
﹁
山
神
鬼
魅
﹂
と

神
格
か
ら
霊
格
ま
で
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
呼
び
か
け
助
け
を
求
め
て
い
る

が
︑
な
ぜ
弥
勒
像
を
刻
む
こ
と
に
よ
り
﹁
山
神
鬼
魅
﹂
が
命
を
助
け
て
く
れ
る

の
か
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
﹃
今
昔
﹄
は
﹁
山
神
等
﹂
と
簡
略
化
し
て
い
る
た
め

に
︑
違
和
感
が
生
じ
て
い
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
こ
の
誓
約
に
よ
っ
て
皇
子

は
危
機
を
脱
す
る
が
︑
⑺
﹃
阿
娑
縛
抄
﹄
で
は
︑
皇
子
が
笠
を
目
印
に
置
い
て

帰
る
と
い
う
簡
略
な
記
述
の
み
で
あ
る
が
︑
﹃
今
昔
﹄
で
は
﹁
藺
笠
ヲ
脱
テ
置

テ
返
ヌ
﹂
と
い
う
皇
子
の
行
動
が
︑
⒀
の
﹁
笠
ヲ
注
ニ
置
タ
レ
バ
︑
笠
置
ト
可

云
也
﹂
と
い
う
笠
置
寺
の
名
前
の
由
来
と
結
び
つ
け
る
重
要
な
行
動
と
な
っ
て

い
る
︒

も
う
一
点
︑
大
き
な
違
い
は
﹃
阿
娑
縛
抄
﹄
﹃
今
昔
﹄
で
は
︑
前
述
し
た
と

お
り
﹁
天
人
の
助
け
﹂
に
よ
っ
て
弥
勒
像
は
た
ち
ま
ち
に
出
来
上
が
る
の
で
あ

る
が
︑
﹃
縁
起
﹄
だ
け
は
﹁
童
子
﹂
が
出
現
し
て
皇
子
を
助
け
る
云
々
の
約
束

が
か
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
︒
黒
雲
に
覆
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
︑
大

き
な
音
が
し
て
︑
雲
が
晴
れ
た
と
き
に
弥
勒
像
が
姿
を
現
す
︒
結
果
︑
⒁
に
お

い
て
﹃
阿
娑
縛
抄
﹄
は
︑
そ
の
霊
異
に
つ
い
て
直
ち
に
弥
勒
を
信
仰
す
る
も
の

は
成
道
す
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
と
し
て
結
ん
で
い
る
が
︑
﹃
縁
起
﹄
は
︑
弥

勒
の
顕
現
と
そ
の
あ
り
が
た
さ
を
説
い
て
結
ん
で
い
る
︒

一
方
︑
﹃
今
昔
﹄
は
︑
⑿
・
天
人
に
よ
っ
て
彫
顕
し
た
弥
勒
像
に
対
し
皇
子

が
﹁
泣
紀
恭
敬
礼
拝
﹂
す
る
︒
⒀
・
笠
置
寺
の
由
来
︑
⒁
・
首
を
傾
け
る
人
は

皆
︑
覩
卒
天
へ
転
生
し
︑
さ
ら
に
弥
勒
菩
薩
の
出
世
に
値
う
事
が
出
来
る
と
い

う
話
末
評
語
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹃
今
昔
﹄
で
は
﹁
山
神
鬼
魅
﹂
で
は
な
く
﹁
山
神
等
﹂
と
記
述

す
る
こ
と
に
よ
り
︑
﹁
神
﹂
を
意
識
し
て
お
り
︑
そ
の
﹁
神
﹂
の
怒
り
を
慰
め

る
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
し
て
﹁
弥
勒
﹂
が
説
か
れ
︑
そ
の
﹁
弥
勒
﹂
は
﹁
天

人
﹂
に
よ
っ
て
彫
顕
す
る
︒
﹁
弥
勒
﹂
は
皇
子
が
泣
く
泣
く
礼
拝
す
る
ほ
ど
の

あ
り
が
た
き
存
在
で
あ
り
︑
首
を
傾
け
る
人
は
皆
︑
﹁
弥
勒
の
出
世
﹂
に
値
う

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
︒
で
は
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
は
︑
な
ぜ
﹁
弥
勒
﹂
が
﹁
天

人
﹂
に
よ
っ
て
彫
顕
す
る
説
話
を
記
し
た
の
か
︑
ま
た
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
と
は
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﹁
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﹂
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ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
︑
こ
の
二
点
に
注
目
し
﹁
弥
勒
﹂
と
﹁
天
人
﹂

の
特
徴
を
﹃
今
昔
﹄
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
天
人
弥
勒
彫
顕
に
み
る

﹃
今
昔
﹄
の
編
者
の
意
図
を
検
討
し
た
い
︒
特
に
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
﹁
弥

勒
﹂
は
仏
教
思
想
の
研
究
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
た
め
︑
﹃
今
昔
﹄
で
は

巻
十
二
以
後
の
兜
率
天
往
生
説
話
に
注
目
さ
れ
て
き
た⑥
︒
ま
た
﹃
今
昔
﹄
に
お

け
る
﹁
弥
勒
﹂
の
意
味
を
考
察
さ
れ
た
も
の
は
な
い
︒
よ
っ
て
︑
本
論
考
で
は
︑

﹁
弥
勒
﹂
を
仏
教
思
想
と
し
て
の
研
究
対
象
と
し
て
で
は
な
く
︑
国
文
学
的
視

点
か
ら
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂
の
意
味
を
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
を
通
じ
検

討
を
試
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

一
．
『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂

『
今
昔
﹄
に
え
が
か
れ
た
弥
勒
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
を
調
べ
た⑦
︒

特
に
︑
弥
勒
の
特
徴
を
と
ら
え
る
た
め
に
幅
広
く
︑
﹁
弥
勒
﹂
・
弥
勒
の
漢
訳

と
さ
れ
る
﹁
慈
氏
﹂
︑
弥
勒
が
い
る
と
さ
れ
る
﹁
兜
率
天
﹂
の
用
語
が
記
さ
れ

て
い
る
も
の
を
す
べ
て
取
り
上
げ
︑
そ
の
役
割
お
よ
び
巻
の
構
成
と
の
関
係
を

含
め
て
調
べ
た
︒

そ
の
調
査
の
結
果
か
ら
兜
率
天
に
生
ま
れ
る
︑
も
し
く
は
往
生
す
る
こ
と
を

記
述
し
た
上
生
信
仰
の
も
の⑧
と
︑
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
に
大
別
し
た
︒
そ
れ

を
次
の
よ
う
に
Ａ
・
Ｂ
と
い
う
形
式
で
区
別
し
︑
話
数
番
号
を
便
宜
上
○
で
表

記
し
た
︒
同
一
説
話
内
で
あ
っ
て
も
別
の
役
割
で
語
ら
れ
て
い
る
場
合
は
︑
分

け
て
分
類
し
た
︒

Ａ
兜
率
天
に
生
ま
れ
る

①
兜
率
天
に
生
ま
れ
る
︵
往
生
︶
⁝
九
例
︵
巻
十
二
㊱
︑
巻
十
三
⑦
⑪
⑮
︑

巻
十
四
③
④
⑩
︑
巻
十
五
㊺
㊻
︶

②
兜
率
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
予
告
⁝
四
例
︵
巻
十
二
㉜
︑
巻
十
三
②
︑
巻

十
四
⑱
⑳
︶

Ｂ
そ
れ
以
外
の
も
の

①
弥
勒
像
の
安
置
⁝
二
例
︵
巻
十
一
①
㉙
︶

②
弥
勒
を
造
る
・
彫
る
⁝
四
例
︵
巻
十
一
⑮
㉚
︑
巻
十
二
⑪
㉔
︶

↓
そ
の
後
こ
れ
を
拝
め
ば
弥
勒
の
世
に
生
ま
れ
る

③
蜜
教
の
教
え
︑
寺
︑
造
仏
の
為
の
金
を
弥
勒
出
世
の
時
ま
で
保
つ
誓
約

⁝
三
例
︵
巻
十
一
⑨
⑬
㉘
)

④
願
い
を
か
な
え
る
た
め
に
出
現
⁝
一
例
︵
巻
十
七
㉞
︶

⑤
罪
の
重
さ
を
知
ら
せ
る
た
め
出
現
⁝
一
例
︵
巻
十
七
㉟
︶

⑥
弥
勒
出
現
の
夢
告
⁝
一
例
︵
巻
十
五
⑯
︶

Ａ
の
説
話
は
﹃
法
華
験
記
﹄
か
ら
の
翻
案
で
あ
る⑨
︒
い
ず
れ
の
説
話
も
法
華

経
を
読
む
な
ど
の
善
根
を
積
む
こ
と
に
よ
り
兜
率
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
︒
Ａ
で
分
類
さ
れ
た
説
話
に
は
﹁
弥
勒
﹂
は
︑
巻
十
三
第
十
一
話
と

第
十
五
話
に
し
か
現
れ
な
い
︒
兜
率
天
へ
生
ま
れ
る
こ
と
だ
け
を
願
う
の
で
は

な
く
︑

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂
と
﹁
天
人
﹂

四
九



｢
兜
率
天
ノ
内
院
ニ
生
レ
テ
慈
氏
尊
ヲ
見
奉
ラ
ム
﹂
︵
第
十
一
話
︶

｢
兜
率
天
ノ
内
院
ニ
生
レ
テ
弥
勒
ヲ
見
奉
ラ
ム
﹂
︵
第
十
五
話
︶

と
あ
り
︑
兜
率
天
の
内
院
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
第
一
目
的
で
あ
り
そ
の
帰
結
と

し
て
慈
氏
尊
︵
弥
勒
︶
を
見
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
と

﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
の
話
末
評
語
を
比
較
す
る
と
︑

｢
世
ノ
中
ノ
人
専
ニ
可
崇
奉
シ
︒
﹁
僅
歩
ヲ
運
ビ
首
ヲ
低
ケ
ム
人
︑
必
ズ
覩

率
ノ
内
院
ニ
生
︑
弥
勒
ノ
出
世
ニ
値
ム
□
殖
ツ
﹂
ト
可
頼
キ
也
︒
︵
巻
十

一
第
三
十
話
︶

と
あ
り
︑
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
で
は
兜
率
の
内
院
に
生
ま
れ
さ
ら
に
﹁
弥
勒
ノ
出

世
﹂
に
値
う
こ
と
を
祈
願
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
前
Ａ

①
に
分
類
さ
れ
た
説

話
は
兜
率
天
往
生
が
最
終
目
的
と
な
っ
て
お
り
︑
弥
勒
に
値
う
こ
と
は
そ
の
帰

結
で
あ
り
必
要
性
は
語
ら
れ
て
い
な
い
︒

特
に
注
目
し
た
い
こ
と
は
︑
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
で
は
弥
勒
に
首
を
傾
け
る
人

誰
も
が
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
Ａ
に
分
類
し
た
説
話
は
︑

巻
十
四
第
四
﹁
女
依
法
華
力
転
蛇
身
生
天
語
﹂
の
一
例
を
除
い
て
は
︑
男
性
も

し
く
は
僧
侶
に
限
定
し
て
兜
率
天
往
生
す
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
方
法
は
︑
法
華

経
の
読
誦
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る⑩
︒

ま
た
﹁
弥
勒
上
生
経
﹂
に
よ
る
と
︑
兜
率
天
往
生
を
す
る
に
は
︑

戒
身
心
精
進
不
求
断
結
修
十
善
法
一
一
思
惟
兜
率
陀
天
上
上
妙
快
楽
︒
作

是
觀
者
名
爲
正
観
︒⑪

と
説
か
れ
て
お
り
︑
弥
勒
の
い
る
荘
厳
な
世
界
を
観
察
す
る
事
と
あ
る
が
︑

﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
で
は
礼
拝
す
る
の
み
と
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
る
と
︑
Ａ
に
分
類
さ
れ
た
説
話
の
兜
率
天
往
生

に
見
ら
れ
る
﹃
今
昔
﹄
編
者
の
意
識
と
︑
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
の
話
末
評
語
に
え

が
か
れ
た
往
生
に
対
す
る
認
識
と
で
は
違
い
が
見
ら
れ
︑
さ
ら
に
そ
れ
は
経
典

に
記
さ
れ
た
信
仰
と
も
こ
と
な
る
︒
つ
ま
り
︑
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
は
﹁
笠
置
寺

縁
起
﹂
を
兜
率
天
往
生
説
話
と
し
て
記
述
し
た
の
で
は
な
く
︑
首
を
傾
け
た
人

誰
も
が
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
に
値
う
こ
と
を
記
す
た
め
に
記
述
し
た
と
捉
え
ら
れ

る
︒で

は
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
と
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
で
え
が
か
れ
た
天
人
彫
顕
の

﹁
弥
勒
﹂
は
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
の
か
︒
Ｂ
に
分
類
さ
れ
た
説
話
か
ら

検
証
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒

Ｂ

①
は
弥
勒
像
の
伝
来
・
安
置
と
い
う
史
実
の
記
述
で
あ
り
︑
ま
た
Ｂ

④
⑤
は
﹃
往
生
要
集
﹄
か
ら
の
翻
案
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
願
い
を
か
な

え
た
り
罪
の
重
さ
を
知
ら
せ
る
た
め
に
弥
勒
が
こ
の
世
に
顕
れ
る
記
述
で
あ
り
︑

﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
の
記
述
が
な
い
た
め
検
討
に
は
加
え
な
い
︒

Ｂ

②
は
弥
勒
造
仏
に
関
す
る
説
話
で
あ
る
が
︑
巻
十
一
第
十
五
話
︑
第

三
十
話
︑
巻
十
二
第
二
四
話
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
い
ず
れ
も
出
典
未
詳
の

説
話
で
あ
る
点
で
あ
る
︒
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
も
こ
れ
に
属
す
る
が
︑
﹁
天
人
﹂
・

﹁
海
に
浮
か
ぶ
船
に
乗
っ
て
い
た
童
子
﹂
︑
や
﹁
聖
人
﹂
︵
迦
葉
仏
が
仏
法
を
助

『
今
昔
物
語
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る
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弥
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け
る
た
め
に
牛
と
な
っ
て
や
っ
て
来
て
そ
れ
を
拝
む
人
々
が
手
に
持
っ
て
き
た

木
々
で
造
ら
れ
た
弥
勒
仏
︶
な
ど
が
弥
勒
仏
を
造
り
︑
こ
の
弥
勒
仏
を
拝
む
人

は
︑
﹁
必
ズ
弥
勒
ノ
世
ニ
可
生
キ
﹂
と
い
う
︒
Ａ
の
往
生
譚
と
異
な
る
点
は
︑

天
人
や
童
子
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
弥
勒
仏
が
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
で

あ
る
︒
Ａ
は
法
華
経
を
読
誦
す
る
男
性
や
僧
が
兜
率
天
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る

が
︑
Ｂ

②
で
は
︑
弥
勒
仏
に
礼
拝
し
た
誰
も
が
弥
勒
の
世
に
生
ま
れ
る
と

い
う
点
で
あ
る
︒
具
体
的
に
そ
の
記
述
を
見
て
み
る
︒

ａ
：
船
ニ
童
子
一
人
ノ
ミ
有
リ
︒
︵
中
略
︶
只
仏
ヲ
造
ル
計
也
︒
︵
略
︶
是

ハ
当
来
補
処
ノ
弥
勒
造
リ
奉
レ
ル
也
︒

ｂ
：
但
シ
︑
彼
ノ
弥
勒
ハ
于
今
御
マ
ス
︒
化
人
ノ
造
奉
ル
仏
ニ
御
マ
セ
バ

糸
貴
シ
︒
亦
︑
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
三
国
ニ
渡
給
ヘ
ル
仏
也
︒
正
ク

度
々
光
ヲ
放
テ
︑
帰
敬
ス
ル
人
皆
兜
率
天
ニ
生
タ
リ
︒

(
巻
十
一
第
十
五
話
)

ｃ
：
横
川
ニ
□
ト
云
テ
道
心
有
ル
聖
人
有
リ
︑
僧
都
其
ノ
人
ニ
語
ヒ
付
テ
︑

知
識
ヲ
令
引
テ
仏
ヲ
造
ル
ニ
︑
漸
ク
仏
形
ニ
彫
ミ
奉
ル
間
ニ
︑
⁝

ｄ
：
一
度
モ
心
ヲ
懸
テ
礼
ミ
奉
ラ
ム
人
︑
必
ズ
弥
勒
ノ
世
ニ
可
生
キ
業
ハ

造
リ
固
メ
ツ
︒

(
巻
十
二
第
二
四
話
)

い
ず
れ
も
童
子
・
聖
人
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
弥
勒
に
対
す
る
話
︵
ａ
ｃ
︶
で
あ

り
︑
そ
の
話
末
評
語
と
し
て
弥
勒
仏
に
拝
む
人
は
皆
︑
兜
率
天
︑
弥
勒
の
世
に

生
ま
れ
る
︵
ｂ
ｄ
︶
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
の
説
話
構
造

と
同
じ
で
あ
る
︒

ｅ
：
其
時
ニ
︑
天
人
是
ヲ
哀
ビ
助
ケ
テ
忽
ニ
此
仏
ヲ
刻
ミ
彫
リ
奉
ル
︒

ｆ
：
世
ノ
中
ノ
人
専
ニ
可
崇
奉
シ
︒
﹁
僅
歩
ヲ
運
ビ
首
ヲ
低
ケ
ム
人
︑
必

ズ
覩
率
ノ
内
院
ニ
生
︑
弥
勒
ノ
出
世
ニ
値
ム
□
殖
ツ
﹂
ト
可
頼
キ
也
︒

(
巻
十
一
第
三
十
話
)

巻
十
一
第
十
五
話
の
み
は
兜
率
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
︑

﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
を
含
む
二
例
は
﹁
弥
勒
ノ
世
﹂
に
生
ま
れ
る
︑
﹁
弥
勒
ノ
出

世
﹂
に
値
う
と
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
︑
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
︑
Ａ

①
で
語
ら
れ
た
弥
勒
と
は

位
相
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
︒
Ａ

①
で
語
ら
れ
た
弥
勒
は
︑
兜
率
天
に
生

ま
れ
て
初
め
て
値
え
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
Ｂ

②
の
部
分
で
語
ら
れ
て
い

る
弥
勒
は
︑
天
人
︑
童
子
等
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
﹁
弥
勒
﹂
で
あ
り
︑
当
に
こ

の
造
仏
さ
れ
た
弥
勒
を
拝
む
こ
と
に
よ
り
誰
も
が
兜
率
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
が

で
き
る
︒
そ
の
信
仰
対
象
と
し
て
の
弥
勒
仏
な
の
で
あ
る
︒

で
は
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
次
の
Ｂ

③
に
分
類
さ
れ
た
説
話
か
ら
考
察
す
る
︒

Ｂ

③
に
分
類
し
た
説
話
は
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
ま
で
密
教
の
教
え
や
寺
︑

造
仏
の
た
め
の
金
を
保
つ
と
い
う
誓
約
を
示
し
て
い
る
説
話
で
あ
る
︒
巻
十
一

第
九
話
で
は
︑
弘
法
大
師
が
唐
に
亘
り
青
龍
寺
の
東
塔
院
の
和
尚
か
ら
密
教
を

学
び
︑
本
郷
︵
日
本
︶
に
帰
る
と
き
に
﹁
流
布
相
応
シ
テ
︑
弥
勒
ノ
出
世
﹂
ま
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今
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﹁
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﹂
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で
密
教
の
教
え
を
保
つ
所
に
落
ち
て
ほ
し
い
と
三
鈷
を
投
げ
て
い
る
︒
そ
の
地

は
︑
﹁
和
尚
本
郷
ニ
返
ル
日
﹂
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
﹁
本
郷
﹂
つ
ま

り
日
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
要
す
る
に
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
す
る
地
が
日
本

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
説
話
は
巻
十
一
第
二
五
話
﹁
弘
法
大
師
︑

始
建
高
野
山
語
﹂
に
続
く
の
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
弘
法
大
師
が
唐
で
投
げ
た
三

鈷
の
所
在
を
尋
ね
て
行
く
と
南
山
︵
高
野
山
︶
に
あ
っ
た
︒
弘
法
大
師
は
そ
こ

で
弥
勒
の
名
号
を
唱
え
て
入
寂
す
る
︒
つ
ま
り
︑
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
す
る
地
は
︑

本
朝
の
高
野
山
で
あ
り
仏
教
の
教
え
が
﹁
流
布
相
応
シ
テ
︑
弥
勒
ノ
出
世
﹂
す

る
場
所
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

巻
十
一
第
二
八
話
の
説
話
か
ら
も
同
様
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
︒
寺
の
仏
法
を

守
っ
て
い
た
人
は
︑
老
僧
︵
三
尾
の
明
神
︶
で
あ
っ
た
が
︑
あ
る
人
の
夢
で
は

弥
勒
に
見
え
た
︒
そ
し
て
後
に
︑
こ
の
寺
に
仏
法
を
広
め
た
と
い
う
説
話
で
あ

る
が
︑
﹁
此
寺
ハ
造
テ
後
□
歳
ニ
成
ヌ
︒
弥
勒
ノ
出
世
ニ
至
マ
デ
可
持
キ
寺
也
﹂

と
あ
り
︑
弥
勒
の
化
身
で
あ
る
老
僧
が
仏
法
を
広
め
た
寺
は
︑
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂

ま
で
保
つ
べ
き
寺
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
こ
の
寺
は
﹁
于
今
仏
法
盛

也
︒
﹂
と
あ
り
︑
後
々
ま
で
仏
法
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
Ｂ

③
で
分
類
し
た
説
話
か
ら
︑
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
と
は
︑
仏
法

流
布
の
象
徴
と
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
︑
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
と
は
︑
仏
法
が
本

朝
に
お
い
て
広
ま
り
盛
ん
に
な
る
こ
と
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
こ
れ

ら
の
説
話
が
い
ず
れ
も
﹃
今
昔
﹄
の
本
朝
を
語
る
最・

初・

の
巻
で
あ
る
巻
十
一
に

お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
仏
法
流
布
に
ふ
さ
わ
し
い
国
が
ま
さ
に
本
朝
・

日
本
で
あ
る
こ
と
を
語
る
が
ゆ
え
に
︑
位
置
付
け
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

本
来
︑
弥
勒
三
部
経
に
お
い
て
は
﹁
弥
勒
の
出
世
﹂
と
い
う
の
は
︑
釈
尊
入

滅
後
か
ら
五
十
六
億
七
千
万
年
後
に
こ
の
世
に
顕
れ
る
こ
と
を
示
し
︑
こ
こ
で

弥
勒
が
説
法
を
お
こ
な
い
そ
の
説
法
を
聞
く
と
兜
率
天
往
生
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る⑫
︒
し
か
し
︑
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
は
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
を
仏
法
流
布
に
ふ

さ
わ
し
い
所
︑
つ
ま
り
本
朝
と
考
え
て
お
り
そ
れ
は
﹁
天
人
﹂
や
童
子
に
よ
っ

て
造
ら
れ
た
弥
勒
に
祈
願
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
値
え
る
と
捉
え
て
い
る
と
い
え

る
︒｢

弥
勒
﹂
が
こ
の
世
に
顕
れ
る
と
い
う
概
念
は
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
に
︑
金
峯
山
が
弥
勒
下
生
の
地
と
信
じ

ら
れ
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
霊
山
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
記
述
が
見
ら
れ
る⑬
︒

﹃
今
昔
﹄
編
者
も
同
じ
意
識
を
も
っ
て
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
を
捉
え
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
︒

で
は
﹁
弥
勒
ノ
出
世
｣
＝
本
朝
が
仏
法
流
布
に
ふ
さ
わ
し
い
地
で
あ
る
と
い

う
概
念
が
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
に
も
見
ら
れ
る
の
か
︑
﹁
天
人
﹂
と
の
関
わ
り
か

ら
考
察
を
進
め
る
︒

二
．
『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
天
人
﹂

本
朝
篇
で
語
ら
れ
て
い
る
天
人
は
︑
わ
ず
か
に
六
例⑭
し
か
見
ら
れ
ず
︑
ま
た

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂
と
﹁
天
人
﹂

五
二



兜
率
天
及
び
極
楽
に
の
み
存
在
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
天
竺
に
お
い
て
は
一
七

例
も
認
め
ら
れ
る
︒
本
朝
篇
で
は
一
定
の
モ
チ
ー
フ
で
は
え
が
か
れ
て
い
な
い

が
︑
天
竺
部
に
お
い
て
は
︑
巻
一
第
一
話
を
始
め
︑
仏
の
生
涯
に
ま
つ
わ
り
天

人
が
関
わ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

今
昔
︑
釈
迦
如
来
︑
未
ダ
仏
ニ
不
成
給
ザ
リ
ケ
ル
時
ハ
釈
迦
菩
薩
ト
申

テ
︑
兜
率
天
ノ
内
院
ト
云
所
ニ
ゾ
住
給
ケ
ル
︒
而
ニ
閻
浮
提
ニ
下
生
シ
ナ

ム
ト
思
シ
ケ
ル
時
ニ
︑
五
衰
ヲ
現
ハ
シ
給
フ
︒
其
五
衰
ト
云
ハ
︑
一
ニ
ハ

天
人
ハ
眼
瞬
ク
事
無
ニ
眼
瞬
ロ
ク
︑
二
ニ
ハ
天
人
ノ
頭
ノ
上
ノ
花
鬘
ハ
萎

事
無
ニ
萎
ヌ
︑
三
ニ
ハ
天
人
ノ
衣
ニ
ハ
塵
居
ル
事
無
ニ
塵
・
垢
ヲ
受
ツ
︑

四
ニ
ハ
天
人
ハ
汗
ア
ユ
ル
事
無
ニ
脇
下
ヨ
リ
汗
出
キ
ヌ
︑
五
ニ
ハ
天
人
ハ

我
ガ
本
ノ
座
ヲ
不
替
ザ
ル
ニ
本
ノ
座
ヲ
不
求
シ
テ
当
ル
所
ニ
居
ヌ
︒

『
今
昔
﹄
は
釈
尊
の
兜
率
天
降
下
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
︑
そ
れ
に
伴
い
天
人

の
五
衰
が
語
ら
れ
る
︒
巻
一
第
一
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
釈
尊
が
兜
率
天
に
い

る
と
い
う
概
念
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
り⑮
︑
釈
尊
が
兜
率
天
か
ら
天
竺
に
下

生
す
る
と
い
う
世
界
構
成
は
本
朝
に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
︒
小
峯
和
明
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
﹁
と
り
わ
け
釈
尊
の
兜
率
天
降

下
と
母
麻
耶
夫
人
の
忉
利
天
昇
天
を
基
本
構
造
と
す
る
天
界
と
人
界
と
の
交
渉

に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
﹂
と
し
︑
﹁
こ
う
し
て
仏

を
核
と
す
る
天
竺
の
風
景
︑
な
い
し
は
宇
宙
は
︑
数
々
の
物
語
を
通
し
て
人
々

の
意
識
に
浸
透
し
て
い
く
﹂
と
さ
れ
て
い
る⑯
︒
つ
ま
り
︑
仏
陀
が
兜
率
天
か
ら

下
生
し
︑
ま
た
そ
の
時
に
天
人
の
五
衰
が
﹁
現
シ
給
フ
﹂
と
い
う
概
念
は
︑
仏

を
中
心
と
し
た
世
界
構
成
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
始
原
し
て

﹃
今
昔
﹄
は
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
仏
を
中
心
と
し
た
世
界
構
成
が
物
語
を

通
じ
て
見
え
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
前
田
雅
之
氏
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

生
身
の
︽
仏
︾
に
拘
る
の
は
︑
そ
れ
が
今
昔
物
語
集
の
方
法
＝
世
界
構

想
で
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
︒
そ
れ
は
︑
繰
り
返
し
て
言
う
な
れ
ば
生

身
の
︽
仏
︾
お
よ
び
︽
仏
︾
が
時
間
的
・
空
間
的
に
切
り
開
い
た
仏
国
土

と
し
て
の
天
竺
こ
そ
世
界
の
事
実
性
の
根
源
で
あ
っ
た
と
今
昔
物
語
集
が

捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う⑰
︒

仏
が
閻
浮
提
に
下
生
す
る
と
い
う
﹁
兜
率
天
降
下
﹂
に
よ
り
︑
天
竺
が
構
成

さ
れ
仏
法
が
広
ま
る
と
い
う
﹃
今
昔
﹄
編
者
の
世
界
構
成
が
あ
り
︑
そ
の
構
成

を
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
に
お
け
る
弥
勒
彫
顕
譚
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
︒弥

勒
が
天
人
に
よ
り
造
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
兜
率
天
か
ら
天
竺
に
仏
が

下
生
す
る
構
成
を
彷
彿
さ
せ
る
︒
﹁
弥
勒
下
生
経
﹂
の
説
く
弥
勒
下
生
の
様
相

と
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が
持
つ
仏
が
閻
浮
提
に
下
生
す
る
と
い
う
﹁
兜
率
天
降

下
﹂
の
世
界
構
想
が
重
な
り
﹁
弥
勒
﹂
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
構
図
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
︒
弥
勒
が
こ
の
本
朝
に
天
人
に
よ
っ
て
彫
顕
す
る
と
い
う
の
は
︑

天
竺
部
で
語
ら
れ
て
い
る
正
統
な
仏
教
が
本
朝
に
広
ま
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂
と
﹁
天
人
﹂

五
三



弥
勒
が
釈
尊
の
い
る
兜
率
天
か
ら
の
出
現
で
あ
り
︑
そ
れ
が
正
統
な
仏
教
の

伝
来
を
象
徴
す
る
こ
と
は
︑
Ｂ

②
③
で
分
類
し
た
説
話
か
ら
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
︒

巻
十
一
第
十
五
話
は
元
興
寺
の
弥
勒
像
の
由
来
譚
で
あ
る
が
︑
昔
︑
東
天
竺

に
お
い
て
童
子
が
一
人
船
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
て
弥
勒
像
を
造
っ
た
︒
そ
の
後

こ
の
国
に
仏
法
が
広
ま
り
︑
後
に
白
木
︵
新
羅
︶
の
国
王
が
こ
の
仏
を
移
し
て

供
養
し
た
︒
そ
の
後
本
朝
の
元
明
天
皇
が
こ
の
弥
勒
仏
の
霊
験
を
聞
い
て
日
本

に
移
し
安
置
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
︒
天
竺
に
お
い
て
も
弥
勒
仏
を
安
置
す
る

と
﹁
其
後
︑
此
ノ
伽
藍
ニ
僧
都
数
百
住
シ
テ
仏
法
弘
ム
﹂
と
あ
り
︑
仏
法
が
弥

勒
仏
を
安
置
す
る
こ
と
に
よ
り
広
ま
っ
た
と
い
う
︒
次
に
白
木
︵
新
羅
︶
に
お

い
て
も
こ
の
弥
勒
仏
が
安
置
さ
れ
る
と
︑
﹁
此
仏
ヲ
安
置
シ
給
ヒ
ツ
︒
其
後
︑

僧
徒
数
千
集
リ
住
シ
テ
︑
仏
法
盛
也
︒
﹂
と
あ
り
︑
仏
法
が
広
ま
っ
た
と
い
う
︒

ま
た
本
朝
に
お
い
て
も
﹁
其
後
︑
此
ノ
寺
ニ
僧
徒
数
千
人
集
リ
住
シ
テ
︑
仏

法
盛
也
﹂
と
い
ず
れ
も
弥
勒
安
置
に
よ
っ
て
仏
法
が
広
ま
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
︒
し
か
し
最
後
の
話
末
評
語
に
﹁
但
シ
︑
彼
ノ
弥
勒
ハ
于
今

御
マ
ス
︒
化
人
ノ
造
奉
ル
仏
ニ
御
マ
セ
バ
糸
貴
シ
︒
亦
︑
天
竺
・
震
旦
・
本
朝

三
国
ニ
渡
給
ヘ
ル
仏
也
﹂
と
あ
る
︒

説
話
の
中
で
新
羅
︵
白
木
︶
を
経
て
本
朝
に
や
っ
て
く
る
と
語
ら
れ
て
い
る⑱

に
も
関
わ
ら
ず
︑
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
は
﹁
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
三
国
ニ
渡
給
ヘ

ル
仏
﹂
と
話
末
評
語
で
述
べ
て
お
り
︑
三
国
意
識
を
強
調
し
て
い
る
︒
こ
れ
は

先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
﹃
今
昔
﹄
編
者
の
も
つ
三
国
意
識
に
貫
か

れ
た
正
統
な
仏
法
伝
来
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る⑲
︒

要
す
る
に
造
仏
さ
れ
る
弥
勒
が
︑
巻
第
一
第
一
話
で
語
ら
れ
た
釈
尊
の
い
る

兜
率
天
か
ら
の
出
現
で
あ
る
こ
と
を
語
る
こ
と
に
よ
り
︑
正
統
な
仏
法
が
本
朝

に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

造
寺
に
お
い
て
も
同
様
の
概
念
で
持
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
巻
第
十

一
第
十
六
話
に
み
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

中
天
竺
︑
舎
衛
国
ノ
祇
園
精
舎
ハ
兜
率
天
ノ
宮
ヲ
学
ビ
造
レ
リ
︒
震
旦

ノ
西
明
寺
ハ
祇
薗
精
舎
ヲ
移
シ
造
レ
リ
︒
本
朝
ノ
大
安
寺
ハ
西
明
寺
ヲ
移

セ
ル
也

と
記
し
て
い
る
︒
元
明
天
皇
の
御
代
に
百
済
大
寺
を
改
め
移
そ
う
と
し
た
時
に
︑

道
慈
が
︑
震
旦
に
修
行
に
行
っ
て
帰
っ
て
き
た
僧
に
任
せ
た
と
い
う
説
話
で
あ

る
︒
本
朝
の
大
安
寺
は
兜
率
天
の
宮
＝
天
竺
の
祇
園
精
舎
＝
震
旦
の
西
明
寺
を

ま
ね
て
そ
れ
ぞ
れ
造
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る⑳
︒
つ
ま
り
︑
造
寺
に
お
い

て
も
兜
率
天
︑
天
竺
︑
震
旦
を
経
た
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
本
朝
の
寺

の
正
統
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
始
ま
り
が
あ
の
巻
第
一
第
一

話
で
釈
尊
の
い
る
と
さ
れ
て
い
た
兜
率
天
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
︒
本
朝

の
大
安
寺
が
兜
率
天
の
宮
を
真
似
て
造
っ
た
天
竺
の
祇
園
精
舎
︑
そ
れ
を
真
似

た
震
旦
の
西
明
寺
を
移
し
て
造
っ
た
寺
で
あ
る
と
説
く
こ
と
に
よ
り
︑
正
統
な

寺
が
本
朝
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂
と
﹁
天
人
﹂

五
四



こ
の
二
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
本
朝
に
伝
え
ら
れ
た
仏
教
は
︑
常
に
兜

率
天
か
ら
始
原
し
て
語
ら
れ
る
︒
そ
の
こ
と
に
よ
り
︑
本
朝
の
仏
教
の
正
統
性

を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
﹃
今
昔
﹄
の
強
い
意
識
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
笠
置
寺
の
﹁
天
人
弥
勒
彫
顕
譚
﹂
を
考
え
る
と
︑
﹁
弥

勒
﹂
が
﹁
天
人
﹂
に
よ
っ
て
顕
れ
た
の
は
︑
仏
が
天
竺
か
ら
天
人
の
五
衰
を
も

っ
て
閻
浮
提
に
顕
れ
る
と
い
う
巻
一
第
一
話
で
語
ら
れ
た
構
成
が
投
影
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
笠
置
寺
に
正
統
な
仏
教
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
こ
の
説
話
を
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が
巻
十
一
に
組

み
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
正
統
な
仏
教
が
本
朝
︑
つ
ま
り
笠
置
寺
に
お

い
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
弥
勒
下
生
の
表
現
を
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が
持
っ
て

い
た
﹁
仏
＝
兜
率
天
か
ら
ら
の
天
人
を
伴
っ
て
下
生
す
る
﹂
と
い
う
意
識
を
笠

置
寺
の
﹁
天
人
弥
勒
彫
顕
譚
﹂
に
投
影
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
本
朝
に
お
け
る
仏

教
の
正
統
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

こ
の
こ
と
は
Ｂ

③
で
分
類
し
た
説
話
が
い
ず
れ
も
︑
仏
教
の
教
え
が
流

布
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
所
は
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
す
る
地
で
あ
る
こ
と
は
前
述

し
た
が
︑
そ
れ
が
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
の
話
末
評
語
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑

﹁
天
人
﹂
に
よ
っ
て
顕
れ
た
﹁
弥
勒
﹂
は
仏
教
流
布
に
ふ
さ
わ
し
い
地
で
あ
る

こ
と
を
説
く
た
め
に
用
い
ら
れ
た
説
話
と
い
え
る
︒
ま
た
冒
頭
で
論
じ
た
と
お

り
︑
二
系
統
あ
る
﹁
笠
置
寺
縁
起
﹂
説
話
の
う
ち
︑
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が
﹁
童

子
﹂
で
は
な
く
﹁
天
人
﹂
に
よ
っ
て
彫
顕
し
た
﹁
弥
勒
﹂
の
説
話
を
記
述
し
た

と
い
う
点
か
ら
も
わ
か
る
︒
﹁
弥
勒
﹂
を
通
じ
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が
本
朝
は
仏

教
流
布
に
ふ
さ
わ
し
い
地
で
あ
る
こ
と
を
示
し
︑
さ
ら
に
本
朝
に
も
た
ら
さ
れ

た
仏
教
が
︑
三
国
意
識
に
貫
か
れ
た
正
統
な
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に

天
人
に
よ
る
弥
勒
彫
顕
説
話
を
も
っ
て
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒

ま
と
め

『
今
昔
﹄
に
お
け
る
弥
勒
に
関
す
る
記
述
を
分
類
し
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
︑

大
き
く
二
種
類
の
概
念
を
も
っ
て
弥
勒
が
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

一
つ
は
︑
兜
率
天
往
生
の
帰
結
に
よ
る
弥
勒
の
値
遇
で
あ
り
︑
高
僧
が
法
華

経
を
読
誦
︑
写
経
す
る
こ
と
に
よ
る
兜
率
天
往
生
の
後
値
遇
す
る
弥
勒
で
あ
る

が
︑
こ
の
場
合
は
︑
兜
率
天
往
生
が
最
終
目
的
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
か
っ

た
︒も

う
一
方
は
︑
巻
十
一
で
多
く
語
ら
れ
て
い
た
弥
勒
で
あ
る
が
︑
こ
の
弥
勒

は
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
の
意
識
に
あ
る
兜
率
天
＝
釈
迦
が
い
た
地
で
あ
り
︑
そ
こ

か
ら
の
弥
勒
出
現
を
語
る
こ
と
に
よ
り
本
朝
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
仏
教
が

三
国
意
識
に
貫
か
れ
た
正
統
な
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
ま
た
そ
の

弥
勒
を
礼
拝
す
る
人
は
み
な
﹁
弥
勒
ノ
出
世
﹂
に
値
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
︒
笠
置
寺
の
天
人
彫
顕
譚
は
︑
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
の
釈
迦
が
兜
率
天
か
ら
下

生
し
︑
ま
た
そ
の
時
に
天
人
を
伴
っ
て
顕
れ
る
と
い
う
世
界
構
成
を
投
影
し
た

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂
と
﹁
天
人
﹂

五
五



説
話
で
あ
る
と
い
え
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
弥
勒
が
笠
置
寺
に
お
い
て
彫
顕
し
た
と

い
う
こ
と
は
︑
本
朝
に
お
い
て
正
統
な
仏
法
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の

で
あ
り
︑
首
を
傾
け
る
人
が
み
な
往
生
で
き
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
説
話
が
本
朝

篇
の
始
ま
り
の
巻
で
あ
る
巻
十
一
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
本

朝
の
仏
法
の
正
統
性
を
示
そ
う
と
し
た
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
の
意
識
に
よ
っ
て
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

注①

田
中
尚
子
﹁
笠
置
寺
縁
起
の
位
相

護
国
寺
本
﹃
諸
寺
縁
起
集
﹄
所
収
﹁
笠
置
寺

縁
起
﹂
を
中
心
に

﹂
﹃
国
文
学
研
究
﹄
第
一
三
一
号
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
三
六
～
四

二
頁
︒

｢﹃
笠
置
寺
縁
起
』

成
立
と
そ
の
背
景

東
大
寺
と
﹃
太
平
記
﹄
の
問
題
を
中
心

に

﹂
﹃
古
典
遺
産
﹄
第
五
一
号
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
～
一
三
頁
︒

②

中
山
一
磨
﹁
勧
進
帳
と
縁
起

笠
置
寺
再
興
事
業
を
通
し
て

﹂
﹃
中
世
文
学
﹄

五
四
号
︑
二
〇
〇
九
年
︑
七
八
～
八
二
頁
︒

中
山
一
麿

中
川
真
弓
﹁
笠
置
寺
聖
教
調
査
報
告
﹂
﹃
小
野
随
心
院
所
蔵
の
文

献
・
図
像
調
査
を
基
盤
と
す
る
相
関
的
・
総
合
的
研
究
と
そ
の
展
開
﹄
一
巻
︑
二
〇

〇
六
年
︑
一
二
七
～
一
七
四
頁
︒

③

護
国
寺
本
﹃
諸
寺
縁
起
集
﹄
は
中
山
氏
に
よ
る
と
異
伝
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

﹃
天
文
縁
起
﹄
の
①
の
部
分
に
該
当
す
る
説
話
が
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
天

人
弥
勒
彫
顕
譚
﹂
で
あ
り
﹃
東
大
寺
要
録
﹄
に
﹁
縁
起
有
﹂
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
平
安
末
期
ま
で
は
こ
の
縁
起
は
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
︑
さ
ら
に
﹃
帝

王
編
年
記
﹄
︵
一
三
六
四
年
頃
︶
の
記
述
に
も
﹁
天
人
降
造
笠
置
石
像
弥
勒
﹂
と
あ

る
こ
と
か
ら
前
者
の
天
人
弥
勒
彫
顕
譚
が
広
く
語
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と

が
分
か
る
︒

④

中
山
一
磨
︑
前
掲
書
②
︑
七
五
頁
︒

⑤

田
中
尚
子
︑
前
掲
書
①
︑
三
九
頁
︒

⑥

弥
勒
信
仰
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

松
本
文
三
郎
﹃
弥
勒
浄
土
論
・
極
楽
浄
土
論
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
〇
六
年
二
月
︒

平
岡
定
海
﹃
日
本
弥
勒
浄
土
思
想
展
開
史
﹄
大
蔵
出
版
︑
一
九
七
七
年
二
月
︒

石
橋
義
秀
﹁
平
安
朝
に
於
け
る
弥
勒
信
仰
﹂
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
四
八
号
︑
一
九

七
一
年
︑
二
五
～
三
四
頁
︒

速
水
侑
﹁
日
本
古
代
社
会
に
お
け
る
弥
勒
信
仰
の
展
開
﹂
﹃
南
都
仏
教
﹄
第
一
六

号
︑
一
九
六
五
年
︒

井
上
光
貞
﹃
日
本
浄
土
教
成
立
の
研
究
﹄
山
川
出
版
社
︑
一
九
五
六
年
九
月
︒

辻
善
之
助
﹃
日
本
仏
教
史
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
四
四
年
一
一
月
︒

⑦

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
弥
勒
﹂
﹁
慈
氏
﹂
﹁
兜
率
天
﹂
の
記
述
は
︑
本
朝

部
に
お
い
て
は
全
二
五
例
あ
り
︑
内
Ａ
は
十
三
例
︑
Ｂ
は
十
二
例
で
あ
る
︒
同
一
説

話
内
で
弥
勒
の
役
割
が
異
な
る
場
合
は
︑
分
け
て
分
類
し
た
︒
詳
細
に
つ
い
て
は
︑

紙
幅
の
都
合
か
ら
割
愛
し
た
︒

⑧

弥
勒
信
仰
の
種
類
は
︑
経
典
の
内
容
か
ら
上
生
信
仰
と
下
生
信
仰
に
大
別
さ
れ
て

き
た
︒
詳
細
な
分
類
も
あ
る
が
︑
大
き
く
は
こ
の
二
種
に
大
別
さ
れ
る
︒
石
橋
義
秀

﹁
平
安
朝
に
於
け
る
弥
勒
信
仰
﹂
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
四
八
号
︑
一
九
七
一
年
︑
二
五

～
三
四
頁
︒

⑨

Ａ
に
分
類
し
た
説
話
で
﹃
法
華
験
記
﹄
の
翻
案
の
説
話
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
巻

十
二
第
三
二
話
・
第
三
六
話
︑
巻
十
三
第
七
話
・
第
十
一
話
・
第
十
五
話
︑
巻
十
四

第
三
話
・
第
十
話
・
第
十
八
話
︑
巻
十
五
第
四
五
話
で
あ
る
︒
例
外
は
巻
十
四
第
四

話
は
出
典
不
詳
︑
巻
十
五
第
四
六
は
﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
﹃
古
今
著
聞
集
﹄
か
ら

の
出
典
の
二
例
の
み
で
あ
る
︒

⑩

児
玉
里
麻
﹁
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
転
生
譚

忉
利
天
と
兜
率
天
を
中
心
に

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂
と
﹁
天
人
﹂

五
六



﹂
﹃
中
世
文
学
の
諸
問
題
﹄
一
七
巻
︑
二
〇
〇
〇
年
五
月
︑
八
七
～
一
〇
三
頁
︒

⑪

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄
第
一
七
巻
︑
大
正
一
切
経
刊
行
会
︑
一
九
二
四
年
︒

⑫

池
上
洵
一
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

今
昔
物
語
集
﹄
第
三
巻
︑
一
九
九
一

年
五
月
︒

⑬

平
岡
氏
は
﹁
平
安
時
代
貴
族
社
会
に
与
え
た
明
確
な
例
証
と
な
る
の
は
︑
藤
原
道

長
の
弥
勒
信
仰
で
あ
る
︒
﹃
中
右
記
﹄
に
は
︑
多
く
記
述
さ
れ
て
い
る
が
︑
道
長
の

弥
勒
信
仰
は
言
う
ま
で
も
な
く
金
峯
詣
を
中
心
と
す
る
寛
弘
四
年
︵
一
〇
〇
七
︶
の

金
銅
経
筒
の
埋
蔵
願
文
に
見
え
て
い
る
信
仰
で
あ
る
︒
金
峯
山
は
弥
勒
下
生
の
地
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
寛
弘
四
年
六
月
八

日
条
に
も
金
峰
参
り
の
記
述
が
見
ら
れ
る
︒
︵
平
岡
定
海
﹃
日
本
弥
勒
浄
土
思
想
展

開
史
﹄
大
蔵
出
版
︑
一
九
七
七
年
二
月
︒
︶

⑭

『
今
昔
物
語
集
﹄
本
朝
篇
に
見
ら
れ
る
天
人
の
記
述
は
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒
巻

十
一
第
三
一
話
︑
巻
十
三
第
三
六
話
︑
巻
十
四
第
十
話
︑
巻
十
五
第
六
話
︑
巻
十
九

第
三
一
話
︑
巻
二
十
四
第
一
話
で
あ
る
︒

⑮

『
釈
迦
譜
﹄
が
依
拠
資
料
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
﹃
釈
迦
譜
﹄
で
は

釈
迦
の
父
で
あ
る
白
浄
王
の
過
去
因
縁
を
観
じ
て
か
ら
閻
浮
提
に
下
生
す
る
の
で
あ

る
が
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
で
は
過
去
因
縁
は
一
切
記
述
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
閻
浮
提
下
生

の
記
述
か
ら
始
ま
る
所
に
意
義
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
︵
前
田
雅
之
﹃
今
昔

物
語
集
の
世
界
構
成
﹄
笠
間
書
院
︑
一
九
九
九
年
十
月
︑
二
四
～
二
七
頁
︶
︒
ま
た

依
拠
資
料
初
め
て
指
摘
し
た
の
は
︑
本
田
義
憲
﹁
今
昔
物
語
集
仏
伝
史
料
に
関
す
る

覚
書
﹂
︵
﹃
仏
教
文
学
研
究
﹄
第
九
号
︑
一
九
七
〇
年
︶
で
あ
る
︒

⑯

小
峯
和
明
﹃
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構
造
﹄
笠
間
書
院
︑
一
九
八
五
年
十
一
月
︑

三
四
八
～
三
五
〇
頁
︒

⑰

前
田
雅
之
﹃
今
昔
物
語
集
の
世
界
構
成
﹄
笠
間
書
院
︑
一
九
九
九
年
一
〇
月
︑
二

五
～
二
七
頁
︒

⑱

元
興
寺
の
弥
勒
像
の
由
来
を
語
る
の
に
白
木
︵
新
羅
︶
を
経
由
し
て
い
る
が
そ
の

点
を
述
べ
て
い
な
い
の
は
︑
三
国
意
識
を
強
く
示
す
が
た
め
で
あ
り
新
羅
に
対
す
る

意
識
が
薄
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
金
正
凡
﹁
﹁
今
昔
物
語
集
﹂
に
見

る
朝
鮮
関
係
説
話
小
考
﹂
﹃
国
文
学

解
釈
と
観
賞
﹄
第
五
七
号
︑
一
九
九
二
年
五

月
︑
一
六
八
～
一
七
五
頁
︒

小
野
裕
子
﹁
中
国
・
朝
鮮
半
島
﹂
︵
﹃
今
昔
物
語
集
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
﹄
世
界
思

想
社
︑
二
〇
〇
三
年
一
月
︑
一
一
三
頁
︶
に
お
い
て
は
︑
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
の
三

部
を
立
て
︑
仏
教
の
起
源
か
ら
伝
来
を
説
く
本
集
の
構
造
を
反
映
し
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る
︒

⑲

前
田
氏
は
巻
十
一
の
第
一
話
～
第
一
二
話
の
説
話
を
考
察
し
︑
﹁
三
国
構
成
を
構

築
し
た
三
国
意
識
﹂
が
﹁
仏
法
を
誰
か
ら
伝
授
し
た
か
︑
に
つ
い
て
か
な
り
綿
密
に

詳
述
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
が
日
本
仏
法
史
を
公
正
に
叙
述
し
て

い
こ
う
と
す
る
今
昔
物
語
集
の
基
本
的
姿
勢
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
否
め
な

い
︒
﹂
と
し
て
い
る
︒
︵
﹃
今
昔
物
語
集
の
世
界
構
想
﹄
笠
間
書
院
︑
一
九
九
九
年
十

月
︑
一
二
七
頁
︶
︒

⑳

渡
辺
匡
一
﹁
寺
社
・
聖
地
・
霊
場
﹂
︵
﹃
今
昔
物
語
集
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
﹄
世
界

思
想
社
︑
二
〇
〇
三
年
一
月
︑
一
二
二
頁
︒
渡
辺
氏
も
こ
の
記
述
か
ら
︑
天
竺
・
震

旦
の
聖
地
が
日
本
に
お
い
て
大
安
寺
と
し
て
具
現
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
指
摘

し
た
︒
ま
た
元
興
寺
も
北
天
竺
生
天
子
国
の
化
人
に
よ
っ
て
造
像
さ
れ
た
弥
勒
像
が

伝
来
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
や
は
り
聖
地
の
役
割
を
担
い
︑
日
本
が
イ
ン
ド
・
中
国

に
劣
ら
な
い
仏
の
国
で
あ
る
こ
と
を
宣
揚
し
た
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
︒

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂
と
﹁
天
人
﹂

五
七



天
智
天
皇
第
三
皇
子
︑

笠
置
寺
者
︑
天
武
天
皇
御
宇

天
智
天
皇
ゝ
子
好
㆓

文
章
㆒

又
好
㆓

遊
猟
㆒

殺
㆓

害
猪
鹿
㆒︑

天
智
天
皇
御
願
︑
天
智
天
皇
皇
子
狩

猟
之
間

今
昔
︑
天
智
天
皇
ノ
御
代
ニ
御
子
在
マ
シ
ケ
リ
︒
心
ニ
智
リ
有
テ
才

賢
カ
リ
ケ
リ
︒
文
ノ
道
ヲ
バ
極
テ
好
ミ
給
ケ
ル
︒
詩
賦
ヲ
造
ル
事
ハ
︑

此
御
子
ノ
時
ヨ
リ
ゾ
此
国
ニ
ハ
始
マ
リ
ケ
ル
︒
亦
︑
田
猟
ヲ
好
テ
︑

猪
・
鹿
ヲ
殺
ス
事
ヲ
朝
暮
ノ
役
ト
セ
リ
︒
常
ニ
身
ニ
弓
箭
ヲ
帯
シ
︑

軍
ヲ
引
具
シ
テ
︑
山
ヲ
籠
メ
□
纏
テ
︑
獣
ヲ
令
狩
︒

&

『
諸
寺
縁
起
集

護
国
寺
本
﹄
笠
置
寺
縁
起

『
阿
婆
縳
抄
﹄

『
伊
呂
波
字
類
抄
﹄

『
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
一
第
三
十

別
表
：
類
話
対
照
表

'

皇
子
餘
命
在
只
今
︑
我
身
欲
失

日
晩
魂
消
・
不
能
引
手
縄
︑
無
力
返
蹄

欲
㆑

進
㆑

轡
如
㆓

壁
之
従
立
㆒︑
神
驟
情
騒
︑

将
㆓

與
㆑

馬
死
㆒

馬
ヨ
リ
下
リ
ム
ト
為
ル
ニ
モ
︑
鐙
ノ
下
ハ
遥
ナ
ル
谷
ニ
テ
有
レ
バ
︑

可
下
キ
所
無
シ
︒
馬
少
シ
動
カ
バ
落
入
ナ
ム
ト
ス
︒
谷
ヲ
下
セ
バ
十

余
丈
許
ナ
ル
下
□
也
︒
見
ル
ニ
目
モ
暗
レ
テ
︑
谷
底
モ
不
見
エ
︑
東

西
モ
忘
レ
ヌ
︒
魂
ヲ
イ
ツ
キ
心
騒
テ
︑
只
今
馬
ト
共
ニ
死
ナ
ム
ト
ス
︒

(

王
子
之
馬
不
走
留
︑
同
欲
落
︑
前
之
ニ
足
既
離
巖
在
虚

空

至
㆓

崢
巖
之
透
出
㆒︑
馬
踠
餘
足
四
蹄
聚
㆓

一
處
㆒︑
直
下
者
下
十
丈
許
也
眼
眩
︑
轉

而
不
㆑

矚
㆓

谿
底
㆒︑
驚
擬
㆑

還
㆑

馬
無
㆓

足

之
所
㆒㆑

踏
︑

至
崢
巖
之
透
出
︑
馬
踠
餘
足
︑
四
蹄

藂
一
處

直
下
者
十
許
丈
也
︒
眼
眩
轉
而
不
矚

谿
床
︑
驚
擬
還
︑
馬
無
足
之
所
踏
︑

如
夢

此
乗
タ
ル
馬
走
リ
早
マ
リ
テ
︑
鹿
ノ
如
ク
既
ニ
可
落
キ
ガ
︑
四
ノ
足

ヲ
同
所
ニ
踏
テ
︑
少
シ
指
シ
出
タ
ル
巖
ノ
崎
ニ
立
ニ
タ
リ
︒

馬
ヲ
折
返
サ
ム
ニ
モ
所
モ
無
シ
︒

*

出
宮
遊
猟
山
城
国
相
楽
郡
︑

入
一
深
山
忽
得
鹿

馳
馬
越
峯
渡
谷
︑

不
憚
石
巖
︑
付
鹿
追
行

鹿
欲
遁
矢
心
深
︑
自
高
巖
上
捨
身
逃
落

是
皇
子
乗
㆓

飛
雲
之
馬
㆒︑
備
㆓

法
駕
㆒︒

率
㆓

群
臣
㆒

従
㆓

山
代
国
道
崎
㆒︑
漸
踏
㆓

笠

置
之
峯
㆒︑
群
師
田
猟
馳
散
各
隨
㆓

鹿
章

麇
㆒︑
章
麇
㆒

皇
子
就
㆓

鹿
走
㆒

馳
行
︑
駿

馬
㆑

控
弓
向
㆑

東
到
㆓

臨
高
岸
㆒︑
馬
失
足

而
田
倒
︑

急
抛
㆓

弓
矢
㆒

雖
㆑

引
㆓

手
綱
㆒

敢
不
㆑

留
︒

皇
子
就
鹿
馳
行
︑
駿
馬
到
臨
高
岸
︑

鹿
失
足
而
落
︑

抛
弓
矢
雖
引
手
縄
︑
敢
不
留

然
ル
間
︑
山
城
ノ
国
︑
相
楽
ノ
郡
︑
賀
□
ノ
郷
ノ
東
ニ
有
ル
山
辺
ヲ

狩
リ
行
ク
ニ
︑
山
ノ
斜
ニ
登
タ
ル
所
ヲ
︑
皇
子
駿
馬
ニ
乗
テ
鹿
ニ
付

テ
馳
セ
登
リ
給
フ
ニ
︑
鹿
ハ
東
ヲ
指
テ
逃
グ
レ
バ
︑
我
レ
ハ
鹿
ノ
尻

ニ
︑
次
テ
馳
セ
テ
︑
鐙
ヲ
踏
ミ
ア
テ
弓
ヲ
引
ク
程
ニ
鹿
俄
ニ
失
ヌ
︒

倒
ル
ル
ナ
メ
リ
ト
見
ル
ニ
︑
鹿
不
見
へ
︒
﹁
早
ク
︑
岸
ノ
有
ケ
ル
ヨ

リ
落
ヌ
ル
也
﹂
ト
思
テ
︑
弓
ヲ
投
ゲ
棄
テ
手
縄
ヲ
引
ト
云
ド
モ
走
立

タ
ル
馬
ナ
レ
バ
︑
輒
ク
不
留
ラ
︒

早
ク
︑
遥
ニ
高
キ
岸
ヨ
リ
鹿
ハ
落
ヌ
ル
也
ケ
リ
︒

+

即
隨
祈
念
︑
馬
忽
留
身
亦
全

須
臾
如
㆑

有
㆓

冥
助
㆒︑
馬
役
㆓

四
足
指
㆒

後

而
退
︑

依
願
力
須
臾
如
有
冥
助

即
チ
其
験
ニ
︑
馬
尻
へ
逆
サ
マ
ニ
退
テ
広
所
ニ
立
ヌ
︒

,

悲
歎
之
餘
︑
心
中
誓
願
︑
我
願
為
山
之
地
主
︑
顕
弥
勒

像
︑
令
保
今
度
之
命
給
ヘ
云
々
︑

誓
云
︑
山
神
鬼
魅
︑
若
扶
㆓

吾
命
㆒

者
︑

於
㆓

此
巖
畔
㆒

奉
㆑

刻
㆓

弥
勒
尊
像
㆒︑
立
願
︒

願
言
︑
山
神
鬼
魅
︑
若
扶
吾
命
者
︑

於
巖
畔
奉
刻
弥
勒
尊
像
︑

然
レ
バ
︑
皇
子
歎
キ
テ
云
ク
︑
﹁
若
シ
此
所
ニ
座
セ
バ
︑
山
神
等
︑

我
ガ
命
ヲ
助
ケ
給
ヘ
︒
然
ラ
バ
︑
此
巖
ノ
喬
ニ
︑
弥
勒
像
ヲ
刻
ミ
奉

ラ
ム
﹂
ト
願
ヲ
発
ス
ニ
︑

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂
と
﹁
天
人
﹂

五
八



此
寺
ハ
︑
弥
勒
彫
顕
シ
奉
テ
後
︑
程
ヲ
経
テ
︑
良
弁
僧
正
ト
云
フ
人

ノ
見
付
ケ
奉
テ
︑
其
後
ヨ
リ
行
ヒ
始
タ
ル
ゾ
ト
人
云
フ
︒
其
ヨ
リ
ナ

ム
堂
共
ヲ
造
リ
房
舎
ヲ
造
リ
重
テ
︑
僧
共
多
ク
住
シ
テ
行
フ
也
ト
ゾ

語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
︒

15 -

其
時
︑
皇
子
馬
ヨ
リ
下
テ
泣
々
伏
シ
礼
ミ
︑
後
ニ
来
テ
尋
ム
注
シ
ニ

見
ム
ガ
為
ニ
︑
着
給
ヘ
ル
藺
笠
ヲ
脱
テ
置
テ
返
ヌ
︒

還
竟
︑
届
㆓

路
地
㆒

脱
㆓

所
服
之
藺
笠
㆒︑

置
㆓

後
日
之
指
南
㆒

仏
神
之
霊
応
於
爰
願
之
間
︑
喜
悦
信
伏
︑
涙
下
両
行
︑

但
此
深
山
人
跡
絶
︑
奇
巖
聳
︑
雖
造
佛
誰
来
拝
之
︑
設

雖
造
雨
露
忽
犯
︑
爭
得
久
︑
思
惟
未
定
之
間
︑
日
暮
路

遠
︑
以
後
日
固
来
︑
欲
廻
意
匠
之
間
︑
為
後
脱
御
笠
︑

置
石
上
而
還
御
︑

14

実
ニ
︑
世
ノ
末
︑
希
有
ノ
仏
ニ
在
マ
ス
︒
世
ノ
中
ノ
人
専
ニ
可
崇
奉

シ
︒
﹁
僅
歩
ヲ
運
ビ
首
ヲ
低
ケ
ム
人
︑
必
ズ
覩
率
ノ
内
院
ニ
生
︑
弥

勒
ノ
出
世
ニ
値
ム
□
殖
ツ
﹂
ト
可
頼
キ
也
︒

纔
運
歩
之
輩
︒
植
㆓

往
生
覩
率
之
種
㆒

也
︑

偶
禮
㆓

尊
顔
㆒

之
族
︑
結
㆒

龍
華
成
道
之

果
㆒

成
︑

.

其
後
一
両
日
ヲ
経
テ
︑
其
所
ニ
置
シ
所
ノ
笠
ヲ
尋
テ
至
ヌ
︒
山
ノ
頂

ヨ
リ
下
テ
︑
巖
ノ
腰
ヲ
廻
リ
経
テ
麓
ノ
砌
ニ
至
ヌ
︒

経
㆓

一
両
日
㆒

尋
㆓

至
笠
置
所
㆒︒
擬
㆘

擘
㆓

山
腹
㆒

像
乎
嶲
其
面
㆖

谿
谷
不
㆑

貪
㆑

響

其
後
経
数
日
︑
歎
願
之
難
遂
︑
向
彼
山
︑
尋
泉
河
流
︑

登
置
笠
峯
不
遂
︑

0

上
様
ヲ
見
上
グ
レ
バ
︑
目
モ
不
及
︑
雲
ヲ
見
ル
ガ
如
シ
︒
皇
子
心
ニ

思
ヒ
煩
ヒ
︑
山
ノ
腹
ヲ
指
テ
︑
其
面
ニ
弥
勒
ノ
像
ヲ
彫
リ
奉
ラ
ム
ト

為
ル
ニ
︑
力
無
シ
︒
其
時
ニ
︑
天
人
是
ヲ
哀
ビ
助
ケ
テ
︑
忽
ニ
此
仏

ヲ
刻
ミ
彫
リ
奉
ル
︒

仍
建
立
之
︑

誓
念
暗
報
天
人
助
㆑

之
︑
刻
雕
急
成
︑

有
一
人
童
子
︑
其
形
陰
非
普
通
人
︑
貴
人
上
﨟
気
色
成
︑

爰
王
子
云
︑
我
在
造
佛
之
願
︑
為
之
々
何
︑
童
子
云
︑

我
奉
造
助
君
願
云
々
︑
雖
奇
思
給
︑
与
童
相
共
趣
彼
山
︑

於
山
之
北
之
麓
︑
河
之
南
際
︑
童
子
忽
失
過
︑

10

其
間
︑
俄
ニ
黒
キ
雲
覆
テ
暗
キ
夜
ノ
如
ク
成
ヌ
︒
其
暗
キ
中
ニ
少
キ

石
ノ
多
ク
逬
ル
音
聞
ユ
︒
暫
計
有
テ
︑
雲
去
リ
霞
晴
テ
明
カ
ニ
成
ヌ
︒

黒
雲
覆
㆑

山
︑
宛
如
㆓

子
夜
暗
㆒︑
中
有
㆑

聱
岩
奔
散
︒
造
㆑

像
既
畢
︒
雲
去
霞
晴
︒

即
黒
雲
覆
峯
︑
荒
風
忽
吹
︑
大
雨
即
降
︑
雷
電
霹
靂
︑

大
地
欲
破
︑
山
峯
欲
崩
︑
我
有
何
罪
︑
依
何
科
︑
忽
遇

此
灾
︑
愁
歎
而
有
余
︑
雖
然
無
程
天
晴
明
静
︑

11

其
ヨ
リ
後
︑
是
ヲ
笠
置
寺
ト
云
︑
是
也
︒
笠
ヲ
注
ニ
置
タ
レ
バ
︑
笠

置
ト
可
云
也
︒
其
レ
ヲ
只
和
カ
ニ
︑
カ
サ
ギ
ト
ハ
云
也
ケ
リ
︒

13

其
時
ニ
︑
皇
子
仰
テ
巖
ノ
上
ヲ
見
給
ヌ
ニ
弥
勒
ノ
像
︑
其
形
チ
鮮
ニ

シ
テ
彫
リ
奉
リ
タ
リ

成
奇
登
峯
見
之
︑
姑
置
笠
之
巖
恣
削
之
︑

12

皇
子
是
ヲ
見
テ
︑
泣
紀
恭
敬
礼
拝
シ
テ
返
給
ヌ
︒

其
面
如
掌
︑
彼
面
五
丈
之
弥
勒
彫
刻
之
︑
相
好
殊
妙
如

生
身
︑
彫
藍
田
々
青
姑
︑
似
眦
首
渇
摩
造
栴
檀
之
像
︑

顕
兜
率
之
妙
僧
相
︑
同
末
田
尊
者
写
生
身
之
質
︑
雖
経

五
十
六
億
七
千
万
歳
不
可
𣏓
︑
待
三
会
之
下
生
︑
及
千

佛
之
出
世
︑
利
生
可
無
限
︑
況
哉
天
人
雨
降
︑
常
成
供

養
︑
古
今
類
少
者
歟
︑

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
弥
勒
﹂
と
﹁
天
人
﹂

五
九


