
逆

修

信

仰

の

史

的

研

究

川

勝

政

太

区良

一
、

序

言

長
年
に
わ
た

っ
て
仏
教
信
仰
遺
品
の
調
査
、
研
究
に
従

っ
て
来
た
私
は
、
そ
れ
ら
の
遺
品
の
銘
文
中
に
、
逆
修
と
い
う
言
葉
を

使
用
し
た

例
を
、

い
ろ
い
ろ

見
て
来

た
。
時
代
的
に
は
中
世
か
ら
近
世
に
わ
た
り
、
遺
品
の
種
類
に
あ

っ
て
は
多
く
は
石
造
塔
婆
の
た
ぐ
い
に
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
私
ど
も

の
祖
先
の
信
仰
の
中
に
、
逆
修
を

目
的
と
す
る
石
造
塔
婆
が
多
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
逆
修
と
は
い
か
な
る
こ
と
を
指
す
の
か
は
、
仏
教
辞
典
を
は
じ
め
仏
教
関
係
の
書
物
に
記
警

れ
て
い
る
が
・
多
く
は

諜

じ
め
・
自
分
の
死
後
の
仏
事
を
生
存

中

に
修
す
る
こ
と
。

ま
た
豫
修
と
も
い
う
。L

と
解
説
し
、
こ
の
事

の
根
拠
と
な

っ
た
経
典
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
が

一
般
的
で
あ
り
、
余
り
長
い
詳
し
い
記
載
を
し

た
も
の
は
な
い
。

そ
の
中

に
あ

っ
て
、
服
部
清
道
博
士
が
早
く
そ
の
大
著

『板
碑
概
説
』
(
昭
和
八

・
九
)

の
第

二
篇
第
四
章
第
三
節

「
逆
修
と
板
碑
」

に

説
か
れ
た

も

の
は
、
最
も
詳

し
い
内
容
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
例
の
対
象
を
板
碑
に
限

っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
他
の
石
造
塔
婆
に
お
い
て
、
逆
修
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
に

つ
い
て
は
、
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

板
碑
と
逆
修
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
と
く

に
近
年
来
関
東

の
板
碑
の
徹
底
的
綜
合
調
査
研
究
を
進
め
ら
れ

つ
つ
あ
る
東
京
学
芸
大
名
誉
教
授
千
々
和
実
氏

『
武
蔵
国

板
碑
集
録
、
旧
比
企
郡
』
(
昭
和

四
三

.
四
)

の

「
旧
比
企
郡
内
板
碑
の
概
観
」
中
に
、
逆
修
板
碑
の
多

い
こ
と
を
数
字
を
以

っ
て
示
し
、
板
碑
を
主
と
し
て
死
者
の
た

め
に
造
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
は
誤
り
で
、
む
し
ろ
生
存
者
が
自
身
の
救
済
の
た
め
に
造
立
す
る
こ
と
が
主
で
あ

っ
た
と

す
る

見
解
を

強
調

さ
れ
て
い

る
。
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研
究

そ
れ
に
し
て
も
、
逆
修
と
い
う
こ
と
が
、
長
い
年
月
に
わ
た

っ
て
行
な
わ
れ
、
歴
史
上
の
事
実
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
時
代
的
に
も
、
地
域
的
に
も
広
く
資
料
を

集
め
て
、
逆
修
と

い
う
信
仰
形
態
を
歴
史
と
し
て
研
究
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
万
全
を
期
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、

と
り
あ
え
ず

手
も
と
の

資
料
を

整
理
し

て
、
逆
修
信
仰
の
史
的
研
究

の
基
礎
に
な
る
よ
う
な
も

の
を
書

い
て
み
よ
う
と
す
る
の
が
、

こ
の
小
論
の
目
的
で
あ
る
。
博
雅

の
御
示
教
や
御
叱
正
を
得
て
、
将
来

の
訂

正
を
期
し
た
い
と
思
う
。

二
、

逆
修

と

そ

の

目
的

逆
修
と
は
ど
う
い
う
信
仰
で
あ
る
か
、
そ
の
目
的
は
何
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
に

つ
い
て
、

一
般
に
説
か
れ
る
こ
と
を
中

心
に
し
て
通
説
し
て
お
く
。

逆
修
の
読
み
方
は
い
ろ
い
ろ
行
な
わ
れ
て
い
る
。

「
ぎ
ゃ
く
し
ゅ
」
「
ぎ
ゃ
く
し
ゅ
う
」
「
ぎ

ゃ
く
じ

ゅ
」
が
あ
り
、
ど
れ
が
正
し
い
と

い
う

の
で
は

な
い
の
で

あ
ろ

う
。

こ
の
逆
は

「
あ
ら
か
じ
め
」

の
意
で
、
自
分
の
た
め
に
生
存
中

に
、
あ
ら
か
じ
め
自
身

の
死
後
の
法
事
を
修
す
る
こ
と
を
指
す
。
逆
を
順
逆

の
逆
の
意
に
と

っ
て
、

た
と
え
ば
親
が
子
よ
り
も
お
く
れ
、
先
に
死
ん
だ
子

の
た
め
に
法
事
を
行
な
う
よ
う
な
時
に
、
逆
縁
に
よ
る
法
事

の
意
で
逆
修
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
が
、
私

の
今
ま
で

調

べ
た
例
で
は
そ
の
よ
う
な
も

の
は
な
く
、
す

べ
て

「
あ
ら
か
じ
め
」

の
方
で
あ
る
。
従

っ
て

「
豫
修
」
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
時

に
は
生
存
者
が
自
身
の
た
め
に
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
子
が
現
在
生
存
す
る
親
の
た
め
に
、
妻
が
健
在
の
夫

の
た
め
に
、
逆
修
を
営
む
こ
と
も
あ

っ

た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
遺
品
の
調
査
に
よ

っ
て
浮
か
び
上

っ
て
く
る
こ
と
で
、

一
般
的
な
書
物

に
は
記
さ
れ

て
い
な
い
。

次
に
死
後
の
法
事
を
何
故
に
、
自
身
で
生
前
に
修
す
る
必
要
、
ま
た
は
希
望
が
あ
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
逆
修

の
本
説
に

つ
い
て
は
、
服
部
博
士

の
前
掲
書

に
説
か
れ
た
通
り
で
あ
る
。

『
灌
頂
随
願
往
生
十
方
浄
土
経
』
第
十

一
に
説
く
と
こ
ろ
を
、
理
解

の
便

の
た
め
読
み
下
し
て
み
る
。

ダ

ぎ
よ

う

普

広
菩
薩
、

後

に
仏

に
も

う
し

て

い
わ
く
、
も

し

四
輩

男
女
、

よ
く
法
戒

を
解

し
、
身

の
如

幻
を

知
り
、

精
励

修
習

し
、
菩
提

の
道

を
行
じ
、

未

だ

終
ら

ざ

る

の

あ
ら
か

き
ぬ

時
、

逆

じ
め

三
七
を
修

し
、

燈
を
燃

じ
明
を
続

け
、
糟

の
幡

蓋
を
懸

け
、
衆
僧

を
請
召

し

て
、

尊
経

を
転

読

し
、
諸

の
福

業

を
修

せ
ば
、

福
を
得

る

こ
と
多
き

に
あ
ら

ず

や
と
。
仏
言

い
た
も

う
。
普

広

よ
。

そ

の
福

は
無

量
に

し

て
度

量
す

べ
か
ら
ず
。

心

の
所

願

に
随

っ
て
、

そ

の
果

実
を
獲

ん
。

こ

の

「
逆
じ
め

三
七
を
修

し
」

と

い
う

こ
と

が
逆
修

三
七

日

(
二
十

一
日
)

で
、

そ

の
法
事

に
よ

っ
て
無

量

の
福

を
受
け

る
と

い
う

の
で
あ
る
。
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法
然

上
人

の
著
作

と
称
す

る

『
逆
修

説
法

』
に

は
、

そ

の
功

徳
を
く
わ

し
く
述

べ
る
。

こ
れ
も

読
み
下

し

て
掲

げ

る
。

然

れ
ば

則

ち
今

こ
の
逆

修
七

七
日

(
四
十
九

日
)

間

、

供
仏

・
施
僧

の
営

み

は
、

即
ち

こ
れ
寿
命

長

遠

の
業

な
り
。

た
と

い
、

そ

の
業
因

を
修

せ

ず

し

て
、

か

の
国

(安

楽
国
、

極
楽

)

に
生

る
を
得

る
と
も
、

仏
願

に

よ

っ
て
無

量

の
寿

を
得

ん
。
な

ん
ぞ

い
わ

ん
や
、

か

く

の
如

く
別

に
そ

の
業

因

を
修
す

る
に
お

い

て
お

や
。

寿
命

の
功

徳
ほ

ぼ

述
ぶ

る

こ
と
、

か
く

の
如
し
。

ま

た
弘
法

大

師

の
撰

に
か

か
る
と

い
う

『
逆
修

日
記
事

』

と

い
う
も

の
が
あ
り

、
室

町
時
代

の
偽

作
と

考

え
ら

れ

て
い
る
が
、

こ
れ

ら

に
よ

っ
て
逆

修

の
思
想

が
世

に

行

な
わ

れ
た
根

拠
を

う
か
が

う

こ
と
が

で
き

る
。

こ
れ
ら

を
見

る
と

、
逆
修

の
功

徳
は
現
世

に

お

い
て
、

計
る

べ
か
ら
ざ

る
福

を
得

る
と
説

か
れ
、

そ
れ

が
発
展

し

て
計

る

べ
か
ら
ざ

る
寿
命

を
得

る

と
解
釈

さ
れ

て

い

る
。

人

間

の
福

・
寿

に
対

す

る
執

着
が
、

こ
う

し

た
考

え

方

に
引
き

つ
け
ら

れ
る

こ
と

は
当

然

で
あ
り
、

ま

た
入
間

の
歴
史

の
上

か
ら
も

興
味
あ

る

こ
と

で
あ

る
。

福
も

寿

も
不

用
だ

と

い
う

人
間
は
、
尊

敬
す

べ
き

人
間

の
よ
う

に
見

え
る
が
、

そ
れ

は
人
間

の
本

質

で

は
な

い
。

や
は
り

本
質

的
な
人

間

に
よ

っ
て
、

人
間

の
歴
史

は
進
め

ら

れ

る

の
で
あ

る

、

死
者

の
た

め

に
、

他

の
者
が
善

事
を
行

な

う

の
が
追

善

で
あ

る
。

逆
修

は
そ

の
反
対

で
、
自
身

が
自

分

の
た
め

に
生
存
中

に
善
事

を
行

な
う

の

で
あ

る
。

つ
ま
り
死
者

の
受
け

る
追
善

と
、

他

の
者

が
善
事

を
行

な

っ
て
受
け

る

功
徳

を
、

二
つ
な
が
ら

自
分

が
行

な

い
自

分
が

受

け
る

の
で
あ

る
。

こ
の
功

徳
、
す

な
わ
ち

善

行
に

よ

っ
て
受

け

る
福
利

に

つ

い
て
、
前

記

の

『
灌
頂

随
願
往

生
十
方

浄

土
経

』
中

に
、

普
広
菩

薩
が
仏

に
対

し

て
、

こ
の
世

で
仏

教
を

信
じ

な
か

っ
た
者

が
死

ん
で
か

ら
、

親

し

い
人

た
ち
が
、

彼

の
た
め

に
追
善

を
行

な

っ
た
時
、

彼

は
福

を

得

る

こ
と
が

で
き
る
か

、
ど

う
か

を
問
う

た
時

に
答

え

た
言
葉

を
、
次

に
読

み
下

し
て
み
る

。

仏
言

い
た
も
う

。
普
広

よ
。

こ
の
人

の
た
め

に
福

を

修

せ
ば
、

七
分

の
中
、

一
を
獲

る

と
な
す
。
何

の
ゆ
え

に
し

か
る
か
。

そ

の
前

世

に
道

徳
を

信

ぜ
ざ

る
に
よ

っ

て

の
ゆ
え

に
、
福

徳
七

分
し

て

一
を
獲

し
む
。

追
善

の
福

は

ヒ
分

し

て
、

死
者

は

一
分

を
得
、

余

の
六

分

は

こ
と

ご
と
く

追
善

を
行

な

っ
た
人

に
属
す

る

と

い
う

の
で
あ
る
。

し
ち
ぶ
ん

従

っ
て
自
身

生
存
中
に
自
分
の
た
め
に
逆
修
を
行
な
え
ば
、

死
者

の
受
け
る

一
分
、
追
善
者

の
受
け
る
六
分
、
全
部
を
自
分
が
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を

「
七
分

ぜ
ん
と
く

全
得
」

と
い
う
。
逆
修
を
行
な
う
者
は
七
分
全
得
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
入
々
は
逆
修
を
行
な

っ
た
と
い
え
ば
、
人
間
の
欲

の
深
さ
に
あ
き
れ
る
と
い
う
人

も
あ
る
か
も
知

れ
ぬ
が
、

こ
れ
は
も
う
少
し
善
意
に
解
釈
し
て
、
七
分
全
得
を
望
む
ほ
ど
に
、
仏
教
の
功
徳
を
尊
重
し
た
も
の
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
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知
恩
院
蔵

『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
第

二
十
三
巻
の
詞
書
に
、
あ
る
人
が
往
生
の
用
心
を
法
然
上
人
に
尋
ね
た
の
に
対
す
る
返
事
の

一
条

に
、

一
、
七
分
全
得

の
事
、
仰

の
ま
ま
に
申
げ

に
候
、
さ
て
こ
そ
逆
修
は
す
る
こ
と
に
て
候

へ
。
さ
候

へ
ば
、
後

の
世
を
と
ぶ
ら
ひ
ぬ
る
べ
き
人
の
候
は
ん
人
も
、

そ
れ
を

た
の
ま
ず
し
て
、
わ
れ
と
は
げ
み
て
念
仏
申
て
、

い
そ
ぎ
極
楽

へ
ま
い
り
て
、
五
通
三
明
を
さ
と
り

て
、
六
通
四
生
の
衆
生
を
利
益
し
、
父
母
師
長

の
生
所
を
た
つ
ね

て
、
心
の
ま
ま
に
む
か

へ
と
ら
ん
と
思

べ
き
に
て
候
也
。

(下
略
)

と
あ

っ
て
、
後
世
を
弔

っ
て
く
れ
る
人
が
存
在
し
て
も
、
そ
れ
を
あ
て
に
し
な
い
で
、
自
分
で
逆
修
を
行
な
い
、
七
分
全
得

の
功
徳
を
受
け
る
が
よ
い
と
し
て
い
る
。

逆
修
と
そ
の
目
的
に
つ
い
て
以
上
の
如
く
理
解

さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

の
ま
と
ま

っ
た
論

考
を
、
寡
聞
に
し
て
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
貧
弱
な
手
許
の
資
料
に
よ

っ
て
、

一
応
の
ま
と
め
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。

三
、
文
献

に
見

る
平
安
時
代
後
期

の
逆
修

逆
修
が
、
中
国
や
朝
鮮

で
わ
が
国
よ
り
前
に
、
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門

の
方
々
か
ら
教
え
て
頂
く
こ
と
に
し

て
、
わ
が
国
の
逆
修
が

い
つ
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
か
を
見
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
と
思
う
。

平
安
時
代
中
ご
ろ
、
関
白

の
藤
原
道
隆
が
東
三
条
第
に
お
い
て
修
し
た
の
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
最
も
古
い
逆
修

の
仏
事

で
あ

っ
た
と
し
て

知
ら
れ
て

い
る
。
『百
錬

抄
』
第
四
、
正
暦
五
年

(
九
九
四
)
十
月

二
日
の
条
に

関
白
於

・東
三
委

行
・
逆
修
仏
事

。
造
・図
絵
奪

仏
傑

。
書
・
写
金
泥
法
華
経
土

部

。
+
僧
論

舗

。
外
六
+
僧
。

(下
略
)

と
見

え
、

『
日
本

紀
略
』

後
篇
九
、

同

日

の
条

に
も

関
白
於

二東

三
条
院

一行

二
逆
修

法
会

一。

公
家

有

二御
請
経

使

一。

蔵
人
左

近
少
将

源
明

理
也
。

と

記
載

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
関
白

藤
原
道

隆

の
逆
修

は
、

貴
族

の
福
と
寿

の
祈

り

の
性
質

を
持

つ
も

の
の

よ
う

に
思
わ

れ
る
。

『
日
本

記
略
』

後
篇

十

一
、
寛

弘
五
年

(
一
〇
〇

八
)

八
月
十

四
日

の
条

に

皮

聖
人

(行

円
)
於

二
行
願
寺

一。
自

二
今

日

一至

二
干
十

月

三
日

一。
始

二
四
十

八
講

一。

擬
二
弥
陀

四
十

八

願

一也
。

為

二法

界
衆

生
逆
修

一也
。

こ
う
ど

う

と
あ

る
の
は
、
京
都

一
条
に
あ

っ
た
行
願
寺

(革
堂
、
後
に
寺
町
竹
屋
町
に
移

る
)
に
お
い
て
、
鹿

の
皮
衣
を
着
て
市
中
を
教
化
し
て
歩
い
た
の
で
皮
聖
入
と
よ
ば
れ
た
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行
円
が
、
広
く
諸
入
の
逆
修
の
た
め
に
、
阿
弥
陀
信
仰

の
四
十
八
講
を
行
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
日
数
も
四
十
八
日
に
わ
た
る
も
の
で
、

こ
れ
は
貴
族

の
法
事
で
な
い
と

こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
が
、
貴
族
で
な

い
諸
民
と
逆
修
と
の
結
び

つ
き
は
、

こ
の
よ
う
な
大
衆
的
な
場
に
よ

っ
て
成
り
立

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
貴
族
の
独
力
に
よ
る
逆
修
の

法
事
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
。
後
世

に
至

っ
て
も
、
富
裕
層
の
人
は
別
と
し
て
、
庶
民
が
集
団
で
逆
修
を
行
な
う
と

い
う
形
態
の
源
は
、
こ
の
皮
聖
人

の
法
界
衆
生
逆
修

の
よ
う
な
も
の
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

源
経
頼

の
日
記

『
左
経
記
』
万
寿

三
年

(
一
〇
二
六
)
四
月
三
日
の
条
に

含

禅
殿
被
修
逆
修
法
事

図
書
茸

阿
弥
陀
仏
⊥ハ
±

体
獺
雛

滋

鰯

又
阿
弥
陀
経
宛

百

+
二
巻
、
同
被
書
写
供
蓄

と
見
え
る
の
は
、
法
成
寺

の
御
堂
で
藤
原
道
長
が
修
し
た
逆
修
で
あ
る
。
六
十

一
歳
で
あ

っ
た
の
で
、
阿
弥
陀
仏

の
仏
画
六
十

一
体
を
造
立
し
た
上
、
阿
弥
陀
経
を
月

一

巻
ず

つ
に
あ
て
て
書
写
供
養
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
貴
族
中

の
貴
族

で
あ

っ
た
道
長
の
弥
陀
信
仰
と
、
福
寿
祈
願
の
逆
修
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
よ
り

一
年

八
か
月
後
に
六
十

二
歳

で
没
し
た
。

源
俊
房

の
日
記

『
水
左
記
』
承
保
四
年

(
一
〇
七
七
)
七
月
二
十
二
日
の
条
に

巳
剋
許
参
高
倉
殿
、
自
明
日
可
有
五
卜
日
御
読
経
、
是
逆
修
御
善
根
也

と
あ
る
の
は
、
故
宇
治
関
白
藤
原
頼
通
の
室
の
逆
修
で
あ

っ
て
、
翌
二
十
三
日
の
条
を
見
る
と
、
高
倉
殿

の
西
の
対
の
南
面
で
こ
の
法
事
が
行
な
わ
れ
、
四
面
に
幡
、
華

婁
な
ど
を
懸
け
、

三
尺
皆
金
色
の
阿
弥
陀

三
尊
像
を
螺
銀
入
り

の
仏
壇
上

に
奉
安
し
、
前
に
は
花
を
立
て
、
前
机

に
仏
器
や
仏
供
を
置
き
、
妙
法
蓮
華
経

一
部
八
巻
に
開

結

の
二
経
を
そ
え
、
阿
弥
陀
経
、
転
女
成
仏
経
、
般
若
心
経
各

一
巻
を
備
え
た
。

こ
れ
ら

の
経
の
軸

は
水
晶
、
表
紙
の
文
字
は
金
泥
書
で
、

蒔
絵
の

経
箱
に

納
め

ら
れ

た
。
前
机
、
磐
台
な
ど
も
す
べ
て
螺
鍋
入
り
で
あ
る
。
請
僧
は
十
人
、
講
師

一
人
、
午
後
六
時
ご
ろ
か
ら
は
じ
ま

っ
て
日
没
ご
ろ
に
終

っ
た
。
夏

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
七

時
半
ご
ろ
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
も
藤
原
時
代
ら
し
い
優
美
典
麗

の
法
事
が
目
の
前
に
浮
か
ぶ
。

七
月

二
十
九
日
が
御
逆
修

一
ヒ
q

そ
れ
よ
り
七
日
、

七
日
を
経

て
九
月
十

三
日
の
条
に
は

「
今
日
高
倉
殿
逆
修
御
法
事
五
十
日
畢
也
」
と
書
き
出
し
て
、
く
わ
し
い

記
述
が
あ
る
。
午
後

二
時
ご
ろ
か
ら
侍
廊
に
お
い
て
御
膳
が
出
さ
れ
、
終

っ
て
読
経
、
講
篭
が
日
没
ま
で
あ
り
、
ま
た
御
念
仏
が
あ

っ
て
後
、
僧
た
ち

に
布
施
が
あ
り
、

夜

に
入

っ
て
終
了
。
今
日
ま
で
高
倉
殿
の
内

に
宿
住
し
て
い
た
僧
た
ち
も
、
今
夜
皆
分
散
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
修
が
丘
十
日
に
わ
た
る
法
事

で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
の

貴
族
的
な
法
事

の
有
様
が
よ
く
わ
か
る
点
で
、
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

逆
修
信
仰
の
史
的
研
究
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源
師
時
の
日
記

「
長
秋
記
」
保
延
元
年

(
}
=
二
五
)

二
月
五
日
の
条
に
、

三
井
寺

の
前
大
僧
正
行
尊

の
入
寂

の
こ
と
を
聞
き
、
過
日
見
舞

っ
た
時
に
行
尊
が
師
時
に

話
し
た
こ
と
を
三
つ
記
す
中
に
、

又
語
云
、
余
此
六
七
年
間
、
修
逆
修
善

巳
及
二
千
日
、
其
間
毎
日

一
部
供
養
法
花
、
外
題
自
筆
書
之
、
以
此
功
徳
可
往
生
極
楽
之
由
、
不
動
尊
祈
念
処

(下
略
)

と
あ

っ
て
、
行
尊
は
こ
の
六
、
七
年
の
間
、
逆
修

二
千
日
に
及
び
、
毎
日
法
華
経

一
部
を
供
養
し
、
そ
の
経
の
外
題
は
み
ず
か
ら
書

い
て
来
た
。

こ
の
功
徳
に
よ

っ
て
往

生
極
楽
が
か
な
え
ら
れ
る
よ
う
に
、

三
井
寺

の
信
仰

の
中
心
た
る
黄
不
動
尊
に
祈
念
し
た
の
で
あ
る
。

二
千
日
と
い
う
よ
う
な
逆
修

の
仕
方
の
あ
る
こ
と
、
逆
修

の
目
的

が
極
楽
往
生
の
信
仰
そ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。

藤
原
宗
忠
の
日
記

『
中
右
記
』
長
承
三
年

(
一
=
二
四
)
十
二
月
十
五
日
の
条
に

従
今
日
行
逆
修
善
根
砒
ケ

例
時
僧
五
日
、
給
装
束

一
具

今
日
等
身
木
像
阿
弥
陀
仏

一
体
、
自
筆
法
花
経

一
部

(下
略
)

と
見
え
、
同

二
十

一
日
ま
で
毎
日
本
尊
を
変
え
て
法
事
を
行
な

っ
て
い
る
。
毎
日
の
僧
は
五
人
で
、
他
に
講
師

一
入
で
あ
る
。
同
じ
貴
族
で
も
前
述

の
高
倉
殿
の
場
合
に

比

べ
る
と
小
規
模
で
あ
る
。

宗
忠

の
逆
修
法
事
は
七
七
日

(
四
十
九
日
)
に
わ
た
る
も

の
で
な
く
、
七
日
間
で
あ
る
が
、
後
述

の
例
に
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
各

一
日
を
七
日
に
あ
て
て
い
る
も
の
と

思
う
。
す
な
わ
ち

十
二
月
十
五
日

十
六
日

十
七
日

十
八
日

十
九
日

二
十
日

初
七
日

二
七
日

三
七
日

四
七
日

五
七
日

六
七
日

阿
弥
陀
仏
木
像

迎
接
曼
陀
羅

弥
勒
絵
像

如
意
輪
観
音
絵
像

地
蔵
菩
薩
絵
像

虚
空
蔵
菩
薩
絵
像
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二
十

一
日

七
七
日

釈
迦
三
尊
絵
像

と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
忌
日
と
本
尊
と

の
関
係

は
こ
の
時
代
で
は
、
ま
だ

一
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
信
仰
に
よ

っ
て
選
ば
れ
て
い
る
も

の
と
思
う
が
、
広
く

親
し
ま
れ
て
い
る
仏
菩
薩
ば
か
り
で
あ
り
、
は
じ
め
に
阿
弥
陀
を
置
き
、
終
り
に
釈
迦
を
据
え
た

の
は
、

一
つ
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

最
終

日
の
日
記

の
記
述
に

「
逆
修

之
結
願
也
…
…
今
生
之
大
願
無
事
障
遂
了
、
生
中
之
大
慶
也
」
と
非
常
な
喜
び
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
古
入
の

逆
修
に

対
す
る

気
持
が

「
今
生
の
大
願
」
と
か

「
生
中

の
大
慶
」
と
か
い
う
表
現
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

平
信
範
の
日
記

『兵
範
記
』

に
、
鳥
羽
上
皇

の
女
院
高
陽
院
泰

子
の
、
仁
平
二
年

(
=

五
二
)
十

二
月
六

日
か
ら
十
二
日
ま
で
の
七
日
間
を
、
初
七
日
か
ら
七
七
日

に
あ
て
て
行
な
わ
れ
た
御
逆
修

の
く
わ
し
い
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
白
川
御
所
の
寝
殿
に
お

い
て
修
せ
ら
れ
、
前
記
の
高
倉
殿
と
同
様

に
華
麗
な
法
事
で
あ
る
が
、
そ
の

事
実
を
示
す
に
と
ど
め
て
、
省
略
に
従
う
。

さ
ら
に

『兵
範
記
』
に
は
、
嘉
応
元
年

(
}
　
六
九
)
六
月
十

七
日
、
後
白
河
法
皇
御
遁
世
の
日
か
ら
始
め
ら
れ
た
御
逆
修
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
時
は
、

七
日
目
毎
に
行
な
わ
れ
、
七
七
日
の
翌
日
の
五
十
日
を
結
願
日
と
さ
れ
、
現
在
の
洛
東
三
十

三
間
堂
に
近
い
法
住
寺
御
所
の
御
繊
法
堂
で
営
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
法
皇
の

御
逆
修

で
あ
る
か
ら
大
規
模

で
あ

っ
た
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。

藤
原
経
房
の
日
記

『吉
記
』
に
は
、
寿
永
二
年

(
一
一
八
三
)

二
月
九
日
か
ら
長
講
堂
で
行
な
わ
れ
た
後
白
河
法
皇

の
御
逆
修

の
記
事
が
あ
り
、
日
記
に
欠
落
が
あ
る

が
、
五
十
日
を
結
願
日
と
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
元
暦
元
年

(
=

八
四
)
十

一
月
十
九
日
か
ら
三
日
間
を
限

っ
て
、
法
住
寺
御
所
寝
殿
に
お

い
て
行
な
わ
れ
た

後
白
河
法
皇
の
御
逆
修
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
同

一
人
が
何
度
も
逆
修
を
行

な
う
場
合
は
、
ど

の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
日
記
を
資
料
と
し
て
平
安
後
期
の
逆
修
を
瞥
見
し
た
。

こ
の
時
代

の
逆
修

の
事
実
を
金
石
文
に
求
め
て
み
た
が
、

一
例
も
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

こ

の
事
は

こ
の
時
代
の
個
人
的
な
逆
修
は
上
流
階
級

の
間
に
行
な
わ
れ
た
の
が
本
体

で
あ

っ
て
、
中
級
の
人
た
ち
の
間
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
次

の
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
様
相
が
か
わ

っ
て
、
多
く
は
石
塔
に
刻

ま
れ
た
銘
文
に
よ
り
、
そ
の
時
代

の
逆
修

の
歴
史
を

見
る

こ
と
が

で
き
る

よ
う
に
な

る
。
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四
、

鎌
倉

時
代

の
逆
修
供
養
塔

な
ど

香
川
県
高
松
市

一
宮
町
の
大
宝
院
は
、

田
村
大
明
神

の
神
宮
寺

で
あ

っ
た
が
、
境
内

に
鎌
倉
時
代
中
期
前
後
の
古
石
塔

の
残
欠
が
数
基
残
存
し
て
い
る
。
こ
の
地
方

の

古
石
塔
は
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
角
礫
質
凝
灰
岩
で
あ
り
、
風
化
が
早

い
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
本
堂
前

の
土
壇
ヒ
に
立
つ
三
基
の

石
塔
中
の

向

っ
て

左
端

の
も

の

で
、
寄
せ
集
め
の
状
態
だ
が
、
高
さ
四
八
セ
ン
チ
、
直
径
七
〇

セ
ン
チ
の
球
形
の
塔
身
に
、
石
の
剥
離
で
文
字
を
所

々
失

っ
た
刻
銘
が
あ
り
、

奉
…
…

…
…
六
十
万
部
内

奉
納田

村
大
社

二
十
八
万
部

…
…
開
結
経
逆
修
名
帳

…

配
二
月
廿
九
日

大
願
主

と
辛
う
じ
て
読
ん
だ
。
他

の
塔
に
宝
治
元
年

(
一
二
四
七
)
の
刻
銘
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、

こ
の
干
支

の

「
己
酉
」
は
建
長
元
年

(
一
二
四
九
)
己
酉
の
年
に
あ
て

た

い
。

こ
の
鎌
倉
中
期
の
石
塔

に
刻
ま
れ
た
内
容

は
、
田
村
大
社
に
二
十
八
万
部
と
い
う
経
が
納
め
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
多
数
が
ど
の
よ
う
な
形
式
を
と

っ
た
も
の

で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。
開
結
経
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
法
華
経

一
部
八
巻
に
開
経
、
結
経
を
加
え
た
十
巻
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
私
の
目
を
引
く

の
は

「
逆
修
名
帳
」
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
他

の
例
で
い
う
と
、
時
宗
の
遊
行
聖
が
六
十
万
人
決
定
往
生
の
札
を
諸
人
に
与
え
、
結
縁
の
し
る
し
と
し
て

「
名
帳
」

に
そ
の
人

の
名
を
記
入
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
。
逆
修
名
帳
は
前
記
の
皮
聖
人
が
行

な

っ
た
よ
う
な
大
衆

の
た
め
の
法
界
逆
修
が
修
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
結
縁
し
た
人
た
ち
の
名

を
記
入
し
、
そ
の
名
帳
を
田
村
大
明
神
に
奉
納
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

大
宝
院
に
所
蔵
さ
れ
る
室
町
時
代
の
懸
仏
二
面

(
一
面
は
文
明
九
年
在
銘
)
に
は
、
聖
観
音
像
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

こ
れ
が

田
村
大
明
神

の

本
地
仏
を

示
す

の
で
あ
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る
。
聖
観
音
を
本
地
と
す
る
田
村
大
明
神
に
、
逆
修
善
根

の
法
事
を
修
し
た
こ
と

の
保
証
を
し

て
頂
こ
う
と
い
う
の
が
、
逆
修
名
帳

の
奉
納
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ

う
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

こ
こ
に
鎌
倉
中
期

の
多
く

の
庶
民
た
ち
と
逆
修

の
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

福
島
県
郡
山
市
安
積
町
成
田
の
民
家
横

に
立

つ
弥
陀
種
字
板
碑
に
は
、
両
端

に
各

一
行
と
し
て

右
逆
修
者
為
口
阿
弥
陀
仏
成
仏

弘
窒

ハ
急

二
月
+
吾

□
阿
□

の
刻
銘
が
あ
る
。

二
行
と
も
名
の
と
こ
ろ
が
判
読
で
き
な

い
の
で
推
定
に
な
る
が
、
こ
れ
は
同

一
人
の
名
が

一
方
は
何
阿
弥
陀
仏

で
書
か
れ
、

一
方
は
略
し
て
何
阿
ま
た

は
何
阿
弥
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
弘
安
六
年

(
一
二
八
三
)
で
あ
る
か
ら
、
鎌
倉
時
代
の
石
塔
に
逆
修

の

文
字
の

見
え
る

古

い

も
の
の

一
つ
で
あ
ろ

う
。山

形
県
南
陽
市
赤
湯
町
東
正
寺

の
そ
ば
の
街
道
上
方
の
山
腹
に
、
磨
崖
板
碑
が
大
き

い
岩
に

二
段
に
彫
出
さ
れ
て
い
る
。
珍
し
い
景
観
で
あ
る
。
永
仁
二
年

(
一
二
九

四
)
の
年
号
を
刻
む
も

の
の
あ
る
の
が
上
段
の
五
基
で
、
向

っ
て
右
の
三
基
は
梵
字
を
弥
陀
三
尊
と
し
て
、
亡
父
の
た
め
、
亡
母

の
た
め
、
さ
ら
に

一
基
は
自
身

の
逆
修

の
た
め
に
造
立
し
た
。
左

の
二
基
で
は
、
右
の
が
弥
陀
の
種
字
で
亡
父
の
た
め
、
左
の
が
勢
至
の
種
字

で
自
身

の
逆
修

の
た
め
で
あ
る
こ
と
が
、
磨
滅

の
は
な
は
だ
し

い

刻
字
か
ら
も
、
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
両
親
の
菩
提
を
と
む
ら
う
造
塔
と
、
自
身

の
逆
修

の
造
塔
と
を
別

々
に
、
同
時
に
行
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代

に

こ
の
場
所
に
個
人
的
な
磨
崖
板
碑
を
造
る
こ
と
の
で
き
た
の
は
、
土
地
の
富
裕
階
級

の
人
と
考

え
ね
ば
な
る
ま

い
。

東
京
都
青
梅
市
塩
船
の
観
音
寺
阿
弥
陀
堂
背
後

の
丘
上
に
立

つ
板
碑
は
、
上
半
を
欠
損
し
な
が
ら
も
高
さ

「
八
〇

セ
ン
チ
の
大
型
の
も

の
で
、
失
な
わ
れ
た
梵
字
は
弥

陀
の
種
字
と
知
ら
れ
る
痕
跡
が
あ
る
。

願
以
此
功
徳

奉
造
立

一
百
余
人

普
及
於

一
切

永
仁
二
年
靹
九
月
+
四
昊

勧
進
成
円

我
等
与
衆
生

皆
共
成
仏
道

逆
修
卒
都
婆
也

成
円
と
い
う
僧
が
大
勧
進
と
な

っ
て
、

一
百
余
人
の
多
数
の
人

々
の
逆
修
を
行
な

っ
た
時
の
供
養
塔
婆
で
、
永
仁
四
年

(
一
二
九
六
)
に
造
立
さ
れ
た
。

こ
の
武
蔵
野

逆
修
信
仰
の
史
的
研
究
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逆
修
信
仰
の
史
的
研
究

の
中
世

の
村
人
た
ち
百
余
人
の
息
吹
き
を
感
じ
る
思
い
が
す
る
。

福
島
県
須
賀
川
市
芦

田
塚
の
国
立
療
養
所
構
内

の
東
端
丘
陵
上
に
立
つ
双
式
弥
陀
三
尊
供
養
碑
は
、
高
さ

一
四

一
・
五
セ
ン
チ
の
方
形
に
近

い
も
の
で
、
二
組

の
弥
陀

三
尊
像
の
薄
肉
彫
は
、
き
わ
め
て
優
秀
で
あ
る
。

二
行
に
わ
た

っ
て
次

の
刻
銘
が
あ
る
。

口
比
丘
尼
逆
修
菩
提
願
以
此
功
徳
普
及
於

一
切
我
等
与
衆
生
皆
共
成
仏
道

嘉
元
三
晶

九
暑

吾

相
当
三
+
五
日
敬
白

こ
れ
は
死
者
の
た
め
の
造
立
の
よ
う
に
見
え
る
銘
文
で
あ
る
が
、
某
比
丘
尼
が
自
身

の
逆
修
菩
提
の
た
め
に
造
立
し
た
も
の
と
私
は
解
す
る
。

注
意
を
要
す
る
の
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
に
多
数
に
あ
ら
わ
れ
る
逆
修
供
養

の
石
塔
に

つ
い
て
、
石
塔
を
造
立
す
る
こ
と
が
逆
修
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
心
配
の
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
逆
修
の
法
事
を
修
す
る
こ
と
が
逆
修

の
本
体
で
あ

っ
て
、
そ
の
法
事
の
過
程
中
に
、
あ
る
い
は
法
事
の
終

っ
た
時
な
ど
に
供
養
の
た
め
に
石
塔
を
造
立
し
た

の
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
供
養
碑
に
つ
い
て
い
う
と
、
某
比
丘
尼
は
嘉
元
三
年

へ
一
三
〇
五
)

の
秋
に
逆
修
法
事
を
営
み
、
そ
の
五
七
日

(
三
十
五
日
)
に
相
当
す
る
九
月
二
十
五
日

に
、
こ
の
供
養
碑
を
造
立
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
な
お
、

こ
れ
だ
け

の
立
派
な
供
養
碑
に
要
す
る
費
用

の
大
き
さ
か
ら
見
て
、
こ
れ
を

一
人

の
負
担
で
造
立
し
た
こ

の
女
性
は
、
土
地
の
富
裕
層
の
在
俗
出
家
者
と
考
え
ら
れ
る
。

福
島
市
飯
坂
町
平
野

の
医
王
寺
の
正
和
二
年

(
=
二
=
二
)
在
銘
の
長
方
形
自
然
石

の
板
碑
は
、
高
さ

一
〇
九
セ
ン
チ
で
余
り
大
き
い
も
の
で
は
な
い
。
刻
銘
は

右
造
立
趣
者
為
悲
母
逆
修

正
和
二
姦

+
月
上
智

善
業
兼
法
界
群
萌
等
正
覚
故
也

と
あ

っ
て
、

こ
れ
は
子
が
現
在
の
母
の
た
め
の
逆
修
を
行
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
子
の
母

に
対
す
る
孝
養

の
情
が
手

に
と
る
如
く
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
七
分
全

得
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
悲
母
は

一
分
し
か
福
を
得
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う

い
う
こ
と
は
超
越
し
て
の
孝
養

に
ち
が
い
な
い
。

静
岡
県
沼
津
市
上
香
貫
の
霊
山
寺
墓
地
に
あ
る
五
輪

・
宝
筐
印
混
合
式
石
塔
は
、
高
さ

一
六
ニ
セ
ン
チ
、
球
形
の
塔
身
に
は
像
容
四
方
仏
を
刻
出
し
た
立
派
な
石
塔
で

あ
る
。
そ
の
反
花
座
の
側
面
に
次
の
四
行
の
刻
銘
を
、
先
年
私
は
発
見
し
た
。
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右
志
為
逆
修
」
沙
弥
観
[
E

正
和
三
年

二
月
[
E

口
口
」
所
造
建
也
」

正
和

三
年

(
=
一=

四
)
に
、
沙
弥
観
口
が
自
身
個
人
の
逆
修
供
養
塔
と
し
て
造
立
し
た
も
の
で
、
こ
れ
ほ
ど

の
本
格
的
石
塔
を
個
人
で
造
立
し
得
た
こ
の
人
は
、
沙

弥
を
称
し
て
い
る
が
職
能
的
僧
侶

で
な
く
、
中
世
の
上
級
武
士
層
ま
た
は
名
主
層
の
人
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
拙
稿

「
中
世
に
お
け
る
石
塔
造

立
階
級

の
研
究
」
(
大
手
前
女
子
大
学
論
集
第
四
号
、
昭
和
四
五

・
一
一
)

に
述

べ
た
。

奈
良
県
生
駒
市
上
の
長
弓
寺
山
内
の
宝
光
院
に
安
置
す
る
像
高
八
〇
セ
ン
チ
、
桧
材

の
寄
木
造
、
玉
眼
入
り
、
彩
色
像

の
地
蔵
菩
薩
立
像
に
は
、
頭
部
内
面
に
次
の
墨

書
銘
が
あ
る
。

正
和
四
年

南
都

大
仏
師

三
月
日

法
橋
康
俊

中
御
門
逆
修

少
仏
師
康
成

御
仏
也

正
和
四
年

(
=
一二

五
)
に
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
奈
良
の
大
仏
師
康
俊
と
康
成
の
父
子
の
作
品
で
あ
る
。

「
中
御
門
の
逆
修
の
御
仏
」
と

あ
る
の
は
、
ど
う

い
う
意
味

で
あ
ろ
う
か
。
中
御
門
は
奈
良
の
町
の
中

の
地
名
だ
が
、
そ
の
他
に
逆
修
者
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
大
仏
師
康
俊
自
身
が
中
御
門

に
居
住
し
、
自
分
の
逆
修
仏
と
し
て
造
立
し
た
地
蔵
尊

で
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
も
、
鎌
倉
時
代
末
の
逆
修
の
本
尊
と
な

っ
た
木
像

の

一
例

が
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。

埼
玉
県
北
足
立
郡
新
座
町
片
山
の
法
台
寺
境
内
に
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝

に
及
ぶ
板
碑
九
基
が
並
立
す
る
の
は
壮
観

で
あ
る
。
そ
の
中

に
高
さ

一
四
五
セ
ン
チ
、
塔
身

上
方
に
天
蓋
と
弥
陀
三
尊
種
字
を
彫
刻
し
た
同
じ
形
式
の
板
碑

二
基
が
隣
合

っ
て
立

っ
て
い
る
。
下
半
に
梵
文

の
光
明
真
言
を
刻
み
、
銘
文
も
同
形
式
に
な

っ
て
い
る
。

ω

沙
弥

口

藤
原

道
阿

壬

元
亨
二
年
十
月
日

戌

為
逆

修
也

逆
修
信
仰
の
史
的
研
究

氏
女

壬

一兀
吉了
二
年
十
月
日

戌

為
逆

修
也
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逆
修
信
仰
の
史
的
研
究

こ
の
二
基
は
元
亨
二
年

(
=
三

一
二
)
十
月
、
沙
弥
道
阿
と
藤
原
氏
女
の
夫
妻
が
、
自
身

の
逆
修
供
養
塔
と
し
て
造
立
し
た
も

の
で
、
こ
の
よ
う
な
夫
妻
同
時

の
逆
修

塔

の
例
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
道
阿
夫
妻
が
富
裕
層
の
人
で
あ
る
こ
と
は
、
く
り
返
し
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

埼
玉
県
行
田
市
野
の
元
亨
四
年

(
=
二
二
四
)
の
梵
文
真
言
を
多
く
刻
ん
だ
板
碑
は
、
い
ま
折
断
し
て
い
る
が
総
高

一
六
六

セ
ン
チ
の
も
の
で
、
そ
の
銘
文
は

右
奉
造
立

意
趣
者
為

僧
良
弁
逆

元
三

押
八
月
時
正

修
善
根
乃

至
法
界
平

等
利
益
也

こ
れ
は
僧
良
弁
が
逆
修
塔
と
し
て
造
立
し
た
も

の
で
、
造
立
日
を

「
八
月
時

正
」
と
す
る
。
時
正
は
春
秋
と
も
に
彼
岸

の
中
日
を
指
す
。
わ
ざ
わ
ざ
彼
岸
中
日
と
刻
ん

だ
例
も
あ
る
よ
う
に
、
彼
岸
七
日
間
を
時
正
と
す
る
場
合
も
あ
る
。
逆
修
石
塔

の
造
立
日
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
が
あ
る
に
ち
が

い
な
い
が
、
彼
岸
中

に
造
立

す
る
こ
と
が
最
も
多
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

広
島
県
福
山
市
靹
町
後
地
の
安
国
寺
地
蔵
堂
内
に
安
置
す
る
地
蔵
菩
薩
坐
像
石
仏
は
、
丁
重
な
蓮
座
を
備
え
、
総
高

一
九
ニ
セ
ン
チ
、
舟
形
光
背

の
背
面
に
八
行

の
刻

銘
が
見
ら
れ
る
。
理
解
し
や
す

い
よ
う
に
読
み
下
し
て
掲
げ
よ
う
。

慈
父

の
恩
の
高
き
こ
と
は
山

王
の
如
く
、
悲
母
の
恩
の
深
き

こ
と
は
大
海

の
如
し
。
我
も
し
世
に

一
劫
を
住
む
と
も
、
悲
母
の
恩
を
説

い
て
尽
す
こ
と
を
能
わ
ず
。

(
心
地
観
経

三
の
経
文
)

右
意
趣
は
、
沙
弥
円
乗
な
ら
び
に
比
丘
尼
妙
蓮
、
逆
修
善
根

の
た
め
、
こ
の
地
蔵
菩
薩
、
こ
れ
を
造
立
す
る
所
也
。

元
徳
二
年
鞭
卯
月
甘

願
主
藤
原
貞
氏
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鎌
倉
末
期
元
徳
二
年

(
一
三
三
〇
)

に
、
藤
原
貞
氏
が
父
の
沙
弥
円
乗
と
、
母
の
比
丘
尼
妙
蓮
の
福
寿
を
祈

っ
て
、
こ
の
両
親

の
た
め
に
逆
修
法
事
を
修
し
、

こ
の
地

蔵
石
仏
を
供
養
仏
と
し
て
造
立
し
た
の
で
あ
る
。
健
在
の
親
の
た
め
に
逆
修
塔
を
造

っ
た
例
は
先
に
も
あ

っ
た
。
こ
の
藤
原
貞
氏
父
子
は
こ
の
付
近

の
富
裕
層

の
人
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

平
安
後
期
に
貴
族
の
間
に
行
な
わ
れ
た
逆
修

の
個
入
的
法
事
は
、
鎌
倉
時
代

に
入
る
と
、
こ
れ
に
な
ら
お
う
と
す
る
上
級
武
士
層
や
富
裕
層

へ
と
普
及
し
、
彼
ら
は
貴

族
の
大
規
模
な
法
事
よ
り
も
逆
修

の
内
容
を
学

ぶ
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
そ
の
代
り
に
前
代
に
見
な
か

っ
た
逆
修
法
事

の
あ
か
し
と

い
う
べ
き
供
養
塔

な
ど
を
、
後
世

に

ま
で
残
し
た
の
で
あ
る
。
庶
民
も
ま
た
大
衆
的
逆
修

の
行
な
わ
れ
る
時
に
は
参
加
し
た

こ
と
は
、
逆
修
名
帳
や
、

一
百
余
人
逆
修
な
ど
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
逆

修
石
塔
な
ど
の
例
は
ま
だ
多
く
な
い
。

五
、
南

北
朝

時

代

の
逆
修
塔

の
増
加

つ
い
で
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
動
向
を
見
て
み
よ
う
。

京
都
市
東
山
区
鳥
部
山
の
実
報
寺
歴
代
墓
地
の
中
央

に
、
高
さ
四
メ
ー
ト

ル
ば
か
り

の
題
目
笠
塔
婆
が
立

っ
て
い
る
。

こ
の
寺
は
日
蓮
宗
要
法
寺
の
廟
所
で
、

こ
の
大

き
い
篭

婆
の
塔
身
の
正
両

「
南
舞

法
華

経
」
の
大
字
の
下
方
両
脇
に

「
右
為
日
尊
逆
修
」

簾

水
二
絞
六
月
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

日
尊
は
要
法
寺

の
開
山

で
、

こ
の
笠
塔
婆
は
南
北
朝
時
代
の
は
じ
め
康
永
二
年

(
=
二
四
三
)
に
、
日
尊

の
逆
修
塔
と
し
て
造
立
さ
れ
、
そ
れ
が
翌

々
年
に
示
寂
し
た

あ
と
、
墓
塔
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
将
来
墓
塔
と
す
る
た
め
に
、
生
前

に
立
て
ら
れ
る
塔
を

「
寿
塔
」
と
称
す
る
。
そ
う
し
た
例
は
も
ち
ろ
ん
他

に
も
あ
る
。

山
形
県
酒
田
市
生
石

の
延
命
寺
に
あ
る
数
基

の
板
碑

の
内
、
興
国
七
年

(
=
二
四
六
)
の
高
さ
九
四

セ
ン
チ
の
自
然
石
板
碑
は
、
陰
刻
線
で
左
右
二
区
に
分
か
ち
、
次

の
よ
う
に
二

つ
分
の
役
目
を
果
さ
せ
て
い
る
。

右
志
者
為
沙
弥
善
阿
逆
修

キ
リ
ー
ク

仰
願
拾
有
為
妄
執
等
謹
無

(弥
陀
)

為
真
理
月
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右
志
者
為
氏
女
七
分
全
得

バ

イ

願
依
修
善
等
龍
女
之

(薬
師
)

作
仏
　

施
主

興
国
七
年
仲
夏
仲
旬

敬
白

沙
弥
善
阿
と
妻

(
氏
女
)
が
造
立
し
た
逆
修
板
碑
だ
が
、
逆
修
と
対
照
的
に

「
七
分
全
得
」

の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
七
分
全
得
を
銘
文
に
書
き
入
れ
た
の
は
、

南
北
朝
時
代
は
じ
め
の
頃
か
ら
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

群
馬
県
伊
勢
崎
市
昭
和
町
の
赤
城
神
社
境
内
に
存
す
る
二
基
の
大
き
い
石
塔

の
内
、
高
さ
二
〇
ニ
セ
ン
チ
の
宝
塔
は
、
基
礎

三
面
に
わ
た

っ
て
長
文

の
銘
文
を
刻
む
。

第

一
面
の
願
文

の
中
ほ
ど
に

故
に

一
結

の
諸
衆
、
大
蘇
の
行
儀
を
伝
え
、
…
…
十
如
実
相

の
妙
文
を
書
し
、
石
塔
の
宝
室
に
安

ん
じ
、
逆
修

の
修
善
に
備
う
る
処
也

(
原
漢
文
)

と
す
る
よ
う
に
、

一
結

の
人
た
ち
が
、
法
華
経
を
書
写
し
て
こ
の
石
塔
内
に
納

め
、
逆
修
を
修
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
面
に
共
行
人
数
と
し
て
十
人
の
和
尚
な
ど
の
名
を

刻
み
、
第
三
面

に
諸
檀
施
主
と
し
て
、
在
俗

の
人
た
ち
二
十
八
人
の
名
を
つ
ら
ね
る
。
観
応
二
年

(
=
二
五

一
)
十

一
月

の
こ
と
で
あ
る
。
農
村
の
名
主
層

の
人
た
ち
と

和
尚
た
ち
が
共
同
し
て
、

こ
の
逆
修
供
養
塔
を
建
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

鳥
取
県
日
野
郡
日
南
町
印
賀
の
経
塚
原
の
塔

の
山
に
立

つ
宝
簾
印
塔
は
、
高
さ
二
三
六

セ
ン
チ
、
そ
の
基
礎
に

逆
修

一
日
口
口
妙
典

十
三
部
供
養
巳
畢

睾

+
二
酊
+
月
日敬

一
結
衆

二
百
飴
口

白

の
刻
銘
が
あ

っ
て
、
正
平
十

二
年

(
=
二
五
七
)

に
二
百
余
の
多
く
の
入
が
結
衆
し
て
逆
修
を
営
ん
だ

の
で
あ
る
。
こ
の

一
結
衆
に
は
庶
民
も
当
然
参
加
し
て
い
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

徳
島
市
寺
町

の
浄
智
寺
と
還
国
寺

に
、
高
さ

一
八
三
セ
ン
チ
の
同
形
式

の
板
碑
が
各

一
基
あ
る
。
も
と

一
組

の
も
の
で
あ

っ
て
、
仏
像
と
仏
名
が
ち
が
う
だ
け
で
、
銘
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文

は
同

じ
で
あ

る
。

つ
は

右
為
ヒ
年
忌
逆
修
也

南
無
聖
観
世
音
菩
薩

内
藤
入
道
行
心
比
丘
尼
如
心

の

貞
治
六
年
却
二
月
時
告

他

の

一
つ
は

「
南
無
十

一
面
観
世
音
誇
薩
」
と
す
る
。

こ
れ
ら
は
行
心
と
如
心
の
夫
妻
が
自
身
の
逆
修
を
修
し
、

七
年
忌
相
当
の
時
が
、

こ
の
貞
治
六
年

(
=
二
六

七
)
春

の
彼
岸
中
日
で
、

こ
の
板
碑
を
供
養
塔
と
し
て
造
立
し
た
の
で
あ
る
。

千
葉
県
香
取
郡
下
総
町
大
菅

の
檀
林
寺
に
数
基
あ
る
板
碑
の
う
ち
、
高
さ
七
〇
七
セ
ン
チ
で
ほ
ぼ
方
形
に
近
い
自
然
石
面
を
左
右
二
区
に
分
か
ち
、

そ
れ
ぞ
れ
に
弥
陀

三
尊

の
種
字
を
あ
ら
わ
し
、
次
の
刻
銘
を
持

つ
も

の
が
あ
る
。

右
志
趣
者
為
慈
父
聖
霊
十
三
ケ
年
也

(弥
陀
三
尊
種
字
)
応
安
六
姦

光
明
遍
照
十
方
世
界
念
仏
衆

生
摂
取
不
捨

(弥
陀
三
尊
種
字
)
卯
月
八
日

孝
子

(
欠
)

右
志
趣
者
為
悲
母
逆
修
善
根

(
欠
)

き
よ
う
し

応
安
六
年

(
=
二
七

三
)
に
孝
子
某
が
、

一
つ
は
亡
父
十

三
年

の
た
め
に
、

一
つ
は
現
在
す
る
母
の
逆
修
の
た
め
に
供
養
す
る
も

の
で
あ
る
。
親
に
仕

え
る
子
の
普
通

名
詞
と
し
て
孝
子
が
使
わ
れ
た
。
子
が
親

の
逆
修
を
修
す
る
時
、
両
親
健
在
の
場
合
と
片
親
の
み
の
場
合
が
あ
り
、
片
親
の
時
に
死
者

の
菩
提
と
、
生
存
者

の
逆
修
を
同

時
に
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

神
奈
川
県
鎌
倉
市
極
楽
寺
切
通
し
の
北
側
、
民
家
裏
の
西
方
寺
跡
に
数
基
な
ら
ぶ
古
石
塔

の
内
、
向

っ
て
左
か
ら
二
番
目
の
宝
筐
印
塔
は
、
相
輪
上
半
を
失

っ
て
　口同
さ

一
四
四
セ
ン
チ
、
関
東
式
の
ま
と
ま

っ
た
形
式
を
示
し
、
基
礎
側
面

の
二
区
に
わ
た

っ
て
、
各
五
行

の
刻
銘
が
あ
る
。

右
志
趣
者
奉
為
房
州
L
禅
閤
道
合
逆
修
作
善
L
宝
簾
印
石
塔

一
基
所
」
令
造
立
也
依
此
善
根
L
致
現
世
寿
命
長
遠
L

願
壽

得
菩
提
乃
至
L
法
畢

等
利
蕩

逆
修
L
作
豊
・所
願
如
件
L
永
和
五
年
紀
五
月
+
三
日
L
霊
・女
蝋
L

逆
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上
杉
安
房
守
憲
方
、
剃
髪

し
て
道
合
と
称
し
応
永
元
年

(
=
二
九
四
)
十
月
二
十
四
日
に
卒
し
た
。

こ
の
石
塔
は
銘
文

の
終
り
に

「
善
女
」
と
あ
る
人
が
願
主
と
な

っ

て
、
道
合

の
逆
修
作
善
を
行
な
い
、
彼
の
寿
命
長
遠
を
祈
り
、
願
主
自
身
も
未
来
の
菩
提
の
証
得
を
念
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
願
主
の
善
女
が
道
合

の
妻
で
あ
る
と
す
る

見
解
に
従
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
妻
が
夫
の
た
め
に
逆
修
供
養
塔
を
造
立
し
た
と
い
う
形
式
を
と

っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合

に
逆
修
法
事
の
対
象
は
夫

の
道
合
だ
け
で
は
な

く
、
夫
妻
と
も

の
逆
修
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

「
善
女
」
が

一
歩

へ
り
く
だ

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
奥
ゆ
か
し
い
。

逆
修

の
こ
と
を
豫
修
と
も

い
う
が
、
石
塔
な
ど
の
刻
銘

の
中
に
、
そ
の
文
字
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
か
。
群
馬
県
新
田
郡
尾
島
町
世
良
田
の
長
楽
寺

に
存

す
る
宝
筐
印
塔
轟

に
、
馨

造
立
L
沙
門
礼
□
L
至
徳
三
胴
L
六
月
曹

L
と
あ
る
の
が
目
に
と
ま

っ
て
い
る
輝

こ
れ
は

南
北
朝
も

末
期
の

至
徳

三
年

(
≡

八

六
)

で
あ
る
し
、
ま
た
他

に
も
多
く
は
見
か
け
な

い
。
逆
修
と
す
る
の
が
圧
倒
的
で
あ
る
。

京
都
市
北
区
紫
野
蓮
台
野
町
西
向
寺
の
地
蔵
画
像
板
碑
は
、
高
さ

一
九
〇
セ
ン
チ
、
画
像

の
下
方
に
次
の
刻
銘
が
あ
る
。

右
意
趣
者
為

一
結
衆

三
十
五
人
口

一
結
衆

三
十
五
人
各
敬
白

明
徳
二
年

三
月
廿
八
日

逆
修
善
根
現
世
安
穏
後
生
善
口

南
北
朝
時
代
末
の
明
徳
二
年

(
=
二
九

一
)
に
、
三
十
五
人
が
結
衆
し
て
逆
修
を
行
な

っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
こ
う
し
た
事
例
が
多
く
あ
る
。

鎌
倉
市
浄
明
寺
の
浄
妙
寺
墓
地
に
あ
る
明
徳

三
年

(
=
二
九
二
)
在
銘
の
宝
簾
印
塔
は
、
基
礎
側
面
三
方
の
六
区
に
次

の
よ
う
な
刻
銘
が
あ
る
。

奉
造
立
L
宝
筐
印
L
塔

一
基
L

右
志
趣
者
L
豫
現
当
L
来
口
報
L
逆
修
滅
L

後
善
根
L
御
願

一
口
L
霊
地
口
L

現
無
遍
L
罪
滅
悉
L
陰
口
口
L
口
口
口
L

種
智
都
L
也
」
明
徳
三
L
口
壬
申
L

二
月
廿
四
日
L
豫
修

一
L
結
講
口
L
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こ
れ
も
文
の
終
り
に
あ
る
よ
う

に
、
豫
修

の
た
め
の

一
結
講
衆
が
、
逆
修
供
養
塔
と
し
て
造
立
し
た
も
の
で
、

こ
う
し
た
逆
修
を
修
す
る
信
仰
団
体
が
、
各
地
に
結
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

以
上
に
南
北
朝
時
代

の
逆
修
塔
な
ど

の
内
容
の
注
意
す

べ
き
も
の
を

一
応
挙
げ
た
。

こ
の
時
代
全
体
と
し
て
は
、

逆
修
塔
の
造
立
は
鎌
倉
時
代
に
比
べ
て
、
ず
い
ぶ
ん

増
加
し
て
い
る
。
武
士
層
や
名
主
層
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
名
前
は
出
な
い
に
し
て
も

一
結
衆
何
十
人
と

い

っ
た
人
た
ち
に
よ
る
逆
修
も
数
多
く
な

っ
て
い
る
。

六
、
室

町

・
桃
山
時
代

の
逆
修

の
盛
行

逆
修
信
仰

の
進
展
を
見
き
わ
め
た
い
た
め
に
、
南
北
朝
時
代
以
前
に
紙
数
を
費
し
た
の
で
、
あ
と
は
大
急
ぎ
に
要
約
す
る
の
他
な
く
な

っ
た
。

室
町
時
代
に
入
る
と
各
地
の
逆
修
石
塔
や
板
碑
な
ど
の
数
は
、
前
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
多
く
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
石
塔
は

皆
形
が

小
さ
く

貧
弱
に

な

っ
て
行

く
。
や
や
大
き

い
も
の
は
大
勢
の
参
加

に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
今
ま
で
の
よ
う
に

一
結
衆
と
書
く
だ
け
で
は
、
人
々
は
承
知
し
な
く
な
り
、

一
人

一
入
の
名

を
ず
ら
り
と
連
名
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
が
近
世
的
な
傾
向

で
あ
る
。

い
ま

一
つ
は
南
北
朝
末
ご
ろ
か
ら
段
々
流
行
し
て
行
く
十
三
仏
の
信
仰
や
、
月
待
信
仰

・
念
仏
信
仰
と
逆
修
が
結
び

つ
い
た
こ
と
も
、
室
町

.
桃
山
時
代
の
逆
修
の
盛

行

の
原
因
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
中
心
に
、
こ
の
時
代
を
通
覧
し
て
み
よ
う
。

千
葉
県
成
田
市
の
成
田
山
新
勝
寺
奥
の
院
入
口
、
光
明
堂
の
裏
の
崖
に
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
板
碑
の
内
、
向

っ
て
右
方
に
あ
る
山口同
さ

一
五
七
セ
ン
チ
の
長
方
形
の
板
碑

は
、
立
派
な
蓮
台
上
に
弥
陀
の
種
字
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
下
か
ら
左
右

に
わ
た

っ
て
、
念
の
入

っ
た
銘
文
を
刻
む
。

右
志
趣
者
為
逆
修
善
根
契
約
人
々
等
建
立

甲

明
徳
五
年

戌
敬

キ
リ
ー
ク

(弥
陀
の
種
字
)

施
主
等

白

八
月
彼
岸

自
性
之
石
塔
欲
領
七
分
全
得
功
徳
乃
至
法
界
平
等
利
益

室
町
初
頭

の
明
徳
五
年

(
=
二
九
四
)
の
造
立
で
、

一
結
衆
と
い
わ
ず

「
契
約

の
人
々
等
」
と

あ
り
、

「
七
分
全
得

の
功
徳
を
領
せ
ん
と
欲
す
」
な
ど
の
文
が
目
立

逆
修
信
仰
の
史
的
研
究
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つ
。
七
分
全
得
の
文
字
は
室
町
時
代
に
は
盛
ん
に
使
わ
れ
る
。

兵
庫
県
神
崎
郡
市
川
町
塩
谷
に
あ
る
堂
谷
十
三
仏
自
然
石
板
碑
群
は
、
十
三
仏
を
各
別
に
高
さ

一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
板
碑
に
作

っ
た
も
の
で
、
応
永
二
十
年

(
一
四

一

三
)
と
二
十

一
年
に
わ
た

っ
て
、
常
念
と
い
う
人
が
自
身
の
逆
修
の
た
め
に
造
立
し
た
も
の
で
、
「
(
勢
至
種
字
)

一
周
忌
常
念
逆
修
善
根
」
、

「
(弥
陀
種
字
)

来

三
年
逆

修
善
根
」
な
ど
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に

一
周
忌
の
本
尊
を
勢
至
、
三
年
忌
の
本
尊
を
弥
陀
と
す
る
こ
と
は
、
十
三
仏
の
諸
尊
の
つ
か
さ
ど
る
年
忌

。
忌
日
か
ら
出
て
い
る

の
で
あ
る
。

滋
賀
県
守
山
市
守
山
の
守
善
寺
の
永
享
六
年

(
一
四
三
四
)
在
銘

の
宝
簾
印
塔
基
礎
に

百
万
遍
入
講
」
逆
修
惣
塔
L
永
享
六
年
」
四
月
八
日
」

と
刻
ま
れ
て
い
る
。
百
万
遍
念
仏
の
講
衆
で
逆
修
を
営
ん
だ
供
養
塔
で
あ
る
が
、
惣
塔
と
あ
る
の
は
多
数
の
人
々
の
集
り
を
想
像
さ
せ
る
。

東
京
都
府
中
市
白
糸
ム
且

丁
目
の
鹿
島
芳
郎
氏
蔵
の
文
安
五
年

(
一
四
四
八
)
八
月
廿

三
日
の

「
月
待
逆
修
人
数
」
と
あ
る
月
待
板
碑
に
は
、
右
馬
次
郎
、
彦
八
な
ど

十
余
人
の
名
が
あ
る
。

ま
た
東
京
都
練
馬
区
上
石
神
井

二
丁
目
の
三
宝
寺

に
蔵
す
る
文
明
四
年

(
一
四
七
二
)
七
月
十
五
日
の
来
迎
弥
陀
三
尊
画
像
板
碑
に
は
、
「
夜
念
仏
供
養
逆
修
」
と
し
、

弥
四
郎
、
平
太
次
郎
、
六
郎
四
郎
、
八
郎

三
郎
、
次
郎
太
郎

の
五
人
の
庶
民
ら
し
い
名
が
見
え
る
。

福
井
県
小
浜
市
門
前
の
明
通
寺
に
は
多
数
の
寄
進
木
札
が
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

一
枚
の
墨
書
を
紹
介
す
る
。

奉
施
入

梱
山
明
通
寺
如
法
経
米
事

合
拾
鮒
者

但
毎
年
御
経

一
部

右
志
趣
者
為
明
金
禅
尼
逆
修
大
菩
提

没

一
塵
仏
界
擬
九
品
得
生
惣
者
普

天
群
類
平
等
抜
済
而
已

文
明
+
三
年
辟
七
月
+
三
日

願
主
小
浜
明
金
禅
尼
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室
町
中
期

の
文

明
十

三
年

(
一
四
八

一
)

七
月
、
小

浜

に
住

む
富

裕

の
女
性

が
米
十

石
を
明

通
寺

に
寄

進

し
、

毎
年
如
法

経

(法

華
経
)

一
部
読

請

の
料

に
あ

て
た
。

こ
れ
は
自
身

の
逆
修

の
た

め
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な

逆
修
も

あ

っ
た

の
で
あ
る
。

小

石
塔
、

小
石
仏
、
梵

鐘
、

石
燈
籠

の
あ

る
所
、

ど

こ
に

で
も

「
逆
修
」

の
文

字
を

見
る
よ

う

に
な

っ
て
行
く

の
が
、

こ

の
時
代

で
あ

っ
た
。
実

例

は
際
限
が

な

い
か

ら
割
愛

す
る
。

七
、

結

Zi:
li口

 

逆
修
を
歴
史
的
に
た
ど
る
と
、
わ
が
国
で
は
平
安
時
代
中
期
以
来
、
貴
族
の
仏
事
と
し
て
華

や
か
に
行
な
わ
れ
た
が
、

一
方
大
衆
を
対
象
と
す
る
法
界
衆
生
逆
修
の
あ

っ
た
こ
と
も
無
視
で
き
な

い
。
鎌
倉
時
代
に
入

っ
て
、
貴
族
の
風
習
に
な
ら
う
武
士
層
や
名
主
層
な
ど
の
富
裕
階
級
が
、
盛
大
な
仏
事
よ
り
も
記
念
物
的
な
逆
修
石
塔
な

ど
の
造
立
に
熱
を
加

え
て
行

っ
た
が
、
石
塔
の
造
Lv
ぽ

死
者
の
追
善
や
法
界
衆
生
の
平
等
利
益
な
ど
が
中

心
で
あ

っ
た
。

南
北
朝
時
代
に
至
る
と
、
逆
修
塔
は
よ
う
や
く
数
を
増
す
が
、
室
町
時
代
に
な
る
と
急
に
様
相
が
か
わ

っ
て
、
小
石
塔
、
小
石
仏

の
増
加
が
庶
民
の
手
に
よ

っ
て
行
な

わ
れ
、

そ
の
大
部
分
が
自
身

の
逆
修

の
た
め
の
造
立
と
い
う
状
態
に
な

っ
て
く
る
。
民
問
庶
民
信
仰
的
な
色
彩
が

こ
く
な
り
、
十
王
信
仰
、
十
三
仏
信
仰
、
月
待
信
仰
な

ど
と
逆
修
信
仰
が
結
ば
れ
て
、
す

べ
て
が
逆
修

に
塗
り

つ
ぶ
さ
れ
る
よ
う
な
錯
覚
を
さ
え
抱
か
さ
れ
る
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
は
じ
め
か
ら
お
と
ろ
え
て
、
寛
文
ご
ろ
ま
で
の
実
例
を
私
は
見
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
ほ
と
ん
ど
終
息
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

従

っ
て
現
代

の
多
く
の
入
た
ち
は
、
私
ど
も

の
祖
先

の
信
仰

の
歴
史

の
中

に
、
逆
修
と

い
う
も

の
が
、
長
い
間
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
い
。
昔
の
人
が
逆
修

を
行
な
う
こ
と
が
盛
ん
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
寺
や
僧
と

の
結
び

つ
き
を
強
い
も
の
と
し
、
寺
や
僧
も
人
々
の
生
活
に
直
結
し
た
の
で
あ
る
。
寺
が
墓
を
守

る
も

の
と
な

っ

て
行

っ
た
の
と
.
逆
修
の
歴
史
が
終
る
の
と
、
時
期
を
同
じ
う
す
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(完
)
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