
,

講
衆
に
関
す
る
研
究

講

衆

に

関

す

る

研

究

■

川

勝

政

太

区良

、

序

説

本
論
集
第
四
号

(
昭
和
四
五

・
=

)
に
、
私
は

「
中
世
に
お
け
る
石
塔
造
立
階
級
の
研
究
」
を
書

い
た
。
わ
が
国
中
世
の
仏
教
考
古
学
的
遺
品
と
し
て
数
多
く
遺
存

す
る
石
塔
が
、
主
と
し
て
社
会

の
上
級
乃
至
中
級

の
階
層
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
、
庶
民
の
参
加
は
き
わ
め
て
少
な
か

っ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
造
立
階
層
と
い
う
の
は
、
武

士
層
、
名
主
層
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
各
地
の
遺
物
と
そ
の
銘
文
を
中
心
に
し
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
造
立
者
は
中
世

に
お
い
て
は
た
い
が
い
個
人
で
あ

っ
た
が
、
ま
た
何
人
か
が
結
集
し
て

「
一
結
衆
」
の
名
称
に
よ

っ
て
造
立
し
た
も
の
も
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
お

い
た
。
今
回
の
小
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
多
人
数

の
共
同
体
と
し
て
知
ら
れ
る

「
講
衆
」
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
周
辺
を
追
究
し
て
み
た
い
と
思
う
。

講
衆
と
い
う
言
葉
は
、
仏
教
辞
典
や

一
般
辞
書

に
出
て
い
る
が
、

「
講
義
を
聞
く
大
衆
、
講
会

に
集
る
人
衆
」
、

ひ
い
て
は

「
無
尽
講
や
頼
母
子
講
な
ど
金
銭

の
融
通

を
目
的
と
す
る
講
の
人
々
」
と
い

っ
た
解
説
を
見
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
前
者
は
講
が
仏
教
の
講
義
を
意
味
し
た
原
初
的
な
も
の
か
ら
出
て
お
り
、
後
者
は
ご
く
近
世

の

仏
教
か
ら
は
な
れ
た
俗
社
会
的
な
も
の
の
説
明
で
あ
る
。

あ
た
か
も
そ
の
中
間
、
時
代
で
い
え
ば
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
仏
教
的
作
善
と
し
て
の
石
塔
な
ど
の
造
立
者
グ

ル
ー
プ
の
講
衆
と
い
う
も

の
が
、
全
国
各
地
に
活

動
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
が
国
の
歴
史
、
仏
教
史
、
信
仰
史
の
上
で
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
従
来

こ
れ
を
深
く
追
究
し
た
論
考
が

見
あ
た
ら
な
い
。

講
衆

の
も
と
は
講
に
あ
る
。
桜
井
徳
太
郎
博
士

『
講
集
団
成
立
過
程

の
研
究
』

(
昭
和

三
七

・
三
)
の
第

三
篇

「
宗
教
的
講
の
成
立
と
地
域
社
会

へ
の
滲
透
」
に
論
じ

ら
れ
る
と

こ
ろ
も
、

原
初
的
な
仏
教

の
講
を
説

い
た
あ
と
、

近
世
の
民
俗
的
な
講
に
中
心
が
移

つ
て
、

私
た
ち
の
い
う
中
世
の
講

衆
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と

こ
ろ
は
な
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い
。
論
文
の
目
的
が
ち
が
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

一
般

の
仏
教
史

の
書
物

に
講
衆
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
た
と
え
ば
法
蔵
館
刊

『
日
本
仏
教
史
』

全
三
巻

(
昭
和
四
二

・
一
～
九
)
の
よ
う
な
近
ご
ろ
の
概
説
書
に
お
い
て
も
、
古
代
的
な
講
と
近
世
的
な
講
に
つ
い
て
述

べ
る
の
み
で
、
中
世

の
講
衆
は
取
り
上
げ
ら
れ

な
い
。

こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
中
世
の
講
衆
に
つ
い
て
の
研
究
発
表
が
立
ち
お
く
れ
て
い
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
従
来
に
も
、
中
世

の
講
に
つ
い
て
の
論
考
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
寡
聞

で
は
あ
る
が
、
そ
の
二
、
三
を
あ
げ
て
お
く
。
服
部
清
道
博
士

『
板
碑
概
説
』

(
昭
和
八

・
九
)
第

二
篇
第
四
章
第
四
節

の

「
板
碑
に
現
は
れ
た
る
講
に
就
い
て
」
に
お
い
て
述

べ
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
板
碑

に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
中
世
全
体

に
は
筆
が
及
ん
で
い
な

い
。
佐

々
木
利

三
氏
が

『
京
都
古
銘
聚
記
」

(
昭
和

一
六

二
二
)
の
付
載
論
文

「
古
銘
文
と
そ
の
発
願
者
に
つ
い
て
」

に
お
い
て
、
講
及
び
講
衆

に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
た

の
は
、
最
も
詳
し
い
論
考
で
あ

つ
た
。
山
城
所
在

の
中
世
か
ら
近
世
初
期
に
わ
た
る
古
銘
遺
物

の
中
か
ら
、
講
衆

や

一
結
衆

の
例
を
約

三
〇
取
り

上
げ
て
、
講
衆
の
活
動
に
注
目
さ
れ
た
が
、
書
物

の
性
質
上
全
国
的
な
規
模
で
論
じ
ら
れ
な
か

つ
た
。
近
来
で
は
千
々
和
実
教
授
の

『武
蔵
国
板
碑
集
録
』

二

(
昭
和
四

三

・
四
)
の
中

の

「
七
、
衆
団
造
立
板
碑
」
に
触
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
割
合
簡
単

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
、

私
と
し
て
は
四
十
年
余
各

地
の
遺
品
を
探
訪
し
た
間
に
、

講
衆
関
係
の
資
料
も
か
な
り

集
ま

っ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
整
理
し

て
、
主
と
し
て
中
世

の
講
衆
と
そ
の
伝
統

に
つ
い
て
の
研
究
を
展
開
し
て
み
た

い
と
い
う
の
が
、

こ
の
論
文
の
目
的
で
あ
る
。
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一、

古

代

的

な

講

仏
教
の
講
そ
の
も
の
に

つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
平
安
時
代
に
上
流
社
会
で
行
わ
れ
た
講
や
、
寺
院

に
お
い
て
公
開
的
に
行
わ
れ
た
講
の
あ

る
こ
と
は
、
す

で
に
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
論
理
解
の
便
宜

の
た
め

一
応
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

奈
良
時
代
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
最
勝
会

・
仁
王
会

・
法
華
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
金
光
明
最
勝
王
経

・
仁
王
般
若
経

・
法
華
経
を
読
論
し
、

こ
れ
を
講
義
す
る
国
家
的
な

大
法
会

で
あ
り
、
平
安
時
代
に
盛
行
し
た
法
華
八
講
は
法
華
経
八
巻
を
朝
と
夕
と
各
二
巻
ず

つ
と
し
て
四
日
間
に
八
巻
を
講
読
す
る
法
会

で
あ
る
。
経
を
読
み
講
じ
供
養

す
る
こ
と
が
主
体

で
あ
る
。

こ
う
し
た
講
会
は
国
家
的
寺
院
ま
た
は

こ
れ
に
近
い
大
き
い
寺

で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
風
が
貴
族
に
及
び
、
そ
の
住
宅
の
仏
堂
や
、
あ
る
建

物
を
臨
時

に
道
場
と
し

て
、
貴
族
の
私
的
法
会
と
し
て
の
講
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
も
な

っ
た
。

か
や
の

い
ん

た
と
え
ば
鳥
羽
上
皇

の
女
院
高
陽
院
泰
子
が
、
仁
平
三
年

(
一
一
五
三
)
に
行

っ
た
十
斎
の
中
の
、
阿
弥
陀
講
は
、
平
信
範

の
日
記

『兵
範

記
』
六
月
十
五
日
条
に
よ

講
衆
に
関
す
る
研
究



講
衆
に
関
す
る
研
究

る
と
、
次
の
よ
う
な
有
様

で
あ

っ
た
。

高
陽
院
の
御
所
は
今
の
堀
川
西
洞
院
の
間
、
竹
屋
町
椹
木
町
の
間
の
二
町
四
方
を
占
め
て
い
た
が
、
そ
の
中

の
御
堂

に
お
い
て
阿
弥
陀
講
が
営
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

こ

の
御
堂
は
九
体
の
阿
弥
陀
像
を
ま
つ
る
九
体
堂
で
、
中
尊
は
丈
⊥ハ
像
で
あ

っ
た
。
中
尊

の
前
に
仏
鉢
に
白
飯
を
盛

っ
て
供
え
、
九
体
の
像
そ
れ
ぞ
れ
に
香
、
花
、
燈
明
を

供
え
た
。
藤
原
時
代
ら
し
く
は
な
や
か
に
堂
内

の
設
備
を
と
と
の
え
、
六
人
の
僧

の
座

の
前
の
机

に
法
華
経

一
部
八
巻
と
開
経

(
般
若
心
経
)
結
経

(阿
弥
陀
経
)
各

一

巻
、
合
わ
せ
て
十
巻
の
他
、
阿
弥
陀
講
の
式
文
が
安
置
さ
れ
た
。

殿
上
人
、
上
達
部
が
多
く
参
列
し
、
午
后

二
時
に
権
少
僧
都
相
源
な
ど
六
人

の
僧
が
着
座
す
る
と
、
院
司
の
顕
親
朝
臣
が
挨
拶
し
、

つ
い
で
阿
弥
陀
講
が
は
じ
ま
る
。

相
源
を
導
師
と
し
て
、
法
華
経
開
結
十
巻
が
供
養
さ
れ
、
阿
弥
陀
講
の
讃
文
を
書

い
た
式
文
が
説
か
れ
、

こ
れ

で
講
は
終
了
し
、
導
師
は
座
を
下
り
、

つ
い
で
僧
六
人
に

布
施
を
下
さ
れ
た
。
経
を
講
義
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
仏

や
経
を
供
養
す
る
こ
と
に
重
点
が
移

っ
て
い
る
。
美
し
い
行
事

で
あ

っ
た
。

公
開
的
な
寺
で
の
講
の
例
と
し
て
は
、

『
大
鏡
』
の
物
語
の
舞
台
に
使
わ
れ
て
有
名
な
、
雲
林
院

の
菩
提
講
が
あ
る
。

こ
れ
は
今
の
紫
野
大
徳
寺

の
あ
る
辺
り
に
、
平

安
時
代
に
あ

っ
た
雲
林
院

で
、
毎
年
五
月
に
人
々
を
集
め
、
菩
提
を
求
め
る
た
め
に
法
華
経
を
講
説
し
た
法
会
で
あ
る
。
講
師
は
大
衆
に
も
わ
か
る
よ
う
な
説
教
を
し
た

こ

ロつ

こ
ロつ

の
で
あ
ろ
う
。
法
華
経
講
説
と
は
い
う
が
、
基
本

に
は
極
楽
浄
土
信
仰
が
あ
る
。

こ
の
時
代

に
は
ま
た
人

々
を
集
め
て
弥
陀
来
迎
の
有
様
を
見
せ
る
法
会
の
迎
講
も
あ

っ

た
。本

来
、
講
は
こ
の
よ
う
な
法
会

で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
次
第

に
内
容
的
に
変
化
を
起
し
、
念
仏
講
な
ど
の
講
や
講
衆
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。

三
、

結

衆

と

講

衆

講
と
い
う
も
の
が
経
典
講
説
と
い
う
意
味
か
ら
は
な
れ
て
、
仏
教
的
な
集
り
、
作
善
な
ど
に
参
加
す
る
グ

ル
ー
プ
の
意
味
の
も
の
に
な

っ
た
時

に
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
人
々
を
講
衆
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
烏
合

の
衆

で
は
な
く
て
、
所
属
の
講
が
は

っ
き
り
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
講
や
講
衆
は
い
つ
、
ど

の

よ
う
な
環
境
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず

こ
う
し
た
講
や
講
衆
は
貴
族
的
な
も
の
で
な
い
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
貴
族

の
参
加
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
庶
民
ま
た
は
庶
民
に
近
い

中
級
の
階
層
に
結
び

つ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
近
年
来
仏
教
民
俗
資
料

の
宝
庫
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
奈
良
市
元
興
寺
極
楽
坊
の
仏
教
民
俗

の
中
に
、
講
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や
講
衆
の
発
生
の

一
つ
の
場
が
あ
る

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
し
、
そ
う
し
た
資
料
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

極
楽
坊
の
現
本
堂
は
鎌
倉
時
代
中
期
の
寛
元

二
年

(
一
二
四
四
)
の
再
建
で
あ

る
が
、
内
部
に
保
存
さ
れ
て
い
る
古
い
柱

に
、
田
地
寄
進
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
は
鎌
倉
時
代
は
じ
め
の
貞
応
元
年

(
一
二
二
二
)
に
、
百
日
講
の
御
仏
供
料
と
し
て
田
地
を
寄
進
し
た
文

で
、

こ
の
百
日
講
は
、
百

日
に
わ
た

っ
て
法
華
経
を
講
じ
た
講
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
信
仰
の
基
本
に
は
極
楽
往
生
の
信
仰
が
あ

っ
た
も
の
で
、
同
じ
く
寛
元
二
年

(
一
二
四
四
)
の
本
堂
棟
札

の
文
の
中
に

「
往
生
講
衆

一
百
余
人
」
と
あ
る
よ
う
に
、
極
楽
浄
土
に
生
れ
た

い
と
い
う
信
仰

の
講
衆
が
百
余
人
、
本
堂
再
建
に
協
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
寺
で
は
こ
の
よ
う

な
百
日
講
、
往
生
講
と
い

っ
た
講
を
母
胎
と
す
る
信
者
の
メ

ン
バ
ー
、
す
な
わ
ち
講
衆
が
育

っ
て
行

っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

し
か
し

一
般
に
講
衆
と
い
う
文
字

の
用
い
ら
れ
る
例
は
、
鎌
倉
時
代
の
は
じ
め
に
は
ま
だ
少
い
。
仏
教
的
作
善
に
関
し
て
、
多
数
の
人
が
参
加
す
る
と
い
う
記
し
方
が

多

い
。
多
数
者
参
加
の
古

い
例
に
は
、
聖
武
天
皇
が
東
大
寺
大
仏
建
立
に
あ
た

っ
て
、
広
く
知
識

(寄
進
や
奉
仕
)
を
求
め
、
行
基
を
起
用
し
て
各
階
層
の
協
力
を
期
待

し
た
こ
と
は
有
名

で
あ
る
。

愛
知
県
蒲
郡
市
勝
善
寺
の
鐘
は
、

も
と
三
河
国
薬
勝
寺

の
旧
鐘
で
、

寛
喜
二
年

(
一
二
三
〇
)

に

「
大
衆
な
ら
び
に
結
縁
衆
」

に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
た
と
銘
文
に
あ

る
。

こ
れ
は
梵
鐘
造
立
に
あ
た

っ
て
、
大
勢
の
人
々
が
費
用
を
出
す

こ
と
に
協
力
し
た
の
で
あ
る
が
、

い
わ
ば
事
業
が
存
在
し
て
、

こ
れ
に
縁
を
結
ぶ
人
た
ち
が
多
く

で

き
た
の
で
あ
る
。

群
馬
県
甘
楽
郡
甘
楽
町
小
川
の
多
井
戸
板
碑
は
、
仁
治
三
年

(
一
二
四
二
)
造
立
の
巨
大
な
自
然
石
板
碑

で
あ
る
が
、
銘
文
中

に

「
合
力
已
上
三
十
余
人
」
と
あ
る
。

こ
れ
も
同
様
に
板
碑
造
立
に
あ
た

っ
て
三
十
余
人
の
人
た
ち
が
協
力
し
た
の
で
あ

っ
て
、
特
定

の
結
衆
が
す

で
に
あ

っ
た
の
と
は
意
味
が
ち
が
う
。

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
上
崎
の
竜
興
寺
に
あ
る
文
永
八
年

(
一
二
七

一
)
の
板
碑
に
は

「
右
志
者
、
毎
月
廿
四
日
結
衆
、
奉
造
立
青
石
卒
都
婆
・…
:
衆
生
也
」
と
あ

り
、

こ
の
石
塔
造
立
の
志
趣
が
法
界
衆
生

の
菩
提
を
と
む
ら
う
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
造
立
者
は

「
毎
月
廿
四
日
を
期
日
と
す
る
結
衆
」

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

新
平

三
入
道
以
下
十
二
人
ば
か
り
の
名
が
つ
ら
ね
て
あ
る
が
、
藤
五
郎
、
藤
三
、

三
平
太
な
ど
の
よ
う
な
名
が
多

い
の
は
、
こ
の
土
地
の
中
級
の
百
姓
た
ち
の
結
衆
ら
し

く
思
わ
れ
る
。

こ
の
板
碑

の
上
部
は
失
わ
れ
て
本
尊

の
梵
字
が
見
ら
れ
な
い
が
、

二
十
四
日
は
古
く
か
ら
地
蔵
菩
薩

の
結
縁
日
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
結
衆
は
地
蔵

信
仰
を
も

っ
て
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
蔵
菩
薩
は
六
道
に
迷
う
亡
者
を
極
楽
浄
土
に
導
く
と
説
か
れ
る
か
ら
、
窮
極
は
浄
土
信
仰
に

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

こ

の
廿
四
日
結
衆

で
は
、
先
に
結
衆
と
い
う
母
胎
が
で
き
、

こ
の
結
衆
の
作
善
と
し
て
板
碑
が
造
立
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
上
方
欠
損
し
て
い
る
が
、
本
来

ニ
メ
ー
ト
ル
に

講
衆
に
関
す
る
研
究
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講
衆
に
関
す
る
研
究

近
い
大
き
い
板
碑
で
あ
る
。

一
人

の
財
力
で
も

こ
れ
ほ
ど
の
も

の
が
、
当
時
多
く
造
立
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
あ

っ
て
、
こ
の
十
余
人
が
個
人
と
し
て
は
力
が
な
く

て
も
、
結
衆
の
力
に
よ

っ
て
こ
の
作
善
を
行

っ
た
点

に
、
む
し
ろ
私
た
ち
は
感
銘
を
深
く
す
る
の
で
あ
る
。

群
馬
県
邑
楽
郡
千
代
田
村
赤
岩

の
光
恩
寺
板
碑
は
、
同
じ
く
文
永
八
年
に
造
立
さ
れ
た
も
の
で
、
大
檀
郡
阿
闇
梨
幸
海
を
は
じ
め
と
し
て
、
藤
原
吉
宣
、
藤
原
兼
吉
、

紀
真
正
な
ど
十
九
名
の
交
名
が
あ
り
、

「
結
衆
敬
白
」
と
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
ら
の
人
々
も
グ

ル
ー
。フ
を
結
び
、
そ
の
作
善
と
し
て
の
板
碑
造
立
で
あ
る
。

こ
の
人
々

の
名
は
姓
名
を
明
記
し
た
し
か

つ
め
ら
し
い
も

の
で
、
武
士
層
ま
た
は
名
主
層

の
人
た
ち
の
結
衆

で
あ
ろ
う
。
板
碑
面
に
は
地
蔵
立
像
を
あ
ら
わ
す
が
、
そ
の
上

の
梵
字

は
欠
失
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
阿
弥
陀
の
種
字

で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
人
も
富
裕
な
豪
族
で
は
な
く
、
中
級

の
階
層
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
衆
は

一
結

衆
と
も
称
し
た
。

仏
像

の
造
立
に
あ
た

っ
て
も
同
様

で
あ

っ
て
、
財
力

の
あ
る

一
個
人
の
造
立
や
、
多
く
の
結
縁
者
を

つ
の
っ
て
の
造
立
が
あ
り
、
ま
た
講
衆
に
よ
る
造
立
も
あ
る
が
、

講
衆
造
立
の
例
は
割
合
少

い
よ
う
で
あ
る
。
京
都
市
上
京
区
堀
川
寺
之
内
上
る
興
聖
寺
に
現
存
す
る
木
造
地
蔵
菩
薩
坐
像
は
、
古
く
か
ら
こ
の
土
地
に
あ

っ
た
地
蔵
堂
の

本
尊
で
あ

っ
た
。
像
背
の
墨
書
銘
に
よ
る
と
、
建
治

二
年

(
一
二
七
六
)
三
月
九
日
の
造
立
で
、

「
愛
宕
護
山
地
蔵
講
衆
口
口
十
四
人
」
と
あ
る
。
京
都
の
西
北
に
そ
び

え
る
愛
宕
山
に
は
愛
宕
権
現
の
信
仰
が
古
く
か
ら
あ
り
、
そ
の
本
地
仏
を
将
軍
地
蔵
と
す
る
。
こ
の
仏
像
は
愛
宕
山

の
地
蔵
信
仰
に
よ
る
講
衆
が
当
時

こ
の
地
に
あ
り
、

そ
の
信
仰

の
本
尊
と
し
て
造
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
地
蔵
講
衆

の
名
の
見
ら
れ
る
古
い

一
例
で
あ
る
。

(
注

1

)

和
歌
山
県
高
野
山
金
剛
峰
寺
の
鐘
は
、
弘
安
三
年

(
一
二
八
〇
)
造
立
の
河
内
国
高
安
郡

(現
在
八
尾
市
)
教
興
寺
旧
鐘

で
あ
る
が
、

「
一
結
講
衆
同
心
合
力
」
し
て

奉
鋳
し
た
と
し
、
施
主
美
乃
正
吉
、
僧
教
善
な
ど
二
十
三
人
の
交
名
が
あ
る
。
大
勧
進
浄
縁

の
名
が
あ
る
の
で
、

こ
の
勧
進
僧

に
よ

っ
て
誘
わ
れ
た
人
々
が
梵
鐘
奉
鋳

の

た
め
に
結
衆
し
た
の
で
あ
る
。

一
結
講
衆
は

一
結
衆
と
同
じ
で
、

一
般
に
は
こ
の
頃
か
ら

一
結
衆

の
文
字
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

(注
1
)

以
下
鐘
銘
に
つ
い
て
は
、
坪
井
良
平
氏

『
日
本
古
鐘
銘
集
成
』
(
角
川
書
店
)
の
恩
恵
を
受
け
た
。

先
に
二
十
四
日
結
衆
の
例
を
見
た
が
、
こ
れ
に
類
し
た
結
衆
は
各
地
に
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
兵
庫
県
加
西
市
吸
谷
の
慈
眼
寺

(観
音
堂
)
の
庭
に
建

っ
て
い
る
五
重

石
塔
は
、
基
礎

に
刻
ま
れ
た
銘
文

に
よ
る
と
、
弘
安
六
年

(
一
二
八
三
)
七
月
十
四
日
に

「
毎
月
十
四
日
念
仏
結
衆
等
」
に
よ
る
造
立
で
あ
る
。
ま
た
埼
玉
県
比
企
郡
小

川
町
腰
越

の
能
満
寺
墓
地
に
あ
る
弘
安
九
年

(
一
二
八
六
)
の
板
碑
は
、
上
半
を
失

っ
て
本
尊
の
梵
字
は
不
明
で
あ
る
が
、

「
為
毎
月
十
五
日

一
結
衆
口
現
世
安
穏
後
生

菩
提
也
、
四
十
人
」
と
あ
る
。
十

五
日
は
阿
弥
陀
如
来
の
結
縁

日
で
あ
る
か
ら
、
十
五
日

一
結
衆
の
四
十
人
は
極
楽
浄
土
信
仰

の
結
衆
で
あ
り
、
十
四
日
念
仏
結
衆
は
前
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日
に
法
事

を
営
む
念
仏
信
仰
の
結
衆
と
考

え
ら
れ
る
。

鎌
倉
時
代
中
頃
に
は
講
衆
と
記
す
も
の
が
段
々
増
し
て
来
る
。
京
都
府
亀
岡
市
宮
前
町
宮
川
の
山
腹
に
建

つ
金
輪
寺

に
あ
る
正
応
五
年

(
一
二
九

二
)
の
層
塔
は
、
上

方
部
分
を
失
う
が
、
基
礎

に

「
願
主
宮
河
講
衆
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
で
そ
の
人
た
ち
の
名
も
、
入
数
も
わ
か
ら
ぬ
が
、
山
麓
の
宮
川
集
落

の
入

々
の
講

の
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

神
奈
川
県
箱
根
山
の
俗
称
曽
我
兄
弟

・
虎
御
前
の
塔
と
い
う
三
基
の
五
輪
塔

の
向

っ
て
右
端
の

一
基
は
、

地
輪

の
背
面
に

「
地
蔵
講
結
縁
衆
」

が
永
仁

三
年

(
一
二

九
五
)
に
造
立
し
た
こ
と
を
刻
む
。

こ
こ
二
子
山
麓
の
精
進
池
付
近
に
、
そ
の
頃
地
蔵
講

の
人
た
ち
が
、
地
蔵
信
仰
の
五
輪
塔
や
、
地
蔵
磨
崖
仏
を
数
々
造
立
し
た
の
で

あ

る
。

地
蔵
講
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
信
仰

・
念
仏
信
仰

の
講
も
多
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
奈
良
県
桜
井
市
多
武
峰

の
談
山
神
社
に
あ
る
永
仁
六
年

(
一
二
九
八
)

の

十

三
重
石
塔
は

「
六
八
願
衆
」
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
た
。
六
八
は
掛
算

で
四
十
八

で
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来

の
衆
生
を
救
済
せ
ん
と
す
る
四
十
八
願
に
因
る
も

の
で
、
阿
弥

陀
講
衆
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ひ
ね

っ
た
名
称
を
用
い
る
の
は
珍
し
い
。

こ

せ

奈
良
県
御
所
市
西
寺
田
の
勝
福
寺
に
遺
存
す
る
永
仁
七
年

(
一
二
九
九
)

の
五
輪
塔
の
地
輪
に
は
、

「
奉
造
立
之
願
主
比
丘
乗
遍
、

一
結
念
仏
衆
等
」
と
あ
る
。
勝
福

寺

は
昔
か
な
り
の
大
き
い
寺
で
あ
り
、
そ
の
寺

の
乗
遍
が
願
主
と
な
り
、
こ
の
寺
を
中
心
に
結
ば
れ
て
い
た
念
仏
講
衆
が
造
立
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。

大
阪
府
守
口
市
佐
太
中
町
ヒ
r
目
の
来
迎
寺
は
、

古

い
佐
太
集
落

の
中
心
と
な

っ
た
大
き
い
寺
の
風
格
を

今

に
伝
え
る
が
、

池
庭
の
築
山
の
上
に
建

つ
十
三
重
石
塔

は
、
嘉
元
二
年

(
=
二
〇
四
)
に

「
当
寺
講
衆
四
十
余
人
」

の
造
立
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
、
四
方
仏
の
脇
に
刻
ん
で
い
る
。

こ
れ
も
寺
を
中
心
に
結
ば
れ
た
講
衆

の

例

で
あ
る
。

茨
城
県
那
珂
郡
那
賀
町
戸
崎

の
蓮
光
寺
の
旧
鐘
銘
は
、
延
慶

二
年

(
=
二
〇
九
)

の
も
の
で
、

「
願
主
十
八
日
講
衆
等
」
と
あ
る
。
十
八
日
は
観
音

の
結
縁
日
で
あ
る

か
ら
、

こ
れ
は
観
音
講
と
考
え
て
よ
い
。

山

形
県
上
山
市
前
丸
森
板
碑
は
応
長
元
年

(
=
一二

一
)
の
造
立
で
、
本
尊
の
梵
字
は
金
剛
界
大
日
如
来
の

「
バ
ン
」
で
あ
る
が
、

「
四
十
八
日
念
仏
結
衆
等

二
十
人

面

々
各
々
敬
白
」
と
あ
る
。
阿
弥
陀
の
四
十
八
願

に
な
ら

っ
て
四
十
八
日
念
仏
の
結
衆
が
二
十
人
の
人

々
で
結
ば
れ
、

こ
の
供
養

の
板
碑
が
造
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
密

教
の
大
日
を
本
尊
と
し
て
い
る
の
は
、
密
教
系
の
念
仏
講
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

講
衆
に
関
す
る
研
究
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講
衆
に
関
す
る
研
究

三
重
県
阿
山
郡
阿
山
町
上
友
田
の
来
迎
寺
宝
塔
は
、

以
前
近
く

の
阿
弥
陀
寺

に
あ

っ
た
の
を
、

阿
弥
陀
寺
を
来
迎
寺
に

合
併
し
た
の
で
、

近
年
移
転
し
た
も

の
で
あ

る
。
応
長

二
年

(
=
二
一
二
)
造
立
で
、
基
礎

の
刻
銘
に

「
阿
弥
陀
寺
念
仏
講
衆
、
現
世
安
穏
後
生
善
所
」
と
あ
り
、
寺
に
所
属
し
た
念
仏
講
の
例

で
あ
る
。

寺

に
は
所
属
し
な
い
が
、
寺
と
密
接
な
関
係
を
示
す
も

の
も
あ
る
。
滋
賀
県
大
津
市
葛
川
坊
町
の
明
王
院
の
正
和
元
年

(
=
二
一
二
)
の
宝
簾
印
塔
に
は
、

「
四
村
念

仏
講
衆
等
敬
白
、
常
住
頼
玄
」
の
刻
銘
が
あ
る
。

こ
れ
は
昔
の
坊
村
ほ
か
付
近
の
四
か
村
の
念
仏
講
衆
で
、
明
王
院
は
天
台
宗
延
暦
寺

の
別
院
で
あ
り
、
頼
玄
は
明
王
院

中
興
者
と
し
て
有
名
な
僧

で
あ
る
。
そ
の
明
王
院
主
が
念
仏
講
衆

の
世
話
を
し
た
こ
と
を
語
る
遺
物
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
天
台
系

の
念
仏
信
仰

の
講
衆
で
あ
る
。

大
阪
府
南
河
内
郡
河
南
町
寛
弘
寺
に
あ
る
寛
弘
寺
神
山
共
同
墓
地
は
、
こ
の
付
近
の
古
い
墓
地
で
、
丘
上
中
央
に
立

つ
立
派
な
五
輪
塔
は
、
こ
の
古

い
墓
地
の
総
供
養

塔
で
あ
る
。
正
和
四
年

(
=
二
一
五
)
に

「
六
道
講
衆
」
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
た
こ
と
を
、
地
輪
に
刻
む
。
六
道
講
は
、
六
道
に
さ
迷
う
衆
生
に
廻
向
す
る
仏
事
を
修
す

る
講
で
、
他
に
も
例
が
あ
る
。

念
仏
衆

や
念
仏
講
衆
は
多
い
が
、
大
念
仏
衆
と
す
る
の
は
珍
し
い
。
奈
良
県
御
所
市
富
田
の
天
満
神
社
に
現
存
す
る
大
き
い
五
輪
塔
は
、
正
和
四
年

(
一
三

一
五
)
の

造
立
で
、

「
大
念
仏
衆
、
奉
造
立
之
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
京
都
嵯
峨
清
涼
寺
そ
の
他
で
中
世
以
来
行
わ
れ
た
よ
う
な
大
念
仏
の
講
衆
を
指
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

(
注

2
)

奈
良
市
富
雄
中
町

の
霊
山
寺
本
堂

に
寄
進
文
所
刻
の
板

三
枚
が
あ
り
、
そ
の

一
は
文
保
元
年

(
一
三

一
七
)
に
賢
聖
阿
闇
梨
と
い
う
僧
が
、
霊
山
寺
の
六
道
講
に
現
世

安
穏
後
生
善
処
を
得
る
た
め
に
、
田
地
を
寄
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
元
徳

二
年

(
=
三
二
〇
)
に
も
、
僧
覚
賢
房
が
同
寺
六
道
講
に
田
地
を
寄
進
し
、
正
慶
元

年

(
一
三
三
二
)
に
も
、
僧
行
信
阿
闇
梨
が
六
道
講
の
た
め
に
田
地
を
寄
進
し
て
お
り
、
先
に
河
南
町
の
五
輪
塔
で
見
た
六
道
講
が
、
こ
の
寺
で
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

な
お
霊
山
寺

で
は
百
座
講
と
い
う
も

の
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
寄
進
文
板
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
、
嘉
暦
元
年

(
=
二
二
六
)
に
家
念
房
と
い
う
者
が
、
霊
山
寺
百

座
講
の
布
施
物

の
費
用
に
あ
て
る
た
め
に
田
地
を
寄
進
し
、
康
永
二
年

(
一
三
四
二
)
に
犬
次
郎
大
夫
と
い
う
者
が
、

二
親
の
菩
提
の
た
め
に
百
座
講
に
田
地
を
寄
進
し

て
い
る
。
霊
山
寺

の
本
尊
は
薬
師
如
来
で
あ
る
か
ら
、

一
日
に
百
座
を
設
け
て
薬
師
経
を
講
ず
る
百
座
薬
師
講
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(注
2
)

土
井
実
氏

『奈
良
県
銘
文
集
成
』
(大
和
歴
史
館
研
究
会
)

福
島
県
郡
山
市
田
村
町
御
代
田
の
甚
日
寺
に
あ
る
嘉
暦

二
年

(
=
三

一七
)
の
板
碑
は
、
法
橋
性
公
と
い
う
僧
の
た
め
に

「
四
十
八
日
称
名
念
仏
結
衆
百
人
」
が
造
立

し
た
の
で
あ
る
。

埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
の
泰
蔵
院
の
嘉
暦
三
年

(
=
二
二
八
)
の
板
碑
に
も

「
四
十
八
日
念
仏
結
衆
」

と
あ
り
、

約

二
十
名
の
交
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
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が
、
孫

二
郎
、
四
郎

二
郎
、
藤
三
郎
と
い

っ
た
風

の
名
が
多

い
の
は
、
農
村
の
巾
級

の
人
た
ち
ら
し
い
感
じ
で
あ
る
。

先

に
大
津
市
明
王
院
の
四
村
念
仏
講
衆
の
こ
と
を
記
し
た
が
、
同
寺

の
嘉
暦
三
年

(
=
三

一八
)
の
宝
塔
基
礎
に
は

「
常
住
不
動
金
剛
頼
玄
、
念
仏
講
惣
衆
等
敬
白
」

と
あ
る
。

こ
れ
も
頼
玄

の
世
話
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
た
石
塔
で
、
四
か
村

の
念
仏
講
を
合

わ
せ
る
の
で
、
念
仏
講
惣
衆
と
い
う
書
き
方
に
な

(、
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

岡
山
県
新
見
市
金
谷

の
宝
台
寺
五
輪
塔
は
、
元
徳

二
年

(
一
三
三
〇
)
に

=

結
講
衆
等
L

に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
た
。

一
結
衆
と
か
講
衆
と
か
が
普
通
で
あ
る
が
、

一

結
講
衆
と
す
る
も
の
も
、
鎌
倉
時
代
末
頃

か
ら
見
か
け
る
。

京
都
府
綴
喜
郡
八
幡
町
神
応
寺
の
谷
の
不
動
堂
の
銅
製
鰐

口
は
、
刻
銘
に
よ
る
と
も
と
河
内
国
茨
田
郡
実
城
寺

の
阿
弥
陀
如
来
宝
前
に
懸
け
ら
れ
た
も

の
で
、
元
弘

二

年

(
=
三
二
二
)
に
寺
僧
と

「
鎮
守
講
衆
」
が
願
主
と
な

っ
て
造
立
し
た
。
寺

の
鎮
守
を
氏
神
と
す
る
人
た
ち

の
講
衆
が
寺
に
協
力
し
た
例

で
あ
る
。

大
阪
府
北
河
内
郡
四
条
畷
町
逢
坂
の
延
元
元
年

(
一
三
三
⊥
ハ
)
の
五
輪
塔
は
、

「
大
坂

一
結
衆
」
の
造
立
で
あ
る
。
大
坂
は
逢
坂
と
同
じ

で
、

こ
の
集
落
の
人
た
ち

の

結
衆
で
あ
る
。
地
名
を
つ
け
た
講
衆

の
例
は
前
に
も
あ

っ
た
。

セ

ほ
え

奈
良
県
桜
丼
市
高
家

の
春
日
神
社
に
あ
る
五
輪
塔

の
地
輪
に
は
、
暦
応
二
年

(
=
三
二
九
)
に

「
大
施
主
十
三
人
、
陀
羅
尼
衆
」
が
造
立
し
た

こ
と
を
刻
む
。
ダ
ラ

ニ

お
う
ご

み
か
け

は
梵
語

で
、
密
教

の
真
言

で
あ
る
。
密
教
系
の
信
仰
者
十

三
人
の
結
衆
で
あ
ろ
う
。

こ
う

い
う
変

っ
た
名
称
の
結
衆
も
出

て
く
る
。
神
戸
市
兵
庫
区
淡
河
町
神
影

の
石
峯

寺
五
輪
塔
は
、
暦
応
四
年

(
一
三
四

一
)
の
造
立
で
、

「
光
明
真
言

一
結
衆
等
」

の
建
て
た
も

の
で
あ
る
。
光
明
真
言
は
、
仏

の
光
明
を
得

て
諸

々
の
罪
報
を
除
き
、
極

楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
る
と
い
う
功
徳
が
あ
る
と
す
る
。
先
の
ダ
ラ
ニ
衆
と
同
様
の
結
衆

で
あ
る
が
、

こ
れ
は
光
明
真
言
を
通
じ
て
の
浄
土
信
仰
で
あ
る
こ
と
が
は

っ
き

り
示

さ
れ
て
い
る
。

仏
教
的
作
善
の
参
加
者
は
、
古
く
は
上
級
の
人
た
ち
の
み
で
あ

っ
た
が
、
段

々
と
時
代

の
下
降
す
る
に
つ
れ
て
、
仏
教

の

一
般
庶
民

へ
の
滲
透
が
進
み
、
庶
民
も
こ
れ

に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
南
北
朝
時
代
の
講
衆
の
名
を
見
る
と
、

こ
の
よ
う
な
理
解
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
つ
の
例
は
福
岡
市
水
茶
屋
の
路
ば
た
に
立

つ
自
然
石

の
板
碑
で
、
土
地
で
は
ぬ
れ
衣
塚
の
伝
説
は
あ
る
が
、
そ
の
実
体
は
康
永

三
年

(
一
三
四
四
)
に

「
接
待
講
衆
、
合
廿
七
人
」
が
造
立
し
た
も
の
で
、
妙
阿
、
弥

五
郎
、

又
四
郎
、
道
善
、
藤
九
郎
な
ど
二
十
七
人

の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
名
か
ら
見
る
と
中
級

・
下
級
の
庶
民
ら
し
く
思
わ
れ
、
接
待
講
と
い
う
の
は
旅
人
や
修
行
僧
に

湯
水
を
接
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
か
れ
ら
は
功
徳
を
積

ん
だ
の
で
あ
る
。

大
分
県
速
見
郡
山
香
町
内
河
野
の
康
永
四
年

(
一
三
四
五
)

の
板
碑

に
は
、

「
別
時
講
衆
」

の
名
が
見
え
る
。

こ
れ
は
毎
日
で
は
な
く
て
、

一
定
の
期
間
を
定
め
て
念

講
衆
に
関
す
る
研
究
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講
衆
に
関
す
る
研
究

仏
を
行
う
の
が
別
時
念
仏
で
、
在
家
の
入
た
ち
は
別
時
念
仏
が
便
利

で
あ
る
。
在
家
念
仏
信
者
の
グ

ル
ー
プ
で
あ
る
。

大
阪
府
占口同
槻
市
原
の
神
峯
山
寺
入
口
に
建

つ
宝
簾
印
塔
は
、
観
応
二
年

(
一
三
五

一
)
に

「
妙
法
禅
寺

の
羅
漢
講
衆
」
が
造
立
し
た
も

の
で
あ
る
。
五
百
羅
漢
を
講
讃

す
る
羅
漢
講
と
い
う
も

の
が
、
仏
教
辞
典
に
は
出

て
い
る
。

こ

う

ねさ

兵
庫
県
加
古
川
市
平
荘
町
神
木
の
延
文
五
年

(
=
三
ハ
○
)
造
立
の
五
輪
塔

に
、

「
千
部
経
結
衆
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
同
じ
経
を
千
部
読
請
す
る
講
衆
で
あ
る
が
、

ど
の
経
を
読
ん
だ
の
か
わ
か
ら
な
い
。
同
じ
加
古
川
市
木
村

の
北
木
村
墓
地
に
あ
る
宝
筐
印
塔
基
礎
に
は
、
応
安
五
年

(
=
二
七
二
)
に

「
百
万
遍

一
結
講
衆
」
に
よ

っ

て
造
立
さ
れ
た
刻
銘
が
あ
る
。
こ
れ
は
念
仏

の
百
万
遍
講
衆
で
あ
る
。

兵
庫
県
加
古
郡
稲
美
町
国
安
の
地
蔵
山
宝
簾
印
塔
は
、
明
徳
元
年

(
=
二
九
〇
)
に

「
毎
月
八
日
供
養

一
結
之
講
衆
」
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
て
い
る
が
、
八
日
は
薬
師

如
来
の
結
縁
日
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
薬
師
講
衆
で
あ
る
。
地
蔵
講
や
念
仏
講
の
多
い
の
に
比

べ
る
と
薬
師
講
は
少
い
。
や
は
り
極
楽
浄
土
信
仰
が
優
先
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
観
音
講
も
少
い
。
岐
阜
県
山
県
郡
美
山
町
八
月
の
観
音
堂
の
鐘
は
、
明
徳
二
年

(
=
二
九

一
)
に

「
当
村
十
六
入
之
観
音
講
衆
」
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
た
刻
銘
が

あ
り
、
そ
の
十
六
人
の
名
が
す
べ
て
出

て
い
る
。
永
野
大
夫
、
堀
端
四
郎
、
甘
能
太
郎
、
井
上
太
郎
な
ど
の
名
は
、
村
の
上

・
中
級
の
人
々
を
思
わ
せ
る
。

南
北
朝
時
代
の
末
に
な

っ
て
、
逆
修

の
た
め
の
結
衆
が
あ
ら
わ
れ
る
。
自
己
の
死
後
の
法
事
を
生
前
に
営
む

こ
の
信
仰
は
、

こ
の
頃
か
ら
江
戸
時
代
は
じ
め
に
か
け
て

(
注

3

)

盛
行
し
た
。
兵
庫
県
宝
塚
市
西
谷
町
波
豆
の
宝
簾
印
塔
は
、
明
徳

二
年

(
=
二
九

一
)
に

「
逆
修

一
結
衆
等
」
の
造
立
し
た
も

の
で
あ
る
。
鎌
倉
市
浄
明
寺

の
浄
妙
寺
宝

簾
印
塔

は
、
明
徳
三
年

(
=
二
九
二
)
に

「
預
修

↓
結
講
衆
」
の
造
立
に
か
か
る
。
逆
修
も
預
修
も
、
あ
ら
か
じ
め
修
す
る
で
、
そ
の
意
は
同
じ
で
あ
る
。

(注
3
)

川
勝

「逆
修
信
仰
の
史
的
研
究
」
(大
手
前
女
子
大
学
論
集
第
六
号
)

兵
庫
県
加
西
市
北
条
町
小
谷
地
蔵
堂
内

に
あ
る
阿
弥
陀
石
棺
仏
は
、
南
北
朝
に
古
墳

の
石
棺
材
を
利
用
し
て
石
仏
を
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、

「
十
入
講
衆
等
」
と
あ

る
。
近
世
に
は
百
人
講
や
萬
人
講
な
ど
と
人
数
を
あ
ら
わ
す
講
名
が
あ
る
が
、
古
い
と
こ
ろ
で
十
人
講
と
い

っ
た
表
現
は
珍
し

い
。
こ
の
十
人
は
阿
弥
陀
如
来

の
信
仰
グ

ル
ー
プ

で
あ
ろ
う
。

時
代
は
室
町
時
代
に
は
い
る
。
兵
庫
県
曲豆
岡
市
妙
楽
寺

の
福
祥
寺
墓
地
に
立

つ
地
蔵
板
碑
は
、
応
永
十
八
年

(
一
四

一
一
)
に

「
二
結
衆
等
」

に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
て

い
る
。

一
結
衆
は
い
く
ら
も
あ
る
が
、

二
結
衆
と
い
う
の
は
珍
し
い
。
読
み
誤
り
か
と
念
を
入
れ
て
見
た
が
、
ど
う
見
て
も
二
結
衆
で
あ
る
。

二
組
の
結
衆

と
い
う
意
味

に
解
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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群
馬
県
高
崎
市
町
屋
の
宝
福
寺
宝
塔
は
、
永
享
十

一
年

(
一
四
三
九
)

の
造
立
で
、

「
一
郷
五
種
行
結
衆
、
僧
十
三
入
、
旦
那
十

一
人
、
同
心
敬
白
」
と
あ
る
。

こ
れ

は
類
の
な
い
珍
し
い
も

の
で
、

一
郷
の
内
で
、
僧
侶
が
十

三
人
、
村

の
富
裕
層
の
旦
那
十

一
人
が
結
衆
し
て
、
極
楽
に
往
生
す
る
た
め
の
五
種
の
正
行

を
行

っ
た
も
の
で

あ
る
。
浄
土
信
仰

の
結
衆
で
あ
る
。

よ
か
わ

法
華
経
と
明
示
し
た
講
は
古
い
と

こ
ろ
に
出
て
来
な
い
。
兵
庫
県
美
嚢
郡
吉
川
町
の
毘
沙
門
堂
宝
簾
印

塔
が
、
永
享
十

二
年

(
一
四
四
〇
)
に

「
法
華

一
万
部
結
衆
」

に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
て
い
る
の
は
、
珍
し
い
例
で
あ
る
。

以

上
の
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
を
経
て
、
室
町
時
代
前
期
ま
で
の
結
衆
や
講
衆
の
性
格
は
、
仏
教
信
仰
の
正
統

に
属
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

や
が
て
そ

れ
ら
が
庶
民

の
日
常
生
活
と
結
び

つ
く
も
の
と
な
る
傾
向
が
生
じ
て
く
る
。

つ
ま
り
民
俗
信
仰
的
に
な
る
。
信
仰
を
表
に
し
て
集
会
し
、
念
仏
を
と
な
え
た
あ
と
酒
食
を

た
の
し
む
と
い

っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
南
北
朝
末
期
か
ら
そ
の
繭
芽
は
見
え
る
が
、
そ
の
特
色
が
濃
厚
に
な
る
の
は
室
町
時
代
中
期
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
は
そ

れ
を
中
心
に
し
て
通
覧
し
て
み
よ
う
。

四
、

民
俗
信
仰
的
な
講
衆

ま
ず
六
斎
念
仏

の
講
衆
が
あ
ら
わ
れ
る
。
六
斎
日
と
称
し
て
在
家

の
者
が
毎
月
戒
を
保

つ
べ
き
特
定
の
日
を
持
ち
、
身
を

つ
つ
し
ん
だ
。
こ
れ
と
念
仏
と
が
結
び

つ
い

た
六
斎
日
の
念
仏
講
で
あ
る
。
大
阪
府
岸
和
田
市
池
尻
町
の
久
米
田
寺
五
大
院
に
遺
存
す
る
文
安
五
年

(
一
四
四
八
)
の
石
燈
籠
竿
に

「
六
斎
衆
等
」
と
見
え
る
の
が
古

い
が
、

こ
れ
以
後
近
世
に
奈
良
県

・
大
阪
府
中
心
に
多
く

の
例
が
あ

る
。

よ

ね

ぶ

つ

し
や
く
じ
い

こ
の
他
に
も
念
仏
講
の
形
態
は
民
俗
的
な
も

の
が
い
ろ
い
ろ
で
き
る
。
そ
の

一
は
夜
念
仏

で
あ
る
。
東
京
都
練
馬
区
上
石
神
井

二
丁
目

三
宝
寺

の
弥
陀

三
尊
図
像
板
碑

は
、
文
明
四
年

(
一
四
七
二
)
に
弥
四
郎
、
平
太
次
郎
、
⊥
ハ
郎
四
郎

な
ど
五
人
の
農
村
の
庶
民
ら
し
い
名
を

つ
ら
ね
、

「
夜
念
仏
供
養
逆
修
」
と
し
て
い
る
。
夜
念
仏
は

正
式
な
仏
教
語
で
は
な
く
、
民
俗
信
仰
語
で
あ
る
。

こ
の
人
た
ち
は
夜
に
集

っ
て
念
仏
供
養
を
し
た
も
の
で
、
目
的
は
逆
修
で
あ
る
。

東
京
都
板
橋
区
西
台
の
円
福
寺

の
来
迎
弥
陀
図
像
板
碑
は
、
文
明
十
七
年

(
一
四
八
三
)
に
六
人
の
農
村
の
人
た
ち
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
、

「
奉
月
待
供
養
結
衆
」
と

し
て
い
る
。
十
七
夜
や
十
九
夜

・
二
十

三
夜
な
ど
に
講
衆
が
集

っ
て
月
の
出
を
待

っ
て
拝
す
る
信
仰
で
あ

る
。

こ
れ
も
念
仏
を
と
な
え
て
、
結
局
は
浄

土
信
仰
に

つ
な
が

っ
た

こ
と
は
、
弥
陀
を
本
尊
と
し
、
光
明
遍
照
、
十
方
世
界
、
念
仏
衆
生
、
摂
取
不
捨
の
偶
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
で
き
る
。

講
衆
に
関
す
る
研
究
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講
衆
に
関
す
る
研
究

申
待
供
養
も
室
町
時
代
中
頃
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
。
庚
申
信
仰
の
歴
史
は
古

い
が
、
民
俗
資
料
的
な
も

の
は
こ
の
時
代
か
ら
で
あ
る
。
東
京
都
練
馬
区
春
日
町
稲
荷
神
社

に
あ

っ
た
長
享

二
年

(
一
四
八
八
)
の
板
碑
は
、
豊
玉
二
丁
目

一
の
故
平
野
実
氏
宅
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。

「
奉
申
待
供
養
結
衆
」
と
し
て
十
四
人
の
農
村
の
人
た
ち
を

中

心
と
す
る
交
名
が
あ
る
。
庚
申
の
夜

に
寝
な
い
で
、
念
仏
を
と
な
え
、
会
食
を
し
た
り
な
ど
し
て
夜
を
明
か
す
民
俗
信
仰
で
あ
る
。

こ
の
板
碑
の
梵
字
は

「
マ
ン
」
で

あ
る
か
ら
、
私
は
こ
の
場
合
は
文
殊
菩
薩
を
本
尊
と
し
た
も

の
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
が
常
識
だ
と
思

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
板
碑
研
究

の
大
先
達
た
る
三
輪

(
注

4
)

善

之
助
氏
は
不
動
明
王

の
種
字
で
あ
る
と
し
て
反
駁
さ
れ
た
因
縁
が
あ
る
。

(注
4
)

平
野
実
氏

『
庚
申
信
仰
』
(角
川
書
店
)

ま
す

京
都
市
南
区
の
東
寺
に
所
蔵
す
る
木
造
の
桝
に
永
正
十
六
年

(
一
五

一
九
)
に
作
ら
れ
た
も

の
が
あ
り
、

「
東
寺
稲
荷
御
出
講
」
と
し
て
あ
る
。
伏
見
稲
荷

の
神
が
東

お

い
で

寺

の
古
い
鎮
守
神
で
あ

っ
た
の
で
、
東
寺

の
東
側
に
稲
荷

の
お
旅
所
が
今
日
も
存
続
し
て
あ
る
。
御
出
と
い
う

の
は
神
幸
祭
の
こ
と
で
、
稲
荷
の
神
が
お
旅
所
に
神
幸
さ

れ
る
時
に
奉
仕
す
る
の
が
御
出
講

で
、
そ
の
時
に
米
を
計

っ
た
桝
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
い
う
特
殊
な
講
も
あ
る
。

い

ね
ぶ

つ

念
仏
講
の
別

の
形
態
に
居
念
仏
と
い
う
の
も
出
て
く
る
。
奈
良
県
生
駒
市
萩
原
の
応
願
寺
に
あ
る
天
文
十
六
年

(
一
五
四
七
)
の
名
号
板
碑
に
は
、

「
念
仏
人
数

二
十

六

人
、
居
念
仏
人
数
四
十
七
人
」
と
あ
る
。
人
数
は
講
衆
ま
た
は
結
衆
と
同
じ
意
味
で
、
念
仏
講
衆
と
居
念
仏
講
衆
で
あ
る
。
居
念
仏
の
方
が
は
る
か

に
人
数
が
多
い
。

こ
の
念
仏
と
居
念
仏
と
は
ど
う
ち
が
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
強

い
て
い
え
ば
、
念
仏
講
の
方
は
、
行
道

(
め
ぐ
り
歩
く
こ
と
)
し
な
が
ら
念
仏
す
る
に
対
し
、
居
念
仏
は
坐

つ
た
ま
ま
念
仏
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と

き

こ

のつ

こ
う
い
う
よ
う
に
今
日
わ
か
ら
な
く
な

っ
た
も
の
に
斎
講
が
あ
る
。
京
都
府
相
楽
郡
加
茂
町
辻
墓
地
の
弘
治
三
年

(
一
五
五
七
)
の
名
号
板
碑
に

「
斎
講
」
と
あ
り
、

永
禄
三
年

(
一
五
六
〇
)

の
同
所

の
名
号
板
碑

に
は

「
春
斎
講

一
結
衆
」
と
あ
る
。
持
戒

に
関
係

の
あ
る
言
葉
で
あ
ろ
う
が
、
民
俗
信
仰
的
な
斎
講
が
何
を
行

つ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
。
春
斎
講
の
あ
る
の
は
、
春
秋

の
彼
岸
会

に
も
結
び

つ
く
の
か
も
知
れ
な
い
。

桃
山
時
代
も
終
り
近
い
慶
長
十
五
年

(
一
六

一
〇
)
の
、
大
阪
府
守

口
市
大
庭
町

二
丁
目
正
覚
寺

の
十

三
仏
板
碑
に
は

「
逆
修
中
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
逆

じ
ゆ
う

修
結
衆

の
意
味
で
、
グ

ル
ー
プ
を
中
と
い
う
文
字
で
あ
ら
わ
す
。
こ
の
頃
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
従
来

の
講
衆
を
講
中
、
結
衆
を
結
衆
中
と
書
く
よ
う
な
例
が
増
し
て

来

る
。
き
わ
め
て
近
世
的
な
書
き
方
と
い
え
る
。

和
歌
山
県
伊
都
郡
九
度
山
町
の
慈
尊
院
の
板
碑
群

の
中
に
、

「
不
食
講
結
衆
中
」
が
明
暦
二
年

(
一
六
五
六
)

に
造
立
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
不
食
講
も
ど
の
よ
う
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ら

　

な

性
質

の
講

か
わ

か

っ
て
い
な

い
。

(注
5
)

奥
村
隆
彦
氏

「不
食
供
養
の
研
究
」
(史
迩
と
美
術
四
三
七

・
八

.
九
号
)

ま

い
た
に

兵
庫
県
宝
塚
市
米
谷
の
長
谷
川
家

に
あ
る
天
和

二
年

(
一
六
八
二
)

の
石
燈
籠
に
は
、

「
十
七
日
講
之
人
数
」
と
あ
る
が
、
十
七
日
を
結
縁
日
と
す
る
の
は
竜
樹
替
薩

で

一
般
向
き
で
は
な
い
。

こ
の
場
合
十
七
日
は
任
意
の
日
な

の
で
あ
ろ
う
。

庚
申
塔

の
造
立
者
に
は
、

「
当
町
男
女
諸
衆
」
や
、
町
内
の
名
を

つ
け
た

「
乱
橋
町
講
中
」
な
ど
も
あ
る
が
、
鎌
倉
市
材
木
座
四
丁
目
五
所
神
社
境
内

に
集
め
ら
れ
た

な
か
ま

も

の
の
巾

に
、
貞

享

四
年

(
一
六

八

七
)

に
、

「
庚
申

中
間
」

の
建
立

し

た
も

の
が
あ
る
。

講

と

い
わ

ず

「
中
間
」

と
し

て

い
る

の
が
庶

民
的

で
あ

る
。

み

く
り

や

東
大
阪
市
御
厨

の
享
保
六
年

(
一
七
二

一
)

の
地
蔵
石
仏
は
、

「
御
厨
村
融
通
念
仏
講
」
と

「
地
蔵
講

一
会
中
」

に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
て
い
る
。
融
通
念
仏
は
河
内

.

大
和
方
面
に
近
世
盛
行
し
た
も
の
で
、
在
家

の
念
仏
信
者
た
ち
が
自
他

の
念
仏
は
融
通
す

る
と
し
た
信
仰
で
、
大
阪
平
野
の
大
念
仏
寺
を
本
山
と
し
て
、
大
念
仏
宗
を
称

す
る
も
の
で
あ
る
。

萬
人
講
や
百
人
講
の
名
は
近
世
的

で
あ
る
。
そ
の
内
容
も
従
来
の
講
衆
が
多
入
数
で
あ

っ
て
も
特
定
の
人
た
ち
を
対
象
と
し
て
い
る

の
に
対
し
、
萬
人
講
や
百
人
講
は

不
特
定
多
数

の
人
た
ち
を
集
め
、
零
細
な
寄
附
を
積
み
上
げ

て
、
寺

の
造
営
な
ど
に
参
加
さ
せ
る
目
的
が
感
じ
ら
れ
る
。

ひ

じ

東
日
本
に
は
十
九
夜
信
仰

の
近
世
石
塔
が
多

い
。

例
え
ば
福
島
県
郡
山
市
安
積
町
日
出

の
山

の
子
安
観
音
像
は
、

江
戸
時
代
末

の
文
久
二
年

(
一
八
六
二
)

の
造
立

で
、
台
座
に

「
十
九
夜
、
女
人
講
中
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
十
九
夜
は
月
待

の
日

の

一
つ
で
あ
る
が
、
女
性
ば
か
り
の
講
衆
の
作
善
で
あ
る

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

他
、
江
戸
時
代

の
庚
申
塔
で
も
女
性
ば
か
り
に
よ
る
造
立
が
目
立
っ
。
桃
山
時
代
以
前
に
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
近
世

の
女
性

の
地
位
向
上
が
、

こ
う
し
た
信
仰
の
面

で
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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講
衆
に
関
す
る
研
究
と
は
い
う
も

の
の
、

材
料
を
年
代
順
に
羅
列
し
て

解
説
す
る
に
近
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

し
か
し

歴
史
的

に
講
衆

の
こ
と
を
た
ど
る
に

は
、
基
本
的

に
こ
れ
が
必
要
で
あ
る
。
従
来

こ
の
程
度
の
整
理
も
で
き
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
資
料

の
不
足
、
脱
漏
な
ど

い
ろ
い
ろ
出
て
く
る
に
ち
が

い
な

い
が
、

多
く

の
方
々
の
教
示
に
よ

っ
て
補
足
し
前
進
さ
せ
る
た
め
に
、

こ
の
小
文
は
捨
て
石
と
な
る
こ
と
を
念
じ
る
も

の
で
あ
る
。

講
衆
に
関
す
る
研
究



講
衆
に
関
す
る
研
究

中
世
の
仏
教
的
作
善
を
行

っ
た
多
く
の
上
級
階
層
の
個
人
と
並
行
し
て
、

多
数
者
か
ら
成
る
講
、

結
衆
、

講
衆
が
活
動
し
た
事
実
が

上
述
の
よ
う
に
少
か
ら
ず
あ

っ

た
。
そ
こ
に
は
厳
粛
な
仏
教
信
仰
が
あ
り
、
か
れ
ら
の
造
立
し
た
遺
品
を
今

日
見
る
私
ど
も

の
胸
を
打

つ
も
の
が
多
い
。
室
町
時
代
に
入
る
頃
か
ら
、
民
俗
信
仰
色
が
濃

厚
に
な
る
と
、
人
々
の
日
常
生
活
に
親
し
み
や
す

い
信
仰
形
態
、
あ
る
い
は
信
仰
を
通
じ
て
の
娯
楽
と
い
う
よ
う
な
面
も
出
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
人
々
は
民
俗
信

卸

と
手
を

つ
な
い
で
行

っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
に
歴
史
的
な
変
遷
が
あ

っ
た
。

も

っ
と
講
や
講
衆
の
動
き
の
具
体
的
な

こ
と
が
わ
か
る
と
興
味
も
深

い
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
今
は
こ
の
程
度

に
と
ど
あ
る
他
な
か

っ
た
。

終
り
に
、

こ
れ
ら
の
資
料
を
集
め
る
た
め
に
多
年
に
わ
た

っ
て
、
各
地

の
多
数
の
方
々
か
ら
受
け
た
学
恩
に
対
し
て
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

な
お

「
講
衆
関
係
名
称

一
覧
表
」
を
添
え
て
参
考
に
供
し
た
。
ど
の
名
称
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い

っ
た
こ
と
の
検
討
に
利
用
さ
れ
る
と
同
時
に
、
新

資
料

に
よ

っ
て
補
訂
を
し
て
頂
く
こ
と
を
希
望
す
る
。

(昭
和
四
八
年
八
月
)

西

紀

一
二
二
二

一
二
四
四

一
二
七

一

〃
一
二
七
六

〃

一
二
八
〇

一
二
八
三

講

衆

関

係

名

称

一
覧

表

一 地 一 結 毎 往 百

月結 蔵
廿 生 名

結 四 日
諸 講 日 講

衆 衆 衆 衆 彙 衆 講 称

 

毎
月
十
四
日
念
仏
結
衆

所

在

奈
良
市
元
興
寺
極
楽
坊
本
堂
柱

(貞
応
元
年
)

同

(寛
一兀
二
年
)

埼
玉
県
騎
西
町
竜
興
寺
板
碑

(
文
永
八
年
)

群
馬
県
赤
岩
光
恩
寺
板
碑

(文
永
八
年
)

同

桐
生
市
東
今
泉
曹
源
寺
板
碑

(建
治

二
年
)

京
都
市
上
京
区
堀
川
寺
之
内
上
る
興
聖
寺
地
蔵
像

(建
治

二
年
)

和
歌
山
県
高
野
山
金
剛
峯
寺
鐘

(
弘
安
三
年
)

兵
庫
県
加
西
市
吸
谷
慈
眼
寺
層
塔

(
弘
安
六
年
)
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ご

.
八
六

一
二
九

二

=

一九
五

一
二
九
八

一
二
九
九

一
三
〇

四

=

二
〇

九

一
三

二

一
三

一
二

一
三

一
四

一
三

一
五

〃

一
三

二
六

=
二
二
七

=
二
二
八

一
三

三
〇

一
三

三
二

=
二
=
エ
ハ

=
三
二
九

一
三
四

一

毎
月
十
五
日

一
結
衆

宮

河

講

衆

地

蔵

講

結

縁

衆

六

八

願

衆

一

結

念

仏

衆

当

寺

講

衆

十

八

日

講

衆

四
十
八
日
念
仏
結
衆

百 大 六 念 念

念 道 仏
座 仏

仏 講 講

講 衆 衆 衆 衆

 

四
十
八
日
称
名
念
仏
結
衆

念

仏

講

惣

衆

一

結

講

衆

鎮

守

講

衆

大

坂

一

結

衆

陀

羅

尼

衆

光
明
真
言

一
結
衆

講
衆
に
関
す
る
研
究

埼
玉
県
小
川
町
敏
満
寺
墓
地
板
碑

(
弘
安
九
年
)

京
都
府
亀
岡
市
金
輪
寺
層
塔

(
正
応
五
年
)

神
奈
川
県
箱
根
町
五
輪
塔

(
永
仁
三
年
)

奈
良
県
桜
井
市
談
山
神
社

(
永
仁
六
年
)

同

御
所
市
勝
福
寺
地
輪

(
永
仁
七
年
)

大
阪
府
守

口
市
来
迎
寺
十

三
重
塔

(嘉
元
二
年
)

旧
常
陸
国
蓮
光
寺
鐘

(延
慶

二
年
)

山
形
県
上
山
市
前
丸
森
板
碑

(
応
長
元
年
)

三
重
県
阿
山
町
来
迎
寺
宝
塔

(
応
長

二
年
)

埼
玉
県
吉
見
町
新
井
家
板
碑

(
正
和
三
年
)

大
阪
府
河
南
町
寛
弘
寺
神
山
共
同
墓
地
五
輪
塔

(
正
和
四
年
)

奈
良
県
御
所
市
富
田
天
満
神
社
五
輪
塔

(
正
和
四
年
)

奈
良
市
霊
山
寺
寄
進
板

(
嘉
暦
元
年
)

福
島
県
郡
山
市
甚
日
寺
板
碑

(嘉
暦
二
年
)

滋
賀
県
大
津
市
明
王
院
宝
塔

(嘉
暦
三
年
)

岡
山
県
新
見
市
宝
台
寺
五
輪
塔

(
元
徳

二
年
)

京
都
府
八
幡
町
神
応
寺
谷
の
不
動
堂
鰐

口

(元
弘
二
年
)

大
阪
府
四
条
畷
町
逢
坂
五
輪
塔

(延
元
元
年
)

奈
良
県
桜
井
市
高
家
春
日
神
社
地
輪

(暦
応

二
年
)

神
戸
市
兵
庫

区
石
峯
寺
五
輪
塔

(暦
応
四
年
)

一85一



一
三
四
二

=
二
四
四

一
三
四
五

一
三
五

一

一
三
六
〇

=
二
六
五

一
三
六
六

一
三
七
二

=
二
七
三

=
二
九
〇

一
三
九

一

〃

=
二
九

二

く
無
紀
年
)

=
二
九
九

一
四

=

一
四

二
四

一
四

三
四

一
四

三
九

一
四
四

〇

講
衆
に
関
す
る
研
究

念

仏

一
結

衆

接

待

講

衆

別

時

講

衆

羅

漢

講

衆

千

部

経

結

衆

四
十
八
日
念
仏
無
縁
衆

博

多

講

衆

百
万
遍

一
結
講
衆

地

蔵

講

結

衆

毎
月
八
日
供
養

一
結
之
講
衆

観

音

講

衆

逆

修

一
結

衆

預

修

一
結

講
衆

十

人

講

衆

逆
修

心
信

結
衆

二

結

衆

預

修

結

衆

百

万

遍

人

講

一
郷
五
種
行
結
衆

法
華

一
万
部
結
衆

同

垂
水
区
布
施
畑
五
輪
塔

(
暦
応
五
年
)

福
岡
市

ぬ
れ
衣
塚
板
碑

(康
永
三
年
)

大
分
県
中
山
香
内
河
野
板
碑

(康
永
四
年
)

大
阪
府
高
槻
市
神
峯
山
寺
宝
簾
印
塔

(観
応
二
年
)

兵
庫
県
加
古
川
市
神
木
五
輪
塔

(
延
文
五
年
)

同

姫
路
市
兼
田
地
蔵
石
仏

(貞
治
四
年
)

広
島
県
宮
島
町
厳
島
神
社
銅
釣
燈
籠

(
正
平

二
十

一
年
)

兵
庫
県
加
古
川
市
北
木
村
墓
地
基
礎

(
応
安
五
年
)

静
岡
県
藤
枝
市
鬼
岩
寺
五
輪
塔

(応
安
六
年
)

兵
庫
県
稲
美
町
地
蔵
山
宝
簾
印
塔

(明
徳
元
年
)

岐
阜
県
美
山
町
八
月
観
音
堂
鐘

(明
徳

二
年
)

兵
庫
県
宝
塚
市
波
豆
宝
簾
印
塔

(明
徳

二
年
)

神
奈
川
県
鎌
倉
市
浄
妙
寺
宝
簾
印
塔

(
明
徳
三
年
)

兵
庫
県
加
西
市
小
谷
地
蔵
堂
石
棺
仏

(南
北
朝
時
代
)

東
京
都
中
野
区
清
谷
寺
十

三
仏
板
碑

(応
永
六
年
)

兵
庫
県
曲豆
岡
市
福
祥
寺
板
碑

(応
永
十
八
年
)

高
知
県
越
知
町
横
倉
神
社
鐘

(応
永
三
十

一
年
)

滋
賀
県
守
山
市
守
善
寺
宝
簾
印
塔

(永
享
六
年
)

群
馬
県
高
崎
市
宝
福
寺
宝
塔

(永
享
十

一
年
)

兵
庫
県
吉
川
町
毘
沙
門
堂
宝
筐
印
塔

(
永
享
十
二
年
)
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一
四
四
四

一
四

四
六

一
四

四
八

一
四

七

二

一
四

八
三

一
四
八
八

一
四
九
〇

一
四

九
四

一
五

一
九

一
五
四
七

〃

一
五
四
八

一
五
五
六

一
五
五
七

〃
一
五
五
八

一
五
六
〇

一
五
六
五

一
五
六
七

一
五
七
〇

薬

師

講

衆

地
蔵

講

一
結
衆

六

斎

衆

夜

念

仏

供

養

月

待

供
養
結
衆

申

待

供
養
結
衆

念

仏

講

結

衆

法

華

講

衆

東
寺
稲
荷
御
出
講

念

仏

人

数

居

念

仏

人

数

結

縁

念

仏

衆

六
斎
夜
念
仏
人
衆

斎

講

大

念

仏

講

衆

六
済
夜
念
仏
人
数

春

斎

講

一
結
衆

六

済

念
仏

之
衆

六

斎

人

数

春

日

講

講
衆
に
関
す
る
研
究

京
都
市
右
京
区
化
野
念
仏
寺
五
輪
塔

(文
安
元
年
)

東
京
都
八
王
子
市
片
倉
城
跡
板
碑

(文
安

三
年
)

大
阪
府
岸
和
田
市
久
米
田
寺
石
燈
籠
竿

(文
安
五
年
)

東
京
都
練
馬
区
三
宝
寺
板
碑

(文
明
四
年
)

同

板
橋
区
円
福
寺
板
碑

(文
明
十
七
年
)

同

練
馬
区
旧
春
日
神
社
板
碑

(長
享

二
年
)

奈
良
県
生
駒
市
長
楽
寺
五
輪
塔

(延
徳

二
年
)

京
都
府
木
津
町
木
津
旧
墓
地
地
蔵
石
仏

(
明
応

三
年
)

京
都
市
南
区
東
寺
木
造
枡

(
永
正
十
六
年
)

奈
良
県
生
駒
市
応
願
寺
板
碑

(
天
文
十
六
年
)

同兵
庫
県
加
古
川
市
願
成
寺
鐘

(
天
文
十
七
年
)

奈
良
県
生
駒
市
宝
橦
寺
板
碑

(弘
治

二
年
)

京
都
府
加
茂
町
辻
墓
地
板
碑

(
弘
治

三
年
)

奈
良
県
斑
鳩
町
極
楽
寺
墓
地
板
碑

(
弘
治
三
年
)

奈
良
県
生
駒
市
石
仏
寺
板
碑

(
永
禄
元
年
)

京
都
府
加
茂
町
辻
墓
地
板
碑

(
永
禄

三
年
)

奈
良
県
吉
野
山
勝
手
社
旧
鐘

(永
禄
八
年
)

同

生
駒
市
鶴
林
寺
板
碑

(
永
禄
十
年
)

同

山
辺
郡
勝
原
集
落
御
鉢
箱

(
元
亀
元
年
)
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一
五
七
五

一
五
七
六

一
五
九
八

一
六

一
〇

一
六
五
六

一
六
七
二

〃

一
六

七
八

一
六

八

二

一
六

八

三

一
六

八
四

一
六

八
五

一
六

八
七

一
七

一
八

一
七

二

一

〃

一
七

二
七

一
七
四

二

〃

一
七
四

五

講
衆
に
関
す
る
研
究

六
斎
念
仏
供
養
人
衆

六
斎

一
結
講

衆

称
名

百

萬
結
衆

逆

修

中

不
食

講

結
衆
中

庚

申

講

衆

庚

申

講

中

当
村

男

女
結
衆

十
七
日
講
之
人
数

庚
申

供
養

講
中

乱

橋

町

講

中

夜

念

仏

衆

中

庚

申

中

間

地

蔵

堂

講

中

融

通

念

仏

講

地
蔵

講

一
会

中

地
蔵
念

仏
講
中

萬

人

講

観

音

講

百

人

講

衆

同

生
駒
郡
横
原
墓
地
地
蔵
石
仏

(天
正
三
年
)

大
阪
府
貝
塚
市
孝
恩
寺

二
重
宝
筐
印
塔

(
天
正
四
年
)

京
都
府
木
津
町
安
福
寺
板
碑

(慶
長

三
年
)

大
阪
府
守

口
市
正
覚
寺
十

三
仏
板
碑

(
慶
長
十
五
年
)

和
歌
山
県
九
度
山
町
慈
尊
院
板
碑

(明
暦
二
年
)

東
京
都
墨
田
区
永
井
家
庚
申
石
燈
籠

(
寛
文
十

二
年
)

神
奈
川
県
鎌
倉
市
五
所
神
社
庚
申
塔

(
寛
文
十

二
年
)

栃
木
県
足
利
市
善
徳
寺
霊
園
庚
申
塔

(
延
宝
六
年
)

兵
庫
県
宝
塚
市
長
谷
川
家
石
燈
籠

(天
和
二
年
)

東
京
都

八
王
寺
市
宝
生
寺
庚
申
塔

(天
和
三
年
)

神
奈
川
県
鎌
倉
市
五
所
神
社
庚
申
塔

(天
和
四
年
)

大
阪
府
東
大
阪
市
摂
取
庵
鰐
口

(貞
享

二
年
)

神
奈
川
県
鎌
倉
市
五
所
神
社
庚
申
塔

(貞
享
四
年
)

和
歌
山
県
下
津
町
地
蔵
峰
寺
銅
釣
燈
籠

(
享
保
三
年
)

大
阪
府
東
大
阪
市
御
厨
地
蔵
石
仏

(享
保
六
年
)

同同

東
大
阪
市
摂
取
庵
鉦

(享
保
十

二
年
)

愛
知
県
甚
目
寺
町
甚
目
寺
宝
筐
印
塔

(寛
保

二
年
)

同奈
良
県
榛
原
町
西
方
寺
庚
申
塔

(
延
享

二
年
)

..



一
七
五
九

一
八
二
七

一
八
五
〇

一
八
六

二

(無
紀
年
)

百 女 女 念 庚

萬 人 仏 申

遍 人

講 講 講 待

中 中 中 中 講

東
京
都
葛
飾
区
普
賢
寺
庚
申
塔

(
宝
暦
九
年
)

兵
庫
県
加
西
市
春
岡
寺
徳
本
上
人
石
像

(
文
政
十
年
)

栃
木
県
小
山
市
天
満
宮
十
九
夜
塔

(嘉
永
三
年
)

福
島
県
郡
山
市
日
出
の
山

子
安
観
音
石
像

(文
久

二
年
)

滋
賀
県
甲
南
町
勢
田
寺
鉦

(江
戸
時
代
)

..
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究


