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弥
勒
﹂
と
﹁
童
子
﹂
の
関
わ
り
を
中
心
に
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は
じ
め
に

『
今
昔
物
語
集
﹄
︵
以
下
﹃
今
昔
﹄
と
略
す
︶
に
お
け
る
弥
勒
説
話
は
︑
現
在

に
至
る
ま
で
仏
教
思
想
史
の
観
点
か
ら
論
及
さ
れ
て
き
た①
︒
し
か
し
弥
勒
信
仰

研
究
に
お
い
て
︑
巻
十
三
以
降
の
﹃
法
華
験
記
﹄
の
翻
案
で
あ
る
兜
率
天
往
生

信
仰
説
話
が
注
目
さ
れ
︑
巻
十
一
話
に
お
け
る
弥
勒
出
現
縁
起
譚
に
つ
い
て
は

詳
細
な
る
論
及
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
よ
っ
て
著
者
は
前
号
に
お
い
て
﹃
今

昔
﹄
に
お
け
る
弥
勒
に
関
す
る
記
述
を
す
べ
て
取
り
上
げ
︑
信
仰
と
い
う
従
来

の
枠
組
み
で
は
な
く
弥
勒
の
役
割
か
ら
説
話
を
再
分
類
し
た
︒
そ
の
内
︑
弥
勒

出
現
縁
起
譚
と
し
て
巻
十
一
第
十
五
話
︑
第
三
十
話
︑
巻
十
二
第
十
一
話
・
第

二
十
四
話
の
四
例
を
あ
げ
︑
内
巻
十
一
の
二
話
は
い
ず
れ
も
︑
童
子
や
天
人
と

い
っ
た
天
界
に
存
在
す
る
者
に
よ
る
弥
勒
造
像
譚
で
あ
る
事
を
指
摘
し
た
︒
さ

ら
に
巻
十
一
第
三
十
話
﹁
天
智
天
皇
御
子
︑
始
笠
置
寺
語
﹂
に
お
け
る
天
人
は

天
界
か
ら
の
出
現
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
天
人
に
よ
り
弥
勒
が
彫
顕
さ
れ
る
こ
と

は
︑
正
統
な
仏
法
の
到
来
を
示
す
説
話
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た②
︒
本
論
考
に
お

い
て
は
︑
同
類
に
分
類
し
た
巻
十
一
第
十
五
話
に
お
け
る
童
子
に
よ
る
弥
勒
造

像
譚
の
解
釈
を
行
い
︑
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
弥
勒
造
像
譚
の
位
置
付
け
を
行
う

こ
と
が
目
的
で
あ
る
︒

一

問
題
の
所
在

『
今
昔
﹄
巻
十
一
第
十
五
話
﹁
聖
武
天
皇
︑
始
造
元
興
寺
語
﹂
の
説
話
概
要

は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
元
興
寺
に
あ
る
本
尊
の
弥
勒
は
︑
天
竺
で
童
子
に
よ
っ

て
造
ら
れ
︑
白
木
︵
新
羅
︶
︑
本
朝
に
至
る
︒
本
朝
に
お
い
て
こ
の
弥
勒
を
安

置
す
る
た
め
に
元
興
寺
を
建
立
し
た
が
︑
後
に
荒
僧
の
出
現
に
よ
り
元
興
寺
の

仏
法
が
絶
え
る
と
い
う
元
興
寺
仏
法
滅
亡
譚
で
あ
る
︒
本
説
話
は
︑
出
典
は
未

詳
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
す
で
に
同
文
的
同
話
と
し
て
菅
家
本
﹃
諸
寺
縁
起
集
﹄
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︵
以
下
﹃
縁
起
集
﹄
と
略
す
︶
元
興
寺
条
︑
﹃
南
都
七
大
寺
巡
礼
記
﹄
︵
以
下

﹃
巡
礼
記
﹄
と
略
す
︶
︑
同
話
と
し
て
醍
醐
寺
本
﹃
諸
寺
縁
起
集
﹄
等
の
存
在
が

指
摘
さ
れ
て
い
る③
︒
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が
本
説
話
の
枠
組
み
を
ど
の
よ
う
に
受

容
し
︑
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
を
見
て
行
く
た
め
に
同
文
的
同
話
と
さ
れ

て
い
る
﹃
縁
起
集
﹄
﹃
巡
礼
記
﹄
を
用
い
比
較
対
照
表
を
作
成
し
た④
︒
さ
ら
に

こ
れ
に
従
い
並
行
す
る
説
話
の
枠
組
み
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
項
を
取
り
出
し

た
︒
諸
説
話
間
の
共
通
事
項
に
お
け
る
話
の
枠
組
み
を
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂
と

す
る
︒
さ
ら
に
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂
を
用
い
何
を
伝
え
よ

う
と
し
た
か
を
見
る
た
め
に
︑
編
者
が
言
葉
を
補
っ
た
と
さ
れ
る
独
自
文
を
導

き
だ
す
︒

(
�
)

元
興
寺
の
弥
勒
の
由
来
の
説
明
︒

(
�
)

天
竺
の
長
元
王
が
仏
法
知
る
も
の
を
求
め
る
︒

(
�
)

海
に
浮
か
ぶ
船
に
の
っ
た
僧
の
出
現
︒

(
�
)

僧
が
王
に
自
己
紹
介
す
る
︒

(
	
)

僧
が
王
に
最
勝
王
経
を
読
誦
︒
王
は
仏
を
造
ろ
う
と
考
え
る
︒

(


)

王
が
故
郷
を
恋
し
が
る
僧
を
船
に
乗
せ
︑
財
を
積
み
帰
す
︒

︵
今
昔
︑
ノ
ミ
︶

(
�
)

船
に
乗
っ
た
童
子
が
仏
を
造
り
に
来
る
︒

(
�
)

童
子
が
九
日
間
か
け
弥
勒
仏
を
造
る
︒

(

)

童
子
が
弥
勒
を
造
っ
た
理
由
を
述
べ
る
︒

(

)

童
子
が
弥
勒
の
あ
り
が
た
さ
を
説
い
て
消
え
る
︒

10
(

)

長
元
王
が
兜
率
天
に
生
ま
れ
た
が
︑
そ
の
後
悪
王
が
出
て
仏
法
滅
び

11

る
︒

(

)

白
木
︵
新
羅
︶
の
国
王
が
こ
の
仏
を
移
す
こ
と
を
相
宰
に
命
じ
る
︒

12

荒
波
の
時
龍
に
助
け
を
求
め
︑
見
返
り
に
こ
の
仏
の
眉
間
の
珠
を
海

に
入
れ
る
︒

(

)

龍
に
珠
を
返
し
て
も
ら
お
う
と
し
頸
を
切
ら
れ
る
苦
を
逃
れ
よ
う
と

13

す
る
︒

(

)

相
宰
が
金
剛
般
若
を
書
写
す
る
と
竜
王
が
珠
を
返
す
︒

14
(

)

竜
王
は
夢
で
苦
を
逃
れ
た
こ
と
を
告
げ
る
︒

︵
今
昔
︑
ノ
ミ
︶

15
(

)

仏
に
珠
を
い
れ
て
国
王
に
渡
し
仏
法
が
盛
ん
に
な
る
︒

16

眉
間
の
珠
の
光
が
な
く
仏
法
滅
び
る
︒

(

)

本
朝
の
元
明
王
が
こ
の
仏
を
奉
る
︒
元
興
寺
を
建
て
る
︒

17
(

)

荒
僧
が
天
竺
の
元
明
王
の
忌
日
を
奉
る
こ
と
に
反
対
す
る
︒

18
(

)

他
の
多
く
の
僧
が
東
大
寺
に
移
り
元
興
寺
の
仏
法
は
廃
る
︒

19
(

)

弥
勒
は
化
人
の
造
っ
た
仏
で
帰
敬
す
れ
ば
兜
率
天
に
生
ま
れ
る
︒

20

︵
今
昔
︑
ノ
ミ
︶

諸
説
話
間
に
共
通
す
る
事
項
か
ら
︑
﹃
今
昔
﹄
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
次

の
よ
う
で
あ
る
︒

元
興
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
弥
勒
の
由
来
が
冒
頭
に
据
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
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(
�
)
﹃
今
昔
﹄
で
は
弥
勒
が
﹁
此
朝
﹂
︵
日
本
︶
に
て
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
と
い
う
︒
し
か
し
︑
菅
家
﹃
縁
起
集
﹄
・
﹃
巡
礼
記
﹄
で
は
百
済
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
本
元
興
寺
の
弥
勒
の
縁
起
説
話
か
ら
語
り
始
め
︑
元
興
寺
に
そ
の
台
座

が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
︒
﹃
今
昔
﹄
で
は
︑
百
済
︑
本
元
興
寺
と
の
関

連
を
省
く
こ
と
に
よ
り
誰
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
の
か
疑
問
を
持
た
せ
る
よ
う
な

語
り
で
始
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
こ
の
弥
勒
は
︑
天
竺
に
お
い
て
船
に
乗

っ
て
海
を
渡
っ
て
や
っ
て
き
た
童
子
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
︒
(
�
)
﹃
今
昔
﹄
で

は
仏
を
造
る
童
子
が
出
現
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
王
は
涙
を
流
し
て
喜
ぶ
︒
し
か

し
︑
菅
家
﹃
縁
起
集
﹄
・
﹃
巡
礼
記
﹄
で
は
王
は
喜
ぶ
だ
け
で
あ
り
﹃
今
昔
﹄
で

は
王
の
喜
び
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
弥
勒
を
安
置
す
る
伽
藍
を
童
子

が
造
る
が
︑
(

)
﹃
今
昔
﹄
で
は
具
体
的
な
伽
藍
の
配
置
の
理
由
︵
生
老
病
死

10

の
苦
を
逃
れ
る
・
末
代
ま
で
悪
世
に
な
ら
な
い
︶
を
述
べ
︑
弥
勒
の
貴
さ
を
示

し
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
王
や
人
民
に
至
る
ま
で
涙
を
流
し
て
礼
拝
し
た
こ
と
に

よ
り
仏
の
眉
間
か
ら
光
が
放
た
れ
る
︒

こ
の
弥
勒
仏
が
白
木
︵
新
羅
︶
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
︑
(

)
﹃
今
昔
﹄
で
は

16

国
王
が
喜
び
弥
勒
に
礼
拝
し
た
と
あ
る
が
他
説
話
に
は
こ
の
記
述
は
な
く
︑
弥

勒
の
貴
さ
が
こ
こ
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
本
朝
に
弥
勒
を
持
っ

て
く
る
際
に
︑
(

)
﹃
今
昔
﹄
で
は
三
宝
に
祈
請
し
て
弥
勒
仏
を
取
っ
て
く
る

17

が
︑
他
説
話
に
お
い
て
は
︑
単
な
る
移
送
の
み
の
記
述
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
後

に
荒
僧
が
出
現
し
︑
天
竺
の
王
の
命
日
を
弔
う
こ
と
に
反
対
し
た
た
め
他
の
僧

た
ち
が
東
大
寺
に
移
り
︑
元
興
寺
の
仏
法
を
絶
え
る
の
で
あ
る
が
︑
問
題
は
︑

(

)
﹃
今
昔
﹄
で
は
合
戦
の
と
き
に
僧
た
ち
は
法
文
・
聖
教
を
手
に
す
る
こ
と

19
な
く
散
り
失
せ
た
と
だ
け
あ
り
︑
弥
勒
の
行
方
は
説
か
れ
て
い
な
い
が
︑
菅
家

﹃
縁
起
集
﹄
・
﹃
巡
礼
記
﹄
で
は
弥
勒
の
安
置
さ
れ
て
い
る
金
堂
が
焼
失
し
弥
勒

像
も
焼
け
て
消
え
た
と
あ
る
点
で
あ
る
︒
﹃
今
昔
﹄
で
は
さ
ら
に
弥
勒
の
今
と

し
て
︑
(

)
弥
勒
は
今
に
残
る
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
化
人
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た

20

と
説
く
︒
帰
敬
す
る
人
は
皆
兜
率
天
に
生
ま
れ
る
た
め
世
の
人
皆
が
弥
勒
に
礼

拝
す
る
と
あ
る
︒
他
説
話
で
は
弥
勒
は
焼
失
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
﹃
今
昔
﹄

の
み
弥
勒
の
貴
さ
及
び
今
な
お
信
仰
を
集
め
て
い
る
と
語
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹃
今
昔
﹄
の
独
自
性
を
見
て
行
く
と
︑
﹁
弥
勒
﹂
の
霊
験
・
貴

さ
が
繰
り
返
し
編
者
に
よ
り
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
︑

菅
家
﹃
縁
起
集
﹄
・
﹃
巡
礼
記
﹄
で
は
︑
弥
勒
は
焼
失
し
て
い
る
が
﹃
今
昔
﹄
で

は
今
な
お
弥
勒
が
信
仰
を
集
め
貴
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
そ

の
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
︑
冒
頭
で
百
済
や
本
元
興
寺
と
の
関
連
を
述
べ
ず

﹁
此
朝
﹂
に
て
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
語
る
こ
と
に
よ
り
︑
こ
の
弥
勒
が

ど
こ
で
造
ら
れ
た
か
を
読
み
手
に
疑
問
を
抱
か
せ
て
い
る
︒
そ
し
て
話
末
評
語

に
て
化
人
に
よ
り
造
ら
れ
た
と
語
り
冒
頭
の
疑
問
に
答
え
る
と
い
う
巧
妙
な
語

り
を
行
い
︑
そ
の
こ
と
に
よ
り
童
子
に
よ
り
弥
勒
が
造
ら
れ
た
と
す
る
点
が
強

調
さ
れ
弥
勒
造
像
譚
に
神
秘
性
を
持
た
せ
て
い
る
と
い
え
る
︒
い
う
な
れ
ば
︑

元
興
寺
仏
法
滅
亡
譚
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
︑
弥
勒
の
霊
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験
・
貴
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒

し
か
し
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
本
説
話
は
元
興
寺
仏
法
滅
亡
譚
で
あ
る
と

位
置
付
け
さ
れ
て
い
る⑤
︒
三
国
経
由
に
よ
り
仏
像
が
伝
来
す
る
と
い
う
説
話
の

構
成
お
よ
び
︑
巻
十
一
と
い
う
本
朝
仏
法
部
の
最
初
の
巻
に
本
説
話
が
組
み
込

ま
れ
︑
寺
院
建
立
の
展
開
・
繁
栄
を
示
す
寺
院
建
立
の
説
話
群
に
分
類
さ
れ
て

い
る
と
い
う
点
で
仏
法
伝
来
譚
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
説

話
の
全
体
構
成
か
ら
の
論
で
は
な
く
話
末
評
語
に
お
け
る
﹁
今
﹂
と
い
う
記
述

に
注
目
し
た
論
で
あ
る⑥
︒
ま
た
そ
う
い
っ
た
三
国
伝
来
の
説
話
構
成
の
中
で
も

前
田
氏
は
︑
第
十
五
話
は
例
外
で
あ
り
元
興
寺
仏
法
滅
亡
譚
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る⑦
︒
こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
に
お
い
て
も
見
解
が
分
か
れ
て
お
り
︑
ま
た

真
正
面
か
ら
本
説
話
を
取
り
上
げ
た
論
述
が
少
な
い
た
め
︑
本
論
で
は
本
説
話

の
﹁
弥
勒
﹂
の
記
述
に
注
目
し
︑
さ
ら
に
童
子
に
よ
り
弥
勒
が
造
像
さ
れ
る
所

以
︑
そ
れ
が
本
説
話
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
︑
説
話
の

全
体
構
成
で
あ
る
元
興
寺
仏
法
滅
亡
譚
と
弥
勒
造
像
譚
の
関
わ
り
を
考
察
し
て

い
く
こ
と
と
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
検
証
を
通
し
︑
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
弥
勒
造

像
譚
の
位
置
付
け
を
行
う
こ
と
が
目
的
で
あ
る
︒

二

『
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
﹁
童
子
﹂
の
意
味

前
述
し
て
き
た
通
り
︑
元
興
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
弥
勒
は
︑
天
竺
に
お
い
て

童
子
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
諸
説
話
間
に
共
通
す
る
記
述

で
あ
る
が
︑
﹃
今
昔
﹄
編
者
は
話
末
評
語
で
あ
る
独
自
文
に
お
い
て
﹁
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
︒
﹂
と

し
︑
童
子
︵
化
人
︶
に
よ
り
造
像
さ
れ
た
た
め
弥
勒
は
貴
い
と
し
て
い
る
︒

﹁
弥
勒
﹂
が
童
子
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
こ
と
が
貴
い
と
さ
れ
て
い
る
点
を
考
え

る
と
︑
﹁
童
子
﹂
が
重
要
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た

め
︑
ま
ず
童
子
が
何
を
意
味
し
︑
な
ぜ
童
子
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
弥
勒
出
現
の
記
述
が
仏

教
経
典
の
影
響
を
受
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
ま
ず
﹁
弥
勒
﹂
が
経
典
に

お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
出
現
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
る
︒

漢
訳
の
弥
勒
に
関
す
る
主
要
経
典
は
秦
の
鳩
摩
羅
什
訳
︵
三
四
四
～
四
一

三
︶
﹃
仏
説
弥
勒
下
生
成
仏
経
﹄
﹃
弥
勒
大
成
仏
経
﹄
︑
沮
渠
京
声
漢
訳
の
﹃
観

弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
﹄
の
三
つ⑧
と
さ
れ
て
い
る
︒
今
回
の
考
察
に
お
い
て

は
︑
弥
勒
の
出
現
を
見
る
た
め
下
生
の
記
述
が
あ
る
﹃
仏
説
弥
勒
下
生
成
仏

経
﹄
﹃
弥
勒
大
成
仏
経
﹄
に
説
か
れ
る
弥
勒
の
出
現
の
様
相
を
見
て
み
る
︒

﹁
爾
時
彌
勒
菩
薩
︒
於
兜
率
天
觀
察
父
母
不
老
不
少
︒
便
降
神
下
應
從
右

脇
生
︒
如
我
今
日
右
脇
生
無
異
︒
彌
勒
菩
薩
亦
復
如
是⑨
︒
﹂
︵
傍
線
引
用

者
︒
︶

弥
勒
は
︑
兜
率
天
に
い
る
時
に
両
親
が
老
い
ず
少わ
か

か
ら
ざ
る
様
相
を
観
察
し
︑

神
魂
を
母
の
右
わ
き
に
降
ろ
し
そ
こ
か
ら
出
現
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
つ

ま
り
弥
勒
は
兜
率
天
か
ら
来
臨
し
た
の
で
あ
り
︑
出
現
は
バ
ラ
モ
ン
の
女
梵
摩

『
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
一
第
十
五
話
﹁
聖
武
天
皇
︑
始
造
元
興
寺
語
﹂
考

四



波
堤
の
右
わ
き
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒

元
興
寺
の
弥
勒
は
童
子
に
よ
っ
て
造
像
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑
漢
訳
﹃
仏
説
弥

勒
下
生
成
仏
経
﹄
と
の
影
響
関
係
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
﹃
今
昔
﹄
に
お

け
る
﹁
童
子
﹂
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ
方
を
調
べ
︑
そ
の
後
︑
元
興
寺
に
も
た

ら
さ
れ
た
弥
勒
を
天
竺
に
お
い
て
造
像
し
た
童
子
の
意
味
を
見
て
行
く
こ
と
と

す
る
︒

童
子
は
仏
教
説
話
の
中
で
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
か
は
︑
先
行
研
究
に

お
い
て
︑
悟
り
に
達
す
る
ま
で
の
一
段
階
に
位
置
す
る
も
の
を
指
し
︑
優
れ
た

菩
薩
は
童
子
の
段
階
に
い
る
と
さ
れ
︑
ま
た
主
に
諸
尊
の
眷
属
・
使
者
の
役
割

を
果
た
し
︑
聖
と
俗
と
の
媒
介
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る⑩
︒

『
法
華
験
記
﹄
に
登
場
す
る
童
子
は
︑
圧
倒
的
に
護
法
的
役
割
を
持
つ
と
し
︑

小
山
氏
は
童
子
形
で
示
さ
れ
た
神
仏
が
非
常
に
献
身
的
な
意
を
持
っ
て
自
他
の

救
済
の
た
め
に
所
存
の
使
者
と
な
っ
て
仕
え
る
と
指
摘
し
﹃
今
昔
﹄
の
九
例
を

挙
げ
て
い
る⑪
︒
ま
た
︑
﹃
今
昔
﹄
で
は
童
子
と
童
が
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
例
が
数
例
あ
る
た
め
︑
﹁
童
﹂
に
つ
い
て
も
調
べ
た⑫
︒
﹁
童
﹂
は
主
に
本
朝
世

俗
部
巻
十
五
以
後
で
使
わ
れ
︑
僧
や
貴
族
な
ど
に
供
奉
し
諸
事
を
行
う
役
割
と

し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
︑
﹁
弥
勒
﹂
と
の
関
わ
り
は

見
ら
れ
な
い
た
め
︑
検
討
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
と
す
る
︒
ま
た
例
外
と
し
て
︑

ま
た
巻
十
三
第
二
三
︑
第
二
四
で
は
護
法
童
子
が
﹁
童
﹂
と
記
述
さ
れ
て
お
り
︑

巻
二
八
第
二
十
で
は
﹁
童
﹂
を
﹁
中
童
子
﹂
と
呼
称
し
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
ら

は
対
象
に
含
め
る
こ
と
と
す
る⑬
︒

『
今
昔
﹄
に
見
る
﹁
童
子
﹂
の
記
述
を
す
べ
て
挙
げ
一
覧
に
示
し
分
類
す
る

と
︑
大
き
く
仏
法
に
関
わ
る
童
子
と
供
奉
と
し
て
仕
え
る
役
割
の
童
子
に
二
大

別
で
き
︑
さ
ら
に
前
者
に
分
類
さ
れ
た
仏
法
に
関
わ
る
童
子
は
三
つ
の
タ
イ
プ

に
分
類
さ
れ
る⑭
︒
︵
便
宜
上
第
○
話
は
︑
○
表
記
し
た
︶

①

仏
菩
薩
の
い
る
天
界
に
い
る
童
子
↓
六
例

(
巻
六
⑮
︑
巻
七
⑤
︑
巻
十
㉞
︑
巻
十
一
⑨
⑮
︑
巻
十
二
⑥
)

②

法
華
経
を
受
授
・
読
誦
・
写
経
す
る
も
の
を
助
け
る
童
子
︹
護
法
童
子

を
含
む
〕
↓
二
十
例

(
巻
六
㉝
㉟
㊱
︑
巻
七
⑰
︑
巻
十
二
㉗
㉘
㉜
㉝
㊲

巻
十
三
①
③
⑩
⑯
㉑
㉓
㉔
㊶

巻
十
四
⑩
㉟
︑
巻
十
九
㊸
)

③

仏
菩
薩
の
化
身
↓
三
例

︵
巻
十
七
①
⑱
㊹
)

元
興
寺
の
説
話
に
え
が
か
れ
た
童
子
は
①
に
分
類
さ
れ
る
為
︑
①
に
分
類
さ

れ
た
童
子
の
所
在
︑
及
び
役
割
を
説
話
の
記
述
か
ら
考
察
し
︑
そ
こ
か
ら
元
興

寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
弥
勒
を
造
像
す
る
童
子
の
意
味
を
考
察
す
る
︒
ま
ず
元
興

寺
の
説
話
に
記
さ
れ
た
童
子
は
︑
船
に
の
っ
て
海
を
渡
っ
て
く
る
と
さ
れ
て
い

る
︒

｢
其
後
︑
亦
︑
海
辺
ニ
小
船
一
ツ
寄
レ
リ
︒
其
船
ニ
童
子
一
人
ノ
ミ
有

リ
︒
﹂

(
巻
十
一
第
十
五
話
)

同
じ
方
法
で
出
現
す
る
説
話
が
巻
第
七
第
五
話
に
見
ら
れ
る
︒

『
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
一
第
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五
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﹁
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︑
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Ａ

｢
其
ノ
夜
︑
道
俊
︑
夢
ニ
海
ノ
浜
ニ
至
テ
見
ル
ニ
︑
海
ノ
西
ノ
岸
ノ
上

ニ
微
妙
ニ
荘
厳
セ
ル
宮
殿
ア
リ
︒
亦
︑
六
人
ノ
天
童
子
︑
船
ヲ
指
テ
海
ノ

渚
ニ
浮
ベ
リ
︒
道
俊
︑
此
ノ
船
ニ
乗
レ
ル
天
童
子
ニ
云
ク
︑
﹁
我
レ
︑
此

ノ
船
ニ
乗
テ
彼
ノ
西
岸
ニ
渡
ラ
ム
ト
思
フ
﹂
ト
︒
天
童
子
ノ
云
ク
︑
﹁
汝

ヂ
︑
不
信
也
︒
此
ノ
船
ニ
不
可
乗
ズ
﹂
ト
︒
﹁
何
ノ
故
ヲ
以
テ
不
可
乗
ザ

ル
ゾ
﹂
ト
︒
天
童
子
ノ
云
ク
︑
﹁
汝
ヂ
︑
不
知
ズ
ヤ
︑
船
ハ
此
レ
般
若
也
︒

若
シ
︑
般
若
不
在
ズ
ハ
︑
生
死
ノ
海
ヲ
渡
ル
事
ヲ
不
可
得
ズ
︒
﹂

(
巻
第
七
第
五
話
)

Ａ
の
説
話
は
︑
震
旦
に
い
る
道
俊
と
い
う
僧
が
︑
極
楽
に
生
ま
れ
る
こ
と
を

願
い
念
仏
三
昧
を
し
て
い
る
と
き
に
他
の
僧
に
般
若
経
を
書
写
す
る
こ
と
を
勧

め
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
と
き
に
見
た
夢
の
話
で
あ
る
︒
夢
の
中

で
六
人
の
天
童
子
が
あ
ら
わ
れ
︑
般
若
の
大
切
さ
を
示
す
の
で
あ
る
が
︑
そ
の

童
子
は
﹁
海
ノ
西
ノ
岸
ノ
上
﹂
の
宮
殿
に
い
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
西
﹂
と
は

西
方
浄
土
の
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
海
と
は
︑
﹁
生
死
ノ
海
﹂
で
あ
り
︑
そ
こ
に

浮
か
ぶ
船
が
﹁
船
ハ
此
レ
般
若
也
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
海
は
浄
土
・
仏

菩
薩
の
お
ら
れ
る
天
界
と
現
世
を
つ
な
ぐ
場
で
あ
り
︑
船
は
仏
の
教
え
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
︒
つ
ま
り
︑
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂
に
記
さ
れ
た
童
子
も
天
界
と

現
世
を
結
ぶ
海
を
渡
り
︑
船
と
い
う
仏
法
を
象
徴
す
る
も
の
に
乗
り
や
っ
て
来

た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
童
子
が
天
界
に
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
︑
①
に
分

類
さ
れ
た
他
の
説
話
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

Ｂ

｢
仏
ノ
浄
土
也
ケ
リ
︒
黄
金
ヲ
以
テ
地
ト
セ
リ
︒
宮
殿
楼
閣
重
々
ニ
シ

テ
︑
皆
衆
宝
ヲ
以
テ
荘
厳
セ
リ
︒
惣
テ
心
ノ
及
ビ
眼
ノ
至
所
ニ
非
ズ
︒
諸

天
童
子
ハ
遊
ビ
戯
レ
︑
菩
薩
・
声
聞
ハ
仏
ヲ
囲
遶
シ
テ
前

後
ニ
在
マ

ス
︒
﹂

(
巻
六
第
一
五
話
)

Ｂ
は
恵
鏡
と
い
う
僧
が
往
生
を
願
っ
て
い
る
と
︑
あ
る
僧
に
鉢
を
見
る
こ
と

を
勧
め
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
恵
鏡
は
鉢
の
中
を
の
ぞ
き
見
る
と
往
生
す
る
世
界

が
顕
れ
︑
そ
こ
に
童
子
が
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

Ａ
・
Ｂ
の
例
か
ら
童
子
は
︑
浄
土
で
あ
る
仏
菩
薩
の
い
る
天
界
に
い
る
こ
と

が
分
か
る
︒
巻
七
第
五
話
か
ら
は
天
界
と
こ
の
世
を
つ
な
ぐ
海
を
仏
法
と
い
う

船
に
の
っ
て
こ
の
世
に
渡
っ
て
来
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の

記
述
か
ら
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂
に
お
け
る
童
子
と
は
仏
菩
薩
の
い
る
天
界
に
い

る
の
で
あ
り
︑
こ
の
童
子
が
天
竺
に
下
り
て
き
て
弥
勒
を
造
る
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
と
い
え
る
︒
つ
ま
り
︑
弥
勒
造
像
話
を
仏
菩
薩
の
世
界
か
ら
始
原
し
て

語
る
こ
と
に
よ
り
︑
弥
勒
に
神
秘
性
を
持
た
せ
︑
よ
り
貴
い
仏
︑
尊
厳
あ
る
仏

で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

こ
れ
を
裏
付
け
る
例
証
と
し
て
︑
元
興
寺
の
説
話
と
同
様
の
枠
組
み
で
語
ら

れ
て
い
る
寺
社
縁
起
が
あ
る
︒
仏
像
の
伝
来
を
天
界
始
原
と
し
︑
三
国
経
由
と

語
る
説
話
に
﹃
清
涼
寺
縁
起
﹄
﹃
善
光
寺
縁
起
﹄
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑮
︒

『
清
涼
寺
縁
起
﹄
で
は
清
涼
寺
の
釈
迦
如
来
像
は
生
身
の
釈
迦
如
来
と
さ
れ

天
界
の
一
つ
で
あ
る
兜
率
天
に
お
ら
れ
そ
こ
か
ら
始
原
し
︑
そ
の
後
三
国
︵
イ

『
今
昔
物
語
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﹄
巻
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﹁
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︑
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造
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ン
ド
の
抜
嗟
国
に
て
造
像
さ
れ
震
旦
・
本
朝
︶
を
経
由
し
て
来
る
と
語
ら
れ
る
︒

冒
頭
箇
所
の
記
述
を
見
て
み
る
︒

｢
大
日
本
国
山
城
州
嵯
峨
五
台
山
清
涼
寺
の
本
尊
釈
迦
如
来
栴
檀
瑞
像
の

由
来
を
考
る
に
忝
も
釈
尊
三
大
阿
僧
祇
却
の
間
︑
菩
薩
の
修
行
圓
満
し
て

迦
葉
佛
の
一
生
補
処
と
し
て
兜
率
の
内
院
に
生
給
ひ
護
明
菩
薩
と
ぞ
申
奉

け
る⑯

︒
﹂

護
明
菩
薩
と
さ
れ
る
釈
迦
如
来
は
︑
兜
率
天
と
い
う
天
界
で
生
ま
れ
た
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
つ
ま
り
︑
単
に
造
像
さ
れ
た

釈
迦
如
来
で
は
な
く
兜
率
天
で
生
ま
れ
た
如
来
が
現
身
し
た
こ
と
を
語
る
こ
と

に
よ
り
︑
釈
迦
如
来
の
貴
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒
ま
た
﹃
善
光
寺

縁
起
﹄
で
は
善
光
寺
の
如
来
が
東
天
竺
の
昆
舎
離
城
月
蓋
長
者
の
招
請
に
よ
り

現
来
し
た
仏
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
説
話
で
あ
る
︒
月
蓋
長
者
は
あ
り
が

た
い
阿
弥
陀
如
来
の
姿
を
造
像
し
よ
う
と
釈
迦
に
相
談
し
た
︒
す
る
と
釈
迦
が

金
を
も
ら
い
祈
る
と
西
方
か
ら
阿
弥
陀
如
来
が
あ
ら
わ
れ
︑
そ
の
光
が
金
を
照

ら
し
本
物
の
阿
弥
陀
様
と
同
じ
姿
に
な
り
そ
れ
を
安
置
し
た
と
い
う
︒
そ
の
後

百
済
︑
本
朝
へ
と
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
︑
本
説
話
の
冒
頭
箇
所
も
︑

｢
抑
善
光
寺
生
身
如
来
申
□
者
︒
昔
依
㆓

二
東
天
竺
昆
舎
離
城
月
蓋
長
者
召

請
㆒︒
来
㆓

現
此
土
㆒

本
尊
御
座
也⑰
︒
﹂

と
あ
る
︒
﹁
来
㆓

現
此
土
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑
天
界
か
ら
姿
を
現
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
り
︑
天
界
始
原
の
仏
像
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒

﹃
清
涼
寺
縁
起
﹄
は
室
町
時
代
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
﹃
善
光
寺
縁
起
﹄
は

﹃
伊
呂
波
字
類
抄
﹄
﹃
阿
娑
縛
抄
﹄
に
も
一
部
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
早
い
段

階
で
こ
の
説
話
の
枠
組
み
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑱
︒

仏
像
の
由
来
を
天
界
始
原
で
語
る
と
い
う
枠
組
み
は
︑
こ
の
よ
う
に
他
説
話
で

も
語
ら
れ
て
い
た
枠
組
み
で
あ
っ
た
︒
﹃
今
昔
﹄
の
元
興
寺
の
説
話
以
前
に
こ

れ
ら
が
語
ら
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
が
︑
そ
の
時
代
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
枠

組
み
を
踏
ま
え
た
説
話
と
考
え
ら
れ
る
︒

つ
ま
り
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂
は
︑
﹃
清
涼
寺
縁
起
﹄
﹃
善

光
寺
縁
起
﹄
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
当
時
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
仏
教
が
三
国
を
経
て

伝
来
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
踏
ま
え
た
説
話
で
あ
り
︑
天
界
に
い
る
童
子
に
よ

り
弥
勒
が
造
像
さ
れ
る
こ
と
を
語
る
こ
と
に
よ
り
弥
勒
の
貴
さ
・
尊
厳
を
高
め

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
﹃
清
涼
寺
縁
起
﹄
﹃
善
光
寺
縁
起
﹄
の
二
例
は
い
ず
れ

も
釈
迦
で
あ
る
た
め
︑
貴
さ
が
付
さ
れ
る
の
に
は
当
然
と
も
い
え
る
︒
特
筆
す

べ
き
こ
と
は
︑
元
興
寺
の
弥
勒
の
伝
来
話
が
﹃
清
涼
寺
縁
起
﹄
﹃
善
光
寺
縁
起
﹄

の
釈
迦
伝
来
話
と
同
じ
型
で
語
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂

に
お
け
る
弥
勒
が
﹃
清
涼
寺
縁
起
﹄
﹃
善
光
寺
縁
起
﹄
に
お
け
る
釈
迦
と
同
じ

位
相
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
︑
﹃
今
昔
﹄

編
者
の
中
で
︑
仏
菩
薩
の
中
で
も
釈
迦
と
同
じ
高
い
位
相
で
弥
勒
が
捉
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
類
推
で
き
る
︒

さ
ら
に
言
う
な
れ
ば
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂
は
︑
当
時
あ
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今
昔
物
語
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﹄
巻
十
一
第
十
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︑
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﹂
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っ
た
で
あ
ろ
う
天
界
始
原
か
ら
語
る
仏
像
伝
来
の
枠
組
み
を
踏
ま
え
た
説
話
で

あ
り
︑
か
つ
釈
迦
と
同
じ
位
相
で
弥
勒
が
語
ら
れ
る
と
い
う
点
か
ら
︑
弥
勒
が

仏
法
の
象
徴
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒
天
界
に
い
る
童
子
に
よ
り
弥
勒
が
出
現
す
る
こ
と
を
語
り
弥
勒
の
貴

さ
・
尊
厳
を
高
め
る
の
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
類
話
間
に
共
通
す
る
枠
組
み
で
語
ら
れ

て
い
る
弥
勒
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が
天
界
始
原
の
貴
い
弥
勒

仏
で
あ
る
と
い
う
点
と
弥
勒
を
仏
法
の
象
徴
と
し
て
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
た

点
と
が
独
自
文
に
見
ら
れ
る
︒
そ
の
事
例
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒

三

聖
武
天
皇
︑
始
造
元
興
寺
語
第
十
五
話
の
解
釈

『
今
昔
﹄
の
編
者
が
︑
天
界
始
原
の
貴
い
弥
勒
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強

調
し
よ
う
と
し
て
い
た
意
図
が
︑
説
話
の
冒
頭
箇
所
の
独
自
文
に
見
ら
れ
る
こ

と
は
第
一
節
の
問
題
点
の
指
摘
で
述
べ
た
︒
さ
ら
に
︑
本
節
で
は
︑
﹃
今
昔
﹄

と
同
文
的
同
話
と
さ
れ
た
説
話
の
一
つ
菅
家
本
﹃
縁
起
集
﹄
元
興
寺
条
の
冒
頭

の
記
述
が
︑
元
興
寺
を
語
る
際
に
広
く
語
ら
れ
て
き
た
表
現
で
あ
っ
た
の
か
︑

﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
表
現
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
を
み
る
た
め
︑
他
文
献
の
説

話
に
お
け
る
元
興
寺
の
語
ら
れ
方
を
見
て
行
く
︒
ま
ず
︑
﹃
今
昔
﹄
と
同
文
的

同
話
と
さ
れ
て
い
る
菅
家
本
﹃
縁
起
集
﹄
の
冒
頭
箇
所
を
見
て
み
る
︒

菅
家
本
﹃
縁
起
集
﹄
元
興
寺
条

｢
額
文
弥
勒
殿
︑
五
間
四
面
︑
在
重
閣
︑
本
尊
丈
六
弥
勒
如
来
︑
︵
中

略
︶
自
百
済
国
渡
馬
瑙
之
弥
勒
像
︑
則
安
本
元
興
寺
者
︑
在
橘
寺
西
北
方
︑

但
今
礎
計
也
︑
元
明
天
皇
︑
自
高
市
郡
藤
原
宮
︑
遷
都
干
添
上
郡
之
次
︑

元
正
天
皇
改
本
元
興
寺
於
奈
良
京
遷
給
時
︑
彼
像
等
皆
奉
移
新
元
興
寺

云
々
︑
彼
馬
瑙
像
者
︑
安
本
寺
ノ
間
︑
多
武
峯
僧
盗
取
了
︑
其
座
許
相
残

也
︑
元
正
天
皇
養
老
六
年
壊
本
寺
︑
聖
武
天
皇
天
平
十
七
年
︑
造
奈
良
元

興
寺
云
々
︑
推
古
天
皇
代
︑
施
入
田
地
︑
悉
以
施
之
云
々⑲
︑
﹂

本
尊
の
弥
勒
像
は
︑
敏
達
天
皇
御
宇
十
三
年
に
百
済
か
ら
渡
っ
た
も
の
で
あ

り
本
元
興
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
が
多
武
峯
僧
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
︑
そ
の
台
座

の
み
平
城
京
遷
都
の
時
に
元
興
寺
に
移
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

﹃
今
昔
﹄
で
は
︑

｢
今
昔
︑
元
明
天
皇
︑
奈
良
ノ
都
ノ
飛
鳥
ノ
郷
ニ
元
興
寺
ヲ
建
立
シ
給
フ
︒

堂
塔
ヲ
起
給
テ
︑
金
堂
ニ
ハ

丈
ノ
弥
勒
ヲ
安
置
シ
給
フ
︒
其
弥
勒

ハ
︑
此
朝
ニ
テ
造
給
ヘ
ル
仏
ニ
ハ
不
御
︒
﹂

と
語
ら
れ
て
い
る
︒
で
は
︑
両
者
の
記
述
は
︑
ど
ち
ら
が
よ
く
語
ら
れ
て
い
た

話
型
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
元
興
寺
に
関
す
る
他
文
献
の
記
述
を
調
べ
て

み
る
と
︑
次
の
二
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
﹃
阿
娑
縛
抄
﹄
諸
寺
略
記
︑

﹃
建
久
御
巡
礼
記
﹄
で
あ
る
︒

『
阿
娑
縛
抄
﹄
諸
寺
略
記

｢
自
百
済
国
渡
佛
法
︑
始
我
国
興
故
在
此
云
名
︑
敏
達
天
皇
即
位
十
三
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年
甲
辰
秋
九
月
︑
自
百
済
渡
馬
脳
像
弥
勒
︑
本
元
興
寺
東
堂
安
置
ニ
︑
是

本
元
興
寺
也
︑
元
正
天
皇
御
宇
奉
移
奈
良
京
︑
奉
分
佛
像
等
安
置
之
︑
如

此
相
論
之
間⑳
﹂

『
建
久
御
巡
礼
記
﹄

｢
同
天
十
三
年
庚
申
秋
九
月
ニ
︑
同
百
済
ヨ
リ
渡
セ
リ
シ
石
像
弥
勒
︑

本
元
興
寺
ノ
東
金
堂
ニ
安
置
︑
元
明
天
皇
︑
高
市
郡
藤
原
宮
ヨ
リ
奈
良
ノ

都
ニ
遷
後
︑
元
正
天
皇
︑
彼
ノ
高
市
本
元
興
寺
︑
奈
良
京
遷
作
ラ
レ
テ
︑

此
ノ
佛
像
等
ヲ
ワ
ケ
テ
︑
コ
ノ
寺
ニ
遷
レ
シ
也
︒
彼
石
像
弥
勒
ハ
︑
本
元

興
寺
ニ
オ
ハ
シ
マ
シ
ヲ
︑
多
武
峯
ノ
僧
盗
取
奉
リ
テ
︑
後
其
ノ
石
ノ
座
許

ヲ
︑
コ
ノ
奈
良
ノ
元
興
寺
へ
送
渡
シ
テ
︑
金
堂
ノ
内
ニ
置
ケ
リ
︑
オ
ガ
マ

セ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
シ
是
也㉑

︒
﹂

二
例
と
も
本
尊
の
弥
勒
は
百
済
か
ら
本
元
興
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
弥
勒
で
あ

り
︑
平
城
京
遷
都
の
時
に
元
興
寺
に
移
そ
う
と
し
た
が
︑
そ
の
前
に
盗
ま
れ
台

座
の
み
を
移
し
た
と
語
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
菅
家
本
﹃
縁
起
集
﹄
元
興
寺
条

の
記
述
は
︑
﹃
阿
娑
縛
抄
﹄
諸
寺
略
記
︑
﹃
建
久
御
巡
礼
記
﹄
等
に
も
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
︑
元
興
寺
の
弥
勒
を
語
る
際
に
使
わ
れ
て
い
た
定
型
的
な
話
型
で
あ

る
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
﹃
今
昔
﹄
編
者
が
百
済
か
ら
伝
来
し
た
弥
勒
が
本
元
興

寺
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か

し
菅
家
本
﹃
縁
起
集
﹄
元
興
寺
条
と
﹃
今
昔
﹄
は
冒
頭
箇
所
及
び
話
末
評
語
が

異
な
る
だ
け
で
︑
他
の
部
分
に
お
い
て
同
文
的
同
話
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り

説
話
内
容
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
部
分
の
み
を
知
ら
な
い
と
は
考

え
に
く
い
︒
よ
っ
て
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂
の
冒
頭
箇
所
の

独
自
文
は
編
者
に
よ
り
恣
意
的
に
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
他
文
献
に

も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
﹃
今
昔
﹄
編
者
の
独
自
的
な
仏
像
伝

来
譚
を
語
ろ
う
と
し
て
い
た
意
図
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
二
節
で
︑
天
界
始
原
の
弥
勒
で
あ
る
と
語
る
こ
と
に
弥
勒
に
尊
厳
を

も
た
せ
貴
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と
著
者
が
類
推
し
た

こ
と
は
︑
こ
の
冒
頭
箇
所
の
﹃
今
昔
﹄
の
独
自
文
に
よ
り
確
証
さ
れ
る
の
で
あ

る
︒
﹃
今
昔
﹄
編
者
が
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂
の
冒
頭
に
お
け
る
﹁
本
元
興
寺
に

あ
る
百
済
伝
来
の
弥
勒
﹂
を
作
為
的
に
省
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
︑
本
朝

に
も
た
ら
さ
れ
た
弥
勒
が
仏
菩
薩
の
い
る
天
界
に
い
る
童
子
に
造
ら
れ
た
貴
き

仏
・
尊
厳
あ
る
仏
で
あ
る
部
分
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
︒
さ
ら
に
︑

こ
の
弥
勒
が
釈
迦
と
同
じ
位
相
で
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ

と
を
︑
独
自
文
か
ら
検
証
し
て
い
く
︒

四

『
今
昔
﹄
の
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂
に
お
け
る
弥
勒
の
意
味

本
説
話
の
構
成
は
︑
三
国
︵
天
竺
・
白
木
︵
新
羅
︶
・
本
朝
︶
に
弥
勒
仏
が

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
仏
法
が
隆
盛
す
る
と
い
う
話
と
︑
そ
の
後
各
国

に
お
い
て
仏
法
が
滅
亡
す
る
と
い
う
対
照
的
な
構
図
で
も
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
︒
﹁
仏
法
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
本
説
話
に
お
い
て
﹁
仏
法
盛
成
︒
﹂
﹁
仏
法
ハ
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︑
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絶
タ
ル
ナ
リ
︒
﹂
と
語
ら
れ
て
お
り
︑
仏
教
そ
れ
自
身
を
指
し
示
し
て
い
る
た

め
同
意
で
用
い
る
こ
と
と
す
る
︒

『
今
昔
﹄
の
編
者
が
仏
法
の
隆
盛
部
分
に
つ
い
て
の
み
︵
説
話
事
項

以
外
︶
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言
葉
を
補
っ
て
い
る
こ
と
は
一
節
に
お
い
て
述
べ
た
︒
そ
の
内
容
は
︑
弥
勒
に

対
す
る
信
仰
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
釈
迦
の
説
法
の
内
容
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
︑
弥
勒
信
仰
と
は
二
種
類
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
一
つ

は
兜
率
天
へ
の
往
生
を
願
う
上
生
信
仰
と
︑
も
う
一
つ
は
仏
滅
後
五
十
六
億
七

千
万
歳
に
し
て
弥
勒
が
兜
率
天
か
ら
下
生
し
︑
三
会
の
説
法
を
行
う
時
そ
の
会

に
列
し
て
成
道
を
願
う
も
の
で
あ
る㉒
︒
さ
ら
に
こ
の
願
い
を
か
な
え
る
た
め
に

は
︑
弥
勒
の
い
る
荘
厳
な
兜
率
天
を
観
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
弥
勒
三

部
経
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂

に
お
い
て
︑
天
竺
に
お
け
る
仏
法
隆
盛
を
述
べ
て
い
る
(

)
の
独
自
文
で
︑
弥

10

勒
を
安
置
し
た
伽
藍
の
意
味
を
﹁
菩
提
・
涅
槃
ノ
二
果
ヲ
証
ス
ル
相
ヲ
表
ス
︒

︵
略
︶
生
老
病
死
ノ
四
苦
ヲ
離
レ
ム
事
表
ス
︒
﹂
と
童
子
が
王
に
語
る
の
で
あ
る
︒

菩
提
は
釈
尊
の
悟
り
を
意
味
し
︑
涅
槃
は
釈
尊
が
生
死
を
離
脱
し
た
状
況
を
示

し
て
い
る
︒
ま
た
生
老
病
死
の
四
苦
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
釈
迦
が
説
い

た
内
容
で
あ
り
人
間
の
苦
を
離
脱
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
釈
迦

の
教
え
︑
つ
ま
り
仏
法
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
も
し
弥
勒
の
意

味
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
な
れ
ば
弥
勒
が
い
る
と
さ
れ
る
兜
率
天
の
荘
厳
さ
を

語
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
弥
勒
の
い
る
兜
率
天
の
荘
厳
な
様
相
を
観

察
す
る
こ
と
が
往
生
の
手
立
て
で
あ
り
︑
そ
の
世
界
観
は
詳
し
く
経
典
に
記
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
世
界
観
を
仏
が
優
波
離
に
語
る
が
︑

｢
時
諸
天
子
作
是
願
已
︒
是
諸
寶
冠
化
作
五
百
萬
億
寶
宮
︒
一
一
寶
宮
有

七
重
垣
︒
一
一
垣
七
寶
所
成
︒
一
一
寶
出
五
百
億
光
明
︒
︵
中
略
︶
一
一

龍
王
雨
五
百
億
七
寶
行
樹
︒
莊
嚴
垣
上
︒
自
然
有
風
吹
動
此
樹
︒
樹
相
振

觸
︒
演
説
苦
空
無
常
無
我
諸
波
羅
蜜㉓
︒
﹂

と
あ
る
︒
弥
勒
三
部
経
の
記
述
に
は
﹃
今
昔
﹄
編
者
が
独
自
文
で
記
し
た
よ
う

な
釈
尊
の
説
法
の
内
容
は
含
ま
れ
て
い
な
い
︒
で
は
︑
﹃
今
昔
﹄
編
者
の
意
識

の
中
に
︑
弥
勒
と
釈
迦
の
区
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
巻
十
一
第
十
三
話

聖
武
天
皇
始
造
東
大
寺
語
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
︒
東
大
寺
の
盧
舎
那
仏
を

造
像
す
る
際
に
金
が
足
り
な
く
な
り
︑
金
峰
と
い
う
山
に
あ
る
と
聞
い
て
︑
天

皇
が
良
弁
僧
正
に
宣
旨
を
下
し
た
︒
そ
れ
を
受
け
て
︑
良
弁
が
七
日
七
夜
山
に

こ
も
り
祈
っ
て
い
る
と
夢
に
︑

｢
此
ノ
山
ノ
金
ハ
︑
弥
勒
菩
薩
ノ
預
ケ
給
ヘ
レ
バ
︑
弥
勒
ノ
出
世
ノ
時
ナ

ム
可
弘
キ
︒
其
前
ニ
ハ
難
分
シ
︒
﹂

と
あ
り
︑
金
の
使
用
を
断
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
弥
勒
の
た
め
の
金
は
盧
舎
那
仏

造
像
に
は
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
弥
勒
と
釈
迦
は
別
の
次
元
で
捉
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒
更
に
︑
巻
十
三
以
降
の
﹃
法
華
験
記
﹄
の
翻

案
で
あ
る
兜
率
天
往
生
説
話
に
お
い
て
も
︑
兜
率
天
に
往
生
で
き
る
の
は
僧
侶

か
男
性
の
み
で
あ
り
西
方
浄
土
と
は
区
別
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も㉔
︑

『
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
一
第
十
五
話
﹁
聖
武
天
皇
︑
始
造
元
興
寺
語
﹂
考

一
〇



釈
迦
の
い
る
世
界
と
弥
勒
の
い
る
世
界
は
﹃
今
昔
﹄
編
者
の
中
で
区
別
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

し
か
し
︑
本
説
話
に
お
い
て
は
︑
釈
迦
の
入
寂
の
境
地
︑
釈
迦
の
説
法
の
内

容
を
示
し
た
伽
藍
配
置
の
中
心
に
弥
勒
仏
を
置
く
と
説
か
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り

仏
の
教
え
を
表
し
た
伽
藍
の
中
心
に
弥
勒
を
安
置
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
弥
勒

を
釈
迦
と
同
じ
位
相
で
捉
え
︑
さ
ら
に
弥
勒
を
仏
法
の
象
徴
の
一
つ
と
し
て

﹃
今
昔
﹄
編
者
が
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒

つ
ま
り
︑
説
話
間
に
共
通
す
る
事
項
は
当
時
語
ら
れ
て
い
た
弥
勒
伝
来
譚
と

元
興
寺
滅
亡
譚
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
に
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が
仏
法
の
内
容
を
示

し
た
独
自
文
を
書
き
加
え
た
こ
と
に
よ
り
︑
仏
法
伝
来
譚
が
強
調
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
︒
さ
ら
に
釈
迦
と
弥
勒
を
同
位
相
と
と
ら
え
︑
弥
勒
伝
来
が
語
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
弥
勒
を
通
じ
仏
法
伝
来
を
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒

そ
し
て
最
後
に
話
末
評
語
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
︒

｢
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
ゝ

光
ヲ
放
テ
︑
帰
敬
ス
ル
人
皆
兜
率
天
ニ
生
タ
リ
︒
世
ノ
人
尤
モ
礼
可
奉
ト
︒

奈
良
ノ
元
興
寺
ト
云
フ
︑
是
也
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
︒
﹂

弥
勒
が
天
界
に
い
る
童
子
に
造
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
貴
い
と
い
う
︒
さ

ら
に
そ
の
貴
い
弥
勒
が
天
竺
・
震
旦
を
へ
て
本
朝
に
伝
わ
り
光
を
は
な
っ
て
い

る
と
い
う
︒
光
は
こ
こ
で
は
仏
法
の
威
力
を
示
し
て
お
り
三
国
に
お
い
て
仏
法

が
隆
盛
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
そ
の
弥
勒
は
な
お
今
も
本
朝

に
お
い
て
信
仰
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
︒

菅
家
本
﹃
縁
起
集
﹄
﹃
巡
礼
記
﹄
は
︑
説
話
の
最
後
を
元
興
寺
の
金
堂
の
全

焼
︑
弥
勒
の
焼
失
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
﹃
今
昔
﹄
は
元
興
寺
の

仏
法
は
絶
え
た
が
︑
今
な
お
こ
の
弥
勒
が
光
を
放
ち
信
仰
す
れ
ば
兜
率
天
往
生

が
で
き
る
と
語
る
︒
元
興
寺
の
仏
法
は
衰
退
し
た
と
し
て
も
︑
仏
の
教
え
は
廃

る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
︑
弥
勒
を
通
じ
て
語
ろ
う
と
し
て

い
る
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
の
意
識
が
伺
え
る
の
で
あ
る
︒
童
子
と
い
う
化
人
に
よ

っ
て
造
ら
れ
る
弥
勒
は
︑
釈
迦
と
同
位
相
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
﹁
仏

法
﹂
の
象
徴
の
一
つ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
説
話
は
弥
勒
と

い
う
仏
像
に
象
徴
さ
れ
る
一
種
の
仏
法
の
伝
来
の
物
語
を
作
り
上
げ
て
い
る
と

い
え
る
︒
本
説
話
が
︑
巻
十
一
と
い
う
本
朝
仏
法
部
の
始
ま
り
の
巻
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
︒

最
後
に
︑
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
弥
勒
造
像
譚
の
位
置
付
け
を
行
う
と
︑
前
号

で
論
じ
た
巻
十
一
第
三
十
話
﹁
天
智
天
皇
御
子
︑
始
笠
置
寺
語
﹂
に
お
け
る
天

人
は
天
界
か
ら
の
出
現
で
あ
り
︑
正
統
な
仏
法
の
到
来
を
示
す
説
話
で
あ
っ
た
︒

さ
ら
に
本
説
話
も
正
統
な
仏
法
の
伝
来
の
物
語
を
弥
勒
を
通
じ
て
語
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
︑
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
弥
勒
造
像
伝
来
譚
は
︑
仏
法
伝
来
譚
を
示
す

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

『
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
一
第
十
五
話
﹁
聖
武
天
皇
︑
始
造
元
興
寺
語
﹂
考

一
一



ま
と
め

本
論
に
お
い
て
︑
元
興
寺
仏
法
滅
亡
譚
と
弥
勒
造
像
譚
の
関
わ
り
を
考
察
し

て
き
た
︒
そ
し
て
こ
の
検
証
を
通
し
︑
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
弥
勒
造
像
譚
の
位

置
付
け
を
行
っ
た
︒
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂
は
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
元
興
寺
の

仏
法
滅
亡
譚
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
主
で
あ
っ
た
た
め
︑
弥
勒
造
像
譚
に
つ
い

て
は
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
今
回
の
考
察
で
弥
勒
を
中
心
に
検
討

す
る
事
に
よ
り
︑
本
説
話
は
元
興
寺
仏
法
滅
亡
譚
を
語
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い

う
よ
り
は
︑
弥
勒
造
像
譚
を
語
ろ
う
と
し
た
説
話
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

そ
の
理
由
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
︒

冒
頭
部
分
で
諸
説
話
間
に
共
通
す
る
本
元
興
寺
の
百
済
の
弥
勒
像
と
の
関
連

を
語
ら
ず
︑
﹁
此
朝
﹂
に
て
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
︑
読
み
手
に
ど
こ

で
造
ら
れ
た
弥
勒
で
あ
る
か
疑
問
を
抱
か
せ
話
末
評
語
に
て
化
人
︵
童
子
︶
に

よ
り
弥
勒
が
造
像
さ
れ
た
と
語
り
︑
童
子
に
よ
る
弥
勒
造
像
譚
へ
と
作
り
変
え

て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
童
子
は
仏
菩
薩
の
い
る
世
界
に
い
る
化
人
で
あ
り
︑

そ
れ
に
よ
っ
て
弥
勒
が
造
像
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
弥
勒
の
貴
さ
・
尊
厳
性
を
も

た
せ
て
い
る
︒
こ
の
特
徴
は
︑
﹃
清
涼
寺
縁
起
﹄
﹃
善
光
寺
縁
起
﹄
な
ど
に
み
る

天
界
始
元
の
釈
迦
像
伝
来
譚
と
同
じ
枠
組
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
い
え
る
︒
さ

ら
に
﹃
清
涼
寺
縁
起
﹄
﹃
善
光
寺
縁
起
﹄
に
お
け
る
釈
迦
と
元
興
寺
説
話
の
弥

勒
は
同
じ
位
相
で
語
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
︑
弥
勒
が
釈
迦
と
同
じ
位
相
で
﹃
今

昔
﹄
の
編
者
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
さ
ら
に
﹃
今
昔
﹄
の
編

者
が
﹁
元
興
寺
の
説
話
﹂
の
独
自
文
に
お
い
て
︑
釈
迦
の
説
法
の
内
容
を
示
し

た
迦
藍
配
置
の
中
心
に
弥
勒
を
安
置
す
る
と
い
う
記
述
を
書
き
加
え
て
い
る
こ

と
か
ら
も
弥
勒
と
釈
迦
が
同
じ
位
相
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

本
説
話
に
語
ら
れ
た
弥
勒
は
︑
仏
法
の
象
徴
の
一
つ
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
︑

そ
れ
が
天
界
に
い
る
童
子
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
語
る
こ
と
に
よ
り
︑
本
朝
の

仏
法
が
貴
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
た
説
話
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑

元
興
寺
が
衰
退
し
て
い
く
な
か
で
も
仏
法
は
廃
る
こ
と
の
な
い
貴
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
弥
勒
を
通
じ
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

前
号
︑
本
号
に
お
い
て
笠
置
寺
︑
元
興
寺
の
説
話
か
ら
︑
天
人
や
童
子
に
よ

っ
て
弥
勒
が
造
像
さ
れ
る
理
由
を
考
察
し
て
き
た
が
︑
い
ず
れ
も
弥
勒
が
仏
菩

薩
の
い
る
世
界
か
ら
の
始
原
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
こ
れ

は
弥
勒
が
仏
法
の
象
徴
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
︑
弥
勒

が
当
来
す
る
こ
と
に
よ
り
正
当
な
仏
法
が
本
朝
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
﹃
今

昔
﹄
の
編
者
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
︒
巻
十
一
に
見
ら
れ

る
弥
勒
造
像
伝
来
譚
は
︑
正
統
な
﹁
仏
法
﹂
伝
来
を
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

注①

弥
勒
信
仰
の
代
表
的
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
︒

『
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
一
第
十
五
話
﹁
聖
武
天
皇
︑
始
造
元
興
寺
語
﹂
考

一
二



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
一
月
︒

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
五
月
︒

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
︒

こ
の
う
ち
︑
石
橋
氏
は
兜
率
天
往
生
説
話
を
弥
勒
信
仰
と
し
て
取
り
上
げ
﹃
今

昔
﹄
の
巻
十
三
話
以
降
の
説
話
を
取
り
上
げ
論
及
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
速
水
氏
は
︑

﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
弥
勒
信
仰
説
話
は
︑
﹃
法
華
験
記
﹄
以
後
記
さ
れ
た
も
の
が
な
く
︑

﹃
日
本
霊
異
記
﹄
と
﹃
法
華
験
記
﹄
か
ら
の
再
引
用
が
多
い
と
さ
れ
︑
さ
ら
に
﹃
法

華
﹄
・
﹃
霊
異
﹄
か
ら
の
引
用
以
外
の
記
述
と
し
て
九
例
︵
巻
十
一
第
九
話
︑
十
三
話
︑

二
十
五
話
︑
二
十
八
話
︑
二
十
九
話
︑
三
十
話
︑
巻
十
二
第
二
四
話
︑
巻
十
四
第
四

話
︑
巻
十
五
第
十
六
話
︶
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
︒
元
興
寺
縁
起
説
話
は
巻
十
一
第
十

五
話
で
あ
り
︑
含
ま
れ
て
い
な
い
︒

②

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

巻
十
一
第
三
十
話

を
中
心
に

﹂
︵
﹃
同
志
社
国
文
学
﹄
第
七
三
号
︑
二
〇
一
〇
年
十
二
月
︒
︶
に
お
い

て
考
察
を
行
っ
た
︒

③

池
上
洵
一
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

今
昔
物
語
集
﹄
第
三
巻
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
九
三
年
五
月
︑
山
田
孝
雄
他
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

今
昔
物
語
集
﹄
第

三
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
一
年
三
月
の
注
に
よ
る
︒
後
者
は
菅
家
本
﹃
諸
寺
縁
起

集
﹄
の
存
在
は
指
摘
せ
ず
︑
﹃
元
興
寺
縁
起
﹄
長
寛
縁
起
と
は
行
文
が
大
い
に
異
な

る
と
指
摘
︒

④

説
話
の
比
較
対
照
表
は
︑
紙
幅
の
関
係
上
省
略
す
る
︒

⑤

元
興
寺
の
説
話
に
関
す
る
先
行
研
究
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

!
松
本
恵
子
﹁
元
興
寺
の
説
話
に
つ
い
て
﹂
﹃
国
文
学
論
考
﹄
五
号
︑
一
九
六
八

年
一
二
月
︒

!
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
︒

!
阿
部
泰
郎
﹁
元
興
寺
﹂
﹃
岩
波
講
座

日
本
文
学
と
仏
教

霊
地
﹄
第
七
巻
︑

岩
波
書
店
︑
一
九
九
五
年
一
月
︒

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

一
四
三
頁
︒

⑥

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
︑
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
︒

ま
た
︑
森
氏
︑
小
野
氏
も
﹁
元
興
寺
縁
起
の
構
想
さ
れ
た
三
国
仏
法
史
は
盛
衰
を

繰
り
返
し
な
が
ら
着
実
に
衰
滅
に
向
か
っ
て
い
く
歴
史
で
あ
っ
た
﹂
と
し
つ
つ
も
話

末
評
語
の
﹁
今
﹂
に
注
目
さ
れ
︑
闘
争
に
よ
っ
て
滅
ん
だ
今
も
仏
法
の
救
済
の
力
は

不
変
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
︑
﹁
今
﹂
と
い
う
記

述
に
注
目
さ
れ
た
解
釈
を
示
さ
れ
て
い
る
︒
森
正
人
﹃
今
昔
物
語
集
の
生
成
﹄
和
泉

書
院
︑
一
九
八
六
年
二
月
︑
一
五
七
～
一
五
九
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
︒

⑦

前
田
氏
は
︑
次
の
通
り
示
し
て
い
る
︒
﹁
そ
の
中
で

話
は
︑
上
記
の
例
と
も
異
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な
り
︑
話
の
展
開
上
︑
寺
院
建
立
話
が
破
綻
し
た
例
で
あ
る
︒
本
尊
の
弥
勒
仏
が
三

国
を
伝
来
す
る
間
に
︑
各
国
で
仏
法
の
繁
栄
と
衰
退
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
︑
い

わ
ば
循
環
構
造
を
も
つ
本
話
は
︑
本
朝
に
至
り
︑
本
尊
が
伝
わ
っ
た
元
興
寺
が
︑
後

代
出
来
し
た
寺
院
抗
争
の
煽
り
を
受
け
て
住
僧
の
多
く
が
東
大
寺
に
移
っ
て
し
ま
っ

た
た
め
衰
退
し
寺
の
仏
法
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
︒
︵
中
略
︶
本

『
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
一
第
十
五
話
﹁
聖
武
天
皇
︑
始
造
元
興
寺
語
﹂
考

一
三



尊
た
る
弥
勒
の
霊
験
を
度
々
強
調
し
賞
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
辛
う
じ
て
寺
院
建

立
話
と
し
て
の
体
裁
を
保
つ
べ
く
糊
塗
し
て
い
る
︒
﹂
︵
傍
線
部
筆
者
︶
前
田
雅
之
︑

(
	
)
︑
一
四
三
頁
︒

⑧

弥
勒
仏
に
関
す
る
経
典
は
︑
﹃
大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄
第
十
四
巻
に
収
録
さ
れ
て
い

る
︒
主
要
な
も
の
は
次
の
六
点
で
あ
る
︒

①
仏
説
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経

北
涼

沮そ

渠き
ょ

京
き
ょ
う

声
し
ょ
う

訳
︵
大
蔵
経
四
五
二
︑

十
四
巻
︑
四
二
六
～
四
二
八
︶

②
仏
説
弥
勒
下
生
経

西
晋

竺
法
護
訳
︵
大
蔵
経
四
五
三
︑
十
四
巻
︑
四
二
一

～
四
二
三
︶

③
仏
説
弥
勒
下
生
成
仏
経

後
秦

鳩
摩
羅
什
訳
︵
大
蔵
経
四
五
四
︑
十
四
巻
︑

四
二
三
～
四
二
五
︶

④
仏
説
弥
勒
下
生
成
仏
経

唐

義
浄
訳
︵
大
蔵
経
四
五
五
︑
十
四
巻
︑
四
二
六

～
四
二
八
︶

⑤
仏
説
弥
勒
大
成
仏
経

後
秦

鳩
摩
羅
什
訳
︵
大
蔵
経
四
五
六
︑
十
四
巻
︑
四

二
八
～
四
三
四
︶

⑥
仏
説
弥
勒
来
時
経

失
訳
人
名
︑
附
東
晋
録
︵
大
蔵
経
四
五
七
︑
十
四
巻
︑
四

三
四
～
四
三
五
︶

の
六
つ
が
あ
り
︑
﹁
弥
勒
六
部
経
典
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
そ
の
う
ち
︑
①
③

⑤
を
﹁
弥
勒
三
部
経
典
﹂
と
し
て
い
る
︒

⑨

鳩
摩
羅
什
訳
﹁
仏
説
彌
勒
下
生
成
仏
経
﹂
﹃
大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄
第
一
四
巻
︵
大

正
一
切
経
刊
行
会
︑
一
九
二
四
年
︒
︶

⑩

童
子
に
関
す
る
代
表
的
な
先
行
研
究
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

!
黒
田
日
出
男
﹃
境
界
の
中
世
・
象
徴
の
中
世
﹄
東
大
出
版
会
︑
一
九
八
七
年
︒

!
伊
藤
清
郎
﹁
中
世
寺
社
に
み
る
﹃
童
﹄
﹂
﹃
中
世
寺
院
史
の
研
究
﹄
下
巻
︑
法
蔵

館
︑
一
九
八
八
年
︒

!
土
谷
恵
﹁
中
世
寺
院
の
童
と
児
﹂
﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
〇
一
巻
一
二
号
︑
一
九
九

二
年
一
二
月
︒

!
小
山
聡
子
﹁
研
究
ノ
ー
ト

法
華
信
仰
に
見
る
護
法
童
子
﹃
大
日
本
国
法
華
験

記
﹄
を
中
心
と
し
て
﹂
﹃
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
﹄
第
三
号
︑
一
九
九
九
年
五

月
︒

⑪

小
山
聡
子
︑
前
揚
書
(


)
︑
一
一
一
頁
︒

⑫

『
今
昔
﹄
に
み
る
﹁
童
﹂
の
事
例
は
︑
全
八
四
例
見
ら
れ
︑
そ
の
内
巻
一
五
以
後

の
も
の
は
︑
七
二
例
で
あ
る
︒
詳
細
は
紙
幅
の
関
係
上
︑
省
略
す
る
︒

⑬

巻
十
二
第
三
五
話
で
は
聖
人
が
童
子
に
魚
を
買
い
に
や
ら
せ
た
が
︑
そ
の
童
子
を

後
半
は
﹁
童
﹂
と
呼
称
し
て
い
る
︒
ま
た
巻
二
八
第
二
十
で
は
﹁
童
﹂
を
﹁
中
童

子
﹂
と
呼
称
し
て
い
る
︒
ま
た
巻
一
三
第
二
三
︑
第
二
四
で
は
護
法
童
子
が
﹁
童
﹂

と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
童
子
と
さ
れ
て
い
る
︒

⑭

『
今
昔
﹄
に
見
る
童
子
の
記
述
は
︑
全
五
〇
例
あ
り
︑
内
仏
法
に
関
わ
る
事
例
は

三
〇
例
あ
る
︒
詳
細
は
紙
幅
の
関
係
上
省
略
す
る
︒

⑮

松
島
氏
は
﹃
扶
桑
略
記
﹄
欽
明
天
皇
十
三
年
の
条
に
﹃
善
光
寺
縁
起
﹄
に
も
元
興

寺
縁
起
と
同
じ
枠
組
み
と
し
て
仏
教
が
天
竺
↓
朝
鮮
↓
本
朝
と
い
う
過
程
を
経
て
伝

来
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
型
が
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
型
が
既
に
出
来
上
が
っ
て
お
り

そ
こ
に
元
興
寺
縁
起
も
な
ぞ
ら
え
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
更
に
阿
部
氏
は
﹃
清
涼
寺
縁

起
﹄
も
同
等
の
説
話
を
形
成
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

⑯

﹁
清
涼
寺
縁
起
﹂
﹃
日
本
絵
巻
全
集
﹄
東
方
書
院
︑
一
九
二
八
年
七
月
︒
ま
た
は

﹃
続
郡
書
類
従
﹄
第
二
七
巻
上
︑
続
群
書
類
従
完
成
会
︒

⑰

﹁
善
光
寺
縁
起
﹂
﹃
大
日
本
仏
教
全
書
﹄
寺
誌
叢
書
︑
大
日
本
仏
教
全
書
︑
一
九
二

一
年
九
月
︒

⑱

四
巻
本
の
最
後
に
治
承
三
︵
一
一
七
九
︶
年
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
平
安
後
期
ご
ろ

既
に
こ
の
話
型
は
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
群
書
解
題
﹄
第
一
八
巻
上
︑
釈

家
部
︵
二
︶
︑
群
書
類
従
完
成
会
︑
一
九
四
三
年
一
二
月
︑
五
〇
～
五
一
頁
︒

⑲

藤
田
経
世
編
﹃
校
刊
美
術
史
料
﹄
寺
院
篇
︑
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
一
九
九
九
年

『
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
一
第
十
五
話
﹁
聖
武
天
皇
︑
始
造
元
興
寺
語
﹂
考

一
四



五
月
︒

⑳

﹃
大
日
本
仏
教
全
書
﹄
佛
書
刊
行
会
︑
一
九
三
〇
年
九
月
︒

㉑

(

)
︑
一
四
八
頁
︒
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㉒

従
来
研
究
史
上
に
お
い
て
︑
弥
勒
信
仰
は
経
典
の
種
類
か
ら
上
生
信
仰
・
下
生
信

仰
に
分
類
さ
れ
て
き
た
が
︑
速
水
氏
は
弥
勒
下
生
信
仰
を
更
に
四
種
に
分
類
さ
れ
て

い
る
︒
︵
速
水
侑
︑
前
掲
書
︑
�
︶
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
︑
弥
勒
信
仰
の
概
要
を
示

す
も
の
で
あ
り
詳
述
を
避
け
る
た
め
二
種
に
分
類
し
て
考
え
る
︒

㉓

沮
渠
京
声
訳
﹁
仏
説
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
﹂
﹃
大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄
第
一

四
巻
︑
大
正
一
切
経
刊
行
会
︑
一
九
二
四
年
︒

㉔

児
玉
里
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