
︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
一
︶

八

木

智

生

﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
は
︑
壬
生
寺
︵
京
都
市
中
京
区
︑
律
宗
︑
本
尊
は

延
命
地
蔵
尊
︶
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
本
文
は
す
で
に
︑
元
興
寺
仏
教
民
俗
資

料
研
究
所
編
﹃
壬
生
寺
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書

第
三
分
冊
﹄
︵
壬
生
寺
︑

一
九
七
五
年
︶
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
︑
数
か
所
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
る
︒
そ

こ
で
︑
あ
ら
た
め
て
原
本
を
参
照
し
て
翻
刻
と
注
釈
を
行
う
こ
と
に
し
た
︒

本
稿
で
は
︑
第
一
巻
第
一
話
～
第
一
巻
第
二
話
を
対
象
と
す
る
︒

︻
解
題
︼

﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
は
︑
全
六
巻
・
十
八
話
か
ら
成
る
巻
子
本
で
あ
る
︒

各
巻
の
詳
細
な
寸
法
な
ど
は
︑
泉
万
里
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
と
そ
の
周
辺①

﹂

に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
省
略
す
る
︒
絵
巻
に
は
複
数
の
錯
簡
が
あ

り
︵
後
述
︶
︑
紙
継
ぎ
や
料
紙
の
長
さ
は
一
定
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
各
巻
冒
頭

に
収
録
説
話
の
表
題
を
ま
と
め
て
記
し
︑
後
筆
で
そ
の
説
話
が
起
こ
っ
た
年
号

が
添
え
ら
れ
て
い
る
︒

壬
生
寺
の
縁
起
は
︑
現
在
三
種
類
が
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
は
こ
の
六
巻

の
絵
巻
︑
次
に
元
禄
十
五
年
︵
一
七
〇
二
︶
の
序
が
あ
る
版
本
︵
大
本
︑
上
中

下
三
巻
三
冊
︶
︑
寛
政
二
年
の
序
が
あ
る
版
本
︵
半
紙
本
︑
乾
坤
二
巻
二
冊
︶

で
あ
る
︒
略
縁
起
も
複
数
存
在
す
る
︒

元
禄
の
版
本
は
︑
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
を
基
と
し
た
こ
と
が
序
に
明
ら

か
で
あ
る
︒
構
成
と
し
て
は
︑
説
話
を
一
部
改
変
し
な
が
ら
も
す
べ
て
収
録
し
︑

さ
ら
に
説
話
を
増
補
し
て
い
る
︒
寛
政
の
版
本
は
︑
元
禄
の
版
本
と
同
文
で
あ

り
︑
な
お
か
つ
さ
ら
に
説
話
を
追
加
し
て
い
る②

︒
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
は

現
存
す
る
壬
生
寺
の
縁
起
中
最
古
で
あ
り
︑
後
世
の
版
本
の
基
礎
と
な
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
︒

他
に
︑
本
坊
地
蔵
院
の
住
持
栄
岳
︵
の
ち
に
普
岳
︶
に
よ
る
﹁
壬
生
地
蔵
縁

起
絵
巻
﹂
の
写
本
で
あ
る
︑
京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
﹃
壬
生
家
文
書
﹄
五
六

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
一
︶

四
九



九
﹁
壬
生
地
蔵
院
縁
起
︵
写
︶
﹂
が
存
在
す
る
︒
奥
書
に
は
︑
﹁
右
此
縁
起
者
雖

為
悪
筆
為
読
習
二
ケ
日
之
間
書
写
畢

于
時
寛
文
十
一
辛
亥
年
四
月
念
三
﹂
と

あ
る
︒
寛
文
十
一
年
︵
一
六
七
一
︶
四
月
二
十
三
日
︑
読
誦
の
た
め
二
日
間
で

書
写
し
た
と
い
う
︒
巻
子
本
形
式
で
︑
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
の
第
一
・

二
・
三
巻
を
一
巻
︑
第
四
・
五
巻
を
一
巻
︑
第
六
巻
を
一
巻
と
し
て
ま
と
め
︑

全
三
巻
と
な
っ
て
い
る
︒
内
容
と
し
て
は
︑
書
風
を
似
せ
︑
改
行
も
一
致
さ
せ

る
ほ
か
︑
錯
簡
の
部
分
に
は
﹁
此
間
切
テ
有
﹂
な
ど
と
記
す
︒
絵
は
省
略
さ
れ
︑

﹁
有
絵
﹂
と
記
入
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
現
存
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
の

状
態
と
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
漢
字
に
振
り
仮
名
を
添
え
る
部
分

が
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
に
関
す
る
先
行
研
究
は
︑
ほ

と
ん
ど
が
そ
の
成
立
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒

ま
ず
佐
藤
瑛
子
氏
は
︑
﹁
近
世
の
模
本
で
あ
る
が
︑
絵
は
古
土
佐
︑
詞
書
は

蜷
川
親
当
と
伝
え
ら
れ
︑
中
世
絵
巻
の
特
色
を
よ
く
遺
し
て
﹂
い
る
と
い
う③

︒

伊
藤
正
義
氏
は
︑
﹁
あ
ま
り
自
信
は
な
い
が
︑
こ
れ
は
恐
ら
く
慶
長
初
期
頃

の
成
立
と
み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
︵
中
略
︶
こ
の
極
め
は
現
存
縁
起

の
も
の
で
は
な
く
︑
文
明
の
奥
書
を
持
っ
た
古
本
が
明
和
四
年
に
は
伝
存
し
て

お
り
︑
そ
の
本
に
つ
い
て
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
﹂
と
い
う④

︒

若
杉
準
治
氏
は
︑
縁
起
の
撰
述
を
﹁
鎌
倉
後
期
﹂
と
し
︑
﹁
現
存
す
る
絵
巻

は
︑
室
町
時
代
の
転
写
本
で
︑
付
属
の
明
和
四
年
︵
一
七
六
七
︶
の
極
書
に
転

記
さ
れ
て
い
る
﹁
文
明
十
八
年
︵
一
四
八
六
︶
三
月
廿
四
日
﹂
と
い
う
奥
書
は

現
存
し
な
い
も
の
の
︑
こ
の
年
紀
を
制
作
期
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
︒
﹂
と

い
う⑤

︒
こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
各
氏
の
論
は
︑
現
存
﹃
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹄
は
摸
本

で
あ
り
︑
原
本
︵
﹁
古
本
﹂
︶
は
中
世
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
お
お
む
ね

一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
い
ず
れ
も
明
確
な
根
拠
が
示
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
印
象
論
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
︒

泉
万
里
氏
は
︑
美
術
史
の
観
点
か
ら
絵
を
分
析
し
た
う
え
で
︑
文
明
期
の
絵

巻
制
作
の
場
や
壬
生
寺
の
状
況
か
ら
︑

こ
の
絵
巻
は
︑
極
証
文
記
載
の
文
明
十
八
年
三
月
二
十
四
日
に
大
念
仏
の

結
願
に
合
わ
せ
て
地
蔵
に
奉
献
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
︒
そ
し
て
︑

ほ
ぼ
同
時
期
に
複
数
の
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
人
物
表

現
な
ど
に
文
明
期
の
作
例
と
の
共
通
性
を
指
摘
で
き
る
︒
︵
中
略
︶
以
上

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
︑
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
を
︑
十
五
世
紀
後
半
︑

文
明
期
の
絵
巻
の
一
本
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

と
い
う⑥

︒
原
本
が
極
証
文
記
載
の
文
明
十
八
年
︵
一
四
八
六
︶
三
月
二
十
四
日

成
立
と
い
う
こ
と
は
一
致
し
て
い
る
が
︑
現
存
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
が
そ

の
原
本
か
否
か
に
つ
い
て
は
論
が
分
か
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ま
で
︑
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
の
本
文
を
対
象
と
し
︑
そ
の
特
徴
に

言
及
し
た
論
は
管
見
の
限
り
み
ら
れ
な
い
︒
そ
も
そ
も
本
文
の
翻
刻
は
あ
っ
た

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
一
︶

五
〇



も
の
の
︑
注
釈
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
︒

前
記
の
よ
う
に
︑
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
に
は
︑
極
証
文
が
現
存
す
る
︒

伊
藤
氏
は
︑
極
証
文
の
本
文
引
用
部
分
が
現
存
本
第
一
巻
冒
頭
本
文
と
一
致
し

な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
が
︑
そ
の
原
因
を
﹁
新
本
が
基
本
的
に
は
古
本
に
基
づ

き
な
が
ら
も
︑
さ
ら
に
増
補
再
編
の
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
﹂
と
い
う⑦

︒

ま
た
泉
氏
は
︑
蜷
川
親
当
の
没
年
と
極
証
文
の
﹁
奥
文
明
十
八
年
三
月
廿
四

日
﹂
と
い
う
記
述
が
一
致
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
︑
﹁
鑑
定
結
果
に
は
疑
問
が

あ
る
﹂
と
し
な
が
ら
も
︑
最
終
的
に
は
成
立
時
期
を
こ
の
日
付
に
求
め
て
い
る⑧

︒

﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
の
成
立
時
期
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
り
︑
こ
の
極
証

文
に
つ
い
て
︑
あ
ら
た
め
て
検
証
し
て
み
た
い
︒

極
証
文
に
は
︑
明
和
四
年
︵
一
七
六
七
︶
の
奥
書
が
あ
り
︑
神
田
道
僖
︵
年

代
か
ら
み
て
︑
五
代
神
田
道
僖
定
武
︵
一
七
一
〇
～
一
七
七
三
︶
で
あ
ろ
う
︶

に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
全
文
は
以
下
の
通
り
︒

壬
生
寺
縁
起

一
本
願
大
僧
都
一
刀
三
礼
事

夫
釈
尊
之
恵
日
西
天
の

奥
文
明
十
八
年
三
月
廿
四
日

右
六
巻
古
土
佐
画
有
之

蜷
川
新
右
衛
門
尉
親
当
筆

不
渉
疑
論
者
也
応
需
不
得

固
辞
叨
証
之
訖

神
田
道
僖
㊞

明
和
四
年
仲
秋
上
旬

﹁
夫
釈
尊
之
恵
日
西
天
の
﹂
は
第
一
巻
第
一
話
冒
頭
の
書
き
出
し
で
あ
り
一

致⑨

し
て
い
る
︒
﹁
奥
文
明
十
八
年
三
月
廿
四
日
﹂
は
︑
絵
巻
の
奥
書
を
書
写
し

た
記
述
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
現
存
の
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
に
は
︑
い
ず
れ

の
巻
に
も
奥
書
が
存
在
し
な
い
︒
京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
﹃
壬
生
家
文
書
﹄

五
六
九
﹁
壬
生
地
蔵
院
縁
起
︵
写
︶
﹂
は
︑
前
述
の
通
り
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵

巻
﹂
を
忠
実
に
写
し
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
が
書
写
さ
れ
た
時
点
で
﹁
壬
生
地

蔵
縁
起
絵
巻
﹂
は
す
で
に
現
在
と
同
じ
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま

り
︑
寛
文
十
一
年
︵
一
六
七
一
︶
四
月
二
十
三
日
時
点
で
は
︑
す
で
に
現
在
と

同
じ
く
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
に
奥
書
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
な
す

べ
き
で
あ
る
︒
神
田
道
僖
が
奥
書
に
相
当
す
る
記
述
を
記
し
て
い
る
の
は
不
審

と
い
え
よ
う
︒

そ
こ
で
︑
極
証
文
自
体
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
ま
ず
標
題
に
つ
い

て
︑
極
証
文
は
﹁
壬
生
寺
縁
起
﹂
と
す
る
が
︑
絵
巻
の
題
箋
は
﹁
壬
生
地
蔵
縁

起
絵
巻
﹂
で
あ
り
︑
一
致
し
な
い
︒
次
に
︑
冒
頭
の
書
き
出
し
に
つ
い
て
︑
前

述
の
通
り
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
は
各
巻
の
収
録
説
話
の
章
題
を
巻
冒
頭
に

ま
と
め
て
記
す
た
め
︑
第
一
巻
の
冒
頭
は
正
確
に
は
﹁
一

本
願
大
僧
都
一
刀

三
礼
事

正
暦
二
年
／
一

当
寺
御
堂
供
養
事

寛
弘
二
年
／
夫
釈
尊
之
恵
日

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
一
︶

五
一



西
天
の
﹂
︵
﹁
／
﹂
は
改
行
︶
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
︑
極
証
文
で
は
第
二
話
の
章

題
が
抜
け
て
い
る
︒
こ
の
極
証
文
は
︑
現
存
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
に
つ
い

て
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
︒

と
す
る
な
ら
ば
︑
明
和
四
年
に
は
現
存
本
の
ほ
か
に
別
の
本
が
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒
仮
に
別
本
と
呼
称
す
る
が
︑
そ
れ
は
右
の
特
徴
を
考
え
れ
ば
︑
奥

書
が
付
さ
れ
た
六
巻
の
絵
巻
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
極
証
文
を
書
く
以
上
︑
神

田
道
僖
が
見
た
別
本
は
原
本
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
す
る
と
︑
現

存
本
は
摸
本
と
な
る
︒
し
か
し
︑
寛
文
十
一
年
に
﹁
壬
生
地
蔵
院
縁
起
︵
写
︶
﹂

が
﹁
読
誦
﹂
の
た
め
書
写
し
て
い
る
の
は
現
存
本
で
あ
り
︑
こ
の
時
に
は
二
本

と
も
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
︑
あ
え
て
摸
本
を
選
ぶ
理
由
は
な
い
︒
ま

た
︑
摸
本
に
錯
簡
が
生
じ
︑
再
構
成
す
る
理
由
も
な
か
ろ
う
︒
も
と
よ
り
︑
壬

生
寺
に
現
存
本
以
外
の
縁
起
絵
巻
は
存
在
せ
ず
︑
そ
の
よ
う
な
記
録
も
か
つ
て

な
い
︒
壬
生
寺
以
外
で
も
同
様
で
あ
る
︒
現
存
本
が
模
本
で
あ
る
と
は
に
わ
か

に
認
め
が
た
い
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
極
証
文
の
記
述
に
つ
い
て
非
常
に
重
要
な
点
に
つ
い
て
言
及
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
絵
巻
の
奥
書
を
文
明
十
八
年
︵
一
四
八
六
︶
と
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
詞
書
の
筆
者
を
﹁
蜷
川
新
右
衛
門
尉
親
当
﹂
と
す
る
点
で
あ
る
︒

蜷
川
親
当
は
智
蘊
の
名
で
も
知
ら
れ
る
連
歌
師
で
︑
足
利
義
教
に
仕
え
た
人
物

で
あ
る
︒
彼
の
死
没
は
文
安
五
年
︵
一
四
四
八
︶
五
月
十
二
日
で
あ
る
か
ら
︑

文
明
十
八
年
の
絵
巻
制
作
に
携
わ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
﹁
蜷
川
新
右
衛

門
尉
親
当
筆
﹂
が
絵
巻
本
文
を
写
し
た
も
の
か
︑
神
田
道
僖
の
鑑
定
に
よ
る
も

の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
極
証
文
の
記
述
は
決
定
的
に
矛
盾
し

て
お
り
︑
根
本
的
に
こ
の
極
証
文
自
体
の
信
憑
性
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
︒
別
本
存
在
の
根
拠
は
極
証
文
の
記
述
が
現
存
本
と
異
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
︑
し
た
が
っ
て
別
本
が
存
在
し
た
可
能
性
は
極
め
て
低

い
と
い
え
る
︒

と
は
い
え
︑
神
田
道
僖
の
示
し
た
文
明
十
八
年
と
い
う
年
代
は
︑
あ
な
が
ち

荒
唐
無
稽
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
本
文
の
内
容
や
絵
の
作
例
か
ら
み
て
︑

﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
が
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
前
半
の
成
立
で
あ

る
と
し
て
も
違
和
感
は
な
い
︒
﹃
実
隆
公
記
﹄
延
徳
二
年
︵
一
四
九
〇
︶
九
月

二
十
三
日
条
に
は
︑
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
法
幢
金
剛

三
昧
院

二
巻
未
猶
在

之
云
々

披
見
﹂
と
あ
る
か

ら
︑
少
な
く
と
も
こ
れ
以
前
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
﹃
晴
富
宿
祢
記
﹄

に
よ
れ
ば
︑
文
明
十
一
年
︵
一
四
七
九
︶
に
は
勧
進
に
よ
り
築
地
が
築
か
れ
た

り
︵
二
月
三
十
日
条
︶
︑
勧
進
曲
舞
が
行
わ
れ
た
り
︵
五
月
十
九
・
二
十
・
二

十
三
・
二
十
六
日
条
︶
し
て
い
る
︒
ま
た
﹃
実
隆
公
記
﹄
・
﹃
尋
尊
大
僧
正
記
﹄

に
は
︑
文
明
十
七
年
︵
一
四
八
五
︶
三
月
に
猿
楽
が
行
わ
れ
た
記
事
が
あ
る
︒

こ
の
時
期
の
壬
生
寺
は
︑
応
仁
の
乱
か
ら
の
復
興
で
あ
ろ
う
か
︑
さ
か
ん
に
活

動
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
状
況
を
受
け
︑
文
明
十
八
年
と
い
う
時

期
が
比
定
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

最
後
に
︑
錯
簡
に
つ
い
て
︑
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
に
お
い
て
明
ら
か
に

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
一
︶

五
二



錯
簡
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
紙
継
ぎ
は
︑
第
一
巻
第
一
話
・
第
一
巻
第
二
話
・
第

二
巻
第
一
話
・
第
四
巻
第
一
話
に
二
か
所
・
第
五
巻
第
二
話
・
第
六
巻
第
五
話

の
︑
計
七
か
所
で
あ
る
︒
特
に
第
一
巻
第
二
話
の
錯
簡
は
︑
文
字
が
料
紙
の
端

で
切
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
絵
巻
完
成
後
に
切
断
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
︒
な
お
い
ず
れ
も
文
の
途
中
で
切
れ
て
い
る
が
︑
錯
簡
前
後
は
同
じ
説
話
で

あ
る
︒

絵
の
数
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
︑
錯
簡
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
︒
一
般

に
︑
縁
起
絵
巻
は
本
文
と
そ
れ
に
対
応
す
る
絵
が
交
互
に
配
さ
れ
て
い
る
が
︑

﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
で
は
︑
絵
が
付
さ
れ
て
い
な
い
説
話
が
複
数
存
在
す

る
︒
特
に
第
六
巻
は
す
べ
て
の
説
話
に
絵
が
な
く
︑
詞
書
だ
け
の
巻
と
な
っ
て

い
る
︒
完
成
当
初
は
す
べ
て
の
説
話
に
揃
っ
て
い
た
絵
が
︑
切
り
離
さ
れ
散
逸

し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

と
す
る
な
ら
ば
︑
本
文
・
絵
と
も
に
散
逸
し
た
説
話
が
あ
っ
て
も
不
自
然
で

は
な
い
︒
六
巻
と
い
う
巻
数
は
六
地
蔵
に
ち
な
ん
だ
数
字
で
あ
る
た
め
変
更
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る⑩

が
︑
話
数
は
現
在
と
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
︒

︻
凡
例
︼

一
︑
底
本
に
は
︑
原
本
を
用
い
た
︒

二
︑
本
注
釈
は
︑
本
文
︑
語
注
︑
補
注
か
ら
な
る
︒

三
︑
本
文
は
︑
底
本
を
翻
刻
し
︑
基
本
的
に
そ
の
通
り
表
記
し
た
︒
た
だ
し
︑

通
読
の
便
宜
の
た
め
︑
適
宜
次
の
操
作
を
行
っ
た
︒

�
任
意
の
改
行
を
ほ
ど
こ
し
︑
各
段
落
の
先
頭
は
一
字
下
げ
た
︒

�
旧
字
︑
異
体
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
た
︒

�
底
本
の
細
字
︑
割
注
は
︹

︺
で
示
し
た
︒

�
句
読
点
︑
濁
点
を
補
っ
た
︒

�
明
ら
か
に
錯
簡
と
思
わ
れ
る
部
分
に
は
︑
︿
錯
簡
﹀
と
表
記
し
た
︒

�
絵
は
︿
絵
﹀
と
示
し
た
︒

�
貼
紙
は
︿
貼
紙
﹀
と
記
し
︑
内
容
を
枠
内
に
示
し
た
︒

四
︑
語
注
に
は
︑
本
文
中
に
﹁
＊
﹂
を
付
し
た
語
句
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
記

述
し
た
︒
難
解
な
語
句
や
固
有
名
詞
な
ど
を
解
説
し
て
い
る
︒

五
︑
補
注
で
は
︑
語
注
で
は
解
説
し
き
れ
な
か
っ
た
︑
主
に
そ
の
段
全
体
に
か

か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
い
る
︒

六
︑
各
話
の
最
後
に
︑
版
本
﹃
壬
生
寺
縁
起
﹄
︵
元
禄
十
五
年
序
︶
の
該
当
話

を
記
し
た
︒
な
お
︑
版
本
の
説
話
標
題
は
版
本
巻
頭
の
目
録
に
よ
る
︒

七
︑
注
釈
に
あ
た
っ
て
︑
多
く
の
文
献
・
論
文
・
辞
書
か
ら
教
示
を
得
た
が
︑

紙
幅
の
都
合
上
省
略
し
た
︒

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
一
︶

五
三



第
一
巻

一

本
願
大
僧
都
＊

一
刀
三
礼
事

正
暦
二
年

︻
本
文
︼

夫
釈
尊
之
＊

恵
日
︑
＊

西
天
の
雲
に
隠
れ
し
よ
り
以
来
︑
＊

春
秋
二
千
余
回
︑

＊

生
死
之
暗
冥
々
た
り
︒
＊

慈
氏
之
＊

月
輪
︑
＊

東
土
の
霧
に
籠
り
し
よ
り
以
来
︑

＊

星
霜
五
十
六
億
︑
＊

苦
海
之
浪
茫
々
た
り
︒
過
去
を
＊

千
仏
出
世
の
古
に
願

ば
︑
＊

流
転
之
蹄
す
で
に
ふ
り
た
り
︒
未
来
を
＊

三
会
得
脱
の
末
に
の
ぞ
め
ば
︑

＊

輪
回
の
車
な
を
あ
ら
た
な
り
︒
悲
哉
︑
＊

苦
輪
之
裏
︑
哀
哉
︑
無
仏
之
時
︑

誰
人
を
た
の
み
て
か
＊

依
怙
と
し
︑
何
の
尊
を
以
て
か
＊

船
師
と
せ
む
︒
＊

覚

母
の
文
珠
︑
＊

願
王
の
普
賢
も
及
ば
ず
︒
＊

補
処
の
弥
勒
︑
＊

大
悲
の
観
音
も

し
か
ず
︒
是
則
菩
薩
の
徳
行
は
優
劣
な
し
と
い
へ
ど
も
︑
＊

機
感
の
時
節
な
を

疎
略
あ
る
故
也
︒
我
聞
地
蔵
菩
薩
︑
専
大
師
釈
尊
の
付
属
を
う
け
て
︑
二
仏
中

間
の
衆
生
を
引
導
す
︒
＊

小
機
愚
者
之
結
縁
を
撰
ぶ
事
な
く
︑
無
仏
世
界
の
教

主
と
あ
ふ
が
る
︒
＊

機
縁
ま
こ
と
に
ふ
か
し
︒
済
度
う
た
が
ふ
こ
と
な
か
れ
︒

爰
に
い
ま
＊

宣
風
坊
の
ほ
と
り
に
お
ひ
て
一
の
＊

紺
殿
を
た
つ
︒
そ
の
本
願

三
井
快
賢
僧
都
と
申
は
︑
＊

粟
田
関
白
道
兼
公
の
苗
裔
︑
其
門
資
は
ま
た
＊

智

証
大
師
の
弟
葉
な
り
︒
＊

止
観
伝
灯
の
誉
︑
自
宗
の
甚
明
な
る
事
に
達
す
と
い

へ
ど
も
︑
＊

慈
堂
＊

懸
磬
之
憂
︑
た
ゞ
＊

洪
恩
の
謝
が
た
き
事
を
歎
く
︒
こ
れ

に
よ
り
て
＊

禅
林
に
居
を
＊

卜
て
穢
土
を
厭
離
し
︑
＊

定
水
に
心
を
澄
て
浄
刹

を
欣
求
す
︒
内
に
は
＊

釈
尊
の
八
万
蔵
の
遺
教
を
伺
ひ
︑
外
に
は
＊

魯
聖
十
八

章
の
微
言
を
こ
と
ゝ
す
︒
＊

至
孝
は
百
行
之
先
︑
報
恩
は
万
善
之
本
な
り
︒
母

に
あ
ら
ず
ば
何
ぞ
子
を
た
の
ま
む
︒
子
に
あ
ら
ず
ば
何
ぞ
母
を
養
は
む
︒
寤
も

こ
れ
を
思
ひ
︑
寐
も
こ
れ
を
お
も
ふ
︒
午
茶
煙
絶
︑
春
彼
永
日
の
う
つ
り
が
た

き
事
を
思
ひ
や
り
︑
＊

西
楡
影
傾
夕
︑
そ
の
余
年
の
い
く
ば
く
な
ら
ざ
る
事
を

歎
く
︒
仍
京
華
に
棲
て
常
に
慈
顔
を
拝
し
︑
＊

水
菽
に
こ
た
へ
て
か
な
し
む
に

微
力
な
し
︒
＊

堅
牢
地
神
も
忽
に
真
実
の
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
か
ゞ
み
︑
近
郊
隣
人

は
じ
め
て
＊

唱
導
の
仁
に
ま
ね
く
︒
貴
賎
み
な
諸
道
徳
に
帰
し
︑
＊

緇
素
す
で

に
＊

富
楼
那
と
称
す
︒
或
は
連
々
の
嘱
請
に
応
じ
︑
或
は
処
々
の
講
行
に
接
す
︒

彼
悲
母
の
日
計
や
う
や
く
か
ゝ
さ
ず
︑
其
孝
子
の
露
誠
た
ち
ま
ち
に
あ
ら
は
る
︒

仍
仏
師
＊

定
朝
︹
法
成
寺
金
堂
造
仏
之
賞
︑
叙
法
橋
︑
又
昇
法
眼
︑
仏
師
昇

＊

綱
位
初
例
也
云
々
︺
に
仰
て
︑
地
蔵
の
尊
像
を
て
う
こ
く
し
奉
︑
一
刀
三
礼

の
懇
精
を
つ
く
し
て
一
千
日
の
間
に
等
身
の
聖
容
を
造
畢
す
︒
＊

蓮
眼
瞬
が
ご

と
く
︑
座
像
の
尊
顔
を
拝
す
︒

＊

棘
心
至
誠
に
し
て
︑
つ
ゐ
に
母
子
と
も
に
彼
＊

覩
率
の
内
院
に
移
り
︑
門

弟
僅
に
此
一
宇
の
草
堂
を
あ
が
む
︒
無
縁
無
怙
の
道
場
た
り
と
い
へ
ど
も
︑
唯

＊

一
瞻
一
礼
の
利
益
を
あ
ふ
げ
り
︒
又
伽
藍
擁
護
鎮
守
は
＊

日
吉
十
禅
寺
を
勧

請
し
た
て
ま
つ
ら
る
︒
こ
れ
則
本
地
垂
跡
︑
＊

内
証
外
用
の
功
徳
を
つ
か
さ
ど

る
ゆ
へ
な
り
︒
夫
三
世
諸
仏

︿
錯
簡
﹀

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
一
︶

五
四



へ
り
︒
爰
に
快
賢
僧
都
＊

御
衣
木
を
加
持
し
︑
随
分
の
＊

資
貯
を
抛
て
無
弐
の

信
心
を
凝
給
ふ
に
や
︒
＊

天
衆
地
類
も
影
向
し
︑
菩
薩
聖
衆
も
照
臨
し
給
へ
り
︒

誠
に
是
＊

大
権
薩
埵
の
示
現
︑
凡
智
の
は
か
る
所
に
あ
ら
ず
︒
然
則
本
尊
の
威

光
一
天
に
み
ち
て
︑
利
生
を
蒙
る
物
︑
翰
墨
の
記
す
る
所
︑
言
詞
の
お
よ
ぶ
所

に
あ
た
は
ず
︒

そ
の
本
誓
を
い
へ
ば
︑
毎
日
晨
朝
の
三
昧
に
は
膚
を
奈
利
の
焔
に
こ
が
し
︑

今
世
後
世
の
悲
願
に
は
質
を
六
道
に
わ
か
ち
給
へ
り
︒
此
菩
薩
︑
一
聞
一
見
の

功
徳
＊

恒
沙
劫
に
説
と
も
と
ど
け
り
︒
機
応
時
い
た
り
︑
感
涙
袖
を
絞
れ
り
︒

＊

簷
花
之
匂
︑
庭
月
之
影
︑
こ
れ
を
＊

仏
餉
灯
油
の
供
養
に
か
へ
︑
＊

緑
羅
之

服
︑
紅
霞
之
飡
︑
こ
れ
を
僧
侶
衣
鉢
之
＊

資
儲
に
た
の
む
︒
ま
づ
＊

夏
臈
慇
懃

の
懇
祈
を
さ
ゝ
げ
て
は
＊

金
輪
聖
王
︑
天
長
地
久
︑
四
海
泰
平
の
御
願
を
た
す

け
奉
る
処
な
り
︒

︿
絵
﹀

︻
語
釈
︼

一
刀
三
礼

仏
像
を
彫
刻
す
る
と
き
に
︑
一
刻
み
す
る
ご
と
に
三
度
礼
拝
す
る

こ
と
︒

恵
日

仏
の
広
大
な
智
恵
を
太
陽
に
た
と
え
た
語
︒

西
天
の
雲
に
隠
れ

釈
尊
が
西
方
の
天
竺
で
入
滅
し
た
こ
と
を
い
う
︒
謡
曲

﹁
弱
法
師
﹂
に
︑
﹁
そ
れ
仏
日
西
天
の
雲
に
隠
れ
︑
慈
尊
の
出
世
ま
だ
遙
か
﹂
と

あ
る
︒

春
秋
二
千
余
回

仏
滅
か
ら
二
千
余
年
た
っ
た
こ
と
を
い
う
が
︑
釈
迦
入
滅
の

年
は
確
定
し
て
い
な
い
︒

生
死
之
暗

衆
生
が
悟
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
生
死
流
転
を
繰
り
返
す
迷
い
の
世

界
に
い
る
こ
と
︒

慈
氏

弥
勒
菩
薩
︒

月
輪

衆
生
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
心
を
満
月
に
た
と
え
た
語
︒
仏
の
悟
り
︒

密
教
に
お
け
る
知
恵
の
象
徴
︒

東
土
の
霧
に
籠
り
し

東
土
は
西
天
︵
イ
ン
ド
︶
に
対
し
て
中
国
・
日
本
の
こ

と
︒
仏
教
伝
来
の
過
程
で
仏
の
教
え
が
失
わ
れ
た
意
か
︒
あ
る
い
は
︑
﹁
以
来

星
霜
五
十
六
億
﹂
と
い
う
後
の
文
か
ら
考
え
る
に
︑
釈
迦
入
滅
の
こ
と
を
指
す

か
︒

星
霜
五
十
六
億

釈
迦
入
滅
か
ら
五
十
六
億
七
千
万
年
後
に
弥
勒
菩
薩
が
出
現

す
る
ま
で
の
間
︑
現
世
に
仏
が
不
在
と
な
る
︒

苦
海

衆
生
の
苦
し
み
が
果
て
し
な
く
続
く
こ
と
を
海
に
た
と
え
た
語
︒

千
仏
出
世
の
古

過
去
の
荘
厳
劫
に
一
千
仏
︑
現
在
の
賢
劫
に
一
千
仏
︑
未
来

の
星
宿
劫
に
一
千
仏
が
出
世
す
る
と
い
う
︒

流
転
之
蹄

﹁
流
転
﹂
は
六
道
・
四
生
の
迷
い
の
生
死
を
繰
り
返
す
こ
と
︒
生

ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
っ
て
迷
い
の
世
界
を
さ
す
ら
う
こ
と
︒
﹁
蹄
﹂
は
ひ
づ

め
の
あ
る
動
物
︒
す
で
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
動
物
に
な
っ
て
い
る
︑
す
な
わ
ち

︿
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紹
介
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生
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長
い
時
間
が
経
っ
て
も
い
ま
だ
救
済
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
︒

三
会
得
脱

弥
勒
菩
薩
が
こ
の
世
に
下
生
し
て
衆
生
済
度
の
た
め
に
三
回
法
会

を
行
い
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
が
悟
り
を
開
く
こ
と
︒

輪
回

輪
廻
︒

苦
輪

生
死
輪
廻
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
︒

依
怙

頼
る
こ
と
︒
頼
り
に
す
る
も
の
︒

船
師

仏
の
異
称
︒
苦
海
を
乗
り
こ
え
て
彼
岸
の
浄
土
に
導
く
船
の
船
頭
に
た

と
え
た
語
︒
ま
た
︑
浄
土
の
教
え
︑
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
念
仏
︒

覚
母

三
世
覚
母
︒
知
恵
を
生
む
母
の
意
で
︑
文
殊
菩
薩
の
異
称
︒

願
王

仏
菩
薩
の
願
の
根
本
を
な
す
願
︒
密
教
で
は
︑
普
賢
菩
薩
の
こ
と
を
指

す
︒

補
処
の
弥
勒

﹁
補
処
﹂
は
一
生
補
処
の
略
︒
菩
薩
の
最
高
位
で
︑
次
の
生
涯

に
は
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
位
︒
弥
勒
菩
薩
は
釈
迦
の
次
に
出
世
し
︑
仏
と

な
る
た
め
補
処
の
弥
勒
と
呼
ば
れ
る
︒

大
悲
の
観
音

﹁
大
悲
﹂
は
仏
菩
薩
が
衆
生
を
救
う
大
き
な
慈
悲
︒
観
音
菩
薩

は
慈
悲
を
つ
か
さ
ど
り
︑
衆
生
を
救
済
す
る
菩
薩
で
あ
る
た
め
︑
特
に
大
悲
観

音
と
呼
ば
れ
る
︒

機
感

衆
生
の
機
︵
縁
に
よ
っ
て
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
︶
に
仏

が
感
応
す
る
こ
と
︒

小
機

小
乗
の
教
え
を
信
ず
る
素
質
︒
ま
た
︑
そ
の
人
︒

機
縁

正
し
い
教
え
を
求
め
る
資
質
が
︑
教
え
を
説
く
た
め
の
縁
に
な
る
こ
と
︒

ま
た
︑
深
い
縁
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
︒

宣
風
坊

平
安
京
の
条
坊
制
に
お
け
る
︑
左
京
の
四
条
か
ら
五
条
の
間
︒

紺
殿

寺
院
の
建
物
︒

粟
田
関
白
道
兼
公

藤
原
道
兼
︵
九
六
一
～
九
九
五
︶
︒
花
山
天
皇
を
退
位
・

出
家
さ
せ
た
︒
長
徳
元
年
関
白
と
な
る
が
︑
同
年
死
去
︒

智
証
大
師

円
珍
︵
八
一
四
～
八
九
一
︶
︒
天
台
寺
門
派
の
祖
︒

止
観
伝
灯
の
誉

﹁
止
観
﹂
は
天
台
宗
の
異
称
︒
﹁
伝
灯
﹂
は
宗
派
の
伝
統
を
師

か
ら
弟
子
へ
伝
え
る
こ
と
︒

慈
堂

母
の
尊
称
︒

懸
磬

貧
し
く
て
何
も
所
有
し
て
い
な
い
こ
と
︒
﹃
比
丘
尼
伝
﹄
第
六
に
︑
﹁
時

荘
厳
寺
曇
斌
法
師
弟
子
僧
宗
玄
趣

共
直
仏
殿
慢
蔵
致
盗

乃
失
菩
薩
瓔
珞
及

七
宝
澡
罐
斌
衣
鉢
之
外
室
如
懸
磬

無
以
爲
備
﹂
と
あ
る
︒

洪
恩

大
恩
︒

禅
林

俗
塵
を
離
れ
て
静
か
に
仏
道
修
行
が
行
わ
れ
て
い
る
寺
︒
古
く
は
寺
の

称
︒

卜

﹁
卜
﹂
に
は
︑
う
ら
な
い
の
意
の
ほ
か
︑
選
ぶ
・
選
定
す
る
の
意
も
あ
る
︒

定
水

定
心
︵
心
を
一
つ
の
対
象
に
統
一
し
て
乱
さ
な
い
こ
と
︶
を
︑
静
か
な

水
に
た
と
え
た
語
︒

釈
尊
の
八
万
蔵
の
遺
教

八
万
法
蔵
︒
﹁
八
万
﹂
は
非
常
に
多
く
の
数
の
意
︒

︿
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仏
の
説
い
た
教
法
全
体
の
こ
と
︒

魯
聖
十
八
章
の
微
言

﹁
魯
聖
﹂
は
孔
子
の
こ
と
︒
﹁
十
八
章
﹂
は
︑
曽
子
が
孔

子
に
孝
に
つ
い
て
尋
ね
︑
そ
れ
を
記
述
し
た
﹃
孝
経
﹄
︵
全
十
八
章
︶
を
指
す

か
︒
﹁
微
言
﹂
は
奥
深
い
こ
と
ば
の
意
︒

至
孝
は
百
行
之
先
︑
報
恩
は
万
善
之
本

父
母
に
よ
く
仕
え
る
こ
と
︒
﹃
白
虎

通
﹄
攷
黜
に
︑
﹁
孝
︑
道
之
美
︑
百
行
之
本
也
﹂
と
あ
り
︑
﹃
梵
網
経
古
迩
記
﹄

に
︑
﹁
孝
為
百
行
之
本

先
王
要
道

戒
為
萬
善
之
基

諸
佛
本
原

善
従
此

生

孝
名
為
戒
﹂
と
あ
る
︒

西
楡
影
傾
夕

西
日
で
木
の
影
が
傾
く
よ
う
に
︑
日
没
ま
で
時
間
が
な
い
こ
と
︒

水
菽

貧
し
い
こ
と
︒
ま
た
︑
粗
食
の
た
と
え
︒

堅
牢
地
神

大
地
を
つ
か
さ
ど
る
神
︒

唱
導

仏
教
の
教
理
を
説
い
て
信
仰
に
導
く
こ
と

緇
素

僧
と
俗
人
︒

富
楼
那

釈
迦
の
十
大
弟
子
の
一
人
︒
弁
舌
に
す
ぐ
れ
︑
説
法
第
一
と
称
さ
れ

た
︒

定
朝

？
～
一
〇
五
七
︒
平
安
中
期
の
仏
師
︒
日
本
彫
刻
史
上
屈
指
の
名
工
と

う
た
わ
れ
る
︒
法
成
寺
造
仏
の
功
に
よ
り
︑
仏
師
と
し
て
は
じ
め
て
僧
綱
位
の

法
橋
に
叙
せ
ら
れ
︑
法
眼
に
進
ん
だ
︒
作
例
と
し
て
︑
平
等
院
鳳
凰
堂
の
本
尊

阿
彌
陀
如
来
坐
像
が
現
存
す
る
︒

綱
位

僧
綱
の
位
︒
僧
正
︑
僧
都
︑
律
師
︒
後
に
法
印
︑
法
眼
︑
法
橋
の
位
も

こ
れ
に
加
え
ら
れ
た
︒

蓮
眼

仏
の
眼
︒

棘
心

子
ど
も
が
親
を
慕
う
こ
と
︒

覩
率
の
内
院

﹁
覩
率
﹂
は
兜
率
天
の
こ
と
で
︑
六
欲
天
の
第
四
天
︒
歓
楽
に

満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
内
院
と
外
院
が
あ
り
︑
内
院
は
将
来
仏
と
な
る
菩

薩
の
最
後
身
の
住
処
と
さ
れ
︑
弥
勒
菩
薩
が
常
に
説
法
を
し
て
い
る
︒

一
瞻
一
礼
の
利
益

﹁
一
瞻
一
礼
﹂
は
か
し
ず
き
︑
敬
い
慕
う
こ
と
︑
深
い
気

持
ち
を
込
め
た
あ
い
さ
つ
︒
﹃
地
蔵
菩
薩
本
願
経
﹄
に
は
︑
﹁
作
此
菩
薩
一
瞻
一

禮
者

是
人
百
返
生
於
三
十
三
天
～
﹂
﹁
或
聞
地
藏
菩
薩
名

一
瞻
一
禮

是

諸
天
人
轉
増
天
福
～
﹂
と
し
て
︑
地
蔵
菩
薩
の
利
益
が
説
か
れ
る
︒

日
吉
十
禅
寺

十
禅
師
︒
日
吉
山
王
七
社
権
現
の
一
︒
地
蔵
菩
薩
の
垂
迹
︒

内
証
外
用

内
に
悟
り
︑
外
に
そ
の
悟
り
の
は
た
ら
き
を
現
す
こ
と
︒

御
衣
木

神
仏
の
像
を
造
る
た
め
の
材
木
︒

資
貯

財
産
︒
た
く
わ
え
︒

天
衆
地
類

天
地
の
神
々
や
そ
の
眷
属
︒

大
権
薩
埵

仏
・
菩
薩
が
世
の
人
を
救
う
た
め
に
仮
に
現
れ
た
姿
を
い
う
︒

恒
沙
劫

非
常
に
長
い
時
間
︒
﹃
塵
添
壒
囊
鈔
﹄
に
︑
﹁
念
仏
の
功
徳
は
︑
恒
沙

劫
の
間
に
も
不
㆑

可
㆓

読
尽
㆒

云
へ
り
﹂
と
あ
る
︒

簷
花

軒
先
の
花
の
こ
と
︒

仏
餉
灯
油

﹁
仏
餉
﹂
は
仏
に
供
え
る
米
飯
︒
﹁
灯
油
﹂
は
燈
明
用
の
油
︒
い
ず
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れ
も
仏
前
に
供
え
る
も
の
︒

緑
羅
之
服
︑
紅
霞
之
飡

﹁
緑
羅
﹂
は
緑
色
の
う
す
も
の
︒
﹁
紅
霞
﹂
は
く
れ
な

い
色
の
か
す
み
︑
夕
焼
け
な
ど
で
く
れ
な
い
色
に
染
ま
っ
た
雲
︒
﹁
飡
﹂
は
飲

食
物
︒
薄
い
衣
服
を
着
用
し
︑
霞
を
食
べ
る
よ
う
に
質
素
な
生
活
を
す
る
こ
と

を
い
う
か
︒

資
儲

財
産
︒
蓄
え
︒

夏
臈

僧
の
出
家
後
︑
安
居
の
回
数
に
よ
っ
て
数
え
る
年
数
︒

金
輪
聖
王

古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
理
想
的
な
王
の
概
念
で
あ
る
転
輪
王
の
う

ち
︑
最
上
の
王
︒
こ
こ
で
は
天
皇
家
の
た
め
に
祈
っ
て
い
る
︒
﹃
御
質
抄
﹄
に
︑

﹁
右
奉
為
金
輪
聖
王
玉
体
安
穏
増
長
宝
寿
︒
兼
為
年
穀
成
就
天
下
太
平
︒
﹂
と
あ

る
︒

︵
版
本
：
上
巻
第
一
話
﹁
壬
生
寺
草
創
并
本
尊
出
現
の
事
｣
)

本
話
は
︑
﹃
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
﹄
第
十
四
巻
第
一
話
に
同
話
が
あ
る
︒

一

当
寺
御
堂
供
養
事

寛
弘
二
年

︻
本
文
︼

于
時
快
賢
僧
都
は
一
条
院
御
宇
＊

正
暦
二
年
に
一
刀
三
礼
の
願
成
就
し
て
︑

一
千
日
の
す
ぐ
る
事
た
と
へ
ば
大
陽
東
に
い
で
ゝ
赤
日
西
に
い
る
よ
り
も
な
を

は
や
し
︒
然
則
︑
＊

寛
弘
二
年
に
至
て
御
堂
の
供
養
あ
り
︹
寺
号
小
三
井
寺
︺
︒

御
導
師
は
＊

本
願
僧
都
な
り
︒
御
門
弟
の
＊

上
綱
＊

供
奉
＊

琳
厳
︹
異
名
六
郎
禅

師
︺
︑
権
少
僧
都
＊

覚
増
︑
中
将
阿
闍
梨
＊

性
尊
︑
三
位
法
眼
＊

基
尊
︑
宰
相
禅

師
＊

定
尊
︑
こ
れ
等
を
は
じ
め
と
し
て
＊

職
衆
＊

数
輩
な
り
︒
大
法
会
の
儀
式
︑

＊

大
行
道
の
次
第
︑
舞
楽
音
声
の
仏
事
︑
誠
以
厳
重
の
霊
場
︑
上
界
の
天
衆
も

影
向
し
︑
十
方
の
諸
仏
も
＊

証
明
し
た
ま
ふ
と
ぞ
お
ぼ
え
け
る
︒
称
揚
讃
歎
の

諸
衆
な
ら
び
に
見
聞
随
喜
の
諸
人
等
︑
大
僧
都
を
も
て
生
身
の
地
蔵
尊
と
あ
が

め
奉
ら
ぬ
は
な
か
り
け
り
︒
夫
地
蔵
の
本
地

︿
錯
簡
﹀

さ
れ
ば
参
詣
の
道
俗
︑
結
縁
の
男
女
︑
信
心
を
い
た
す
は
＊

現
当
の
＊

悉
地
満

足
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
︒
＊

延
命
地
蔵
経
に
は
︑
＊

二
世
ノ

所
ロ㆑

求
ル

悉
ク

不
㆑

成
者

不
㆑

取
㆓

正
覚
ヲ㆒

と
説
り
︒
＊

現
文
こ
れ
あ
ら
た
な
る
者
な
り
︒

︿
絵
﹀

︻
語
注
︼

正
暦
二
年

九
九
一
︒

寛
弘
二
年

一
〇
〇
五
︒

本
願
僧
都

快
賢
の
こ
と
︒

上
綱

僧
綱
中
の
上
位
で
︑
僧
都
以
上
︒

供
奉

﹁
内
供
奉
﹂
の
略
︒
宮
中
の
内
道
場
に
奉
仕
す
る
僧
︒
転
じ
て
︑
高
徳

の
僧
を
い
う
こ
と
も
あ
る
︒

琳
厳

不
詳
︒

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
一
︶

五
八



覚
増

不
詳
︒
同
時
代
の
資
料
と
し
て
は
︑
高
野
山
真
言
宗
善
住
寺
を
長
保
元

年
に
再
建
し
た
こ
と
︑
高
野
山
真
言
宗
山
路
寺
を
永
承
二
年
に
創
建
し
た
こ
と

が
伝
わ
る
が
︑
別
人
で
あ
ろ
う
︒

性
尊

不
詳
︒

基
尊

不
詳
︒

定
尊

不
詳
︒

職
衆

法
会
の
と
き
︑
梵
唄
・
散
華
な
ど
の
職
務
を
つ
と
め
る
僧
衆
︒

数
輩

三
～
五
人
︑
あ
る
い
は
か
な
り
の
人
数
︒

大
行
道

大
勢
の
僧
尼
が
行
列
し
て
経
を
読
み
な
が
ら
仏
像
や
仏
殿
の
周
囲
を

巡
り
歩
く
こ
と
︒
ま
た
︑
そ
の
盛
大
な
儀
式
︒

証
明

あ
る
事
柄
に
つ
い
て
判
断
や
理
由
な
ど
が
仏
の
真
実
な
ど
に
か
な
う
こ

と
を
証
拠
だ
て
る
こ
と
︒

現
当

現
世
と
来
世
︒

悉
地

密
教
で
︑
修
法
に
よ
り
得
ら
れ
た
悟
り
の
境
地
︒

延
命
地
蔵
経

﹃
延
命
地
蔵
菩
薩
経
﹄
︒

二
世
ノ

所
㆑ロ

求
ル

悉
ク

不
㆑

成
者

不
㆑

取
㆓

正
覚
㆒ヲ

﹃
延
命
地
蔵
菩
薩
経
﹄
に
︑

﹁
二
世
所
求

悉
不
成
者

不
取
正
覚
﹂
と
あ
る
︒

現
文

い
ま
現
在
︑
見
る
こ
と
の
で
き
る
文
章
︒
実
際
の
証
拠
と
な
る
文
章
︒

︵
版
本
：
上
巻
第
二
話
﹁
御
堂
供
養
の
事
｣
)

注①

泉
万
里
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
と
そ
の
周
辺
﹂
︵
﹃
仏
教
芸
術
﹄
二
六
八
︑
二
〇
〇

三
年
五
月
︶

②

元
禄
・
寛
政
の
版
本
が
追
加
し
て
い
る
の
は
︑
主
に
現
世
利
益
的
霊
験
譚
で
あ
る
︒

柴
田
芳
成
氏
は
︑
﹁
絵
巻
か
ら
元
禄
本
︑
元
禄
本
か
ら
寛
政
本
へ
と
︑
縁
起
の
内

容
が
増
補
さ
れ
る
に
際
し
て
︑
先
行
す
る
地
蔵
説
話
集
が
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
﹂
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
れ
ら
は
﹁
ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑
病
気
平
癒
や
危
難

救
出
と
い
っ
た
︑
近
世
の
地
蔵
信
仰
の
一
面
を
強
く
表
し
て
い
る
︑
き
わ
め
て
現
世

利
益
的
な
霊
験
の
あ
り
さ
ま
﹂
で
あ
る
と
い
う
︵
﹁
版
本
﹃
壬
生
寺
縁
起
﹄
に
お
け

る
説
話
収
集
﹂
︵
﹃
文
芸
論
叢
﹄
七
八
︑
二
〇
一
二
年
三
月
︶
︒

③

佐
藤
瑛
子
﹁
壬
生
寺
縁
起
に
つ
い
て
﹂
︵
元
興
寺
仏
教
民
俗
資
料
研
究
所
編
﹃
壬

生
寺
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書

第
三
分
冊
﹄
一
九
七
五
年
︶

④

伊
藤
正
義
﹁
壬
生
寺
縁
起
﹂
︵
﹃
大
阪
市
立
大
学
国
語
国
文
学
会
会
報
﹄
二
三
︑
一

九
七
八
年
一
一
月
︶

⑤

若
杉
準
治
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
︵
﹃
絵
巻
物
総
覧
﹄
角
川
書
店
︑
一
九
九
七

年
︶

⑥

泉
前
掲
論
文
︒

⑦

伊
藤
氏
前
掲
論
文
︒

⑧

泉
氏
前
掲
論
文
︒

⑨

﹁
の
﹂
の
字
母
は
﹁
濃
﹂
で
︑
現
存
絵
巻
と
一
致
す
る
︒

⑩

﹃
言
経
卿
記
﹄
慶
長
元
年
︵
一
五
九
六
︶
三
月
二
十
八
日
条
に
は
︑
﹁
大
和
三
位
入

道
ヘ
罷
向
脉
ヲ
ト
ラ
セ
了
︑
︵
中
略
︶
天
王
地
蔵
縁
起
六
之
内
一
巻
読
之
﹂
と
あ
る
︒

同
慶
長
元
年
七
月
二
十
一
日
条
に
は
︑
﹁
大
和
三
位
入
道
ヘ
罷
向
︑
ホ
シ
イ
ヽ
有
之
︑

壬
生
地
蔵
堂
縁
起
二
巻
読
之
﹂
と
あ
る
︒
言
継
は
大
和
三
位
入
道
宗
恕
と
親
し
か
っ

た
よ
う
で
︑
し
ば
し
ば
訪
れ
て
い
る
︒
宗
恕
は
壬
生
寺
の
寺
奉
行
で
あ
っ
た
︵
同
慶

長
二
年
三
月
二
日
条
︶
︒
右
の
記
述
も
︑
宗
恕
の
元
を
訪
れ
た
時
点
で
︑
﹁
地
蔵
﹂
は

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
一
︶

五
九



壬
生
の
地
蔵
尊
以
外
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
く
︑
伊
藤
正
義
氏
が
指
摘
す
る
︵
前
掲

論
文
︶
よ
う
に
︑
三
月
二
十
八
日
に
縁
起
の
第
一
巻
を
読
み
︑
七
月
二
十
一
日
に
第

二
巻
を
読
ん
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
天
王
地
蔵
縁
起
﹂

は
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
﹂
の
誤
写
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑

慶
長
元
年
三
月
二
十
八
日
時
点
で
︑
壬
生
寺
の
縁
起
絵
巻
は
六
巻
の
巻
子
本
形
式
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒

︹
付
記
︺

壬
生
寺
貫
主
松
浦
俊
海
師
︑
副
住
職
松
浦
俊
昭
師
に
は
︑
格
別
の
ご
配
慮
を

賜
り
ま
し
た
︒
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
一
︶

六
〇


