
日
本
列
島
へ
の
仏
法
伝
来
、

お
よ
び
日
本
列
島
内
で
の

　
漢
字
公
用
開
始
の
年
代
に
つ
い
て

中
小
路
　
駿
　
逸

　
　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
日
本
列
島
に
住
む
人
々
の
な
か
に
、
仏
法
は
、
い
つ
ご
ろ
、
ど

こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
来
し
た
の
か
。

　
こ
の
問
い
は
、
日
本
列
島
内
で
の
漢
字
の
公
用
は
い
つ
ご
ろ
始

ま
っ
た
の
か
。
と
い
う
問
い
を
伴
っ
て
い
る
。

　
右
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
私
は
前
稿
『
「
仏

法
伝
来
」
と
は
何
か
』
を
書
い
た
。

　
そ
こ
に
述
べ
た
こ
と
を
、
摘
記
す
る
。

一
　
　
『
日
本
書
記
』
に
は
、
僧
が
到
来
し
、
出
家
人
が
生
じ
、
仏

殿
が
経
営
さ
れ
、
法
会
が
行
わ
れ
た
敏
達
十
三
年
（
五
八
四
）
是

歳
の
事
件
が
、
「
仏
法
の
初
め
、
滋
よ
り
し
て
催
れ
り
。
」
と
さ
れ

て
い
る
。

　
僧
が
そ
の
地
に
来
、
法
を
説
き
示
し
て
う
け
い
れ
ら
れ
れ
ば
、

－
す
な
わ
ち
信
徒
に
よ
る
供
養
を
う
け
れ
ば
、
Ｉ
そ
れ
を
そ

の
地
へ
の
仏
法
の
伝
来
と
称
す
べ
き
こ
と
、
明
白
き
わ
ま
る
理
で

あ
る
。

　
す
な
わ
ち
『
書
紀
』
の
記
述
ぶ
り
は
、
こ
の
明
白
な
理
に
合
致

し
た
、
正
常
で
正
当
な
も
の
で
あ
る
。

二
　
右
と
同
様
の
条
件
を
そ
な
え
、
し
た
が
っ
て
仏
法
伝
来
の
実

を
そ
な
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
記
事
が
、
別
に
あ
る
。

　
　
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
、
お
よ
び
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
抒
流

記
資
財
帳
』
所
引
の
丈
六
光
銘
に
、
僧
が
到
来
し
て
わ
が
朝
の
仏

法
が
は
じ
ま
っ
た
と
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
『
帝
説
』
に
戊
午

の
年
と
し
、
『
縁
起
』
の
地
の
文
に
も
同
じ
年
代
が
見
え
る
。
）

　
た
だ
し
、
右
の
記
事
の
い
ず
れ
に
も
、
到
来
し
た
僧
の
名
も
事

績
も
し
る
さ
れ
ず
、
ま
た
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
』
に
は
、
地
の
文

の
ほ
う
に
、
戊
午
の
年
に
仏
法
が
僧
ぬ
き
で
伝
来
し
た
む
ね
の
記

述
も
あ
る
な
ど
、
不
備
、
も
し
く
は
不
審
な
点
か
お
る
。

　
が
、
と
も
か
く
、
日
本
へ
の
仏
法
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
敏
達

十
三
年
（
甲
辰
）
是
歳
と
、
戊
午
年
と
、
二
種
の
伝
承
か
お
る
わ

け
で
あ
る
。

三
　
こ
こ
に
お
い
て
、
日
本
列
島
へ
の
仏
法
伝
来
の
真
相
、
た
と

え
ば
右
の
戊
午
年
に
は
僧
が
来
た
の
か
来
な
か
っ
た
の
か
、
来
た

と
す
れ
ば
日
本
列
島
の
ど
こ
へ
来
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
を
問
題
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と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
、
必
要
と
な
り
、
ま
た
可
能
と
な
っ

た
。

　
お
よ
そ
以
上
で
あ
る
。

　
以
下
に
、
こ
の
列
島
へ
の
仏
法
伝
来
の
真
相
に
つ
い
て
、
そ
れ

が
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に
で
き
る
か
、
そ
の
考
究
の
過
程
、
お
よ
び

帰
結
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
わ
が
朝
へ
の
仏
法
伝
来
は
敏
達
十

三
年
（
五
八
四
、
甲
辰
）
是
歳
で
あ
る
こ
と
、
す
で
に
述
べ
た
。

　
そ
の
記
事
を
、
い
ま
い
ち
ど
よ
く
見
よ
う
。

　
　
　
　
（
敏
達
十
三
年
）
秋
九
月
、
百
済
従
り
来
た
れ
る
鹿
深
臣
、

　
　
名
字
を
閥
く
。
弥
勒
の
石
像
一
躯
を
有
つ
。
佐
伯
囃
名
字

　
　
を
闘
く
。
仏
像
一
躯
を
有
つ
。

　
　
　
か
の
歳
ヽ
驚
折
句
飛
聯
徊
ヽ
其
の
仏
像
二
躯
を
ポ
じ
ヽ
肩

　
　
　
く
ら
っ
Å
す
ぐ
９
し
ぱ
た
っ
と
　
　
い
け
の
べ
の
あ
た
ひ
ひ
た
　
っ
か

　
　
ち
鞍
作
村
主
司
馬
達
等
・
池
辺
直
氷
田
を
遣
は
し
、
四
方
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
も
と
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
た
だ

　
　
使
し
て
修
行
者
を
訪
ひ
兌
め
し
む
。
是
に
、
唯
、
播
磨
国
に

　
　
於
い
て
、
僧
の
還
俗
せ
る
者
を
妙
。
高
麗
の
訃
倣
と
名
づ
く
。

　
　
大
匝
、
乃
ち
以
て
師
と
為
し
、
司
馬
達
等
の
女
嶋
を
度
せ
し

　
　
む
・
善
信
尼
と
Ｂ
ふ
・
年
十
一
歳
・
又
ヽ
善
信
尼
の
弟
子
二

　
　
人
を
度
せ
し
む
。
△
中
略
▽
馬
子
、
独
り
仏
法
に
依
り
て
、

　
　
三
尼
を
崇
敬
す
。
乃
ち
三
尼
を
以
て
氷
田
直
と
達
等
と
に
付

　
　
し
て
、
衣
食
を
供
せ
し
め
、
仏
殿
を
宅
の
東
方
に
経
営
し
、

　
　
弥
勒
の
石
像
を
安
置
し
、
三
尼
を
屈
請
し
て
、
大
会
設
斎
す
。

　
　
△
中
略
▽
馬
子
宿
祢
、
亦
、
石
川
の
宅
に
於
て
、
仏
殿
を
修

　
　
治
す
・
仏
法
の
初
め
ヽ
泣
胎
り
し
て
偕
れ
吃

　
さ
て
、
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
事
件
で
あ
ろ
う
。

　
事
件
の
内
容
が
仏
法
の
伝
来
に
相
当
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
述

べ
た
。
が
、
内
容
は
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
事
件
は
、
ど
こ
か
ら
の
仏
法
の
伝
来
で
あ
ろ
う
か
。

　
読
め
ば
明
ら
か
だ
。
播
磨
か
ら
の
で
あ
る
こ
と
、
疑
う
余
地
が

な
い
。

　
で
は
、
ど
こ
へ
の
伝
来
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
も
明
ら
か
だ
。
仏
殿
が
経
営
さ
れ
、
出
家
人
（
尼
）
が
供

養
さ
れ
た
の
が
大
和
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
、
疑
う
余
地
が
な
い
。

　
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
し
る
さ
れ
て
い
る
事
件
は
、
要
す
る
に
、
播

磨
か
ら
大
和
へ
の
、
仏
法
の
伝
来
で
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
れ
が
「
仏
法
の
初
め
、
茲
自
り
し
て
作
れ
り
。
」
と
称

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
播
磨
か
ら
大
和
へ
の
仏
法
の
伝
来
が
、
た
ん
に
「
仏
法
の
初
め
、

茲
自
り
」
と
称
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
何
か
。

　
ほ
か
で
も
な
い
。
こ
の
記
事
は
、
大
和
（
そ
の
隣
接
地
の
い
く
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ら
か
を
も
含
み
え
よ
う
が
、
播
磨
は
含
ま
な
い
）
を
自
身
の
勢
力

範
囲
と
す
る
、
日
本
列
島
内
の
一
地
方
王
権
の
立
場
で
本
来
書
か

れ
て
い
る
。
－
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
以
外
に
、
お
よ

そ
意
味
の
と
り
よ
う
が
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
王
権
に
と
っ
て
、
播
磨
は
そ
の
と
き
、
い
ま
だ
そ
の
勢
力

圏
外
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
だ
領
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

言
い
か
え
れ
ば
、
そ
こ
播
磨
は
そ
の
と
き
ま
だ
。
外
国
’
、
な
い

し
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
。
外
国
か
ら
は
じ
め
て
仏
法
が
伝
来
し
た
。

こ
れ
を
そ
の
王
権
の
立
場
で
、
た
ん
に
「
仏
法
の
初
め
」
と
称
す

る
こ
と
に
、
何
の
不
思
議
が
あ
ろ
う
。

　
仏
法
の
伝
来
に
相
当
す
る
内
容
を
具
備
し
た
事
件
が
、
。
わ
が

国
’
と
し
て
は
は
じ
め
て
起
こ
っ
た
。
ゆ
え
に
こ
れ
を
「
仏
法
の

初
め
、
茲
自
り
」
と
称
す
る
。
き
わ
め
て
正
常
で
あ
り
、
正
当
で

あ
る
。

　
つ
ま
り
こ
の
記
事
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
こ
の
。
わ
が
国
”

が
い
ま
だ
こ
の
列
島
内
の
一
地
域
権
力
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
、

正
直
に
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
『
日
本
書
紀
』
の
仏
法
伝
来
記
事
、
す
な
わ
ち
敏
達
十
三
年

　
（
五
八
四
）
是
歳
の
記
事
は
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
以
外
に
、
解

し
よ
う
が
な
い
。

　
こ
の
記
事
が
播
磨
か
ら
の
仏
法
伝
来
を
告
げ
て
い
る
こ
と
は
、

す
で
に
古
田
武
彦
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
私
は
『
書
紀
』

の
記
載
事
実
を
踏
ま
え
、
そ
れ
が
必
然
的
に
さ
し
示
す
と
こ
ろ
を

言
っ
た
。
結
果
は
、
古
田
氏
の
す
で
に
提
唱
さ
れ
た
。
多
元
的
古

代
像
”
と
同
じ
と
こ
ろ
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
参
照
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
ま
た
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
』

の
次
の
記
事
か
お
る
。

　
　
時
に
か
く
の
ご
と
く
命
を
承
り
ぶ
り
て
、
壬
寅
の
年
△
註
、

　
　
敏
達
十
一
年
、
五
八
二
▽
、
大
后
大
々
王
と
池
辺
皇
子
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
く
は
ら
　
　
　
Ｊ
～
ら
ゐ
　
う

　
　
の
二
柱
、
心
を
同
じ
く
し
て
牟
久
原
の
殿
を
横
井
に
避
し
て
、

　
　
突
卯
△
註
、
敏
達
十
二
年
、
五
八
三
▽
に
始
め
て
桜
井
の
道

　
　
場
と
作
し
、
濯
仏
の
器
を
隠
し
蔵
め
き
。
し
か
る
後
、
突
卯

　
　
に
稲
目
の
大
臣
の
子
馬
子
足
祢
、
国
内
の
災
を
得
て
篁
ト
に

　
　
問
へ
る
時
、
言
は
く
、
「
こ
れ
父
の
世
に
１
　
る
神
の
心
な
り
」

　
　
と
・
時
に
大
臣
ヽ
恐
礼
膳
が
で
仏
法
を
似
め
む
こ
と
を
願
ひ
ヽ

　
　
即
ち
出
家
す
べ
き
人
を
求
む
る
に
、
原
て
応
ず
る
者
な
か
り

　
　
き
。
但
、
こ
の
時
に
、
針
開
国
に
脱
衣
の
高
麗
の
老
比
丘
、

　
　
名
は
恵
餓
と
、
老
比
丘
尼
、
名
は
法
明
と
あ
り
き
。
時
に
按

　
　
副
形
影
ご
贈
９
　
お
今
年
十
七
に
て
在
り
・
呼
京
師
保

　
　
斯
の
女
ヽ
９
　
ふ
今
錦
師
都
瓶
善
の
女
ヽ
９
　
か
か
ヽ
合
せ
て

　
　
三
の
女
等
、
法
明
に
就
い
て
仏
法
を
受
け
学
び
て
在
り
。
倶

　
　
に
白
さ
く
、
「
我
等
、
出
家
し
て
仏
法
を
受
け
学
ば
む
と
欲
」
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と
白
し
き
。
大
臣
即
ち
喜
び
て
出
家
せ
し
む
。
△
嶋
売
は
法

　
　
名
善
信
、
等
已
売
は
法
名
禅
蔵
、
伊
志
売
は
法
名
恵
善
な
り
。
▽

　
　
そ
の
時
、
大
匝
、
大
々
王
と
池
辺
皇
子
と
の
二
柱
、
歓
喜
し
、

　
　
桜
井
道
場
に
請
せ
て
住
ま
は
し
め
た
ま
ひ
き
。

　
　
次
に
、
甲
賀
臣
、
百
済
よ
り
石
の
弥
勒
菩
薩
像
を
持
ち
餓
り

　
　
来
た
れ
り
。
三
柱
の
尼
等
、
家
の
口
に
４
　
き
て
供
養
し
極
畢

　
　
ひ
き
。
時
に
按
師
首
、
飯
食
の
時
に
、
舎
利
を
得
て
、
以
て

　
　
大
臣
に
奉
り
き
。
大
臣
、
乙
巳
の
年
△
註
、
敏
達
十
四
年
、

　
　
五
八
五
▽
二
月
十
五
日
、
止
由
良
佐
岐
に
刹
の
柱
を
立
て
て

　
　
大
会
を
作
す
。

　
こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
。

　
出
家
を
志
願
す
る
も
の
が
国
の
内
に
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が

針
間
（
播
磨
）
に
、
還
俗
し
た
高
麗
の
人
、
恵
便
な
る
も
の
と
、

比
丘
尼
法
明
な
る
も
の
（
高
麗
の
人
か
否
か
、
明
ら
か
で
な
い
）

と
が
い
た
。
大
和
の
住
人
の
む
す
め
三
人
が
こ
の
法
明
に
学
ん
で

志
を
お
こ
し
、
出
家
し
て
尼
と
な
り
、
供
養
を
受
け
た
。
－
そ

う
い
う
の
で
あ
る
。

　
国
の
内
に
出
家
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
い
な
か
っ
た
と
は
、
ど

う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
大
和
の
国
（
そ
の
隣
接
地
も

含
み
え
よ
う
か
）
に
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
な
ん

と
な
れ
ば
、
播
磨
に
は
す
で
に
少
な
く
と
も
比
丘
尼
が
一
人
い
る
。

比
丘
尼
と
は
、
当
然
、
す
で
に
出
家
し
、
げ
ん
に
出
家
の
身
で
あ

る
と
こ
ろ
の
女
人
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
り
、
播
磨
に
は
出
家

人
が
い
た
。

　
播
磨
に
出
家
人
が
い
た
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
当
然
、
播
磨

の
地
に
お
い
て
供
養
を
受
け
て
い
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
僧
尼

が
供
養
を
受
け
て
い
る
状
態
と
は
、
す
な
わ
ち
仏
法
が
そ
の
地
に

行
わ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
し
か
り
、
大
和
へ
ん
に
い
ま
だ
出

家
志
願
者
さ
え
い
な
か
っ
た
と
き
、
播
磨
に
は
す
で
に
仏
法
が
行

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
状
況
が
、
「
国
内
の
災
を
得
て
△
中
略
▽
出
家
す
べ
き
人

を
求
む
る
に
、
都
て
応
ず
る
者
な
か
り
き
。
」
と
し
る
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
の
意
味
は
何
か
。
こ
の
記
事
も
ま
た
『
書
紀
』
の
と
同
様
、

大
和
（
そ
の
隣
接
地
も
か
）
の
み
を
。
わ
が
国
”
と
し
、
播
磨
を

外
国
（
な
い
し
隣
国
、
あ
る
い
は
隣
国
の
一
部
）
と
す
る
立
場
で
本

来
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
記
事
は
、
『
書
紀
』
の
と
比
較
す
る
と
、
事
件
の
年
代
や

順
序
に
多
少
の
差
違
か
お
り
、
『
書
紀
』
に
見
え
な
い
比
丘
尼
法

明
の
名
が
見
え
、
さ
ら
に
は
事
件
自
体
が
『
書
紀
』
一
。
の
よ
う
に
「
仏

法
の
初
め
」
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
』
自
体

が
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
、
敏
達
朝
よ
り
も
前
の
欽
明
朝
に
、

仏
法
の
初
め
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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大
倭
の
国
の
仏
滋
は
、
斯
帰
嶋
の
宮
に
万
の
下
治
し
め
し
し

　
　
あ
め
く
に
お
し
は
る
き
ひ
ろ
に
は
り
す
め
ら
み
こ
と

　
　
天
国
案
春
岐
広
庭
　
天
皇
の
御
世
、
＜
中
略
▽
天
の
下
治
し

　
　
め
す
七
年
歳
ぬ
湖
麟
μ
１
　
二
月
、
綴
り
来
た
る
よ
り
詫
ま
れ
り
。

　
　
丈
六
の
光
銘
に
日
は
く
、
天
皇
、
名
は
広
庭
、
斯
帰
斯
麻
の

　
　
宮
に
在
し
し
時
、
百
済
の
明
王
上
啓
さ
く
、
△
中
略
▽
故
、

　
　
仏
法
始
め
て
大
倭
に
建
て
り
。

　
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
元
興
寺
縁
起
』
の
記
述
は
、
『
書
紀
』

と
符
節
を
合
し
て
、
六
世
紀
後
半
、
敏
達
朝
に
お
い
て
、
。
わ
が

国
は
い
ま
だ
播
磨
を
も
領
せ
ぬ
一
地
域
権
力
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
領

内
の
仏
法
は
ヨ
ソ
の
国
な
る
播
磨
か
ら
伝
来
し
た
の
だ
。
”
　
と
告

げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
『
書
紀
』
と
『
元
興
寺
縁
起
』
と
に
お
い
て
一
致
す
る
、
こ
の

　
。
証
言
’
は
、
虚
偽
で
あ
ろ
う
か
。
錯
認
の
所
産
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
と
も
考
え
が
た
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
Ｉ

　
も
し
六
世
紀
後
半
期
に
お
い
て
、
す
で
に
こ
の
大
和
の
王
権
が
、

西
は
九
州
の
は
て
ま
で
。
わ
が
領
土
”
と
し
て
い
た
事
実
が
あ
っ

た
な
ら
、
播
磨
を
。
外
国
”
扱
い
す
る
こ
の
よ
う
な
。
延
一
戸
が
、

虚
偽
に
も
せ
よ
錯
認
に
も
せ
よ
、
な
ぜ
生
じ
え
よ
う
。
八
世
紀
の

朝
廷
が
、
わ
が
国
は
敏
達
朝
（
六
世
紀
後
半
期
）
に
お
い
て
、
い

ま
だ
播
磨
を
領
有
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
播
磨
か
ら
の
仏
法
の
伝
来

が
す
な
わ
ち
わ
が
朝
の
。
仏
法
の
初
め
”
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う

な
、
。
領
土
の
縮
小
”
ま
た
。
統
一
年
代
の
繰
り
下
げ
”
を
、
虚

偽
で
あ
れ
錯
認
で
あ
れ
、
な
ん
の
利
か
あ
っ
て
虚
構
し
え
よ
う
。

な
ん
の
益
が
あ
っ
て
見
落
と
し
た
ま
ま
後
世
に
伝
え
え
よ
う
。

　
が
、
げ
ん
に
、
記
事
は
厳
然
と
し
て
伝
存
し
て
い
る
。

　
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
虚
偽
で
も
錯
認
で
も
な
く
、
事
実
を
伝
え

て
い
る
も
の
と
解
す
る
は
か
な
い
。

　
大
和
の
王
権
の
領
域
へ
の
仏
法
の
伝
来
は
、
六
世
紀
後
半
期
に

Ｉ
『
書
紀
』
で
は
敏
達
十
三
年
（
五
八
四
）
是
歳
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
が
、
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
』
に
よ
れ
ば
敏
達
十
二
年

　
（
五
八
三
）
か
ら
同
十
四
年
（
五
八
五
）
に
か
け
て
の
こ
と
で
、

し
た
が
っ
て
事
件
の
完
了
は
敏
達
十
四
年
（
五
八
五
）
と
な
る
。

－
　
。
西
方
の
他
領
域
”
な
る
播
磨
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
う
考
え

る
は
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
も
う
一
種
の
伝
承
の
ほ
う
は
、
ど
う
解
す
べ
き
な
の
か
。

　
そ
れ
を
考
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二

Ａ
　
志
葵
嶋
の
天
皇
の
御
世
に
、
戊
午
の
年
の
十
月
十
二
日
に
、

　
　
百
済
国
の
王
、
明
王
、
始
め
て
仏
の
像
、
｀
経
教
、
組
び
に
僧

　
　
等
を
度
し
奉
る
。
勅
し
て
蘇
我
稲
目
宿
祢
大
臣
に
授
け
て
興

　
　
し
胆
え
し
む
。
　
　
　
　
　
　
　
（
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
）
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Ｂ
　
大
倭
の
国
の
仏
法
は
、
斯
帰
嶋
の
宮
に
天
の
下
治
し
め
し
し

　
　
天
国
案
春
岐
広
庭
天
皇
の
御
世
、
蘇
我
大
臣
稲
目
宿
祢
の
仕

　
　
へ
９
　
る
時
、
天
の
下
肘
し
め
す
七
年
歳
次
戊
午
十
二
月
、
胎

　
　
り
来
た
る
よ
り
創
ま
れ
り
。
百
済
国
聖
明
王
の
時
、
太
子
の

　
　
像
並
び
に
濯
仏
の
器
一
具
、
及
び
仏
起
を
説
け
る
書
巻
一
派

　
　
を
度
し
て
言
さ
く
、
「
当
に
聞
く
、
仏
法
は
既
に
こ
れ
世
間

　
　
無
上
の
贈
そ
の
国
も
荊
修
行
す
べ
き
な
り
」
と
。
時
に
天

　
　
皇
、
受
け
て
諸
の
臣
等
に
釦
り
の
た
ま
わ
く
、
「
こ
の
他
国

　
　
よ
り
送
り
度
せ
し
物
を
、
用
ゐ
る
べ
き
や
用
ゐ
ざ
る
や
、
善

　
　
べ
計
り
て
白
す
べ
し
」
と
告
り
た
ま
ひ
き
。
△
中
略
▽
時
に

　
　
天
王
ヽ
大
々
王
を
召
し
て
奈
り
た
ま
は
く
ヽ
　
辿
仁
一
久
騨

　
　
の
後
宮
は
、
我
榎
僣
ぽ
の
神
の
宮
と
せ
む
と
か
る
な
り
」
と
。

　
　
時
に
大
々
王
の
白
さ
く
、
「
大
御
心
に
依
り
、
な
９
　
和
奉
ら

　
　
む
」
と
自
し
き
。
時
に
、
そ
の
殿
に
坐
し
Ｉ
苔
び
始
め
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
』
地
の
文
）

Ｃ
　
天
皇
、
名
は
広
庭
、
斯
帰
斯
麻
の
宮
に
在
し
し
時
、
百
済
の

　
　
明
王
上
啓
さ
く
、
「
臣
聞
く
、
謂
は
ゆ
る
仏
法
は
既
に
こ
れ

　
　
世
間
無
上
の
法
な
り
。
天
皇
も
亦
修
行
す
べ
し
」
と
。
仏
像
・

　
　
経
教
・
法
師
を
旱
げ
奉
り
き
。
天
皇
、
巷
奇
の
、
名
は
稲
目

　
　
の
大
臣
に
詔
し
、
訃
の
法
を
修
行
せ
し
め
た
ま
ひ
き
。
獄
、

　
　
仏
法
始
め
て
大
倭
に
建
て
り
。
　
　
　
（
同
　
丈
六
光
銘
）

　
右
の
三
つ
の
。
告
知
”
の
、
要
点
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
明
ら
か
で
あ
る
。
二
）
仏
法
は
百
済
か
ら
の
僧
の
渡
来
に
よ

っ
て
伝
来
し
た
こ
と
（
Ｂ
は
僧
の
こ
と
を
欠
く
）
、
（
二
）
そ
の

年
は
戊
午
年
で
あ
っ
た
こ
と
（
Ｃ
は
こ
れ
を
欠
く
）
、
（
三
）
ま

た
欽
明
天
皇
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
。
告
知
”
と
、
前
述
の
『
書
紀
』
の
そ
れ
と
の
関
係
は
ど

う
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
も
明
ら
か
で
あ
る
。
『
書
紀
６
　
　
の
は
敏
達
朝
に
播
磨
か
ら
、

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
欽
明
朝
に
百
済
か
ら
、
と
い

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
両
者
は
ま
っ
た
く
別
の
事
件
で

あ
る
。

　
　
。
し
か
し
、
こ
と
は
同
一
工
朝
で
の
事
件
と
い
う
か
た
ち
を
と

っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
い
ず
れ
か
一
方
が
真
、
も
し
く
は
両
者
と

も
に
偽
で
あ
る
。
%
;
そ
の
よ
う
に
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
右
の
。
告
知
”
の
内
容
の
な
か
で
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
点
は

何
か
。
『
書
紀
』
欽
明
紀
の
記
述
と
矛
盾
し
て
相
い
れ
な
い
点
、

こ
れ
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
ど
こ
か
。
ほ
か
で
も
な
い
。
仏
法
伝
来
の
年
を
戊
午
年

と
し
て
い
る
点
て
あ
る
。

　
他
の
、
百
済
か
ら
来
た
と
い
う
点
、
そ
れ
が
欽
明
朝
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
い
う
点
は
、
『
書
紀
』
の
欽
明
十
三
年
（
五
五
二
）
の
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記
事
と
合
致
す
る
。
実
は
こ
の
欽
明
紀
の
記
述
に
合
う
と
い
う
ま

さ
に
そ
の
一
点
こ
そ
、
両
者
が
同
一
王
朝
内
の
で
き
ご
と
で
あ
る

と
考
え
さ
せ
て
き
た
点
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
が
、
欽
明
紀
の
事
件
は
、
。
仏
教
文
物
の
被
贈
与
”
な
ら
び
に

　
。
天
皇
お
よ
び
朝
廷
に
よ
る
仏
法
不
崇
敬
の
決
定
”
と
い
う
事
件

で
あ
っ
て
、
仏
法
伝
来
に
相
当
し
な
い
こ
と
は
、
前
稿
に
す
で
に

述
べ
た
。

　
仏
法
伝
来
の
条
件
を
具
備
し
た
記
述
内
容
の
い
く
つ
か
の
要
素

が
、
こ
れ
を
具
備
し
な
い
別
の
記
事
と
合
致
す
る
こ
と
に
、
何
の

意
味
か
お
る
で
あ
ろ
う
。
（
こ
の
点
、
後
述
す
る
。
）

　
欽
明
紀
に
も
敏
達
紀
に
も
、
と
も
に
決
定
的
に
合
わ
な
い
点
、

そ
れ
は
伝
来
が
戊
午
年
で
あ
っ
た
と
す
る
点
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
戊
午
年
と
い
う
一
点
は
、
虚
偽
で
あ
ろ
う
か
。

錯
認
の
所
産
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
『
書
紀
』
に
よ
れ
ば
欽
明
朝
に
戊
午
年
が
な
い
こ
と
は
、
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
ゆ
え
に
最
澄
は
『
顕
戒
論
』
で
、

元
興
寺
の
僧
の
申
し
立
て
を
Ｉ
僧
の
到
来
の
有
無
と
い
う
点
を

よ
そ
に
し
て
Ｉ
攻
撃
し
た
（
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
前

稿
に
述
べ
た
）
。
僧
の
到
来
の
有
熊
と
い
う
肝
心
か
な
め
の
一
点

を
無
視
す
れ
ば
、
『
書
紀
』
欽
明
紀
と
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
』
と

の
矛
盾
す
る
点
は
、
ま
ず
年
代
だ
け
と
見
え
よ
う
。
『
書
紀
』
と

違
う
年
代
を
主
張
す
る
の
は
、
主
張
す
る
側
に
と
っ
て
不
利
を
も

た
ら
す
は
ず
で
、
事
実
、
不
利
は
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
『
書
紀
』
に
は
、
欽
明
朝
で
は
な
く
敏
達
朝
の
と
こ
ろ

に
、
「
仏
法
の
初
め
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
戊
午

年
伝
来
を
主
張
す
る
こ
と
に
、
害
は
あ
っ
て
も
利
は
一
つ
も
な
い
。

　
そ
の
有
害
不
利
な
伝
承
を
、
な
ぜ
『
帝
説
』
や
『
元
興
寺
伽
藍

縁
起
』
と
い
っ
た
、
法
隆
寺
・
元
興
寺
関
係
の
文
献
は
伝
え
た
の

か
。

　
答
え
は
一
つ
。
。
こ
の
土
へ
の
仏
法
の
伝
来
は
戊
午
年
で
あ
っ

た
。
ゲ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
の
な
か
で
は
師
弟
の
間
に
か
た
く

伝
承
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
Ｉ
こ
れ
が
答
え
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
答
え
に
は
、
次
の
一
事
が
伴
う
。

　
こ
う
い
う
、
伝
承
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
種
類
の
伝
承
が
、

虚
偽
も
し
く
は
錯
認
の
所
産
で
あ
る
可
能
性
は
、
き
わ
め
て
少
な

い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
、
問
題
の
戊
午
年
の
事
件
と
敏
達
朝
の
事
件
と
は
ま
っ

た
く
の
別
件
で
あ
り
、
欽
明
紀
の
事
件
と
も
ま
た
明
ら
か
に
別
で

あ
る
と
い
う
点
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
ど
う
な
る
か
。

　
仏
法
は
こ
の
列
島
に
、
百
済
か
ら
伝
来
し
た
。
そ
れ
は
戊
午
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
寺
僧
の
間
に
頑
固
に
伝
承
さ
れ

て
い
た
。
右
の
寺
院
関
係
の
諸
記
事
は
、
こ
の
伝
承
と
、
こ
れ
を
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欽
明
紀
の
。
仏
教
文
物
被
贈
与
事
件
”
と
同
じ
も
の
に
し
た
て
よ

う
と
し
た
作
為
と
の
合
成
物
で
あ
る
。
－
こ
の
帰
結
に
、
私
は

到
達
す
る
は
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
仏
法
は
戊
午
年
に
、
こ
の
列
島
の
ど
こ
に
伝
来
し
た
の
か
。

そ
れ
は
大
和
で
は
な
く
、
よ
り
百
済
に
近
い
と
こ
ろ
。
そ
の
う
ち
、

も
っ
と
も
蓋
然
性
の
高
い
の
は
、
列
島
内
で
百
済
に
も
っ
と
も
近

く
、
彼
我
の
交
通
に
も
っ
と
も
便
で
あ
っ
た
地
域
、
九
州
北
部
で

あ
る
。
－
私
に
は
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
で
は
、
問
題
の
戊
午
年
と
は
、
い
つ
の
こ
と
か
。

　
戊
午
年
は
、
六
一
年
目
ご
と
に
め
ぐ
っ
て
く
る
。
そ
の
な
か
の

ど
れ
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
に
参
照
す
べ
き
記
事
が
一
つ
あ
る
・
『
隋
書
』
伎
国
伝
の

次
の
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
文
字
無
し
。
唯
木
を
刻
し
縄
を
結
ぶ
の
み
。
仏
法
を
敬
し
、

　
　
百
済
に
於
て
仏
経
を
求
得
し
、
始
め
て
文
字
有
り
。

　
こ
の
任
国
な
る
国
が
阿
蘇
山
の
あ
る
山
島
で
あ
り
、
魏
晋
代
の

女
王
と
同
じ
と
こ
ろ
に
都
し
、
そ
の
王
が
「
日
出
づ
る
処
の
天
子
」

と
自
称
し
た
国
で
あ
る
こ
と
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
山
島

が
九
州
島
で
あ
る
こ
と
は
、
古
田
武
彦
氏
が
す
で
に
論
証
』
私

も
こ
れ
を
う
ら
づ
け
る
根
拠
を
い
く
つ
か
あ
げ
‰

　
そ
の
国
で
は
、
も
と
文
字
は
使
用
せ
ず
、
木
に
刻
み
目
を
つ
け

た
り
縄
に
結
び
目
を
作
っ
た
り
し
て
記
録
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
仏
法
を
敬
い
、
百
済
で
経
を
手
に
入
れ
て
、
そ
れ
か
ら
文
字
（
漢

字
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
を
そ
の
国
内
で
公
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

－
そ
う
い
う
の
で
あ
る
。
「
仏
経
を
求
得
し
」
だ
の
は
、
む
ろ

ん
仏
法
を
受
け
い
れ
て
の
ち
で
あ
ろ
う
。
仏
法
を
う
け
い
れ
る
よ

り
前
に
経
を
の
み
手
に
入
れ
て
漢
字
を
用
い
は
じ
め
た
と
想
定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
仏
経
を
求
め
ず
と
も
、

す
で
に
中
国
の
古
典
籍
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
仏
法
の
伝
来
の
の
ち
、
そ
の
国
は
漢
字
・
漢
文
を
国
内
で
公
用

し
は
し
め
た
。
－
右
の
記
事
は
そ
う
告
げ
て
い
る
。
こ
う
書
く

こ
と
で
別
に
だ
れ
に
利
益
を
も
た
ら
す
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
こ

の
記
事
は
事
実
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
す
る
と
、
問
題
の
戊
午
年
を
五
三
八
年
と
し
た
の
で
は
遅
す

ぎ
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
こ
の
戊
午
年
が
五
三
八
年
と
さ
れ
て
い

る
の
は
、
諸
史
料
の
文
面
と
の
矛
盾
を
少
な
く
す
る
た
め
、
『
書

紀
』
の
欽
明
十
三
年
（
五
五
二
）
に
近
い
年
に
あ
て
た
に
す
ぎ
ま

い
。
こ
の
戊
午
年
は
、
も
っ
と
前
に
あ
て
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
前
の
戊
午
年
は
、
四
七
八
年
で
あ
る
。
こ
の
年
と
考
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え
う
る
か
。

　
考
え
が
た
い
。
こ
の
年
は
『
宋
書
』
に
い
う
宋
の
順
帝
の
昇
明

二
年
。
倭
王
武
が
堂
々
た
る
漢
文
の
上
表
文
を
た
て
ま
つ
っ
た
と

あ
る
年
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
あ
と
で
漢
字
・
漢
文
の
倭
国
内
で
の

公
用
が
始
ま
っ
た
と
想
定
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
前
の
年
は
、
四
一
八
年
で
あ
る
。
こ
の
年
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
年
は
、
『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
に
よ
れ
ば
、
飯
か
王
の

十
四
年
で
あ
る
。
こ
の
王
は
、
い
か
な
る
人
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
９
　
朧
の
元
子
な
り
。
阿
華
の
在
位
第
三
年
、
立
ち
て
太
子
と

　
　
為
る
。
六
年
、
出
で
て
倭
国
に
質
た
り
。
十
四
年
、
王
苑
ず
。

　
　
△
中
略
▽
哭
泣
し
て
帰
ら
ん
こ
と
を
請
ふ
。
倭
王
、
兵
士
百

　
　
人
を
以
て
衛
送
せ
し
む
。
△
中
略
▽
国
人
、
△
中
略
▽
誤
支

　
　
を
迎
へ
、
位
に
聊
か
し
か
。

　
太
子
の
と
き
倭
に
人
質
と
な
り
、
父
王
の
死
後
、
倭
王
に
願
っ

て
送
り
帰
さ
れ
、
帰
国
し
て
王
と
な
っ
た
。
倭
と
事
を
構
え
る
情

況
に
な
い
人
物
で
あ
り
、
百
済
本
紀
の
わ
ず
か
な
記
事
中
に
も
、

倭
と
の
不
和
を
思
わ
せ
る
記
事
は
な
い
。

　
そ
し
て
問
題
の
十
四
年
（
四
一
八
）
、
こ
の
工
は
倭
に
遣
使
し

て
い
る
。

　
　
十
四
年
夏
、
使
を
倭
国
に
慰
は
し
、
白
綿
十
匹
を
送
る
。

　
こ
の
年
は
、
百
済
に
仏
法
が
伝
来
し
た
沈
流
王
元
年
（
百
済
本
紀

に
よ
る
。
三
八
四
）
か
ら
三
四
年
後
で
あ
る
。
こ
の
年
、
誤
支
王

は
僧
を
も
倭
に
派
遣
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
倭
の
宮

廷
は
、
こ
れ
を
受
け
い
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
右
の
蓋
然
性
が
高
い
、
と
私
は
考
え
る
。

　
仮
説
は
、
ひ
と
ま
ず
、
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
か
ら
必

然
的
に
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

　
五
世
紀
前
半
期
に
、
倭
国
は
仏
経
を
求
得
し
、
漢
字
・
漢
文
の

国
内
公
用
を
は
じ
め
た
。
そ
れ
か
ら
約
半
世
紀
を
過
ぎ
て
、
倭
王

武
の
宮
廷
は
、
堂
々
た
る
漢
文
の
上
表
文
を
草
し
う
る
実
力
を
そ

な
え
る
に
い
た
っ
て
い
た
。
当
然
、
こ
の
前
後
に
わ
た
っ
て
、
い

わ
ば
。
失
わ
れ
た
倭
国
内
文
字
資
料
、
あ
る
い
は
倭
国
漢
文
学
”

が
、
つ
ぼ
み
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
花
開
い
て
い
た
。
－
こ
の
想
定
が

導
舎
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
次
の
推
測
も
生
じ
う
る
。

　
こ
の
五
世
紀
中
に
お
い
て
、
倭
国
の
国
内
で
は
、
倭
語
を
漢
字

で
、
す
な
わ
ち
仮
借
の
方
法
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
仮
名
と
同
じ
や
り

か
た
で
、
記
録
す
る
こ
と
も
始
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
Ｉ

－
こ
の
推
測
も
。

　
こ
の
想
定
、
推
測
さ
れ
た
ワ
ク
を
埋
め
る
べ
き
資
料
は
、
な
お

特
定
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
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仏
法
の
件
に
も
ど
ろ
う
。

　
『
梁
書
』
諸
夷
伝
に
、
次
の
記
事
か
お
る
。

　
　
文
身
国
は
、
倭
国
の
東
北
、
七
千
余
里
に
在
り
。
〈
中
略
▽

　
　
大
漢
国
は
、
文
身
国
の
東
、
五
千
余
里
に
在
り
。
△
中
略
▽

　
　
扶
桑
国
は
、
Λ
中
略
▽
扶
桑
は
、
大
漢
国
の
東
、
二
万
余
里

　
　
に
在
り
。
地
は
中
国
の
東
に
在
り
。
△
中
略
▽
其
の
俗
、
旧
、

　
　
仏
法
無
心
宋
の
大
明
二
年
ヽ
宍
戮
国
に
皐
て
比
丘
五
人
有

　
　
り
、
游
行
し
て
其
の
国
に
至
り
、
仏
法
・
経
像
を
流
通
し
、

　
　
教
へ
て
出
家
せ
し
め
、
風
俗
遂
に
改
ま
る
。

　
こ
の
扶
桑
国
が
、
倭
国
（
九
州
を
中
心
と
す
る
）
と
は
別
の
場

所
で
あ
る
こ
と
を
、
私
は
す
で
に
述
べ
脳

　
い
ま
、
さ
ら
に
一
つ
の
こ
と
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
扶
桑
国
は
、
大
和
（
お
よ
び
そ
の
隣
接
地
）
で
も
な
い
。
扶

桑
国
に
仏
法
が
伝
来
し
た
の
は
大
明
二
年
（
四
五
八
）
、
大
和
へ

は
六
世
紀
後
半
で
あ
る
。
両
者
、
別
の
地
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。

　
（
扶
桑
国
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
い
ま
、
こ
れ
以
上
立
ち
い
ら
ず
、

別
に
述
べ
る
。
）

　
か
く
し
て
、
中
国
東
方
海
中
へ
の
仏
法
の
伝
来
は
、
九
州
へ
は

四
一
八
年
、
大
和
地
域
へ
は
、
は
る
か
に
お
く
れ
て
六
世
紀
後
半

期
、
こ
の
間
の
五
世
紀
半
ば
に
、
九
州
で
も
大
和
で
も
な
い
扶
桑

国
な
る
地
に
、
と
い
う
。
仏
法
伝
来
地
図
”
が
描
き
出
さ
れ
て
き

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
、
失
わ
れ
た
倭
国
漢
文

学
が
五
世
紀
の
う
ち
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
想
定
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
お
わ
り
に

　
右
に
得
ら
れ
た
知
見
は
、
仏
教
史
の
一
部
を
書
き
か
え
る
必
要

を
生
じ
さ
せ
る
と
同
時
に
、
日
本
古
代
史
、
ま
た
国
語
史
の
ワ
ク

組
み
に
つ
い
て
も
、
大
は
ば
な
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。

　
大
和
の
王
権
が
六
世
紀
後
半
期
に
い
た
っ
て
な
お
列
島
上
の
一

地
域
権
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
み
す
が
ら
告
知
し
、
寺
院
伝
承
に

は
九
州
へ
の
仏
法
伝
来
の
記
憶
が
伝
存
し
て
い
る
。
大
和
の
王
権

が
九
州
ま
で
統
一
的
支
配
の
も
と
に
お
い
た
の
は
七
世
紀
後
半
か

ら
八
世
紀
初
に
か
け
て
で
あ
る
こ
と
、
す
で
に
古
田
武
彦
氏
の
論

証
が
あ
り
、
私
も
そ
れ
を
う
ら
づ
け
る
い
く
つ
か
の
例
証
を
す
で

に
あ
げ
‰
こ
こ
に
ま
た
、
そ
の
一
つ
を
加
え
る
に
い
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
な
お
二
百
す
る
。

　
『
帝
説
』
や
『
元
興
寺
縁
起
』
と
い
っ
た
寺
院
関
係
の
伝
承
に
、

こ
の
土
に
仏
法
を
伝
え
た
僧
が
あ
っ
た
こ
と
は
し
る
さ
れ
な
が
ら
、

そ
の
名
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
は
奇
怪
で
あ
る
む
ね
、
私
は
前
碕

で
指
摘
し
た
。
そ
の
答
え
か
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
欽
明
紀
に
あ
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る
。

　
　
　
（
欽
明
十
四
年
二
月
）
僧
曇
慧
等
九
人
を
、
僧
道
深
等
七
人

　
　
に
代
ふ
。

　
こ
の
記
事
よ
り
前
に
、
僧
が
来
た
む
ね
の
記
事
か
お
る
わ
け
で

は
な
い
。
来
た
と
は
書
か
れ
ず
、
た
だ
余
人
と
交
替
し
た
と
の
み

書
か
れ
る
こ
の
僧
曇
慧
等
九
人
と
は
、
何
者
か
。
こ
れ
が
四
一
八

年
、
映
支
王
が
派
遣
し
、
や
が
て
帰
国
し
て
別
の
僧
と
交
替
し
た
、

こ
の
列
島
最
初
の
渡
来
僧
の
名
が
、
欽
明
十
三
年
（
五
五
二
）
の

　
。
仏
教
文
物
被
贈
与
事
件
”
の
翌
年
に
、
は
め
こ
ま
れ
た
姿
で
は

な
い
か
、
と
私
は
い
ま
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
屈

１
　
『
市
民
の
古
代
』
第
八
輯
（
一
九
八
六
年
）
。

２
　
『
古
代
は
輝
い
て
い
た
』
ｍ
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
五
年
）
。

３
　
註
１
．

４
　
註
１
．

５
　
『
失
わ
れ
た
九
州
王
朝
』
　
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
三
年
。
角
川
文

　
　
庫
に
入
る
。
）
　
・
『
古
代
は
輝
い
て
い
た
』
な
ど
。

６
　
『
日
本
文
学
の
構
図
』
　
（
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
）
。

７
　
『
「
法
楽
」
と
海
、
お
よ
び
「
法
楽
国
」
』
大
阪
大
学
医
療
技
術
短

　
　
期
大
学
部
研
究
紀
要
人
文
科
学
篇
第
十
七
輯
（
一
九
八
五
）
。

８
　
註
５
．

９
　
『
日
本
文
学
の
構
図
』
・
前
註
論
文
な
ど
。

1
0
　
註
１

補
記
　
史
料
の
引
用
は
、
『
日
本
書
紀
』
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
所

　
　
載
の
本
文
に
よ
っ
て
訓
じ
、
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
・
『
元
興
寺

　
　
伽
藍
縁
起
』
は
『
日
本
思
想
大
系
』
の
訓
に
よ
り
、
『
隋
書
』
・
『
梁

　
　
書
』
は
『
百
塑
卒
二
十
四
忠
一
、
亘
原
本
紀
は
金
思
蝉
訳
『
完
訳
三

　
　
国
史
記
』
所
載
の
本
文
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
訓
じ
た
。
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