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書

紀

』

の
仏

教

関

係

記

事

の
読

解

百
済
の
丈
六
仏
造
立
と
そ
の
願
文
　

こ

こ
で
、
『日
本
書
紀
』

の
仏
教
伝
来
記

事
の
前
後
か
ら
、
三
宝
興
隆
の
詔
に
い
た
る

一
連

の
仏
教
関
係
記
事
を
あ
ら
た
め

て
読
解
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
『日
本
書
紀
』

の
年
次
と
し
て
は
仏
教
伝
来
記

事
よ
り
前
に
配
列
さ
れ
て
い
る
記
事
と
な
る
が
、
欽
明
六
年
九
月
是
月
条
を
見
て

お
き
た
い
。
次
の
話
で
あ
る
。

是
の
月
に
、
百
済
、丈
六
の
仏
像
を
造
る
。
願
文
を
製
(
つ
く
)

り
て
曰
く
、
「蓋
し
聞
く
、

丈
六
の
仏
を
造
る
功
徳
は
甚
大
な
り
と
。
今
、
敬

い
造
る
。
此
の
功
徳
を
以

ち
て
、
願

は
く
は
、
天
皇
、
勝
善
の
徳
を
獲
て
、
天
皇
の
所
用
す
る
弥
移
居
(
み
や
け
)

の
国
、
倶
(
と
も
)

に
福
祐
を
蒙
(
こ
う
む
)

ら
む
。
又
願
は
く
は
、
普
天
の
下
の

一
切
衆
生
、
皆

解
脱
を
蒙
ら
む
。
故
に
之
を
造
る
」
と
。

こ
れ
は
、
百
済
が
、
国
家
事
業
と
し
て
丈
六
の
仏
像
を
造
立
し
た
と
い
う
記
事

で
、

そ
の
造
仏
の

「願
文
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
な
ら
、
こ
の
丈
六
仏

造
立
の
功
徳
に
よ

っ
て
、
日
本
の

「天
皇
」
が
勝
善
の
徳
を
獲
得
し
、
天
皇
が
統

治
す
る

「弥
移
居

(み
や
け
)
」
の
国
々
が
福
祐
を
こ
う
む
る
と
と
も
に
、

一
切

衆
生
が
解
脱
を
と
げ
ん
こ
と
が
祈
願
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
つ
て
津
田
左
右
吉
が
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
願
文
な
る
も

の
に
は
疑
問
が
多
い
。
そ
も
そ
も
の
話
と
し
て
、
百
済
が
国
家
事
業
と
し
て
造
立

し
た
丈
六
仏
が
、
日
本
の
天
皇
の
福
徳
を
祈
願
し
た
も
の
だ

っ
た
と
は
考
え
が
た

い
。
ま
た
、
願
文
中
に
用
い
ら
れ
る

「天
皇
」
の
語
で
あ
る
が
、
欽
明
朝
の
日
本

に

「天
皇
」
の
語
が
あ
る
は
ず
が
な
く
、百
済
に
も
天
皇
号
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

『日
本
書
紀
』
全
体
の
「天
皇
」
の
語
の
用
い
方
か
ら
見
て
、
こ
こ
の
「
天
皇
」
が

『日

本
書
紀
』
編
纂
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
願
文
は

「
天
皇
」
の
福
徳
を
祈
る
こ
と
が
そ
の
主
た
る
祈
願
に
な

っ
て
い
る

か
ら
、
そ
の
要
と
な
る

「
天
皇
」
の
語
が
後
世
の
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
願

文
の
信
愚
性
は
大

い
に
揺
ら
ぐ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。



さ
ら
に
問
題
に
な
る
の
が
、
.「天
皇

の
所

用
す
る
弥
移
居
の
国
」
と

い
う
文
言

で
あ
る
。
こ
こ
の

「弥
移
居
」
は

「
ミ
ャ
ケ
」
と
よ
み
、
彌
永
貞
三
氏
に
よ

っ
て
、

『日
本
書
紀
』
で
は
欽
明
紀
だ
け
に
四
箇
所

(三
力
条
)
見
ら
れ
る
表
記
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
『日
本
書
紀
』

の

「弥
移
居
」
お
よ
び

「官
家
」

の
表
記
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
彌
永
氏
は
、
こ
の
願
文
に
つ
い
て
、
お
お
む

ね
四
字
句
で
区
切
ら
れ
て
お
り
、
古
拙
な
表
現
が
造
像
銘
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で

あ
る
と
し
、
津
田
左
右
吉
の
よ
う
に
後
世
の
偽
作
と
評
価
す
る
の
は
武
断
に
す
ぎ
、

歴
史
的
事
実
に
基
づ
く
記
述
だ
と
し
た
。

そ
し
て
、
願
文
中
の

「弥
移
居
」
は
百

済
自
身
あ
る
い
は
日
本
の
勢
力
下
に
あ

っ
た
任
那
の
諸
国
を
指
し
て
お
り
、
そ
の

用
字
は
百
済
に
お
け
る
ミ
ヤ
ケ
の
表
記
法
で
あ

っ
た
と
論
じ
た
。

し
か
し
、
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
彌
永
氏
が
説
い
た
よ
う
に
、
こ
の
願
文
の

「弥
移
居
」
は
、
具
体
的
に
は
百
済
あ
る

い
は
百
済
を
含
む
朝
鮮
半
島
に
お
け
る

日
本
統
治
下
の
国
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の
願
文
は
、
百
済

が
、
日
本

の
天
皇
の
福
徳
を
祈
願
し
、
あ

わ
せ
て
百
済
を
含
む

「弥
移
居
の
国
」

に
も
と
も
に
そ
の
福
徳
が
及
ぶ
こ
と
を
願
う
と

い
う
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
百
済
が
日
本
の
属
国
と
し
て
、
宗
主
国
の
君
主
の
福
徳
を
祈
願
し
て
丈
六
仏

を
造
立
し
た
と

い
う
記
事
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
六
世
紀
前
期

の
こ
の
時
期
の

実
際
の
国
際
関
係
を
そ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当

時
の
百
済
は
日
本

の
属
国
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
願
文
を
持

つ
丈
六
の
仏
像
を
造

立
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、
百
済
の
仏
像

の
願
文
に
、
日
本
語
の
ミ
ヤ

ケ
の
万
葉
仮
名

(字
音
仮
名
)
表
記
で
あ
る

「弥
移
居
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も

考
え
が
た
い
。
こ
れ
は

『日
本
書
紀
』
が
自
分
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
歴
史
を
記

述
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
津
田
左
右
吉
が
説

い
た
よ
う
に
、

『日
本
書
紀
』

編
纂
者
に
よ
る
造
作
記
事
と
読
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
『日
本
書
紀
』
内
部
で
は
こ
の
記
事
は

一
定
の

意
味
を
持

っ
て
い
る
。
第

一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
欽
明
紀
は
神
功
皇
后
紀
と
密

接
な
内
的
関
連
の
も
と
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
の

「弥
移
居
の
国
」
も
神

功
皇
后
紀
の
話
を
継
承
し
、
そ
れ
に
接
続
さ
せ
た
記
述
に
な

っ
て
い
る
。
前
述
の

よ
う
に
、
『日
本
書
紀
』
で
は

「
西
蕃
」

の
語
は
神
功
皇
后
紀

(三
箇
所
)
と
欽

明
紀

(四
箇
所
)
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
初
見
記
事
で
あ
る
神
功

皇
后
摂
政
前
紀
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。
皇
后
は

「西
」
を
征
め
る
こ
と
を
決
意

し
て
新
羅
攻
撃

の
た
め
の
軍
を
進
め
た
。
軍
が
到
着
す
る
と
、
新
羅
王
は

「
東
」

の

「神
国
」
「
日
本
」

の

「天
皇
」
の

「
神
兵
」
が
来
た
こ
と
に
恐
れ
を
な
し
、

戦
わ
ず
し
て
た
だ
ち
に
降
伏
し
、
叩
頭
謝
罪
し
て
以
後
は
日
本
に
多
量

の

「調
」

を

「春
秋
」
に
朝
貢
す
る
こ
と
に
し
た
。
高
麗
、
百
済
の
二
国
の
王
は
そ
の
様
子

を
偵
察
さ
せ
て
い
た
が
、
勝
ち
目
が
な

い
こ
と
を
さ
と
る
と
、
王
自
ら
軍
営
の
外

ま
で
来
て
叩
頭
謝
罪
し
て
、
今
よ
り
以
後
、
永
く

「
西
蕃
」
と
称
し
て
朝
貢
を
絶

や
し
ま
せ
ん
と
申
し
述
べ
た
。
こ
う
し
て

「内

の
官
家

(み
や
け
)」
を
定
め
た

の
が

「
三
韓
」
だ
と

い
う
。
ま
た
、
同
四
十
九
年
条
や
五
十

一
年
条
に
も
、
百
済

王
が

「西
蕃
」
と
称
し
、
「臣
」
と
な

っ
た
と

い
う
記
述
が
あ
る
。

仏
教
伝
来
記
事
は
、
こ
の
神
功
皇
后
紀

の
話
を
承
け
て
、
百
済
王
が
臣
下
の
礼

を
と

っ
て
朝
貢
の
品
と
し
て
仏
像
等
を
献
上
し
た
と

い
う
構
成
に
な

っ
て
い
る

が
、
こ
の
願
文
も
、
同
様
に
、
神
功
皇
后
紀

の
話
を
承
け
て
、
「内

の
官
家
」
と

な

っ
た
百
済
が
臣
下
と
し

て
日
本
の
天
皇
の
福
徳
を
祈
願
し
て
丈
六
仏
を
造
立
し



た
と

い
う
話
に
な

っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
願
文
を
当
時

の
百
済
が
作
成
す

る
は
ず
も
な
い
。
神
功
皇
后
は
架
空
の
人
物
で
あ
り
、
神
功
皇
后
紀

の
話
は
創
作

史
話
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
は
そ
こ
で
の
話
を
承
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ

て
、
同
工
異
曲
の
創
作
史
話
と
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
作
話
の
コ
ン

セ
プ
ト
は
、
神
功
皇
后
紀
の
話
と
仏
教
伝
来
記
事
と
を
円
滑
に
連
結
さ
せ
る
と
こ

ろ
に
あ
り
、
仏
教
伝
来
に
先
立

つ
伏
線
記
事
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
読
解
す

る
べ
き
で
あ
る
。

吉
野
寺

の
仏
像
の
造
立
　
次
に
、
仏
教
伝
来
記
事
に
続

い
て
、
欽
明
十
四
年
五

月
条
に
掲
載
さ
れ
る
吉
野
寺
の
仏
像
の
話
を
検
討
し
た
い
。
次

の
よ
う
な
記
事
で

あ
る
。河

内
国
言
さ
く
、
「泉
郡
の
茅
渟

海
(
ち
ぬ
の
う
み
)

の
中
に
、
梵
音
の
震
響
し
て
雷
声
の
若

く
な
る
有
り
。
光
彩
は
晃
曜
(
こ
う
よ
う
)

と
し
て
日
色
(
ひ
の
い
ろ
)

の
如
し
」
と
。
天
皇
、心
に
異
(
あ
や
)

し
び
、

溝
辺
直

〈此
に
但
に
直
と
の
み
日
ひ
て
名

の
字
を
書
か
ざ
る
は
蓋
し
是
れ
伝

写
の
誤
失
な
る
か
〉
を
遣
し
て
、
海

に
入
り
て
求
訪
せ
し
む
。
是

の
時
、
溝

辺
直
、
海
に
入
り
て
、
果
た
し
て
樟
木
(
く
す
の
き
)

の
海
に
浮
か
び
て
玲
瓏
せ
る
を
見

つ
。

遂
に
取
り
て
天
皇
に
献
る
。
画
工
に
命
じ
て
仏
像

二
躯
を
造
ら
し
む
。
今

の

吉
野
寺
の
放
光
の
樟
像
な
り
。

河
内
国
泉
郡
の
茅
渟
海

(大
阪
湾
南
部

の
海
)
で

「梵
音
」
が

「震
響
」
し
て
雷

の
音
の
よ
う

で
あ
り
、
「光
彩
」
は
輝

い
て
日
の
色
の
よ
う
だ

っ
た
。
天
皇
は
溝

辺
直
を
派
遣
し
、
溝
辺
直
は
海
に
入

っ
て
樟
木
が
海
に
浮
ん
で
照
り
輝

い
て
い
る

の
を
発
見
し
て
取
得
し
、
「
天
皇
」
に
献

上
し
た
。
そ
の
後
、
画
工
に
命
じ
て
仏

像
二
体
が
造
立
さ
れ
た
の
が
現
在
の
吉
野
寺
の

「放
光
」
す
る
樟
の
像
だ
と

い
う

話
で
あ
る
。

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
吉
野
の
比
蘇
寺
の
成
立
年
代
の
問
題
や

『日
本
霊
異

記
』
上
巻
第
五
の
理
解
に
関
連
し
て
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
小
論
の
視
角
か
ら

す
る
と
、
注
目
す
べ
き
は
や
は
り
津
田
左
右
吉
の
論
で
あ
る
。
津
田
は
、
吉
野
の

放
光
像
の
話
は
、
説
話
そ
の
も
の
か
ら
見
て
も
、
ま
た

「河
内
国
言
」
と

い
う
後

世
の
言

い
方
か
ら
見

て
も
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
虚
構
の
話
で
あ
る
と

述
べ
、
『高
僧
伝
』
の
慧
達
お
よ
び
慧
遠

の
条
に
見
え
る
、
漁
人
が
海
中
で
阿
育

王
像
や
仏
光

(光
背
)
な
ど
を
得
た
と
い
う
話
を
粉
本
と
し
て
作
ら
れ
た

「説
話
」

だ
ろ
う
と
論
じ
た
。

津
田
が
こ
の
話
の
粉
本
だ
と
考
え
た
の
は
、
慧
皎

『高
僧
伝
』
巻
十
三

「釈
慧

達
伝
」、
お
よ
び
同
巻
六

「釈
慧
遠
伝
」
で
、
前
者
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

(前
略
)
昔
、
晋
の
成
和
中
、
丹
陽
の
尹

の
高
怪
?
(
こ
う
り
)

、
張
侯
の
橋
浦
裏
に
於

い

て

一
つ
の
金
像
を
掘
り
得
た
り
。
光
趺
(
ふ
)

有
る
こ
と
無
け
れ
ど
も
製
作
甚
だ
工
(
た
く
み
)

な
り
。
前
に
梵
書
有
り
て
云
く
、是
れ
育
王
の
第
四
の
女
の
造
る
所
な
り
と
。

怪
、
像
を
載
せ
還
り
て
長
干
の
巷
口
に
至
る
に
、
牛
、
復
、
行
か
ず
。
人
力

の
御
す
る
所
に
あ
ら
ず
。
乃
(
ノ
)

ち
牛
の
之
(
ゆ
)

く
所
に
任
せ
ば
、
径
(
た
だ
ち
)

に
長
干
寺
に
趣

け
り
。
爾
の
後

一
年
許
し
て
、
臨
海
の
漁
人
張
係
世
な
る
も
の
有
り
。
海
口

に
於
い
て
銅
の
蓮
華
の
趺
の
水
上
に
浮
き
在
る
を
得
て
、
即
ち
取
り
て
県
に

送
る
。
県
、
表
し
て
上
臺

に
上
る
。
勅
し
て
像
の
足
下
に
安
ぜ
し
む
る
に
、

契
然
と
し
て
相
応
ず
。
後
、
西
域
の
五
僧
有
り
て
、
(中
略
)
像
、
即
ち
放

光
し
て
堂
内
を
照
ら
す
。
五
人
云
は
く
、
本
、
円
光
有
り
し
も
、
今
、
遠
処



に
在
り
。
亦
尋
ね
て
ま
さ
に
至
る
べ
し
と
。
晋
の
成
安
元
年
、
交
州
の
合
浦

県
の
珠
を
採
る
入
、
董
宗
之
、
海
底

に

一
つ
の
仏
光
を
得
た
り
。
刺
史
表
し

上
る
。
晋

の
簡
文
帝
、
勅
し
て
此
の
像
に
施
さ
し
む
る
に
、
孔
穴
懸
同
し
、

光
色

一
種
な
り
。
凡
そ
四
十
余
年
、東
西
祥
感
(
し
ょ
う
か
ん
)

し
て
光
趺
方
(
ま
さ
)

に
具
は
る
。
達
、

刹
像

の
霊
異
を
以
て
、
ま
す
ま
す
翹
励
(
ぎ
ょ
う
れ
い
)

を
加
ふ
。

後
、
東
し
て
呉
県
に
遊
び
、
石
造

を
拝
礼
す
。
此
の
像
は
、
西
晋
の
将
に

末
な
ら
ん
と
す
建
興
元
年
癸
酉
の
歳

に
於

い
て
、
浮
か
び
て
呉

松
江
(
ご
し
ょ
う
こ
う
)

の
滬

?
(
こ
と
く
)

の
口
に
在
り
。
漁
人
疑
ひ
て
海
神

と
為
し
て
巫
祝
(
ふ
し
ゅ
く
)

を
延
(
ひ
)

き
て
以
て
之
を
迎

ふ
。
(
中略
)
遙
か
に
二
人
の
江
に
浮

か
び
て
至
る
を
見
る
。
乃
ち
是
れ
石

像
な
り
。
背
に
銘
誌
あ
り
。

一
つ
は
惟
衛
と
名
づ
け
、
二
つ
は
迦
葉
と
名
づ

く
。
即
ち
接
し
還
り
て
通
玄
寺
に
安
置
す
。
呉
中
の
士
庶
、
其
の
霊
異
を
嗟
(
ほ
)

め
て
帰
心
す
る
者
衆
(
お
お
)

し
。
(後
略
)

ま
た
、
後
者
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

(前
略
)
昔
、
潯
陽
の
陶
侃
(
と
う
か
ん
)

、
広
州
を
経
鎮
す
。
漁
人
あ
り
て
、
海
中
に
於

い
て
神
光
の
毎
夕
艶
発
(
え
ん
は
つ
)

す
る
を
見

つ
。
旬
を
経
る
に
弥
(
い
よ
い
よ
)

盛
ん
な
り
。
怪
み
て

以
て
侃
に
白
(
も
う
)

す
。
侃
往
き
て
詳
か
に
視
れ
ば
、
乃
ち
是
れ
阿
育
王
の
像
な
り
。

即
ち
接
し
帰
り
て
以
て
武
昌

の
寒
渓
寺
に
送
る
。
(後
略
)

前
者
で
は
、仏
像
は
浦
の
土
中
か
ら
出
現
し
た
と

い
う
が
、
趺

(台
座
)
と
光

(光

背
)
は
海
中
か
ら
出
現
し
て
お
り
、
ま
た

「放
光
」
す
る
像
だ
と
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
が

『日
本
書
紀
』
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
続
け
て
漁
人
が
河
口

部
に
て
海
に
浮
か
ぶ
石
像
を
発
見
し
た
と

い
う
話
も
語
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
後

者
で
は
、
漁
人
が

「神
光
」
を
発
す
る
阿
育
王
像
を
海
中
か
ら
発
見
し
た
と
い
う

話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
『日
本
書
紀
』

の
吉
野
寺
の
仏
像

の
話
と
、
こ
れ
ら
中
国

の
仏
像
起
源
説
話
に
は
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、津
田
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

両
者
に
は
関
連
性
が
あ
る
と
読
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

次

い
で
、
瀧
川
政
次
郎
氏
は
、
浅
草
寺

(東
京
都
台
東
区
)
の
縁
起
に
つ
い
て

考
察
す
る
中
で
、
『日
本
書
紀
』
の
こ
の
話
に
論
じ
及
び
、
中
国
に
は
仏
像
が
土

中
か
ら
あ
る
い
は
海
中
か
ら
出
現
し
た
と
す
る
仏
教
説
話
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら

は
し
ば
し
ば
阿
育
王
に
関
わ
る
説
話
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
と
論
じ
た
。
そ
し
て
、

『日
本
書
紀
』
の
こ
の
話
に
関
わ
る
説
話
と
し
て
、
や
は
り

『高
僧
伝
』
「釈
慧
達
伝
」

を
指
摘
し
、ま
た
道
世

『法
苑
珠
林
』

に
も
同
じ
話
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
、
山
口
敦
史
氏
は
、
道
宣

『続
高
僧
伝
』
巻
十

「釈
慧
最
伝
」
に
も
関

連
す
る
説
話
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
の
話
で
あ
る
。

(前
略
)
宋

の
大
明
五
年
、
寺
僧
法
均
、
夢
に
、
金
容
の
世
に
希
(
ま
れ
)

に
し
て
、

梵
音
清
遠
な
る
を
見

つ
。
因
(
よ
)

り
て
、
行
き
て
三
曲
江
に
達
し
、
像
の
深
潭
(
し
ん
た
ん
)

に

あ
り
て
光
水
上
に
浮
か
ぶ
を
見
て
、
太
守
周
湛
等
と
接
し
出
だ
す
。
計
る
に

千
斤
有
れ
ど
も
軽
き
こ
と
数
両
に
同
じ
。
身
長
六
尺
四
寸
に
し
て
金
銅
の
成

す
所
な
り
。
後
、
長
沙
郡
よ
り
光
趺
(
ふ
)

を
送
り
て
都
に
達
す
。
文
帝
、
勅
し
遣

は
し
て
像

の
安
ず
る
所
に
還
ら
し
む
る
に
、
宛
然
と
し
て
符
合
す
。
総
高
は

九
尺
余
り
に
し
て
、
仏
衣
の
縁
の
下
に
梵
書
十
余
字
有
り
。
人
初
め
識
ら
ざ

れ
ど
も
、
後
、
西
の
僧
有
り
て
読
み
て
云
く
、
此
れ
は
迦
維
羅
衛
国

の
育
王

の
第
四
の
女
の
造
る
所
な
り
。
忽
爾
と
し
て
失
ひ
去
り
て
乃
ち
此
に
在
ら
む

や
と
。
梁
の
天
監
の
末
、
屡
々
光
明
を
放
ち
て

一
室
を
照
ら
す
。

(後
略
)

こ
の
話
で
は
、仏
像
は
、
夢
で
金
色
の
光
と
清
ら
か
な
る

「梵
音
」
を
発
し
て
い
た
。



そ
こ
で
実
際
に
行

っ
て
み
る
と
、
光
は
水
中
深
部
か
ら
発
せ
ら
れ
、
水
上
に
達
し

て
い
た
。
取
得
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
仏
像
で
、
像
に
は

「梵
書
」
が
記
さ
れ
て

い
て
、
そ
れ
に
よ
り

「育
王
第
四
女
」
造
立

の
像
だ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
と
い

う
。
こ
の
話
に
は
、
「梵
音
」
と

い
う

『日
本
書
紀
』
と
同

一
の
語
が
用

い
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
光
明
を
放

つ
像
だ
と

い
う
と
こ
ろ
も
両
者
同

一
で
あ

る
。
山
口
氏
が
指
摘
し
た
通
り
、
『日
本
書
紀
』

の
話
は
、
こ
の
説
話
と
も
関
連

性
が
あ
る
と
読
解
さ
れ
よ
う
。
山
口
氏
は
、
ま
た
、
『法
苑
珠
林
』
巻
十
三
、
十
四

「敬
仏
篇
」
の

「感
応
縁
」
に
、
水
中
も
し
く
は
地
中
か
ら
仏
像
が
出
現
す
る
話

が
十
五
話
収
め
ら
れ
て
お
り
、
う
ち
七
話

が
阿
育
王
関
連

の
説
話
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
、
『集
神
州
三
宝
感
通
録
』
に
も
同
様

の
出
現
説
話
が
多
く
あ
り
、
う
ち

九
話
が
阿
育
王
関
連
の
説
話
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

こ
う
し
た
研
究
成
果
を
参
勘
す
る
な
ら
、
『日
本
書
紀
』

の
こ
の
記
事
は
、
第

一
に
〈説
話
〉と
し
て
読
解
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、第
二
に
中
国
の
仏
像
起
源
説
話
、

霊
異
説
話
の
強
い
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

さ
ら
に
考
究
す
べ
き
は
、
①
こ
の
説
話
と
関
連
性

の
あ
る
説
話
、
用
語
を
な
お
広

く
探
求
す
る
こ
と
、
②
こ
の
説
話
の
成
立

の
時
期
と
そ
れ
が

『日
本
書
紀
』
に
記

述
さ
れ
る
に
至

っ
た
経
緯
を
解
明
す
る
こ
と
の
二
点
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『集
神
州
三
宝
感
通
録
』
の
仏
像
霊
異
説
話

そ
こ
で
、
道
宣

『集
神
州
三
宝

感
通
録
』
を
も
う
少
し
読
み
進
め
て
い
き
た

い
。
同
書
は
、
三
宝

の
感
通

(神
異
)

を
収
集
、
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
中
巻
に
は
霊
異
を
示
し
た
と
い
う
仏

像

の
話
が
収
集
さ
れ
て
い
て
、
全
五
十
話

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を

一

読
し
て
み
る
に
、
『日
本
書
紀
』
の
こ
の
話
と
共
通
性
を
持

つ
も
の
が
少
な
か
ら

ず
見
う
け
ら
れ
る
。
同
書
に
は
、
津
田
が
注
目
し
た

『高
僧
伝
』
「釈
慧
達
伝
」

の
話
の
う
ち
高
裡
の
話
の
部
分
が
中
巻
第
五
に
、
滬
?漬
の
口
の
石
像
の
話
の
部
分

が
中
巻
第
三
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「釈
慧
遠
伝
」
の
陶
侃
の
話
が
中
巻

第
十
三
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
は
、
ま
た
、
『法
苑
珠
林
』
巻
十
三

に
も
ほ
ぼ
同
文
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『法
苑
珠
林
』
巻
十
三
、
巻
十
四
に
は
、
『集

神
州
三
宝
感
通
録
』
中
巻
の
話
が
ほ
と
ん
ど
収
め
ら
れ
て
お
り
、
唐
代
、
長
安
の

西
明
寺
を
中
心
に
こ
う
し
た
霊
異
説
話
が
熱
心
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に

『集
神
州
三
宝
感
通
録
』
や

『法
苑
珠
林
』
に
は
、
海
か
ら
石

像
、
金
像
が
出
現
し
た
話
、
あ
る

い
は
後
述
す
る
よ
う
な
川
か
ら
金
像
が
出
現
し

た
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
わ
せ
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「放
光
」
の
仏
像

の
霊
異
説
話
が
数
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

今
、
『集
神
州
三
宝
感
通
録
』

で
放
光
す
る
仏
像

の
話
を

一
覧
し

て
み
る
に
、

光
は

「光
」
「光
明
」
「光
瑞
」
「異
光
」
な
ど
の
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
「光
彩
」

の
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
目
が
と
ま
る

(中
第
七
、
第
十
、
第
四
十
四
)
。

こ
れ
は

『日
本
書
紀
』

の

「
光
彩
」
と
共
通
す
る
。
ま
た
、
「金
色
晃
晃
」
と

い

う
表
現
も
あ

っ
て

(中
巻
第
三
十
八
)、
『日
本
書
紀
』
の

「晃
曜
」
と
類
似
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
中
巻
第
七
に
は

「
三
面
の
重
閣
は
宛
転
た
り
玲
瀧
た
り
」
と
あ

っ

て
、
『日
本
書
紀
』
と
同

一
の

「玲
瓏
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
「梵
音
」
の
語
は
同
書
中
巻
に
は
見
え
な
い
が
、
下
巻
に
は
、
「崔
義
起
」

の
項
に

「本
経
を
誦
せ
し
む
る
に
、
梵
音
深
妙
に
し
て
、
人
を
し
て
楽
を
聞
く
の

お
も

い
あ
ら
し
む
」
と
あ

っ
て
、
こ
の
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
「梵
音
」
は
、



仏
典
、
仏
書
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る

一
般
的
な
語
で
、
『高
僧
伝
』

『続
高
僧
伝
』

『弘
明
集
』

『広
弘
明
集
』
『集
古
今
仏
道
論
衡
』

『法
苑
珠
林
』
等
々
に
広
く
用
い

ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、

よ
り

『日
本
書
紀
』
に
近
い

「梵
音
震

響
」
な
る
表
現
が

『

響
」
な
る
表
現
が

『大
般
浬
樂
経
(
　
ゆ
　
)

る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前

日
」
と
あ
り
、
後
者
に
は

「梵
音
帯

ち
ら
に
は

「雷
」
の

一
文
字
が
間

道
朗

の
撰
で
、
同
経
に
付
さ
れ
る

収
録
さ
れ
て
い
る
。

一
方

の

『無

、国
で
撰
述
さ
れ
た
経
典
だ
と
考
ラ

話
の
作
文
者
は
、
『高
僧
伝
』

『続
冑

な
ど
と
と
も
に
、
『大
般
浬
桀
経
L

表
現
を
借
用
し
て
文
を
作

っ
た
も

な
お
、
『集
神
州
三
宝
感
通
録
匠

人
物
の
家
の
憧
(
ど
う
)

(下
僕
)
が
魚
療

一
つ
の
金
像
の
高
さ
三
尺
ば
か
り

が
見
え
る

(『法
苑
珠
林
』
巻
士

て
い
な

い
が
、
魚
を
捕
ろ
う
と
し

通
す
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
浅
革

縁
起
の
原
型
と
し
て
は
、
こ
の
話

る
。

』
序
と

『無
量
義
経
(
　
ロ
　
)

』
徳
行
品
第

一
に
見
ら
れ

る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
は

「梵
音
震
響
於
声
俗
、
真
容
巨
曜
於
今

日
」
と
あ
り
、
後
者
に
は

「梵
音
雷
震
響
八
種
、
微
妙
清
浄
甚
深
遠
」
と
あ
る

(こ

ち
ら
に
は

「雷
」
の

一
文
字
が
間
に
は
い
る
)。
『大
般
涅
槃

経
』
序
は
、
後
秦
の

道
朗

の
撰
で
、
同
経
に
付
さ
れ
る
と
と
も
に
、
僧
祐

『出
三
蔵
記
集
』
巻
八
に
も

収
録
さ
れ
て
い
る
。

一
方

の

『無
量
義
経
』

は
、
法
華
経
信
仰
の
進
展
の
中
で
中

国
で
撰
述
さ
れ
た
経
典
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
私
は
、

『日
本
書
紀
』

の
こ
の

話
の
作
文
者
は
、
『高
僧
伝
』

『続
高
僧
伝
』

『集
神
州
三
宝
感
通
録
』
『法
苑
珠
林
』

な
ど
と
と
も
に
、
『大
般
涅
槃

経
』
も
し
く
は

『無
量
義
経
』
を
参
照
し
、
そ
の

表
現
を
借
用
し
て
文
を
作

っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
『集
神
州
三
宝
感
通
録
』
中
巻
第

八
に
は
、
東
晋
の
時
代
、
周
?
(
し
ゅ
う
き
)

な
る

人
物
の
家
の
僮
(
ど
う
)

(下
僕
)
が
魚
を
捕
え
よ
う
と
し
て
川
に
網
を
下
し
た
と
こ
ろ
、

一
つ
の
金
像
の
高
さ
三
尺
ば
か
り
で

「形
相
厳
明
」
な
る
も

の
を
得
た
と
い
う
話

が
見
え
る

(『法
苑
珠
林
』
巻
十
三
に
も
あ
り
)。
瀧
川
氏
は
こ
の
説
話
に
言
及
し

て
い
な

い
が
、
魚
を
捕
ろ
う
と
し
た
網
に
仏
像
が
か
か
る
と
い
う

モ
チ
ー
フ
が
共

通
す
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
浅
草
寺
の
縁
起
や
、
甚
目
寺

(愛
知
県
海
部
郡
)
の

縁
起
の
原
型
と
し
て
は
、
こ
の
話
を
は
ず
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
私
は
考
え
て
い

画
工

『日
本
書
紀
』
に
は
、
画
工
に
命
じ
て
仏
像
が
造
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
の

「画
工
」
は
ど
う

い
う
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
。
中
国
仏
教

で
は
、
仏
の

「図
」
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
画
工
に
よ

っ
て
重
要
な
図
写
が
行
な

わ
れ
た
と

い
う
説
話
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い
る
。
『集
神
州
三
宝
感
通
録
』
中

巻
は
、
そ
の
冒
頭

(中
巻
第

一
)
、
著
名
な
、
後
漢
の
明
帝
が
夢
に
神
人

(仏
)

を
感
得
し
た
と
い
う
話
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
時
、
西
域
の
沙
門
、
迦
葉
摩

騰
(
か
し
ょ
う
ま
と
う
)

ら
は
、
優
填
(
う
て
ん
)

王
が
画
し
た
と
い
う
釈
迦
の
倚
像
を
中
国
に
も
た
ら
し
た
が
、
そ

れ
は
明
帝
が
夢
に
見
た
も

の
と
そ

っ
く
り
だ

っ
た
。
そ
こ
で
、
「
画
工
」
に
命
じ

て
そ
の
像
を

「図
」
さ
し
め
、
数
本
が
作
成
さ
れ
て
供
養
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。

ま
た
、
中
巻
第
三
十
七
に
は
、
阿
弥
陀
仏

・
五
十
菩
薩
像

の
図
に

つ
い
て
の
話

が
見
え
る
。
人
々
は
、
か
つ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
形
像
が
存
在
せ
ず
、
と
て
も
困

っ

て
い
た
が
、
阿
弥
陀
仏
と
菩
薩
ら
は
、
人
々
に
自
ら

一
仏
お
よ
び
五
十
菩
薩
の
像

を
与
え
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
葉
に

「図
写
」
さ
れ
て
、
遠
近
に
流
布
し

て
い
っ
た
。
や
が
て
、
迦
葉
摩
騰
の
姉
の
子
が
沙
門
に
な

っ
て
そ
の
図
を
中
国
に

も
た
ら
し
、
さ
ら
に
そ
れ
の
図
写
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
時
代
は
大
き
く

下
り
、
階
の
文
帝
の
時
代
、
沙
門
明
憲
は
、
北
斉
の
道
長
法
師
に
伝
え
ら
れ
た
と

い
う
図
を
入
手
し
、
そ
れ
が

「符
」
(手
本
の
意
か
)
と
さ
れ
て
、
さ
ら
な
る

「図

写
」
が
な
さ
れ
て
、
そ
の
図
が
世
に
流
布
し
て
い
っ
た
。
特
に
、
北
斉
の

「画
工
」
、

曹
仲
達
が
巧
妙
に
伝
模
し
た
も
の
は
、
そ
の
後

の

「真
範
」
と
な

っ
た
と

い
う
話

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
中
巻
第
十
四
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。
劉
薩
訶

(後
の
慧
達
)
は
番

禾
郡
に
お
い
て
山
の
崖
か
ら
石
像
の

「形
相
端
厳
」
な
る
も

の
を
出
現
せ
し
め
た
。



そ
れ
は
周
代
に

「
光
」
を
出
す
と
い
う
霊
異
を
示
し
た
。
後
世
、
階

の
煬
帝
は
征

西
の
際
に
瑞
像
寺
を
訪
れ
て
こ
の
像
を
礼
拝
し
た
と

い
う
。
こ
の
像
は
し
ば
し
ば

「図
」
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
こ
の
像
に
擬
さ
れ
た
像
が
何
点
も
作
成
さ
れ
た

と

い
う
。

こ
れ
ら
の
話

で
は
、
仏
の
姿
や
形
を

「
図
」
「図
写
」
す
る
行
為
が
重
視
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
仏
そ
の
も
の
に
も
等
し

い
代
理
を
製
作
す
る
営
み
で
あ
り
、

そ
の
作
業
を
行
な
い
う
る
の
は
、
特
別
の
技
能
を
身
に
つ
け
た

「画
工
」
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
話
を
参
勘
す
る
な
ら
、
吉
野
寺
仏
像
起
源
説
話

の

「画
工
」
も
、
海

中
出
現
、
放
光
と
い
っ
た
話
の
モ
チ
ー
フ
と
同
じ
よ
う
に
、
中
国

の
仏
像
霊
異
説

話

の
影
響
を
受
け
た
語
で
あ
り
、
そ
の
意
味
も
そ
う
し
た
文
脈
に
そ

っ
て
理
解
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
の

「画
工
」
は
、
製
作

す
べ
き
仏
像
の
原
画
と
な
る
図
を
保
有
し
、
そ
れ
を
製
作
現
場
に
持

っ
て
い
っ
て
、

仏
像
の
姿
や
形
を
教
示
、
監
督
し
、
あ
る

い
は
実
務
に
も
当
た

っ
た
存
在
と
読
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
図
が
何
ら
か
特
別
の
由
緒
を
持

つ
も

の
で
あ

っ
た

な
ら
な
お
さ
ら
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
欽
明
十
四
年

の
日
本
に
、
そ
の
よ
う
な
画
工
が
存
在
す

る
は
ず
が
な

い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
時

代
の
日
本
に
、
画
工
も
仏
師
も
実
在
し
な

い
。
「
画
工
」
は
、
あ
く
ま
で
も
、
説

話
上
の
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
事
実
に
基
づ
く
記
述
と
読
解

す
べ
き
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
『日
本
書
紀
』
で
は
、
「画
工
」
の
語
は
、
こ
の
記
事
に
次

い
で
は
、

崇
峻
元
年
是
歳
条
に
記
述
が
見
え
る
。
こ
の
歳
、
百
済
国
は
仏
舎
利
、
僧
、
寺
工
、

鑪
盤
博
士
、
瓦
博
士
、
画
工
を
献
じ
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
蘇
我
馬
子
は
百
済
の

僧
に
受
戒

の
法
に
つ
い
て
尋
ね
、
善
信
尼
ら
を
百
済
に
派
遣
し
、
つ
い
に
法
興
寺

を
建
立
し
た
と
い
う
記
事

で
あ
る
。
こ
こ
の

「法
興
寺
」
は
、
飛
鳥
寺
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
が
、
飛
鳥
寺

の
建
立
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
ま
ち
が
い
の
な
い
も
の

で
あ
り
、
今
日
、
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
、
遺
跡
が
確
認
さ
れ
、
遺
物
が
出
土
し
て

い
る
。
飛
鳥
寺

の
伽
藍
は
、
①

一
塔
三
金
堂
の
伽
藍
配
置
で
あ
り
、
②
東
金
堂
と

西
金
堂
の
基
壇
は
二
重
基
壇
で
、
上
成
基
壇
と
下
成
基
壇

の
両
者
に
礎
石
が
配
さ

れ
て
お
り
、
③
塔
の
心
礎
は
地
下
式
で
、
舎
利
等
が
埋
納
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

は
朝
鮮
半
島
の
寺
院
と
共
通
す
る
特
色
で
あ

っ
た
。
飛
鳥
寺
は
、
日
本
最
初
の
本

格
的
寺
院
で
あ
り
、
そ
の
成
立
の
歴
史
的
意
義
は
は
な
は
だ
大
き
い
。
そ
う
し
た

最
初

の
本
格
的
寺
院
を
造
立
す
る
に
は
、
特
別
な
知
識
、
技
術
、
能
力
が
必
要
と

な
る
か
ら
、
専
門
的
技
術
の
伝
来
、
外
国
人
技
術
者

の
渡
来
が
不
可
欠
の
要
件
と

な
る
だ
ろ
う
。
し
か
り
と
す
る
な
ら
、
崇
峻
元
年
是
歳
条

の
百
済
か
ら
の
技
術
者

伝
来
の
記
述
は
、
何
ら
か
歴
史
的
事
実
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。

そ
こ
に
名

の
見
え
る

「画
工
百
加
」
は
、
『日
本
書
紀
』
が
編
纂
さ
れ
て
い
た
頃
、

す
で
に
最
初
の
画
工
と
し
て
名

の
伝
え
ら
れ
る
人
物
だ

っ
た
と
読
解
さ
れ
よ
う
。

そ
う
理
解
す
る
な
ら
、
吉
野
寺
仏
像
起
源
説
話
は
、
『日
本
書
紀
』
編
纂
段
階
で

そ
の
上
に
加
上
さ
れ
、
欽
明
十
四
年
五
月
条
と
し
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
判
断
さ

れ
よ
う
。

神
叡
の
関
与
　
で
は
、
ど
う
い
う
経
緯
で
、
吉
野
寺

の
仏
像
起
源
説
話
が

『日

本
書
紀
」
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
誰
に
よ

っ
て
な



さ
れ
た
の
か
。

こ
こ
の

「吉
野
寺
」
は
、
吉
野
の

「比
蘇
寺
」

の
こ
と
と
理
解
し
て
ま
ち
が
い

な

い
。
「比
蘇
寺
」
は
、
ま
た

「比
蘇
山
寺
」
「現
光
寺
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
同
寺

の
歴
史
上
、
重
要
人
物
と
し
て
よ
く
知
ち

れ
て
い
る
の
が
神
叡
で
あ
る
。
彼
に
つ

い
て
は
、
延
暦
七
年

(七
八
八
)
成
立
の
思
託

『延
暦
僧
録
』

(逸
文
、
『扶
桑
略

記
』
天
平
二
年
十
月
十
七
自
条
所
引
)
に
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

沙
門
神
叡
は
、
唐
学
生
な
り
。
患
(
わ
ず
ら
)

ふ
に
因
り
て
亭
(
と
ど
ま
)

る
を
制
(
た
)

ち
て
、
便
ち
芳
野

に
入
る
。
現
光
寺
に
依
り
て
廬
を
結
び
志
を
立
て
て
、
三
蔵
を
披
閲
(
ひ
え
つ
)

し
、
燭

に
乗
じ
て
披
翫
(
ひ
が
ん
)

す
。
夙
夜
、
疲
れ
を
忘
る
こ
と
二
十
年
に
逾
(
わ
た
)

る
。
妙
(
た
え
)

に
奥
旨

に
通
じ
、
智

の
海
は
淵
沖
し
、
義

の
雲
は
山
積
す
。
蓋
し
法
門
の
龍
象
な
り
。

俗
に
時
に
伝

へ
て
云
く
、
芳
野
(
よ
し
の
)

の
僧
都
、
自
然
智
を
得
た
り
と
。

神
叡
は
、吉
野
の
現
光
寺
で
二
十
年
間
に
わ
た

っ
て
活
動
し
た
学
僧
で
あ

っ
た
。

こ
こ
の

「唐
学
生
」
に
つ
い
て
、
堀
池
春
峰
氏
は

「
入
唐
学
生
」
と
理
解
し
、
入

唐
し
て
学
ん
だ
日
本
人
の
僧
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
薗
田
香
融
氏
は
「唐

国
の
僧
」
と
理
解
し
、
逡
日
出
典
氏
も
そ
の
理
解
を
継
承
し
て
い
る
。
私
は
、
神

叡
が
養
老
元
年

(七

一
七
)
七
月
に
律
師

、
天
平
元
年

(七
二
九
)
十
月
に
少
僧

都

(ど
ち
ら
も

『続
日
本
紀
』)
と
僧
綱
の
要
職
に
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お

よ
び
当
時
の
用
語
法
か
ら
考
え
て
、
堀
池

氏
の
よ
う
に
入
唐
僧
と
す
る
の
が
正
し

い
と
理
解
し
て
い
る
。
神
叡
に
つ
い
て
は
、
『日
本
書
紀
』
持
統
七
年

(六
九
三
)

三
月
乙
巳
条
に
、
遣
新
羅

の
学
問
僧
と
し
て
弁
智
と
と
も
に
名
が
見
え
る
。
こ
の

年
、
日
本
か
ら
新
羅
に
留
学
し
、
や
が
て
唐
に
も
学
ん
で
帰
国
し
た
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。
な
お
、
『日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年

(八

一
一
)
六
月
戊
辰
条
の
勝
悟

の

卒
伝
に
は
、
神
叡
に
つ
い
て

「芳
野
神
叡
大
徳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
先
の

「芳

野
僧
都
」
と
も
ど
も
、
芳
野

(吉
野
)
が
冠
に
な
る
く
ら
い
、
同
地
で
の
活
躍
が

知
ら
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

次
に

「自
然
智
」
に
つ
い
て
は
、
薗
田
香
融
氏
の
著
名
な
論
が
あ
る
。
氏
に
よ

れ
ば
、
「自
然
智
を
得
る
」
と
は
、
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
を
行
な

っ
て
、
「聞
持
」

の
智
慧
-

抜
群

の
記
憶
力
-

を
獲
得
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
を
日
本
に
将
来
し
た
の
は
道
慈
で
あ
り
、
そ
れ
は
山

林
修
行

の
重
要
な
修
法
の

一
つ
と
し
て
日
本
の
仏
教
界
に
受
容
さ
れ
、
道
慈
-
善

議
-
勤
操
と
継
承
さ
れ
、
ま
た
神
叡
-

尊
応
-
勝
悟
-
護
命
と
継
承
さ
れ
て
い
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
は
従
う

べ
き
す
ぐ
れ
た
見
解
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

神
叡
と
道
慈
は
、
奈
良
時
代
初
期
の
仏
教
界
に
お
い
て
、
二
人
の
俊
秀
と
し
て

抜
き
ん
出
た
存
在
で
あ

っ
た
。

『家
伝
』
「
武
智
麻
呂
伝
」
に
は
、
「僧
綱
に
少
僧

都
神
叡
、律
師
道
薮
有
り
」
と
あ

っ
て
、
二
人
が
並
び
称
さ
れ
て
お
り
、
『続
日
本
紀
』

天
平
十
六
年

(七
四
四
)
十
月
辛
卯
条

の
道
慈
の
卒
伝
に
は
、
「養
老
二
年
帰
朝
す
。

是
の
時
、
釈
門
の
秀
で
た
る
は
唯
法
師
と
神
叡
法
師
の
二
人
の
み
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
養
老
三
年

(七

一
九
)
十

一
月
に
は
、
詔
が
あ

っ
て
、
神
叡
と
道
慈
が
す

ぐ
れ
た
法
師
と
し
て
褒
賞
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
食
封
五
十
戸
が
与
え
ら
れ
て
い
る

(
『続
日
本
紀
』
)。
大
山
誠

一
氏
は
、
中
国
仏
教
的
修
辞
に
満
ち
た
こ
の
詔
の
文
章

に
つ
い
て
、
道
慈
が
自
ら
執
筆
・し
た
も
の
だ
と
論
じ
た
が
、
私
も
、
か

つ
て
述
べ

た
よ
う
に
こ
の
見
解
に
賛
成
で
、
そ
の
文
章
表
現
の
特
色
か
ら
道
慈
作
成
の
文
章

と
見
て
よ
い
と
考
え
て
い
る
。

薗
田
氏
が
説
い
た
よ
う
に
、
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
は
道
慈
が
日
本
に
将
来
し



た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
神
叡
は
吉
野
に
お

い
て
こ
の
修
法
を
実
践
し
て
自
然
智
を

得
た
と

い
う
。
さ
す
れ
ば
、
二
人
に
は
深
い
交
流
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

神
叡
は
、
帰
国
し
た
道
慈
か
ら
た
だ
ち
に
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
を
習
得
し
、
山

に
入

っ
て
そ
れ
を
実
践
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
大
山
氏
は
、
神

叡
は
帰
国
し
た
道
慈

の

「最
初
の
理
解
者
」
だ

っ
た
と
述
べ
た
。
私
は
、
二
人
は

入
唐
体
験
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
急
速

に
交
友
を
深
め
、
養
老
二
年

(七

一
八
)

の
道
慈
帰
国
か
ら
同
三
年
の
二
人
の
褒
賞
ま
で
の
短
期
間
の
う
ち
に
、
密
接
な
人

間
関
係
を
築

い
た
も

の
と
考
え
て
い
る
。

『日
本
書
紀
』
編
纂
が
最
終
段
階
を
む
か
え
て
い
た
頃
、
吉
野
の
比
蘇
寺
で
は
、

律
師

の
要
職
を
務
め
る
神
叡
が
活
動
し
て
お
り
、
『日
本
書
紀
』
編
纂
に
関
与
し

て
い
た
道
慈
と
密
接
な
人
間
関
係
を
築

い
て
い
た
。
す
で
に
、松
木
裕
美
氏
は
、
『日

本
書
紀
』
編
纂
部
署
に
比
蘇
寺
の
伝
説
を
整
理
し
て
稿
本
と
し
て
提
出
し
た
の
は

神
叡
だ
ろ
う
と
述
べ
、
こ
の
見
解
を
発
展
さ
せ
た
竹
居
明
男
氏
は
、

『日
本
書
紀
』

の
こ
の
記
事
を
こ
の
年
月
に
設
定
し
た
の
は
道
慈
だ
ろ
う
と
論
じ
た
。
私
も
、
こ

う
し
た
見
解
に
基
本
的
に
賛
成
で
、

一
地
方
寺
院
た
る
比
蘇
寺

の
記
事
が

『日
本

書
紀
』
に
掲
載
さ
れ
る
に
は
、
何
ら
か
特
別
な
事
情
が
あ

っ
て
し
か
る
べ
き
と
考

え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
神
叡
、
道
慈
と

い
う
、
仏
教
界
の
中
枢
に
存
在
し
、
か
つ

『日
本
書
紀
』
に
も
影
響
力
を
有
し
て
い
た
人
物

の
力
ぬ
き
に
は
理
解
し
が
た
い
。

神
叡
が
道
慈
を
通
じ
て

『日
本
書
紀
』
編
纂
部
署
に
働
き
か
け
、
道
慈
が
そ
の
掲

載
に
影
響
力
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の

一
条
が
立
条
さ
れ
る
に
至

っ
た

と
私
は
考
え
る
。

で
は
、
こ
の
説
話
自
体
は
い
つ
成
立
し
た
も

の
と
見
る
べ
き
か
。
こ
の
話
は
、

そ
の
構
成
の
骨
組
み
自
体
が
中
国
仏
教
の
仏
像
起
源
説
話
、
霊
異
説
話
の
強

い
影

響
の
も
と
に
成
り
立

っ
て
お
り
、
用
語
も
中
国
の
説
話
や
仏
典
の
影
響
を
受
け
て

い
る
。
な
ら
ば
、
中
国
仏
教
に
通
じ
た
僧
、
入
唐
僧
の
関
与
が
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

道
慈
帰
国
は
養
老
二
年
の
こ
と
、
神
叡
の
吉
野
入
山
は
、
薗
田
氏
が
述
べ
た
よ
う

に
、
彼
の
死
去
の
天
平
九
年

(七
三
七
)
か
ら
二
十
年
遡

っ
た
養
老
二
年
が
そ
の

下
限
と
な
る
。
私
は
、
『日
本
書
紀
』
の
吉
野
寺
仏
像
起
源
説
話
は
、
神
叡
に
よ

っ

て
、
も
し
く
は
神
叡
と
道
慈
の
二
入
に
よ

っ
て
文
章
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
が

『日

本
書
紀
』
編
纂
の
最
終
段
階
に
お
い
て
記
事
と
し
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

そ
う
読
解
す
る
な
ら
、比
蘇
寺
の
縁
起
が
早
く
か
ら
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
が

『日

本
書
紀
』
編
纂
に
あ
た

っ
て
提
出
さ
れ
て
、
記
事
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
理
解
す

る
必
要
は
な
く
な
る
。
む
し
ろ
、
『日
本
書
紀
』
編
纂
の
最
終
段
階
に
歩
調
を
あ

わ
せ
る
よ
う
に
こ
の
説
話
が
作
成
さ
れ
た
、
も
し
く
は
話
が
ふ
く
ら
ま
さ
れ
て
文

章
化
さ
れ
た
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。今
見
る
形
で
の
こ
の
説
話
の
成
立
は
、

『日
本
書
紀
』
成
立
の
養
老
四
年

(七
二
〇
)
の
直
前
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

敏
達
紀
の
関
係
記
事
　

次
に
欽
明
紀
か
ら
敏
達
紀

へ
と
進
ん
で
い
き
た
い
。
敏

達
紀
に
は
、
六
年
条
に
、
百
済
に
派
遣
さ
れ
た
大
別
王

(出
自
不
明
)
が
帰
国
の

際
に
、
経
論
、
律
師
、
禅
師
、
比
兵
尼
、
呪
禁
師
、
造
仏
工
、
造
寺
工
を
日
本
に

も
た
ら
し
、
難
波

の
大
別
王
の
寺
に
安
置
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
次
い
で
、

十
三
年
条
に
は
、百
済
か
ら
来
た
鹿
深
臣
が
弥
勒
の
石
像
を
持

っ
て
き
た
と
あ
り
、

続
け
て
司
馬
達
等

の
む
す
め
の
善
信
尼
ら
三
尼
が
出
家
し
、
斎
食
の
上
に
舎
利
が

出
現
し
た
と

い
う
神
異

(霊
異
)
の
記
事
が
あ
る
。
次
い
で
、
十
四
年
条
に
は
、



蘇
我
馬
子
が
大
野
兵
の
北
に
塔
を
造
立
し
、
舎
利
を
塔

の
柱
頭
に
納
め
た
と
い
う

記
事
が
あ
る
。
そ
し
て
、
同
年
、
物
部
守
屋
、
中
臣
勝
海
の
進
言
に
よ

っ
て
敏
達

が
廃
仏
詔
を
発
布
し
、
廃
仏
が
断
行
さ
れ
た
が
、
守
屋
と
敏
達
は
た
ち
ま
ち
瘡
を

患

っ
て
し
ま

い
、
敏
達
は
そ
の
ま
ま
死
去

し
て
し
ま

っ
た
と

い
う
記
事
が
あ
る
。

こ
れ
が
敏
達
紀

の
最
後

で
あ
る
。

仏
法
を
信
じ
ず
、
文
史
を
愛
す
　
敏
達
即
位
前
紀
に
は
、
敏
達
を
評
し
て

「
天

皇
不
信
仏
法
、
而
愛
文
史
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
「
不
信
仏
法
」
と
い
う
の
は
、

敏
達
が
廃
仏
派

の
進
言
を
採
用
し
て
廃
仏
詔
を
発
布
し
、
廃
仏
を
断
行
し
た
こ

と
、
お
よ
び
仏
罰
が
当
た

っ
て
瘡
を
患

っ
て
死
去
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
指
し
て

い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
即
位
前
紀
の
文
言
は
、
敏
達
紀
の
本
文
の
骨
格

が
成
立
し
た
後
に
、
そ
れ
を
評
し
て
記
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
言
は
、
「
仏
法
」
と

「文
史
」
と
を
対
照
さ
せ
て
、
両
者

を
対
句
に
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「仏
法
」
と

「文
史
し
と
を
対
照
さ

せ
る
の
は
、
や
や
奇
異

で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
「仏
法
」

の
反
対
概
念

が

「文
史
」
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た

「文
史
」
が
何
ら
か
の
宗
教
、
信

仰
の

一
つ
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
、
両
者
は
対
照
さ
れ
、
対

句
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の
文
言
に
は
典
拠
が
あ
り
、

中
国
の
仏
書
を
参
照
、
模
倣
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
再
度
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
三
た
び
、
私
見
を
述
べ
る

こ
と
に
し
た

い
。
典
拠
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
仏
書
は
、
道
宣

『続
高
僧
伝
』

巻
三

「釈
慧
浄
伝
」
お
よ
び
同
じ
話
を
収
め
る
道
宣

『集
古
今
仏
道
論
衡
』
巻
丙

で
あ
る
。

慧
浄

(五
七
八
～
?
)
は
唐
の
僧

で
、
貞
観
十
三
年

(六
三
九
)
、
弘
文
殿
で

行
な
わ
れ
た
儒
仏
道
三
教
の
対
論

で

『法
華
経
』
を
講
じ
て
道
士
の
察
晃
(
さ
い
こ
サ
つ
)

と
論
議

し
(
の
ち
、
太
子
中
舎

の
辛
　
(
し
ん
し
ょ
)

の
仏
教
批
判
に
応
酬
し
て
、
仏
教
界
を
代
表
し
て

論
陣
を
張

っ
た
と
い
う
人
物

で
あ
る
。
「釈
慧
浄
伝
」
に
は
、
こ
の
辛
謂
に
つ
い

て

「太
子
中
舎
辛
請
は
、
文
史
を
学
び
該
(
そ
な
)

え
、
傲
誕
自
衿
た
り
」
と
記
さ
れ
、
『集

古
今
仏
道
論
衡
』
に
は
、
や
や
詳
し
く

「太
子
中
舎
辛
謂
は
、
文
史
を
学
び
該
え
、

誕
傲
自
衿
た
り
。
心
は
道
術
に
在
り
て
、
仏
法
を
軽
ん
じ
弄
ぶ
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
辛
請
は

「文
史
」
を
学
び
そ
な
え
、
「道
術
」
に
熱
心
で
あ

っ
た
が
、
「仏
法
」

は
軽
ん
じ
た
と
い
う
。
『日
本
書
紀
』

の

「仏
法
」
「文
史
」
の
対
句
表
現
は
こ
の

記
述
に
依
拠
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「釈
慧
浄
伝
」
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
小
島
憲
之
氏
が
指
摘
し
た

よ
う
に
、
道
慈
の
漢
詩

「
五
言
、
初
春
、
竹
渓
山
寺
(
つ
げ
の
や
ま
で
ら
)

に
在
り
、
長
王
が
宅
に
し
て

宴
(
う
た
げ
)

す
る
に
、
追
ひ
て
辞
を
致
す
、

一
首
。
井
せ
て
序
」
(

を
対
句
に
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「仏
法
」
と

「文
史
し
と
を
対
照
さ

宴
(
う
た
げ
)

す
る
に
、
追
ひ
て
辞
を
致
す
、

一
首
。
井
せ
て
序
」
(
『懐
風
藻
(
　
お
　
)

』
所
収

せ
る
の
は
、
や
や
奇
異

で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
「仏
法
」

の
反
対
概
念

こ
の

「釈
慧
浄
伝
」
の
文
章
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
も
小
白

が

「文
史
」
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た

「文
史
」
が
何
ら
か
の
宗
教
、
信

論
に
導
か
れ
て
追
跡
調
査
を
し
て
み
た
が
、
氏

の
指
摘

の
通
り
、
「釈
慧

仰
の

一
つ
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
、
両
者
は
対
照
さ
れ
、
対

の
文
が

一
部
は
そ
の
ま
ま
に
、
ま
た

一
部
は
改
変
の
上
で
用
い
ら
れ
て
い
(
　
お
　
)

た

句
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の
文
言
に
は
典
拠
が
あ
り
、

本
書
紀
』
仏
教
伝
来
記
事
お
よ
び
そ
れ
に
続
く

一
連
の
記
事
は
、

一
体
、
琳

中
国
の
仏
書
を
参
照
、
模
倣
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の

文
し
た
も
の
な
の
か
。
小
論
が
課
題
と
す
る
こ
の
問

い
に
、
こ
の
事
実
は
壬

問
題
に
つ
い
て
再
度
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
三
(
　
　
　
)

た
び
、
私
見
を
述
べ
る

示
唆
を
与
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
い
・

こ
と
に
し
た

い
。
典
拠
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
仏
書
は
、
道
宣

『続
高
僧
伝
』

と
し
た
い
。

巻
三

「釈
慧
浄
伝
」
お
よ
び
同
じ
話
を
収
め
る
道
宣

『集
古
今
仏
道
論
衡
(
　
　
　
)

』
巻
丙

)
に
、

こ
の

「釈
慧
浄
伝
」
の
文
章
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
も
小
島
氏
の

論
に
導
か
れ
て
追
跡
調
査
を
し
て
み
た
が
、
氏

の
指
摘

の
通
り
、
「釈
慧
浄
伝
」

の
文
が

一
部
は
そ
の
ま
ま
に
、
ま
た

一
部
は
改
変
の
上
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
『日

本
書
紀
』
仏
教
伝
来
記
事
お
よ
び
そ
れ
に
続
く

一
連
の
記
事
は
、

一
体
、
誰
が
作

文
し
た
も
の
な
の
か
。
小
論
が
課
題
と
す
る
こ
の
問

い
に
、
こ
の
事
実
は
重
要
な

示
唆
を
与
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
い
く
こ
と

と
し
た
い
。



[注
]

(1
)
津

田
左

右
吉

「武
烈

紀
か
ら
敏
達
紀
ま

で
の
書
紀

の
記
載
」
(
『日
本
古
典

の
研
究
』
下
、

岩

波
書
店
、

一
九
五

〇
年

)
。
津

田
は
、
こ

の
願
文

は
そ

の
内
容

か
ら
見

て
も
、
「
天

皇

」
号

の
使
用
か
ら
見

て
も
、
当
時

の
百
済
で
作
ら
れ
る
は
ず

の
な

い
も

の
で
あ

っ
て
、

書

紀

の
編
者
に
よ
る
造
作

で
あ

る
と
論

じ
て

い
る

(同
書
九

一
頁

)。

(2
)
彌
永
貞
三

「
『彌
移
居
』

と

『官
家
』
」

(
『日
本
古
代
社
会
経
済
史

研
究
』

岩
波
書
店
、

一
九
八
〇
年
)
。

(3
)
も
と
も
と

の
こ

の
願
文

に
は

「大

王
」

の
語

が
用

い
ら

れ
て

い
た
が
、

『
日
本

書
紀
』

編
纂
者

が
そ
れ
を
書

き
改

め

て

「
天
皇

」

の
語

に
変
え
た
と
す

る
理
解
も

あ
り
う

る

か
も
し

れ
な

い
が
、
私

は
そ
れ

は
想
定
し

に
く

い
と
考
え

て

い
る
。
も

し
、
も

と

の

願
文

に

「大

王
」
と
あ

っ
た
な

ら
、
そ
れ
が
ど

こ

の
国

の
君
主

を
指
し

て

い
る

の
か

が
分
明
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
「
大
王
」
号
は
、
高
句
麗

の

「
太
王
」

に
は

じ
ま

り
、
「
太
王
」

「
大
王
」

が
朝

鮮
半
島

の
高
句
麗
、
新

羅
な
ど

で
君
主

号
と

し

て
用

い
ら
れ

て

い
た
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
武
田
幸
男

「高
句

麗

『太

王
』

の
国

際
性
」
(
『高
句
麗
史
と
東

ア
ジ
ア
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
)
参
照
。

こ
の
願
文
は
、

「
天
皇
」
と
明
記

さ
れ
て

い
る

の
で
、

日
本

の
君
主

で
あ
る
こ
と
が
は

っ
き
り
と
わ
か

り
、
そ
れ
が

「
弥
移
居
」

の
語
と

対
応
す
る
よ
う

に
な

っ
て

い
る

の
で
あ
る
。

(
4
)
「
官
家
」

に

つ
い
て
ば
、
彌
永
貞
三
注

2
論
文

の
ほ
か
、
八
木

充

「
大
和
国
家

の
任
那

支
配
」

(
『律
令
国
家
成

立
過
程

の
研
究
』
塙
書
房
、

一
九

六
入
年

)
。
同

「
い
わ
ゆ
る

那
津
官
家

に

つ

い
て
」

(
『日
本
古

代
政
治
組

織

の
研
究
』

塙
書
房
、

一
九

八
六
年
)
。

鎌

田
元

一

「
屯
倉
制

の
展
開
」

(『律

令
公
民
制

の
研
究
』
塙
書

房
、

二
〇
〇

一
年
)
。

山
尾
幸
久

『日
本
古

代
国
家
と

土
地
所
有
』

(吉
川
弘
文
館

、
二
〇

〇
三
年

)
、
舘
野

和
己

「
ヤ

マ
ト
王
権

の
列
島
支
配
」

(歴
史
学

研
究

会

・
日
本
史
研
究
会
編

『日
本
史

講
座

1

東

ア
ジ

ア
に
お

け
る
国
家

の
形

成
』
東

京
大
学

出
版
会
、

二
〇

〇
四
年
)

な
ど

が
あ
る
。
鎌

田
氏
は
そ

の
補
注

で
、
大

阪
市
平

野
区

長
原
字
戌
飼

の
城
山
遺
跡

か
ら

「冨
官
家
」

の
墨
書

を
持

つ
杯
が
出
土
し
た

こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
に
よ
り

「
官

家
」

が

『日
本
書
紀
』

の
造

語

で
は
な
く

、
七
世
紀
後
半

に
実
際

に
使

用
さ
れ
た
語

で
あ

る
こ
と

が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
論

じ
た
。
私
も
そ
う
考
え
る
が
、
そ

の
こ
と
は
、

『
日
本
書
紀
』

の
記
述

の
信
愚
性
を
保

証
す
る
と

い
う

よ
り
、
む

し
ろ

『
日
本
書
紀
』

が
編
纂
さ

れ
た
時
代

に
、

一
般

に

「官
家

」
と
表
記
さ
れ
る
語
が
用

い
ら
れ

て
お
り
、

編
纂
者
は
そ

の
語
を
用

い
て
神
功
皇
后
紀
な
ど

『日
本
書
紀
』
に
散

見
さ
れ
る

「官
家
」

の
記
述
を
行
な

っ
て
い

っ
た
こ
と
を
示
す

こ
と

に
な

ろ
う
。

(
5
)
津
田
左
右
吉
注

1

『日
本
古
典

の
研
究
』
下
、
九

一
～
九

二
頁
。

(
6
)
瀧
川
政
次
郎

「浅
草
寺
縁
起

の
類
型
と

そ
の
源
流
」
『史
学
雑
誌
』
六

五
ー

三
、
一
九

五
六

年
。

(
7
)
山
口

敦
史

「仏
教
東
漸
と
阿
育
王
伝
承
」

『日
本
文
学
』
四
三
-

一
〇
、
一
九
九
四
年
。

(
8
)
日
本

に
お
け
る
阿
育

王
説
話

の
展

開
に

つ
い
て
は
、
追

塩
千
尋

「阿
育

王
伝
説

の
展

開

(
一
)
ー

古
代
1

」

「
阿
育

王
伝

説

の
展
開

(
二
)
1

中
世
ー

」

(
『
日
本

中
世

の
説
話
と
仏
教
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
九
年
)
。

(
9
)
道
宣

『集
神
州
三
宝
感
通
録
』

(
『大
正
新
修
大
蔵
経
』
五

二
、
N
o
.
2
1
0
6

)
。

(
10
)
『大
般
浬
梁
経
』

(
『大
正
新
修
大
蔵
経
』

一
二
、
N
o
.
3
7
4

)。

(
11
)
『無
量
義
経
』

(
『大
正
新
修
大
蔵
経
』

九
、
N
o
.
2
7
6

)。

(
12
)
僧
祐

『出
三
蔵
記
集
』

(
『大
正
新
修
大
蔵
経
』
五
五
、
N
o
.
2
1
4
5

)。

(
13
)
紺

野
敏

文

「
請
来

「
本
様

」

の
写
し
と

仏
師

(
一
)
」
・(
『仏

教
芸
術
』

二
四
八
、
二
〇

〇
〇
年
)

は
、

『
日
本
書
紀
』

の
こ
の
話

を
六
世
紀
頃

の
歴
史
的
事
実
を
伝
え

る
も

の

だ
と
読
解

し
、
画
工

が
木

工
を
か
ね

て
彫
像

が
作
成

さ
れ
た
が
、
そ

の
像

は
神
像

で

あ

っ
た
可
能
性
が
高

い
と
論
じ
た
。
し

か
し
、
氏

の
論

は
全
く
研
究
史

が
踏
ま
え

ら

れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
推
論

の
論

拠
も

示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
賛
成
す

る
こ
と

が
で
き
な

い
。

私
見

は
本
文

の
通
り
。

(
14
)
奈
良

国
立
文

化
財
研
究

所
編

『飛

鳥
寺
発

掘
調
査

報
告
』

(奈

良
国

立
文
化

財
研
究

所

学
報

五
、
一
九

五

八
年

)
。
坪

井

清
足

編

『
飛
鳥

の
寺

と

国
分

寺
』

岩

波
書

店
、

一
九

八
五
年
。

(15
)
蔵
中

し
の
ぶ

『
『延
暦
僧
録
』
注
釈
』
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、

二
〇
〇

八
年
。

(16
)
堀

池
春

峰

「
比

蘇
寺

私
考

」

(『
南

都
仏

教
史

の
研

究
』

下

〈諸

寺
篇

〉
、
法

蔵
館
、

一
九

八
二
年
)
。

(17
)
青

木

和

夫

他

校

注

『
続

日
本

紀

』

二

(
新

日
本

古

典

文

学

大

系
、

岩

波

書

店
、



一
九
九

〇
年

)
も
入
唐
僧

と
解
釈

し

て
い
る
。

(18
)
薗

田
香
融

「
古
代

仏
教

に
お
け

る
山
林
修
行

と
そ

の
意
義
」

(『
平
安

仏
教

の
研
究
』

法
蔵
館

、

一
九

八

一
年

)
。

(19
)
蓬

日
出

典

「
比
蘇

山
寺

の
成

立

」

(
『
奈

良

朝

山

岳

寺

院

の
研

究

』

名

著

出

版
、

一
九
九

一
年
)
。

(20
)
黒
板
伸
夫

・森

田
悌

編

『日
本
後
紀
』
(訳
注

日
本
史
料
、
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年

)
も

「唐

国

の
人
」
と
し
て

い
る
。

(21
)
虎

関
師

錬

『元
亨
釈
書
』
「
釈
神
叡
伝
」

は
、
彼

を

「唐

国
僧
」
・と
述

べ
て

い
る
。

こ

れ
が

『延
暦
僧
録
』

の

「
唐
学
生
」
を
唐

の
僧
と
理
解

し
た
早

い
例
に
な

ろ
う
。

(22
)
薗

田
香

融
注
18
論
文
。

(23
)
沖

森
卓
也
、

佐
藤
信
、
矢
嶋
泉

『藤
氏
家
伝

鎌
足

・
貞
慧

・
武
智
麻

呂
伝

注
釈

と

研
究
』

吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
九
年

。

(24
)
大

山
誠

一

「
〈聖
徳

太
子
〉
を

め
ぐ
る
若
干

の
問
題
」

(
『長
屋

王
家
木
簡

と
金
石
文
』

吉

川
弘
文

館
、

一
九
九
八
年
)
。

(25
)
拙

稿

「
僧
昊

の
名

に

つ

い
て
」

(薗
田
香
融
編

『
日
本
仏
教

の
史
的
展

開
』

塙
書
房
、

一
九
九

九
年
)
。

(26
)
井

上
薫

『日
本
古
代

の
政
治
と
宗
教
』
吉

川
弘
文
館

、

一
九
六

一
年
。
拙
稿

「
『
日
本

書
紀
』

と
道
慈
」

(
『古
代
仏
教
を

よ
み
な
お
す
』
吉

川
弘
文

館
、
二
〇
〇
六
年
)
。
拙

稿

「道
慈

の
文
章

」

(大
山
誠

一
編

『聖
徳
太

子

の
真

実
』

平
凡
社
、

二
〇
〇
三
年
)
。

(
27
)
松
木
裕
美

「
日
本
書
紀
編
纂
と
平
城
京
元
興
寺
」
『國
學
院
雑
誌
』
七
六
ー

八
、
一
九
七

五

年
。

(
28
)
竹

居
明
男

「
吉
野
寺
と

『
日
本
書
紀
』
」

(『
日
本
古
代
仏
教

の
文
化
史
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九

八
年

)。

(
29
)
拙
稿

「
日
本
古

代

の
三
宝
」

(
『日
本
古
代
社
会
と
仏
教
』
、
吉

川
弘
文
館
、

一
九
九
五

年
)
。
注

26
拙
稿

「道

慈

の
文
章

」
。

(
30
)
道
宣

『集
古
今

仏
道

論
衡
』

(
『大
正
新
修
大
蔵
経
』

五
二
、
N
o
.
2
1
0
4

)
。

(
31
)
小
島
憲
之

「
『懐
風
藻
』
仏
家
伝
を
考
え

る
」
(
『漢
語
適
遥
』
岩
波
書
店
、
一
九
九

八
年
)
。

(
32
)
小
島
憲

之
校
注

『懐
風
藻

・
文
華
秀
麗
集

・
本
朝
文
粋
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩

波
書
店

、

一
九
六
四
年
)
。

(33
)
拙
稿
注

26

「道

慈

の
文
章

」
。

(
つ
づ

く

)

〈
付
記

V
本
稿

は
、

日
本
学
術

振

興
会
科

学
研
究

費
補

助
金

(基

盤
研

究

(
B
)
、
平
成

一
二

～
二
五
年

度
)
に
よ
る
研
究
課
題

「
東

ア
ジ

ア
に
お
け

る
仏
教
と
神
信
仰
と

の
融
合

か

ら
見
た

日
本
古

代
中

世

の
神
仏

習
合
に
関

す
る
研
究

」

(課
題
番
号

二

一
三
二
〇
〇

二
四
、

研
究
代
表
者

吉

田

一
彦

)
の
研
究
成

果
の

一
部
で
あ
る
。


