
　　

⑩

し
た

こ
と
は
ま
ち
が

い
の
な

い
と

こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
第

三
に
、
さ
ら

に
義

山
が
序

に
い
う
よ
う

に
、

常

に
こ
れ
を
壁
上

に
展

じ
、
礼
誦
称
仏

し
て
い
た

こ
と
が
、

こ
の
観
徹

の
う
ら
書
き

に
よ

っ
て
裏
づ

け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
願
文

に
い
う

「今

茲
に
余
、
老
病
を
染
じ
、
方

に
碩
西

に
垂

ん
と
す
。

因

っ
て
意
趣
を
略
述
す
」
と

は

「普
く
都
鄙

の
道
俗
を
し
て
瞻
仰
注
念

し
、
願
生
念
仏

の
心
を
発
起

せ
し
む
」
と

い
う
と

こ
ろ
に
あ

る
こ
と
は

い
う
ま

で
も
な
い
。

こ
の
願
文
が
、
享
保
十
六
年

八
月

に

揮
毫
さ
れ
た
こ
と

は
、
寂
す

る
四

ケ
月
前

の
こ
と

で
あ
り
、
伝
記

に
い
う
、

(
享
保
)
十
六
年

ノ
夏
韆
焔
ウ
智
光
清
海

ノ

ニ
変
柑

ノ
合
讃

ヲ
講
ゼ
リ
。

衆

二
対

シ
テ
云
ク
、

我

レ
今
年

ハ
西
帰

ノ
年

ナ
リ
、
斯
終
身

ノ
結
講

ナ
リ
、

ト
テ
毎
日
臨
終
正
念
同
生
極

楽
ト
回
願

セ
シ
メ
ラ
ル

と
記
さ
れ
る
。
合
讃
を
講
じ

た
数

ケ
月
の
後

に
記
し
た
願
文

で
あ
り
、
観
徹

の
遺
訓
と
も

い
う

べ
き

言
葉
と

い
え
る
。

そ
う
し
た
観
徹

の
浄

土
曼
荼
羅

に
対
す
る
態
度

は
、
そ
の
著
書

『浄

土
三
部
経
合
讃
』

に
も
あ
ら

わ
れ
て

い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く

『
浄

土
三
部
経
合
讃
』

は
長
く

『
三
部
経
』
講
読

の
手
引
書
と
七

て
広
く
読

ま
れ
て

い
る
書
物

で
あ
る
。

そ
の
う
ち
当
麻
曼
荼
羅
を
引

く
箇
所
が
あ

る
こ
と
は
す

で
に

指
摘
し
た

こ
と
が
あ
る
。
そ

の
他
、
智
光

・
清
海

の
二
曼
荼
羅
を
引

い
て
経
証
な
ら
ぬ
絵
証

を
し
て

経
文

の
説
明

を
し
て

い
る
。
そ
れ
ら

の
箇
所

は

『
観
無
量
寿
経
』

で
は
、

。
宝
樹
観

の

「
宝
草
」

の
説
明

に
智
光

・
清
海
を
、

「網
」

の
説
明
に
智
光
を
、

「
宝
樹
」

の
説

明
に
当
麻
を
、

「諸
天
童
子
」

の
説
明

に
当
麻

を
引
く
。

。
勢

至
観

で
は

「勢

至
菩
薩

の
説
明
」

に
清
海
曼
荼

羅
銘
文

を
引
く
。

。
雑
想
観

で
は

「
(
三
尊
)
身
同
」

の
説
明

に
当
麻
引
く
。

。
下
品
上
生
段

で
は

「
往
生
人
引

接
」

の
説
明

に
当
麻

を
引
く
。

『
阿
弥
陀
経
』

で
は

「
七
重
欄
楯

・
七
重
羅
網

・
七
重
行
樹
」

の
部
分

で
、
当
麻
と
清
海

の
曼
荼
羅

を
引

い
て

い
る
。

右

の
例
証

か
ら
観
徹
は

つ
ね

に
経
文

を
解
釈
す
る
場
合
、
浄
土
三
曼
荼
羅
を
も

っ
て
具
体
的

に
理

解
を
進

め
て
い

っ
た
と
推
定
が

で
き
る
。
特

に

『浄

土
三
部
経
合
讃

』
が
講
義
録

で
あ
る
と
い
う
性

格
を
考
え
る
と
、
曼
荼
羅

を
も

っ
て
説

明
す

る
こ
と
は
聞
く
者
た
ち
に
と

っ
て
も
理
解

し
や
す

い
方

法

で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。

結
論

的
に
い
え
ぽ

こ
れ
ら
の
例
証

は
観
徹
が
曼
荼

羅
を
単

に
経
文

に
付
随
す

る
図
相
と
み
る
の
で

は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
像

.
三
尊
像
と
同
じ
く
信
仰

の
対
象
と
し
て
だ
け

で
な
く
西
方
浄
土
を
説
く
経

文
と
同
じ
、
聖
図
と
し
て
拝
瞻
し

て
い
た
結
果

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

0

以
上
、
観
徹
と
浄

土
曼
荼
羅
と

の
関
係

を
述
べ
た
。
伝
記
と
そ
れ
を
補
う
義
山

・
直
然

の
言
葉
、

さ
ら

に
そ
れ
ら
を
裏
づ

け
る
観
徹
所
持

の
当
麻
曼
荼
羅

の
う
ら
書
き
と

『
浄
土
三
部
経
合
讃
』

に
引

用
す

る
浄

土
曼
荼
羅

を
指
摘

し
た
。

そ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
観
徹

の
学
問
成
果

は

『浄

土
三
部
経
合

讃
』

に
代
表
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

の
意

図
す

る
と

こ
ろ
は
称

名
念
仏

の
精
励

で
貫

ぬ
か
れ
、
そ

の

補
助
と
し

て
極
楽
を
具
象
化

し
て
い
る
浄

土
三
曼
荼
羅
を
用

い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る

の
で
あ

る
。

註
①

『浄

土
宗
大
辞
典
』
第

一
巻

二
五
〇
頁

「
観
徹
」

の
項
。

②

巻
上
、

三
丁
ウ
。
桂
鳳
撰
、

元
文

五
刊
。

③

元
禄

元
年

(
一
六
八
八
)
～
同

=

一年

(
一
六
九
九
)

に
東
漸
寺

に
住
す
。
雲
臥
が
寂

に

あ
た
り

口
占

し
た
西
帰
偈

は
観
徹
が
筆
記
し
た
と

い
う
。
(
『
続

日
本
高
僧
伝
』
〈
『
大

日
本
仏

教
全
書
』

一
〇

四
巻

一
七
四
頁

下
〉
)
。

④

註

①

に
同
じ
。

⑤

二
四
〇
頁

四
。

⑥

拙
稿

「当
麻
曼
荼
羅
研
究
書

に

つ
い
て
」
(
『浄

土
宗
教
学
院
研
究
所
研
究
所
報
』
第

三
号

昭
和

五
六
年

二

月
)

の
表
を
参

照
。

⑦

『智
光
清
海

二
曼
荼

羅
合
讃
』
義
山
序
。

⑧

『
智
光
清
海

二
曼

荼
羅
合
讃
』
序
。

⑨

『当
麻
寺
』
(
『
大
和
古

寺
大
観
』
第

二
巻
)。

⑩

江
戸
崎
大
念
寺
に
は
浄
土
三
曼
茶
羅
三
幅
が
あ
り
。

「
此
三
幅
は
毎
月

二
十
三
日
懴
法
相

勤
時
為
可
奉
掛
之
義
誉
上
人
造
之
」

(
『浄
全

』
二
〇
巻
二
九
五
頁
下
)
、
現
物
不
明
。

補

陀

洛

の

一
考

察

妹

尾

匡

海

補
陀
洛

(
p
o
ta
la
k
a
)

は

い
う
ま
で
も
な
く
観
音

の
浄
土

で
あ

る
が
、

こ
れ

に

つ
い
て
説
示
す

る

経
典

の
数

は
必
ず

し
も
多

い
と
は
言
え
ず
、
ま
た
そ

の
思
想
性

に
つ
い
て
も
、
阿
弥
陀
仏
や
阿
闕
仏

の
浄

土
思
想

ほ
ど

に
顕
著

な
も

の
を
認

め
る

こ
と
が

で
き
な

い
と

い

っ
て
よ
い
。

こ
の
事
実

は
、
本

来

の
観
音
信
仰

に
と

っ
て
補
陀
洛
浄
土
思
想
が
必
ず

し
も
重
要
な
意

味
を
持

つ
も

の
で
な
か

っ
た
こ

と
を
示
唆

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ

に

つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
ま
ず
諸
経
典

に
説

か
れ
る
補
陀
洛

に
つ
い
て
そ

の
内
容
を
見
て
お
く

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

第

一
に
、
補
陀
洛

に
つ
い
て
説
く
諸
経
典

の
う
ち
、
成
立

の
も

っ
と
も
早

い
も

の
と
し
て

『
華
厳

経
』

の
名
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き

る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の

『
華
厳
経
』

に
は
、

六
十
巻
本
(
旧
華
厳
)

と
八
十
巻
本

(
新
華
厳
)
と
が
存
在
す
る
が
、
補
陀
洛

に
つ
い
て
の
記
述

は
両
経
と
も
内
容
的

に
大

0

差

の
な

い
も

の
と
な

っ
て

い
る
。
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今

、

『
新
華
厳
』

に
よ
れ
ぽ
補
陀
洛

は
次

の
よ
う
に
説
き
示
さ
れ
て

い
る
。

海
上

に
山
あ
り
て
聖
賢
多
く
、
衆
宝

の
所
成

に
し
て
極
め
て
清
浄

に
、
華
果
樹
林
は
皆
遍
満
し

泉
流
池
沼

は
悉
く
具
足
す
。
勇
猛
大
夫
観
自
在

は
、
衆
生
を
利
せ
ん
が
た
め

に
こ
の
山
に
住
す
。

(中
略
)
そ
の
西
面
の
巌
谷
の
な
か
を
み
る
に
泉
流
瑩
映
し
、
樹
林
蓊
鬱
し
曙

草
柔
軟
に
右

旋

し
て
地

に
布
け
り
。
観
自
在
菩
薩

は
金
剛
宝
石

の
上

に
結
跏
趺
坐
し
た
ま
う
。

以

上
が

『
華
厳
経
』

の
補
陀
洛

に
関
す
る
記
述

で
あ

る
が
、

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ぽ

な
ら

ぬ
の

は
、

『
華
厳
経
』

の
こ
の
個
所

の
焦

点
が
、

『
菩
薩

は
云
何
が
菩
薩

の
行
を
学
し
、
菩
薩

の
道
を
修

す
る
や
』
と

い
う
善

財
童
子

の
問

い
と
、

そ
れ
に
対
す
る
観
音

の
答

と
に
あ
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

こ
こ
に
現
れ
る
補
陀
洛

の
描

写
は
あ
く

ま
で
も
情
景
設
定
と

し
て
示
さ
れ
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
そ
れ
以
上

の
意
味

を
有
し
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

次

に
、
隋

の
闍
那
崛
多
訳

『
不
空
羂
索
呪
経
』

に
、

一
時
、
婆
伽
婆
、
逋
多
羅
山
頂

の
観
世
音
宮
殿
所
居

の
所

に
在

り
。
彼

の
山
中

に
娑
羅
波
樹

、

多
摩
羅
樹
、
瞻
萄
華
樹
、
阿
提
目
多
迦
華
樹
等
多
く
在
り
、
さ

ら
に
種

々
無

量
無
辺

の
諸
雑
宝

③

樹
有

り
て
周
囲
を
荘
厳
す
。

と
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
釈
尊
が

一
時
、
補
陀
洛

に
止
住
し
て
法

を
説

い
た
と

い
う

④

⑤

記
述

は
、

た
と
え
ぽ

『
千
手
千
眼
大
悲

心
陀
羅
尼
経
』
や
、

『
十

一
面
観
自
在
菩
薩
儀
軌
経
』
等

に

も
そ

の
記
述
が
あ
り
、
補
陀
洛

の
権
威
を
宣
説
す

る
た
め

に
釈
尊
止
住

の
聖
所
と

い
う
こ
と
が
説
か

れ
る
よ
う

に
な

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

諸
経
典

に
お
け
る
補
陀
洛

の
記
述

は
お
よ
そ
以
上

の
よ
う
な
も

の
で
あ

る
が
、
気

の

つ
い
た
点

に

つ
い
て
若
干
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

ま
ず
第

一
に
注
意

さ
れ

る
こ
と
は
、
補
陀
洛

に

つ
い
て
説
く
経
典

の
う
ち
、
成
立

の
も

っ
と
も
早

い
の
は
す

で
に
述
べ
た
よ
う

に

『
華
厳
経
』

(
旧
華
厳

)
で
あ

り
、
そ

の
訳

出
は
西
紀

四
百
年
頃

で

あ
る
が
、
現
在

の
段
階
で
は
、
そ
れ
以
前

に
さ

か
の
ぼ

っ
て
補
陀
洛

に
つ
い
て
説
く
資
料
を
見

い
出

す

こ
と
が

で
き

ぬ
と
思
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

『華
厳
経
』

の
補
陀
洛

の
所
説

に

つ
い
て
は
す

で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
が
、

こ

の
補
陀
洛

に
関
す
る

記
述

の
後

に
続

い
て

『
華
厳
経
』

が
次

の
よ
う

に
説

示
し
て
い
る
こ
と
は
、

『法
華
経
』

「
普
門
品
」
と

の
関
連
を
示
す
も

の
と
し
て
注
意
さ
れ

る
。
す

な
わ
ち
、

願

っ
て
常

に

一
切
の
衆
生
を
救

護
し
、
願

っ
て

一
切

の
衆
生
を
し
て
険
道

の
怖
を
離
れ
、
熱
悩

の
怖
を
離
れ
、
迷
惑

の
怖
を
離

れ
、
繋
縛

の
怖
を
離

れ
、
殺
害

の
怖

を
離

れ
、
貪
窮

の
怖

を
離

れ
、
不
活

の
怖

を
離
れ
、
悪
名

の
怖

を
離
れ
、
悪
趣

の
怖

を
離
れ
、
黒
闇
の
怖

を
離
れ
、
遷
移

の
怖
を
離
れ
、
愛
別

の
怖
を
離

れ
、
怨
会

の
怖
を
離

れ
、
逼
迫
す
る
身

の
怖
を
離
れ
、

憂
悲

の

怖
を
離
れ
し
む
。
復
是
願
を
作

さ
く
、
願
く
は
諸

の
衆
生
若
し
我

を
念

じ
、
若

し
我
が
名
を
称

⑥

し
、
若

し
我
が
身
を
見
れ
ぽ
、
皆

一
切

の
怖
畏
を
免
離
す

る
こ
と
を
得
ん
と
。

と
説

か
れ

る
の
が
そ
れ
で
あ

る
が
、

こ
れ

は
す
な
わ
ち
、
善
財
童
子

の
問

い
に
対

し
て
観
音
が
菩
薩

の
大
悲

の
行
門
を
宣
説
し
、

一
切

の
衆
生

に
無
畏
を
施
す

こ
と

を
述
べ
た
も

の
で
あ

る
。

こ
こ
に
現
れ
る
現
世
危
難
、
す
な
わ
ち
、
険
道
、
熱
悩
、
迷
惑
、
繋
縛
、
殺
害
、
貧
窮
、
不
活
、

悪
名
等

の

一
切

の
難
と
そ
れ

に
対
す

る
観
音

の
救
済

の
説
示

は
、
あ
き
ら
か

に

『
法
華
経
』

「
普
門

品
」

の
現
世
危
難
救
済

の
所
説
と

一
致
し
て

い
る
も

の
で
あ

る
。

現
存
す

る
完
訳

『法
華
経
』

の
う
ち
、
訳

出

の
も

っ
と
も
早

い
の
は
、

西
晋

の
竺
法
護
が
泰
始
年

中

(
西
紀

二
六
五
ー

二
七

四
年
)

に
訳
し
た

『
正
法
華
経
』

で
あ
る
が
、

こ

の
訳
出
年
次

の
前
後
関

係

か
ら
見

て
も

『
華
厳
経
』

の
観
音

に
関
す

る
説
が

「
普
門
品
」

の
影
響

を
受

け
て
い
る
こ
と

は
、

充
分

に
推
測
さ
れ
う
る
と
思
わ
れ
る
。

と
く

に
観
音

に
関
す
る
記
述

を
有
す
る

『
華
厳
経
』

「
入
法

界
品
」

は
、

『
華
厳
経
』
成
立

の
最
終
段
階

に
属
す

る
も

の
と
見
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
成
立
当
時
、

⑦

「
普
門
品
」

の
観
音
信
仰
が

一
般

に
隆
盛
な
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
が
確
認

さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

『
華
厳
経
』

「
入
法
界

品
」

の
観
音
現
世
危
難
救
済

の
所
説

は

『
法
華
経

』

「普

門
品
」

に
も
と
ず
く
も

の
と
み
な
さ
れ
る
が
、

一
方
、

こ
の

「普

門
品
」

に
お
い
て
は
、
ど

こ
に
も

補
陀
洛

に
つ
い
て
言
及
す

る
と

こ
ろ
が
な

い
の
で
あ

る
。

「
普
門
品
」

の
成
立

に

つ
い
て
、
筆

者
は

そ
れ
が
お
よ
そ
三
期

の
段
階
を
経

て

い
る
と
考
え

る
も

の
で
あ
る
が
、
そ

の
第

一
期
と
考
え
ら
れ
る

現
出
危
難
救
済
現
世
利
益
と
念
観
音

一
心
称
名

の
信
仰

は
、
早
く

も
紀

元
前
後

に
は

一
般
化

し
て

い

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ

に
化
身
思
想
が
結
び

つ
き
、

そ

の
後
、

西
紀
百
五
十
年
頃

に
は

多
宝
仏
塔

に
関
す

る
説
が
増
補
さ
れ
て
現
存

「
普
門
品
」

の
姿

に
な

っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る

の
で
あ

⑧る
。こ

の

「普
門
品
」

が
補
陀
洛

に
つ
い
て
ま

っ
た
く
言
及
し
な

い
事
実

に

つ
い
て
は
、

㈹

「普
門

品
」

成
立
当
時
、
ま
だ
補
陀
洛

の
思
想
が
存
在
し

て
い
な
か

っ
た
事
実
を
示
す
も

の
と
み
る
考

え
方

と
、
⑧

「普
門
品
」

は
補
陀
洛

説
を
知

り
な
が
ら
あ
え
て
説

示
し
な
か

っ
た
と

い
う
考

え
方

と
の
二

通
り

の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
と
思

わ
れ

る
。
今

仮
り

に
㈹

の
考
え
方

に
よ

る
な
ら
ば
、
補
陀
洛

の
成

立

は
お
よ
そ
西
紀
百

五
十
年
か
ら
三
百
年
く
ら

い
の
間
と

い
う
こ
と

に
な

る
と
思
わ
れ
る
が
、

ま
た

一
方
、
㈲

の
考

え
方

に
よ
る
な
ら
ぽ
補
陀
洛

の
成
立

は
紀

元
前
後
、
さ
ら

に
そ
れ
以
前

に
ま
で
さ

か

の
ぼ

り
う
る
可
能
性
が
充
分

に
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

と

こ
ろ
で
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
普
門
品
」

の
成
立

に

つ
い
て
は
確

実
な

こ
と
は
言

え
ぬ
が
、

そ

の
信
仰
が
紀
元
前
後

に
は
相
当
隆
盛
な
も

の
と
な

っ
て

い
た
ら
し

い
こ
と
は
た
と
え
ぽ

『
無
量
清

浄

平
等
覚
経
』
や

『
阿
弥

陀
三
耶

三
仏
薩
楼
仏
壇

過
度

人
道
経
』

(
大
阿
弥
陀
経
)
等

の
諸
経
典

に

⑨

現
れ
る
観
音

の
記
述
を
見

れ
ぽ
あ
き

ら
か
で
あ
る
と
思

わ
れ

る
。

こ
う
し
た
観
音
信
仰

の
源
流

は
さ

⑩

ら

に
紀

元
前

二
百
年

頃

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
と
す

る
説
も
あ

る
が
、

こ
こ
で
注
目
さ
れ

る
の
は
、

こ
の
観
音
信
仰

の
源
流
と
し
て
、
南
イ

ン
ド
海
浜
地
方

の
海
上
守
護
神
信
仰

を
想
定
す

る
諸
説

の
あ

る

こ
と
で
あ

る
。

こ
れ

に
つ
い
て
は
、
後

藤
大
用
氏
が

『
観
世
音
菩
薩

の
研

究
』

の
中

で
論
じ

て
お



m　

⑪

ら
れ
る
が
そ

の
後
と
く
に
目
立

つ
新

説
も
現
れ

て
お
ら
ず
、
観
音

の
原
型
を
南

イ

ソ
ド
海
浜
地
方

の

海
上
守
護
神
と
想
定
し
、
補
陀
洛
を
そ

の
祭
祀

の
霊
場
と
み
る
こ
と

は
、

「普
門
品
」

の
海
上

に
お

　

け
る
危
難
救
済

の
所
説

と
あ

い
ま

っ
て
ほ
と

ん
ど
定
説
化

さ
れ

た
感
が
あ
る
と

い

っ
て
よ

い
と
思

わ

れ
る
。

一
亥

観
音

ξ

い
て
イ

ン
ド
古
代

の
大
自
在
天

の
影
響
を

い
う
説
も
根
強
く
あ
ゆ

ゾ

。

⑭

ア
ス
タ
ー
教

の
影
響
が

い
わ
れ
る
阿
弥
陀
仏
と
同
様

に
、
観
音

は
そ

の
原
始
型
態

に
お

い
て
多
分

に

異
教
的

で
あ

る
と

い

っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、

こ
う
し
た
異
教

の
神

が
仏
教

に
と
り

い
れ
ら
れ

る
場
合
、

そ

の
性
格
内
容
が
取
捨
選
択
さ

れ
仏
教
的

に
改
変

さ
れ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
が
、
観
音

の
場
合
も
そ
う
し

た
こ
と
が
行

な
わ

れ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、
海
上
守
護
神

た
る
観
音
は
そ

の
現
世
危
難
救
済
性

の
ゆ

え

に
仏
教

に
と
り

い
れ
ら
れ
、
仏
教
宣
布

の
う
え

で
多

い
に
利
用
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
が
、

一
方
、

異
教
神
時
代

の
霊
地

の
存
在

は
仏
教

徒
に
と

っ
て
は
あ
ま
り
意
味

の
な

い
こ
と

で
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
普
門
品
」
が
補
陀
洛

に

つ
い
て
言

及
し
な

い
の
は
そ
う

し
た
た
め
で
あ

っ
た

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
第

一
に
、
仏
教
徒

に
と

っ
て
の
霊
地
と
は
四

大
聖
地
を
代
表
と
す
る
釈
尊

の
事
蹟

の
地
を
お
い
て
ほ
か
に
存
在
し
な
か

っ
た
こ
と
を
あ
げ

る
こ
と

⑮

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

『
華
厳
経
』
以
降
、
補
陀
洛

に
つ
い
て
記
す
諸
経
典

は

一
致
し
て
、
釈
尊

が

一
時
補
陀
洛

に
あ

っ
て
仏
法
を
宣
説
し
た
こ
と
を
記
す
が
、

こ
の
こ
と
は
補
陀
洛
が
仏
教
的
霊
地

で
あ

る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
は
釈
尊

一
時
止
住

の
地
と
い
う
絶
対
的
仏
教
的
権
威

に
依

る
必
要

が
あ

っ
た
と
い
う
事
実
を
示

し
て
い
る
と
思

わ
れ

る
の
で
あ

る
。

次

に
考
え
ら
れ

る
こ
と
は
、
現
世

に
お
け
る
衆
生

の
救
済

と
い
う
観
音

の
思
想

は
、
阿
弥
陀
仏

の

よ
う

な
浄
土
思
想

を
必
要
と
し
な
か

っ
た

の
で
は
な

い
か
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥

陀
仏

や
阿
闕
仏

は
自
ら

の
誓
願

に
よ

っ
て
浄

土
を
建
立
し
そ

こ
に
衆
生
を
む
か
え
と

っ
て
救
済
す

る

の
で
あ
る
が
、
観
音

の
衆
生
救
済

は
現
世
利
益

の
言
葉
通
り
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
現
世

に
お

い
て
展

開
さ
れ

る
も

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
現
世

に
お
け

る
衆
生

の
救
済
利
益
と

い
う
こ
と
が
観
音

の
根
本

の
誓
願

で
あ
り
、
そ
う
し
た

い
わ
ぽ
現
世
主
義
と
も

い
い
う
る
思
想
的
発
想

か
ら
は
阿
弥
陀
仏

や
阿

闕
仏

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
浄

土
思
想

の
発
生
す

る
余
地
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

こ

れ
ら
の
点
を
考
え
る
と
、
観
音

の
現
世
性
と

い
う

こ
と
が
補
陀
洛

の
思
想
的
展
開

を
制
限
し
た
と
も

い
い
う
る
が
、

い
ず
れ

に
せ
よ
現
世

の
危
難
救
済
現
世
利
益
を
焦
点
と
す

る
観
音
信
仰

か
ら
す
れ
ぽ
、

観
音

の
住
居
た
る
補
陀
洛

に
関
す

る
説

は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
教
理
的
意
味
を
持

ち
え
な

か

っ
た
と
思

わ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に

「
普
門
品
」

の
と
り
あ
げ

る
と

こ
ろ
と
な
ら
な
か

っ
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

註
①

両
経

の
記
述
は
ほ
と

ん
ど

一
致
す

る
が
、
若

干
の
相
異
点
と
し
て
、

『
新
華
厳
』

の
補
陀

洛

に
対

し
て

『
旧
華
厳
』
が
光
明
山
と
訳
し
て

い
る
点
が
あ
げ

ら
れ
る
。

②

大

正

一
〇
巻
三
六
六
、

c
。
六
十
巻
本

で
は
大

正
九
巻
七

一
八
、

a
。

③

大
正

二
〇
巻
三
九
九
、

a
。

④

大
正

二
〇
巻

一
〇

六
、

a
。

⑤

大
正

二
〇
巻

コ

ニ
九
、

c
ー

一
四
〇
、

a
。

⑥

大
正

一
〇
巻

三
六
七
、

a

・
b
。

⑦

こ
の
当
時

の
観
音
信
仰

の
隆
盛

に
つ
い
て
、
法
顕

は

『
仏
国
記
』

の
中

で
、

「摩

訶
衍
人

す
な
わ
ち
般
若
波
羅
蜜
、
文
殊
師
利
、
観
世
音
等
を
供
養
す
」
(
西
天
竺
、
摩
頭
羅
国

の
条
)

と
録
し

て
い
る
。

(
大
正

五

一
巻
八
五
、

a

・
b
)

⑧

「
菩
薩
」

の
語

の
出
現
時
期
、
お
よ
び
初
期
大
乗
経
典

の
中

で
も

っ
と
も
早
く
観
音

の
名

が
現
れ

る

『
大
阿
弥
陀
経
』

の
成
立
年
代
と
そ

の
記
述
内

容
、

さ
ら

に

『
マ

ハ
ー
ヴ

ァ
ス

ツ
』
中

の

『観
察
世
間
経
』

の
成
立
年
代
等

を
総
合
し
て
み
て
、
「
原
始
普
門
品
テ
キ

ス
ト
」

は
、
紀
元
前
後

に
存
在

し
て
い
た
と
筆
者

は
考
え

て
い
る
。

こ
の

「
普
門
品
」

の
原
始

テ
キ

ス
ト
の
内
容

は
、
観
音

の
現
世
利
益

と
念
観
音

一
心
称
名
に
関
す

る
も

の
で
あ

っ
た
と
思

わ

れ

る
が
、

こ
の
現
世
衆
生
救
済

の
多
様
性

に
応
じ
て
、

化
身
思
想
が
導
入
さ
れ
、

さ
ら
に

『
法
華
経

』
が

「
普
門
品
」
テ
キ

ス
ト
を
編
入
す
る
段
階

で
、

「
普
門
品
」
と

『
法
華
経
』

と

の
関
連

を
強
調
す

る
た
め

に
、
多
宝
仏
塔

に
関
す
る
記
述

を
増
補
し
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

⑨

大
正
十

二
巻

二
九
〇
、

a
。
二
九

一
、

a
。
三
σ
八
、

b
。

三
〇
九
、

a
。

⑩

後
藤
大
用

『
観
世
音
菩
薩

の
研
究
』

三
四
二
頁
。

芳

岡
良
音

『
観
世
音
菩
薩

の
起
源
』

(
印
仏
研
第
十
二
巻
、
第

一
号
、

一
八
二
頁
)
。

⑪

後
藤
大
用
前
掲
書

一
九

一
頁
。

⑫

補
陀
洛

の
起
源

に

つ
い
て
、

そ
れ

を

「
普
門
品
」

の
水
難
、
羅
刹
難

の
所
説

に
求

め
る
説

も
あ

る
。
(
梅
原
隆
嗣

『
観
音
菩
薩

の
研
究
』

三
六
頁
)。

⑬

後
藤
大
用
前
掲
書

一
九
五
、

一
九

六
頁
。

⑭

伊
藤
義
教

『
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
研
究
』

三
六

一
頁
以

下
。

⑮

後
藤
大
用
前
掲
書

二
〇
八
頁
。

中

論

の

研

究

ー
特

に

巳
冨
く
9
亭
響
讐
く
9
を
中
心
と
し
て
i前

川

重

綱

た
て
い
と

龍
樹

2
鋤
σq
�
rju
n
a

S
中
観
思
想

に
お
い
て
は
、
縁
起
無
自
性
空
説
が
経

糸
で
あ

る
と
す
れ
ぽ
、

よ
こ
いと

　

真
俗

二
諦
説

は
緯

糸

に
相
当
す

る
と

い
わ
れ

る
。
そ

こ
で
、

こ
の
経
糸

の
使
命

を
担
う
縁
起
無
自
性


