
｢縁起」とく寺院縁起＞ 概念をめぐって

「
縁
起
」
と
い
う
語
は
、
仏
教
の
中
心
的
な
思
想
を
表
わ
す
語
で
、
ご

く
基
本
的
に
は
「
他
と
の
関
係
が
縁
と
な
っ
て
生
起
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、

「
す
べ
て
の
現
象
は
無
数
の
原
因
（
因
回
言
旦
や
条
件
（
縁
回

宮
異
冨
冨
）
が
相
互
に
関
係
し
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
独

立
自
存
の
も
の
で
は
な
く
、
諸
条
件
や
原
因
が
な
く
な
れ
ば
、
結
果
（
果

（１）

回
ｇ
巴
巴
も
お
の
ず
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た、三枝充恵氏の説明によれ（蝉「あるものの成立は、つねに多

く
の
原
因
や
条
件
な
ど
の
共
同
に
よ
る
結
果
」
だ
と
い
う
考
え
が
基
本
に

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
概
念
を
説
明
す
る
術
語
と
し
て
「
縁
っ
て
起
こ
る
」

の
意
味
の
「
縁
起
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は

単
に
因
と
も
、
縁
と
も
、
因
縁
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

本
義
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
が
、
「
も
と
も
と
原
因
や
条

件
を
追
求
し
説
明
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
こ
れ
が
転
用
さ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
語
義
が
生
じ
」
、
「
神
社
仏
閣
や
仏

像
・
経
典
な
ど
の
由
来
や
沿
革
を
も
縁
起
と
い
」
う
こ
と
に
な
っ
た
と

（３）
い雪フ。

「
縁
起
」
と
〈
寺
院
縁
起
〉
概
念
を
め
ぐ
っ
て

’
八
世
紀
の
古
代
文
学
の
生
成
の
一
側
面
Ｉ

l■■■■■■

、

序

そ
し
て
日
本
で
は
〈
寺
院
縁
起
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
文
書
の
噴
矢
は
、

天
平
時
代
に
成
立
し
た
、
元
興
寺
・
大
安
寺
・
法
隆
寺
な
ど
の
「
伽
藍
縁

起
井
流
記
資
財
帳
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
様
の
性
格
を

持
つ
〈
寺
院
縁
起
〉
は
全
国
の
寺
院
で
作
ら
れ
所
蔵
さ
れ
て
い
た
、
と
一

般
的
な
学
説
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
背
景
と
し
て
、

古
代
前
期
の
文
学
作
品
含
日
本
書
紀
』
や
「
日
本
霊
異
記
』
な
ど
）
に
〈
寺

院
縁
起
〉
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
考
え
た
い

こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
」
や
『
日
本
霊
異
記
』
内
部
を
究
明
す
る
際
に
、
〈
寺

院
縁
起
〉
概
念
を
ど
の
よ
』
フ
な
前
提
を
も
っ
て
参
与
さ
せ
て
考
え
れ
ば
よ

い
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
研
究
史
上
の
概
念
と
し
て
の
〈
寺
院
縁
起
〉

を
自
明
の
も
の
と
し
て
考
え
る
前
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
古
代
前
期
に
お
い

て
何
を
〈
寺
院
縁
起
〉
と
し
て
認
定
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
ま
た
〈
寺
院
縁

起
〉
の
影
響
と
言
っ
た
際
に
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
作
品
理
解
の
認
識

が
表
れ
て
く
る
の
か
、
な
ど
が
さ
し
あ
た
っ
て
の
問
題
と
な
ろ
う
。

具
体
的
に
は
、
八
世
紀
の
日
本
で
成
立
し
た
「
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財

帳
」
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
表
現
上
の
累
積
が
あ
る
こ
と
を
考

（４）

え
な
が
ら
見
て
い
き
た
い
。
そ
れ
に
は
古
代
の
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
で
大

量
に
作
ら
れ
た
碑
文
・
銘
文
・
墓
碑
・
造
像
記
な
ど
を
見
て
い
く
必
要
が

山
口
敦
史
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｢縁起」と <寺院縁起＞概念をめく．って

あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
文
化
圏
に
お
け
る
「
寺
院
」
と

い
う
制
度
の
在
り
方
と
、
そ
の
よ
う
な
固
有
の
制
度
の
中
で
、
八
世
紀
の

日
本
で
「
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
が
な
ぜ
成
立
し
た
か
と
い
う
問
題

が
出
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
単
に
「
寺
院
に
ま
つ
わ
る
説
話
」

を
〈
寺
院
縁
起
〉
と
み
な
し
て
研
究
す
る
方
法
に
、
あ
る
前
提
を
置
い
て

み
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
以
下
、
「
寺
院
縁
起
」
概
念
の
位
相
を
古
代
文

学
の
研
究
に
参
与
さ
せ
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
論
じ
て
い
き
た

い。

二
、
金
石
文
か
ら
寺
院
縁
起
へ

日
本
で
発
生
し
た
寺
院
縁
起
の
先
駆
を
成
す
も
の
と
し
て
、
「
碑
」
「
銘
」

「
墓
誌
」
「
造
像
記
」
な
ど
の
金
石
文
を
想
定
す
る
説
が
あ
牛
し
た
が
っ

て
、
寺
院
縁
起
の
成
立
ま
で
の
前
段
階
と
し
て
、
中
国
・
朝
鮮
の
金
石
文

と
、
そ
の
表
現
を
見
習
っ
て
成
立
し
た
古
代
日
本
の
金
石
文
の
表
現
を
、

し
ば
ら
く
見
て
い
き
た
い
（
こ
こ
で
は
主
と
し
て
仏
教
関
係
の
金
石
文
を

考察することにする）。

金
石
文
の
性
格
と
し
て
は
、
紙
で
は
な
く
石
や
金
属
に
彫
り
付
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
章
の
普
遍
性
と
永
遠
性
を
祈
念
し
た
も
の
と
し
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
古
代
の
金
石
文
の
先
例
と
し
て
あ
る
の
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
中
国
の
金
石
文
で
あ
る
。
古
代
前
期
（
上
代
）
の
日
本

で
容
易
に
見
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
外
来
典
籍
の
中
で
は
、
『
文
選
』
巻
第
五

十
九
・
碑
文
、
『
芸
文
類
聚
』
巻
第
七
十
七
・
内
典
下
・
寺
碑
、
『
広
弘
明

集
」
巻
第
十
六
仏
徳
篇
・
寺
刹
仏
塔
諸
銘
頌
な
ど
に
、
「
碑
」
「
銘
」
「
墓
誌
」

などの文章を見ることができ甑。これらの金石文のうちで、寺

院関係のものについては「○○寺碑（文）」、仏像関係のものに

つ
い
て
は
「
○
○
仏
像
銘
」
な
ど
と
題
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
由
来
と
仏
の

力
の
賛
美
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
序
を
付
し
た
も
の
も

ある。更選』巻第五十九に「頭陀寺碑文」が血卑これは、序と

「
其
辞
日
」
以
下
の
文
章
か
ら
な
る
碑
文
本
文
と
で
で
き
て
い
る
・
序
で
は
、

ま
ず
仏
教
教
理
の
基
本
で
あ
る
彼
岸
や
浬
藥
の
説
明
か
ら
始
め
、
仏
陀
の

誕
生
、
仏
法
の
衰
微
、
馬
鳴
・
龍
樹
に
よ
る
再
興
、
そ
し
て
中
国
の
仏
教

伝
来
と
そ
の
興
隆
、
と
い
う
よ
う
に
記
述
が
成
さ
れ
、
そ
の
上
で
「
頭
陀

寺
者
、
沙
門
釈
慧
宗
之
所
立
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
頭
陀
寺
の
建
立
が
慧

宗
法
師
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、
頭
陀
寺
は

い
っ
た
ん
廃
絶
す
る
が
、
斉
の
時
代
に
再
興
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
記
念

し
て
碑
文
を
草
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
斉
の
皇
帝
の

威
徳
が
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。
碑
文
本
文
も
基
本
的
に
は
そ
の
内
容
を
な

ぞ
る
こ
と
に
な
る
が
、
や
は
り
斉
の
皇
帝
（
江
夏
王
）
が
仏
教
に
理
解
を

示
し
た
た
め
寺
の
再
建
が
成
っ
た
と
し
、
皇
帝
賛
美
の
語
句
が
連
ね
ら
れ

ている。
銘
は
「
仏
像
銘
」
と
し
て
あ
る
例
が
多
い
の
だ
が
、
寺
院
に
関
す
る
銘

も
あ
る
。
『
広
弘
明
集
」
巻
第
十
六
仏
徳
篇
に
は
「
光
宅
寺
刹
下
銘
井
序
」

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
『
芸
文
類
聚
』
巻
第
七
十
七
・
内
典
下
で
は
梁
の

沈
約
の
作
と
し
て
あ
る
）
・
こ
れ
は
時
の
皇
帝
と
光
宅
寺
と
の
関
わ
り
を
述

べ
た
も
の
で
、
こ
こ
で
も
皇
帝
賛
美
の
語
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。

「
碑
」
や
「
銘
」
に
は
、
以
下
見
て
き
た
例
と
は
別
に
、
ひ
と
り
の
人

物
の
伝
と
い
、
フ
形
を
と
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
「
墓
誌
」
に
故
人
の
来
歴

を
記
そ
う
と
い
う
意
識
が
出
て
く
る
の
は
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、

「
碑
」
や
「
銘
」
に
つ
い
て
の
捕
え
方
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
み
る
。
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｢縁起」とく寺院縁起＞概念をめぐって

「文心離龍」「諌碑」によると、

夫
属
碑
之
体
、
資
乎
史
才
。
其
序
則
伝
、
其
文
則
銘
。
標
序
盛
徳
、

必
見
清
風
之
華
、
昭
紀
鴻
誌
、
必
見
峻
偉
之
烈
。
此
碑
之
制
也
。
夫

碑
実
銘
器
、
銘
実
碑
文
。
因
器
立
名
、
事
先
於
諌
。
是
以
勒
石
讃
動

（８）

者
、
入
銘
之
域
、
樹
碑
述
亡
者
、
同
諌
之
区
焉
。

と
あ
る
。
こ
れ
を
戸
田
浩
暁
氏
の
現
代
語
訳
を
借
り
て
説
明
す
る
と
、
「
碑

文
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
家
と
し
て
の
才
能
に
依
存
す
る
」
の
で

あ
り
、
そ
し
て
「
そ
の
序
文
の
部
分
は
伝
記
の
形
式
で
、
そ
の
本
文
の
部

分
は
銘
の
形
式
で
あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
「
人
の
盛
徳
を
序
べ
標
（
し
め
）
」

し
、
「
大
い
な
る
事
跡
を
明
ら
か
に
記
せ
ば
」
、
「
こ
れ
が
碑
文
の
き
ま
り
」

に
な
る
と
あ
る
。
ま
た
後
半
で
は
、
碑
文
は
課
よ
り
先
に
で
き
た
も
の
で

あ
り
、
碑
文
の
う
ち
で
も
「
石
に
刻
ん
で
勲
功
を
賞
賛
」
し
た
も
の
は
銘

の
範
濤
に
入
り
、
「
碑
を
樹
て
て
死
者
の
こ
と
を
述
べ
れ
ば
」
そ
れ
は
諌
の

範
嗜
に
入
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
碑
文
の
創
作
が
歴
史
の
創
作
に
準
え
ら
れ
、

ま
た
そ
の
内
容
の
上
で
は
、
人
物
の
「
伝
」
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
魂
。
そ
の
「
伝
」
は
、
「
伝
」
の
記
載
の
、
王
体
と
な
る
人
物
の

事
跡
（
歴
史
）
を
賛
美
す
る
、
と
い
う
表
現
形
式
を
多
く
と
る
こ
と
が
当

然
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
表
現
形
式
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
な
要
因
か
ら
「
銘
」

「
墓
誌
」
「
造
像
記
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
が
、
内
実
と
し
て
は
、
特

定
の
人
物
の
事
跡
を
編
年
体
の
記
述
に
よ
っ
て
記
し
、
さ
ら
に
そ
の
人
物

の
賛
美
の
方
法
と
し
て
奇
跡
や
霊
験
を
記
す
、
と
い
う
こ
と
が
想
定
で
き

る。事実、「文選一所収の碑文には、「郭有道碑文」「陳太丘碑文」

「
楮
淵
碑
文
」
「
斉
故
安
陸
昭
王
碑
文
」
と
い
っ
た
個
人
を
称
揚
し
た
も
の

が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
作
ら
れ
た
、
個
人
に
関
す
る
「
碑
」
や
「
銘
」

が
、
特
に
仏
教
に
お
い
て
は
（
個
人
あ
る
い
は
複
数
の
）
信
仰
者
の
信
仰

の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
ち

な
み
に
『
梁
高
僧
伝
』
巻
第
十
四
「
高
僧
伝
序
録
」
に
は
「
顧
惟
、
道
籍

（旧）

人
弘
、
理
由
教
顕
、
而
弘
道
釈
教
莫
尚
高
僧
」
と
あ
り
、
高
僧
の
伝
を
筆

録
す
る
目
的
が
衆
生
の
教
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
中
国
で
は
階
か
ら
唐
代
に
か
け
て
隆
盛
し
た
三
階
教
の
教
徒

の
間
で
は
、
僧
俗
に
か
か
わ
ら
ず
死
ぬ
と
終
南
山
の
榧
梓
谷
に
埋
葬
し
、

（Ⅱ）

塔
を
立
て
る
こ
と
が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
う
し
て
建
て
ら
れ

た
塔
に
刻
ま
れ
た
文
章
が
、
「
王
居
士
噂
塔
銘
」
や
「
化
度
寺
畠
禅
師
塔
銘
」

（吃）

な
ど
の
高
僧
の
伝
と
し
て
現
存
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
文
章
は
高
僧
の
高

徳
や
卓
抜
し
た
能
力
を
称
え
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。
『
梁
高
僧
伝
』
神

異
篇
に
登
場
す
る
高
僧
た
ち
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
人
知
を
超
え

た
奇
怪
な
能
力
は
賛
美
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
分

の
内
臓
を
取
り
出
し
て
洗
っ
た
り
（
竺
仏
図
澄
伝
）
、
他
人
の
死
を
予
言
し

た
り
（
竺
法
慧
伝
）
す
る
こ
と
が
、
負
の
認
識
へ
向
か
う
の
で
は
な
く
、

高
僧
の
偉
大
さ
の
証
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
は
通
じ
て
い
よ
う
。

つ
ま
り
、
一
読
し
た
と
こ
ろ
平
板
な
印
象
を
与
え
る
高
僧
賛
美
の
碑
文
と
、

高
僧
の
人
知
を
超
え
た
奇
怪
な
能
力
を
記
し
た
説
話
的
表
現
と
は
、
密
接

な
関
係
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ほ
ぼ
同
一
の
理
念
を
持
っ
て
い
る
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
こ
と
は
、
日
本
の
文
献
と
し
て
は
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
二
十

（咽）

六
縁
の
説
話
に
表
わ
れ
て
い
る
。
百
済
か
ら
来
た
禅
師
で
あ
る
多
羅
常
は
、

呪
言
に
よ
っ
て
病
人
を
治
し
、
「
奇
異
」
を
表
し
た
の
で
、
持
統
天
皇
も
「
尊

重
し
て
常
に
供
養
し
た
ま
ひ
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
奇
異
」
の
僧
を
等

し
く
「
諸
人
」
と
「
天
皇
」
が
賛
美
し
、
そ
の
賛
美
の
表
明
と
し
て
「
供
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養
」
ｌ
財
産
の
寄
進
ｌ
と
い
う
形
が
と
ら
れ
て
い
る
（
財
産
の
寄
進

の
問
題
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
こ
の
よ
、
フ
に
個
人
の
伝
と
し
て
の
碑
文
は
、

当
該
個
人
の
高
徳
の
賛
美
と
い
う
点
か
ら
説
話
的
表
現
へ
向
か
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。

翻
っ
て
、
古
代
前
期
（
上
代
）
の
日
本
の
金
石
文
で
は
、
『
古
京
遺
文
』

（川）

『
続
古
京
遺
文
」
の
中
で
考
え
る
と
、
「
銘
」
と
し
て
個
人
の
伝
の
体
裁
を

取
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
「
威
奈
真
人
大
村
墓
誌
銘
」
が
あ
る
。
個
人

の
伝
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
も
の
は
、
大
部
分
が
「
…
…
墓
誌
」
の
題
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
寺
院
の
建
立
の
由
来
を
記
し
た
も
の
と

し
て
は
「
薬
師
寺
東
塔
標
銘
」
や
「
粟
原
寺
鑪
盤
銘
」
な
ど
が
あ
る
。
「
薬

師
寺
東
塔
擦
銘
」
は
序
と
銘
文
か
ら
な
り
、
天
武
天
皇
の
死
後
、
持
統
天

皇
が
遺
旨
に
よ
っ
て
こ
の
寺
（
薬
師
寺
）
を
創
建
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
「
先
帝
の
弘
誓
を
照
ら
し
、
後
帝
の
玄
功
を
光
か
す
。

道
は
群
生
を
済
ひ
、
業
は
曠
劫
に
伝
は
ら
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
と

仏
（
王
法
と
仏
法
）
が
並
べ
て
賛
美
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
寺
院

関
係
の
金
石
文
は
、
日
本
・
中
国
と
も
共
通
し
て
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
金
石
文
と
〈
寺
院
縁
起
〉
の
比
較
を
行
な
う
と
、
金
石
文
は
中

国
・
日
本
と
も
に
寺
院
の
由
来
と
そ
の
歴
史
の
賞
揚
の
た
め
に
製
作
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
日
本
で
い
う
〈
寺
院
縁
起
〉
は
、
国
家
の
側
に
提
出
を

す
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
「
流
記
資
財
帳
」
と
組
み
合
わ

せ
た
こ
と
か
ら
も
、
金
石
文
と
は
製
作
動
機
を
異
に
す
る
と
考
え
る
。
内

容
的
に
は
時
の
権
力
者
（
皇
帝
・
天
皇
）
の
賛
美
や
そ
れ
ら
と
の
密
接
な

繋
が
り
を
強
調
し
、
主
題
面
で
の
近
似
を
示
し
て
い
る
が
、
日
本
に
お
け

る
〈
寺
院
縁
起
〉
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
経
済
的
な
動
機
と
い
う
も

の
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
が
「
流
記
資
財
帳
」
の
存
在
と
関
連
し
て
い

る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。

三
、
「
縁
起
」
と
寺
院
縁
起

こ
こ
で
は
「
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
と
い
う
文
書
名
と
し
て
あ
る

も
の
の
う
ち
で
、
「
縁
起
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て

みたい。
そ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
『
続
日
本
紀
』
と

も
に
、
た
だ
の
一
度
も
「
縁
起
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う

ことである。

「
日
本
書
紀
』
に
頻
出
す
る
の
は
「
縁
」
と
い
う
語
で
あ
る
が
、
藤
井

貞
和
氏
は
、
古
代
前
期
（
上
代
）
の
文
献
に
見
ら
れ
る
（
事
物
起
源
讃
を

あ
ら
わ
す
）
「
縁
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
「
縁
起
」
「
縁
記
」
「
本
縁
」
な
ど

と
同
じ
く
物
事
の
由
来
ま
た
は
起
源
の
意
味
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を

（旧）

述
べ
て
い
る
。
藤
井
氏
は
古
代
前
期
（
上
代
）
の
日
本
国
内
の
文
献
や
仏

典
に
お
け
る
「
縁
起
」
「
縁
記
」
「
本
縁
」
の
用
例
を
上
げ
て
い
る
が
、
「
縁

起
」
に
関
し
て
は
仏
典
の
「
菩
薩
本
生
霊
論
』
（
大
正
蔵
第
三
巻
。
各
話
の

表
題
に
「
縁
起
」
の
語
が
あ
る
）
や
『
万
葉
集
』
に
用
例
が
あ
る
と
し
、

前
者
は
「
仏
説
の
本
縁
證
（
本
生
證
）
」
の
意
味
、
後
者
は
「
作
歌
事
情
と

い
う
よ
う
な
意
味
だ
が
、
由
来
あ
る
い
は
起
源
の
意
味
に
含
め
て
い
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
古
代
前
期
（
上
代
）
の
日
本
に
お
け
る
「
縁
起
」
の
用

例
は
、
前
述
し
た
三
つ
の
寺
院
縁
起
（
大
安
寺
・
法
隆
寺
・
元
與
寺
の
古

縁
起
）
の
ほ
か
に
、
先
に
も
述
べ
た
『
万
葉
集
』
巻
第
十
九
の
四
二
九
二

歌
左
注
に
「
た
だ
こ
の
巻
の
中
に
作
者
の
名
字
を
称
は
ず
、
た
だ
年
月
・

所
処
・
縁
起
の
み
を
録
せ
る
は
、
皆
大
伴
宿
禰
家
持
の
裁
作
れ
る
歌
詞
な
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（略）

り
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
あ
る
の
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
年
代
的
に
は
天

平
勝
宝
五
年
二
月
の
作
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
縁
起
」
は
仏
教
的

な
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
藤
井
氏
の
言
葉
通
り
「
作
歌
事
情
」
「
由
来
あ

る
い
は
起
源
」
の
意
味
に
解
す
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
縁
起
」
の
語
は
『
続
日
本
紀
』
に
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
前
述
し
た

が
、
養
老
六
年
十
二
月
条
に
は
次
の
よ
う
に
「
縁
記
」
の
語
が
あ
る
。

十
二
月
庚
戌
、
勅
し
て
浄
御
原
宮
に
御
宇
し
し
天
皇
の
奉
為
に
、

弥
勒
像
を
造
ら
し
む
・
藤
原
宮
に
御
字
し
し
太
上
天
皇
に
は
釈
迦
像
。

そ
の
本
願
の
縁
記
は
、
写
す
に
金
泥
を
以
て
し
、
仏
殿
に
安
置
す
。

（Ⅳ）

（傍点引用者）

こ
の
記
事
は
、
す
で
に
死
者
と
な
っ
て
い
る
天
武
・
持
統
両
天
皇
を
追
善

す
る
た
め
に
造
仏
を
せ
よ
と
い
う
詔
で
あ
る
。
こ
の
「
縁
記
」
の
内
容
に

つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
「
縁
起
」
と
お
そ
ら
く
同
義
の
も
の
と
し

（旧）

て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

総
じ
て
思
う
に
、
古
代
前
期
（
上
代
）
の
日
本
に
お
い
て
は
「
縁
起
」

は
仏
典
か
ら
来
た
語
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
が
、
そ
の
意
味
と

し
て
は
広
く
「
由
来
」
「
起
源
」
な
ど
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
、
寺
の
「
由
来
」
「
起
源
」
な
ど
を
記
し
た
文
書
と
い
う
こ
と

で
「
縁
起
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
寺
院
の
沿
革
を
記
す

た
め
の
書
名
と
し
て
初
め
か
ら
「
縁
起
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
か
ろ
う
。

典
籍
の
名
称
と
し
て
の
「
縁
起
」
は
、
『
暦
代
法
宝
記
」
（
七
七
四
年
こ

（旧）

ろ
成
立
か
）
の
中
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
は
「
資
州
徳
純
寺
智
説
禅
師
」

の
伝
と
し
て
あ
り
、
智
読
禅
師
は
「
化
道
衆
生
」
の
た
め
に
「
虚
融
観
三

巻
。
縁
起
一
巻
。
般
若
心
疏
一
巻
」
を
表
わ
し
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
縁

起
一
巻
」
は
、
衆
生
の
教
化
の
た
め
の
変
文
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
大
唐
内
典
録
』
巻
第
五
（
大
正
蔵
第
五
十
五
巻
、

（加）

二
八
一
ａ
）
に
あ
る
「
無
凝
縁
起
一
巻
」
「
発
戒
縁
起
二
巻
」
は
、
こ
れ
が

書
名
か
ら
し
て
何
等
か
の
仏
教
儀
礼
に
使
わ
れ
た
文
書
１
１
衆
生
の
教
化

（劃）

を
伴
う
ｌ
で
は
な
い
か
と
の
推
測
を
起
こ
さ
せ
る
。
こ
う
述
べ
る
理
由

（

翅

）

（

電

）

（

劃

）

は
、
『
敦
煙
変
文
集
』
に
あ
る
「
目
連
縁
起
」
「
醜
女
縁
起
」
の
よ
う
な
も

の
を
、
こ
こ
で
は
想
起
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
目
連
縁
起
」
は
、
孝
行

息
子
の
目
連
が
悪
行
の
母
を
救
う
た
め
に
地
獄
巡
り
を
す
る
物
語
で
あ

る
。
ま
た
「
醜
女
縁
起
」
は
、
醜
女
が
仏
に
供
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
功
徳
に
よ
り
美
女
に
な
る
話
で
あ
る
。
金
岡
照
光
氏
は
、
敦
煙
変
文

の
表
題
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
「
変
文
」
「
変
」
「
因
縁
」
「
縁
」
「
縁
起
」

は
、
い
ず
れ
も
同
義
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
を
述

（弱）

べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
文
書
名
と
し
て
の
「
縁
起
」
の
包
摂
す

る
ジ
ャ
ン
ル
は
か
な
り
幅
広
い
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

古
代
前
期
（
上
代
）
に
お
け
る
寺
院
縁
起
の
性
格
を
考
え
る
ひ
と
つ
の

例
と
し
て
、
ま
ず
始
め
に
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
（
現
在
残

さ
れ
て
い
る
の
は
醍
醐
寺
本
『
諸
寺
縁
起
集
』
収
載
の
も
の
。
以
下
『
元

（記）

興
寺
古
縁
起
」
と
称
す
る
）
を
、
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

こ
の
『
元
興
寺
古
縁
起
』
に
は
、
終
わ
り
近
く
に
、

牒
す
。
去
る
天
平
十
八
年
十
月
十
四
日
を
以
て
、
僧
綱
所
の
牒
を

被
る
に
僧
く
。
寺
家
の
縁
起
井
ぴ
に
資
財
等
の
物
、
子
細
に
勘
録
し

て
、
早
に
牒
上
す
べ
し
、
て
へ
り
。
牒
の
旨
に
依
り
勘
録
す
る
こ
と

前
の
ご
と
し
。
今
事
の
状
を
具
ひ
ら
か
に
し
、
謹
み
て
以
て
牒
上
す
。

（訂）

天
平
十
九
年
二
月
十
一
日
三
綱
三
人

と
記
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
平
十
九
年
二
月
の
成
立
で
あ
る
か
の
よ
う
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に
思
わ
れ
る
が
（
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
辞
書
の
解
説
も
あ
る
）
、
福
山

敏
男
氏
は
、
こ
の
縁
起
は
成
立
年
代
の
異
な
る
複
数
の
史
料
か
ら
な
り
、

最
終
的
な
成
立
は
奈
良
朝
末
期
ま
た
は
平
安
朝
初
期
で
あ
ろ
う
と
の
べ
て

（調）
い
る
。
そ
し
て
福
山
氏
は
、
こ
の
縁
起
の
中
の
最
も
古
い
史
料
は
露
盤
銘

で
あ
り
、
そ
の
成
立
は
推
古
朝
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

「
元
興
寺
古
縁
起
』
の
作
成
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
福
山
氏
は
、
奈
良
朝

末
期
に
元
興
寺
側
が
豊
浦
寺
を
そ
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
い
う
意
図
か

ら
、
す
で
に
あ
っ
た
〈
豊
浦
寺
縁
起
〉
を
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
福
山
氏
の
主
張
が
正
し
い
と
す
る
と
、
前
述
し
た
『
元
興
寺

古
縁
起
』
の
天
平
十
九
年
二
月
十
一
日
付
け
の
記
載
は
虚
偽
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
福
山
氏
は
、
「
あ
る
い
は
天
平
の
資
財
帳

が
甚
だ
し
く
増
補
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
関
係
は
な

お
明
ら
か
で
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

福
山
氏
の
奈
良
朝
末
期
（
ま
た
は
平
安
朝
初
期
）
成
立
説
の
論
拠
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
縁
起
文
の
用
字
や
筆
法
が
後
代
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

認
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
見
で
は
、
こ
の
福
山
氏
の
論
拠
は
ま
だ
検
討

す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
と
考
え
る
。
『
元
興
寺
古
縁
起
』
の
大
部
分
が
、

推
古
朝
の
成
立
と
見
な
し
が
た
い
点
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、

実
際
の
用
字
を
検
証
す
る
論
拠
が
「
霊
異
記
の
筆
法
を
想
起
せ
し
め
」
「
神

仏
の
調
和
が
企
て
ら
れ
た
時
代
の
思
想
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
」
「
東
大
寺
の

銅
版
勅
願
文
や
四
天
王
寺
の
御
手
印
縁
起
な
ど
に
極
め
て
接
近
し
て
い

る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
し
か
な
い
の
な
ら
（
つ
ま
り
明
確
に
天
平
年
間
以

降
の
用
字
と
い
え
な
い
の
な
ら
ば
）
、
そ
れ
は
天
平
年
間
の
成
立
を
妨
げ
る

論
拠
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
現
に
、
福
山
氏
が
文
武
天
皇
の
こ
ろ
の
成

立
と
し
て
い
る
丈
六
光
銘
に
つ
い
て
は
、
こ
の
中
に
周
代
古
音
が
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
推
古
朝
の
成
立
と
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
す
る

（調）

意
見
が
あ
る
。
ま
た
築
島
裕
氏
は
、
露
盤
銘
・
丈
六
光
銘
と
も
推
古
時
代
（犯）

の
万
葉
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
、
大
矢
氏
の
説
に
賛
同
し
て
い
る
。

『
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
』
（
現
在
の
祖
本
は
大
安
寺
旧
蔵
の
正

暦
寺
蔵
本
）
・
『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
黄
祖
本
は
観
心
寺
蓮
蔵

院
所
蔵
本
）
と
合
わ
せ
て
三
つ
と
も
日
付
が
た
ま
た
ま
同
じ
日
に
偽
造
さ

れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
そ
れ
が
行
な
わ
れ
た
の
か
の
理
由
が
明
ら
か

（訓）

に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

前
述
の
三
つ
の
寺
院
縁
起
は
、
（
「
天
平
十
九
年
二
月
十
一
日
」
の
日
付

が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
）
『
日
本
書
紀
』
成
立
後
の
史
料
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
「
日
本
書
紀
」
成
立
以
前
に
日
本
全
国
か
ら
寺
院
関
係
史
料
（
従

来
、
縁
起
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
）
を
集
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下

の記事がある。

秋
九
月
の
甲
戌
の
朔
丙
子
に
、
寺
及
び
僧
尼
を
校
へ
て
、
具
に
其

の
寺
の
造
れ
る
縁
、
亦
僧
尼
の
入
道
ふ
縁
、
及
び
度
せ
る
年
月
日
を

録
す
。
是
の
時
に
当
り
て
、
寺
四
十
六
所
、
僧
八
百
十
六
人
、
尼
五

百
六
十
九
人
、
井
て
一
千
三
百
八
十
五
人
有
り
。
（
推
古
紀
三
十
二
年

（並）

九月条）

こ
の
記
事
の
前
の
同
年
四
月
条
に
は
、
仏
教
統
制
機
関
と
し
て
の
僧
綱
制

度
の
制
定
に
関
す
る
起
源
證
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
央

政
府
が
全
国
の
寺
院
を
管
理
統
制
す
る
た
め
に
「
縁
」
の
提
出
を
求
め
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
中
央
政
府
の
寺
院
統
制
の
詔
と
、

そ
れ
に
伴
う
寺
院
関
係
の
文
書
の
提
出
要
求
は
、
そ
の
後
の
記
事
に
も
見

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
霊
亀
二
年
五
月
十
五
日
条
な
ど
）
、
資
財
帳
の
提

出
記
事
が
そ
れ
に
当
た
る
。
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現
存
す
る
古
代
前
期
（
上
代
）
の
日
本
の
寺
院
縁
起
は
、
天
皇
と
仏
が

並
べ
て
賛
美
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
天
皇
が
積
極
的
に
仏
に
恭
順

の
意
思
を
示
し
て
い
る
。
「
元
興
寺
古
縁
起
』
で
は
、

そ
の
時
、
天
皇
、
即
ち
座
よ
り
起
ち
て
合
掌
し
た
ま
ひ
、
天
を
仰
い

で
至
心
流
涙
し
、
儀
悔
を
発
し
て
言
り
た
ま
は
く
、
「
我
が
現
在
の
父

母
六
親
春
属
、
愚
擬
邪
見
の
人
に
随
ひ
て
、
三
宝
を
即
ち
破
滅
焼
流

し
、
奉
る
と
こ
ろ
の
物
を
反
り
て
取
り
減
す
。
し
か
れ
ど
も
、
今
我

れ
、
等
由
良
の
後
宮
を
以
て
尼
寺
と
し
、
山
林
・
園
田
・
濱
・
封
戸
・

奴
脾
等
を
更
に
納
め
奉
れ
り
。
ま
た
敬
み
て
法
師
寺
を
造
り
、
田
園
．

封
戸
・
奴
碑
等
を
納
め
奉
れ
り
。
ま
た
敬
み
て
丈
六
の
二
躯
を
造
り
、

ま
た
自
余
の
種
々
の
善
根
を
修
め
た
り
。
こ
の
功
徳
を
以
て
、
我
が

現
在
の
父
母
六
親
春
属
等
の
仏
法
を
焼
流
せ
る
罪
、
及
び
奉
る
と
こ

ろ
の
物
を
返
り
て
取
り
減
せ
る
罪
を
、
悉
く
贈
い
除
滅
か
ん
と
欲
ひ

（以下略）

（羽）

と
い
っ
た
文
章
が
続
く
。
こ
れ
は
推
古
天
皇
が
、
自
分
の
先
祖
の
天
皇
が

仏
法
を
長
ら
く
排
斥
し
て
き
た
こ
と
を
俄
悔
し
、
こ
れ
か
ら
の
仏
へ
の
恭

順
を
誓
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
（
露
盤
銘
に
は
、
欽
明
天
皇
が
「
報
の
業
」

を
受
け
て
死
ん
だ
と
あ
る
）
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
追
和
し
て
中
臣
・
物
部
等

の
家
臣
も
、
今
後
は
固
く
三
宝
を
敬
う
こ
と
を
誓
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
か

ら
、
推
古
天
皇
は
聖
徳
太
子
を
召
し
て
、
「
そ
の
事
の
状
を
細
ひ
ら
か
に
知

り
、
我
が
治
し
め
し
在
る
時
、
凡
そ
仏
法
の
起
り
来
た
れ
る
相
、
井
び
に

元
興
寺
・
建
通
寺
等
の
成
り
来
た
れ
る
相
、
及
び
我
が
発
願
、
皆
細
ひ
ら

か
に
委
し
く
記
す
こ
と
を
せ
よ
」
と
告
げ
る
。
こ
の
天
皇
の
言
が
縁
起
作

成
の
動
機
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

「
元
興
寺
古
縁
起
」
の
こ
の
よ
う
な
記
載
は
、
福
山
氏
が
先
に
述
べ
た

よ
う
に
推
古
時
代
の
事
実
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
か
か
る
記
事
は
聖
武

天
皇
が
自
ら
を
「
三
宝
の
奴
」
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
四
月
一
日

条
）
と
述
べ
た
聖
武
朝
の
政
治
理
念
と
対
応
す
る
形
で
表
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
、
フ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
寺
院
に
と
っ
て
は
、
天
皇
の
仏
法
へ
の
恭
順

が
自
ら
の
寺
院
の
創
建
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
←
７
意
識
を
表
現
し
た
も

のだろう。

ま
た
、
こ
こ
で
は
「
山
林
・
園
田
・
漬
・
封
戸
・
奴
脾
等
を
更
に
納
め

奉
れ
り
」
「
ま
た
敬
み
て
法
師
寺
を
造
り
、
田
園
・
封
戸
・
奴
脾
等
を
納
め

奉
れ
り
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
の
繊
悔
が
具
体
的
に
は
寺
院
へ
の

財
産
の
寄
進
と
し
て
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
「
資
財
帳
」
が
「
縁

起
」
と
併
記
さ
れ
て
い
る
意
味
を
改
め
て
考
察
す
る
契
機
が
生
ま
れ
て
こ

し-季、『ノ。

四
、
寺
院
財
産
と
「
資
財
帳
」

「
伽
藍
縁
起
」
を
伴
わ
な
い
も
の
と
し
て
現
存
す
る
資
財
帳
と
し
て
は
、

「
西
大
寺
資
財
流
記
帳
」
（
宝
亀
十
一
年
成
立
）
、
「
阿
弥
陀
悔
過
資
財
帳
」

（
神
護
景
雲
元
年
成
立
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八

年
七
月
十
二
日
条
に
、
紀
寺
の
資
財
帳
の
存
在
を
示
す
記
事
が
あ
る
。

（狐）

竹
内
理
三
氏
に
よ
る
と
、
寺
院
の
経
営
・
維
持
に
寄
与
し
て
い
る
勢
力

に
は
、
朝
廷
・
檀
越
・
知
識
の
三
つ
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
中
で
、

こ
こ
で
は
知
識
に
注
目
し
て
み
た
い
。
「
知
識
」
は
、
奈
良
時
代
の
史
料
に

お
い
て
は
主
と
し
て
「
善
知
識
」
の
意
味
に
と
ら
れ
て
い
る
。
竹
内
氏
は
、

こ
の
知
識
が
「
僧
尼
の
勧
化
に
応
じ
て
財
捨
を
し
、
以
て
往
生
浄
土
を
得

る
の
機
縁
た
ら
ん
こ
と
を
翼
ふ
」
こ
と
を
述
べ
、
ま
た
「
而
し
て
、
そ
の

財
物
は
、
往
生
浄
土
の
機
縁
た
る
べ
き
も
の
故
、
之
を
知
識
物
と
称
し
た
」
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と
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
中
井
真
孝
氏
は
よ
り
明
解
に
、
知
識
の
こ
と
を

「
古
代
・
中
世
に
お
い
て
、
僧
尼
の
勧
化
に
応
じ
仏
事
に
結
縁
の
た
め
財
物

や
労
力
を
提
供
し
て
そ
の
功
徳
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
者
を
い
い
、
さ
ら

に
は
そ
の
動
機
・
行
為
や
寄
進
し
た
資
財
、
結
成
さ
れ
た
団
体
を
も
い
う
」

（弱）

と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
「
知
識
」
の
語
は
、
『
続
日
本
紀
』
や
『
寧
楽
遺

文
」
所
収
の
経
典
敬
語
・
金
石
文
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
知
識

は
「
知
識
結
」
と
い
う
集
団
を
形
成
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
従
事
し
、

寺
院
の
財
産
の
形
成
・
維
持
に
寄
与
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

竹
内
氏
は
そ
の
知
識
の
行
な
っ
た
事
業
（
氏
は
「
知
識
の
効
果
」
と
表

現
し
て
い
る
）
を
六
種
類
に
分
け
て
い
る
。

①
造
寺
造
塔
③
写
経
⑧
造
像
側
悔
過
法
会
⑤
薬
油
料
⑥

建
碑
・
義
橋

上
述
の
①
～
⑥
の
事
業
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
時
代
の
仏
教
信
仰
の
あ
り

方
を
示
す
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
と
い
、
フ
も

の
が
、
こ
の
よ
う
に
形
式
と
し
て
、
目
に
見
え
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る

こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
寺
院
に
と
っ
て
は
財
産
を
目
に
見
え
る

形
で
残
し
て
お
く
ｌ
記
録
す
る
’
こ
と
は
、
大
事
な
宗
教
的
行
為
に

なる。こ
の
意
味
か
ら
み
て
、
こ
こ
で
重
視
し
た
い
の
は
側
の
悔
過
法
会
で
あ

る
。
悔
過
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
己
の
罪
過
を
仏
の
前
で
俄
悔
す
る

儀
礼
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
国
家
レ
ベ
ル
に
な
る
と
国
家
安
穏
．
．
五
穀

豊
穣
・
治
病
息
災
な
ど
の
祈
願
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
前
者
の
個
人
レ

ベ
ル
の
も
の
に
せ
よ
、
後
者
の
レ
ベ
ル
に
せ
よ
、
お
そ
ら
く
布
施
と
い
う

形
で
財
産
の
寄
進
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
寺
院
に
あ

る
財
産
の
管
理
は
、
こ
の
意
味
で
も
重
要
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

悔
過
と
資
財
帳
の
結
び
付
き
は
、
前
述
し
た
「
阿
弥
陀
悔
過
資
財
帳
」
の

存
在
か
ら
も
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
書
と
の
関
連
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
正
倉
院
文
書
の
「
阿
弥
陀
悔
過
知
識
交
名
」

（
「
大
日
本
古
文
書
』
巻
十
七
、
一
二
頁
）
が
あ
る
。
ま
た
同
じ
正
倉
院

文
書
に
、
物
部
道
成
が
「
悔
過
知
識
」
を
奉
る
た
め
に
三
日
間
の
休
暇
を

申
し
出
て
い
る
文
書
が
あ
る
（
『
大
日
本
古
文
書
」
巻
十
七
、
五
八
八
頁
）
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
考
え
る
に
、
悔
過
の
際
に
は
財
産
・
財
物
の
寄
進
が

行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
文
献
上
は
し
ば
し
ば
「
知
識
」
と
表
現
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
悔
過
と
い
、
フ
場
で
行
な
わ
れ

（妬）

た
、
信
仰
者
の
「
捨
身
」
の
意
識
と
関
わ
っ
て
く
る
。
捨
身
と
は
、
仏
の

前
に
自
己
の
肉
体
を
捧
げ
る
修
行
で
あ
る
。
有
名
な
も
の
と
し
て
は
『
法

華
経
』
巻
六
「
薬
王
菩
薩
本
事
品
」
の
焼
身
供
養
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し

六
朝
時
代
の
中
国
で
は
皇
帝
や
貴
族
た
ち
が
寺
院
に
自
己
の
財
産
を
寄
進

す
る
こ
と
を
捨
身
と
称
し
た
。
な
か
で
も
有
名
な
も
の
と
し
て
梁
の
武
帝

（釘）

の
四
度
の
捨
身
が
あ
る
。
ま
た
沈
約
の
「
捨
身
願
疏
」
（
『
広
弘
明
集
」
巻

（犯）

第
二
十
八
）
に
も
財
産
の
寄
進
の
問
題
が
語
ら
れ
て
い
る
。
私
見
で
は
聖

武
天
皇
の
仏
教
信
仰
ｌ
「
三
宝
の
奴
」
と
称
す
る
な
ど
の
行
動
１
１
の

問
題
を
、
こ
の
中
国
六
朝
時
代
の
皇
帝
や
貴
族
た
ち
の
捨
身
か
ら
説
明
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
前
述
し
た
『
元
興
寺

古
縁
起
」
（
聖
武
天
皇
在
位
中
の
成
立
）
に
、
な
ぜ
推
古
天
皇
の
熾
悔
の
記

事
が
載
っ
て
い
る
の
か
の
原
因
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
こ
よ

、
フ
。
さ
ら
に
そ
れ
と
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
伽
藍
縁
起
」
と
「
流
記
資

財
帳
」
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
も
考
え
を
巡
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
伽

藍
縁
起
」
に
み
る
「
縁
起
」
の
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
中
国
で
は
前
述
し

た
よ
う
に
、
法
会
の
場
に
お
け
る
繊
悔
や
衆
生
教
化
の
た
め
の
物
語
で
あ
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こ
こ
で
は
、
古
代
前
期
の
文
学
と
い
わ
ゆ
る
「
寺
院
縁
起
」
と
の
関
係

が
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
、
そ
し
て
現
時
点
で
は

（馴）

ど
の
よ
、
フ
な
こ
と
が
言
え
る
か
を
考
え
る
。

「
日
本
霊
異
記
』
と
寺
院
縁
起
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
守
屋
俊
彦
氏
、

多
田
一
臣
氏
な
ど
の
論
及
が
あ
る
。
た
と
え
ば
守
屋
氏
は
「
寺
院
縁
起

（躯）
発
掘
」
の
中
で
、
「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
』
の
縁
起
は
「
寺
と

天
皇
と
の
関
係
が
主
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
の
に
対
し
、
『
日

本
霊
異
記
』
の
大
安
寺
関
係
説
話
は
民
衆
に
向
か
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
古
代
の
寺
院
縁
起
に
は
、
公
的
と
私
的
、

朝
廷
向
け
と
民
衆
向
け
、
の
二
通
り
の
縁
起
讃
が
あ
っ
た
と
み
て
置
い
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
公
的
」
な
も

の
は
「
縁
起
」
と
呼
ん
で
よ
い
だ
ろ
う
が
、
「
私
的
」
で
「
民
衆
向
け
」
の

「
縁
起
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
想
定
す
る
か
に
問
題
が
残
っ
て
い
よ

う
。
そ
の
意
味
か
ら
す
る
と
「
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
は
、
明
ら
か
に
「
伽

藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
と
は
別
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
認
識
で
き

る
。
「
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
を
〈
寺
院
縁
起
〉
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
『
日

本
霊
異
記
』
説
話
は
寺
院
関
係
説
話
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。
多
田
氏

る
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
「
流
記
資
財
帳
」
も
法
会
の
場
に
お
け
る
財
産

の
蕩
尽
や
捨
身
と
深
い
関
連
が
あ
る
の
な
ら
、
古
代
日
本
の
〈
寺
院
縁
起
〉

（調）

は
、
法
会
と
い
う
場
に
お
い
て
、
「
伽
藍
縁
起
」
と
「
流
記
資
財
帳
」
と
が

一
体
と
な
っ
て
機
能
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く

と
も
、
こ
の
両
者
を
各
寺
院
が
文
書
と
し
て
作
成
し
、
保
持
し
て
い
た
理

（犯）

由
は
前
述
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

五
、
〈
寺
院
縁
起
〉
と
『
日
本
霊
異
記
』

は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

『
霊
異
記
』
に
収
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
縁
起
は
、
官
に
提
出
さ
れ
た
縁

起
と
は
違
い
、
開
創
の
由
来
が
歴
史
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
は

な
く
、
そ
こ
に
生
ず
る
奇
跡
や
霊
験
に
関
心
が
注
が
れ
る
傾
向
が
著

し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
縁
起
が
説
話
の
枠
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
結
果

で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
む
し
ろ
縁
起
が
現
実

の
説
教
の
場
で
、
一
種
の
霊
験
證
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
官
に
提
出
さ
れ
た
縁
起
は
、
提
出
に
際
し

て
開
創
の
歴
史
の
み
を
記
し
、
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

（妃）

わかる。

と
述
べ
て
い
る
。
基
本
的
に
首
肯
で
き
る
が
、
た
だ
『
日
本
霊
異
記
』
が

「
縁
起
が
説
話
の
枠
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
結
果
」
に
よ
り
成
っ
た
と
い
、
フ
見

解
に
つ
い
て
は
、
「
組
み
入
れ
」
た
と
い
う
「
縁
起
」
を
ど
こ
ま
で
実
体
的

に
想
定
で
き
る
か
が
問
題
に
な
ろ
う
。

中
野
猛
氏
は
〈
日
本
霊
異
記
の
縁
起
〉
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
「
縁
起

説
話
と
呼
ぶ
も
の
は
様
々
で
あ
る
し
、
定
義
も
む
つ
か
し
い
」
と
述
べ
た

上
で
、
上
巻
第
五
縁
（
特
に
、
い
わ
ゆ
る
〈
比
蘇
寺
縁
起
〉
の
箇
所
）
と

中
巻
第
二
十
一
縁
（
東
大
寺
霜
索
堂
の
由
来
讃
）
は
寺
院
の
縁
起
説
話
と

（“）

し
て
認
め
て
よ
か
ろ
、
フ
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
上
巻
第

七
縁
（
三
谷
寺
建
立
の
由
来
謹
。
テ
ー
マ
は
亀
報
恩
讃
に
あ
る
）
に
つ
い

て
は
、
こ
の
話
の
原
典
で
あ
る
「
冥
報
記
』
の
説
話
が
寺
院
と
は
関
係
な

い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
中
巻
第
八
、
十
二
縁
の
蟹
報
恩
證
は
寺

院
と
は
関
係
が
な
い
が
、
類
話
の
「
法
華
験
記
』
巻
下
、
百
二
十
三
話
は

蟹
満
多
寺
の
縁
起
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
た
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
中
野
氏
は
、
仏
像
の
霊
験
證
そ
の
他
を
縁
起
説
話
の
中
に
加
え
る
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と
、
「
縁
起
説
話
の
範
囲
は
き
わ
め
て
漠
然
と
し
た
も
の
に
な
り
、
寺
院
を

舞
台
と
し
た
説
話
、
仏
像
に
関
す
る
説
話
は
こ
と
ご
と
く
縁
起
説
話
と
い

う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
考
え
る
に
、
あ
る
構
成
を
持
っ
た
話
型
を
説
話
と
し
て
定
着

さ
せ
る
際
に
、
何
等
か
の
主
題
を
付
与
し
て
縁
起
誼
と
す
る
こ
と
は
容
易

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
縁
起
」
を
寺
院
関
係
の
説
話
に
の
み
限

定
し
て
考
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
上
巻
第
三
十
縁
は
膳
の
臣
広
国
の
冥
界
遊
行
證
と
さ
れ
て
い

る
。
広
国
は
慶
雲
二
年
九
月
に
急
死
す
る
も
三
日
後
に
蘇
生
し
て
冥
界
の

様
子
を
語
る
。
そ
こ
で
は
、
悪
報
に
よ
り
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
父
は
広
国

に
、
「
汝
、
急
や
か
に
わ
が
た
め
に
仏
を
造
り
経
を
写
し
、
罪
の
苦
を
蹟
へ
・

慎
々
、
忘
る
る
こ
と
な
か
れ
」
と
言
い
残
す
。
そ
の
た
め
広
国
は
、
「
そ
の

父
の
奉
為
に
、
仏
を
造
り
経
を
写
し
、
三
宝
を
供
養
し
て
、
父
の
恩
を
報

い
ま
つ
り
、
受
く
る
と
こ
ろ
の
罪
を
贈
ひ
き
」
と
あ
る
の
だ
が
、
も
し
こ

の
後
に
、
そ
の
と
き
造
ら
れ
た
仏
像
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
れ
ば
、
説
話
全
体
が
造
仏
縁
起
と
見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
寺
院
の

建
立
を
記
述
し
た
な
ら
ば
、
説
話
全
体
は
容
易
に
そ
の
寺
院
の
「
縁
起
」

と
し
て
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
説
話
の
「
語
り
手
」
の
恐

意
的
な
推
敲
に
よ
り
、
説
話
の
主
題
が
い
く
ら
で
も
変
容
す
る
可
能
性
を

示
し
て
い
る
。
そ
の
主
題
を
決
定
す
る
場
、
推
敲
を
可
能
に
す
る
場
と
し

て
、
仏
教
儀
礼
の
場
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

六
、
結

古
代
日
本
に
お
け
る
寺
院
縁
起
の
源
流
は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
金
石

文
の
系
譜
に
置
く
よ
り
も
、
法
会
な
ど
の
仏
教
儀
礼
に
お
い
て
何
等
か
の

機
能
を
持
っ
た
文
書
の
名
称
と
し
て
あ
る
こ
と
を
、
中
国
の
用
例
や
、
現

存
の
寺
院
縁
起
の
内
容
な
ど
か
ら
推
論
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
寺
院
縁
起

が
資
財
帳
と
共
に
あ
る
こ
と
の
理
由
、
ま
た
『
日
本
霊
異
記
』
の
〈
寺
院

縁
起
〉
利
用
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
考
え
た
。
古
代
の
文
献
の
成
立
に
あ

た
っ
て
、
そ
の
先
行
史
料
と
し
て
「
縁
起
」
が
利
用
さ
れ
た
と
い
う
言
い

方
が
よ
く
さ
れ
る
が
、
古
代
人
が
「
縁
起
」
と
命
名
し
た
文
献
と
、
現
代

の
研
究
者
が
話
型
か
ら
「
縁
起
」
と
命
名
し
た
も
の
と
を
混
同
し
て
論
ず

る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
寺
院
縁
起
に
つ
い
て
は
、
説
話
と
の

関
わ
り
を
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
け
る
概
念
を
再
検
討
す
る

必
要
を
感
じ
る
。
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
問
題
も
多
い
が
、
ひ
と
ま
ず
の
ま

と
め
と
す
る
。

注
（
１
）
中
村
一
空
仏
教
語
大
辞
典
」
（
縮
刷
版
、
東
京
書
籍
、
昭
和
五
十
六

年）。

（
２
）
三
枝
充
悪
・
中
村
元
夷
ウ
ッ
ダ
』
（
小
学
館
、
昭
和
六
十
二
年
）
。

（
３
）
中
村
元
ほ
か
編
「
岩
波
仏
教
辞
典
」
（
岩
波
書
店
、
平
成
元
年
）
。

（
４
）
水
野
柳
太
郎
氏
は
「
寺
院
縁
起
は
、
日
本
に
仏
教
が
伝
来
す
る
以

前
に
中
国
や
朝
鮮
で
成
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
」
（
「
寺
院
縁
起

の
成
立
」
『
日
本
古
代
の
寺
院
と
史
料
』
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
五
年
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
記
し
て
い
な

い
。
中
野
猛
氏
は
「
縁
起
と
い
う
言
葉
を
寺
院
の
建
立
説
話
に
使
用

す
る
こ
と
自
体
、
日
本
独
特
の
語
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
」
（
「
霊
異
記

以
前
の
縁
起
に
つ
い
て
Ｉ
縁
起
説
話
研
究
序
説
ｌ
嶌
馬
淵
和
夫

博
士
退
官
記
念
説
話
文
学
論
集
』
、
大
修
館
書
店
、
昭
和
五
十
六
年
）

と述べている。

（
５
）
（
４
）
中
野
前
掲
論
文
。
東
野
治
之
ヨ
続
日
本
紀
』
所
載
の
漢
文
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作
品
」
会
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、
昭
和
五
十
八
年
）
。
多

田
一
臣
「
寺
の
縁
起
」
（
古
橋
信
孝
編
『
日
本
文
芸
史
」
第
一
巻
・
古

代
Ｉ
、
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
六
十
一
年
）
な
ど
。

（
６
）
こ
れ
ら
が
日
本
の
金
石
文
の
文
章
の
出
典
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い

ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
諸
氏
の
研
究
が
あ
る
。
（
５
）
東
野
前
掲

論
文
．
蔵
中
し
の
ぶ
ヨ
南
天
竺
婆
羅
門
僧
正
碑
井
序
』
と
高
僧
伝
１

１
仏
教
漢
文
伝
の
文
学
史
的
意
義
ｌ
」
（
「
水
門
」
第
十
五
号
、
昭

和
六
十
一
年
十
一
月
）
な
ど
。

（
７
）
引
用
は
以
下
、
小
尾
郊
一
『
文
選
（
文
章
編
）
七
」
（
全
釈
漢
文
大

系
、
集
英
社
、
昭
和
五
十
一
年
）
か
ら
。

（
８
）
戸
田
浩
暁
『
文
心
雛
龍
上
』
（
新
釈
漢
文
大
系
、
明
治
書
院
、
昭

和四十九年）。

（
９
）
上
代
漢
文
伝
の
源
流
に
『
文
選
」
や
『
広
弘
明
集
」
所
収
の
墓
誌
．

碑
文
を
想
定
す
る
考
え
は
、
蔵
中
し
の
ぶ
氏
の
論
に
見
ら
れ
る
。
「
上

代
漢
文
伝
の
成
立
と
『
続
日
本
紀
」
１
１
官
人
莞
卒
伝
と
僧
伝
の
性

格
の
ち
が
い
か
ら
ｌ
」
（
「
上
代
文
学
」
第
六
十
四
号
、
平
成
二
年

四月）・

（
刑
）
『
梁
高
僧
伝
」
（
文
殊
出
版
社
、
中
華
民
国
七
十
七
年
）
・

（
ｕ
）
神
田
喜
一
郎
「
王
居
士
溥
塔
銘
」
（
『
書
道
全
集
」
第
八
巻
、
平
凡

社
、
昭
和
三
十
二
年
）
。

（
里
神
田
喜
一
郎
「
三
階
教
に
関
す
る
陪
唐
の
古
碑
」
（
『
神
田
喜
一
郎

全
集
』
第
一
巻
、
同
朋
舎
、
昭
和
六
十
一
年
）
・

（
過
）
小
泉
道
校
注
『
日
本
霊
異
記
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、

昭
和
五
十
九
年
）
。
以
下
同
じ
。

（
Ｍ
）
引
用
は
、
上
代
文
献
を
読
む
会
編
『
古
京
遺
文
注
釈
』
（
桜
楓
社
、

平
成
元
年
）
。
以
下
同
じ
。

（
略
）
「
コ
ト
ノ
モ
ト
・
モ
ト
・
ム
カ
シ
」
亀
物
語
文
学
成
立
史
』
東
京

大
学
出
版
会
、
昭
和
六
十
二
年
）
。

（
略
）
中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
四
」
（
講
談
社
文
庫
、
昭
和
五

十八年）・

（
Ⅳ
）
『
続
日
本
紀
一
二
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
平
成

二年）。

（
岨
）
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
第
十
二
所
収
「
法
苑
雑
縁
原
始
集
目
録
」
（
釈

僧
祐
撰
）
に
は
、
「
縁
記
」
と
題
さ
れ
た
八
十
六
の
文
書
名
が
見
ら
れ

る
（
大
正
蔵
第
五
十
五
巻
、
九
○
ｂ
～
九
二
ｂ
）
。
こ
れ
ら
の
文
書
の

性
格
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
の
機
会
を
持
ち
た
い
。

（
岨
）
大
正
蔵
五
十
一
巻
、
一
八
四
ｂ
。

（
別
）
『
法
苑
珠
林
』
巻
第
百
、
伝
記
篇
（
大
正
蔵
第
五
十
三
巻
、
一
○

二
三
ａ
～
ｂ
）
に
も
あ
る
。
ま
た
、
『
新
唐
書
』
芸
文
志
三
に
も
見
ら

れる。

（
型
後
代
の
も
の
で
あ
る
が
『
東
大
寺
要
録
』
所
収
の
「
縁
起
」
の
性

格
な
ど
も
合
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
堀
池
春
峰
「
東
大
寺

要
録
編
纂
に
つ
い
て
」
（
『
南
都
仏
教
史
の
研
究
上
東
大
寺
篇
』
法

蔵
館
、
昭
和
五
十
五
年
）
参
照
。
こ
の
論
で
は
「
資
財
帳
」
に
つ
い

て
も
考
察
し
て
い
る
。

（
塊
）
人
民
文
学
出
版
社
、
昭
和
三
十
二
年
。

（
羽
）
ペ
リ
オ
一
二
九
三
号
。
現
代
語
訳
は
福
井
文
雅
・
松
尾
良
樹
他
訳

『
大
乗
仏
典
〈
中
国
・
日
本
編
〉
・
敦
煙
Ｉ
」
（
中
央
公
論
社
、
平
成
四

年）・

（
別
）
ペ
リ
オ
三
○
四
八
号
。
現
代
語
訳
は
入
矢
義
高
編
「
仏
教
文
学
集
』

（
中
国
古
典
文
学
大
系
、
平
凡
社
、
昭
和
五
十
年
）
。

（
空
「
変
．
変
相
・
変
文
札
記
」
（
「
東
洋
学
論
叢
・
東
洋
大
学
文
学
部

紀
要
第
三
十
集
仏
教
学
科
・
中
国
哲
学
文
学
科
篇
Ⅱ
」
昭
和
五
十
二

年三月）。

- ８ ４ -



｢縁起」とく寺院縁起＞概念をめぐって

（
恥
）
『
元
興
寺
古
縁
起
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
松
木
裕
美
「
二
種
類
の

元
興
寺
縁
起
」
（
「
日
本
歴
史
」
第
三
二
五
号
、
昭
和
五
十
年
六
月
）
、

構
成
に
つ
い
て
は
田
村
円
澄
ヨ
元
興
寺
古
縁
起
（
元
興
寺
伽
藍
縁
起

井
流
記
資
財
帳
髻
私
釈
・
私
考
」
（
井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
会
編

『
古
代
史
論
叢
』
中
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
三
年
）
参
照
。

（
”
）
『
寺
社
縁
起
」
（
日
本
思
想
大
系
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
十
年
）
。

以下同じ。

（
邪
）
『
日
本
建
築
史
研
究
」
（
墨
水
書
房
、
昭
和
四
十
三
年
）
。
初
出
は

昭
和
九
年
。
以
下
同
じ
。

（
空
大
矢
透
『
仮
名
源
流
考
及
証
本
写
真
』
（
国
定
教
科
書
共
同
販
売
所
、

明
治
四
十
四
年
）
。
昭
和
四
十
五
年
、
勉
誠
社
に
て
再
刊
。

（
釦
）
「
古
代
の
文
字
」
（
『
講
座
国
語
史
第
二
巻
音
韻
史
・
文
字
史
」

大
修
館
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
）
。

（
別
）
（
４
）
水
野
前
掲
論
文
で
は
、
僧
綱
か
ら
雛
形
が
示
さ
れ
た
可
能
性

を
想
定
し
て
い
る
。

（
塊
）
『
日
本
書
紀
」
下
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四

十年）。

（
羽
）
山
田
直
巳
氏
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
記
事
を
「
霊
異
の
想
像
力
」
と

い
う
論
点
か
ら
論
じ
て
い
る
（
二
寺
院
縁
起
』
論
ｌ
こ
と
ば
と
霊

異
の
想
像
力
ｌ
」
『
異
形
の
古
代
文
学
』
新
典
社
、
平
成
五
年
）
。

（
別
）
『
奈
良
朝
時
代
に
於
け
る
寺
院
経
済
の
研
究
』
（
大
岡
山
書
店
、
昭

（
妬
）
「
共
同
体
と
仏
教
」
（
『
日
本
古
代
仏
教
制
度
史
の
研
究
」
法
蔵
館
、

平成三年）。

（
韮
拙
稿
「
日
本
霊
異
記
と
中
国
仏
教
ｌ
下
巻
第
三
十
八
縁
を
め
ぐ

っ
て
ｌ
」
（
「
上
代
文
学
」
第
六
十
六
号
、
平
成
三
年
四
月
）
で
一

部論じた。

和七年）。

〔付記〕本
稿
は
、
一
九
九
三
年
一
月
九
日
の
古
代
文
学
会
例
会
で
の
口
頭
発
表
を

も
と
に
、
加
筆
補
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
御
教
示
を
頂
い
た
諸

氏
に
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
訂
）
森
三
樹
三
郎
『
梁
の
武
帝
ｌ
仏
教
王
朝
の
悲
劇
Ｉ
」
（
平
楽
寺
書
店
、

昭
和
三
十
一
年
）
に
詳
し
い
。

（
羽
）
辰
巳
正
明
「
六
朝
士
大
夫
と
憶
良
」
亀
万
葉
集
と
中
国
文
学
第
一
二

笠
間
書
院
、
平
成
五
年
）
参
照
。

（
釣
）
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
近
年
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
は
法
会
の

場
に
お
い
て
唱
導
・
説
法
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ

た
中
村
史
氏
の
一
連
の
論
考
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
ヨ
日
本
霊
異

記
』
収
載
の
六
斎
日
説
話
」
（
福
田
晃
編
『
日
本
文
学
の
原
風
景
』
三

弥
井
書
店
、
平
成
四
年
一
月
）
、
ヨ
日
本
霊
異
記
」
観
音
説
話
と
法
会

唱
導
」
（
「
仏
教
文
学
」
第
十
六
号
、
平
成
四
年
三
月
）
な
ど
。
ま
た

古
代
文
学
に
お
け
る
仏
教
儀
礼
の
は
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
猪
股
と

き
わ
氏
の
研
究
が
あ
る
。
「
宮
廷
と
寺
院
ｌ
占
一
后
宮
の
維
摩
講
か
ら

ｌ
」
（
古
代
文
学
会
例
会
口
頭
発
表
、
平
成
四
年
十
二
月
五
日
）
な
ど
。

（
㈹
）
（
５
）
多
田
前
掲
論
文
で
は
、
宣
命
体
と
い
う
点
か
ら
、
「
縁
起
」

が
説
教
の
場
に
お
け
る
講
説
と
し
て
存
在
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
虹
）
『
日
本
書
紀
」
と
寺
院
縁
起
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
松
木
裕
美
「
日

本
書
紀
編
纂
と
寺
院
縁
起
」
（
「
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
」
第
六
輯
、

昭
和
五
十
年
三
月
）
に
論
が
あ
る
。

（
岨
）
『
日
本
霊
異
記
論
」
（
和
泉
書
院
、
昭
和
六
十
年
）
。

（
粥
）
（
５
）
多
田
前
掲
論
文
。

（
“
）
（
４
）
中
野
前
掲
論
文
。

- ８５ -


