
板
石
塔
婆
の
成
立
と
展
開

播

磨

定

男

第7号

は
じ
め
に

 
わ
が
国
塔
婆
史
に
お
い
て
石
造
塔
婆
が
出
現
す
る
の
は
既
に

白
鳳
時
代
か
ら
で
あ
る
。

 
石
塔
寺
（
滋
賀
県
蒲
生
郡
蒲
生
町
）
の
三
重
塔
や
当
麻
寺

（
奈
良
県
北
葛
城
郡
当
麻
町
）
の
石
燈
籠
な
ど
は
こ
れ
の
初
発

を
告
げ
る
遺
品
で
あ
る
が
ω
、
 
こ
の
時
代
の
も
の
は
数
も
響
く

造
立
の
目
的
も
五
重
塔
な
ど
の
木
造
伽
藍
と
同
じ
く
、
寺
院
の

中
心
的
建
築
物
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
平
安
時
代
に
至
る
と
末
法
思
想
に
よ
る
造
塔
信
仰

が
盛
ん
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
石
造
塔
婆
史
に
一
大
変
革
を
も

た
ら
し
た
。

 
今
日
全
国
各
地
で
発
見
さ
れ
る
五
輪
塔
・
宝
塔
・
笠
塔
婆
な

ど
の
遺
品
は
す
べ
て
こ
の
時
代
に
始
源
を
も
っ
て
お
り
、
か
か

る
様
々
の
造
塔
形
式
を
発
生
せ
し
め
た
こ
と
と
、
そ
の
造
立
目

的
が
供
養
塔
婆
と
し
て
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
最
も
大
き
な
特
色

を
も
っ
て
い
る
。

 
つ
ま
り
、
こ
れ
以
前
の
塔
婆
は
仏
舎
利
を
奉
安
す
る
木
造
建

築
が
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
平
安
時
代
以
降
は
死
者
の
追

善
供
養
・
願
主
の
逆
修
の
た
め
に
造
立
さ
れ
、
用
材
も
木
だ
け

で
な
く
金
属
・
石
な
ど
と
多
種
類
に
な
り
、
様
々
の
塔
婆
形
式

が
発
生
す
る
と
共
に
こ
れ
ら
は
寺
院
の
内
外
に
安
置
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
所
で
、
こ
う
し
た
わ
が
国
石
造
塔
婆
の
流
れ
の
中
で
発
生
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

た
一
つ
に
板
石
塔
婆
と
称
さ
れ
る
特
殊
な
形
態
を
有
す
る
も
の

が
あ
る
。

 
板
碑
・
板
仏
・
青
石
塔
婆
な
ど
と
も
称
さ
れ
て
い
る
が
、
勿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
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板石塔婆の成立と展開

論
こ
れ
ら
は
板
石
塔
婆
と
同
様
後
代
に
至
っ
て
他
塔
婆
形
式
の

も
の
と
区
別
す
る
た
め
に
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
働
。

 
し
か
し
こ
の
板
石
塔
婆
が
一
体
ど
の
よ
う
な
形
態
と
内
容
を

も
っ
た
石
造
塔
婆
で
あ
る
か
、
簡
単
に
言
え
ば
板
石
塔
婆
と
は

何
か
、
と
言
う
き
わ
め
て
原
初
的
・
基
礎
的
問
い
が
実
は
最
も

困
難
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

 
何
故
な
ら
板
石
塔
婆
の
名
称
は
前
述
の
如
く
後
代
に
様
々
の

石
造
遺
品
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
形
態
的
特
長
を
抽
出
し
て
石
造

塔
婆
の
分
類
上
の
一
概
念
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
の
後
の
発
掘
調
査
に
よ
り
既
成
の
分
類
概
念
に
は
必
ず
し
も

相
応
し
な
い
遺
品
が
発
見
さ
れ
、
今
日
で
は
こ
の
概
念
の
再
吟

味
、
名
称
自
体
の
適
否
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態

に
至
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

 
小
稿
は
山
口
県
大
島
郡
東
和
町
所
在
の
建
仁
二
年
（
一
二
〇

二
）
銘
を
有
す
る
板
石
塔
婆
㈲
の
発
見
を
直
接
の
契
機
と
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
塔
婆
の
学
界
に
対
す
る
紹
介
と
考
察
は

既
に
他
に
発
表
し
て
あ
る
ω
。

 
そ
の
際
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
塔
婆
が
そ
の
形
態
的
特

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
二

長
、
造
立
内
容
か
ら
し
て
同
時
代
の
ど
の
塔
婆
形
式
の
範
躊
に

属
す
る
か
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

 
そ
の
位
置
づ
け
と
意
義
を
追
求
す
る
こ
と
は
必
然
的
に
如
上

の
板
石
塔
婆
の
概
念
規
定
問
題
に
触
れ
る
こ
と
に
な
り
、
浅
学

非
才
を
も
省
み
ず
に
従
来
の
学
説
に
対
す
る
批
判
と
私
見
を
述

べ
た
が
、
そ
の
際
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け

て
展
開
し
た
板
石
塔
婆
の
事
例
と
し
て
掲
げ
た
遺
品
に
つ
い
て

は
、
論
述
上
の
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
、
同
時
代
の
他
塔
婆
形

式
の
も
の
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
を
一
部
省
略
し
て
あ
る
。

 
し
か
し
従
来
の
板
石
塔
婆
の
概
念
を
糺
し
こ
れ
の
独
自
的
展

．
開
を
立
証
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
が
同
時
代
或
は
そ
れ
以
前

に
成
立
し
た
他
塔
婆
形
式
の
ど
の
範
疇
に
も
入
ら
な
い
こ
と
が

証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
従
っ
て
こ
こ
で
は
こ
の
課
題
を
主
ど
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と

に
す
る
が
、
論
旨
を
明
ら
か
に
し
こ
の
小
稿
に
一
貫
性
を
も
た

せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
板
石
塔
婆
の
概
念
規
定
の
問
題
が

先
ず
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
後
に
例
証
と
し
て
の
遺
品

の
吟
味
を
行
い
、
最
後
に
こ
れ
の
成
立
の
意
義
に
つ
い
て
触
れ

る
こ
と
に
し
た
い
。
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第7号

二
「
板
石
塔
婆
」
の
概
念
規
定

 
従
来
板
石
塔
婆
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
、

先
ず
河
出
書
房
版
『
日
本
歴
史
画
辞
典
』
に
川
勝
政
太
郎
氏
が

執
筆
さ
れ
た
解
説
を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
 
元
来
板
状
の
石
材
を
用
い
て
作
ら
れ
た
塔
婆
か
ら
出
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
名
称
で
、
関
東
・
徳
島
県
方
面
で
は
板
状
の
緑
泥
片
岩
を

 
 
多
く
産
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
古
遺
品
が
早
く
か
ら
注
目

 
 
さ
れ
た
。
こ
と
に
関
東
で
は
＝
一
二
七
（
嘉
禄
三
）
年
の

 
 
埼
玉
県
大
里
郡
小
原
村
須
賀
広
の
板
碑
の
ご
と
き
を
古
例

 
 
と
し
て
、
鎌
倉
室
町
時
代
に
盛
行
し
、
遺
品
も
嚇
し
い
数

 
 
に
の
ぼ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
へ

 
 
 
一
般
的
な
形
状
の
特
徴
は
、
頂
上
を
三
角
形
と
し
、
そ

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
の
下
に
二
段
の
切
り
込
み
と
額
部
を
作
り
、
相
当
の
高
さ

 
 
の
あ
る
身
部
を
設
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
身
部
に
は
梵
字

 
 
の
種
子
や
仏
像
を
本
尊
と
し
て
表
わ
し
、
さ
ら
に
願
文
・

 
 
偶
文
・
願
主
名
・
年
紀
な
ど
を
刻
ん
だ
も
の
が
多
い
。
死

 
 
者
の
菩
提
の
た
め
ま
た
は
願
主
の
逆
修
の
た
め
に
造
ら
れ

 
 
る
場
合
が
普
通
で
あ
る
。

 
 
 
こ
の
形
状
は
五
卒
輪
回
婆
形
が
省
略
変
形
さ
れ
た
も
の

 
 
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
れ
に
は
一
石
を
も
っ
て
二
基
二
二
基

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
を
連
刻
し
た
例
も
あ
る
。
石
材
の
関
係
で
板
状
で
は
な
く

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
と
も
板
碑
化
石
塔
婆
は
各
地
に
普
及
し
、
地
方
色
を
示
す

 
 
も
の
も
少
な
く
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
点
筆
者
註
）

 
板
石
塔
婆
の
名
称
の
由
来
、
形
態
的
特
長
、
成
立
年
代
、
造

立
趣
旨
、
源
流
等
に
亘
っ
て
簡
明
に
記
し
て
あ
る
が
、
こ
の
中

で
最
も
重
要
な
の
は
こ
の
塔
婆
の
形
態
的
特
長
で
あ
る
。

 
何
故
な
ら
こ
れ
が
定
ま
れ
ば
右
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
造
立
内

容
以
外
の
他
の
要
素
は
こ
れ
に
付
随
し
て
自
ら
決
定
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

 
板
状
の
石
材
を
用
い
し
か
も
頭
部
は
圭
角
山
形
・
横
二
条
の

沈
線
を
有
す
る
と
い
う
こ
の
二
大
条
件
は
、
板
石
塔
婆
を
し
て

他
塔
婆
形
式
か
ら
区
別
す
る
所
以
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
塔
婆

の
概
念
規
定
の
中
枢
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

 
所
で
、
右
の
概
念
が
石
造
塔
婆
分
類
上
の
そ
れ
と
し
て
今
日

尚
有
効
性
を
も
つ
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
実
際
の
遺
品
と
の
対

照
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
存
の
遺
品
で
見
る
限
り
で
は
こ
の
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
三
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板石塔婆の成立と展開

大
条
件
を
具
備
し
た
も
の
は
わ
が
国
石
造
塔
婆
史
の
中
で
、
特

定
の
地
域
に
し
か
展
開
し
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て

い
る
。

 
右
引
用
中
に
も
「
関
東
・
徳
島
県
方
面
で
は
板
状
の
緑
泥
片

岩
を
多
く
産
し
た
の
で
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
関
東
各
県
及

び
四
国
東
部
の
地
域
で
は
こ
の
地
方
特
産
の
緑
泥
片
岩
（
青

石
）
と
言
う
板
状
化
に
容
易
な
石
材
を
用
い
た
遺
品
が
大
部
分

を
占
め
る
紛
。

 
従
っ
て
板
石
塔
婆
・
板
碑
・
青
石
塔
婆
な
ど
の
名
称
そ
れ
自

体
は
こ
の
緑
泥
片
岩
製
の
形
状
や
石
質
か
ら
由
来
す
る
も
の
で

あ
る
が
㈲
、
 
し
か
し
こ
の
遺
品
は
他
の
特
長
た
る
頭
部
特
殊
形

態
を
も
併
有
す
る
た
め
右
の
概
念
中
に
は
板
状
と
頭
部
特
殊
形

態
と
言
う
二
つ
の
条
件
が
不
可
欠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
他
の
地
域
で
は
安
山
岩
や
花
嵩
岩
な
ど
を
用
材

と
す
る
た
め
加
工
法
も
異
な
り
、
角
柱
状
に
近
い
も
の
或
は
頭

部
の
特
殊
形
態
を
も
た
な
い
も
の
な
ど
が
あ
る
。

 
し
か
し
板
石
塔
婆
は
北
は
北
海
道
か
ら
西
南
は
薩
南
諸
島
に

至
る
ま
で
、
関
東
や
四
国
ほ
ど
集
在
は
し
て
い
な
い
が
、
大
体

全
国
隈
な
く
分
布
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
四

 
こ
れ
ら
は
緑
泥
片
岩
製
の
も
の
と
造
立
趣
旨
・
内
容
表
現
の

点
で
は
何
ら
変
わ
ら
な
い
が
、
一
方
が
形
状
の
上
で
板
状
の
整

形
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
こ
れ
は
一
般
に
不
整
形
で
あ
り
、

何
よ
り
も
そ
の
発
生
年
代
が
関
東
・
四
国
系
の
も
の
よ
り
遅
れ

る
た
め
自
然
石
板
碑
・
類
型
板
碑
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る
。

 
つ
ま
り
板
石
塔
婆
の
概
念
は
最
初
の
二
大
条
件
を
有
す
る
も

の
か
ら
次
第
に
こ
れ
を
拡
大
解
釈
し
て
、
造
立
趣
旨
・
内
容
表

現
が
同
一
の
も
の
で
あ
れ
ば
た
と
え
そ
の
条
件
を
欠
く
も
の
で

も
こ
の
範
疇
に
含
め
る
と
い
う
考
え
方
が
と
ら
れ
て
き
て
い
る

の
で
あ
る
。

 
し
か
し
こ
れ
に
は
二
大
条
件
を
有
す
る
緑
泥
片
岩
製
（
以
下

青
石
塔
婆
形
式
と
称
す
る
）
の
も
の
こ
そ
こ
の
塔
婆
形
式
の
基

本
形
で
あ
り
、
他
は
こ
れ
の
変
形
・
退
化
で
あ
る
と
す
る
考
え

が
そ
の
根
底
に
あ
り
、
依
然
と
し
て
板
石
塔
婆
H
青
石
塔
婆
形

式
と
す
る
解
釈
が
中
心
を
な
し
て
い
る
。

 
そ
し
て
こ
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
、
板
石
塔
婆
は
関
東
を
一

元
発
祥
地
と
し
鎌
倉
幕
府
政
権
の
成
立
と
共
に
地
方
に
拡
散
普

及
し
た
と
す
る
解
釈
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
ω
。

 
事
実
、
先
学
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
二
大
条
件
を
有
す
る
も
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第7号

の
の
初
発
期
の
遺
品
は
関
東
に
多
く
発
見
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が

右
の
立
論
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
塔
婆
の
名

称
の
由
来
と
も
な
っ
た
板
状
の
特
長
は
青
石
塔
婆
形
式
の
も
の

だ
け
が
も
つ
独
自
の
条
件
で
は
な
く
、
し
か
も
こ
の
特
長
を
備

え
た
遺
品
は
後
述
の
如
く
青
石
塔
婆
形
式
の
最
古
遺
品
で
あ
る

埼
玉
県
須
賀
広
の
嘉
禄
三
年
掛
＝
一
二
七
）
碑
よ
り
も
年
代
的

に
早
く
、
既
に
平
安
時
代
末
期
か
ら
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
ら
の
遺
品
の
う
ち
福
岡
県
鎮
国
寺
の
元
永
二
年
（
一
一

一
九
）
塔
や
徳
島
県
椿
地
の
寿
永
四
年
（
一
一
八
五
）
塔
は
早

く
か
ら
発
見
さ
れ
先
学
に
よ
っ
て
も
注
目
せ
ら
れ
て
き
た
が
、

板
状
の
形
態
を
し
て
い
て
も
頭
部
特
殊
形
態
の
条
件
を
欠
く
た

め
青
石
塔
婆
形
式
の
も
の
と
は
一
線
を
画
さ
れ
、
 
「
古
碑
」
㈲

コ
石
板
状
塔
婆
」
ω
な
ど
と
称
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
。

 
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
同
時
代
の
他
塔
婆
形
式
、
例
え
ば
五
輪
、

塔
や
笠
塔
婆
な
ど
と
は
別
範
疇
の
独
自
の
形
態
を
有
す
る
こ
と

は
、
青
石
塔
婆
形
式
の
発
生
と
の
関
連
で
甚
だ
重
要
性
を
も
つ

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
存
在
を
契
機
と
し
て
板
石
塔
婆
と
は

何
か
、
再
び
こ
の
名
称
の
原
義
に
立
ち
返
っ
て
新
た
な
問
を
発

し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

 
勿
論
こ
れ
ら
の
遺
品
が
青
石
塔
婆
形
式
の
先
行
形
態
と
し
て

の
地
位
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
右
の
遺
品
だ
け
に
止
ら
ず
し
て

こ
れ
と
類
似
性
を
も
っ
た
も
の
の
発
掘
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ

る
。 

こ
れ
ま
で
は
事
例
が
奪
い
た
め
理
論
的
段
階
に
止
っ
て
い
た

が
、
後
述
の
如
く
こ
れ
ら
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
遺
品
は
平
安

時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
既
に
一
〇
例
も
存
在

し
、
こ
れ
ら
は
青
石
塔
婆
形
式
の
も
の
と
造
立
趣
旨
を
同
じ
く

す
る
一
石
板
状
の
供
養
塔
婆
で
あ
る
。

 
従
っ
て
、
板
石
塔
婆
の
名
称
は
こ
れ
の
字
義
か
ら
解
し
て
も

板
状
の
石
造
塔
婆
を
指
す
用
語
と
し
て
使
用
さ
る
べ
き
で
、
具

体
的
に
は
青
石
塔
婆
形
式
の
も
の
や
こ
れ
ま
で
類
形
板
碑
と
称

さ
れ
て
い
た
自
然
石
状
の
も
の
、
更
に
は
如
上
の
板
状
の
遺
品

な
ど
を
そ
の
範
躊
に
お
さ
め
た
石
造
塔
婆
分
類
上
の
用
語
と
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
一
度
特
定
の
対
象
を
内
実
化
し
て

成
立
し
た
名
称
を
単
に
拡
大
解
釈
し
て
便
宜
的
に
使
用
す
る
こ

と
は
、
却
っ
て
学
問
的
に
混
乱
を
招
来
す
る
恐
れ
無
し
と
し
な

い
。

 
そ
こ
で
こ
れ
の
実
証
を
掲
げ
る
前
に
板
石
塔
婆
の
概
念
を
明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
五
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板石塔婆の成立と展開

確
に
し
た
い
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
は
か
っ
て
京
田
良
志
氏
が

試
み
ら
れ
た
板
石
塔
婆
1
1
一
観
面
石
造
塔
婆
と
す
る
業
績
が
あ

り
㈹
、
先
ず
こ
れ
の
検
討
か
ら
入
る
こ
と
に
す
る
。

 
氏
は
「
板
石
塔
婆
は
必
ず
し
も
葛
巻
チ
が
板
状
で
あ
る
と
こ

ろ
の
石
造
塔
婆
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
、
従
来
の

板
石
塔
婆
の
概
念
が
青
石
塔
婆
形
式
の
も
の
を
基
本
形
と
し
て

き
た
こ
と
を
批
判
し
、
こ
れ
に
先
行
す
る
形
態
的
に
は
異
質
な

石
造
塔
婆
に
も
「
観
面
が
一
つ
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
」
共
通
点

が
あ
り
、
こ
の
一
観
面
性
こ
そ
は
「
板
石
塔
婆
を
し
て
板
石
塔

婆
た
ら
し
め
て
い
る
所
以
」
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

 
つ
ま
り
形
態
上
は
念
え
立
体
的
で
あ
っ
て
も
、
尊
像
・
種

子
・
銘
文
等
が
退
身
の
正
面
の
み
に
刻
さ
れ
た
一
観
面
石
造
塔

婆
を
板
石
塔
婆
と
定
義
さ
れ
、
か
か
る
板
石
塔
婆
の
展
開
の
上

に
青
石
塔
婆
形
式
が
特
定
地
域
に
お
い
て
発
生
し
た
と
説
明
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

 
一
観
面
石
造
塔
婆
1
1
板
石
塔
婆
の
概
念
規
定
が
従
来
の
そ
れ

に
代
っ
て
有
効
性
を
も
つ
た
め
に
は
、
勿
論
そ
の
理
論
と
し
て

よ
り
も
実
際
の
遺
品
と
の
対
照
の
中
で
確
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
れ
ま
で
青
石
塔
婆
形
式
の
変
形
量
は
他
塔
婆
形
式
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
六

残
欠
と
さ
れ
て
き
た
石
造
塔
婆
に
存
立
の
基
礎
を
与
え
、
更
に

青
石
塔
婆
形
式
の
発
生
を
わ
が
国
石
造
塔
婆
史
の
流
れ
の
中
に

位
置
づ
け
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
は
画
期
的
な
試
み
で
あ
る
。

 
し
か
し
氏
の
提
唱
さ
れ
た
板
石
塔
婆
の
新
概
念
規
定
は
、
こ

れ
を
他
塔
婆
形
式
の
も
の
か
ら
区
別
す
る
所
謂
石
造
塔
婆
分
類

上
の
概
念
と
し
て
は
妥
当
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
そ
れ
以
前
の
青
石
塔
婆
形
式
H
板
石
塔
婆
と
す
る
概
念
規
定

に
は
代
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

 
何
故
な
ら
五
輪
塔
や
笠
塔
婆
が
石
造
塔
婆
の
中
で
独
自
性
を

有
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
他
の
塔
婆
と
は
異
な
る
そ
れ
自
身
に

固
有
の
形
態
的
特
長
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。

 
こ
れ
と
同
じ
意
味
で
従
来
の
板
石
塔
婆
1
1
青
石
塔
婆
形
式
と

す
る
概
念
中
に
は
、
単
に
形
態
が
板
状
で
あ
る
だ
け
で
な
し
に
、

頭
部
圭
角
・
横
二
条
沈
線
と
言
う
こ
の
塔
婆
独
特
の
一
見
し
て

他
と
こ
れ
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
本
質
的
要
因
が
含
ま

れ
て
お
り
、
一
観
面
性
は
こ
の
塔
婆
分
類
上
の
根
拠
要
因
と
は

何
ら
関
連
性
を
有
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
一
観
面
性
が
特
定
の
塔
婆
だ
け
が
も
つ
特
長
で
な
い
こ
と
は
、

例
え
ば
大
分
県
富
貴
寺
の
仁
治
二
年
目
一
二
四
一
）
塔
、
文
永
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五
年
（
一
二
六
八
）
塔
二
期
な
ど
を
そ
の
実
例
と
し
て
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
ω
。

 
こ
れ
ら
は
厚
さ
に
比
し
て
正
面
幅
の
広
い
自
然
石
状
或
は
角

柱
状
の
も
の
で
、
そ
の
正
面
の
み
に
種
子
と
造
立
者
・
紀
年
等

を
刻
し
た
前
の
一
観
面
石
造
塔
婆
で
あ
る
が
、
そ
の
塔
身
上
部

に
は
柄
を
有
し
こ
の
上
に
笠
を
載
せ
た
明
ら
か
に
笠
塔
婆
で
あ

る
。 

一
観
面
石
造
塔
婆
の
範
疇
に
他
塔
婆
形
式
の
も
の
を
包
含
す

る
こ
と
は
、
形
態
を
根
拠
と
し
て
成
立
し
て
い
る
石
造
塔
婆
の

分
類
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
名
称
自
体
の

存
在
理
由
を
も
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

 
従
っ
て
京
田
氏
が
板
石
塔
婆
の
「
板
」
を
コ
観
面
」
と
解

し
、
こ
れ
の
新
た
な
概
念
規
定
を
さ
れ
た
こ
と
は
石
造
塔
婆
分

類
上
の
そ
れ
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
理
論

の
も
つ
意
義
は
寧
ろ
板
石
塔
婆
の
形
態
的
特
長
で
あ
る
板
状
化

の
成
立
過
程
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

 
一
般
的
に
は
板
石
塔
婆
の
「
板
」
は
こ
れ
に
先
行
す
る
立
体

的
石
造
塔
婆
の
一
観
面
性
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
然
し
て
板
石
塔
婆
の
再
定
義
が
要
請
さ
れ
る
が
、
板
石
塔
婆

が
五
輪
塔
や
笠
塔
婆
と
同
じ
く
石
造
塔
婆
分
類
上
の
名
称
と
し

て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
他
塔
婆
形
式
の
も
の
と
こ
れ
と
を
明

瞭
に
区
別
で
き
る
形
態
的
特
長
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
れ

の
「
板
」
状
の
特
色
に
求
め
る
以
外
に
な
い
。

 
従
来
の
板
石
塔
婆
は
こ
れ
に
頭
部
の
特
殊
形
態
を
加
え
て
こ

れ
ら
二
つ
の
条
件
を
必
須
と
し
て
き
た
が
、
前
述
の
如
く
こ
の

両
条
件
を
有
す
る
石
造
塔
婆
は
関
東
各
県
と
四
国
徳
島
県
の
特

定
地
域
に
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
、
更
に
そ
の
一
方
の
板
状
の

特
長
を
も
っ
た
遺
品
は
二
大
条
件
を
も
つ
も
の
よ
り
も
年
代
的

に
先
行
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
、
 
「
板
」
状
の
特
長
こ
そ
は
板

石
塔
婆
の
も
つ
本
質
的
な
要
因
で
あ
り
、
こ
の
概
念
の
中
枢
に

設
定
さ
る
べ
き
こ
と
を
証
左
し
て
い
る
㈱
。

 
青
石
塔
婆
形
式
も
の
は
わ
が
国
石
造
塔
婆
史
の
流
れ
の
中
で

発
生
し
た
板
石
塔
婆
の
一
特
殊
形
態
で
あ
り
、
九
州
系
板
碑
な

ど
と
同
様
そ
の
頭
部
特
殊
形
態
の
意
義
は
そ
れ
自
身
追
求
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
板
石
塔
婆
の
名
称
を
こ
れ
の
み
に
限
定
し

て
使
用
す
る
こ
と
は
も
は
や
至
当
で
は
な
い
。

 
こ
の
点
服
部
清
道
氏
は
、
か
っ
て
青
石
塔
婆
形
式
の
も
の
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
七
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板石塔婆の成立と展開

「
武
蔵
型
板
碑
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
㈲
、
 
こ
れ
は
板

石
塔
婆
が
そ
の
発
生
地
の
石
質
及
び
信
仰
形
態
な
ど
と
密
接
な

関
連
を
も
っ
た
、
地
方
色
の
濃
い
遺
品
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
さ

れ
た
結
果
で
あ
る
。

 
所
で
、
板
石
塔
婆
を
こ
の
名
称
発
生
の
原
義
に
戻
し
て
、
再

び
板
状
の
石
造
塔
婆
と
定
義
す
る
場
合
、
ど
の
程
度
の
形
状
の

も
の
を
「
板
」
状
と
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

 
青
石
塔
婆
形
式
の
も
の
は
板
状
化
に
容
易
な
石
質
を
用
い
る

た
め
こ
れ
の
最
も
平
面
化
し
た
も
の
だ
が
、
他
の
も
の
は
主
と

し
て
火
成
岩
系
の
安
山
岩
・
花
山
岡
岩
、
水
成
岩
系
の
砂
岩
・
凝

灰
岩
等
を
用
材
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
前
の
緑
泥
片
岩
と
は

硬
度
・
可
塑
性
等
の
点
で
異
な
る
た
め
当
然
板
状
化
の
様
子
も

違
っ
て
く
る
。

 
例
え
ば
、
緑
泥
片
岩
は
硬
度
が
二
・
五
で
あ
る
の
に
対
し
安

山
岩
は
そ
の
二
倍
以
上
の
六
・
○
で
あ
り
⑯
、
地
方
に
散
在
す

る
安
山
岩
製
の
石
塔
婆
が
青
石
塔
婆
形
式
の
も
の
よ
り
同
じ
板

状
化
す
る
場
合
で
も
相
応
の
厚
さ
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

 
従
っ
て
板
状
化
の
問
題
は
先
ず
石
質
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
八

い
が
、
方
柱
状
に
近
い
も
の
或
は
三
角
錐
状
の
自
然
石
で
し
つ

ら
え
た
も
の
で
も
正
面
を
扁
平
に
し
、
こ
れ
に
供
養
塔
と
し
て

の
内
容
表
現
を
伴
う
も
の
は
こ
の
範
疇
に
入
れ
て
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
。

 
つ
ま
り
塔
面
面
の
構
成
が
一
観
面
で
あ
る
か
多
観
面
で
あ
る

か
は
、
板
状
化
を
石
質
と
は
別
な
角
度
か
ら
判
断
す
る
有
力
な

手
懸
り
と
な
る
が
、
し
か
し
板
状
で
一
観
面
を
有
す
る
石
造
塔

婆
で
も
上
部
に
笠
を
の
せ
た
り
塔
頂
部
に
柄
や
頸
を
有
っ
た
笠

塔
婆
や
角
宝
塔
の
残
欠
類
は
、
板
石
塔
婆
と
は
別
形
式
の
塔
婆

と
し
て
こ
の
範
疇
か
ら
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
一
石
で
板
状
に
し
つ
ら
え
た
供
養
塔
婆
、
こ
れ
が
形
態
面
か

ら
す
る
板
石
塔
婆
の
定
義
で
あ
る
が
、
実
際
の
遺
品
に
は
果
し

て
ど
の
塔
婆
形
式
に
属
す
る
か
容
易
に
判
断
の
し
難
い
も
の
が

多
い
。

 
と
く
に
初
発
期
の
整
形
化
さ
れ
る
以
前
の
も
の
に
あ
っ
て
は

尚
更
で
あ
り
、
勿
論
そ
の
際
は
誘
惑
面
の
構
成
、
造
立
趣
旨
等

そ
の
内
容
面
か
ら
吟
味
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。

 
周
知
の
よ
う
に
板
石
塔
婆
は
死
者
の
冥
福
・
願
主
の
逆
修
を

目
的
と
し
て
造
立
さ
れ
る
供
養
塔
婆
で
あ
り
、
単
に
記
念
の
た
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め
に
建
て
ら
れ
る
石
碑
や
標
識
の
類
と
は
内
容
表
現
の
面
か
ら

区
別
さ
れ
る
る
が
、
し
か
し
こ
れ
と
て
同
じ
供
養
塔
婆
の
中
に

あ
っ
て
は
前
の
形
態
に
よ
る
判
断
よ
り
も
決
手
に
は
な
ら
な
い

も
の
で
あ
る
。

 
わ
が
国
石
造
塔
婆
の
分
類
が
各
形
態
的
特
長
を
根
拠
と
し
て

成
立
し
て
い
る
以
上
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
手
懸
り
と
し
て

作
業
を
進
め
る
以
外
に
有
効
な
手
段
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。

三
 
初
発
期
の
板
石
塔
婆

 
現
存
の
石
造
塔
婆
の
中
か
ら
前
述
の
定
義
に
よ
る
板
石
塔
婆

を
、
青
石
塔
婆
形
式
出
現
以
前
の
も
の
に
限
っ
て
掲
げ
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
㈲
。

 
但
し
、
現
存
の
も
の
で
形
態
的
に
は
板
状
を
し
て
い
る
が
供

養
塔
と
し
て
の
意
味
を
も
た
な
い
石
碑
類
や
、
明
ら
か
に
他
塔

婆
形
式
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
、
更
に
は
追
刻
等
に
よ
り
造
立

年
代
に
疑
問
の
あ
る
も
の
㈹
は
除
外
し
た
が
、
塔
身
正
面
以
外

の
裏
面
等
に
梵
字
・
種
子
・
紀
年
銘
を
刻
す
る
も
の
で
も
、
正

面
を
主
要
と
な
し
形
態
が
板
状
の
も
の
は
こ
の
中
に
含
め
る
こ

と
に
し
た
。

①
延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）

 
福
岡
県
直
方
市
植
木
町

②
 
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）

 
宗
像
郡
玄
海
町

③
 
天
治
二
年
（
一
＝
一
五
）

 
県
板
野
郡
土
成
町
高
尾

④
 
天
治
二
年
（
＝
二
五
）

 
宗
像
郡
福
間
町

⑤
天
養
元
年
（
二
四
四
）

 
本
県
阿
蘇
郡
南
小
国
町

⑥
 
仁
平
元
年
（
＝
五
一
）

 
市
左
京
区
花
背
別
所
町

⑦
養
和
二
年
（
一
一
八
二
）

 
福
岡
県
嘉
穂
郡
庄
内
町

⑧
寿
永
四
年
（
一
一
八
五
）

 
南
市
福
井
町

⑨
 
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）

横
町
観
音
堂
三
尊
種
子
塔
婆

鎮
国
寺
弥
勒
像
塔
婆
 
福
岡
県

安
楽
寺
谷
弥
勒
像
塔
婆
 
徳
島

本
木
二
尊
種
子
塔
婆
 
福
岡
県

期
中
寺
阿
弥
陀
種
子
塔
婆
 
熊

福
田
寺
三
尊
種
子
塔
婆
 
京
都

聴
衆
五
郎
如
来
像
三
連
塔
婆

画
地
弥
勒
像
塔
婆
 
徳
島
県
阿

西
郷
三
尊
種
子
塔
婆

 
 
 
 
 
三
九

長
崎
県
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板石塔婆の成立と展開

 
諌
早
市
原
口
名

⑩
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）

 
口
県
大
島
郡
東
和
町
油
宇

目
西
寺
阿
弥
陀
三
連
塔
婆
 
山

 
右
の
一
〇
基
の
板
石
塔
婆
は
、
死
者
の
追
善
供
養
或
は
願
主

の
逆
修
を
目
的
と
し
て
造
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、

こ
れ
以
後
に
発
生
す
る
青
石
塔
婆
形
式
と
は
形
態
・
内
容
の
両

面
で
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
と
く
に
②
③
⑧
⑨
の
四
基
は
正
面
横
幅
に
比
し
て
厚
さ
の
薄

い
板
石
で
あ
り
、
最
も
板
石
塔
婆
の
字
義
に
相
当
す
る
遺
品
で

あ
る
。

 
②
の
鎮
国
寺
元
聖
主
は
硬
質
砂
岩
製
で
高
さ
一
二
三
糎
・
幅

四
三
糎
・
厚
さ
一
五
・
五
糎
の
正
面
上
部
に
弥
勒
の
坐
像
を
薄

肉
平
射
し
、
そ
の
下
に
銘
を
刻
し
て
い
る
㈹
。
 
（
図
1
）

 
③
の
安
楽
寺
谷
天
治
塔
は
今
日
紀
年
銘
は
磨
滅
し
て
い
る
が

緑
泥
片
岩
製
で
こ
の
石
質
の
最
古
遺
品
で
あ
る
鱒
。

 
⑧
の
椿
地
寿
永
塔
は
高
さ
九
二
・
五
糎
・
幅
二
七
糎
・
厚
さ

八
糎
で
、
正
面
上
部
に
弥
勒
坐
像
を
線
刻
し
そ
の
下
に
銘
文
が

あ
る
が
頭
部
は
圭
角
状
を
し
て
い
る
㈲
。

四
〇

図1 馬弓寺弥勒橡塔婆

 
⑨
の
西
郷
建
久
塔
は
地
上
最
高
部
で
二
〇
八
面
・
幅
は
頭
部

脚
部
共
に
＝
一
〇
糎
・
厚
さ
は
一
〇
～
二
〇
糎
で
、
正
面
は
ほ

ぼ
平
ら
に
削
っ
て
あ
る
が
背
面
は
整
形
化
さ
れ
て
い
な
い
。

 
正
面
中
央
に
胎
蔵
界
大
日
と
そ
の
下
左
右
に
不
動
、
毘
沙
門

の
各
種
子
を
線
刻
し
、
銘
は
そ
の
下
に
あ
る
⑳
。

 
次
に
①
④
⑤
⑥
⑦
⑩
の
六
基
は
前
の
も
の
に
比
べ
れ
ば
厚
手

の
板
石
塔
婆
で
あ
る
が
、
何
れ
も
親
身
正
面
を
主
要
観
面
と
し

こ
れ
に
仏
像
・
種
子
・
名
号
等
の
主
尊
を
刻
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
先
ず
①
の
横
町
観
音
堂
延
久
塔
は
高
さ
八
二
・
五
糎
・
幅
二

四
糎
・
厚
一
二
・
五
緒
の
玄
武
岩
製
で
、
正
面
に
阿
弥
陀
三
尊

種
子
、
背
面
は
こ
れ
を
三
段
に
分
ち
上
か
ら
八
葉
蓮
の
胎
蔵
界
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第7号

青
茶
羅
、
金
剛
界
曼
茶
羅
、
大
隊
求
陀
羅
尼
神
呪
を
二
行
と
紀

年
銘
を
刻
し
て
い
る
が
、
扁
平
な
正
面
を
も
ち
な
が
ら
も
不
整

六
角
柱
状
を
し
て
い
て
後
述
の
石
蟹
と
の
関
連
性
も
考
え
ら
れ

る
鋤
。
 
（
図
2
）

 
④
の
本
木
天
治
塔
と
⑥
の
福
田
寺
仁
平
塔
は
共
に
角
柱
状
で
、

前
者
は
高
さ
一
〇
〇
糎
・
各
面
幅
四
〇
糎
の
自
然
石
砂
岩
製
で
、

正
面
に
は
弥
陀
と
胎
蔵
界
大
日
の
両
種
子
と
紀
年
銘
を
、
後
者

は
高
さ
五
七
糎
・
各
面
幅
一
八
糎
の
水
成
岩
製
で
そ
の
正
面
に

は
金
剛
界
大
日
と
左
右
下
に
不
動
明
王
・
多
聞
天
の
種
子
、
更

に
願
主
・
紀
年
銘
を
刻
ん
で
い
る
㈱
。

 
ま
た
⑤
の
エ
ー
光
寺
天
養
塔
は
硬
質
の
自
然
石
で
不
整
形
三
角

図2 横町観音堂三尊種子塔婆

図3 三野五智如来像三連塔婆

⑩
の
浄
西
寺
建
仁
塔
は
三
三
対
を
成
す
も
の
で
、

も
の
と
は
異
例
で
あ
る
醐
。

 
前
者
の
筒
野
塔
の
中
央
は
連
基
の
主
体
で
あ
る
が
、
こ
れ
の

高
さ
は
一
五
四
樋
・
幅
七
一
糎
・
厚
さ
二
一
糎
で
、
塔
身
正
面

を
三
段
に
分
ち
上
・
ド
段
に
は
横
長
の
寵
中
に
胎
蔵
界
大
日
を

巾
尊
と
し
て
所
謂
五
智
如
来
像
と
三
所
権
現
像
を
陽
刻
し
、
中

段
に
は
胎
蔵
界
種
子
町
回
羅
と
四
隅
に
四
天
王
を
、
更
に
背
面

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
一 錐

状
を
し
て
お

り
、
高
さ
は
台

上
一
四
六
糎
の

正
面
中
段
に
大

字
で
阿
弥
陀
種

子
を
陰
刻
し
、

そ
の
下
に
勧
進

津
名
と
紀
年
銘

を
刻
し
て
い

る
鋤
。

 
最
後
に
⑦
の

筒
野
養
和
塔
と

 
こ
れ
ま
で
の
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板石塔婆の成立と展開

に
は
造
立
趣
旨
と
紀
年
銘
を
刻
し
て
い
る
m
。
 
（
図
3
）
尚
石

質
は
砂
岩
で
あ
る
。

 
後
者
の
浄
西
寺
塔
は
現
在
は
二
基
し
か
存
伍
し
な
い
が
、
中

心
の
阿
弥
陀
塔
は
上
部
を
欠
失
は
し
て
い
る
も
の
の
高
さ
一
ヒ

五
糎
・
蔵
幅
三
四
糎
∴
ト
幅
四
〇
糎
・
厚
さ
二
五
糎
あ
り
、
安

山
岩
製
で
あ
る
働
。

 
正
面
に
は
阿
弥
陀
の
名
号
と
願
主
・
紀
年
銘
を
刻
し
て
い
る

が
、
丁
度
「
阿
」
字
の
箇
所
で
折
れ
て
お
り
欠
霧
隠
は
残
存
し

な
い
。

 
以
上
、
青
石
塔
婆
形
式
に
先
行
す
る
板
石
塔
婆
に
つ
い
て
そ

の
概
要
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
特
色
は
、
一
石
の図4 浄西寺阿弥陀三連塔婆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
二

板
石
或
は
こ
れ
に
近
い
形
状
の
も
の
を
用
い
て
そ
の
正
面
を
扁

平
に
し
、
仏
像
・
種
子
・
名
号
等
を
こ
れ
の
主
要
位
置
に
刻
し

て
礼
拝
の
対
象
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

 
①
と
⑦
は
裏
面
に
も
種
子
曼
茶
羅
や
造
立
趣
旨
・
紀
年
を
刻

し
て
い
る
が
中
心
は
正
面
に
あ
り
、
④
⑤
⑥
⑩
の
四
基
も
立
体

的
で
は
あ
る
が
正
面
以
外
は
全
く
の
無
銘
で
あ
り
、
こ
れ
は
明

ら
か
に
多
誌
面
を
目
的
と
し
な
い
造
塔
形
式
で
あ
っ
て
「
板
状

化
」
の
形
態
的
特
長
を
有
す
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。

 
こ
れ
ら
一
〇
基
の
板
石
塔
婆
が
既
に
平
安
時
代
末
期
に
造
立

さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
塔
婆
形
式
の
独
自
的
展
開
を
示
す
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
意
義
に
触
れ
る
前
に
こ
れ
ら
の
内
容

表
現
を
検
討
し
て
み
る
と
、
各
遺
品
に
は
こ
れ
が
造
立
さ
れ
た

時
代
の
宗
教
的
動
向
或
は
在
地
信
仰
の
影
響
な
ど
が
み
ら
れ
、

初
発
期
板
石
塔
婆
の
成
立
を
考
え
る
際
の
手
懸
り
を
与
え
て
い

る
。

 
先
ず
如
上
の
一
〇
基
を
轟
轟
表
示
別
に
整
理
す
る
と
、
阿
弥

陀
系
四
基
、
弥
勒
系
三
期
と
な
る
（
④
は
阿
弥
陀
と
大
日
二
種

子
を
正
面
に
刻
す
の
で
両
方
に
数
え
た
）
。

 
し
か
し
④
は
正
面
に
阿
弥
陀
と
大
日
の
両
方
を
刻
し
、
①
は
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第7号

に
表
に
阿
弥
陀
三
尊
を
裏
に
は
胎
蔵
・
金
剛
両
界
の
曼
奈
羅
種

子
を
刻
す
な
ど
、
浄
土
教
の
阿
弥
陀
信
仰
と
密
教
の
大
日
信
仰

と
が
一
体
化
し
て
お
り
、
殊
に
⑦
の
筒
野
養
和
塔
な
ど
は
大
日

信
仰
の
胎
蔵
界
種
子
曼
茶
羅
や
五
重
如
来
と
、
筒
野
権
現
が
英

彦
山
ゆ
か
り
の
修
験
道
場
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
正
面
下
段
に

は
こ
れ
の
権
現
像
を
浮
彫
し
て
い
る
。

 
ま
た
弥
勒
像
を
刻
し
た
も
の
が
旧
基
も
あ
る
こ
と
は
、
こ
の

時
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
弥
勒
下
生
信
仰
の
影
響
に
よ
る
も
の

で
㈱
、
前
の
阿
弥
陀
・
大
日
信
仰
と
併
せ
板
石
塔
婆
が
平
安
時

代
末
期
の
新
た
な
宗
教
思
想
に
よ
る
造
塔
供
養
の
一
つ
と
し
て

発
生
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 
所
で
、
こ
れ
ま
で
は
如
上
の
各
遺
品
を
そ
の
形
態
・
内
容
の

両
面
か
ら
吟
味
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
が
板
石
塔
婆
と
し
て
独

自
的
に
展
開
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
に
は
、
更
に
こ
れ
ら

と
同
時
代
に
存
在
す
る
他
塔
婆
形
式
の
も
の
と
の
比
較
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
形
態
的
異
質
性
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

，
既
述
の
如
く
板
石
塔
婆
の
定
義
中
に
は
、
単
に
板
状
の
形
態

や
一
観
面
性
を
も
つ
だ
け
で
な
く
何
よ
り
も
他
塔
婆
形
式
と
の

形
態
上
の
区
別
が
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

 
次
に
述
べ
る
如
く
笠
塔
婆
や
経
瞳
（
石
州
）
に
は
塔
身
が
厚

手
の
板
状
の
も
の
が
衝
激
か
遺
存
し
、
こ
れ
ら
は
板
石
塔
婆
と

同
じ
く
供
養
塔
と
し
て
造
立
さ
れ
る
だ
け
に
形
態
・
内
容
両
面

か
ら
の
一
層
の
精
査
が
要
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
 
板
石
塔
婆
の
独
自
的
展
開

 
最
近
、
山
口
県
防
府
市
迫
戸
の
田
圃
の
畦
道
か
ら
貞
永
元
年

（一

�
O
三
）
の
紀
年
銘
を
も
つ
笠
塔
婆
が
発
見
さ
れ
た
（
現

在
は
同
市
内
護
国
寺
保
管
）
。

 
か
っ
て
笠
塔
婆
の
最
古
の
遺
品
は
福
島
県
如
宝
寺
の
承
元
二

年
（
一
一
一
〇
八
）
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
千
々
和
実

氏
に
よ
っ
て
熊
本
市
所
在
の
安
元
元
年
（
一
一
七
五
）
、
建
久

四
年
（
一
一
九
二
）
、
同
七
年
（
一
一
九
六
）
の
三
基
が
発
見

さ
れ
鋤
、
 
そ
の
初
発
が
平
安
時
代
末
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
肝
試
は
何
れ
も
笠
や
宝
珠
の
屋
蓋

を
も
た
な
い
遺
品
で
あ
る
。

 
し
か
し
右
の
貞
永
塔
は
宝
珠
と
請
花
を
欠
く
も
の
の
笠
を
有

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
三
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  図5 防府市護国寺の貞永元年笠塔婆（左は十三と基礎部分）

し
て
お
り
、
従
っ
て
紀
年
順
で
は
第
五
番
目
で
あ
る
が
原
形
に

近
い
遺
品
と
し
て
は
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
 
（
図
5
）

 
こ
の
笠
塔
婆
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
単
に
古
い
紀
年
銘
を
有

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
四

す
る
こ
と
よ
り
も
こ
の
発
見
．
に
よ
っ
て
初
発
期
笠
塔
婆
の
形
態

的
特
．
長
、
就
中
そ
の
塔
田
面
と
塔
頂
部
の
構
造
が
知
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

 
総
高
は
八
九
・
騒
騒
あ
る
が
、
塔
身
は
高
さ
五
〇
・
五
糎
、

幅
二
九
・
五
糎
、
厚
さ
一
四
糎
で
、
正
面
横
幅
の
半
分
程
の
厚

さ
を
し
た
板
状
の
も
の
で
あ
る
。

 
正
面
に
は
弥
陀
三
尊
種
子
を
平
底
彫
り
し
、
裏
面
に
は
八
葉

蓮
の
胎
蔵
界
曼
奈
羅
種
子
と
造
立
趣
旨
・
紀
年
銘
を
刻
し
、
更

に
両
側
面
に
は
五
輪
塔
を
線
刻
し
て
い
る
。

 
塔
頂
部
は
こ
の
上
に
高
さ
一
九
・
蛇
踊
、
幅
四
五
糎
の
笠
を

の
せ
る
た
め
に
二
糎
程
の
柄
を
設
け
て
お
り
、
こ
の
柄
は
笠
石

の
下
面
の
浅
い
孔
に
丁
度
入
り
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

 
塔
身
の
石
質
は
安
山
岩
で
あ
り
、
笠
は
こ
れ
と
は
異
な
る
凝

灰
岩
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
如
上
の
構
造
か
ら
し
て
初
め
か
ら

別
質
の
石
で
造
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
所
で
、
こ
の
貞
永
塔
を
前
述
の
板
石
塔
婆
と
の
関
連
か
ら
言

え
ば
、
塔
身
が
板
状
で
あ
る
こ
と
と
塔
頂
部
に
柄
を
有
す
る
こ

と
の
二
点
で
あ
る
。

 
笠
塔
婆
の
良
匠
の
板
状
化
は
、
こ
れ
の
最
古
の
熊
本
市
所
在
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第7号

の
三
皇
は
高
さ
一
〇
〇
糎
前
後
、
幅
二
二
～
三
四
糎
の
方
柱
形

で
あ
る
が
圃
、
 
次
の
前
述
如
宝
寺
承
元
塔
は
総
高
二
二
〇
糎
の

厚
い
板
状
を
し
て
お
り
㈱
、
更
に
大
分
県
富
貴
寺
の
仁
治
四
年

（一

�
l
三
）
の
も
の
働
な
ど
に
現
わ
れ
て
く
る
。

 
富
貴
寺
仁
治
四
年
塔
は
総
高
一
九
〇
糎
・
上
坐
三
二
糎
・
下

藤
織
〇
糎
で
、
正
面
中
央
に
弥
陀
三
尊
種
子
と
造
立
者
、
紀
年

銘
を
有
す
る
が
、
両
側
に
も
梵
字
種
子
を
刻
し
前
の
貞
永
塔
と

同
様
、
多
感
面
塔
婆
で
あ
る
。

 
し
か
し
富
貴
寺
に
は
右
の
も
の
を
入
れ
て
五
二
も
笠
塔
婆
と

推
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
仁
治
二
年
（
＝
一

四
一
）
塔
は
三
角
錐
状
の
自
然
石
の
正
面
の
み
に
弥
陀
三
尊
種

子
と
造
立
者
・
紀
年
銘
を
刻
し
た
一
観
面
塔
婆
で
あ
る
。

 
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
笠
塔
婆
に
は
既
に
初
発
期
に
お
い
て
板

状
の
塔
身
を
有
す
る
も
の
や
、
一
観
面
の
も
の
な
ど
が
存
し
、

板
石
塔
婆
と
違
う
点
は
笠
の
有
無
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

 
し
か
し
笠
塔
婆
は
前
の
貞
永
塔
や
右
の
仁
治
塔
な
ど
塔
身
上

に
屋
蓋
を
の
せ
る
た
め
に
塔
頂
部
に
は
柄
を
設
け
て
い
る
。

 
こ
の
柄
を
有
す
る
こ
と
は
笠
塔
婆
の
残
欠
で
あ
る
こ
と
を
立

証
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
千
々
和
氏
の
調
査
に
よ
る
と
塔
頂
部

に
柄
を
設
け
な
い
で
笠
石
下
面
に
浅
い
方
孔
を
掘
り
直
接
こ
れ

に
指
し
込
む
構
造
を
も
っ
た
も
の
が
、
群
馬
県
伊
勢
崎
市
の
紅

巌
寺
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
㈱
。

 
筆
者
は
未
だ
こ
れ
を
実
見
し
て
い
な
い
が
、
管
見
で
は
平
安

時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
中
期
に
か
け
て
展
開
し
た
笠
塔
婆
二

〇
重
富
中
、
笠
石
が
残
存
し
て
塔
頂
部
に
柄
の
無
い
の
は
右
の

紅
巌
寺
文
永
五
年
（
一
六
二
八
）
塔
の
一
基
の
み
で
あ
る
。

 
た
と
え
一
基
で
も
塔
頂
部
が
前
掲
の
板
石
塔
婆
の
事
例
と
し

て
あ
げ
た
④
の
本
木
天
治
塔
や
⑥
の
福
田
寺
仁
平
塔
と
同
じ
形

態
を
有
す
る
こ
と
は
無
視
し
得
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
初
期
以
前

の
笠
塔
婆
に
は
全
て
柄
が
あ
り
、
④
や
⑥
は
既
述
の
如
く
②
の

鎮
国
寺
元
組
置
や
⑧
の
蔭
地
寿
永
塔
な
ど
と
同
じ
塔
婆
形
式
に

属
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

 
次
に
、
板
石
塔
婆
と
形
態
面
で
最
も
近
似
性
を
有
す
る
の
は

経
瞳
（
石
幡
）
で
あ
る
。

 
経
瞳
の
六
面
、
八
面
の
も
の
は
別
と
し
て
、
こ
れ
の
初
発
期

の
経
塚
標
識
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
の
中
に
は
板
状
を
し
、

し
か
も
頭
部
圭
角
を
し
た
形
状
の
も
の
さ
え
存
在
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
五
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魯

板石塔婆の成立と展開

 
例
え
ば
山
形
市
山
寺
の
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
立
石
寺
如

法
経
石
碑
は
、
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
の
熊
本
県
浄
水
寺
趾

如
法
経
碑
や
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
の
熊
本
県
玉
虫
如
法
経

碑
の
二
二
に
次
ぐ
初
発
期
の
遺
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
板
状
の

上
に
頭
部
は
山
形
を
し
て
い
る
鋤
。

 
ま
た
こ
れ
と
同
じ
板
状
の
も
の
は
久
安
四
年
（
＝
四
八
）

の
岐
阜
県
明
星
輪
寺
如
法
鞍
置
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

 
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
骨
身
正
面
に
は
「
如
法
経
」
 
「
南
元
如

法
妙
法
蓮
華
経
」
な
ど
の
文
字
が
刻
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
如
法
経

の
経
文
を
皆
納
し
た
経
塚
の
標
識
と
し
て
建
て
ら
れ
た
こ
と
を

知
ら
せ
て
い
る
。

 
つ
ま
り
立
石
寺
以
下
の
遺
品
は
前
掲
の
板
石
塔
婆
と
形
態
的

に
は
類
似
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
一
方
が
死
者
の
供
養
塔
婆
で

あ
る
の
に
対
し
こ
ち
ら
は
保
存
埋
納
さ
れ
た
経
塚
の
標
識
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
碑
」
と
し
て
前
者
と
は
一
応
区
別
さ
れ
る
が
、

中
に
は
内
部
に
納
め
ら
れ
た
経
文
と
共
に
そ
れ
自
身
が
礼
拝
の

対
象
と
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。

 
例
え
ば
、
大
分
県
稲
積
山
の
長
寛
元
年
（
＝
六
三
）
の
も

の
は
二
〇
〇
糎
程
の
細
長
い
不
等
辺
六
角
柱
を
し
て
い
る
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
六

そ
の
幅
九
糎
の
一
面
の
上
部
に
は
五
輪
種
子
を
、
中
部
以
下
に

は
「
如
法
妙
法
蓮
華
経
一
部
」
の
文
字
や
年
紀
・
造
立
趣
旨
を

刻
ん
で
い
る
鱒
。

 
ま
た
栃
木
県
小
山
市
満
願
寺
の
文
治
四
年
（
＝
八
八
）
の

六
面
石
瞳
は
、
塔
頂
部
に
経
文
納
入
の
孔
が
あ
り
各
面
に
は
金

剛
界
二
仏
と
不
動
の
六
種
子
を
刻
し
て
い
る
㈲
。

 
従
っ
て
こ
れ
ら
は
、
保
存
埋
納
さ
れ
た
如
法
経
の
表
象
と
し

て
の
文
字
を
銘
に
刻
し
、
そ
れ
自
身
が
礼
拝
の
対
象
と
さ
れ
た

塔
婆
の
一
種
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
先
学
の
指
摘
に
よ
る
と
、
仏
説
に
は
戯
れ
た
砂
を
あ
つ
め
て

も
っ
て
し
て
も
功
徳
あ
り
と
説
か
れ
、
塔
婆
に
は
予
め
決
め
ら

れ
た
形
態
は
な
い
と
言
わ
れ
る
㈱
。

 
如
上
の
遺
品
が
表
面
に
種
子
を
刻
し
て
い
る
の
を
考
え
れ
ば
、

こ
れ
ら
は
多
胡
建
郡
碑
や
多
賀
城
碑
な
ど
と
は
明
ら
か
に
異
な

る
仏
教
遺
晶
で
あ
り
当
然
塔
婆
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。

 
し
か
し
本
稿
に
お
け
る
試
み
は
こ
の
塔
婆
の
就
中
石
造
塔
婆

の
分
類
で
あ
り
、
前
に
立
石
寺
以
下
の
も
の
を
「
碑
」
と
し
た

の
も
こ
れ
ら
が
内
容
表
現
・
造
立
趣
旨
等
の
点
で
前
の
板
石
塔
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第7号
婆
と
は
一
線
を
画
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
勿
論
板
石
塔
婆
の
源
流
を
考
え
る
場
合
に
は
、
塔
婆
だ
け
に

限
定
し
な
い
で
こ
れ
と
同
時
代
或
は
そ
れ
以
前
の
石
碑
類
を
も

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
中
で
も
前
述
立
石
寺
如
法
経
碑
は
そ
の
特
殊
な
形
態
か
ら
し

て
直
接
青
石
塔
婆
形
式
の
も
の
に
通
ず
る
性
格
を
も
っ
て
い
る

が
、
源
流
の
概
念
に
は
本
質
（
内
容
）
と
外
形
上
の
形
態
と
言

う
二
つ
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
相
方
を
内
実
化
し
た
遺
品
が

出
現
す
る
ま
で
の
様
相
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

 
以
上
、
青
石
塔
婆
形
式
に
先
行
す
る
板
石
塔
婆
の
遺
品
と
し

て
掲
げ
た
一
〇
基
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
時
代
的
に
併
存
し
形
態

的
に
最
も
類
似
性
を
有
す
る
笠
塔
婆
や
経
瞳
と
の
比
較
を
試
み

た
が
、
こ
れ
ら
の
遺
品
は
そ
の
形
態
の
特
長
、
造
立
の
目
的
・

内
容
か
ら
し
て
後
者
の
範
疇
に
は
入
ら
な
い
独
自
な
塔
婆
形
式

の
も
の
で
あ
る
。

 
か
か
る
独
自
の
形
態
と
内
容
を
も
っ
た
遺
品
を
こ
れ
ま
で
の

如
く
既
成
の
石
造
塔
婆
の
分
類
概
念
に
よ
り
笠
塔
婆
の
残
欠
と

し
た
り
、
ま
た
既
述
の
如
く
板
石
塔
婆
の
概
念
を
青
石
塔
婆
形

式
の
も
の
に
限
定
し
て
こ
れ
ら
を
そ
の
範
疇
か
ら
除
外
す
る
こ

と
は
、
と
も
に
学
問
的
態
度
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
る
。

 
従
来
の
板
石
塔
婆
（
青
石
塔
婆
形
式
）
の
発
生
に
対
す
る
先

学
の
見
解
は
、
わ
が
国
の
石
造
塔
婆
は
前
代
の
木
造
伽
藍
の
方

形
重
層
化
し
た
も
の
の
影
響
下
で
立
体
的
、
多
観
面
を
も
っ
た

石
造
宝
塔
や
五
輪
塔
と
し
て
成
立
し
、
形
態
的
に
平
面
化
し
た

板
石
塔
婆
の
類
は
こ
れ
ら
立
体
的
な
も
の
を
先
行
形
態
と
し
て

そ
の
発
生
は
更
に
遅
れ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
が
、
し
か

し
事
実
は
五
輪
塔
や
笠
塔
婆
な
ど
と
併
行
す
る
板
石
塔
婆
の
遺

品
が
一
〇
例
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
中
に
は
三
優
角
柱
状
の
も
の
が
入
っ
て
お
り
、
そ
の
独

自
的
展
開
を
立
証
す
る
た
め
に
は
数
が
砂
い
と
言
わ
れ
る
か
も

知
れ
な
い
。

 
し
か
し
、
今
日
発
見
さ
れ
て
い
る
五
輪
塔
で
右
の
初
発
期
板

石
塔
婆
と
同
時
期
に
成
立
し
た
も
の
は
、
仁
安
四
年
（
一
一
六

九
）
の
岩
手
県
中
尊
寺
釈
尊
院
の
も
の
を
最
古
と
し
て
四
例
し

か
存
在
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
笠
塔
婆
の
場
合
は
既
述
の
如
く
熊

本
市
黒
髪
町
本
位
寺
の
安
元
元
年
（
＝
七
五
）
塔
を
最
古
と

し
て
こ
れ
も
四
例
し
か
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
㈲
。

 
こ
の
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
板
石
塔
婆
が
わ
が
国
石
造
塔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
七
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板石塔婆の成立と展開

婆
史
の
中
で
他
形
式
の
も
の
に
比
べ
そ
の
発
生
年
次
に
お
い
て

決
し
て
後
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 
冒
頭
に
紹
介
し
た
如
く
板
石
塔
婆
（
青
石
塔
婆
形
式
）
は
五

輪
塔
や
こ
れ
の
平
面
化
さ
れ
た
一
石
の
長
石
五
輪
塔
を
祖
形
と

し
て
成
立
し
た
と
す
る
考
え
が
有
力
で
あ
る
が
㈲
、
 
そ
の
最
古

遺
品
は
大
分
県
臼
杵
市
中
尾
の
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
塔
で

あ
り
、
こ
れ
は
鎮
国
寺
や
黒
地
の
板
石
塔
婆
よ
り
も
五
〇
年
も

遅
れ
て
発
生
し
て
い
る
。

 
青
石
塔
婆
形
式
の
も
つ
頭
部
特
殊
形
態
の
祖
形
を
五
輪
塔
や

笠
塔
婆
に
求
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
根
拠
と
意
義
を
も
っ

て
い
る
が
、
そ
の
前
に
こ
れ
と
同
じ
板
状
の
石
に
同
一
の
造
立

内
容
を
表
現
し
た
供
養
塔
婆
が
存
在
す
る
こ
と
を
先
ず
重
視
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。

 
か
か
る
板
石
塔
婆
の
展
開
の
上
に
頭
部
圭
角
・
横
二
条
沈
線

の
特
殊
形
態
が
加
わ
っ
て
青
石
塔
婆
形
式
が
成
立
し
た
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
所
で
、
板
石
塔
婆
の
発
生
に
は
そ
れ
な
り
の
原
因
が
思
考
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
私
は
そ
れ
を
中
国
か
ら
の
小
塔
の
輸
入

を
契
機
と
し
て
盛
ん
に
な
っ
た
わ
が
国
の
小
塔
婆
供
養
の
流
行

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
八

と
当
時
の
宗
教
的
動
向
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

 
周
知
の
よ
う
に
『
続
日
本
紀
』
に
は
、
天
平
宝
字
八
年
（
七

六
四
）
の
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
後
称
徳
天
皇
が
戦
没
を
し
た
人
々

の
冥
福
を
祈
願
し
て
、
南
都
十
大
寺
に
各
一
〇
万
基
の
木
製
小

鼠
を
寄
進
し
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
が
、
平
安
時
代
天
徳
元
年

（
九
五
七
）
に
は
呉
越
王
八
万
四
千
基
塔
の
一
部
が
わ
が
国
に

伝
来
し
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
貴
族
の
間
に
は
大
量
の
造
塔
供

養
が
流
行
し
た
。

 
泥
塔
・
甫
嶺
・
叢
叢
・
柿
塔
な
ど
の
小
塔
遺
品
が
造
ら
れ
、

わ
が
国
塔
婆
史
上
に
一
大
変
革
を
も
た
ら
し
北
が
、
か
か
る
現

象
を
招
来
し
た
背
景
に
当
時
の
末
法
思
想
の
高
潮
が
あ
っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

 
こ
の
小
型
化
し
た
も
の
が
大
量
生
産
さ
れ
る
こ
と
は
、
形
態

上
の
簡
略
化
を
も
た
ら
す
根
本
原
因
で
あ
り
、
ま
た
様
々
の
異

形
式
の
塔
婆
を
も
発
生
せ
し
め
る
契
機
と
も
な
る
。

 
現
存
す
る
平
安
時
代
の
遺
品
に
は
木
・
石
・
金
属
等
を
用
材

と
し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
、
造
塔
形
式
も
五
輪
塔
や
笠
塔
婆
、

宝
塔
な
ど
と
多
様
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
石
造
塔
婆
が
小

術
供
養
の
風
潮
下
で
発
生
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
岡
山
県
倉
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第7号

敷
市
安
養
寺
の
経
塚
か
ら
発
掘
さ
れ
た
応
徳
三
年
（
一
〇
八

六
）
の
板
状
塔
婆
型
瓦
経
や
一
石
彫
成
の
五
輪
塔
な
ど
が
あ
る
。

 
前
者
は
長
さ
約
二
五
糎
、
幅
出
・
五
十
～
六
糎
、
厚
さ
二
糎

程
の
板
状
瓦
で
あ
る
が
㈲
、
 
こ
れ
が
同
一
箇
所
か
ら
三
九
枚
も

発
掘
さ
れ
た
こ
と
は
ま
さ
し
く
前
の
小
塔
供
養
の
産
物
で
あ
り
、

そ
の
形
状
か
ら
し
て
板
石
塔
婆
発
生
へ
の
誘
因
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

 
こ
れ
ら
の
小
型
板
塔
婆
が
一
一
世
紀
に
既
に
成
立
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
祖
形
と
し
大
部
の
板
石
を
用
い
れ
ば

図
像
寺
や
椿
事
の
板
石
塔
婆
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

 
果
し
て
こ
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
ど
う
か
は
勿
論
推
定
の
域

を
出
な
い
が
、
五
輪
塔
や
宝
塔
な
ど
の
初
発
期
の
遺
品
に
一
石

彫
成
や
小
咄
の
も
の
が
多
い
こ
と
は
右
の
考
え
が
単
な
る
推
定

で
な
い
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
。

 
石
造
宝
塔
の
最
古
遺
品
で
あ
る
京
都
鞍
馬
寺
の
保
安
塔
は
高

さ
一
二
〇
糎
程
の
小
塔
で
あ
り
㈱
、
 
五
輪
塔
は
大
分
県
中
尾
の

嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
塔
と
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
塔
の

二
藍
は
高
さ
も
一
五
四
糎
、
一
〇
二
郎
と
小
型
で
あ
る
上
に
一

石
で
彫
成
さ
れ
て
い
る
㈹
。

 
と
く
に
五
輪
塔
の
場
合
は
既
に
紹
介
し
た
如
く
一
石
彫
成
以

前
に
不
等
辺
六
角
の
標
柱
に
五
輪
種
子
を
刻
ん
だ
大
分
県
稲
積

山
の
長
寛
元
年
（
一
一
六
三
）
の
経
塚
標
識
が
あ
り
、
こ
れ
ら

か
ら
一
石
長
足
五
輪
種
子
塔
婆
㈲
↓
一
石
虚
血
五
輪
塔
↓
別
石

五
輪
塔
の
変
遷
が
想
定
さ
れ
る
。

 
従
っ
て
板
石
塔
婆
の
場
合
も
、
整
形
化
さ
れ
た
他
塔
婆
形
式

の
も
の
が
簡
略
化
・
平
面
化
さ
れ
て
成
立
し
た
と
言
う
よ
り
も
、

右
の
五
輪
塔
の
鋸
形
と
な
っ
た
一
石
長
足
五
輪
種
子
塔
婆
な
ど

と
一
緒
に
平
安
時
代
の
小
釣
造
立
供
養
を
契
機
と
し
て
発
生
し
、

供
養
塔
婆
の
一
形
式
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

 
但
し
、
源
流
の
問
題
は
単
に
形
態
の
上
か
ら
だ
け
で
な
く
宗

教
的
考
察
を
も
必
要
と
す
る
の
で
、
こ
の
点
は
他
の
機
会
に
詳

述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
昭
和
五
十
一
年
九
月
稿
）

 
註

ω
 
川
勝
政
太
郎
著
『
日
本
石
材
工
芸
史
』
二
六
頁
。

ω
 
板
石
塔
婆
の
名
称
発
生
に
つ
い
て
は
久
保
常
晴
氏
の
詳
し
い
考

 
証
が
あ
る
。
久
保
常
晴
「
板
碑
の
名
称
」
 
（
『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四
九
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板石塔婆の成立と展開

 
ー
ナ
ル
』
第
八
六
号
）
。

㈲
 
こ
の
名
称
は
従
来
形
状
の
板
状
化
と
頭
部
圭
角
・
横
二
条
の
沈

 
線
を
も
っ
た
所
謂
青
石
塔
婆
形
式
（
板
碑
）
の
別
名
と
し
て
使
用

 
さ
れ
て
き
た
が
、
本
文
で
後
述
す
る
如
く
こ
の
概
念
規
定
は
今
日

 
訂
正
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

 
 
本
稿
で
は
た
と
え
頭
部
の
特
殊
形
態
を
欠
い
て
も
板
状
で
造
立

 
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
は
こ
の
範
躊
に
入
れ
、
従
来
の
概
念
と

 
は
区
別
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

ω
 
拙
稿
「
初
発
期
の
板
石
塔
婆
」
 
（
立
正
大
学
史
学
会
編
『
宗
教

 
社
会
史
研
究
』
所
収
）
。

伺
 
例
え
ば
四
国
徳
島
県
の
板
石
塔
婆
は
現
存
総
数
一
七
〇
〇
余
基

 
中
緑
泥
片
岩
以
外
の
石
質
で
造
ら
れ
た
も
の
は
一
〇
旧
基
だ
け
で

 
あ
る
。
沖
野
舜
二
「
四
国
阿
波
板
碑
考
」
 
（
『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ

 
ー
ナ
ル
』
第
八
六
号
）
。

⑥
例
え
ば
「
板
石
」
の
名
称
が
初
め
て
使
用
さ
れ
た
明
和
二
年

忌
（
一
七
六
五
）
の
『
南
向
茶
話
追
考
』
に
は
、
「
青
き
板
石
」
と

 
あ
り
、
ま
た
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
序
の
『
武
乾
記
』
に
は

 
「
青
板
石
の
塔
」
と
あ
っ
て
、
板
石
塔
婆
の
名
称
が
緑
泥
片
岩
即

 
ち
青
石
製
の
形
状
や
石
質
に
由
来
す
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

 
久
保
常
晴
氏
前
掲
論
考
。

ω
 
千
々
和
 
実
「
板
碑
」
 
（
『
新
版
仏
教
考
古
学
講
座
』
第
三
巻

 
所
収
）
。

㈹
 
多
田
隈
豊
秋
著
『
九
州
の
石
塔
』
上
巻
四
頁
。

⑨
 
千
々
和
実
「
板
碑
源
流
考
」
e
（
『
日
本
歴
史
』
二
八
四

五
〇

 
号
）
。

㈲
 
京
田
良
志
「
一
観
面
石
造
塔
婆
の
展
開
と
青
石
塔
婆
一
三
石
塔

 
婆
の
定
義
！
」
 
（
『
歴
史
考
古
』
第
一
六
号
）
、
「
青
石
塔
婆
形

 
式
の
源
流
」
 
（
上
）
 
（
下
）
 
（
『
史
泌
と
美
術
』
三
七
一
・
三
七

 
三
）
。

09
@
千
々
和
 
実
「
初
期
の
笠
塔
婆
」
 
（
『
史
 
」
と
美
術
』
三
三

 
四
）
、
望
月
友
善
著
『
大
分
の
石
造
美
術
』
七
〇
頁
。

㈲
 
最
近
服
部
清
道
氏
は
青
石
塔
婆
形
式
の
初
発
期
の
も
の
を
精
査

 
さ
れ
、
頭
頂
部
の
角
度
が
何
れ
も
超
鈍
角
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら

 
「
そ
の
尖
頭
は
、
板
碑
の
初
発
期
に
お
い
て
不
可
欠
の
条
件
で
あ

 
つ
た
か
、
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
」
と
疑
問
を
示
さ
れ
て

、
い
る
。
服
部
清
道
「
板
碑
の
起
源
」
 
（
『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ

 
ル
』
第
八
六
号
）
。

⑱
 
服
部
清
道
著
『
板
碑
概
説
』
一
五
～
一
六
頁
。

㈲
 
東
京
天
文
台
編
『
理
科
年
表
』
昭
和
五
〇
年
前
。

⑮
 
千
々
和
 
実
「
板
碑
源
流
考
」
e
口
（
『
日
本
歴
史
」
二
八

 
四
・
二
八
五
号
）
、
京
田
良
志
氏
前
掲
論
文
、
多
田
隈
豊
秋
氏
前

 
掲
書
、
川
勝
政
太
郎
氏
前
掲
書
及
び
『
京
都
の
石
造
美
術
』
等
と

 
筆
者
の
現
地
調
査
に
よ
る
。

㈲
 
福
島
県
郡
山
市
大
里
町
の
治
暦
三
年
（
｝
〇
六
七
）
阿
邪
詞
根

 
神
社
如
法
経
塔
や
佐
賀
県
杵
島
郡
北
方
町
永
池
の
仁
安
三
年
（
一

 
一
六
八
）
の
勇
猛
寺
倶
利
迦
羅
竜
王
三
尊
塔
婆
は
共
に
板
状
で
あ

 
る
が
年
紀
に
後
刻
の
疑
い
が
あ
る
の
で
除
外
し
た
。

㈹
 
筆
者
の
実
見
に
よ
る
。
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第7号

㈹
 
千
々
和
実
着
前
掲
論
文
「
板
碑
源
流
考
」
⇔
。

㈹
 
『
阿
南
市
の
文
化
財
』
第
一
集
。
田
中
雅
信
氏
の
調
査
に
よ
る
。

⑳
 
多
田
隈
豊
秋
氏
前
掲
書
二
三
二
頁
。

⑳
 
筆
見
の
実
現
に
よ
る
。

⑳
千
々
和
実
氏
前
掲
論
文
「
板
碑
源
流
考
」
の
。

㈱
 
川
勝
政
太
郎
氏
前
掲
書
『
京
都
の
石
造
美
術
』
一
六
八
頁
。

②の

@
多
田
隈
豊
秋
氏
前
掲
書
二
七
二
頁
。

㈱
 
但
し
浄
西
寺
建
仁
塔
は
二
基
し
か
現
存
し
な
い
。
こ
の
塔
婆
が

 
浄
西
寺
に
移
建
さ
れ
た
の
は
大
正
初
期
頃
で
そ
れ
ま
で
は
近
く
の

 
油
宇
の
海
岸
に
建
っ
て
お
り
、
地
元
で
は
「
三
尊
石
」
と
言
っ
て

 
い
る
。
現
存
の
二
六
は
弥
陀
・
観
音
の
名
号
と
頭
部
に
種
子
を
刻

 
し
て
い
る
か
ら
造
立
時
は
弥
陀
三
尊
を
各
別
石
で
し
つ
ら
え
た
も

 
の
で
あ
ろ
う
（
但
し
弥
陀
塔
は
上
部
工
失
）
。
前
掲
拙
稿
。

㈱
㈱
 
筆
者
の
実
査
に
よ
る
。

㈱
 
服
部
清
道
「
板
碑
の
起
源
」
 
（
『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

 
第
八
六
号
）
。

29

?
千
々
和
 
実
「
初
期
の
笠
塔
婆
」
 
（
『
史
 
と
美
術
』
三
三

 
四
）
。

剛
 
川
勝
政
太
郎
著
『
石
造
美
術
の
旅
』
二
五
一
頁
。

勧
 
望
月
友
善
氏
前
掲
書
、
七
一
頁
。

㈱
 
千
々
和
 
実
氏
前
掲
論
文
「
初
期
の
笠
塔
婆
」
。

㈱
 
小
野
勝
年
編
『
石
造
美
術
」
 
（
『
日
本
の
美
術
』
二
、
九
三

 
頁
）
。

㈲
 
千
々
和
 
実
「
平
安
時
代
の
経
憧
」
 
（
『
史
 
と
美
術
』
三
五

 
二
）
、
望
月
轟
轟
氏
前
掲
書
一
四
〇
頁
。

㈹
 
千
々
和
 
響
岩
前
掲
論
文
「
平
安
時
代
の
経
書
」
「
板
碑
源
流

 
考
」
口
。

㈱
 
京
田
良
志
「
青
石
塔
婆
形
式
の
源
流
」
 
（
上
）
 
（
『
史
 
と
美

 
術
』
三
七
一
）
。

㈱
 
石
田
茂
作
監
修
『
新
版
仏
教
考
古
学
講
座
』
第
三
巻
、
五
八
～

 
五
九
頁
。

㈱
 
千
々
和
実
「
板
碑
研
究
の
課
題
」
（
『
日
本
歴
史
』
二
九
一

 
号
）
。

㈹
 
千
々
和
 
実
氏
前
掲
論
文
「
板
碑
源
流
考
」
⇔
。

㈹
 
川
勝
政
太
郎
氏
前
掲
書
『
京
都
の
石
造
美
術
』
八
四
頁
。

⑫
 
望
月
友
善
氏
前
掲
書
、
二
八
六
頁
。

㈹
 
こ
の
名
称
は
千
々
和
実
氏
の
命
名
に
よ
る
。
註
㈲
参
照
。

五
一
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