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宥

洪

１
．

　

お
盆
は
正
月
と
並
ん
で
日
本
を
代
表
す
る
民
俗
行
事
で
あ
る
が
、
一
般
に
基
本
的
に
は
仏
教
の
行
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る（
１
）。

　

お
盆
と
は
何
か
。『
広
辞
苑
』
第
七
版（
２
）に
よ
る
と
、
次
の
通
り
。

ぼ
ん
【
盆
】
①
平
た
い
瓦
器
（
が
き
）。
②
木
・
金
属
な
ど
で
作
っ
た
、
浅
く
平
た
い
、
も
の
を
載
せ
る
道
具
。
③
盂
蘭
盆
の
略
。

盂
蘭
盆
の
前
後
数
日
の
称
。（
以
下
略
）

　

こ
の
三
番
目
の
「
盂
蘭
盆
の
略
」
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
で
は
、
盂
蘭
盆
と
は
何
か
。
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う
ら
ぼ
ん
【
盂
蘭
盆
】（
梵
語ullam

bana

倒
懸
と
訳
さ
れ
、
逆
さ
吊
り
の
苦
し
み
の
意
と
さ
れ
る
が
、
異
説
も
あ
る
）
盂
蘭
盆

経
の
目も
く

連れ
ん

説
話
に
基
づ
き
、
祖
霊
を
死
後
の
苦
し
み
の
世
界
か
ら
救
済
す
る
た
め
の
仏
事
。

　

文
中
の
「
異
説
も
あ
る
」
と
い
う
箇
所
は
、
同
辞
典
の
第
六
版
ま
で
は
、「
イ
ラ
ン
の
語
系
で
霊
魂
の
意
のurvan

と
す
る
説
も

あ
る
」
と
あ
っ
た
。
こ
の
説
が
退
け
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
盂
蘭
盆
は
「
祖
霊
を
死
後
の
苦
し
み
の
世
界
か
ら
救
済
す
る
た
め
の
仏
事
」
と
あ
る
。

　

そ
れ
は
盂
蘭
盆
経（
３
）の
目
連
説
話
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
が
、
わ
が
国
の
民
俗
行
事
と
し
て
の
お
盆
は
、
そ
れ
と
は
違
う
よ
う
に

思
う
。
ま
た
、
盂
蘭
盆
の
原
語
は
梵
語ullam
bana

で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
「
倒
懸
」、
す
な
わ
ち
「
逆
さ
吊
り
の
苦
し
み
」
を
さ
す

と
い
う
が
、
こ
れ
も
わ
が
国
の
民
俗
行
事
と
し
て
の
お
盆
と
は
何
の
関
係
も
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

近
年
、
辛
嶋
静
志
は
、「
盂
蘭
盆
」
は
「
ご
飯
を
い
れ
た
鉢
」
を
意
味
し
、
よ
っ
て
『
盂
蘭
盆
経
』
は
「（
お
供
え
の
）
ご
飯
を
い

れ
た
鉢
の
経
」
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
説
を
発
表
し
た（
４
）。
こ
れ
に
よ
る
と
、
盂
蘭
盆
会
と
は
、「
ご
飯
を
い
れ
た
鉢
を
供
え
る
法
会
」

の
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
飲
食
物
等
の
供
物
を
お
盆
（
＝
ト
レ
イ
）
に
載
せ
て
、
自
恣
の
行
事
に
参
加
す
る
た
め
に
十
方
か
ら
き

た
僧
侶
た
ち
に
布
施
す
る
催
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

辛
嶋
は
ま
た
『
大
法
輪
』
誌
に
「『
盂
蘭
盆
』
の
本
当
の
意
味
―
千
四
百
年
間
の
誤
解
を
解
く
―
』
と
題
し
た
同
じ
内
容
の
論
文（
５
）

を
寄
稿
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
日
本
人
は
一
千
年
以
上
も
、
盂
蘭
盆
の
意
味
を
誤
解
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

２
．

　

お
盆
の
「
盆
」
が
「
盂
蘭
盆
」
の
略
で
あ
り
、
盂
蘭
盆
の
典
拠
は
『
盂
蘭
盆
経
』
で
あ
り
、『
盂
蘭
盆
経
』
に
基
づ
い
て
盂
蘭
盆
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会
な
る
法
会
が
中
国
で
も
日
本
で
も
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

　

問
題
は
、「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
語
の
意
味
で
あ
る
。
玄
応
が
唐
の
太
宗
皇
帝
の
勅
に
よ
り
六
四
八
年
（
貞
観
二
二
）
頃
に
撰
し
た
『
一

切
経
音
義
』（
全
二
十
五
巻
）
に
お
い
て
、「
盂
蘭
盆
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
以
来
、「
盂
蘭
盆
」
は
梵
語
（
ま
た
は
西
域

の
言
語
）
の
音
写
で
、
意
味
は
「
倒
懸
」
と
い
う
解
釈
が
広
ま
っ
た
。

盂
蘭
盆
、
此
の
言
は
訛
な
り
。
正
し
く
は
烏う

藍ら
ん

婆ば

拏な

と
云
う
。
此
の
訳
を
倒と
う

懸け
ん

と
云
う
。
西
国
の
法
を
案
ず
る
に
、
衆
僧
自
恣

の
日
に
至
っ
て
、
先
亡
罪
有
り
、
家
ま
た
嗣
を
絶
ち
、
ま
た
人
の
饗
祭
す
る
無
け
れ
ば
、
則
ち
鬼
趣
の
中
に
倒
懸
の
苦
を
受
く
。

仏
三
宝
田
中
に
俱
具
せ
し
め
、
仏
僧
に
施
し
奉
り
、
先
亡
を
祐
資
し
て
、
以
て
先
を
救
う
。
倒
懸
飢
餓
の
苦
と
云
う
。
旧
に
盂

蘭
盆
は
是
れ
貯
食
の
器
と
云
う
は
、
此
の
言
は
誤
り
な
り（
６
）。

　

こ
の
最
後
に
「
旧
に
盂
蘭
盆
は
是
れ
貯
食
の
器
と
云
う
は
、
此
の
言
は
誤
り
な
り
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
盂
蘭
盆
は
飲
食
物
等

を
載
せ
る
容
器
（
ト
レ
イ
）
の
意
味
で
は
な
い
と
殊
更
に
念
を
押
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、『
盂
蘭
盆
経
』
の
中
の
「
盂

蘭
盆
」
は
、
後
述
す
る
通
り
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
飲
食
物
等
を
載
せ
る
容
器
（
ト
レ
イ
）」
を
意
味
す
る
語
な
の
で
あ
る
。

　

玄
応
の
時
代
に
は
既
に
盂
蘭
盆
会
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
『
盂
蘭
盆
経
』
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

知
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
玄
応
は
、
盂
蘭
盆
と
は
飲
食
物
等
を
載
せ
る
容
器
（
ト
レ
イ
）
の
こ
と
だ
と
す
る
当
時
の
一
般
常
識
を
退

け
、「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
、
こ
の
い
か
に
も
音
写
語
ら
し
い
語
の
原
語
を
詮
索
し
、「
正
し
く
は
烏
藍
婆
拏
と
云
う
。
此
の
訳
を
倒
懸

と
云
う
」
と
記
し
た
。
つ
ま
り
、『
盂
蘭
盆
経
』
に
記
さ
れ
て
い
る
「
盂
蘭
盆
」
の
語
の
用
法
は
間
違
っ
て
い
る
と
判
断
し
た
わ
け

で
あ
る
。
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し
か
し
、「
盂
蘭
盆
」
は
、
玄
応
が
『
盂
蘭
盆
経
』
の
中
か
ら
選
ん
だ
語
な
の
で
あ
り
、
今
も
昔
も
「
盂
蘭
盆
」
の
語
の
典
拠
を
『
盂

蘭
盆
経
』
以
外
の
い
か
な
る
文
献
に
も
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
盂
蘭
盆
」
の
意
味
は
『
盂
蘭
盆
経
』
に

記
さ
れ
て
い
る
通
り
に
理
解
す
る
ほ
か
は
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
盂
蘭
盆
経
』
に
記
さ
れ
て
い
る
「
盂

蘭
盆
」
の
語
の
用
法
は
間
違
っ
て
い
る
と
は
一
体
ど
う
し
た
了
見
か
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
八
〇
七
年
（
元
和
二
）
に
慧
琳
が

著
し
た
『
一
切
経
音
義
』（
全
百
巻
）
に
は
玄
応
説
が
そ
の
ま
ま
採
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
一
四
三
年
（
紹
興
十
三
）
に
法
雲
が

撰
述
し
た
『
翻
訳
名
義
集
』
で
も
そ
れ
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る（
７
）。「
盂
蘭
盆
は
倒
懸
の
義
」
と
す
る
解
釈
は
伝
統
と
し
て
定
着
し
た
の

で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
盂
蘭
盆
会
と
は
、
玄
応
の
解
釈
に
し
た
が
い
、
衆
僧
自
恣
の
日
に
、
仏
僧
に
施
し
奉
り
、
先
亡
の
倒
懸
の
苦
を
救
う

法
会
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

３
．

　

玄
応
の
言
う
よ
う
に
、
西
国
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
に
は
、
子
孫
の
な
い
先
祖
は
餓
鬼
に
な
っ
て
倒
懸
の
苦
し
み
に
陥
る
と
い
う
言
い

伝
え
が
あ
っ
た（
８
）。

大
叙
事
詩
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
「
倒
懸
」
を
意
味
す
る
梵
語
の
動
詞
形avalam

bate

が
あ
り
、
そ
の
名
詞
形

avalam
bana

か
らullam

bana

と
い
う
語
形
が
導
き
出
さ
れ
る
（avalam

bana

→olam
bana

→ullam
m

bana

）
（
９
）

こ
と
か
ら
、
近
年
ま
で
、

玄
応
の
い
う
「
烏
藍
婆
拏
」
と
い
う
表
記
か
ら
還
元
さ
れ
るullam

bana

が
「
盂
蘭
盆
」
の
原
語
と
さ
れ
て
き
た
。
現
在
で
も
、
あ

た
か
も
こ
れ
が
定
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に
『
広
辞
苑
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、ullam

bana

は
あ
く
ま
で
も
想
定
さ
れ
た
語
に
す
ぎ
ず
、
実
際
に
は
、
い
か
な
る
梵
語
文
献
に
も
見
ら
れ
な
い
語
な
の
で

あ
る
。
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そ
こ
で
、「
盂
蘭
盆
」
の
原
語
は
、
梵
語
で
は
な
く
、
イ
ラ
ン
語
の
「
ウ
ル
ヴ
ァ
ン
」
の
音
写
で
は
な
い
か
と
考
え
主
張
し
た
の

が
岩
本
裕
で
あ
っ
た）
（1
（

。『
広
辞
苑
』
第
六
版
ま
で
「
イ
ラ
ン
の
語
系
で
霊
魂
の
意
のurvan

と
す
る
説
も
あ
る
」
と
あ
っ
た
の
が
そ
れ

で
あ
る
。
同
辞
典
第
七
版
で
こ
の
説
明
文
は
消
え
、「
異
説
も
あ
る
」
と
な
っ
た
。

　

ど
の
よ
う
な
異
説
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
を
大
別
す
る
と
二
種
類
あ
っ
て
、
一
つ
は
、
玄
応
説
と
同
様
、「
盂

蘭
盆
」
は
音
写
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
語
が
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
近
代
仏
教
学
の
草
分
け
で
あ
る
南
條
文
雄）
（（
（

、
池
田
澄
達）
（2
（

、
荻

原
雲
来
ら
は
、
玄
応
の
い
う
「
烏
藍
婆
拏
」
と
い
う
表
記
か
ら
還
元
さ
れ
るullam

bana

が
原
語
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
高
楠
順

次
郎）
（3
（

や
干
潟
龍
祥）
（1
（

は
「
救
済
」
を
意
味
す
るullum
pana

が
原
語
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
否
定
し
て
、
岩
本
は
イ
ラ

ン
語
系
の
ソ
グ
ド
語urvan
が
原
語
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
井
本
英
一）
（1
（

は
中
期
イ
ラ
ン
語
のulavān

の
音
写
と
考
え
ら
れ
る

と
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
玄
応
が
俗
説
と
し
て
否
定
し
た
「
盂
蘭
盆
は
器
（
ト
レ
イ
）」
を
認
め
る
の
は
、
入
澤
崇）
（1
（

や
田
中
文
雄）
（1
（

、
そ
し
て
前
掲

の
辛
嶋
で
あ
る
。
厳
密
に
言
う
と
、『
盂
蘭
盆
経
』
の
中
の
「
盆
」
と
い
う
語
は
梵
語
で
は
な
く
、「
器
（
ト
レ
イ
）」
の
意
味
の
漢

語
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。

　

で
は
「
盂
蘭
」
は
何
か
と
い
う
と
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
前
掲
の
辛
嶋
で
あ
る
。「
盂
蘭
」
は
梵
語odana

（
米
飯
）
の
口

語
形olana

の
音
写
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
た
。
辛
嶋
が
「
千
四
百
年
間
の
誤
解
を
解
く
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
藤
本
晃）
（1
（

は
「
盆
」
は
お
布
施
す
る
食
べ
物
や
衣
服
を
載
せ
る
お
供
え
盆
の
こ
と
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
盂
蘭
」
は

屋
根
や
床
が
つ
い
た
御
布
施
用
の
仮
殿
の
意
の
「
干
蘭
」
の
誤
記
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
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４
．

　

ま
ず
、「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
語
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
か
で
あ
る
が
、
と
に
も
か
く
に
も
こ
の
語
の
初
出
は
『
盂
蘭

盆
経
』
で
あ
る
。
こ
の
経
は
西
晋
の
武
帝
の
時
代
（
二
六
五
〜
二
九
〇
）
に
竺
法
護
（
二
三
九
〜
三
一
六
）
が
訳
し
た
と
さ
れ
て
い

る
。
だ
が
、
そ
れ
は
随
代
の
『
歴
代
三
宝
紀
』）
（1
（

（
五
九
七
）
や
唐
代
の
『
開
元
釈
教
録
』）
21
（

（
七
三
〇
）
な
ど
の
説
で
、
梁
の
天
藍
年
間

（
五
〇
二
―
五
一
九
）
に
撰
述
さ
れ
た
最
古
の
経
録
『
出
三
蔵
記
集
』）
2（
（

で
は
訳
者
不
明
と
さ
れ
て
い
た
。

　

六
世
紀
初
頭
の
経
録
で
は
訳
者
不
明
と
さ
れ
て
い
た
の
に
、
六
世
紀
末
の
経
録
か
ら
竺
法
護
訳
と
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
な
ぜ
か
。

　

梁
の
大
同
四
年
（
五
三
八
）
に
盂
蘭
盆
会
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
南
宋
代
の
咸
淳
四
年
（
一
二
六
九
）
に
天
台
宗
の
志
磐

に
よ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
『
仏
祖
統
紀
』
巻
三
七
に
、

大
同
四
年
。
帝
、
同
泰
寺
に
幸
し
盂
蘭
盆
斎
を
設
け
る）
22
（

。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
が
中
国
に
お
け
る
盂
蘭
盆
会
の
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、『
日
本
書
紀
』
巻
二
二
、
推
古
天
皇
十
四
年
（
六
〇
六
）
の
条
に
、

是
の
年
よ
り
初
め
て
寺
毎
に
、
四
月
の
八
日
、
七
月
十
五
日
に
斎
を
設
け
る）
23
（

。

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
灌
仏
会
と
盂
蘭
盆
会
の
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

但
し
、「
盂
蘭
盆
会
」
と
い
う
語
の
初
出
は
、
斉
明
天
皇
三
年
（
六
五
七
）
の
条
の
、

辛
丑
（
＝
七
月
十
五
日
）
に
須
弥
山
の
像
を
飛
鳥
寺
の
西
に
作
る
。
ま
た
、
盂
蘭
瓫
会
設
く）
21
（

で
あ
る
。
ま
た
、
斉
明
天
皇
五
年
（
六
五
九
）
の
条
に
、
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庚
寅
（
＝
七
月
十
五
日
）
に
群
臣
に
詔
し
て
、
京
内
の
諸
寺
に
盂
蘭
盆
経
を
勧と講
か
し
め
て
、
七
世
の
父
母
を
報
い
し
む）
21
（

。

と
あ
る
。

　

梁
代
に
勅
命
に
よ
り
「
盂
蘭
盆
会
（
斎
）」
と
称
す
る
行
事
が
初
め
て
催
さ
れ
る
に
当
た
り
、
そ
の
典
拠
と
な
る
『
盂
蘭
盆
経
』

が
訳
者
不
明
で
は
困
る
わ
け
で
、
鳩
摩
羅
什
が
登
場
す
る
ま
で
当
代
随
一
の
大
翻
訳
家
と
し
て
著
名
な
竺
法
護
の
訳
と
の
確
定
が
な

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
わ
が
国
で
こ
の
経
典
は
偽
経
と
見
做
さ
れ
て
き
た
。
梵
語
原
典
が
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
も
な
い
こ
と
に
加
え
て
、「
道
眼
」

「
孝
順
」
と
い
っ
た
仏
教
的
で
は
な
い
表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
中
国
で
偽
造
さ
れ
た
経
典
と
見
做
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
鳩
摩
羅
什
以
前
の
翻
訳
経
典
に
は
「
道
眼
」「
孝
順
」
等
の
表
現
が
数
多
く
見
ら
れ
る
し
、
こ
の
ほ
か
古
い
漢
訳
仏
典
の

用
法
が
『
盂
蘭
盆
経
』
に
は
あ
る
と
し
て
、
こ
の
経
典
は
決
し
て
偽
経
で
は
な
く
、
三
、
四
世
紀
に
、
竺
法
護
か
誰
か
に
よ
っ
て
、

イ
ン
ド
の
原
典
か
ら
訳
さ
れ
た
経
典
で
あ
る
、
と
初
め
て
明
言
し
た
の
も
辛
嶋
で
あ
る
。

　

も
し
そ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
『
盂
蘭
盆
経
』
に
よ
っ
て
、
三
、
四
世
紀
に
中
国
で
は
「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
言
葉
が
知
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
盂
蘭
盆
会
が
初
め
て
行
わ
れ
る
ま
で
に
二
百
数
十
年
も
の
隔
た
り
が
あ
る
の
は
い
か
に
も
不
自
然
な
気
が
す

る
。
と
い
う
の
も
、『
盂
蘭
盆
経
』
は
、
ま
さ
し
く
「
衆
僧
自
恣
の
日
に
、
仏
僧
に
施
し
奉
る
」
行
事
の
意
義
と
実
践
を
説
い
た
経

典
で
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
盂
蘭
盆
会
と
い
う
行
事
を
行
う
た
め
に
編
ま
れ
た
経
典
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
、
先
述
の
訳
者
不
明
と
し
て
い
た
六
世
紀
初
頭
の
経
録
に
は
実
は
『
盂
蘭
経
』
と
記
さ
れ
て
い
た
。『
盂
蘭
盆
経
』
と
い

う
経
名
は
、
六
世
紀
末
の
経
録
に
初
め
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
本
当
に
竺
法
護
と
い
う
著
名
な
翻
訳
家
が
『
盂
蘭
盆
経
』
と
い
う

名
称
の
経
典
を
訳
し
て
い
た
の
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

現代密教　第32号　
� P. 121智山伝法院 216.0

302.0
×１

念校 仮＿（121）



現代密教　第32号

― 122 ―

　

東
晋
（
三
一
七
―
四
二
〇
）
の
時
代
の
失
訳
と
さ
れ
る
『
報
恩
奉
盆
経
』
と
い
う
経
典）
21
（

が
あ
る
。『
盂
蘭
盆
経
』
の
表
現
や
語
句

を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
使
い
つ
つ
、『
盂
蘭
盆
経
』
を
三
分
の
一
ほ
ど
に
短
縮
し
た
経
典
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
『
盂
蘭
盆
経
』

が
先
行
経
典
と
い
う
前
提
の
話
で
あ
っ
て
、
こ
の
前
提
を
外
せ
ば
、『
盂
蘭
盆
経
』
は
『
報
恩
奉
盆
経
』
を
増
広
し
た
経
典
と
い
う

可
能
性
が
高
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
経
典
に
は
「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
語
が
一
度
も
登
場
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
梁
の
時
代
の
天
藍
七
年
（
五
〇
八
）
に
勅
命
に
よ
っ
て
僧
旻
が
撰
集
し
、
再
度
勅
命
に
よ
っ
て
天
藍
十
五
年
（
五
一
六
）

に
宝
唱
が
中
心
と
な
っ
て
撰
し
た
一
種
の
百
科
事
典
で
あ
る
『
経
律
異
相
』（
全
五
〇
巻
）
の
巻
十
四
に
「
目
連
為
母
造
盆
」
と
い

う
項
の
記
述）
21
（

が
あ
る
。
こ
れ
は
『
報
恩
奉
盆
経
』
を
更
に
半
分
に
縮
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、『
報
恩
奉
盆
経
』
を
典

拠
と
し
て
記
し
た
も
の
か
と
思
い
き
や
、
そ
の
出
典
は
『
盂
蘭
経
』
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
献
に
も
「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
語
が
登

場
し
な
い
か
ら
、
そ
の
出
典
と
な
る
経
典
に
も
「
盂
蘭
盆
」
の
語
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
を
要
す
る
に
、『
盂
蘭
経
』
な
る
経
典
が
い
か
な
る
経
典
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、『
経
律
異
相
』
が
著
さ
れ
た
時
点
で
、

『
盂
蘭
盆
経
』
と
い
う
名
称
の
経
典
は
ま
だ
な
く
、「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
言
葉
も
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、『
盂
蘭
盆
経
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
何
を
差
し
置
い
て
も
経
題
の
「
盂
蘭
盆
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
経
典
を
短
縮
も
し
く
は

要
約
し
た
か
の
よ
う
な
文
献
に
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
盂
蘭
盆
経
』
は
、『
経
律
異
相
』
が
著
さ
れ
た
五
一
六
年
か
ら
、
初
め
て
盂
蘭
盆
会
が
行
わ
れ
た
五
三
八
年

の
間
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
時
、
初
め
て
「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

梁
の
宗
懍
が
六
世
紀
半
ば
頃
に
著
し
た
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
は
、
は
や
「
七
月
十
五
日
、
僧
尼
道
俗
、
悉
く
盆
を
営
み
諸
仙
に
供

す）
21
（

」
と
し
て
『
盂
蘭
盆
経
』
の
内
容
が
具
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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次
に
、
こ
こ
で
『
盂
蘭
盆
経
』
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
の
経
典
の
主
人
公
は
釈
尊
の
弟
子
の
中
で
も
神
通
第
一
と
称
さ
れ
た
目
連
尊
者
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
こ
の
経
典
は
三
幕
か
ら

な
る
演
劇
の
脚
本
そ
の
も
の
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
三
幕
す
べ
て
に
登
場
す
る
目
連
尊
者
の
役
回
り
は
実
に
意
外
と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い
。

　

第
一
幕
は
、
神
通
力
を
得
た
目
連
が
両
親
を
仏
の
道
に
導
こ
う
と
し
て
道
眼
を
も
っ
て
世
を
見
る
。
す
る
と
亡
く
な
っ
た
母
は
餓

鬼
の
世
界
に
い
た
。
飲
み
物
や
食
べ
物
も
な
く
、
骨
と
皮
ば
か
り
に
痩
せ
衰
え
て
骨
が
浮
き
上
が
っ
て
い
る
の
が
み
え
た
。
嘆
き
悲

し
ん
だ
目
連
は
、
そ
こ
に
赴
き
、
鉢
に
ご
飯
を
盛
っ
て
差
し
出
す
が
、
母
が
そ
れ
を
口
に
入
れ
る
前
に
化
し
て
炭
と
な
り
、
つ
い
に

口
に
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
目
連
、
大
い
に
叫
び
、
悲
号
啼
泣
し
て
、
助
け
を
求
め
て
仏
の
も
と
に
馳
せ
参
ず
る
。

　

神
通
力
を
得
た
ほ
ど
の
目
連
が
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
悲
惨
な
情
況
を
目
前
に
し
よ
う
と
、「
大
い
に
叫
び
、
悲
号
啼
泣
」
す
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
の
疑
問
が
湧
く
が
、
こ
れ
が
こ
の
経
典
に
お
け
る
目
連
の
役
回
り
で
あ
る
。
神
通
力
と
悟
り
と
は

関
係
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
ぜ
目
連
の
母
は
餓
鬼
の
世
界
に
い
た
か
。
こ
れ
は
第
二
幕
で
釈
尊
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
「
汝
が
母
は
罪
根
深

く
結
せ
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
目
連
の
母
に
ど
の
よ
う
な
罪
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
経
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。

　

パ
ー
リ
小
部
経
典
『
ペ
ー
タ
ヴ
ァ
ッ
ツ
（
餓
鬼
事
経
）』
と
い
う
、
五
十
一
話
か
ら
な
る
「
死
者
た
ち
の
物
語
」）
21
（

に
よ
れ
ば
、
こ

こ
に
登
場
す
る
餓
鬼
が
生
前
に
犯
し
た
悪
業
は
主
に
「
物
惜
し
み
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
三
者
に
よ
る
善
行
が
廻
向
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
善
行
と
は
、
ひ
と
え
に
出
家
者
や
教
団
に
対
す
る
布
施
で
あ
る
。
な
ぜ
餓
鬼
に
直
接
施
す
こ
と
が
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で
き
な
い
か
と
い
う
と
、
餓
鬼
は
阿
羅
漢
の
よ
う
な
福ふ
く

田で
ん

で
は
な
い
か
ら
と
さ
れ
る
。
福
田
（
＝
阿
羅
漢
）
に
農
夫
（
＝
施
主
）
が

蒔
い
た
種
（
＝
施
物
）
が
果
を
産
み
、
そ
の
果
を
餓
鬼
が
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

仏
教
が
説
く
自
業
自
得
の
原
則
に
従
う
な
ら
ば
、
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
者
は
、
自
ら
の
罪
を
償
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
い

き
な
り
保
釈
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
本
来
あ
り
え
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
「
廻
向
」
と
い
う
考
え
方
な
い
し
方

策
は
、
従
来
、
大
乗
仏
教
の
「
空
の
思
想
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た）
31
（

が
、
既
に
初
期
仏
典
に
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

６
．

　

第
二
幕
は
、
釈
尊
の
も
と
に
馳
せ
参
じ
た
目
連
に
、
仏
が
懇
々
と
諭
す
場
面
で
あ
る
。

　

お
前
の
母
は
犯
し
た
罪
の
根
が
深
く
張
っ
て
い
る
の
で
、
お
前
一
人
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
神
々
の
力
を
か
り

て
も
ダ
メ
。
十
方
衆
僧
の
威
神
力
を
用
い
て
こ
そ
可
能
だ
と
説
く
。

　

具
体
的
に
は
、「
十
方
衆
僧
の
、
七
月
十
五
日
の
僧
自
恣
の
時
に
、
ま
さ
に
七
世
の
父
母
及
び
現
在
の
父
母
厄
難
中
の
者
の
た
め
に
、

飯
百
味
、
五
果
、
汲
灌
盆
器
、
香
油
、
錠
燭
、
床
敷
、
臥
具
を
具
え
、
世
の
甘
美
を
尽
し
て
、
も
っ
て
盆
中
に
著
け
、
十
方
の
大
徳

衆
僧
を
供
養
す
べ
し
」
と
説
く
。

　

こ
の
文
中
に
、「
盆
」
と
い
う
語
が
二
回
出
て
く
る
。
最
初
の
「
汲
灌
盆
器
」
は
、
要
は
水
を
汲
み
濯
ぐ
た
め
の
容
器
を
意
味
す
る
。

次
の
「
盆
中
に
著
け
」
の
「
盆
」
も
ま
た
、
衆
僧
に
供
養
す
る
諸
々
の
も
の
を
載
せ
る
容
器
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
続
い
て
、「
こ
の
日
に
あ
た
り
て
、
一
切
の
聖
衆
、
あ
る
い
は
山
間
に
あ
り
て
禅
定
し
、
あ
る
い
は
四
道
の
果
を
得
、
あ

る
い
は
樹
下
に
経
行
し
、
あ
る
い
は
六
通
自
在
に
し
て
声
聞
縁
覚
を
教
化
し
、
あ
る
い
は
十
地
の
菩
薩
の
大
人
に
し
て
、
か
り
に
比

丘
と
現
じ
て
大
衆
の
中
に
あ
る
も
、
皆
同
じ
く
一
心
に
鉢
和
羅
飯
を
受
く
れ
ば
、
清
浄
戒
を
具
す
る
聖
衆
の
道
、
そ
の
徳
、
汪
洋
た
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ら
ん
」
と
説
く
。

　

文
中
の
「
鉢
和
羅
飯
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』）
3（
（

に
よ
る
と
、「
鉢
和
羅
」
は
「
は
つ
わ
ら
」
と
読
み
、

梵
語pravāraṇā

パ
ー
リ
語pavāraṇā

の
音
写
で
、
自
恣
を
意
味
す
る
。
雨
安
居
の
修
了
式
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
典
拠
は

玄
応
の
『
一
切
経
音
義
』
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
経
典
に
は
「
自
恣
」
と
い
う
語
が
四
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
唯
一
こ
こ
で
音
写
語
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

は
な
い
。『
盂
蘭
盆
経
』
に
は
「
鉢
和
羅
飯
を
受
く
れ
ば
」
と
あ
る
が
、『
報
恩
奉
盆
経
』
に
は
「
皆
共
に
心
を
同
じ
く
し
て
鉢
和
羅

を
受
く
」
と
あ
り
、『
経
律
異
相
』
に
は
「
皆
同
一
に
鉢
和
羅
を
受
け
」
と
あ
る
。
文
脈
か
ら
「
鉢
和
羅
」
が
自
恣
を
意
味
す
る
と

は
考
え
に
く
い
。

　

宗
密
の
『
盂
蘭
盆
経
疏
』
に
は
、「
鉢
和
羅
飯
を
受
く
る
と
は
、
鉢
中
の
飯
な
り
。
梵
に
は
鉢
多
羅
と
云
い
、
此
れ
応
量
器
を
云
う
。

和
字
は
訛
な
り
。
今
時
た
だ
鉢
と
云
う
は
略
な
り
。
経
題
に
盆
と
云
う
は
即
ち
是
れ
鉢
な
り
。
訳
す
る
と
き
俗
に
随
い
、
題
は
こ
れ

盆
と
云
う
。
盆
こ
れ
と
鉢
と
は
皆
こ
れ
器
ゆ
え
に）
32
（

」
と
あ
る
。
宗
密
は
和
字
は
訛
だ
と
し
て
「
鉢
多
羅
」
と
解
し
、
そ
れ
は
応
量
器

す
な
わ
ち
修
行
僧
が
托
鉢
の
時
に
用
い
る
鉢
の
意
味
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
還
梵
す
れ
ば
、「
パ
ー
ト
ラ
（pātra

）」
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
経
題
の
「
盆
」
と
同
じ
器
を
さ
す
言
葉
だ
と
言
っ
て
い
る
。

７
．

　

第
三
幕
は
、
釈
尊
の
教
示
に
し
た
が
っ
て
目
連
が
衆
僧
に
供
養
す
る
場
面
で
あ
る
。

　

こ
の
経
典
の
舞
台
は
釈
尊
在
世
の
時
代
の
設
定
で
あ
る
。
律
蔵
大
品
に
よ
れ
ば
、
成
道
後
の
釈
尊
が
鹿
野
苑
で
の
初
転
法
輪
の
後
、

ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
に
戻
り
、
カ
ッ
サ
パ
三
兄
弟
を
屈
服
さ
せ
、
マ
ガ
ダ
国
に
入
っ
て
か
ら
舎
利
弗
と
目
連
を
入
門
さ
せ
た
時
点
で
千
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二
百
五
十
人
の
弟
子
が
い
た）
33
（

。『
法
華
経
』
の
漢
訳
で
は
「
大
比
丘
衆
万
二
千
人
」、
梵
語
原
典
で
は
「
千
二
百
人
」
の
弟
子
が
い
た

と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
千
人
を
超
え
る
僧
た
ち
に
存
分
の
ご
馳
走
を
振
る
舞
え
る
だ
け
の
財
力
が
出
家
者
の
目
連
に
あ
っ
た

こ
と
が
不
思
議
で
も
何
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る）
31
（

。

　

と
も
か
く
、
そ
こ
で
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
経
に
は
、「
こ
の
時
、
目
連
そ
の
母
、
即
ち
こ
の
日
に
一
劫
餓
鬼
の
苦
を
脱
す

る
を
得
た
り
」
と
あ
る
。

　

こ
の
第
三
幕
で
、『
盂
蘭
盆
経
』
だ
け
に
「
盂
蘭
盆
」
と
い
う
語
が
三
回
出
て
く
る
。

　

㈠
も
し
未
来
世
の
一
切
の
仏
弟
子
で
、
孝
順
を
行
ず
る
者
は
、
ま
た
ま
さ
に
こ
の
盂
蘭
盆
を
奉
じ
て
現
在
の
父
母
乃
至
七
世
の
父

母
を
救
度
す
べ
き
こ
と
し
か
る
べ
し

　

㈡
七
月
十
五
日
の
仏
歓
喜
日
、
僧
自
恣
の
日
に
、
百
味
の
飲
食
を
以
て
盂
蘭
盆
の
中
に
安
じ
、
十
方
自
恣
の
僧
に
施
す
べ
し

　

㈢
年
々
、
七
月
十
五
日
、
常
に
孝
順
慈
憶
を
も
っ
て
所
生
の
父
母
な
い
し
七
世
の
父
母
の
た
め
に
盂
蘭
盆
を
作
り
、
仏
及
び
僧
に

施
し
、
以
て
父
母
長
養
慈
愛
の
恩
を
報
ず
べ
し

　

念
の
た
め
に
言
う
と
、
こ
の
三
カ
所
の
用
例
以
外
に
「
盂
蘭
盆
」
の
典
拠
は
な
く
、
よ
っ
て
こ
の
用
例
を
検
討
す
る
以
外
に
こ
の

語
義
を
明
ら
か
に
す
る
す
べ
は
な
い
。
果
た
し
て
、
こ
の
原
語
が
「
倒
懸
」
を
意
味
す
るullam

bana

で
あ
る
と
か
、「
救
済
」
を
意

味
す
るullum

pana

で
あ
る
と
か
、「
霊
魂
」
を
意
味
す
る
イ
ラ
ン
語
のurvan

で
あ
る
と
か
、
等
々
の
説
が
い
か
に
荒
唐
無
稽
で
あ

る
か
、
こ
こ
に
お
の
ず
と
判
明
す
る
。

　

経
は
さ
ら
に
、「
時
に
仏
、
十
方
の
衆
僧
に
勅
し
た
ま
わ
く
、
皆
先
ず
施
主
家
の
為
に
、
七
世
の
父
母
を
呪
願
し
、
禅
定
意
を
行
じ
、

し
か
し
て
後
に
食
を
受
く
べ
し
」
と
述
べ
、「
初
め
て
盆
を
受
く
る
時
は
、
ま
ず
仏
塔
の
前
に
安
住
し
、
衆
僧
呪
願
し
お
え
て
、
す

な
わ
ち
食
を
受
く
べ
し
」
と
、
僧
た
ち
へ
の
心
得
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
文
中
の
「
仏
塔
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
き
、
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「
盂
蘭
盆
を
奉
じ
」「
盂
蘭
盆
の
中
に
安
じ
」「
盂
蘭
盆
を
作
り
」、
そ
し
て
「
盆
を
受
く
」
と
い
う
表
現
か
ら
し
て
、『
盂
蘭
盆
経
』

に
お
け
る
「
盆
」
と
は
、
自
恣
の
日
に
僧
た
ち
が
受
け
る
供
物
を
載
せ
る
器
（
ト
レ
イ
）
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。

　

で
は
、「
盂
蘭
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
経
の
文
脈
か
ら
、「
盂
蘭
盆
」
は
盆
器
そ
の
も
の
を
さ
す
語
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
。「
盂
蘭
」
は
僧
自
恣
と
い
う
特
別
な
日
に
捧
げ
る
盆
器
の
美
称
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
語
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ

る）
31
（

。
後
世
の
人
々
が
ど
ん
な
に
内
外
の
文
献
を
渉
猟
し
て
も
そ
の
典
拠
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、「
盂
蘭
」
も
「
盂

蘭
盆
」
も
、
ひ
と
え
に
こ
の
名
称
の
斎
会
を
開
催
す
る
た
め
に
編
み
出
さ
れ
た
造
語
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

８
．

　

さ
て
、
従
来
多
く
の
学
者
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
や
は
り
『
盂
蘭
盆
経
』
は
竺
法
護
に
仮
託
さ
れ
た
偽
経
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
。
竺
法
護
の
時
代
の
漢
訳
語
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
に
訳
さ
れ
た
こ
と
を
装
う
こ
と
は
い
と
も
容
易
い
こ
と
だ
か

ら
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
梵
語
原
典
の
な
い
こ
と
が
致
命
的
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
撰
述
の
可
能
性
は
本
当
に
全
く
な
い
か
一
応
検
討

し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、『
盂
蘭
盆
経
』
の
メ
イ
ン
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
僧
自
恣
の
日
に
仏
僧
に
施
し
奉
る
」
行
事
が
イ
ン
ド
起
源
で
あ
る
こ
と

は
明
か
で
あ
る
。

　

玄
奘
は
『
大
唐
西
域
記
』
に
、
夏
安
居
明
け
の
行
事
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

歳
毎
に
比
丘
安
居
を
解
く
の
と
き
四
方
の
法
俗
百
千
万
の
衆
、
七
日
七
夜
、
香
花
を
持
し
音
楽
を
鼓
し
遍
く
林
中
に
遊
び
て
拝

礼
供
養
す）
31
（

。
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義
浄
も
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
、
安
居
明
け
に
「
こ
の
時
、
法
俗
盛
ん
に
供
養
を
興
す）
31
（

」
と
報
告
し
、
自
恣
の
日
の
賑
や
か
な

様
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
。

こ
の
日
を
応
に
随
意
と
名
づ
く
べ
し
。
…
旧
に
自
恣
と
言
う
は
是
れ
義
翻
な
り
。
必
ず
須
く
十
四
日
夜
に
お
い
て
一
の
経
師
を

請
じ
、
高
座
に
昇
ら
し
め
て
仏
の
経
を
誦
せ
し
む
べ
し
。
時
に
俗
士
雲
の
ご
と
く
に
集
ま
り
、
灯
を
燃
や
し
明
か
り
を
続
け
香

華
が
供
養
さ
れ
る
。
明
朝
は
総
べ
て
出
で
て
村
城
を
旋
繞
し
、
各
各
並
に
虔
心
に
諸
の
制
底
を
礼
拝
す
。
…
凡
そ
大
斎
の
日
は

悉
く
是
の
如
し）
31
（

。

　

次
に
「
目
連
が
母
を
救
い
出
す
」
モ
チ
ー
フ
は
、
根
本
説
一
切
有
部
の
説
話
集
『
デ
ィ
ヴ
ィ
ヤ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』）
31
（

に
見
ら
れ
る
。

た
だ
そ
こ
で
は
母
は
餓
鬼
で
は
な
く
、
摩
利
支
世
界
か
ら
救
い
出
さ
れ
る
話
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
説
話
集
の
成
立
は
十
世
紀
頃
と

新
し
い
が
、
同
じ
話
が
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
薬
事
』）
11
（

に
収
め
ら
れ
て
い
て
、
古
い
伝
承
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

目
連
が
関
係
す
る
餓
鬼
救
済
の
話
は
古
く
か
ら
た
く
さ
ん
あ
り
、
特
に
『
撰
集
百
縁
経
』
巻
五
の
「
餓
鬼
品
」
に
収
め
ら
れ
て
い

る
救
済
譚）
1（
（

の
大
半
に
目
連
が
登
場
す
る
。
原
典
は
説
一
切
有
部
が
伝
え
る
『
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
・
シ
ャ
タ
カ
』
と
い
う
名
称
で
現
存
す

る）
12
（

。
こ
の
ほ
か
餓
鬼
救
済
の
説
話
は
、
先
述
の
パ
ー
リ
小
部
経
典
『
ペ
ー
タ
ヴ
ァ
ッ
ツ
（
餓
鬼
事
経
）』
の
よ
う
に
枚
挙
に
暇
が
な

い
ほ
ど
で
あ
る
。

　

ま
た
目
連
の
よ
う
な
出
家
者
が
自
ら
の
父
母
や
亡
き
縁
者
の
た
め
に
仏
僧
に
寄
進
し
て
功
徳
を
積
む
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ン
ド
で

は
古
く
か
ら
ご
く
普
通
に
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る）
13
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、『
盂
蘭
盆
経
』
の
一
つ
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
は
悉
く
イ
ン
ド
に
起
源
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
が
合
体
し
た
モ
チ
ー
フ
、

す
な
わ
ち
、
七
月
十
五
日
の
僧
自
恣
の
日
に
仏
僧
に
布
施
を
す
る
こ
と
に
よ
る
功
徳
に
よ
っ
て
亡
き
父
母
及
び
七
世
の
父
母
が
救
わ

れ
る
と
い
う
『
盂
蘭
盆
経
』
に
お
け
る
最
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
は
、
イ
ン
ド
に
は
つ
い
ぞ
な
か
っ
た
。
こ
の
一
点
に
よ
り
、
こ
の
経
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が
イ
ン
ド
撰
述
で
あ
る
可
能
性
は
限
り
な
く
低
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
経
に
基
づ
い
て
始
ま
っ
た
盂
蘭
盆
会
が
、
も
し
た
だ
単
に
「
僧
自
恣
の
日
に
仏
僧
に
施
し
奉
る
」
だ
け
の
行
事
だ
っ
た
な
ら

ば
、
盂
蘭
盆
会
が
勅
命
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
や
い
な
や
各
地
に
広
ま
り
歳
時
記
に
記
載
さ
れ
る
程
の
重
要
な
年
中
行
事
と
し
て
定
着

し
、
や
が
て
日
本
に
も
伝
わ
っ
て
日
本
を
代
表
す
る
民
俗
行
事
と
な
っ
た
か
ど
う
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

　

仏
教
が
伝
播
し
た
国
や
地
域
で
盛
ん
に
な
っ
た
行
事
や
思
潮
が
常
に
イ
ン
ド
由
来
の
も
の
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
イ
ン
ド
由
来

の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
と
は
い
え
、
仏
教
の
正
統
性
は
た
え
ず
イ
ン
ド
起
源
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
担
保
さ

れ
て
き
た
。『
盂
蘭
盆
経
』
の
個
々
の
モ
チ
ー
フ
は
悉
く
イ
ン
ド
起
源
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
経
は
正
典
と
し
て
経
録
に
も
記
載

さ
れ
、
人
々
に
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

９
．

　

こ
の
経
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
七
月
十
五
日
と
い
う
日
付
で
あ
る
。
こ
の
日
付
は
『
報
恩

奉
盆
経
』
に
も
『
経
律
異
相
』
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
し
、『
盂
蘭
盆
経
』
に
は
「
七
月
十
五
日
の
僧
自
恣
の
時
に
」「
七
月
十
五
日

の
仏
歓
日
」「
年
々
七
月
十
五
日
」
と
三
回
も
念
を
押
す
か
の
よ
う
に
出
て
く
る
。

　

自
恣
と
は
安
居
の
最
終
日
に
僧
た
ち
が
各
々
自
発
的
に
修
行
を
振
り
返
っ
て
反
省
懺
悔
を
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
安
居

と
は
、
パ
ー
リ
律
蔵）
11
（

に
よ
る
と
、
僧
た
ち
が
雨
期
の
三
ヶ
月
間
一
定
の
場
所
に
定
住
し
て
修
行
に
励
む
よ
う
に
と
釈
尊
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
。
出
家
受
戒
後
に
過
ご
し
た
安
居
の
回
数
を
「
法
臘
」
と
い
い
、
こ
れ
が
出
家
者
の
教
団
内
に
お
け
る
唯
一

の
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
重
視
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
雨
期
の
な
い
地
域
に
仏
教
が
伝
播
し
て
も
、
安
居
と
い
う
名
称
の
修
行
期
間
が
設
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
雨
期
が
イ
ン
ド
と
ず
れ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
雨
期
に
合
わ
せ
て
安
居
の
期
間
が
定
め
ら
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れ
た
。
例
え
ば
東
南
ア
ジ
ア
の
タ
イ
で
は
、
二
〇
二
二
年
の
場
合
、
七
月
六
日
に
入
安
居
日
（
カ
オ
パ
ン
サ
ー
）
を
迎
え
、
十
月
十

日
が
安
居
最
終
日
（
オ
ー
ク
パ
ン
サ
ー
）
で
自
恣
の
日
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
パ
ン
サ
ー
と
は
、
安
居
を
意
味
す
る
パ
ー
リ
語
の

「
ヴ
ァ
ッ
サ
」（vassa

原
意
は
「
雨
期
」）
に
由
来
す
る
。

　

雨
期
の
な
い
中
国
で
は
、
安
居
の
期
間
と
自
恣
の
日
を
い
つ
に
設
定
し
て
も
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
イ
ン
ド
に
お
け
る

安
居
の
最
終
日
は
、
中
国
の
暦
で
七
月
十
五
日
だ
っ
た）
11
（

。
イ
ン
ド
の
暦
の
日
付
で
は
な
く
、
中
国
の
暦
で
七
月
十
五
日
と
い
う
日
付

が
く
ど
い
ほ
ど
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
日
を
盂
蘭
盆
会
と
い
う
仏
教
の
行
事
を
行
う
日
に
し
よ
う
と
す
る
明
確
な
意
図
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
穿
っ
た
見
方
を
す
る
と
、
中
国
の
暦
に
お
け
る
七
月
十
五
日
が
、
偶
々
イ
ン

ド
に
お
い
て
安
居
の
最
終
日
で
あ
る
自
恣
の
日
に
該
当
す
る
こ
と
に
着
想
を
得
て
、『
盂
蘭
盆
経
』
と
い
う
経
典
が
編
み
出
さ
れ
た

と
言
え
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

古
来
、
中
国
で
は
、
一
月
十
五
日
を
上
元
、
七
月
十
五
日
を
中
元
、
十
月
十
五
日
を
下
元
と
称
し
、
こ
の
三
つ
は
季
節
の
三
大
節

目
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
南
北
朝
（
四
三
九
〜
五
八
九
）
の
頃
か
ら
道
教
の
三
官
（
天
官
・
地
官
・
水
官
）
信
仰
と
結

び
つ
い
て
祭
祀
と
し
て
確
立
し
て
い
た）
11
（

。
特
に
七
月
十
五
日
は
地
府
（
地
獄
）
の
門
が
開
き
、
死
者
の
霊
魂
が
赦
さ
れ
る
と
い
う
言

い
伝
え
が
民
間
に
広
ま
り
、
や
が
て
中
元
節
は
鬼
節
（
死
者
の
日
）
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
今
に
至
っ
て
い
る
。

　

明
代
の
謝
肇
淛
の
随
筆
集
『
五
雑
俎
』
に
は
、「
七
月
中
元
の
日
。
こ
れ
を
盂
蘭
盆
と
い
う
、
目
連
が
餓
鬼
獄
中
か
ら
救
っ
た
因

縁
に
因
ん
で
、
一
切
の
餓
鬼
に
食
を
施
す
日
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る）
11
（

。

　

結
局
、
中
国
に
お
い
て
『
盂
蘭
盆
経
』
は
古
来
の
習
俗
と
し
て
民
間
に
根
付
い
て
い
た
祖
霊
信
仰
の
聖
典
と
な
る
素
地
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
視
点
を
変
え
る
と
、
そ
う
し
た
古
来
の
習
俗
を
単
に
素
朴
な
民
間
信
仰
の
謂
わ
ば
「
迷
信
」
で
は
な

く
、
偉
大
な
聖
者
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
基
づ
く
尊
い
営
み
で
あ
る
と
教
導
す
る
た
め
に
、『
盂
蘭
盆
経
』
が
生
ま
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
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る
の
で
あ
る
。

（1
．

　

仏
教
は
伝
播
し
た
国
や
地
域
の
古
く
か
ら
あ
る
信
仰
形
態
を
決
し
て
粗
末
に
し
た
り
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
尊
重
し
て
、

守
り
、
共
存
し
、
と
き
に
は
融
合
し
て
、
そ
の
意
味
で
た
え
ず
新
し
く
意
義
深
い
伝
統
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
う
い
う
中
で
『
盂
蘭

盆
経
』
と
い
う
経
典
が
生
ま
れ
、
盂
蘭
盆
会
と
い
う
行
事
が
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
仏
法
興
隆
の
詔
が
出
さ
れ
た
推
古
天
皇
の
時
代
に
、
い
ち
早
く
灌
仏
会
と
同
じ
年
に
盂
蘭
盆
会
が
催
さ
れ

た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

盂
蘭
盆
会
の
根
拠
と
な
る
『
盂
蘭
盆
経
』
が
斉
明
天
皇
の
時
代
に
勧
講
さ
れ
た
こ
と
も
先
に
見
た
。
そ
の
時
代
に
盂
蘭
盆
会
が
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
本
人
が
『
盂
蘭
盆
経
』
を
正
確
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
、
平
安
時
代

の
説
話
集
で
あ
る
『
三
宝
絵
』
に
『
盂
蘭
盆
経
』
の
内
容
が
過
不
足
な
く
紹
介
さ
れ
て
い
る）
11
（

こ
と
か
ら
わ
か
る
。
ま
た
江
戸
時
代
に

編
纂
さ
れ
た
百
科
事
典
で
あ
る
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
も
、「
盂
蘭
盆
」
の
項
の
も
と
で
、『
翻
訳
名
義
集
』
を
引
い
て
、「
盂
蘭
は

西
域
の
語
で
、
倒
懸
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
盆
は
食
べ
物
を
貯
る
器
で
、
こ
れ
に
百
味
を
な
ら
べ
、
そ
れ
を
三
尊
に
た
て
ま
つ
り
、

大
衆
の
恩
光
を
仰
ぎ
、
倒
懸
の
宭ゆ
き

急づ
ま
りを

救
う
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、『
盂
蘭
盆
経
』
を
引
い
て
い
る
。
こ
こ
で
「
盆
は
食
べ
物
を
貯

る
器
」
と
正
確
に
理
解
し
て
い
る
。

　

日
本
人
は
辛
嶋
が
指
摘
し
た
よ
う
な
誤
解
は
全
然
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
辛
嶋
が
世
紀
の
発
見
で
あ
る
か
の
よ

う
に
論
述
し
た
「
盂
蘭
盆
は
ご
飯
を
い
れ
た
鉢
」
と
い
う
解
釈
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
の
常
識
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
人
は
三
国
伝
来
と
さ
れ
る
『
盂
蘭
盆
経
』
を
受
容
し
、
そ
の
内
容
を
正
確
に
理
解
し
、
こ
の
経
に
基
づ
く
盂
蘭
盆
会
を
勤
修
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し
て
今
日
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
、
日
本
古
来
の
習
俗
と
融
合
す
る
化
学
変
化
が
起
き
た
。

　

慶
長
年
間
の
一
六
〇
三
年
か
ら
一
六
〇
四
年
に
か
け
て
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
っ
て
長
崎
で
編
纂
さ
れ
発
行
さ
れ
た
『
日
葡
辞
書
』
の

「
盆
（bon
）」
の
項
目
は
二
つ
あ
る
。「
盂
蘭
盆
（V

rabon

）」
の
項
目）
11
（

も
あ
る
の
で
合
わ
せ
て
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

・B
on

ボ
ン
（
盆
）Futogui

（
ホ
ト
ギ
）
果
物
な
ど
を
盛
る
木
製
の
盆
あ
る
い
は
大
平
皿
。

　

・B
on

ボ
ン
（
盆
）
ゼ
ン
チ
ョ
（genitos

異
教
徒
）
が
〔
陰
暦
〕
七
月
の
十
四
日
か
十
五
日
に
行
な
う
、
死
者
の
た
め
の
祭
り
。

そ
の
祭
り
の
三
日
間
、
宵
の
口
に
蝋
燭
を
と
ぼ
す

　

・V
rabon

ウ
ラ
ボ
ン
（
盂
蘭
盆
）
ゼ
ン
チ
ョ
（genitos

異
教
徒
）
が
、
亡
く
な
っ
た
身
内
の
た
め
に
、
寄
進
と
か
、
そ
の
他
の

行
事
と
か
を
す
る
と
と
も
に
祈
願
す
る
。〔
陰
暦
〕
七
月
中
の
一
定
の
期
間
。

　

二
番
目
の
「
ボ
ン
」
が
、
今
で
も
私
た
ち
が
常
識
的
に
知
っ
て
い
る
「
お
盆
」
で
あ
る
。「
死
者
の
た
め
の
祭
り
」
と
書
い
て
あ
る
。

三
番
目
の
「
ウ
ラ
ボ
ン
」
も）
11
（

同
じ
意
味
で
あ
る
。
盆
と
は
、「
死
者
の
た
め
の
祭
り
」
で
あ
る
と
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
達
は
理
解

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（（
．

　

現
在
世
界
人
口
の
五
十
六
％
以
上
を
占
め
る
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
が
伝
わ
る
以
前
の
世
界
各
地
の
民
族
の
宗
教
に
共
通
し

て
い
る
点
は
、
先
祖
を
尊
び
敬
う
こ
と
で
あ
る
。
唯
一
絶
対
神
以
外
の
い
か
な
る
も
の
を
崇
め
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教

や
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
か
つ
て
世
界
中
に
伝
播
す
る
過
程
で
祖
先
崇
拝
を
禁
止
し
て
き
た
が
、
古
く
か
ら
あ
る
民
族
信
仰
を
否
定
し
き

れ
な
く
て
利
用
し
た
例
は
多
々
あ
る
。
典
型
的
な
例
が
ク
リ
ス
マ
ス
で
あ
る
。
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
日
は
い
つ
か
と
い
う
こ
と

は
い
ま
だ
に
定
説
は
な
い
が
、
冬
至
を
祝
う
民
族
の
風
習
を
利
用
し
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
時
代
に
十
二
月
二
十
五
日
を
イ
エ
ス
キ
リ
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ス
ト
の
誕
生
日
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
に
は
「
諸
聖
人
の
祝
日
」
が
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
す
べ
て
の
聖
人
と
殉
教
者
を
記
念
す
る
日
と
さ
れ
て
い
る
。

古
く
は
「
万
聖
節
」
と
呼
ば
れ
た
。
教
会
の
典
礼
暦
で
は
十
一
月
一
日
で
あ
る
。
続
く
十
一
月
二
日
は
「
死
者
の
日
」
と
さ
れ
、「
万

霊
節
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
ケ
ル
ト
の
風
習
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
近
わ
が
国
で
も
い
つ
の
間
に

か
流
行
り
始
め
た
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
の
名
称
は
「
万オ
ー
ル
ハ
ロ
ウ
ズ

聖
節
の
前イ

ヴ夜
」
に
由
来
し
て
い
る）
1（
（

。

　

万
霊
節
な
ど
と
い
う
も
の
は
本
来
キ
リ
ス
ト
教
と
は
相
容
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
結
局
妥
協
し
て
取
り
入
れ
た
。
特
に
メ

キ
シ
コ
や
中
南
米
諸
国
で
は
、
古
来
の
ア
ス
テ
カ
の
風
習
と
習
合
し
、
万
聖
節
の
十
一
月
一
日
と
万
霊
節
の
二
日
を
「
死
者
の
日
」

と
し
て
、
国
を
挙
げ
て
陽
気
に
盛
大
に
祭
る
。
今
な
お
こ
の
よ
う
な
国
や
地
域
は
世
界
各
地
に
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
に
共
通
し
て
い

る
こ
と
は
、
年
に
一
度
死
者
を
迎
え
て
饗
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
日
本
の
お
盆
と
瓜
二
つ
で
あ
る
。
世
界
各
地
に
伝
わ
る
こ
う
し
た
習
俗
な
い
し
行
事
が
、
一
体
い
つ
か
ら
ど
こ
で
始
ま
り
、

ど
の
よ
う
に
伝
播
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
祖
先
を
尊
び
敬
う
感
情
に
基
づ
く
人
類
共
通
の
風
習
と
言
う
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。

　

柳
田
國
男
は
『
先
祖
の
話
』
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
の
聴
い
て
い
る
あ
る
武
家
の
老
主
婦
は
、
明
治
も
中
頃
に
近
く
な
る
ま
で
、
盆
の
魂
祭
り
の
日
は
黒
の
紋
服
を
着
て
玄
関
の

式
台
に
坐
り
、
ま
る
で
生
人
に
対
す
る
よ
う
な
改
ま
っ
た
挨
拶
を
し
た
。
ま
こ
と
に
行
き
届
か
ぬ
お
も
て
な
し
で
ご
ざ
い
ま
し

た
の
に
、
よ
う
御
逗
留
下
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
来
年
も
お
待
ち
申
し
ま
す
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
、
も
っ
と
長
く
丁
寧
に
述
べ

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
答
え
ら
れ
る
と
も
う
な
ず
か
れ
る
と
も
、
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
が
、
お
そ

ら
く
は
こ
れ
が
代
々
の
こ
の
家
の
作
法
で
、
今
日
の
教
育
と
は
ち
が
っ
て
、
こ
う
言
え
こ
う
思
え
と
教
え
る
代
り
に
、
自
分
で
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直
接
に
実
行
し
て
見
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
な
ど
の
家
で
も
、
も
と
は
主
人
が
袴
を
は
い
て
、
送
り
迎
え
に
表
の
口
ま
で

出
た
。
そ
れ
を
形
式
だ
の
虚
礼
だ
の
と
言
っ
た
人
は
、
こ
れ
が
子
供
た
ち
に
昔
を
考
え
さ
せ
る
機
会
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
忘

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
足
洗
い
水
と
い
っ
て
縁
側
に
新
し
い
盥た
ら
いを
置
き
水
を
張
り
、
ま
た
は
草
履
を
揃
え
て
お
く
と
い
う
な
ど

も
、
目
的
は
や
や
ま
た
第
二
の
点
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
も
た
ま
た
ま
は
年
と
っ
た
者
な
ど
が
、
自
分
が
孫
で
あ

り
祖
父
や
祖
母
と
と
も
に
い
た
日
の
こ
と
を
憶
い
起
し
、
さ
ら
に
は
ま
た
今
の
孫
た
ち
の
自
分
の
よ
う
に
な
る
日
を
、
想
像
し

て
み
る
の
も
多
く
は
こ
の
際
の
事
で
あ
っ
た）
12
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
お
盆
は
祖
霊
を
鄭
重
に
迎
え
て
饗
応
し
、
最
後
に
見
送
る
行
事
な
の
で
あ
る
。「
祖
霊
を
死

後
の
苦
し
み
の
世
界
か
ら
救
済
す
る
た
め
の
仏
事
」（『
広
辞
苑
』）
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

日
本
人
は
、『
盂
蘭
盆
経
』
の
内
容
を
咀
嚼
し
て
、
要
は
七
月
十
五
日
に
祖
霊
の
た
め
に
行
う
べ
き
こ
と
を
説
い
た
経
と
い
う
受

け
止
め
方
を
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
行
う
べ
き
こ
と
」
と
し
て
、
古
来
習
俗
と
し
て
日
本
中
で
様
々
な
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
き
た

祖
霊
を
迎
え
て
饗
応
し
見
送
る
一
連
の
営
み
並
び
に
そ
の
期
間
を
「
盂
蘭
盆
」
略
し
て
「
お
盆
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
り
、
お
盆
は
正
真
正
銘
の
仏
教
行
事
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

お
盆
と
は
そ
う
い
う
意
味
の
日
本
語
で
あ
る
。
漢
語
で
も
梵
語
で
も
な
く
イ
ラ
ン
語
で
も
な
い
。
経
を
誤
解
し
て
用
い
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
全
く
新
し
い
意
味
づ
け
を
し
た
和
製
の
仏
教
用
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
お
盆
と
関
連
し
て
「
お
せ
が
き
」
に

つ
い
て
も
述
べ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

【
追
記
】

　

密
教
儀
礼
と
し
て
の
様
々
な
修
法
の
次
第
は
基
本
的
に
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
、
本
尊
を
最
上
の
賓
客
と
見
立
て
て
道
場
た
る
自
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宅
に
招
き
入
れ
、
饗
応
し
、
主
客
が
肝
胆
相
照
ら
し
て
存
分
に
語
り
合
っ
た
の
ち
鄭
重
に
送
り
出
す
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

古
代
イ
ン
ド
の
接
客
の
作
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
行
法
で
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
象
徴
的
な
仕
草
に
よ
っ
て
行
う
。

　

本
稿
で
柳
田
國
男
の
『
先
祖
の
話
』
を
引
用
し
、「
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
お
盆
は
祖
霊
を
鄭
重
に
迎
え
て
饗
応
し
、

最
後
に
見
送
る
行
事
な
の
で
あ
る
」
と
書
い
た
と
き
、
こ
の
行
事
の
形
式
は
何
か
に
似
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
い

て
そ
れ
を
追
究
せ
ず
に
い
た
。
だ
が
、
初
校
の
段
階
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
お
盆
」
の
祖
霊
（
＝
ホ
ト
ケ
）
に
対
す
る
「
迎
え
火
」

に
始
ま
り
「
送
り
火
」
に
終
わ
る
一
連
の
行
事
は
、
違
い
は
期
間
の
長
さ
だ
け
で
、
形
式
上
は
密
教
儀
礼
の
修
法
の
次
第
と
全
く
同

一
で
あ
る
と
の
確
信
が
得
ら
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
「
追
記
」
す
る
次
第
で
あ
る
。

註（
１
）
戦
後
祝
祭
日
を
改
訂
す
る
に
あ
た
っ
て
、
昭
和
二
十
三
年
内
閣
府
が

世
論
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
国
民
の
九
九
・
九
％
が
正
月
を
一
位
に
挙
げ
、

二
位
は
天
皇
誕
生
日
、
三
位
が
お
盆
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
お
盆
は
宗

教
行
事
と
い
う
こ
と
で
退
け
ら
れ
た
。
春
秋
の
彼
岸
の
中
日
は
、
そ

れ
ぞ
れ
六
位
七
位
で
あ
っ
た
が
、「
春
分
」「
秋
分
」
と
い
う
こ
と
で

採
用
さ
れ
た
。

（
２
）『
広
辞
苑
』
第
七
版
（
二
〇
一
八
年
一
月
十
二
日
初
刷
発
行
、
岩
波
書

店
）。

（
３
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
一
六
巻
七
七
九
頁
上
〜
下
『
仏
説
盂
蘭
盆
経
』。

以
下
、『
盂
蘭
盆
経
』
と
略
す
。

（
４
）Seishi K

A
R

A
SH

IM
A

, The M
eaning of Yulanpen

盂
蘭
盆
：“Rice 

Bow
l” on Pravāraṇā D

ay

（『
創
価
大
学
国
際
仏
教
学
高
等
研
究
所

年
報
』
第
（1
号
、
二
〇
一
三
）。

（
５
）『
大
法
輪
』（
二
〇
一
三
年
十
月
号
）
一
八
二
〜
一
八
九
頁
。

（
６
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
四
巻
五
三
五
頁
中
。

（
７
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
四
巻
一
一
一
二
頁
下
。

（
８
）
岩
本
裕
『
地
獄
め
ぐ
り
の
文
学
』（
仏
教
説
話
研
究
第
四
巻
、
開
明
書

店
、
一
九
七
九
）
三
四
五
頁
。

（
９
）
荻
原
雲
来
「
盂
蘭
盆
の
原
語
に
就
い
て
」（『
荻
原
雲
来
文
集
』
一
九

三
八
）
九
一
九
―
九
二
〇
頁
。

（
（1
）
岩
本
前
掲
書
二
四
〇
頁
。

（
（（
）N

anjo B
unyu “C

atalogue of C
hinese Translation of the B

uddhist 
Tripitaka” 1833, p 78.
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（
（2
）
池
田
澄
達
「
盂
蘭
盆
経
に
就
い
て
」（『
宗
教
研
究
』
三
―
一
、
一
九

二
六
）。

（
（3
）
高
楠
順
次
郎
「
力
の
玄
妙
」（『
ピ
タ
カ
』
八
―
五
、
一
九
四
〇
）。

（
（1
）
干
潟
龍
祥
「
梵
漢
雑
俎
」（『
智
山
学
報
』
第
十
二
・
第
十
三
輯
、
一

九
六
四
）。

（
（1
）
井
本
英
一
「
盂
蘭
盆
の
諸
問
題
」（『
オ
リ
エ
ン
ト
』
九
―
一
、
一
九

六
七
）。

（
（1
）
入
澤
崇
「
佛
説
盂
蘭
盆
経
成
立
考
」（『
仏
教
学
研
究
』
11
・
11
、
一

九
九
〇
）。

（
（1
）
田
中
文
雄
「〈
盂
蘭
盆
〉
語
義
解
釈
考
」（『
道
教
文
化
へ
の
展
望
―
道

教
文
化
研
究
論
集
―
』
一
九
九
四
）、「
盂
蘭
盆
の
信
仰
と
習
俗
」（『
豊

山
学
報
』
13
、
二
〇
二
〇
）。

（
（1
）
藤
本
晃
『
功
徳
は
な
ぜ
廻
向
で
き
る
の
？
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇

六
）
一
二
二
―
一
二
四
頁
。

（
（1
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
九
巻
六
四
頁
上
。

（
21
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
五
巻
四
九
四
頁
下
。

（
2（
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
五
巻
二
八
頁
下
。

（
22
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
一
四
巻
三
五
一
頁
上
。

（
23
）『
日
本
書
紀
』
下
（
日
本
古
典
文
学
大
系
11　
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
）

一
八
七
頁
。

（
21
）『
日
本
書
紀
』
下
（
日
本
古
典
文
学
大
系
11　
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
）

三
三
〇
頁
。

（
21
）『
日
本
書
紀
』
下
（
日
本
古
典
文
学
大
系
11　
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
）

三
四
〇
頁
。

（
21
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
一
六
巻
七
八
〇
頁
上
。

（
21
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
三
巻
七
三
頁
下
〜
七
四
頁
上
。

（
21
）『
荊
楚
歳
時
記
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
七
八
）
一
九
六
頁
。

（
21
）
藤
本
晃
〈
訳
著
〉『
死
者
た
ち
の
物
語
―
「
餓
鬼
事
経
」
和
訳
と
解
説
』

（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
七
）。

（
31
）
梶
山
雄
一
『「
さ
と
り
」
と
「
廻
向
」
―
大
乗
仏
教
の
成
立
』（
講
談

社
現
代
新
書
、
一
九
八
三
）。
梶
山
は
「
善
業
の
功
徳
は
、
こ
れ
を
他

者
に
ふ
り
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
観
念
が
、
と
く
に
大
乗

仏
教
に
お
い
て
生
じ
て
き
た
。
こ
れ
を
廻
向
と
い
う
」（
一
五
七
頁
）

と
述
べ
、
功
徳
の
転
換
は
、
業
も
果
も
本
質
的
に
は
実
が
な
い
と
す

る
空
の
思
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
梶
山
は
実
は
同
書
で

『
ペ
ー
タ
・
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
』
に
も
言
及
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
空

の
思
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
な
い
。

（
3（
）
中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』
下
巻
（
東
京
書
籍
、
一
九
七
五
）
一
一

一
二
頁
。

（
32
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
九
巻
五
一
一
頁
上
。

（
33
）『
南
伝
大
蔵
経
』
第
三
巻
六
一
〜
七
六
頁
。

（
31
）
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
著
小
谷
信
千
代
訳
『
大
乗
仏
教
興
起
時
代　

イ
ン
ド
の
僧
院
生
活
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
）
に
よ
る
と
、
根
本
説

一
切
有
部
律
の
文
献
で
は
、
ブ
ッ
ダ
や
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
や
マ
ウ
ド

ガ
ル
ヤ
ー
ヤ
ナ
は
、
極
め
て
裕
福
な
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
二

一
九
頁
）。

（
31
）
赤
松
孝
章
「『
盂
蘭
盆
』
考
」（『
高
松
大
学
紀
要
』
33
、
二
〇
〇
〇
）

に
よ
る
と
、『
盂
蘭
盆
経
』
以
外
の
漢
文
典
籍
に
お
い
て
も
「
盂
」
も
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「
盆
」
ど
ち
ら
も
器
物
の
意
味
で
使
用
し
て
お
り
、
布
薩
の
と
き
な
ど

に
飲
食
物
や
日
用
品
を
器
物
に
盛
り
付
け
て
布
施
す
る
習
慣
が
あ
っ

た
こ
と
、
夏
安
居
に
浄
器
に
食
を
盛
っ
て
供
養
す
る
こ
と
が
南
北
伝

を
問
わ
ず
律
蔵
の
各
所
に
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
諸
橋
漢
和
辞
典
』

に
よ
る
と
、「
蘭
」
に
つ
い
て
「
蘭
肴
（
＝
芳
し
い
料
理
）」「
蘭
儀
（
＝

美
し
い
容
貌
）」「
蘭
宮
（
＝
美
し
い
宮
殿
）」「
蘭
章
（
立
派
な
文
辞
）」

な
ど
の
よ
う
に
「
美
し
い
」「
清
ら
か
な
」「
立
派
な
」
と
い
っ
た
形

容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
と
い
う
。

（
31
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
一
巻
九
一
八
頁
中
。

（
31
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
四
巻
二
一
七
頁
上
。

（
31
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
五
四
巻
二
一
七
頁
中
。

（
31
）
平
岡
聡
『
ブ
ッ
ダ
が
説
く
三
世
の
物
語
―
『
デ
ィ
ヴ
ィ
ヤ
・
ア
ヴ
ァ

ダ
ー
ナ
」
全
訳
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
七
）
九
一
頁
。

（
11
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
二
四
巻
一
六
頁
上
〜
中
。

（
1（
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
巻
二
二
二
頁
中
〜
二
二
八
頁
上
。

（
12
）
岩
本
前
掲
書
一
九
五
〜
一
九
七
頁
。

（
13
）
シ
ョ
ペ
ン
前
掲
書
一
〇
九
〜
一
一
五
頁
。

（
11
）『
南
伝
大
蔵
経
』
第
三
巻
二
四
五
頁
以
下
。

（
11
）
イ
ン
ド
の
暦
で
は
五
月
十
六
日
に
雨
安
居
に
入
り
、
八
月
十
五
日
に

雨
安
居
を
解
く
の
だ
が
、
こ
れ
を
中
国
の
暦
に
直
せ
ば
、
四
月
十
六

日
に
安
居
に
入
り
、
七
月
十
五
日
に
安
居
を
解
く
こ
と
に
な
る
と
、

玄
奘
は
『
大
唐
西
域
記
』
に
記
し
て
い
る
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第

五
一
巻
九
一
八
頁
中
）。

（
11
）
吉
岡
義
豊
「
中
元
盂
蘭
盆
経
と
敦
煌
本
中
元
玉
京
玄
都
大
献
経
」（『
中

野
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
』）
高
野
山
大
学
、
一
九
六
〇
、
二
六
一
〜

二
八
〇
頁
）。

（
11
）
田
中
文
雄
「
盂
蘭
盆
の
信
仰
と
習
俗
」（
前
掲
）
一
六
頁
。

（
11
）『
三
宝
絵
』（
東
洋
文
庫
五
一
三
、
平
凡
社
）
一
五
九
頁
。

（
11
）『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
）
七
三
一
頁
。

（
11
）『
三
宝
絵
』（
東
洋
文
庫
五
一
三
、
平
凡
社
）
一
五
九
頁
。

（
1（
）
リ
サ
・
モ
ー
ト
ン
著
大
久
保
庸
子
訳
『
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
の
文
化
誌
』（
原

書
房
、
二
〇
一
四
）。

（
12
）『
柳
田
國
男
全
集
』
（3
（
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
〇
年
）
一
五
七
頁
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

盆　

盂
蘭
盆　

盂
蘭
盆
経　

安
居　

自
恣
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