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時
は
奈
良
時
代
、
聖
武
天
皇
の
時
代
に

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
天
皇
は
深
く
仏
教

に
帰
依
し
国
を
安
定
す
る
た
め
に
は 

仏
教
の
教
え
を
守
り
教
理
に
基
づ
い
た

政
治
を
行
お
う
と
努
め
ま
し
た
。
わ
け

て
も
平
城
京
に
は
法
隆
寺
、
興
福
寺
、

薬
師
寺
な
ど
の
お
寺
を
建
て
僧
侶
を 

育
成
し
ま
し
た
。 

   

し
か
し
、
本
来
の
目
的
に
沿
わ
な
い
僧
侶

や
自
身
の
名
誉
や
生
活
の
安
定
の
た
め

に
勝
手
に
髪
を
剃
り
僧
侶
を
名
乗
る
者

が
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
れ
で
は
律
令
国
家
が
成
り
立
ち
ま
せ

ん
。
天
皇
は
興
福
寺
の
栄
叡

よ
う
え
い

、
大
安
寺
の

普ふ

照
し
ょ
う

に
命
じ
唐
の
国
よ
り
戒
師
を
招
聘

す
る
よ
う
命
じ
ま
し
た
。 

勅
命
を
受
け
た
栄
叡
と 

普
照
は
遣
唐
使
船
で 

唐
の
国
へ
出
か
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

こ
の
時
代
季
節
風
や
航
海
術
を
熟
知
し

た
も
の
は
少
な
く
命
が
け
で
渡
航
を
果

た
し
た
二
人
は
長
安
や
洛
陽
で
研
鑽
を

積
み
九
年
の
歳
月
を
経
て
、
鑑が

ん

真じ
ん

和
上

わ
じ
ょ
う

に
あ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
二
人
は
日

本
の
現
状
、
戒
師
の
必
要
性
を
説
き
日

本
に
渡
る
戒
師
を
推
薦
し
て
く
れ
る
よ

う
に
依
頼
し
ま
す
。
し
か
し
誰
も
危
険

を
覚
悟
で
日
本
に
行
く
と
い
う
者
は
い

ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
こ
で
鑑
真
和
上
は 

自
ら
の
渡
航
を
決
意
し
ま
す
と
、
二
十

名
余
り
の
弟
子
た
ち
が
同
行
を
申
し
出

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
計
画
を
謀
議
す
る

も
の
も
出
て
き
て
嘘
の
密
告
を
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
二
人
は
投
獄
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
一
回
目
の
計
画
は

頓
挫
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、
密
か

に
準
備
を
続
け
ま
す
が
沿
岸
部
で
の 

美
濃
（
岐
阜
県
）
の
名
僧
栄
叡
大
師
に
つ
い
て 

法隆寺 

興福寺 

薬師寺 



ト
ラ
ブ
ル
な
ど
に
よ
り
つ
い
に
五
回
目
の

渡
航
で
暴
風
雨
に
あ
い
、
海
南
島
へ
漂
流

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
栄
叡

の
体
調
が
崩
れ
始
め
つ
い
に
端
州

た
ん
し
ゅ
う

龍
興

寺
に
お
い
て
亡
く
な
り
ま
す
。
栄
叡
四

十
歳
こ
ろ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
鑑
真
和

上
を
日
本
に
招
聘
す
る
と
い
う
任
務
途

中
で
の
死
去
は
本
人
に
と
っ
て
は
ど
ん
な

に
か
残
念
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

こ
の
頃
、
和
上
は
失
明
し
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
う
し
た
事
件
に
あ
い
な
が
ら
も
今
度

は
日
本
か
ら
来
た
遣
唐
使
、
藤
原
清
河

ら
の
帰
国
船
に
同
乗
す
る
こ
と
が
で
き
、

つ
い
に
六
度
目
の
挑
戦
が
実
を
結
ん
だ
の

で
し
た
。 

和
上
は
東
大
寺
に
の
ぼ
り 

戒
壇
院
を
開
き
、
聖
武
天
皇
を
は
じ
め

と
す
る
た
く
さ
ん
の
人
に
戒
を
与
え
仏

弟
子
と
し
て
の
心
得
を
示
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
唐
招
提
寺
を
建
立
し
、
日
本
仏

教
の
礎
を
示
し
ま
し
た
。
和
上
は
、
建
築
、

絵
画
、
医
学
、
行
政
、
司
法
な
ど
に
も

通
じ
て
お
り
、
大
き
な
功
績
を
残
し
ま

し
た
。 

     

平
成
四
年
日
中
友
好
文
化
協
会
の
支

援
に
よ
り
、
栄
叡
大
師
を
里
帰
り
さ
せ

た
い
。
と
い
う
話
が
進
み「
栄
叡
大
師
千

二
百
五
十
年
」
に
あ
た
り
中
国
側
よ
り

四
体
の
尊
像
が
贈
ら
れ
岐
阜
県
伊
深
、

正
眼
寺
。
奈
良
、
興
福
寺
。
唐
招
提
寺
、

岐
阜
市
真
福
寺
に
納
め
ら
れ
ま
し
た
。

栄
叡
大
師
は
長
い
年
月
を
経
て
鑑
真
和

上
と
の
再
会
が
実
現
で
き
た
の
で
し
た
。 

        

鑑
真
大
和
上 

14
歳
で
出
家
、
洛
陽
・
長
安
で
修
行

を
積
み
ま
し
た
。
渡
日
後
10
年
間
の

う
ち
５
年
を
東
大
寺
で
、
残
り
の
５

年
を
唐
招
提
寺
で
過
ご
さ
れ
、
天
皇

を
始
め
と
す
る
多
く
の
人
々
に
授
戒

を
さ
れ
ま
し
た
。
「
東
征
伝
絵
巻

と
う
せ
い
で
ん
え
ま
き

」
に

渡
航
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

東大寺戒壇院 

唐招提寺 



高
山
市
丹
生
川
町
正
宗
寺
東
堂 

原
田
道
一
老
師
の
ご
遷
化

せ

ん

げ 

老
師
様
は
永
年
僧
職
に
あ
っ
て
、
博

学
、
行
動
派
、
幅
広
い
活
動
家
で
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
仏
教
詩
人
、
坂
村
真

民
、
あ
い
だ
み
つ
お
、
と
の
交
流
が
あ

り
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
人
脈
が

あ
り
、
禅
の
布
教
の
た
め
な
ら
イ
ン
ド
、

ア
メ
リ
カ
に
出
か
け
た
り
、
良
寛
さ
ん

に
会
い
た
い
と
良
寛
さ
ん
の
里
を
訪
ね

た
り
、
さ
ら
に
は
鎌
倉
で
は
円
覚
寺
で

座
禅
を
さ
れ
る
な
ど
、
た
い
へ
ん
な
ご

活
躍
で
し
た
。 

私
ど
も
の
寺
報
（
頭
陀
袋
）
が
仏
具
屋

さ
ん
の
店
頭
で
お
目
に
留
ま
っ
た
の
が

き
っ
か
け
で
随
分
と
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
（
座
禅
の
会
）
朴
の
会
に

も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
よ
い
仲
間

を
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

「
暖
か
く
な
っ
た
ら
岩
手
の
お
寺
に
行

き
た
い
な
あ
。
」
と
の
約
束
は
果
た
せ

ま
せ
ん
で
し
た
。
三
月
二
十
日
昼
、 

自
坊
で
は
涅
槃
会
が
勤
ま
る
時
間
、
ロ

マ
ン
チ
ス
ト
原
田
老
師
は
眠
る
よ
う
に

ご
遷
化
さ
れ
た
と
伺
い
ま
し
た
。 

大
夜

た

い

や

（お
通
夜
）
津
送

し
ん
そ
う

（
本
葬
）は
荘
厳

厳
粛
に
営
ま
れ
、
ご
法
縁
を
頂
戴
い

た
し
ま
し
た
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住
職
九
拝 

               

大
貴
山 

正
宗
寺 

永
平
七
十
五
世
、
山
田
霊
林
禅
師
は
、

こ
の
寺
で
出
家
、
得
度
さ
れ
ま
し
た
。 

禅
師
の
本
師
、
都
築
霊
源
和
尚
は
裏
山

一
帯
を
景
勝
地
と
し
、
釈
迦
大
仏
納
骨

所
造
立
、
ま
た
境
内
に
四
季
の
花
を
植

え
る
こ
と
に
尽
力
さ
れ
、
五
月
末
か
ら

六
月
に
か
け
て
開
花
す
る
勺
薬
寺

し
ゃ
く
や
く
じ

と 

し
て
、
な
お
遠
近
に 

知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 



  

【
第
三
章 
二
節
】 

自
心
と
問
答 

睡
魔
と
の
戦
を 

坐
禅
と
言
う
也
。 

そ
ん
な
迷
言
が
誕
生 

す
る
坐
禅
の
時
間
。
鳥
の
さ
え
ず
り

や
優
し
い
風
の
音
が
子
守
唄
の
よ
う

に
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
気
付
く
と
先

輩
が
鬼
の
形
相
で
目
の
前
に
立
っ
て
お

り
、
警
策
を
振
り
下
ろ
し
ま
す
。
１
回

で
覚
醒
で
き
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、
私

は
３
回
ほ
ど
打
た
れ
ま
す
。
ど
う
し
て

も
眠
気
に
勝
て
る
気
が
し
な
く
て
、 

同
夏

ど

う

げ

の
前
で
大
泣
き
し
た
こ
と
も 

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
毎
日
繰
り
返

す
う
ち
に
自
然
と
叩
か
れ
る
事
も
少

な
く
な
り
ま
し
た
。 

坐
禅
の
後
は「
公
案

こ
う

あ
ん

」
と
い
う
禅
問
答

と
な
り
ま
す
。
個
々
人
で
個
室
に
呼

ば
れ
、
師
家

し

か

（
師
匠
）
か
ら
質
問
を
出

さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
両
手
で
叩
い
た

時
、
左
右
ど
ち
ら
の 

手
か
ら
鳴
っ
て
い
る
か
？ 

生
ま
れ
る
前
の
自
分
の
姿
を
表
現
せ

よ
。
等
の
訳
が
分
か
ら
な
い
質
問
ば
か

り
さ
れ
、
そ
れ
に
答
え
を
導
き
出
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
人
で
見
つ

け
出
す
答
え
の
は
ず
が
、「
分
か
ら

ん
！
助
け
て
！
」
と
頼
る
同
夏
も
い
た 

ほ
ど
難
し
い
も
の
で
す
。
な
ぞ
な
ぞ
の

よ
う
で
楽
し
い
反
面
、
難
し
す
ぎ
て
理

解
で
き
な
い
時
も
あ
り
ま
し
た
。 

正
し
い
答
え
が
で
る
ま
で
、
何
度
も
部

屋
か
ら
追
い
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め

１
ヶ
月
以
上
の
時
間
を
要
し
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
同
夏
か
ら
正
解
者
が

出
る
と
ヒ
ン
ト
等
を
聞
き
た
く
な
り

ま
す
。
そ
れ
を
見
通
さ
れ
て
い
た
の
か
、

各
々
異
な
る
禅
問
答
が
出
さ
れ
頭
を

抱
え
込
ま
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
分
、
正
答
を
導
き
出
し
た
時
の

嬉
し
さ
は
言
葉
で
は
表
現
し
き
れ
ま

せ
ん
。
同
夏
同
士
で
喜
び
合
う
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。 



  


