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大
師
と
い
え
ば
弘
法
大
師
、
行
者
と
い
え
ば
役え

ん
の

行ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

、

太
子
と
い
え
ば
勿
論
、
聖
徳
太
子
で
あ
る
。

　
環
濠
集
落
で
有
名
な
、大
和
郡
山
市
の
稗ひ

え
田だ

を
訪
れ
た
際
、

賣め

太た

神
社
の
禰
宜
・
藤
本
眞
喜
子
さ
ん
と
話
し
て
い
た
ら
、

昔
聖
徳
太
子
が
来
ら
れ
た
際
、
他
の
村
は
御
飯
を
炊
い
て

お
も
て
な
し
を
し
た
が
、独
り
稗
田
の
村
は
、水
に
恵
ま
れ
ず

稗
を
炊
い
て
饗
応
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。太
子
は
こ
れ
を

不
憫
と
思
し
召
さ
れ
、
秦
河
勝
に
命
じ
て
、
広
大
寺
池
を

築
造
さ
れ
た
と
い
う
。
故
に
こ
の
池
水
の
水
利
は
稗
田
が

優
先
さ
れ
る
と
伝
え
、
今
も
田
植
え
が
済
む
と
、
稗
田
は

村
の
総
代
が
二
人
、
法
隆
寺
の
聖
徳
太
子
の
も
と
へ
御
礼

参
り
に
行
く
の
だ
そ
う
で
あ
る
。こ
れ
を
承
っ
て
、大
和
の

風
景
の
中
に
は
、今
も
聖
徳
太
子
が
歩
い
て
お
ら
れ
る
の
だ

と
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
の
推
古
紀
に
は
、「
生う

ま

れ
な
が
ら
に
し
て

能よ

く
言も

の

の
た
ま
ひ
、
聖さ

と
り智

ま
し
ま
す
。
壮

お
と
こ
ざ
か
り

に
及お

よ

び
て
、

一ひ
と
た
び

に
十と

人た
り

の
訴う

た
へ

を
聞
き
て
、
以も

て
失あ

や
ま

た
ず
能よ

く
弁わ

き
ま

へ

給た
ま

ふ
。兼か

ね
て
未

ゆ
く
さ
き
ざ
き
の
こ
と

然
を
知さ

と
り
、且ま

た
内

ほ
と
け
の

教の
り

を
高こ

麗ま

の

僧ほ
う
し

・
恵え

慈じ

に
習な

ら
ひ
、外と

つ

典ふ
み

を
博は

か
士せ

・
覚か

く
哿か

に
学ま

な
び
て
、兼な

ら
びに

悉こ
と
ご
と

に
達さ

と
り
給た

ま
ひ
ぬ
」と
の
記
述
あ
る
事
か
ら
、超
人
的
な

太
子
に
疑
惑
を
生
じ
、果
て
は
、聖
徳
太
子
不
在
説
ま
で
が

あ
ら
わ
れ
、慣
れ
親
し
ん
だ「
聖
徳
太
子
」の
称
号
を
教
科
書

か
ら
削
除
す
る
と
い
う
昨
今
に
は
、怒
り
さ
え
覚
え
る
始
末

で
あ
る
。聖
徳
太
子
は
諡

お
く
り
な

ゆ
え
に
、厩
戸
皇
子
が
先
行
さ
れ

よ
う
が
、千
年
に
亘
る
称
号
を
消
し
去
る
ま
で
に
は
及
ぶ
ま
い。

　
日
本
書
紀
は
太
子
没
後
約
百
年
を
経
た
、養
老
四（
７
２
０
）

年
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
が
、更
に
２
７
０
年
を
経
た
正
暦

三
（
９
９
２
）
年
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
聖

し
ょ
う
と
く徳

太た
い

子し

伝で
ん
り
ゃ
く暦』で

は
益
々
太
子
は
神
格
化
さ
れ
て
い
る
。母
君
が

金
色
の
僧
を
夢
見
て
懐
胎
さ
れ
、厩
の
前
で
出
産
。二
歳
で

東
に
向
か
っ
て
合
掌
し
、「
南
無
仏
」と
唱
え
ら
れ
る
。こ
れ
が

「
南
無
仏
太
子
像
」の
お
こ
り
。幼
い
頃
か
ら
類
稀
な
る
能
力
を

発
揮
さ
れ
、
十
二
歳
で
来
日
し
た
百
済
の
日
羅
か
ら
救
世

観
音
だ
と
拝
礼
さ
れ
、
二
十
二
歳
で
摂
政
。
二
十
四
歳
で

八
人
の
訴
え
を
同
時
に
聞
き
、二
十
七
で
甲
斐
国
か
ら
献
上
の

黒
駒
に
騎
馬
し
、富
士
山
に
昇
り
諸
国
を
巡
見
。二
十
八
歳
で

天
気
よ
り
地
震
を
予
見
、
三
十
三
で
十
七
条
憲
法
を
制
定

さ
れ
、三
十
五
で『
勝
鬘
経
』・『
法
華
経
』を
講
讃
、三
十
六
で

『
法
華
経
』を
求
め
に
小
野
妹
子
を
衡こ

う

山ざ
ん

へ
遣
し（
法
華
経
に

欠
字
が
あ
る
た
め
）、三
十
七
歳
で
夢
殿
に
入
定
し
て
自
ら
の

魂
を
青
龍
車
で
衡
山
へ
送
る
。四
十
七
で
妃
に
自
ら
の
六
代
の

前
世
を
語
り
、
四
十
八
で
摂
津
か
ら
献
じ
ら
れ
た
人
魚
を

見
て
、不
吉
を
悟
り
、同
年
病
を
得
て
、翌
年
諸
臣
と
惜
別
の

宴
を
催
し
、
五
十
歳
で
妃
と
共
に
（
妃
は
太
子
よ
り
一
日

早
く
）
薨
去
さ
れ
、
河
内
の
磯し

長な
が

の
御
廟
へ
埋
葬
さ
れ
る
。

（
三
骨
一
廟
と
伝
え
、
太
子
の
母
君
、
穴あ

な
穂ほ

部べ

間は
し
ひ
と
の
こ
う
ご
う

人
皇
后
と

妃
の
菩ほ

岐き

岐き

美み
の

郎い
ら
つ
め女

も
共
に
葬
っ
た
と
さ
れ
る
。）
こ
ん
な

内
容
が
伝
暦
で
あ
る
。

　
太
子
の
召
さ
れ
た「
黒
駒
」は
太
子
葬
送
の
お
供
を
し
て
、

墓
前
で
い
な
な
い
て
倒
れ
、現
斑
鳩
町
の
駒
塚
に
葬
ら
れ
た

と
伝
わ
る
。ま
た
太
子
の
愛
犬
は「
雪
丸
」と
い
う
白
い
犬
で
、

王
寺
町
文
化
財
学
芸
員
の
岡
島
永
昌
氏
の
示
教
に
よ
る
と
、

寬
政
三
（
１
７
９
１
）
年
刊
の
『
大
和
名
所
図
会
』
に
は
、

太
子
が
い
た
わ
ら
れ
た
飢
人
の
墓
（『
日
本
書
紀
』）
の
上
に

建
立
さ
れ
た
、達
磨
寺
の
境
内
図
に
、小
さ
な
狗
の
石
像
を

「
こ
ま
塚
」と
誌
し
、『
達
磨
寺
略
記
』に
は
、太
子
の
愛
犬
は

雪
丸
で
、よ
く
人
語
を
解
し
て
経
も
誦ず

し
、臨
終
に
至
っ
て
は

墓
地
の
場
所
ま
で
指
定
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

元
旦
に
は
吠
え
る
と
い
う
伝
承
も
あ
っ
た
様
で
、現
在
王
寺

町
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
る
。

ま
た
寛
文
十
一（
１
６
７
１
）年
刊
の『
太
子
伝
撰
集
抄
別
要
』

に
は
太
子
の
愛
犬
は
白
雪
丸
で
、墓
が
郡
山
に
あ
り「
犬
臥

の
岡
」と
呼
ぶ
記
録
が
あ
っ
て
、今
も
大
和
郡
山
市
新
木
の

金
魚
の
飼
育
池
の
ま
ん
中
に
、そ
の
塚
が
存
在
す
る
こ
と
を
、

岡
島
氏
と
ご
一
緒
し
て
確
認
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
か
く
の
如
く
、太
子
の
愛
馬
や
愛
犬
ま
で
信
仰
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
り
、
太
子
に
対
す
る
追
慕
の

念
が
い
か
に
強
い
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

　
弥
陀
一
仏
を
拝
礼
の
対
象
と
す
る
浄
土
真
宗
で
も
、開
山

親
鸞
上
人
の
信
仰
を
導
い
た
の
は
、聖
徳
太
子
で
あ
り
、太
子

へ
の
賛
仰
は
厚
い
。

　
そ
れ
に
加
え
太
子
の
予
言
と
す
る『
未
来
記
』の
存
在
が

あ
っ
て
、こ
れ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
人
が
あ
り
、歴
史
が

あ
り
、日
本
人
の
心
の
中
か
ら
千
年
に
亘
る
太
子
へ
の
崇
敬

の
念
は
禁
じ
得
る
こ
と
は
出
来
難
い
の
で
あ
る
。

　
近
来
太
子
の
存
在
は
疑
う
べ
き
余
地
の
無
い
こ
と
は
明
白

と
さ
れ
て
い
る
し
、
本
年
薨
去
千
四
百
年
を
迎
え
る
こ
と

か
ら
も
、再
度
太
子
の
偉
業
や
ま
た
、多
く
の
人
々
の
心
の

中
に
生
き
つ
づ
け
る
聖
徳
太
子
へ
の
信
仰
を
、
再
度
認
識

し
て
も
ら
い
た
い
と
念
願
し
て
い
る
。
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