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左
は
福
井
県
勝
山
市
の
平
泉
寺
白

山
神
社
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
古
い
地

図
で
す
。

白
山
は
古
く
か
ら「
越
の
し
ら
や

ま
」や「
し
ら
み
ね
」の
名
で
神
々
の
住

む
山
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

実
質
的
な
初
代
大
王
と
も
い
わ
れ
る

崇
神
天
皇（
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
初

頭
）に
よ
っ
て
加
賀
・
越
前
・
美
濃
に

 
馬  
場 
と

ば 

ば

 
禅 ぜん 
定 

じ
ょ
う 
道 
、

ど
う

 
遥  
拝  
所 
が
創
設
さ
れ

よ
う 
は
い 
じ
ょ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。少

な
く
と
も
平
安
時
代
に
は
禅
定
道
と

三
馬
場
は
整
備
さ
れ
、白
山
そ
の
も
の

が
延
暦
寺
の
管
轄
下
と
な
り
ま
す
。こ

れ
に
伴
い
、三
馬
場
も
延
暦
寺
の
末
寺

と
な
り
ま
す
。そ
れ
が
加
賀
の
白
山
寺

白
山
本
宮
、越
前
の
霊
応
山
平
泉
寺
、

美
濃
の
白
山
中
宮
長
滝
寺
で
す
。

日
本
の
仏
教
は
、神
々
を
祭
る
天
皇

に
よ
っ
て
奨
励
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

神
と
仏
の
境
界
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。こ
れ
は
、日
本
が
多
神
教
で
あ
っ

た
た
め
に
他
の
神
に
も
寛
容
で
あ
っ

た
こ
と
と
、仏
教
が
形
式
に
こ
だ
わ
ら

な
い
教
え
で
あ
っ
た
た
め
で
す
。こ
れ

に
よ
っ
て
、
古
か
ら
の
神
々
が
消
え
る

こ
と
な
く
、日
本
は
独
特
の
仏
教
国
に

な
り
ま
し
た
。こ
の
精
神
は
、
異
な
る

も
の
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
取
り
入

れ
て
い
く
日
本
文
化
の
特
徴
と
も

な
っ
て
い
ま
す
。

地
図
の
頃
の
平
泉
寺
は
、境
内
に
四

十
八
社
三
十
六
堂
、六
千
の
宿
坊
を
備

え
、僧
兵
だ
け
で
も
八
千
人
を
数
え
る

大
寺
院
で
し
た
。本
願
寺
と
の
戦
い
で

全
焼
し
ま
す
が
、秀
吉
に
よ
り
再
興
し

ま
す
。し
か
し
、明
治
の
神
仏
分
離
・
廃

仏
毀
釈
に
よ
っ
て
、白
山
寺
白
山
本
宮

は
白
山
比
咩
神
社
に
、霊
応
山
平
泉
寺

は
平
泉
寺
白
山
神
社
に
そ
れ
ぞ
れ
改

め
ら
れ
ま
す
。白
山
中
宮
長
滝
寺
は
廃

寺
を
免
れ
ま
し
た
が
、
長
滝
白
山
神

社
と
長
滝
寺
に
別
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
時
、
廃
棄
を
ま
ぬ
が
れ
た
仏
像

は
、
白
峰
村
の
林
西
寺
に
安
置
さ
れ

て
い
ま
す
。寺
院
を
訪
れ
る
時
、各
寺

の
歴
史
か
ら
う
か
が
え
る
文
化
に
も

触
れ
て
み
る
と
、
先
祖
の
方
々
の
思

想
や
想
い
も
伝
わ
っ
て
く
る
と
思
い

ま
す
。

　

異
な
る
も
の
と
の
融
合

德　

法　

寺　

杉　

谷　
　
　

淨　

外
道
の
所
有
の
三
昧
は
、

み
な
見
愛
我
慢
の
心
を
離
れ
ず
、

世
間
の
名
利
恭
敬
に
貪
着
す
る
が

ゆ
え
な
り

 
厭
厭
厭 『「
教
行
信
証
」
化
身
土
･
末
』

『
教
行
信
証
』

　

親
鸞
聖
人
の
主
著
。
こ
の
一

文
は
大
乗
仏
教
を
代
表
す
る

論
書
で
あ
る
『
大
乗
起
信
論
』

か
ら
の
引
用
。

平泉寺白山神社所蔵
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ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
は
、

一
八
五
〇
年
（
嘉
永
三
）
六
月

二
十
七
日
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の

父
と
ギ
リ
シ
ャ
人
の
母
と
の
間

に
ギ
リ
シ
ャ
・
レ
フ
カ
ダ
島
で

生
ま
れ
た
。
二
歳
か
ら
ダ
ブ
リ

ン
の
大
叔
母
に
育
て
ら
れ
、
フ

ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
、ア
メ
リ
カ
、マ
ル
テ
ィ

ニ
ー
ク
等
を
経
て
一
八
九
〇
年

（
明
治
二
十
三
）四
十
歳
の
時
新

聞
記
者
と
し
て
来
日
、
横
浜
に

上
陸
後
英
語
教
師
の
職
を
得
て

松
江
に
赴
任
、
以
後
熊
本
五
高

（
現
熊
本
大
学
）そ
し
て
神
戸
で

英
字
新
聞
記
者
に
な
り
帝
都
大

学
文
科
大
学
（
現
東
京
大
学
）

の
英
米
文
学
講
師
に
迎
え
ら
れ

た
。
小
泉
セ
ツ
と
結
婚
し
小
泉

八
雲
と
な
り
一
八
九
六
年
（
明

治
二
十
九
）
日
本
に
帰
化
、
五

十
四
歳
の
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で

八
雲
は
数
々
の
著
作
を
残
し
た
。

特
に
、
怪
談
「
雪
女
」「
耳
な
し

芳
一
」「
む
じ
な
」
等
の
再
話
文

学
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

私
の
八
雲
と
の
関
わ
り
は
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
広
島
に
勤

務
し
た
時
、
松
江
市
の
パ
ー

テ
ィ
ー
の
席
で
の
小
泉
凡
氏

（
小
泉
八
雲
の
ひ
孫
）と
の
出
会

い
か
ら
始
ま
っ
た
。
年
号
が
昭

和
か
ら
平
成
に
変
わ
っ
た
頃
な

の
で
約
三
十
年
の
お
つ
き
あ
い

に
な
る
。
あ
る
会
話
の
折
、
八

雲
は
生
前
行
き
た
い
と
思
っ
て

い
た
場
所
が
長
野
善
光
寺
と
芭

蕉
の
奥
の
細
道
松
島
で
あ
っ
た

と
凡
氏
か
ら
伺
っ
た
。
そ
れ
が

き
っ
か
け
で
二
〇
〇
二
年
九
月

二
十
六
日
、
八
雲
の
九
十
八
回

目
の
命
日
に
「
み
ち
の
く
八
雲

会
」
を
松
島
で
創
立
し
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
凡
氏
の
文
化
講

演
会
や
小
泉
八
雲
を
読
む
会
の

開
催
等
を
通
じ
て
八
雲
フ
ァ
ン

の
獲
得
そ
し
て
全
国
に
あ
る
八

雲
顕
彰
団
体
と
の
交
流
を
目
的

に
し
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
に

は
来
る
べ
き
宮
城
県
沖
地
震
に

備
え
る
べ
く
仙
台
市
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

と
協
働
で
教
育
紙
芝
居
「
稲
む

ら
の
火
」（
小
泉
八
雲
原
作
）
の

Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
制
作
し
、
県
内
の
小

学
校
と
市
町
村
社
会
福
祉
協
議

会
他
関
係
機
関
に
無
償
配
布
し

た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
活
用
さ

れ
な
い
ま
ま
東
日
本
大
震
災
が

発
生
し
甚
大
な
被
害
を
受
け
た

こ
と
は
誠
に
残
念
で
な
ら
な
い
。

八
雲
は
、『
日
本
は
、
木
と
紙
で

家
を
作
り
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
て

も
作
り
直
し
自
然
と
共
生
し
て

き
た
歴
史
を
有
し
「
更
新
の
文

化
」
を
創
造
し
て
き
た
国
』
と

表
現
し
た
。
松
江
市
に
あ
る
八

雲
会
は
、
昨
年
七
月
創
立
百
年

を
迎
え
記
念
事
業
の
た
め
日
本

各
地
か
ら
関
係
者
が
松
江
に
集

結
し
た
。

現
代
の
私
た
ち
は
、
有
史
以

来
の
自
然
災
害
か
ら
い
っ
た
い

何
を
学
ん
で
き
た
の
か
？
島
根

県
立
大
学
短
期
大
学
部
教
授

（
民
俗
学
）
の
小
泉
凡
氏
は
、
山

陰
中
央
新
報
へ
の
寄
稿
文
で

『
防
災
教
材
と
し
て「
稲
む
ら
の

火
」
を
今
後
も
小
学
校
で
活
用

し
て
ほ
し
い
。
つ
ま
り
自
然
を

畏
怖
す
る
謙
虚
さ
を
継
承
す
る

こ
と
が
大
切
だ
』
と
強
調
さ
れ

た
。
み
ち
の
く
八
雲
会
も
文
化

資
源
と
し
て
の
「
小
泉
八
雲
」

及
び
「
稲
む
ら
の
火
」
の
普
及

活
動
を
継
続
す
る
所
存
だ
。
備

え
る
こ
と
で
受
け
る
被
害
を
最

小
限
に
す
る
「
減
災
」
の
意
識

高
揚
の
為
に
も
。

去
る
二
〇
一
六
年
二
月
四
日
、

金
沢
八
雲
会
を
創
立
し
た
。
歴

史
と
文
化
の
街
金
沢
は
、
文
学

の
街
で
も
あ
る
。
き
っ
と
八
雲

の
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
下
さ
る
多

く
の
市
民
が
い
る
に
違
い
な
い
、

と
私
は
信
じ
て
や
ま
な
い
。

門
間
光
紀

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
略
歴
）

も
ん
ま　

み
つ
の
り

一
九
四
六
年
＊
宮
城
県
生
ま
れ

二
〇
〇
〇
年

　

松
島
町
保
健
推
進
員

二
〇
〇
二
年

ま
ち
づ
く
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
げ
ん
き

松
島
研
究
所
代
表
理
事

　

み
ち
の
く
八
雲
会
主
宰

二
〇
〇
七
年

ま
ち
づ
く
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
げ
ん
き

宮
城
研
究
所
代
表
理
事

二
〇
〇
八
年

げ
ん
き
宮
城
研
究
所
事
務
局

長
二
〇
〇
九
年

Ｄ
Ｖ
Ｄ
「
稲
む
ら
の
火
」
制
作

配
布

二
〇
一
一
年

東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
市

民
活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
宮
城

事
務
局
長

二
〇
一
二
年

創
立
十
周
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ

ム
二
〇
一
六
年

げ
ん
き
宮
城
研
究
所
代
表
理

事

　

金
沢
八
雲
会　

会
長

　
　

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
東
松
島

市
野
蒜
（
の
び
る
）
に
あ
っ
た
実

家
と
墓
が
流
失
、
幸
い
皆
無
事
で

し
た
。
金
沢
や
熊
本
そ
し
て
全
国

の
ご
縁
あ
る
方
々
か
ら
支
縁
の

手
が
差
し
伸
べ
ら
れ
た
こ
と
に

心
か
ら
感
謝
致
し
ま
す
。
こ
の
経

験
を
後
世
に
伝
承
す
る
活
動
を

今
後
も
継
続
す
る
所
存
で
す
。

小
泉
八
雲
に
つ
い
て
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入 

に
ゅ
う 

西 さい

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子
で
、

関
東
二
十
四
輩
の
第
十
五
番
で

あ
る
入
西
で
す
。

入
西
の
俗
姓
は
日
野
頼
秋
と

い
い
ま
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
と

同
じ
日
野
姓
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。倉
田
百
三
の
戲
曲『
出

家
と
そ
の
弟
子
』
に
も
登
場
す

る 
枕  
石  
寺 
と
言
え
ば
わ
か
る
方

し
ん 
せ
き 

じ

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま

す
。
伝
え
ら
れ
て
い
る
お
話
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

近
江
国 
蒲  
生 

が
も 

う 
郡 
日
野
の
侍
で

ご
お
り

あ
っ
た
頼
秋
は
恵
ま
れ
な
い
境

遇
に
嫌
気
が
さ
し
て
、
人
と
の

交
わ
り
を
絶
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
つ
い
に
は
里
を
捨
て
て
流

浪
の
旅
に
出
て
、
常
陸
国 
久  
慈 

く 

じ

 
郡 

ご
お
り 
大  
門 
に
流
れ
着
き
ひ
っ
そ
り

お
お 
か
ど

と
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
建
保

五
年
（
一
二
一
七
年
。
親
鸞
聖

人
四
十
五
歳
）
秋
、
常
陸
国
で

念
仏
の
教
え
を
広
げ
て
い
た
親

鸞
聖
人
が
、
大
門
辺
り
で
夕
暮

れ
を
迎
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
た

ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
頼
秋
の

家
を
訪
ね
て
一
夜
の
宿
を
乞
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
人
嫌
い

に
な
っ
て
い
た
頼
秋
は
こ
れ
を

断
り
ま
す
。
し
か
し
、
近
く
に

他
に
家
も
な
か
っ
た
た
め
、
親

鸞
聖
人
は
も
う
一
度
宿
を
乞
い

ま
し
た
。
す
る
と
、
頼
秋
は
杖

を
振
り
上
げ
て
親
鸞
聖
人
を
打

ち
す
え
よ
う
と
し
ま
す
。
慌
て

て
親
鸞
聖
人
は
逃
げ
ま
す
が
、

他
に
行
く
と
こ
ろ
も
な
く
、
や

む
を
得
ず
頼
秋
の
家
の
軒
端
で
、

雪
を
布
団
に
、
石
を
枕
に
し
て

横
に
な
り
ま
し
た
。
随
行
の
弟

子
た
ち
は
こ
れ
を
見
て
涙
し
ま

し
た
が
、
親
鸞
聖
人
は
「
野
宿

こ
そ
が
、
本
来
の
お
釈
迦
様
の

教
え
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
嫌

な
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。」

と
お
っ
し
ゃ
る
と
、
た
だ
念
仏

申
し
て
お
休
み
に
な
ら
れ
ま
し

た
。親

鸞
聖
人
を
追
出
し
た
頼
秋

が
寝
て
い
る
と
、
深
夜
十
一
時

頃
、
枕
元
に
見
た
こ
と
も
な
い

僧
侶
が
立
ち
、
頼
秋
に
告
げ
ま

し
た
。「
頼
秋
よ
、
な
ん
と
い
う

こ
と
を
し
た
の
か
。
お
前
が
追

い
返
し
た
僧
こ
そ
が
、
阿
弥
陀

如
来
様
で
す
。
人
々
を
救
う
た

め
に
、
粗
末
な
な
り
の
僧
侶
の

姿
と
な
り
、
あ
な
た
と
縁
を
結

ぶ
た
め
に
塵
に
ま
み
れ
て
訪
れ

て
下
さ
っ
た
も
の
を
、
罵
倒
し

て
自
ら
縁
を
絶
つ
よ
う
な
こ
と

を
す
る
と
は
な
ん
と
も
愚
か
な

こ
と
よ
。
し
か
し
、
幸
い
に
も

聖
人
は
他
の
場
所
に
行
く
こ
と

な
く
、
あ
な
た
の
家
の
軒
下
で

石
を
枕
に
し
て
横
に
な
っ
て
い

ら
れ
ま
す
か
ら
、
す
ぐ
に
許
し

を
請
い
敬
い
奉
り
な
さ
い
。
私

こ
そ
が
あ
な
た
が
昔
か
ら
礼
拝

し
て
い
た
救
世
菩
薩
で
あ
る
。」

頼
秋
は
目
を
覚
ま
す
と
、
す
ぐ

に
お
告
げ
に
従
っ
て
そ
っ
と
外

を
伺
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
お

告
げ
の
通
り
に
親
鸞
聖
人
が
熟

睡
な
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。
頼

秋
は
大
地
に
身
を
な
げ
う
つ
と
、

泣
い
て
わ
び
、
家
に
親
鸞
聖
人

を
迎
え
入
れ
ま
し
た
。
弟
子
入

り
し
た
頼
秋
は
西
入
房
道
円
と

い
う
法
名
を
賜
り
、
こ
こ
に
石

枕
寺
を
建
て
た
と
い
い
ま
す
。

石
枕
寺
は
中
世
に
廃
れ
、
川
合

村
に
移
り
今
に
至
り
ま
す
。
元

の
枕
石
寺
跡
に
は
、
入
西
の
墓

と
青
蓮
寺
の
念
仏
堂
が
あ
り
ま

す
。親

鸞
聖
人
が
阿
弥
陀
如
来
の

化
身
で
あ
る
と
い
う
こ
の
話
が
、

い
つ
ご
ろ
作
ら
れ
た
の
か
は
定

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
親
鸞

聖
人
が
師
の
法
然
上
人
を
阿
弥

陀
如
来
の
化
身
で
あ
る
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
か
な

り
早
い
時
期
か
ら
こ
の
よ
う
に

言
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
今
は
こ
の
よ
う
に
親
鸞

聖
人
を
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
と

し
て
話
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
で
は
逆
効
果
に
な
る
よ
う
に

も
思
え
る
化
身
説
で
す
が
、
伝

説
化
す
る
こ
と
で
、
師
の
教
え

に
よ
り
説
得
力
を
持
た
せ
と
い

う
の
も
当
時
の
有
効
な
方
便

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
古
く
か

ら
の
言
い
伝
え
は
、
そ
の
時
代

の
人
た
ち
の
価
値
観
を
探
る
上

で
も
貴
重
な
文
化
遺
産
で
す
。

真
宗
人
物
伝
第
四
十
回

德
法
寺　

杉　

谷　
　
　

淨

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

七
月
五
日（
火
）

　

八
月
二
日（
火
）

　

九
月
六
日（
火
）

　

十
月
四
日（
火
）

　

F
M-

N
1（
七
十
六
･

三
M
H ｚ
）で
午
後
一
時
半

か
ら
一
時
間
放
送
し
ま
す
。

番
組
名
は「
生
活
一
番
シ
ャ

ト
ル
便　

住
職
の
よ
も
や

ま
話
」
で
す
。再
放
送
は
放

送
日
の
週
の
土
曜
朝
七
時

か
ら
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
も
聞
け
ま
す
。



僧　　　　　伽（サンガ） (４)第94号

地

獄

念
仏
の
教
え
と
聞
く
と
、
地

獄
極
楽
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も

多
い
か
と
思
い
ま
す
。
死
後
の

世
界
と
し
て
の
地
獄
極
楽
は
、

平
安
仏
教
を
代
表
す
る
僧
侶
で

あ
る
源
信
僧
都
（『
正
信
偈
』
に

も
詠
わ
れ
て
い
ま
す
）
が
書
か

れ
た
『
往
生
要
集
』
に
よ
っ
て
、

日
本
人
の
中
に
広
ま
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
地
獄
に

つ
い
て
ほ
と
ん
ど
語
っ
て
い
ま

せ
ん
。
極
楽
と
い
う
言
葉
も
あ

ま
り
使
わ
ず
、
浄
土
や
報
土
と

い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。

実
際
、
親
鸞
聖
人
が
拠
り
所
と

す
る
浄
土
三
部
経
の
中
に
は
、

地
獄
に
関
す
る
描
写
が
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。
名
前
の
通
り
、

浄
土
を
説
く
経
典
で
、
地
獄
を

説
く
経
典
で
は
な
い
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
地
獄
を
説
い
て

い
る
経
典
も
あ
り
ま
す
。『
優
婆

塞
戒
経
』
や
『
正
法
念
経
』『
観

仏
三
昧
経
』な
ど
の
経
典
や『
智

度
論
』『
瑜
伽
論
』
な
ど
の
論
書

で
す
。
こ
れ
ら
の
経
論
に
は
、

地
獄
の
様
子
や
、
ど
の
よ
う
な

罪
を
犯
し
た
者
が
そ
の
地
獄
に

落
ち
る
の
か
が
克
明
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
記
述
か
ら
は
、

こ
れ
ら
の
経
論
を
書
い
た
僧
侶

た
ち
の
、
人
々
に
悪
行
を
な
す

こ
と
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ
う

と
い
う
強
い
意
志
が
見
て
取
れ

ま
す
。

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
、
恐

怖
に
よ
っ
て
人
々
の
行
い
を
縛

る
こ
と
を
良
し
と
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
ま
た
、
理
想
郷
と
し
て

の
極
楽
浄
土
を
説
く
教
え
も
あ

り
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
が
説
い

た
の
は
、
自
分
の
罪
悪
性
を
照

ら
し
出
し
て
く
れ
る
浄
土
で
し

た
。そ

の
よ
う
な
親
鸞
聖
人
で
す

が
、
地
獄
を
説
い
て
い
る
和
讃

が
二
首
だ
け
あ
り
ま
す
。

衆
生
有
碍
の
さ
と
り
に
て

無
碍
の
仏
智
を

　

う
た
が
え
ば　

 
曾  
婆  
羅  
頻  
陀  
羅  
地  
獄 
に
て

ぞ
う 

ば 

ら 

ひ
ん 

だ 

ら 

じ 

ご
く

多
劫
衆
苦
に
し
ず
む
な
り

念
仏
誹
謗
の
有
情
は

 
阿  
鼻  
地  
獄 
に
堕
在
し
て

あ 

び 

じ 

ご
く

八
万
劫
中
大
苦
悩

ひ
ま
な
く
う
と
ぞ

　

と
き
た
ま
う

　
二
首
目
の
「
阿
鼻
地
獄
」
は
、

別
名
「
無
間
地
獄
」
と
も
い
い
、

地
獄
の
中
で
も
最
も
罪
の
重
い

者
が
落
ち
る
と
い
わ
れ
る
地
獄

で
す
。
一
首
目
の
「
曾
婆
羅
頻

陀
羅
地
獄
」
は
そ
の
「
阿
鼻
地

獄
」
よ
り
更
に
恐
ろ
し
い
と
さ

れ
る
地
獄
で
、親
鸞
聖
人
は「
無

間
地
獄
の
衆
生
を
み
て
は
、
あ

ら
楽
し
げ
や
と
み
る
な
り
。
仏

法
を 
謗 
り
た
る
も
の
、
こ
の
地

そ
し

獄
に
落
ち
て
八
万
劫
住
す
。
大

苦
悩
を
受
く
」
と
解
説
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
あ
る
「
劫
」
と

は
時
間
の
単
位
で
、
諸
説
あ
り

ま
す
が
「
阿
鼻
地
獄
」
の
刑
期

で
あ
る
中
劫
は
三
百
四
十
九
京

二
千
四
百
十
三
兆
四
千
四
百
億

年
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
こ
こ
で
親
鸞
聖
人
が

こ
の
地
獄
に
落
ち
る
罪
と
し
て

言
っ
て
お
ら
れ
る
の
が
、
殺
人

な
ど
で
は
な
く
「
仏
智
を
う
た

が
う
」「
念
仏
誹
謗
」
で
す
。
こ

れ
は
「
念
仏
を
称
え
る
く
ら
い

で
救
わ
れ
る
は
ず
が
な
い
」
と

思
う
罪
で
す
。
た
っ
た
こ
れ
だ

け
の
罪
で
、
殺
人
よ
り
も
重
い

罰
を
受
け
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
れ
は
、
悪
行
を
思
い
と
ど

ま
ら
せ
る
た
め
に
説
い
て
い
た

地
獄
と
は
明
ら
か
に
意
味
が

違
っ
て
い
ま
す
。「
念
仏
を
称
え

る
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
救
わ
れ

る
。
こ
の
教
え
を
信
じ
な
け
れ

ば
、
人
は
永
遠
に
救
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
言

う
た
め
に
、
あ
え
て
親
鸞
聖
人

は
地
獄
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た

の
で
す
。
恐
怖
に
よ
っ
て
人
を

導
こ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、

今
の
自
分
が
い
か
に
あ
て
に
で

き
な
い
も
の
に
す
が
っ
て
生
き

て
い
る
の
か
を
知
ら
せ
て
く
れ

る
の
が
浄
土
の
智
慧
で
す
。
一

見
自
虐
的
に
も
思
え
ま
す
が
、

こ
だ
わ
り
が
少
し
ず
つ
剥
が
れ

て
い
く
の
で
、
生
き
る
こ
と
が

楽
に
な
る
の
で
す
。
こ
だ
わ
り

に
縛
ら
れ
た
状
態
を
、
親
鸞
聖

人
は
「
衆
苦
」「
苦
悩
」
と
言
う

の
で
す
。
同
じ
言
葉
で
も
使
い

方
ひ
と
つ
で
意
味
が
こ
れ
だ
け

違
い
ま
す
。

和
讃
に
学
ぶ

わ

さ
ん

第
五
十
回

德
法
寺

杉　

谷　
　
　

淨

徳
法
寺
の

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

　
　

ご
案
内

　
「
僧
伽
」の
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー
や
報
恩
講
、春
秋
彼
岸

の
案
内
、
お
講
の
案
内
、
学

習
会
の
レ
ジ
ュ
メ
、
交
流
広

場
な
ど
を
載
せ
て
い
ま
す
。

ア
ド
レ
ス
は

http://tokuhou-ji.com
/

で
す
。
是
非
覗
い
て
み
て

く
だ
さ
い
。
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以
前
小
紙
で
『
知
性
と
は
何

か
』
と
い
う
本
を
紹
介
し
た
の

で
、
佐
藤
優
の
名
を
覚
え
て
お

ら
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

今
本
屋
に
行
く
と
佐
藤
氏
の
本

が
、
よ
く
売
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

池
上
彰
氏
と
の
共
著
『
大
世
界

史
』
も
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
。

私
は
、
氏
の
著
作
の
魅
力
は
、

豊
富
な
読
書
か
ら
く
る
情
報
量

の
多
さ
だ
と
思
っ
て
き
た
。
し

か
し
本
を
何
冊
か
読
む
う
ち
に
、

少
し
見
方
が
変
わ
っ
て
き
た
。

着
眼
点
が
い
い
の
だ
。
こ
こ

に
紹
介
す
る
『
お
金
に
強
く
な

る
生
き
方
』
は
、
そ
の
典
型
で

あ
る
。
こ
の
本
は
、
題
名
か
ら

想
像
さ
れ
る
よ
う
な
下
世
話
な

金
儲
け
の
指
南
書
で
は
な
い
。

『
知
性
と
は
何
か
』
に
お
い
て

「
反
知
性
主
義
」が
現
代
社
会
の

解
き
明
か
す
重
要
な
キ
ー
ワ
ー

ド
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
佐
藤
氏

は
、
お
金
と
の
か
か
わ
り
方
こ

そ
が
、
人
の
生
き
方
を
決
定
す

る
の
だ
と
見
定
め
て
い
る
の
だ
。

氏
は
こ
の
書
の
前
半
で
「
私

た
ち
は
お
金
の
大
切
さ
を
知
る

と
同
時
に
、
そ
の
限
界
も
知
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」と
述

べ
て
い
る
。
つ
ま
り
お
金
自
体

は
善
で
も
悪
で
も
な
い
。
私
た

ち
が
、
ど
う
か
か
わ
る
か
に

よ
っ
て
、
そ
れ
は
善
に
も
悪
に

も
な
り
う
る
。
こ
れ
が
氏
の
基

本
的
な
立
場
で
あ
る
。

だ
か
ら
お
金
と
の
か
か
わ
り

方
を
論
じ
る
前
に
、
そ
の
本
質

を
見
極
め
る
こ
と
が
必
要
だ
と

氏
は
述
べ
る
。
そ
の
流
れ
で
現

代
社
会
の
お
金
に
ま
つ
わ
る
ト

ピ
ッ
ク
ス
が
紹
介
さ
れ
て
い
く
。

そ
こ
に
は
、
氏
得
意
の
マ
ル
ク

ス
主
義
経
済
学
の
理
論
も
投
入

さ
れ
る
。

し
か
し
、
読
み
進
め
て
い
く

う
ち
に
、
氏
が
単
に
お
金
の
こ

と
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い

こ
と
に
気
が
付
か
さ
れ
る
。

お
金
は
、
人
間
の
欲
望
の
象

徴
で
あ
る
。
抑
え
よ
う
と
し
て

も
抑
え
き
れ
な
い
の
が
欲
望
で

あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
本
は
、
欲

望
と
い
う
厄
介
者
と
、
人
は
ど

う
向
き
合
っ
て
い
け
ば
い
い
の

か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て

い
る
の
だ
。

も
し
こ
こ
で
欲
望
と
い
う
言

葉
を
「
煩
悩
」
と
言
い
換
え
る

な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
仏
教

の
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ

う
思
っ
て
読
ん
で
い
た
ら
、
最

終
章
に
な
っ
て
案
の
定
、
氏
は

ブ
ッ
ダ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
た
。

長
い
が
引
用
し
て
お
き
た
い
。

「
お
金
が
価
値
を
持
つ
今
の

世
の
中
で
は
、
人
間
は
常
に
不

足
感
と
不
安
感
に
苛
ま
れ
る
運

命
に
あ
り
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
は
こ

の
こ
と
を
２
５
０
０
年
も
前
に

喝
破
し
て
お
り
、
煩
悩
す
な
わ

ち
欲
が
不
安
と
不
足
と
い
う

「 
無 む 
明 
」
を
生
み
出
し
、
闘
争
や

み
ょ
う

収
奪
、
殺
戮
と
い
う
悲
劇
や
苦

し
み
が
起
き
る
の
だ
と
説
い
て

い
ま
す
。

こ
の
不
足
感
や
不
安
感
か
ら

逃
れ
る
た
め
に
、
人
は
何
か
に

依
存
し
、
何
か
に
熱
中
し
な
け

れ
ば
生
き
て
は
い
け
な
く
な
り

ま
す
。」

少
し
わ
か
り
ず
ら
い
が
、

ブ
ッ
ダ
は
人
間
の
苦
し
み
の
根

源
は
「
無
明
」
で
あ
る
と
し
、

そ
れ
を
十
二
支
縁
起
と
し
て
説

い
た
。
無
明
と
は
、「
真
理
に
く

ら
く
、
事
象
や
道
理
を
正
し
く

理
解
で
き
な
い
精
神
状
態
」
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
無

明
こ
そ
が
、
煩
悩
の
原
因
で
あ

る
と
は
、
仏
教
の
説
く
と
こ
ろ

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
煩
悩
す
な
わ

ち
欲
が
不
安
と
不
足
と
い
う

『
無
明
』
を
生
み
出
」
す
と
い
う

記
述
は
、
正
確
で
は
な
い
。
し

か
し
、
氏
が
十
二
支
縁
起
を
知

ら
な
い
は
ず
は
な
く
、
わ
ざ
と

こ
う
書
い
た
の
だ
と
私
は
思
う
。

つ
ま
り
、
欲
望
に
依
存
し
て
し

ま
う
こ
と
が
、
人
間
の
悲
劇
や

苦
し
み
を
生
み
出
す
の
だ
と
言

い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

氏
は
お
金
に
一
定
の
価
値
を

認
め
な
が
ら
も
、
お
金
に
依
存

し
な
い
生
き
方
を
提
唱
し
て
い

る
の
だ
。
そ
れ
は
煩
悩
を
断
つ

こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、 
煩  
悩 

● 

●

 
に  
強  
く  
な  
る  
生  
き  
方 
を
提
唱
し

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

●

て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
お
金
に
強
く
な
る

　

 　
　
　

生
き
方
』

佐
藤　
　

優
著

青
春
出
版
社

本
の
紹
介

『
心
の
相
談
室
』

　

毎
月
第
四
土
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
横

　
　
「
い
ち
ょ
う
館
」二
階

　

相
談
料
無
料

　

日
常
生
活
で
の
い
ろ
い

ろ
な
悩
み
、
家
族
の
こ
と
、

友
達
の
こ
と
、
学
校
の
こ

と
、
仏
事
の
疑
問
等
を
、

僧
侶
が
お
聞
き
し
ま
す
。

『
サ
ン
ガ
茶
話
会
』

　

毎
月
第
一
木
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
真
宗
会
館
内

　
　

囲
炉
裏
の
間

　

お
茶
と
お
菓
子
を
つ
ま

み
な
が
ら
、
お
坊
さ
ん
と

気
楽
に
お
話
で
き
る
空
間

で
す
。
相
談
と
い
う
ほ
ど
で

は
な
い
に
し
ろ
、
ち
ょ
っ
と

聞
い
て
み
た
い
、
い
ろ
ん
な

人
と
話
し
て
み
た
い
と
い

う
方
大
歓
迎
で
す
。
も
ち

ろ
ん
無
料
で
す
。
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。



僧　　　　　伽（サンガ） (６)第94号

私
は
ス
ギ
花
粉
に
弱
く
、
毎

年
三
月
初
旬
か
ら
四
月
い
っ
ぱ

い
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

「
ス
ギ
花
粉
」と
い
う
異
物
に
対

し
、
私
の
体
が
過
剰
に
反
応
し
、

そ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の

だ
。
こ
れ
を
一
般
に
ア
レ
ル

ギ
ー
性
疾
患
と
い
う
。

も
っ
と
も
、
ス
ギ
花
粉
自
体

に
毒
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

ス
ギ
花
粉
を
害
悪
と
み
な
し
、

体
が
過
剰
に
免
疫
反
応
し
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

ア
レ
ル
ギ
ー
と
い
う
言
葉
は
、

「
人
や
物
を
理
由
も
な
く
忌
み

嫌
う
」
と
い
う
意
味
で
転
用
さ

れ
る
こ
と
も
多
い
。

さ
て
、
先
日
「
死
刑
台
の
メ

ロ
デ
ィ
ー
」（
一
九
七
一
年
フ
ラ

ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
合
作
）
と
い

う
映
画
を
観
た
。
テ
ー
マ
ソ
ン

グ
「
ヒ
ア
ズ
・
ト
ウ
・
ユ
ウ
」

は
、
誰
で
も
一
度
は
耳
に
し
た

こ
と
が
あ
る
名
曲
だ
。

舞
台
は
一
九
二
〇
年
代
の
ア

メ
リ
カ
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

州
で
実
際
に
あ
っ
た
冤
罪
事
件

を
映
画
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

サ
ッ
コ
と
ヴ
ァ
ン
ゼ
ッ
テ
ィ
と

い
う
二
人
の
男
が
、
身
に
覚
え

の
な
い
強
盗
殺
人
事
件
の
犯
人

に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
、
死
刑
を

受
け
る
ま
で
を
描
い
て
い
る
。

二
人
は
、
イ
タ
リ
ア
移
民
で

あ
り
、
お
ま
け
に
無
政
府
主
義

者
（
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
）
だ
っ
た
。

い
わ
ば
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て

危
険
極
ま
り
な
い
存
在
だ
っ
た

の
だ
。
彼
ら
の
異
分
子
に
対
す

る
異
常
な
ま
で
の
警
戒
心
が
、

こ
の
不
幸
な
事
件
を
引
き
起
こ

し
た
と
言
え
る
。
一
部
の
ア
メ

リ
カ
人
の
中
に
根
深
く
残
る
、

移
民
に
対
す
る
精
神
的
ア
レ
ル

ギ
ー
体
質
が
引
き
起
こ
し
た
事

件
な
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
は
、
移

民
の
国
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
人
は
移

民
を
こ
こ
ま
で
嫌
う
の
か
。
そ

れ
を
知
る
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の

建
国
の
歴
史
ま
で
遡
ら
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
キ
リ
ス
ト

教
の
新
教（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）

の
こ
と
を
清
教
徒
（
ピ
ュ
ー
リ

タ
ン
）
と
呼
ん
だ
。
彼
ら
は
イ

ギ
リ
ス
で
迫
害
さ
れ
、
メ
イ
フ

ラ
ワ
ー
号
に
乗
っ
て
ア
メ
リ
カ

大
陸
に
渡
っ
た
。
彼
ら
は
新
大

陸
に
理
想
的
な
神
の
国
を
作
ろ

う
と
し
た
。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ

の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

以
後
ア
メ
リ
カ
は
、
W
A
S

P
（
ワ
ス
プ
＝
イ
ギ
リ
ス
系
の

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
白
人
の

意
）
の
支
配
す
る
国
と
な
る
。

彼
ら
は
先
住
民
で
あ
る
イ
ン

デ
ィ
ア
ン
を
追
い
出
し
て
、
純

粋
な
キ
リ
ス
ト
教
国
を
作
ろ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
聖
書
の
教
え
を
絶
対

と
考
え
、
こ
れ
に
反
す
る
も
の

を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
。
彼
ら

は
妊
娠
中
絶
や
同
性
愛
を
罪
と

考
え
、
進
化
論
は
聖
書
の
教
え

と
矛
盾
す
る
と
い
う
理
由
で
信

じ
な
い
と
い
う
立
場
を
今
も

と
っ
て
い
る
。

彼
ら
の
こ
と
を
、「
福
音
派
」

ま
た
は「
宗
教
右
派
」と
呼
ぶ
が
、

ど
う
も
こ
の
あ
た
り
が
、
ア
メ

リ
カ
の
ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
の
原

点
の
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
は
自

分
た
ち
以
外
の
者
の
存
在
を
認

め
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼

ら
が
、
現
在
の
共
和
党
の
支
持

基
盤
に
な
っ
て
い
る
。
ト
ラ
ン

プ
氏
も
突
然
現
れ
た
わ
け
で
は

な
い
の
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
今
年
の
花
粉

症
は
ひ
ど
か
っ
た
。
害
が
な
い

と
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
ス
ギ

花
粉
と
仲
良
く
で
き
る
の
は
、

ま
だ
ま
だ
先
の
よ
う
だ
。

◆
常
徳
寺

金
沢
市
寺
町

　

五
丁
目
一
番
二
九
号

　

℡
二
四
一
︱
二
六
四
九

◎
秋
彼
岸

九
月
二
十
二
日
（
木
・
祝
）

午
後
二
時
よ
り

◎
報
恩
講

十
月
十
日
（
月
・
祝
）

　

お
逮
夜　

午
前
十
時

　

お
日
中　

午
後
一
時
半

法
話　

佐
々
木　

五
六
師

◆
德
法
寺

金
沢
市
野
町

　

二
丁
目
三
二
︱
四

　

℡
二
四
一
︱
五
二
一
九

◎
お
講
（
石
坂
同
信
会
主
催
）

毎
月
二
十
一
日

午
後
七
時
半
よ
り

講
師 
榎 
七
月　

杉
谷　
　

淨

 
榎
榎
榎 
八
月　

松
林　

忠
雄

 
榎
榎
榎 
九
月　

杉
谷　
　

淨

 
榎
榎
榎 
十
月　

表　

美
智
子

◎
秋
彼
岸

水
上
悦
子　

木
版
画
展

九
月
十
七
日
（
土
）
～

　

二
十
五
日
（
日
）
ま
で

◎
秋
彼
岸
中
日
及
び

　

永
代
経
法
要

九
月
二
十
二
日
（
木
・
祝
）

午
後
二
時
よ
り

　

講
師　

藤
原
千
佳
子
師

各
寺
の
ご
案
内

　『
死
刑
台
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
』

—
移
民
ア
レ
ル
ギ
ー

映
画
の
紹
介

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）


