
第
二
章

仏
教
文
化
の
盛
衰

第
一
節

仏
教
伝
来
と
渡
来
人

一

仏
教
文
化
の
開
花

神

と

仏

仏
教
に
つ
い
て
記
述
す
る
前
に
、「
神
と
仏
」
に
つ
い

て
述
べ
て
お
こ
う
。
本
来
、
日
本
文
化
の
中
で
神
と
仏

が
ど
う
い
う
形
で
展
開
し
て
き
た
か
、
時
に
は
対
立
し
、
ま
た
融
合
し
渾

然
一
体
化
し
な
が
ら
日
本
宗
教
を
形
成
し
て
き
た
。
従
来
、「
神
」
は
日

本
歴
史
の
中
で
人
の
誕
生
と
共
に
存
在
し
、
現
世
を
つ
か
さ
ど
り
、

「
仏
」
は
人
間
の
死
を
根
底
に
、
あ
の
世
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
と
言
え

る
。縄

文
時
代
の
信
仰
で
は
呪
術
的
要
素
が
濃
く
、
弥
生
時
代
は
祭
祀
的
要

素
が
強
い
こ
と
等
を
、
発
見
さ
れ
て
い
る
遺
跡
・
遺
物
か
ら
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
現
在
で
は
正
月
が
最
も
良
い
例
で
、
人
々
は
神
社
・
お
寺

両
方
に
参
り
一
年
の
祈
願
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
思
想
的
に
言
え
る
こ
と

は
、「
仏
」
は
実
際
は
目
に
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
釈
迦
思
想
を
実
在
化

し
て
目
に
見
え
る
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
世
界
空
間
の
中
で

び

る
し
ゃ
な
ぶ
つ

毘
盧
遮
那
仏
（
大
日
如
来
）
と
い
う
中
心
的
な
仏
の
救
済
が
、
五
仏
五
菩

ご
ん
げ
ん

薩
で
あ
り
、
更
に
は
五
大
明
王
と
し
て
展
開
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
権
現
」

の
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
「
神
」
は
最
初
か
ら
怖
い
も
の
・
恐
れ
お

の
の
く
も
の
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
現
世
万
物
に
神
が
宿
り
、
人
の
心
に
潜

在
す
る
の
で
あ
る
。
矛
盾
し
て
い
る
の
は
神
も
「
神
像
」
と
し
て
造
形
化

さ
れ
る
こ
と
で
、
仏
が
や
が
て
祖
霊
に
な
り
、
神
霊
に
な
っ
て
い
く
。
つ

ま
り
仏
と
神
が
融
合
体
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
神
仏

習
合
の
造
形
が
生
ま
れ
、
民
俗
的
に
は
念
仏
踊
り
や
神
楽
等
に
習
合
体
と

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

神
々
の
形
は
本
来
は
無
形
で
あ
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
民
俗
学
的
に
造

ご

し
ん
た
い

み

し
ょ
う
た
い

形
化
し
た
も
の
が
「
御
神
体
」
若
し
く
は
、「
御
正
体
」
と
し
て
形
に
な

る
。
神
像
彫
刻
で
最
も
古
い
の
は
京
都
松
尾
大
社
の
男
神
像
で
、
官
人
の

け
っ

か

ふ

ざ

服
装
を
し
、
仏
像
形
式
の
結
跏
趺
坐
の
形
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
神
が
形
に
変
え
る
の
は
仏
教
（
仏
像
）
の
影
響
が
強
か
っ
た
こ
と
が
伺

え
る
。

こ
う
し
て
神
と
仏
の
出
合
い
は
、
神
祇
の
世
界
に
仏
教
が
伝
播
し
て
習

合
体
と
な
っ
て
い
く
が
、『
日
本
書
紀
』
が
仏
を
「
蕃
神
」
と
か
「
仏
神
」

と
表
現
す
る
の
は
、
仏
教
導
入
時
か
ら
神
と
仏
が
そ
れ
ぞ
れ
に
信
仰
さ

れ
、
互
い
に
習
合
で
き
る
と
こ
ろ
、
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
受
け
止
め
方
が

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
書
紀
の
用
明
天
皇
前
記
に
「
仏
法
を
信
じ
た

ま
ひ
神
道
を
尊
び
た
ま
ふ
」
と
あ
る
の
は
真
に
そ
の
こ
と
と
言
え
る
。

大
乗
仏
教
と

小
乗
仏
教

し
ゃ

か

む

に

紀
元
前
五
〇
〇
年
ご
ろ
釈
迦
牟
尼
に
よ
っ
て
「
仏
教
」

が
開
創
さ
れ
た
。
釈
迦
は
イ
ン
ド
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
南
麓
の
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か

ぴ

ら

迦
毘
羅
城
主
の
浄
飯
王
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
母
の
名
を
摩
耶
と
言

ぶ
っ

だ

が

や

し
ょ
う
か
く

い
、
釈
迦
三
十
五
歳
の
時
仏
陀
加
耶
の
菩
提
樹
の
下
に
座
っ
て
正
覚
を

得
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
イ
ン
ド
の
ク
シ
ナ
ー
ラ
で
多
く
の
弟
子
た
ち
に

見
守
ら
れ
八
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
釈
迦
の
死
後
弟
子
た
ち
は
、
彼
を
偲

ぶ
っ
そ
く
せ
き

ぶ
た
め
、
仏
足
石
・
台
座
・
菩
提
樹
・
宝
輪
等
の
代
替
物
に
た
よ
り
、
死

後
五
〇
〇
年
を
経
た
、
紀
元
一
世
紀
末
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
、
マ
ト
ゥ
ー
ラ
等

で
釈
迦
像
を
造
り
始
め
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
釈
迦
仏
教
は
大
き
な
広
が
り
を
も
ち
、
俗
世
間
を
超
越
し
て

し
ょ
う
じ
ょ
う

修
行
と
思
想
と
に
専
念
す
る
出
家
教
団
を
「
小

乗
仏
教
」
と
言
い
、
南

方
を
中
心
に
広
ま
っ
た
。
反
対
に
す
べ
て
の
衆
生
を
救
済
し
て
、
仏
陀
の

だ
い
じ
ょ
う

境
地
に
ま
で
導
く
こ
と
を
理
想
と
す
る
の
を
「
大
乗
仏
教
」
と
言
い
、

北
方
域
に
広
ま
り
、
日
本
へ
伝
授
さ
れ
た
。

大
乗
仏
教
は
、
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
紀
元
前
後
に
は
中
国
に
伝
来
し
、

隋
国
・
唐
帝
国
時
代
に
最
も
隆
盛
を
極
め
、
朝
鮮
半
島
を
経
て
日
本
へ
伝

わ
っ
た
。
中
国
へ
入
っ
た
仏
教
は
、
民
族
や
国
家
を
超
越
し
た
普
遍
的
性

格
と
は
異
な
り
、
呪
術
的
で
権
力
を
維
持
す
る
た
め
の
、
特
権
階
級
を
保

証
す
る
よ
う
な
宗
教
と
し
て
広
ま
っ
た
。
中
国
へ
の
伝
来
時
期
は
、
前
漢

い

そ
ん

け
い

ろ

頃
の
哀
帝
元
寿
元
年
（
紀
元
前
二
）
に
、
大
月
氏
国
の
使
者
伊
存
が
景
盧

に
伝
え
た
の
が
最
も
有
力
と
さ
れ
て
い
る
。
本
来
の
仏
教
は
伝
播
す
る
に

従
い
変
化
し
、
ま
た
国
々
の
王
朝
に
よ
っ
て
変
貌
し
た
。
日
本
へ
伝
播
し

た
仏
教
内
容
が
定
着
し
た
の
は
、
隋
・
唐
王
朝
と
の
交
渉
が
盛
ん
な
と
き

て
ん
だ
い

け

ご
ん

で
、
天
台
・
華
厳
・
三
論
・
禅
・
浄
土
・
三
階
級
な
ど
、
現
在
の
日
本
の

宗
教
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
こ
の
時
期
中
国
仏
教
で
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
。仏

教
が
中
国
か
ら
朝
鮮
へ
伝
播
し
た
の
は
、
四
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
か

け
て
の
三
国
時
代
で
あ
る
。
各
国
に
伝
授
さ
れ
て
い
く
背
景
に
は
、
中
国

さ
く
ほ
う

王
朝
に
各
諸
号
を
受
け
る
冊
封
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
仏
教
を
介
在
と
し
て
大
規
模
な
寺
院
造
営
や
有
力
支
配
者
層
と

の
癒
着
が
進
み
、
仏
教
と
国
家
の
因
果
関
係
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
容
の
関
係
は
、
日
本
へ
そ
の
ま
ま
伝
授
さ
れ
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
三
国
へ
の
伝
授
は
以
下
の
と
お

り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

・
高
句
麗
…
小
獣
林
王
三
年
（
三
七
二
）
前
秦
国
か
ら

・
新

羅
…
法
興
王
十
五
年
（
五
二
八
）
梁
国
か
ら

・
百

済
…
枕
流
王
元
年
（
三
八
四
）

東
晋
国
か
ら

高
句
麗
の
僧
一
然
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
歴
史
書
『
三
国
遺
事
』
は
、

「
一
心
に
仏
を
奉
じ
、
広
く
仏
寺
を
興
し
、
人
を
度
し
て
僧
尼
と
な

す
、
ま
た
天
性
風
味
、
多
く
神
仙
を
尚
ぶ
」

こ
れ
は
新
羅
国
真
興
王
が
五
四
〇
年
に
即
位
し
、
そ
の
仏
教
信
仰
ぶ
り
を

詠
っ
た
も
の
で
あ
り
、
仏
寺
と
神
仙
を
共
に
受
け
入
れ
た
内
容
を
示
し
て

い
る
。
先
に
記
し
た
神
仏
習
合
の
思
想
が
既
に
新
羅
国
に
お
い
て
成
立
し

て
い
た
と
み
え
る
。

仏
教
公
伝
と
私
伝

さ
て
、
第
一
章
に
お
い
て
記
し
た
が
、
日
本
に
仏

教
が
公
に
伝
授
さ
れ
た
の
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
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あ
ら
た
め
て
記
す
こ
と
と
し
よ
う
。

一
、
欽
明
戊
午
年
（
五
三
八
）
『
元
興
寺
伽
藍
縁
起
資
材
帳
』

『
上
宮
聖
徳
法
王
定
説
』

二
、
欽
明
壬
申
年
（
五
五
二
）
『
日
本
書
紀
』

三
、
欽
明
十
五
年
（
五
五
四
）
『
日
本
書
紀
』

一
か
ら
三
の
説
を
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
す
る
と
、
ま
ず
一
の
戊
午
年
は
、
中
国

の
「
戊
午
革
運
説
」
に
も
と
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
可
能
性
が
強
く
、
僧
侶

が
戊
午
説
を
受
け
入
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
二
の
仏
教
公
伝
も
、
仏
像

と
か
教
典
が
奉
納
さ
れ
た
と
記
し
て
は
い
る
が
、
僧
侶
に
つ
い
て
は
触
れ

て
お
ら
ず
、
資
料
の
信
用
度
か
ら
す
れ
ば
、
意
図
的
に
文
化
受
容
を
否
定

的
に
位
置
付
け
る
な
ど
若
干
の
問
題
を
残
し
て
い
る
。
三
は
僧
侶
七
人
か

ら
九
人
に
交
代
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
大
和
政
権
へ
多
彩

な
文
化
技
能
者
を
送
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
期
に

つ
い
て
は
定
か
で
な
く
、
こ
こ
に
も
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
の
解
決
策
を
見
い
だ
し
た
松
木
裕
美
は
（
朝
日
百
科

日
本

の
歴
史
四
六
）
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
原
因
を
捜
し
出
し
た
の
は
笠
井
倭
人
と
三
品
彰
英
で
、
百
済
王
歴
を
研

究
し
、
仏
教
を
伝
達
し
た
百
済
聖
王
の
即
位
年
次
は

①
五
二
三
年
（『
三
国
史
記
』
に
よ
る
）

②
五
二
四
年
（『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
）

③
五
一
三
年
（『
三
国
遺
事
』
百
済
王
暦
の
即
位
干
支
史
料
に
よ
る
）

④
五
二
七
年
（『
三
国
遺
事
』
百
済
王
暦
の
治
世
年
数
に
よ
る
）
の
四
伝

説
が
あ
る
。
我
が
国
の
継
体
か
ら
欽
明
朝
に
起
こ
っ
た
同
一
事
件
を
異
年

次
に
記
し
て
い
る
も
の
を
整
理
し
た
結
果
、
編
年
上
の
問
題
と
解
釈
で
き

る
。
つ
ま
り
一
―
③
、
二
―
④
を
基
準
と
す
る
と
、
両
者
は
百
済
聖
王
二

十
六
年
で
合
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
聖
王
即
位
年
が
問
題
と
な
り
、
韓
国

公
州
宋
山
里
古
墳
群
の
武
寧
王
と
同
王
妃
の
稜
が
発
掘
さ
れ
、
武
寧
王
の

墓
誌
石
に
、
癸
卯
年
五
月
七
日
に
崩
じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

年
は
五
二
三
年
に
あ
た
り
、
同
時
に
百
済
聖
王
即
位
年
に
な
る
。」

聖
王
二
十
六
年
は
五
四
八
年
に
相
当
し
、
日
本
で
は
欽
明
天
皇
戊
申
年

（
五
四
八
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
仏
教
公
伝
」
は
こ
の
年
で
あ
ろ
う
と

想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
前
述
の
解
釈
を
尊
重
し
つ
つ
も
、『
上

宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
な
ど
に
あ
る
よ
う
に
仏
教
公
伝
事
実
を
五
三
八
年
と

し
て
お
き
た
い
。

後
述
し
た
い
と
思
う
が
、
仏
教
は
畿
内
地
方
に
優
先
的
に
公
伝
さ
れ
た

向
き
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
北
部
九
州
に
は
公
伝
に
先
立
っ
て
仏
教
が
流

伝
し
て
い
た
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。

私
的
な
仏
教
と
い
う
と
、
公
文
書
等
に
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多

く
、
な
か
な
か
時
期
的
に
も
判
断
が
つ
き
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

・
仏
獣
鏡
の
発
見
例

・
顕
宋
天
皇
三
年
（
五
世
紀
末
か
）
に
近
江
の
三
津
首
百
枝
が
志
賀
の

草
屋
に
お
い
て
田
の
泥
土
で
長
さ
三
尺
の
比
丘
（
僧
）
の
形
を
作
っ

た
。
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・
後
魏
孝
荘
帝
の
皇
子
・
善
正
が
豊
前
英
彦
山
に
来
て
霊
山
寺
を
開
く

し

ば

た
っ

と

・
継
体
天
皇
十
六
年
（
五
二
二
）
司
馬
達
等
な
ど
が
大
和
坂
田
原
に
草

堂
を
結
び
、
本
尊
を
安
置
し
て
礼
拝
し
た
。『
扶
桑
略
記
』

・
福
岡
県
大
野
城
市
、
春
日
市
、
太
宰
府
市
等
の
瓦
陶
兼
業
窯
跡
及
び

消
費
遺
跡
か
ら
六
世
紀
後
半
ご
ろ
の
疑
似
瓦
が
出
土
。

な
ど
が
見
ら
れ
る
。
司
馬
達
等
が
草
堂
を
つ
く
っ
て
仏
像
を
安
置
し
た
よ

う
な
例
は
、
こ
れ
以
外
に
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
司
馬
達
等
の

く
ら
つ
く
り
の
と

り

孫
が
聖
徳
太
子
に
仕
え
た
鞍
作
止
利
仏
師
で
あ
る
こ
と
は
有
名
で
あ

る
。ま

た
、「
草
堂
」
と
は
ど
の
程
度
の
建
物
か
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
筑
紫
・
豊
前
地
方
を
中
心
と
し
て
発
見
さ
れ
て
い
る
初
期
瓦
は
、
須

恵
器
工
人
の
手
に
よ
っ
て
造
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
出
土
量
等
か
ら
屋

根
全
体
を
覆
う
量
は
検
出
さ
れ
て
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
大
棟
・
隆
棟
等

へ
の
用
途
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
初
期
瓦
は
草
堂
と
す
る

建
物
等
に
使
用
さ
れ
た
可
能
性
を
秘
め
て
お
り
、
九
州
北
部
地
方
に
も
い

ち
早
く
渡
来
人
に
よ
る
私
的
の
仏
像
を
祀
り
、
仏
教
を
受
容
し
よ
う
と
す

る
匂
い
が
漂
い
始
め
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
渡
来
集
団
を
担
い
手

と
し
、
仏
教
文
化
を
積
極
的
に
導
入
し
た
氏
族
に
よ
っ
て
、
私
的
氏
寺
を

中
心
と
し
た
仏
教
が
形
作
ら
れ
、
後
に
官
寺
を
中
心
に
多
く
の
寺
が
建
立

さ
れ
る
「
国
家
仏
教
」
へ
の
道
程
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。

伽
藍
仏
教

『
日
本
書
紀
』
は
崇
峻
天
皇
元
年
（
五
八
八
）
に

百
済
か
ら
僧
侶
・
仏
舎
利
・
寺
工
・
露
盤
博
士
・
瓦
博
士
・
画

工
を
贈
り
、
蘇
我
馬
子
、
百
済
僧
か
ら
授
戒
し
、
学
問
尼
善
信
等
を
百
済
に
派
遣
す

る
。
飛
鳥
の
真
神
原
に
法
興
寺
（
飛
鳥
寺
）
を
建
て
る
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
文
献
に
み
え
る
日
本
で
初
め
て
の
本
格
的
寺
院
建
立

記
事
で
あ
る
。
更
に
『
日
本
書
紀
』
は
、
こ
れ
よ
り
少
し
前
に
、
蘇
我
稲

お

わ
り

だ

目
が
百
済
伝
来
の
仏
像
を
安
置
し
た
小
墾
田
の
家
は
、
後
の
豊
浦
寺
の
前

む
く
は
ら
て
ら

身
と
言
わ
れ
て
い
る
向
原
寺
が
建
て
ら
れ
た
が
、
疫
病
が
流
行
し
た
た

め
、
神
の
怒
り
に
触
れ
た
と
し
て
、
仏
像
は
難
波
の
堀
江
に
投
げ
ら
れ
て

が

ら
ん

し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、「
復
火
を
伽
藍
に
縦
く
」
と
記
さ
れ
、
飛
鳥
寺
建

立
以
前
に
「
廃
仏
」
の
行
為
、「
伽
藍
」
の
文
字
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の

記
述
か
ら
す
る
と
、
公
式
仏
教
伝
来
に
伴
い
寺
院
建
立
が
整
備
さ
れ
る
以

前
に
、
私
的
豪
族
の
仏
像
崇
拝
と
い
う
行
為
に
、
仏
像
を
安
置
す
る
建

物
、
し
か
も
伽
藍
配
置
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
伽
藍
が
草
堂

的
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
一
堂
伽
藍
的
な
も
の
か
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
塔
の
存
否
が
重
要
な
鍵
を
握
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
塔
の
存
在
が

明
ら
か
な
記
述
と
し
て
、
敏
達
天
皇
十
四
年
（
五
八
五
）
蘇
我
馬
子
が
、

大
野
丘
に
塔
を
建
て
て
大
会
を
催
し
た
と
あ
り
、
更
に
司
馬
達
等
が
献
じ

ぶ
っ
し
ゃ

り

そ
う
り
ん
と
う

た
仏
舎
利
を
納
め
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
五
重
塔
で
な
く
相
輪
�
の
よ
う

な
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
五
五
八
年
の
飛
鳥
寺

建
立
以
前
に
伽
藍
寺
院
に
到
達
過
程
の
建
築
物
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

は
、
北
部
九
州
初
期
出
土
瓦
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、
興
味
あ
る
事
実
と

言
え
よ
う
。

聖
徳
太
子
の
崇
仏
に
よ
っ
て
、
四
天
王
寺
・
法
隆
寺
等
が
造
立
さ
れ
て
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い
く
中
で
、
地
方
豪
族
も
聖
徳
太
子
に
な
ら
っ
て
寺
を
造
る
も
の
が
多
く

出
て
き
た
。
阿
倍
氏
の
阿
倍
寺
（
奈
良
県
磯
城
郡
阿
倍
）、
太
秦
氏
の
広
隆

寺
（
京
都
市
右
京
区
蜂
岡
町
）、
吉
備
氏
の
吉
備
寺
（
奈
良
県
磯
城
郡
吉

備
）、
等
が
主
な
も
の
で
あ
る
が
、
飛
鳥
寺
の
造
営
が
始
め
ら
れ
て
か
ら

三
七
年
目
の
推
古
天
皇
三
十
二
年
（
六
二
四
）
に
は
、
全
国
の
寺
院
の
数
・

僧
尼
数
等
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
僧
数
八
一
六
人
、
尼
数

五
六
九
人
、
寺
院
四
六
か
所
が
建
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
単
純
に
僧
尼
数
と
寺
院
数
と
を
計
算
す
る
と
、
一
寺
院
に
三
〇

人
ほ
ど
の
僧
侶
た
ち
が
働
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
四
六
か
所
の
寺

院
は
主
と
し
て
近
畿
地
方
を
中
心
に
調
査
し
た
数
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
れ
よ
り
七
〇
年
を
経
っ
た
持
統
天
皇
六
年
（
六
九
二
）
に
、
再
度

諸
国
の
寺
院
数
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
五
四
五
か
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
っ
た
。
半
世
紀
以
上
の
年
月
の
間
に
十
数
倍
の
寺
院
数
に
な
っ
て
お

り
、
天
智
・
天
武
・
持
統
と
続
く
天
皇
時
代
に
、
仏
教
興
隆
に
伴
っ
た
寺

院
造
立
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
は

六
世
紀
代
に
渡
来
し
た
渡
来
者
集
団
が
、
仏
教
徒
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高

く
、
寺
院
の
造
立
や
造
瓦
・
建
築
な
ど
高
度
な
技
術
面
を
前
提
に
、
仏
教

を
媒
介
と
し
て
、
そ
の
普
及
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
河
内
国
の
西
文
漢

氏
の
各
寺
院
や
、
豊
前
地
方
に
存
在
す
る
古
代
寺
院
跡
等
か
ら
想
定
さ
れ

る
。釈

迦
入
滅
後
の
寺
院
は
、
塔
と
金
堂
が
存
在
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て

い
た
と
言
わ
れ
、
釈
迦
の
仏
舎
利
を
塔
に
祀
る
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
い

る
。
日
本
で
は
発
掘
調
査
な
ど
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
若
草
伽
藍
や
飛

鳥
寺
、
更
に
四
天
王
寺
な
ど
は
金
堂
が
塔
よ
り
も
先
に
造
立
さ
れ
て
い
た

事
実
が
あ
る
。
な
ぜ
塔
よ
り
も
金
堂
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
が
、
蘇

我
馬
子
が
、
仏
像
を
祀
る
た
め
に
家
を
祓
い
浄
め
て
寺
と
し
た
こ
と
や
、

仏
教
伝
来
時
の
仏
像
に
対
す
る
欽
明
天
皇
の
表
現
が
「
隣
国
の
神
の
姿
を

見
て
喜
び
躍
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
金
銅
仏
に
対
す
る
尊
敬
の
念
が
優
先

し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

塔
と
金
堂
を
囲
む
回
廊
内
は
聖
域
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
伽
藍
の
完
成

が
そ
れ
で
あ
り
、
一
塔
三
金
堂
の
飛
鳥
寺
（
法
興
寺
）
が
建
立
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。
飛
鳥
寺
は
、
昭
和
三
十
二
年
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
高
句
麗

清
岩
里
廃
寺
や
定
陵
寺
と
同
じ
伽
藍
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
お
り
、
塔
を
中
心
に
東
・
西
・
北
方
向
に
金
堂
を
配
し
、
中
門
と

講
堂
を
結
ぶ
回
廊
が
巡
る
伽
藍
配
置
で
あ
る
。

二

豊
前
に
お
け
る
渡
来
人
の
活
動

渡
来
人
と
技
術
文
化

弥
生
時
代
か
ら
と
言
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
、

中
国
や
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
人
た
ち
に
よ
り
、
稲

作
の
普
及
・
青
銅
器
や
鉄
の
文
化
・
墳
墓
、
そ
し
て
人
間
の
思
想
に
ま
で

も
及
ぶ
仏
教
文
化
等
、
日
本
の
文
化
論
を
形
成
す
る
に
至
る
原
点
が
も
た

ら
さ
れ
た
。

特
に
古
墳
時
代
は
朝
鮮
半
島
か
ら
移
住
し
て
き
た
渡
来
人
た
ち
に
よ
っ

て
、
先
進
技
術
と
多
く
の
文
化
が
持
ち
込
ま
れ
た
。
大
和
朝
廷
の
支
配
層
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