
寺
庭
の
草
引
き
を
し
て
い
る
と
、

新
し
い
草
を
見
つ
け
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
数
年
で
見
か
け
な
く
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
昔
か

ら
あ
る
の
が
ム
ラ
サ
キ
カ
タ
バ
ミ
で

す
。
ク
ロ
ー
バ
ー
（
し
ろ
つ
め
草
）

に
似
た
葉
で
す
が
花
は
違
い
ま
す
。

草
引
き
と
言
え
ば
ム
ラ
サ
キ
カ
タ

バ
ミ
と
い
え
る
ほ
ど
、
抜
い
て
も
抜

い
て
も
生
え
て
く
る
繁

殖
力
の
強
い
草
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
カ

タ
バ
ミ
が
猛
暑
の
せ
い

か
今
年
は
、
春
は
と
も

か
く
そ
れ
以
降
非
常
に
少
な
く
な
り

ま
し
た
。
草
引
き
の
手
間
が
省
け
る

の
は
助
か
り
ま
し
た
が
、
繁
殖
力
の

強
い
こ
の
草
す
ら
気
候
変
動
に
つ
い

て
い
け
な
い
の
か
と
心
配
に
な
り
ま

し
た
。

他
に
、
毛
虫
が
少
な
か
っ

た
こ
と
も
。
庭
師
さ
ん
は
蜂
が
少
な

く
な
っ
て
一
回
も
刺
さ
れ
な
か
っ
た

と
。こ

ん
な
所
に
も
、
地
球
の
危
機
の

一
端
が
現
れ
て
い
る
気
が
し
ま
し
た
。

除
夜
会
（
除
夜
の
鐘
）

じ

ょ

や

え

か

ね

夜
九
時
～
十
時
半
ま
で

十
二
月
三
十
一
日
除
夜
会
を
執
り

行
い
ま
す
。
こ
こ
最
近
は
、
近
隣
の

方
を
含
め
て
百
名
以
上
の
参
拝
で
す
。

ど
な
た
で
も
お
つ
き
頂
け
ま
す
の
で
、

お
誘
い
併
せ
て
ご
参
拝
下
さ
い
。

丸
屋
町
側
、
駐
車
場
側
ど
ち
ら
か

ら
で
も
お
越
し
い
た
だ
け
ま
す
。

新
年
参
拝
の
案
内

お
正
月
は
随
時
参
拝
と
致
し
て
お

り
ま
す
。
ご
家
族
皆
様
で
随
時
本
堂

に
お
参
り
下
さ
い
。

元
旦

午
後
一
時
～

四
時

二
日

午
前
九
時
～
正
午

忘
年
会

十
二
月
十
五
日
（
日
）
十
七
時

場
所
：
マ
ル
レ
（
中
央
二
丁
目
）

南
無
の
会
場
所
：
本
堂

・
親
鸞
聖
人
の
生
涯
③

十
二
月
十
五
日
（
日
）
十
四
時
～
十
六
時

・
親
鸞
聖
人
の
生
涯
④

一
月
十
九
日
（
日
）
十
四
時
～
十
六
時

・
特
別
バ
ー
ジ
ョ
ン
（
調
整
中
）

二
月
十
六
日
（
日
）
十
四
時
～
十
六
時

・
正
信
偈
講
座
①

三
月
九
日
（
日
）
十
四
時
～
十
六
時

春
の
彼
岸
会
（OH

IG
AN

の
つ
ど
い
）

三
月
二
十
三
日
（
日
）
十
時
～
十
三
時

講
師
：
三
上
明
祥
氏
（
堅
田
・
本
福
寺
）

《
そ
の
他
の
行
事
》

◇
成
道
会

十
二
月
十
日
（
火
）
一
時
～

場
所
：
ピ
ア
ザ
淡
海
ホ
ー
ル
（
無
料
）

講
師
：
石
山
寺
管
長

鷲
尾
龍
華
氏

講
題
：
『
石
山
寺
縁
起
絵
巻
』
で
読

む
観
音
さ
ま
の
話

◇
真
宗
の
つ
ど
い

二
月
二
十
二
日
（
土
）
受
付
十
二
時

場
所
：
野
洲
文
化
ホ
ー
ル

講
師
：
釈
徹
宗
氏
（
相
愛
大
学
学
長
）

講
題
：
「
親
鸞
聖
人
の
生
涯
に
学
ぶ
」

◎
参
加
ご
希
望
の
方
は
お
寺
ま
で
。

「
南
無
の
会
」
で
は
、
『
正
信
偈

講
座
」
に
入
る
前
に
、
聖
人
の
生
涯

に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
ま
す
。
参

加
者
に
は
テ
キ
ス
ト
を
お
配
り
し
て

い
ま
す
が
、
折
角
で
す
の
で
、
そ
の

テ
キ
ス
ト
を
何
度
か
に
分
け
て
、

『
は
ら
か
ら
』
に
掲
載
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
ぶ

つ
ブ
ツ
ブ
ロ
グ
」
に
も
掲
載
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、Y

o
u
T
u
b
e

で
動
画
配

信
も
し
て
い
ま
す
。
合
わ
せ
て
ご
覧

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

前
号
で
は
、
親
鸞
聖
人
ご
誕
生
前

夜
の
政
治･

社
会
の
状
況
に
つ
い
て
簡

単
に
見
ま
し
た
。
今
回
は
、
仏
教
の
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伝
来
か
ら
平
安
時
代
ま
で
の
様
子
を

見
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

◇
仏
教
伝
来

～
新
た
な
「
神
」
と
の
出
会
い
～

日
本
へ
の
仏
教
公
伝
は
、
六
世
紀

の
飛
鳥
時
代
、
朝
鮮
半
島
の
百
済
か

く

だ

ら

ら
釈
迦
如
来
金
銅
像
と
経
典
な
ど
が

欽
明
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
こ
と
に
始

き
ん
め
い

ま
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
然
現
象

の
背
後
に
神
の
存
在
を
み
て
い
た
人
々

に
と
っ
て
、
黄
金
に
輝
く
そ
の
仏
像

は
、
初
め
て
見
る
外
来
の
「
神
」
で

し
た
。
こ
の
神
を
祀
る
か
ど
う
か
で

崇
仏
派
の
蘇
我
氏
と
排
仏
派
の
物
部

氏
が
対
立
し
ま
し
た
が
、
最
終
的
に

は
朝
鮮
半
島
の
情
勢
に
詳
し
く
渡
来

人
と
の
つ
な
が
り
の
深
い
蘇
我
氏
が

勝
利
を
収
め
ま
し
た
。

仏
教
の
伝
来
は
、
当
時
の
日
本
に

と
っ
て
新
た
な
宗
教
の
移
入
に
止
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
明
治
維
新
の
文

明
開
化
に
匹
敵
す
る
先
進
文
化
と
の

出
会
い
で
し
た
。

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
百
済

の
聖
明
王
は
大
和
朝
廷
に
僧
を
献
上

せ
い
め
い
お
う

し
て
三
～
六
年
ご
と
に
交
替
さ
せ
た

そ
う
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
学
問
僧

の
他
に
、
呪
禁
師
（
じ
ゅ
ご
ん
し
）
、

造
仏
工
、
造
寺
工
、
画
工
、
瓦
博
士

な
ど
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
呪
禁

師
と
い
う
の
は
、
呪
文
を
唱
え
て
悪

気
を
は
ら
い
，
病
気
や
災
難
を
除
去

す
る
一
種
の
占
い
師
の
こ
と
で
す
が
、

当
時
の
「
先
進
科
学
」
で
し
た
。
こ

れ
ら
は
古
代
社
会
に
お
い
て
は
政
治

と
直
結
す
る
も
の
で
し
た
。

◇
仏
教
へ
の
傾
倒

～
豪
族
・
天
皇
～

最
初
、
仏
教
を
積
極
的
に
取
り
入

れ
た
の
は
蘇
我
氏
を
筆
頭
と
す
る
豪

族
で
し
た
が
、
飛
鳥
時
代
の
七
世
紀

中
頃
に
も
な
る
と
、
天
皇
も
仏
教
の

導
入
に
積
極
的
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
そ
の
傾
向
は
六
四
五
年
の
大
化

改
新
以
後
は
ま
す
ま
す
強
ま
り
、
天

智
天
皇
、
天
武
天
皇
を
は
じ
め
歴
代

の
天
皇
、
新
た
に
宮
廷
に
進
出
し
た

藤
原
氏(

藤
原
鎌
足
の
子
孫)

も
寺
院

を
建
立
し
、
一
族
の
安
寧
を
僧
尼
に

祈
ら
せ
ま
し
た
。

◇
現
世
利
益
の
期
待

げ

ん

ぜ

り

や

く

天
智
天
皇
は
、
大
津
京
近
く
の

崇
福
寺(

六
六
八
年)

な
ど
数
か
寺
を

建
立
し
ま
し
た
。
弟
の
天
武
天
皇
は
、

持
統
皇
后
の
病
気
平
癒
を
願
っ
て
薬

師
寺
を
建
立(

六
八
〇
年
発
願)

し
ま

し
た
。

こ
う
し
て
、
仏
教
は
天
皇
中
心
の

律
令
国
家
の
建
設
と
歩
調
を
合
わ
せ

て
政
治
・
文
化
の
両
面
に
お
い
て
浸

透
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
病
気
平
癒

や
除
災
招
福
な
ど
の
現
世
利
益
を
祈

げ

ん

ぜ

り

や

く

る
仏
教
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

仏
教
は
本
来
人
間
の
内
面
を
問
う

て
い
く
宗
教
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な

仏
教
理
解
に
至
る
に
は
平
安
時
代
の

最
澄
、
よ
り
本
格
的
に
は
法
然
、
親

鸞
ら
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
の
出
現
を
待

た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、

推
古
天
皇
の
治
世
に
政
治
に
深
く
関

与
し
、
天
皇
中
心
の
中
央
集
権
国
家

の
形
成
に
寄
与
し
た
厩
戸
皇
子
（
聖

徳
太
子
）
は
、
仏
教
を
内
面
的
に
も

理
解
し
た
数
少
な
い
人
物
で
し
た
。

◇
厩
戸
皇
子
（
う
ま
や
ど
の
お
う
じ
）

（
聖
徳
太
子
）
と
親
鸞
聖
人

「
厩
戸
」
と
い
う
の
は
、
母
親

（
穴
穂
部
間
人
皇
女
）
が
散
歩
中
に

あ
な
ほ
べ
の
は
し
ひ
と
こ
う
じ
ょ

厩
（
う
ま
や
）
の
戸
に
当
た
っ
た
時

に
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ

る
そ
う
で
す
が
、
こ
こ
で
は
聖
徳
太

子
と
い
う
名
前
を
使
い
ま
す
。

聖
徳
太
子
に
つ
い
て
触
れ
る
の
は
、

親
鸞
聖
人
が
太
子
を
大
変
敬
慕
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
す
。
聖
人
が
比
叡
山

延
暦
寺
を
出
て
法
然
聖
人
の
元
に
行

く
決
心
を
促
し
た
の
は
、
夢
に
現
れ

た
救
世
観
音
菩
薩
（
聖
徳
太
子
の
本

ぐ

ぜ

地
（
本
来
の
姿
）
と
さ
れ
る
）
の
示

唆
に
よ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
聖
人
は
十
一
首
か
ら
な
る
『
皇

太
子
聖
徳
奉
讃
』
を
作
っ
て
お
ら
れ

ま
す
が
、
そ
の
中
で
、

和
国
の
教
主
聖
徳
皇

広
大
恩
徳
謝
し
が
た
し･

･
･
･

〈
訳
〉
日
本
の
釈
尊
と
も
い
う
べ
き

聖
徳
太
子

そ
の
広
大
な
ご
恩
と
徳
は
感

謝
し
て
も
し
尽
く
せ
ま
せ
ん

と
よ
ま
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
で

「
教
主
」
は
、
釈
尊
を
指
し
ま
す
か

ら
、
ど
れ
ほ
ど
、
尊
敬
さ
れ
た
か
が

わ
か
り
ま
す
。
い
っ
た
い
聖
徳
太
子

と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

◇
聖
徳
太
子
の
登
場
の
背
景

聖
徳
太
子
は
用
明
天
皇
を
父
と
し
、

穴
穂
部
間
人
皇
女
（
あ
な
ほ
べ
の
は

し
ひ
と
の
こ
う
じ
ょ
）
を
母
と
し
て
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西
暦
五
七
四
年
に
生
ま
れ
ま
す
。
用

明
天
皇
の
祖
父
は
蘇
我
稲
目
で
当
時

そ

が

の

い

な

め

強
い
権
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

太
子
十
四
歳
の
時
、
父
用
明
天
皇

が
即
位
二
年
で
な
く
な
り
、
同
年
、

排
仏
派
の
物
部
守
屋
が
蘇
我
氏
と
争

い
戦
死
し
ま
す
。
十
九
歳
の
時
、

崇
峻
天
皇
（
太
子
の
叔
父
）
が
、
蘇

す
し
ゅ
ん

我
馬
子
（
崇
峻
の
叔
父
）
に
そ
そ
の

う

ま

こ

か
さ
れ
た
東
漢

駒
（
や
ま
と
の
あ
や

の

こ
ま
）
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
ま

す
。
そ
の
東
漢
駒
は
馬
子
に
よ
っ
て

一
族
皆
殺
し
に
あ
い
ま
す
。
か
わ
っ

て
即
位
し
た
の
は
崇
峻
天
皇
の
異
母

姉
の
推
古
天
皇
で
し
た
。
そ
の
摂
政

す

い

こ

（
今
で
言
う
と
こ
ろ
の
）
に
つ
い
た

の
が
、
崇
峻
・
推
古
の
甥
で
あ
っ
た

聖
徳
太
子
で
し
た
。

◇
聖
徳
太
子
の
仏
教

太
子
が
摂
政
と
な
っ
て(

五
九
三
年)

最
初
の
政
治
活
動
が
「
仏
教
興
隆
の

詔
」
の
宣
言
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の

よ
う
な
経
験
に
よ
る
部
分
も
あ
っ
た

で
し
ょ
う
。
十
一
年
後
に
発
布
さ
れ

る
『
十
七
条
憲
法
』(

六
〇
三
年)

が

「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」
で
始
ま

る
の
も
太
子
の
強
い
思
い
が
感
じ
ら

れ
ま
す
。

聖
徳
太
子
の
仏
教
に
関
わ
る
業
績

と
し
て
、
四
天
王
寺(

五
九
三
年)

や

法
隆
寺(

六
〇
七
年)

の
建
立
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
仏
教
の
内
的
理
解
と

い
う
点
に
お
い
て
は
『
十
七
条
憲
法
』

の
制
定
や
『
三
経
義
疏
』
が
注
目
さ

れ
ま
す
。

◇
「
十
七
条
憲
法
』

そ
の
第
二
条
で
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
ま
す
。

篤
く
三
宝
を
敬
え
。
三
宝
と
は
仏
・

法
・
僧
な
り
。･

･
･

い
き
と
し
生
き

る
も
の
は
、
こ
の
教
え
に
従
う
べ

き
で
あ
り
、
世
界
の
究
極
の
法
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
人
間
は
最
初

か
ら
悪
人
で
あ
る
も
の
は
少
な
い
。

三
宝
に
帰
せ
ば
悪
を
直
す
こ
と
が

で
き
る

つ
ま
り
、
す
べ
て
の
国
が
仏
教
を

究
極
の
拠
り
処
と
す
べ
き
だ
と
い
わ

れ
た
の
で
す
。

◇
『

三

経

義

疏

』

さ
ん
ぎ
ょ
う
ぎ
し
ょ

こ
れ
は
『
法
華
経
』
『
勝
鬘
経
』

ほ

け

き
ょ
う

し
ょ
う
ま
ん
き
ょ
う

『
維
摩
経
』
と
い
う
三
つ
の
お
経
の

ゆ
い
ま
き
ょ
う

注
釈
書
の
こ
と
で
す
。
『
勝

鬘
経
義

疏
』
で
は
「
人
は
、
も
と
も
と
聖
人
・

愚
者
の
別
な
く
す
べ
て
平
等
の
仏
子

で
あ
り
、
人
の
行
う
す
べ
て
の
善

（
道
徳
的
な
善
も
含
め
て
）
は
、
成

仏

に

つ

な

が

る

」

（
以
上
『
日
本
宗
教

史
』
に
よ
る
）
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
は
一
切
の
衆
生
を

救
う
大
乗
仏
教
の
精

神
、
在
家
仏
教
の
萌

芽
が
見
て
取
れ
ま
す
。

太
子
が
語
っ
た
と
さ
れ
る
次
の
言
葉

も
仏
教
の
精
神
が
は
っ
き
り
と
う
か

が
え
ま
す
。

世
間
虚
仮

唯
仏
是
真

世
間
は
虚
仮
な
り

た
だ
仏
の

こ

け

み
真
な
り

ま
こ
と

〈
訳
〉
こ
の
世
は
う
そ
偽
り
に
満
ち

て
空
し
く
、
た
だ
、
仏
と
そ

の
教
え
の
み
が
ま
こ
と
で
あ

る
。

太
子
の
人
物
像
を
か
い
つ
ま
ん
で

見
て
み
ま
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
、

仏
教
の
呪
術
的
、
現
世
利
益
的
な
受

け
と
め
と
は
異
な
り
、
本
来
の
仏
教

理
解
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
こ
れ
ら
が
親
鸞
聖
人
が
聖
徳

太
子
を
敬
慕
さ
れ
た
理
由
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

現
在
、
浄
土
真
宗
の
寺
院
の
右
の

余
間
に
聖
徳
太
子
の
掛
け
軸
を
欠
け

る
の
は
、
そ
う
い
う
背
景
が
あ
る
か

ら
な
の
で
す
。

◇
奈
良
時
代
の
仏
教

本
来
の
仏
教
理
解
を
示
し
た
聖
徳

太
子
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
り
、
天

皇
を
初
め
豪
族
た
ち
が
仏
教
に
求
め

た
の
は
、
自
ら
の
一
族
の
病
気
の
平

癒
や
災
難
の
除
去
な
ど
現
世
利
益
で

し
た
。

し
か
し
、
八
世
紀
に
な
り
奈
良
時

代
に
入
る
と
、
こ
れ
ま
で
天
皇
家
・

豪
族
ら
自
身
の
現
世
利
益
の
追
究
で

あ
っ
た
の
が
国
家
的
な
規
模
に
拡
大

さ
れ
、
天
皇
制
国
家
の
安
寧
を
祈
る

た
め
の
仏
教
、
国
家
仏
教
へ
と
変
化

し
て
い
き
ま

し
た
。
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◇
『
僧
尼
令
』
～
僧
侶
の
統
制
～

そ

う
に
れ
い

そ
れ
が
は
っ
き
り
と
現
れ
る
の
が
、

七
〇
一
年
に
発
布
さ
れ

た
『
大
宝
律
令
』
の

「
僧
尼
令
」
で
す
。
僧

尼
に
な
る
数
が
毎
年
朝

廷
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

大
寺
に
割
り
当
て
ら
れ

ま
し
た
。
こ
れ
を
年
分
度
者
と
い
い

ね

ん
ぶ
ん
ど
し
ゃ

ま
す
。
僧
侶
に
な
る
た
め
の
儀
式
を

「
得
度
」
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
数

と

く

ど

が
寺
院
の
側
で
は
な
く
朝
廷
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
の
で
す
。

当
時
の
僧
侶
は
「
官
僧
」
と
呼
ば

れ
、
一
般
の
法
で
は
な
く
、
『
僧
尼

令
』
に
よ
っ
て
管
理
統
制
さ
れ
ま
し

た
。
悟
り
を
得
た
と
嘘
を
つ
い
た
り
、

占
い
で
偽
り
を
説
い
た
り
、
寺
院
の

外
で
庶
民
へ
教
化
活
動
し
た
り
と
い
っ

た
こ
と
は
重
罪
と
な
り
、
最
も
重
い

「
還
俗
刑
」
が
課
せ
ら
れ
ま
し
た
。

げ
ん
ぞ
く

「
官
僧
」
身
分
の
剥
奪
で
す
。
官
僧

は
課
役
の
免
除
な
ど
の
特
典
や
身
分

の
保
証
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
還
俗

さ
せ
ら
れ
る
の
が
重
い
罰
と
な
る
の

で
す
。

◇
国
家
仏
教
の
成
立
～
鎮
護
国
家
思
想

ち

ん

ご

こ

っ

か

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で

の
仏
教
が
天
皇
家
や
豪
族
の
現
世
利

益
の
祈
願
に
重
点
が
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
奈
良
時
代
に
な
る
と
、
そ
れ

が
国
家
的
な
規
模
に
拡
大
さ
れ
、
天

皇
制
国
家
の
安
寧
を
祈
る
た
め
の
仏

教
、
国
家
仏
教
へ
と
変
容
し
て
い
っ

た
の
で
し
た
。
仏
教
は
国
家
を
護
る

た
め
の
役
割
を
も
つ
と
い
う
考
え
方

を
鎮
護
国
家
思
想
と
い
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
聖
武
天
皇
（
在
位
七

し
ょ
う
む

二
四
～
七
四
九
年
）
の
発
し
た
「
国

分
寺
創
建
の
詔
」(
七
四
一)

と

「
盧
舎
那
大
仏
造
立
の
詔
」(

七
四
三)

る

し

ゃ

な

だ

い

ぶ

つ

に
端
的
に
表
れ
て
い
ま
す
。
発
布
さ

れ
た
き
っ
か
け
は
、
朝
鮮
半
島
の

新
羅
の
侵
攻
の
懸
念
や
、
疫
病
（
天

し

ら

ぎ

然
痘
？
）
が
全
国
的
流
行
と
い
う
危

機
的
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。

◇
「
国
分
寺
創
建
の
詔
」
～
護
国
の

お
経
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
～

こ
ん
こ
う
み
ょ
う
さ
い
し
ょ
う
お
う
き
ょ
う

「
国
分
寺
創
建
の
詔
」
は
、
全
国

に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
を
建
て
て
、

塔
に
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
安
置

し
読
誦
す
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。

『
金
光
明
最
勝
王
経
』
は
、
こ
の
経

を
敬
っ
て
読
誦
す
る
と
こ
ろ
で
は
四

天
王
を
は
じ
め
と
す
る
諸
天
善
神
が

国
を
護
っ
て
く
れ
る
と
い
う
護
国
の

思
想
を
説
く
経
典
で
す
。
国
分
寺
の

正
式
名
称
で
あ
る
「
金
光
明
四
天
王

護
国
之
寺
」
は
こ
の
経
典
に
由
来
し

ま
す
。

国
分
尼
寺
は
正
式
名
称
を
「
法
華

滅
罪
の
寺
」
と
い
い
、
『
法
華
経

（
妙
法
蓮
華
経
）
』
を
安
置
、
読
誦

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

『
法
華
経
』
は
、
鎮
護
国
家
を
祈
る

経
典
で
も
あ
り
、
ま
た
、
当
時
成
仏

し
が
た
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
悪
人

や
女
人
の
成

仏
を
明
ら
か

に
し
て
い
る

経
典
と
さ
れ

て
い
た
か
ら

で
す
。
後
で

触
れ
ま
す
が
、

日
本
天
台
宗

を
開
い
た
最
澄
も
こ
の
『
法
華
経
』

を
根
本
聖
典
と
し
ま
し
た
。

た
だ
、
こ
の
詔
で
は
、
内
憂
外
患

か
ら
国
と
民
を
護
る
と
し
つ
つ
、
後

半
で
は
、
歴
代
天
皇
と
藤
原
氏
ら
の

忠
臣
の
霊
の
救
い
と
、
天
皇
家
・
藤

原
家
・
橘
家
な
ど
の
安
穏
、
朝
廷
に

敵
対
す
る
も
の
の
絶
滅
と
い
う
願
い

も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

次
に
お
話
す
る
盧
舎
那
大
仏
造
立
の

詔
と
の
違
い
で
す
。

今
回
は
こ
こ
ま
で
に
し
ま
す
。
次

回
は
、
「
盧
舎
那
大
仏
造
立
の
詔
」

が
発
せ
ら
れ
、
仏
教
の
国
教
仏
教
化

が
完
成
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
最
澄
の

出
現
に
か
け
て
お
話
し
し
ま
す
。
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