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お
会
式
法
要
、
百
五
十
人
の
参
列
者
で
に
ぎ
わ
う

身
延
別
院
の
お
会
式
が
十
一
月
三
日
に
営
ま
れ
ま
し
た
。
当
院
の
檀
信
徒
約
百
五
十

人
が
本
堂
に
参
列
し
、
日
蓮
聖
人
に
報
恩
感
謝
の
お
題
目
を
唱
え
ま
し
た
。

お
会
式
は
、
日
蓮
聖
人
が
ご
入
滅
さ
れ
た
十
月
十
三
日
を
中
心
に
、
全
国
各
地
の
日

蓮
宗
寺
院
、
教
会
、
結
社
で
行
わ
れ
る
法
要
で
す
。
今
年
で
七
百
三
十
三
回
を
数
え

ま
し
た
。

身
延
別
院
で
は
毎
年
十
一
月
三
日
・
文
化
の
日
に
お
会
式
を
行
っ
て
い
ま
す
。
た
く

さ
ん
の
檀
信
徒
さ
ん
を
迎
え
る
た
め
に
、
お
寺
で
は
お
会
式
に
向
け
て
万
灯
を
準
備

し
た
り
、
薄
紙
で
作
っ
た
花
を
本
堂
内
に
飾
っ
た
り
と
檀
信
徒
さ
ん
の
協
力
で
会
場

づ
く
り
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
今
年
は
三
年
ぶ
り
に
お
稚
児
さ
ん
行
列
が
再
復
活
と

な
り
ま
し
た
。
檀
信
徒
の
子
ど
も
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
ら
七
人
が
お
稚
児
さ
ん
行
列
に

参
加
す
る
と
申
し
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。

お
会
式
の
当
日
、
お
稚
児
さ
ん
た
ち
は
彩
り
も
鮮
や
か
な
衣
装
に
身
を
包
み
、
き
れ

い
に
お
化
粧
を
し
、
午
後
一
時
に
家
族
と
と
も
に
お
寺
の
前
を
出
発
し
ま
し
た
。
小

伝
馬
町
交
差
点
か
ら
本
町
三
丁
目
交
差
点
へ
、
そ
し
て
再
び
お
寺
へ
と
約
八
百
メ
ー

ト
ル
の
道
の
り
を
、
お
題
目
と
団
扇
太
鼓
の
響
き
に
合
わ
せ
て
練
り
歩
き
ま
し
た
。

お
稚
児
さ
ん
の
姿
は
、
地
域
の
人
た
ち
か
ら
も
注
目
さ
れ
ま
し
た
。

本
堂
の
前
で
お
稚
児
さ
ん
と
そ
の
家
族
が
記
念
撮
影
を
行
い
、
引
き
続
き
お
会
式
法

要
が
本
堂
で
厳
か
に
営
ま
れ
ま
し
た
。
藤
井
住
職
が
日
蓮
聖
人
の
教
え
に
対
し
て
感

謝
の
言
葉
を
述
べ
ま
し
た
。
参
列
者
は
法
華
経
の
お
自
我
偈
な
ど
を
読
誦
し
、
お
題

目
を
唱
え
ま
し
た
。
お
稚
児
さ
ん
の
一
人
、
小
林
朱
莉
さ
ん
（
九
歳
）
が
参
列
者
を

代
表
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
ご
遺
徳
を
し
の
ぶ
祭
文
を
読
み
上
げ
ま
し
た
。

（
五
ペ
ー
ジ
に
特
集
、
平
山
）



平成２６年（２０１４年）１２月 願 満（年３回発行）

第
二
十
二
回

千
葉
県
匝
瑳
市
・
妙
福
寺

飯
高
檀
林
の
前
身
の
お
寺

前
回
、
二
十
一
号
の
本
欄
で
私
は
「
（
千
か
寺
参
り

で
）
都
内
や
関
東
地
方
の
主
だ
っ
た
寺
院
は
訪
ね
終
わ
っ

て
し
ま
い
、
年
を
追
う
ご
と
に
遠
方
の
寺
院
を
訪
ね
る
傾

向
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
」
と
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
事
実

で
す
。
け
れ
ど
「
主
だ
っ
た
寺
院
」
と
は
何
か
、
と
言
わ

れ
る
と
答
え
に
窮
し
て
し
ま
い
ま
す
。
何
が
「
主
だ
っ
た

お
寺
」
で
、
何
が
「
名
も
な
い
お
寺
」
な
の
か
、
基
準
は

な
い
か
ら
で
す
。

「
名
も
な
い
お
寺
」
な
ど
、
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
日

蓮
宗
の
お
寺
の
場
合
、
過
去
の
時
代
に
、
法
華
経
の
教
え

を
広
め
よ
う
と
す
る
、
強
い
意
志
を
持
っ
た
人
が
い
た
か

ら
こ
そ
、
そ
こ
に
お
寺
が
で
き
た
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
た
だ
、
時
代
が
移
り
変
わ
り
、
お
寺
の
檀
信
徒
さ
ん

が
減
っ
て
し
ま
い
、
無
住
の
お
寺
に
な
る
こ
と
も
珍
し
く

な
い
の
で
す
。

今
回
、
ご
紹
介
す
る
妙
見
山
妙
福
寺
は
ご
住
職
の
お
ら

れ
る
お
寺
で
す
（
無
住
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
。
山
門
を
通

っ
て
参
道
を
進
ん
で
い
く
と
、
や
が
て
正
面
に
妙
見
堂
、

そ
の
左
手
に
本
堂
が
見
え
て
き
ま
す
。
背
後
を
杉
木
立
に

囲
ま
れ
、
本
当
に
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
お
寺
で
し
た
。

私
が
訪
ね
た
時
は
、
ご
住
職
は
法
事
の
た
め
に
外
出
中

で
、
奥
様
が
対
応
し
て
く
れ
ま
し
た
。
時
お
り
訪
ね
て
来

る
参
拝
者
の
た
め
に
、
ご
住
職
が
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て

い
る
と
い
う
御
首
題
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

奥
様
に
尋
ね
る
と
、
す
ぐ
お
隣
に
、
飯
高
檀
林
の
旧
跡

と
し
て
名
高
い
「
飯
高
寺
（
は
ん
こ
う
じ
）
」
と
い
う
お

寺
が
あ
っ
て
、
八
日
市
場
市
の
観
光
名
所
に
な
っ
て
い
る

と
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
日
蓮
宗
寺
院

は
、
お
寺
の
数
は
た
く
さ
ん
あ
る
も
の
の
、
無
住
で
あ
っ

た
り
、
お
寺
と
は
別
の
場
所
に
ご
住
職
や
家
族
が
住
ん
で

い
た
り
す
る
場
合
が
多
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

確
か
に
、
飯
高
寺
は
有
名
で
す
。
本
堂
が
国
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
境
内
を
使
っ
て
町
お
こ
し
の

イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
た
び
た
び
地
元
有
志
の
手
で
開
か
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。
私
も
、
平
成
十
八
年
五
月
二
十
七
日
に

参
拝
し
ま
し
た
。

飯
高
寺
に
比
べ
た
ら
、
妙
福
寺
は
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た

印
象
を
受
け
る
人
が
多
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
隠
れ

た
名
刹
で
あ
り
、
味
わ
い
深
い
お
寺
と
私
は
受
け
止
め
ま

し
た
。
日
蓮
宗
寺
院
大
鑑
を
調
べ
る
と
、
妙
福
寺
は
、

「
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
年
）
三
月
十
五
日
の
創
建
。

開
山
浄
行
院
日
祐
。
開
基
円
成
院
日
授
。
飯
高
檀
林
の
前

身
で
昌
山
（
さ
か
り
や
ま
）
と
称
す
」
と
あ
り
ま
し
た
。

飯
高
檀
林
の
前
身
だ
っ
た
の
で
す
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
く
て
も
、
訪
ね
て
み
て
初
め
て
感
動
す
る
お
寺
が
あ
る



平成２６年（２０１４年）１２月 願 満（年３回発行）

イ
ン
ド
中
西
部
の
ナ
グ
プ
ー
ル

市
に
あ
る
妙
海
山
龍
宮
寺
で
十
一

月
四
～
八
日
、
創
立
十
五
周
年
記

念
法
要
が
営
ま
れ
、
当
院
の
藤
井

教
祥
副
住
職
が
出
仕
し
ま
し
た
。

龍
宮
寺
は
日
蓮
宗
の
篤
信
者
・

小
川
法
子
女
史
と
イ
ン
ド
人
の
熱

心
な
仏
教
徒
に
よ
っ
て
建
立
さ

れ
、
平
成
十
一
年
十
一
月
二
十
三

日
に
盛
大
な
落
慶
法
要
が
営
ま
れ

ま
し
た
。
地
上
二
階
建
て
、
間
口

十
一
間
・
奥
行
き
二
十
間
、
延
べ

四
百
坪
と
い
う
大
き
な
本
堂
を
持

つ
大
寺
院
で
す
。

今
回
、
副
住
職
は
全
国
日
蓮
宗

青
年
会
社
会
教
化
担
当
委
員
長
と

し
て
出
仕
し
た
も
の
で
す
。

副
住
職
は
十
一
月
四
日
に
成
田

を
出
発
し
て
デ
リ
ー
に
到
着
。
五

日
は
デ
リ
ー
、
ア
グ
ラ
を
観
光

し
、
ナ
グ
プ
ー
ル
へ
向
か
い
ま
し

た
。
そ
し
て
六
日
に
龍
宮
寺
の
十

五
周
年
記
念
法
要
を
厳
修
し
ま
し

た
。現

地
で
は
五
千
人
を
超
え
る
参

拝
者
が
集
い
、
国
境
を
越
え
て
太

鼓
を
叩
き
な
が
ら
お
題
目
を
唱
え

ま
し
た
。
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お
会
式

参
列
者
か
ら
大
き
な
拍
手

お
会
式
法
要
で
お
稚
児
さ
ん
行
列
が
練
り
歩
い
た
の

は
当
院
か
ら
本
町
三
丁
目
交
差
点
ま
で
の
往
復
で
し
た

が
、
行
列
の
先
頭
か
ら
最
後
尾
ま
で
が
一
体
と
な
っ
て

歩
む
た
め
、
想
像
以
上
に
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
沿

道
の
歩
行
者
か
ら
は
、
あ
で
や
か
な
衣
装
を
ま
と
っ
た

か
わ
い
い
お
稚
児
さ
ん
た
ち
に
熱
い
視
線
が
注
が
れ
て

い
ま
し
た
。

お
練
り
の
後
は
、
本
堂
で
の
法
要
で
す
。
お
稚
児
さ

ん
た
ち
は
最
前
列
中
央
に
並
ん
で
座
り
、
発
育
増
進
、

学
徳
増
進
の
御
祈
祷
を
受
け
ま
し
た
。
お
稚
児
さ
ん
代

表
に
よ
る
祭
文
言
上
で
、
小
林
朱
莉
さ
ん
は
、
大
き
な

声
で
堂
々
と
読
む
こ
と
が
で
き
、
参
列
者
か
ら
も
大
き

な
拍
手
が
わ
き
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。

法
要
の
後
は
、
地
下
ホ
ー
ル
で
供
養
が
振
る
舞
わ
れ

ま
し
た
。

お
会
式
に
た
く
さ
ん
奉
納
・
ご
供
養
を
し
て
く
だ
さ

っ
た
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
、
本
当
に
感
謝
し
て
お
り
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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身
延
別
院
青
年
会
は
十
一
月
二
十
九
日
、
身
延
別
院

で
「
お
寺
で
縁
結
び
コ
ン
」
を
開
き
ま
し
た
。
若
者
に

お
寺
へ
足
を
運
ん
で
も
ら
い
、
お
寺
を
縁
に
し
て
、
男

女
の
縁
を
結
ぼ
う
と
い
う
試
み
で
、
青
年
会
が
企
画
し

ま
し
た
。
今
回
で
三
回
目
と
な
り
ま
し
た
。
前
回
、
前

々
回
と
カ
ッ
プ
ル
が
誕
生
し
、
来
年
結
婚
が
決
ま
っ
た

カ
ッ
プ
ル
も
い
ま
す
。

今
回
は
三
十
六
歳
ま
で
の
男
女
十
八
人
（
男
性
九

人
、
女
性
九
人
）
が
参
加
し
ま
し
た
。
青
年
会
の
メ
ン

バ
ー
が
未
婚
の
友
人
に
チ
ラ
シ
を
配
っ
た
り
、
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
で
参
加
を
呼
び
か
け
た
り
し
た
結
果
、
集
ま

っ
た
皆
さ
ん
で
す
。

参
加
者
は
午
後
三
時
過
ぎ
に
当
院
地
下
に
集
合
し
、

自
己
紹
介
を
し
て
か
ら
数
珠
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
づ
く
り
に

挑
戦
。
続
い
て
本
堂
で
良
縁
成
就
の
御
祈
祷
を
受
け
ま

し
た
。
こ
の
あ
と
当
院
の
檀
家
で
あ
る
若
手
漫
才
コ
ン

ビ
「
ダ
ブ
ル
ス
パ
ム
」
が
登
場
し
、
コ
ン
ト
を
披
露
。

会
場
を
笑
い
の
渦
に
包
ん
だ
後
、
夕
方
か
ら
は
当
院
近

く
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
懇
親
会
を
開
き
、
参
加
者
は
青
年

会
ス
タ
ッ
フ
と
一
緒
に
う
ち
と
け
て
語
ら
い
ま
し
た
。

若
い
世
代
に
お
寺
へ
足
を
運
ん
で
も
ら
う
た
め
に
今
後

も
青
年
会
は
縁
結
び
コ
ン
を
開
い
て
い
き
ま
す
。

来
年
の
追
儺
式
（
節
分
の
豆
ま
き
）
で
用
い
る
豆
の

袋
詰
め
作
業
を
、
一
月
十
九
（
月
）
、
二
十
（
火
）
日

に
行
い
ま
す
。
七
セ
ン
チ
四
方
ほ
ど
の
小
さ
な
ビ
ニ
ー

ル
の
袋
に
、
さ
か
づ
き
を
使
っ
て
豆
を
詰
め
、
袋
の
口

を
折
り
た
た
み
、
ホ
チ
キ
ス
で
留
め
て
い
く
作
業
で

す
。
一
時
間
で
も
二
時
間
で
も
、
都
合
の
つ
く
時
間
で

か
ま
い
ま
せ
ん
。
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
、
今
回
も

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

身
延
別
院
の
秋
季
彼
岸
会
施
餓
鬼
法
要
が
九
月
二
十

六
日
午
後
一
時
か
ら
、
本
堂
で
営
ま
れ
ま
し
た
。
檀
信

徒
約
五
十
人
が
本
堂
に
集
い
、
提
婆
達
多
品
な
ど
の
お

経
を
読
み
ま
し
た
。
ご
先
祖
を
は
じ
め
、
ご
縁
の
あ
っ

た
方
々
の
塔
婆
を
ご
供
養
し
ま
し
た
。
そ
の
後
に
住
職

か
ら
法
話
が
あ
り
、
終
了
後
に
地
下
ホ
ー
ル
で
ご
供
養

が
あ
り
ま
し
た
。

毎
年
十
月
十
九
、
二
十
日
、
東
京
・
日
本
橋
本
町
の

宝
田
恵
比
寿
神
社
を
中
心
に
開
か
れ
る
「
べ
っ
た
ら

市
」
に
、
今
年
は
二
年
ぶ
り
に
身
延
別
院
青
年
会
が
店

を
出
す
と
願
満
二
十
一
号
で
伝
え
ま
し
た
が
、
諸
般
の

事
情
に
よ
り
、
出
店
を
見
送
り
ま
し
た
。

楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
、
次
回
に
ご

期
待
く
だ
さ
い
。



身
延
別
院
の
檀
信
徒
さ
ん
有
志
が
十
月
二
十
、
二
十

一
日
、
本
堂
地
下
ホ
ー
ル
で
お
会
式
の
花
作
り
に
取
り

組
み
ま
し
た
。
お
会
式
で
は
毎
年
、
本
堂
の
内
外
に
ピ

ン
ク
と
白
の
薄
紙
で
作
っ
た
花
を
た
く
さ
ん
飾
り
つ
け

ま
す
。
そ
の
花
を
み
ん
な
で
手
分
け
し
て
作
り
、
竹
や

万
灯
に
く
く
り
つ
け
ま
す
。
二
日
間
で
作
っ
た
花
は
、

ピ
ン
ク
の
花
が
約
二
千
個
、
白
が
五
百
個
で
し
た
。

お
手
伝
い
い
た
だ
い
た
の
は
以
下
の
皆
さ
ん
で
す
。

阿
久
津
一
美
・
喜
美
子
、
石
渡
日
出
子
、
伊
東
精
子
、

今
井
善
子
、
岡
本
春
雄
・
つ
ね
子
、
勝
見
登
志
子
、
小

島
喜
恵
子
、
小
林
聰
子
、
鈴
木
秀
子
、
寺
久
保
ト
シ

子
、
林
好
江
、
辻
野
幸
子
（
敬
称
略
）
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
寺
は
法
事
を
す
る
と
こ
ろ
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
ま

せ
ん
か
。
当
院
は
願
満
の
お
祖
師
さ
ま
を
祀
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
事
の
御
祈
祷
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

十
一
月
十
五
日
に
は
、
檀
家
の
藤
田
さ
ん
ご
家
族
が

来
院
さ
れ
、
お
孫
さ
ん
の
初
参
り
を
さ
れ
ま
し
た
。
当

院
の
副
住
職
が
お
孫
さ
ん
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て

発
育
増
進
の
御
祈
祷
を
行
い
ま
し
た
。
お
孫
さ
ん
は
大

き
な
声
で
泣
き
、
ま
た
、
大
き
な
声
で
笑
い
、
藤
田
さ

ん
ご
家
族
も
当
院
も
明
る
い
空
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
当
院
で
は
、｢

発
育
増
進｣

に
始
ま
り
、

｢

学
徳
増
進｣

｢

寿
命
長
久｣

｢

息
災
延
命｣

｢

家
内
安
全｣

｢

交
通
安
全｣｢

商
売
繁
盛｣

な
ど
、
皆
さ
ま
の
さ
ま
ざ
ま

な
願
い
事
に
応
じ
て
い
ま
す
。
御
祈
祷
の
向
き
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
当
院
ま
で
お
声
を
お
か

け
く
だ
さ
い
。

十
二
月

一
日
（
月
）
願
満
祖
師
終
日
お
開
帳

十
三
日
（
土
）
十
三
日
講
法
要
並
法
話

午
後
一
時
よ
り

二
十
日
（
土
）
甲
子

納
め
の
大
黒
天
祭

午
後
二
時
よ
り

一
月

一
日
（
水
）
～
三
日
（
金
）

太
歳
三
ヶ
日
御
祈
祷
、
終
日

初
旬

新
春
初
詣
団
参

中
山
法
華
経

寺
荒
行
堂
ほ
か
。
詳
細
後
日

願
満
二
十
二
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
回
は
三
年
ぶ

り
に
復
活
し
た
お
稚
児
さ
ん
行
列
を
中
心
に
お
会
式
な

ど
を
特
集
し
ま
し
た
。
お
稚
児
さ
ん
代
表
・
小
林
朱
莉

さ
ん
の
祭
文
言
上
は
と
て
も
上
手
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

私
た
ち
大
人
は
子
ど
も
た
ち
か
ら
た
く
さ
ん
の
元
気
を

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
来
年
の
お
会
式
で
も
、
ま
た
別
の

お
子
さ
ん
が
元
気
に
祭
文
を
読
み
上
げ
て
く
れ
る
こ
と

を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

（
平
山
）

平成２６年（２０１４年）１２月 願 満（年３回発行）

花作りに参加していただいた皆さん
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ユ
ニ
ー
ク
な
訳
経
僧
、
曇
無
讖
（
ど
ん
む
し
ん
）

仏
教
は
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
伝
わ
っ
た
が
、
そ
の
時
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
経
典

論
書
は
自
国
の
言
語
、
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。
今
日
、
私
た
ち
が
読
誦
し
て
い
る

『
妙
法
蓮
華
経
』
な
ど
の
経
典
は
、
梵
本
そ
の
も
の
で
な
く
、
漢
訳
さ
れ
た
経
典
で

あ
る
。
こ
の
漢
訳
作
業
は
今
日
私
た
ち
が
考
え
る
翻
訳
の
概
念
と
大
分
か
け
離
れ
て

い
る
。
だ
い
た
い
一
個
人
の
仕
事
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
が
決
め
ら
れ

て
、
大
勢
の
人
が
関
わ
る
分
業
作
業
な
の
で
あ
る
。
こ
の
漢
訳
事
業
に
つ
い
て
は
別

の
機
会
に
説
明
す
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
イ
ン
ド
や
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
中
国
へ
や
っ

て
き
て
、
仏
典
の
漢
訳
に
関
わ
っ
た
訳
経
僧
で
、
『
法
華
経
』
の
漢
訳
者
、
鳩
摩
羅

什
（
く
ま
ら
じ
ゅ
う
）
に
劣
ら
ず
ユ
ニ
ー
ク
な
訳
経
僧
、
曇
無
讖
（
ど
ん
む
し
ん
、

三
八
五
‐
四
三
一
、
イ
ン
ド
名
は
ダ
ル
マ
ス
ビ
ン
か
）
を
取
り
上
げ
て
紹
介
し
よ

う
。曇

無
讖
は
中
イ
ン
ド
の
出
身
。
伝
記
は
『
出
三
蔵
記
集
』
や
『
高
僧
伝
』
に
現
存

す
る
が
、
『
魏
書
』
「
沮
渠
蒙
遜
伝
（
そ
き
ょ
も
う
そ
ん
で
ん
）
」
中
に
も
記
載
が

あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
六
歳
の
時
に
父
を
喪
い
、
母
に
よ
っ
て
出
家
さ
せ
ら
れ
た

が
、
十
歳
の
時
に
は
経
を
誦
す
る
こ
と
一
日
一
万
言
、
二
十
歳
の
時
に
は
大
小
乗
の

経
典
二
百
余
万
言
を
誦
し
た
と
い
う
。
宗
教
的
異
能
力
が
あ
り
、
呪
術
を
操
る
こ
と

に
巧
み
だ
っ
た
と
い
う
。

あ
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
国
王
の
寵
愛
を
得
た
曇
無
讖
は
、
呪
術
に
よ
っ
て
よ
く

仕
え
た
が
、
や
が
て
王
の
寵
愛
が
薄
れ
る
と
、
呪
術
を
悪
用
し
て
王
の
歓
心
を
買
お

う
と
し
た
。
こ
れ
が
王
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
彼
は
捕
ら
え
ら
れ
た
。
し
か
し
処

刑
前
に
逃
亡
し
、
『
涅
槃
経
』
な
ど
の
経
典
類
を
携
え
て
、
北
方
カ
シ
ミ
ー
ル
へ
、

そ
し
て
亀
茲
（
ク
ッ
チ
ャ
）
、
鄯
善
（
ロ
プ
ノ
ル
）
と
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
東
行

し
、
敦
煌
に
数
年
留
ま
っ
た
後
、
や
が
て
涼
州
姑
蔵
（
中
国
甘
粛
省
武
威
）
に
入
っ

た
。
こ
れ
が
西
暦
四
一
二
年
の
こ
ろ
と
い
う
。

同
じ
こ
ろ
、
姑
蔵
を
平
定
し
て
河
西
王
を
称
し
た
北
涼
の
沮
渠
蒙
遜
は
、
さ
ら
に

西
涼
、
酒
泉
と
兵
を
進
め
て
敦
煌
を
攻
め
、
河
西
回
廊
を
制
圧
し
た
。
こ
の
蒙
遜
の

目
に
止
ま
っ
た
の
が
曇
無
讖
で
あ
る
。
当
時
彼
の
呪
術
の
名
声
は
西
域
中
に
聞
こ

え
、
人
々
か
ら
大
呪
師
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
蒙
遜
は
そ
の
よ
う
な
曇
無
讖
の
呪
術
能

力
を
買
っ
て
国
師
と
し
て
迎
え
た
の
だ
。
蒙
遜
は
別
な
伝
に
よ
る
と
、
残
忍
、
淫
乱

の
暴
君
と
あ
る
が
、
仏
典
の
翻
訳
事
業
は
積
極
的
に
推
進
し
た
。
こ
の
蒙
遜
の
下
で

経
典
翻
訳
に
勤
し
ん
だ
の
が
曇
無
讖
で
あ
る
。

彼
の
訳
出
経
典
は
十
一
部
百
十
七
巻
、
そ
の
中
で
も
最
も
重
要
な
も
の
が
『
大
般

涅
槃
経
』
四
十
巻
で
あ
る
。
こ
の
経
は
『
法
華
経
』
な
ど
と
同
じ
く
大
乗
仏
典
に
属

し
、
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
の
中
で
極
め
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
。
「
一
切
衆

生
に
悉
く
仏
性
（
ぶ
っ
し
ょ
う
）
有
り
」
と
説
い
て
、
誰
も
が
等
し
く
仏
に
な
る
可

能
性
が
あ
る
と
説
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
『
涅
槃
経
』
が
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
大
乗

化
に
果
た
し
た
役
割
に
は
極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
十
年
の
余
、
蒙
遜
に
仕
え
た
曇
無
讖
は
僧
侶
ら
し
か
ら
ぬ
悲
劇
的
な

最
期
を
迎
え
る
。
『
涅
槃
経
』
の
梵
本
の
不
足
分
を
西
域
に
求
め
よ
う
と
出
発
し
た

旅
の
途
中
、
彼
は
蒙
遜
が
放
っ
た
刺
客
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
折
し
も

大
呪
師
の
名
声
を
聞
い
た
北
魏
の
太
武
帝
が
曇
無
讖
を
国
師
と
し
て
望
ん
で
お
り
、

経
を
求
め
て
の
旅
が
北
魏
へ
の
逃
避
行
と
蒙
遜
に
誤
解
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

後
世
、
曇
無
讖
に
つ
い
て
は
毀
誉
相
半
ば
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
た
め
に
、
そ
の
実

態
は
な
か
な
か
捉
え
が
た
い
。
前
述
の
『
魏
書
』
「
沮
渠
蒙
遜
伝
」
で
は
、
彼
が
鄯

善
か
ら
涼
州
へ
移
っ
た
の
は
鄯
善
王
の
妹
と
私
通
し
た
の
が
発
覚
し
て
逃
げ
た
の
だ

と
い
い
、
さ
ら
に
蒙
遜
の
下
で
は
婦
女
子
に
男
女
交
接
の
術
を
授
け
た
た
め
に
後
宮

の
女
性
が
皆
彼
の
処
に
赴
い
た
、
と
散
々
な
書
き
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
方
で
は
中
国
の
沙
門
に
菩
薩
戒
を
授
け
る
の
に
極
め
て
厳
格
な
修
行

を
要
求
し
た
と
い
う
逸
話
も
残
っ
て
お
り
、
彼
ほ
ど
毀
誉
褒
貶
の
激
し
い
訳
経
僧
も

珍
し
い
。
曇
無
讖
の
場
合
、
人
並
は
ず
れ
た
そ
の
宗
教
的
異
能
力
が
身
を
滅
ぼ
し
た

と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

あ
れ
やこ

れ
や


