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千
二
百
年
ほ
ど
前
（
弘
仁
年
間
）、
比
叡

山
を
開
い
た
伝
教
大
師
（
最
澄
）
は
、
教

え
を
広
め
る
た
め
全
国
行
脚
を
す
る
。

　

あ
ぐ
い
の
郷
に
も
立
ち
寄
り
、
池
の
ほ

と
り
に
さ
し
か
か
る
と
、
池
の
中
央
か
ら

金
色
の
光
が
立
ち
昇
り
、
ど
こ
か
ら
と
も

な
く
現
れ
た 
白 しろ 
兎 
が
光
め
が
け
て
飛
び
込

う
さ
ぎ

み
、
一
寸
七
分
（
約
五 
㌢ 
）
の
阿
弥
陀
仏

を
口
に
く
わ
え
て
、
大
師
の
前
に
運
ん
で

く
る
。

　

そ
の
出
来
事
を
帝
に
話
す
。
帝
は
大
変

喜
び
、
池
の
ほ
と
り
に
勅
願
寺
を
建
て
、

 
兎  
養  
山 
長
安
寺
と
名
付
け
る
よ
う
命
じ
る
。

と 
よ
う 
ざ
ん

（「
阿
久
比
の
昔
話
」�
兎
の
運
ん
だ
仏
様
�

に
詳
し
い
。）卯
之
山
の
地
名
は
兎
養
山
の

山
号
に
ち
な
み
「 
兎  
之  
山 
」
と
呼
ぶ
よ
う

う 

の 
や
ま

に
な
っ
た
と
伝
わ
る
。

　

今
回
は
そ
の
卯
之
山
村
絵
図
を
見
な
が

ら
ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
る
。
ま
ず
は
卯
之

山
村
の
名
前
の
由
来
が
深
い
、
兎
養
山
弘

誓
院
を
訪
れ
る
。

　

境
内
入
口
に
は
書
道
の
上
達
を
願
い
、

使
い
古
し
た
筆
を
供
養
す
る
た
め
に
建
立

さ
れ
た
�
筆
塚
�
が
あ
る
。
石
碑
の
筆
塚

は
見
上
げ
る
ほ
ど
背
丈
が
高
い
。
私
も
友

人
も
筆
無
精
。
筆
ま
め
に
な
れ
る
よ
う
に

ペ
ン
を
筆
塚
の
方
に
か
ざ
し
、
頭
を
深
く

下
げ
る
。

　

副
住
職
と
お
庫
裏
さ
ん
に
話
を
聞
く
。

兎
養
山
長
安
寺
と
し
て
伝
教
大
師
が
建
立

し
た
と
伝
わ
る
こ
の
寺
は
、
も
と
も
と
天

台
宗
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
織
田
信
長
が

比
叡
山
延
暦
寺
を
焼
き
討
ち
し
た
時
代
に
、

何
度
も
兵
火
で
焼
失
し
た
ら
し
い
。

　

昔
話
に
出
て
く
る
ウ
サ
ギ
が
く
わ
え
て

い
た
仏
は
ど
こ
か
に
残
っ
て
い
る
の
か
尋

ね
る
。「
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
の
胎
内
仏
で
、

信
長
の
命
令
で
寺
が
焼
か
れ
て
し
ま
っ
た

と
き
で
も
、
こ
の
仏
さ
ん
だ
け
は
、
戦
火

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
し
い
で
す

よ
」。
し
ば
ら
く
し
て
、
渋
い
顔
を
し
て

「
本
尊
修
復
の
際
に
胎
内
を
見
た
と
き
は

空
洞
に
な
っ
て
い
て
、
仏
さ
ん
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
お
庫
裏
さ

ん
が
教
え
て
く
れ
る
。
伝
説
の
仏
は
、
ど

こ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
分
か
ら
な
い
と

言
う
。

　

金
色
の
光
が
立
ち
昇
っ
た
と
言
わ
れ
る

池
は
、
村
絵
図
に
記
さ
れ
た
「
下
之
池
」

で
は
な
い
か
と
聞
い
た
の
で
、
次
に
池
に

向
か
う
こ
と
に
す
る
。

　

木
陰
に
入
る
と
、
風
は
さ
わ
や
か
な
秋

風
。
ツ
ク
ツ
ク
ボ
ウ
シ
の
鳴
き
声
が
響
く
。

「
お
お
し
い
つ
く
つ
く
」
と
聞
こ
え
ま
す

よ
ね
と
、
友
人
が
言
う
。「
そ
う
か
な
、
ち

く
ち
く
ぼ
う
し
と
聞
こ
え
る
け
ど
な
あ
」。

た
わ
い
な
い
話
を
し
て
歩
を
進
め
る
。

（「
広
辞
苑
」に
は
七
月
末
か
ら
九
月
末
ま

で
「
お
お
し
い
つ
く
つ
く
」
と
鳴
く
と
あ

る
。
友
人
も
た
ま
に
は
ま
と
も
な
こ
と
を

言
う
。
少
し
見
直
し
た
。）

　

次
回
へ
続
く
。
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