
は
じ
め
に（

１
）

『
一
遍
上
人
語
録
』
に
は
、
一
遍
が
臨
済
宗
法
燈
派
の
祖
、
法
燈
国
師
心
地

（
２
）

覚
心
に
参
禅
し
、

と
な
ふ
れ
ば
仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
南
無
阿
弥
陀
仏
な
む
あ
み
だ
仏

と
い
う
歌
に
よ
っ
て
印
可
を
得
た
と
い
う
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
話
の
真

偽
は
別
と
し
て
も
、
さ
ら
に
『
語
録
』
に
は

又
云
、
「
漢
土
に
径
山
と
い
ふ
山
寺
あ
り
。
禅
の
寺
な
り
。
麓
の
卒
都
婆

の
銘
に
、
念
起
是
病
不
続
是
薬
云
々
（
念
の
起
る
は
是
病
、
続
け
ざ
る
は

是
薬
云
々
）
。
由
良
の
心
地
房
は
此
頌
文
を
も
て
法
を
得
た
り
」
と
、
云

々
Ｏ

（
３
）

と
あ
り
、
こ
の
部
分
は
一
遍
法
語
の
最
も
古
い
伝
本
で
あ
る
『
播
州
法
語
集
』

に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
一
遍
は
法
燈
国
師
と
い
う
人
物
を
知
っ

（
４
）

て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

一
遍
参
禅
説
話
を
生
み
出
し
て
く
る
背
景
に
は
禅
と
念
仏
の
交
流
を
考
え
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

（
－
０
）

ま
た
、
謡
曲
「
東
岸
居
士
』
に
は
、
「
春
過
ぎ
秋
来
た
れ
ど
も
進
象
が
た
き

禅
と
念
仏
の
接
点

ｌ
法
燈
国
師
と
萱
堂
聖
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

は
出
離
の
道
花
を
惜
し
み
月
を
見
て
も
起
り
や
す
き
は
妄
念
な
り
罪
障

の
山
に
は
い
つ
と
な
く
煩
悩
の
雲
厚
う
し
て
仏
日
の
光
晴
れ
が
た
く
生

死
の
海
に
は
永
久
に
無
明
の
波
荒
く
し
て
真
如
の
月
宿
ら
ず
」
と
、
一
遍

（
６
）

の
法
語
に
基
づ
い
た
文
が
見
え
、
禅
宗
系
の
勧
進
聖
と
さ
れ
る
東
岸
居
士
が
、

時
宗
の
影
響
下
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

禅
と
念
仏
と
一
見
全
く
立
場
の
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

（
７
）

『
野
守
鏡
」
に
は

禅
念
両
宗
の
人
さ
と
り
や
す
く
行
じ
や
す
き
を
た
て
て
、
学
を
わ
ず
ら
は

し
く
せ
ざ
る
に
よ
り
て
、
人
玖
な
こ
れ
に
帰
し
て
顕
密
の
法
学
す
る
人
も

稀
に
な
れ
り
。

と
み
え
、
「
禅
念
両
宗
」
と
あ
る
よ
う
に
、
禅
と
念
仏
と
が
同
様
の
も
の
と
し

て
顕
密
仏
教
の
側
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
世
社
会
に
お
い

て
禅
と
念
仏
と
は
共
通
の
要
素
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
当
時
の
仏
教
は

民
衆
に
と
っ
て
宗
派
を
超
え
同
様
の
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

る
が
、
禅
と
念
仏
を
結
び
つ
け
て
い
た
仏
教
の
機
能
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
本
論
で
は
法
燈
国
師
に
お
け
る
念
仏
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
禅
と
念
仏
の
交
流
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
常
民
に
と
っ
て
仏
教
と
は
ど

松
下
み
ど
り

五
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法
燈
国
師
心
地
覚
心
（
一
二
○
七
～
一
二
九
八
）
は
、
『
鷲
峰
開
山
法
燈
国

（
８
）

（
９
）

師
行
実
年
垂
哩
お
よ
び
「
紀
州
由
良
鷲
峰
開
山
法
燈
国
師
之
縁
起
』
に
よ
る
と
、

信
州
神
林
の
生
ま
れ
、
十
五
歳
で
戸
隠
の
神
宮
寺
に
入
っ
て
出
家
し
、
二
十
九

（
Ⅲ
）

歳
の
と
き
東
大
寺
で
具
足
戒
を
受
け
た
。
そ
の
後
高
野
山
に
登
り
、
伝
法
院
の

覚
仏
か
ら
、
ま
た
正
智
院
の
道
範
か
ら
密
教
を
学
び
、
金
剛
三
昧
院
の
住
持
で

あ
っ
た
行
勇
か
ら
禅
を
学
ん
だ
。
ま
た
大
和
三
輪
の
蓮
道
か
ら
も
密
灌
の
奥
義

を
受
け
て
い
る
。
三
十
六
歳
の
と
き
に
京
都
深
草
で
道
元
に
参
じ
て
菩
薩
戒
を

受
け
、
四
十
一
歳
に
は
上
野
国
長
楽
寺
の
栄
朝
に
参
じ
て
い
る
。
建
長
元
年
、

四
十
三
歳
に
し
て
入
宋
し
、
無
門
慧
開
に
参
じ
て
そ
の
法
を
嗣
い
だ
。
入
宋
六

年
後
の
建
長
六
年
帰
国
し
て
、
高
野
山
金
剛
三
昧
院
に
も
ど
り
、
第
一
座
さ
ら

に
住
持
に
就
任
す
る
。
そ
の
後
五
十
二
歳
の
正
嘉
二
年
、
高
野
山
住
持
を
や
め
、

（
Ⅱ
）

願
性
（
葛
山
五
郎
景
倫
）
の
招
き
を
受
け
て
紀
伊
国
由
良
の
西
方
寺
（
の
ち
興

国
寺
）
の
開
山
住
持
と
な
っ
て
い
る
。

法
燈
国
師
は
、
無
門
慧
開
よ
り
「
心
即
是
仏
仏
即
是
心
心
仏
如
々
亘

古
亘
今
」
と
の
偶
を
受
け
て
大
悟
し
て
お
り
、
ま
た
こ
の
語
を
以
て
法
を
説
い

（
岨
）

て
い
る
。
『
法
燈
国
師
法
語
』
に
よ
っ
て
そ
の
思
想
内
容
を
み
る
と

直
に
自
心
の
源
を
見
く
し
。
即
ち
こ
れ
仏
な
り
。

と
あ
り
、
さ
ら
に

仏
心
は
明
な
る
鏡
の
如
し
。
衆
生
心
は
曇
る
鏡
の
如
し
。
鏡
の
像
は
一
つ

な
り
と
云
へ
ど
も
、
妄
想
の
塵
に
覆
は
る
る
故
に
、
衆
生
と
名
く
。
妄
塵

な
き
を
仏
と
名
く
。
若
人
心
仏
衆
生
、
一
つ
な
る
こ
と
を
知
て
、
一
念
翻

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

’

へ
せ
ば
、
則
是
仏
な
り
。
故
に
人
我
心
を
さ
と
ら
ず
し
て
、
外
に
向
て
仏

を
も
と
め
ば
、
火
を
以
て
火
を
求
め
、
牛
に
の
っ
て
牛
を
尋
る
が
如
し
。

身
を
は
な
れ
て
仏
を
求
る
こ
と
な
か
れ
。

と
述
べ
て
い
る
。
「
衆
生
は
即
ち
仏
な
り
」
と
す
る
も
の
の
、
「
妄
想
の
塵
」
に

覆
わ
れ
て
「
衆
生
心
は
曇
る
鏡
の
如
し
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
妄
想
の
塵
」

を
除
き
、
「
一
念
翻
」
す
方
法
は
何
か
と
い
え
ば
、
『
法
語
』
に
、

諸
法
の
中
に
禅
門
最
と
も
勝
れ
た
り
。
仏
心
宗
な
る
が
ゆ
え
に
。
諸
行
の

中
に
座
禅
最
と
も
勝
れ
た
り
。
大
安
楽
の
行
な
る
が
ゆ
え
に
。

と
あ
る
と
お
り
、
「
座
禅
の
行
」
に
他
な
ら
な
い
。
禅
家
た
る
彼
に
と
っ
て
の

（
旧
〉

中
心
的
行
は
当
然
「
座
禅
」
で
あ
っ
た
。
「
法
燈
国
師
座
禅
儀
』
に
は
、
次
の
よ

う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

先
初
心
の
人
は
、
念
起
座
禅
と
云
こ
と
を
心
得
く
し
。
其
初
を
よ
く
よ
く

見
に
、
晴
た
る
天
に
始
め
て
雲
の
起
る
が
如
し
。
総
て
其
由
来
な
し
。
只

晴
た
る
虚
空
の
如
し
。
譽
へ
ば
真
心
は
虚
空
の
清
浄
な
る
が
如
し
。
妄
念

は
万
像
の
顕
る
る
が
如
し
。
心
は
即
ち
体
な
り
。
大
樹
の
根
本
の
如
し
。

念
は
即
ち
用
な
り
。
枝
葉
花
果
色
香
に
似
た
り
。
（
中
略
）

心
は
色
も
形
も
な
け
れ
ど
も
、
そ
の
念
の
お
こ
る
に
随
か
っ
て
、
地
獄
天

堂
の
相
、
菩
薩
仏
の
へ
だ
て
あ
り
。

「
心
」
は
本
来
、
色
も
形
も
な
く
「
晴
た
る
虚
空
の
如
し
」
な
の
で
あ
る
が
、

「
晴
た
る
天
」
に
「
雲
の
起
る
」
が
如
く
「
念
」
が
起
こ
る
。

万
の
念
が
万
づ
の
形
ち
を
造
り
出
し
て
、
種
種
の
苦
を
う
く
る
な
り
。
是

を
以
て
知
く
し
。
一
切
は
唯
心
の
造
り
出
す
こ
と
を
。
然
れ
ど
も
念
を
以

て
生
ず
る
法
な
れ
ば
、
終
に
は
減
す
る
な
り
。

一
切
の
法
は
た
だ
「
心
の
造
り
出
す
」
の
で
あ
り
、
念
の
「
起
る
源
を
た
づ

五
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ぬ
れ
ば
」
、
「
其
実
は
始
め
も
な
く
終
り
も
な
し
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
念

の
起
る
源
を
知
」
り
、
「
無
念
無
心
」
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

諸
仏
は
念
の
起
る
源
を
知
た
ま
い
て
、
悪
夢
を
見
玉
は
ず
。
是
を
無
念
無

心
と
云
ふ
。
念
な
け
れ
ば
生
死
な
し
。
心
な
け
れ
ば
種
種
の
法
お
こ
る
こ

と
な
し
。

こ
の
「
心
の
源
を
知
る
」
こ
と
が
「
悟
道
」
で
あ
り
、
「
解
脱
」
で
あ
り
、
「
成

仏
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
『
法
語
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

自
心
の
迷
を
免
れ
ん
と
思
は
ぱ
、
自
心
偏
へ
に
悟
る
べ
し
。
自
心
を
知
が

故
に
法
界
を
得
く
し
。
自
心
を
知
を
知
者
と
し
仏
と
名
る
な
り
。
…

実
に
知
ぬ
、
是
心
是
仏
な
る
こ
と
を
。
此
心
遠
に
あ
ら
ず
、
他
人
の
力
を

か
ら
ず
、
自
か
ら
知
く
し
。
仏
果
に
至
ら
ん
と
思
は
、
能
こ
れ
を
見
く
し
。

「
自
心
を
知
る
」
「
自
心
の
源
を
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
仏
」
と
な
り
得
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
座
禅
の
行
」
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
法
燈
国
師
に
と
っ
て
座
禅
は
、
「
自
己
の
心
を
悟
る
」
た
め

の
「
最
も
勝
れ
た
」
る
行
と
し
て
、
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
の
師
事
し

（
Ｎ
）

た
行
勇
お
よ
び
栄
朝
は
栄
西
の
門
下
で
あ
り
、
栄
西
の
い
わ
ば
孫
弟
子
に
あ
た

る
覚
心
は
、
兼
修
禅
の
立
場
に
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
。

『
行
実
年
譜
」
に
よ
る
と
、
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
に
は
愛
染
法
並
び
に

五
大
尊
法
を
修
し
て
山
門
の
粛
正
を
祈
っ
て
お
り
、
ま
た
正
応
五
年
（
一
二
九

（
胴
）

二
）
の
「
粉
河
誓
度
院
条
々
規
式
』
に
は
、
朝
昼
晩
の
勤
行
に
光
明
真
言
な
ど

諸
真
言
を
唱
え
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
燈
国
師
に
は
密

教
的
要
素
が
濃
厚
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
禅
密
兼
修
の
立
場
に
あ
っ
て
、
入

宋
し
て
無
門
慧
開
の
法
を
嗣
い
だ
の
ち
も
、
密
教
を
捨
て
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
法
語
』
に
は

諸
の
雑
言
戯
笑
を
除
て
偏
に
念
仏
名
号
を
唱
ふ
く
し
。

と
あ
り
、
念
仏
を
も
勧
め
る
言
葉
が
あ
っ
て
、
禅
密
に
加
え
て
念
仏
の
要
素
も

（
略
）

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
座
禅
を
第
一
と
す
る
禅
僧
に
対
し
て
、
当
然
つ
ぎ
の
よ

う
な
問
い
か
け
も
起
こ
っ
て
く
る
。

我
等
凡
夫
、
座
禅
か
な
い
が
た
し
。
只
心
の
う
た
が
い
ば
か
り
に
指
向
て
、

仏
の
名
を
と
な
へ
、
経
陀
羅
尼
を
諭
し
、
日
夜
を
送
ら
ん
や
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

宝
を
求
め
ん
が
た
め
に
、
山
を
こ
へ
海
を
わ
た
る
人
も
、
誰
か
是
宝
を
得

る
や
。
只
一
つ
の
利
を
得
が
た
め
に
、
百
千
の
煩
を
顧
み
ず
。
何
況
や
此

行
は
、
一
念
の
中
に
、
無
量
の
罪
を
減
す
る
と
ぎ
、
自
性
の
し
た
し
き
こ

と
を
知
な
り
。

彼
は
、
最
も
す
ぐ
れ
た
行
は
座
禅
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
、
「
座
禅
か
な
い

が
た
」
き
者
に
対
し
て
は
、
名
号
や
真
言
陀
羅
尼
を
唱
え
る
こ
と
を
認
め
る
発

言
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
燈
国
師
の
思
想
に
は
、
禅
・
念
・
密
が
混
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
そ
れ
ら
の
要
素
の
思
想
的
対
立
は
、
ど
の
よ

う
に
解
消
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
法
燈
国
師
法
語
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
念
な
り
と
も
、
此
法
を
信
ず
れ
ば
、
仏
に
し
た
し
き
者
な
り
。

．
念
」
に
お
い
て
「
仏
に
し
た
し
き
者
」
と
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
彼
は
、

念
仏
三
昧
に
お
け
る
「
成
仏
」
を
認
め
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一

遍
の
参
禅
説
話
も
「
と
な
ふ
れ
ば
仏
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
南
無
阿
弥
陀
仏
な

｜
’

五



む
あ
み
だ
仏
」
と
い
う
念
仏
三
昧
に
お
け
る
禅
の
印
可
と
と
ら
え
ら
れ
、
念
仏

三
昧
の
境
地
が
禅
の
境
地
と
一
致
す
る
こ
と
を
法
燈
国
師
が
認
め
て
い
た
こ
と

を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
仏
に
し
た
し
き
者
」
と
い
う
表
現
は
、
「
成
仏
」
の
意
味
と
し
て

は
や
や
微
妙
で
あ
り
、
念
仏
が
「
成
仏
」
の
た
め
の
行
と
し
て
は
、
第
二
義
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
法
燈
に
と
っ
て
、
第
一
義
的
行
は
、

あ
く
ま
で
座
禅
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
の
阿
弥
陀
仏
に
関
す
る
言
葉
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
法
燈
派
に
連
な
る
抜

隊
得
勝
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

阿
弥
陀
と
者
、
衆
生
の
仏
性
也
。
（
中
略
）
臨
命
終
の
時
と
者
、
情
識
の

寂
滅
す
る
時
な
り
。
識
陰
寂
滅
す
れ
ば
、
心
地
清
浄
な
り
。
是
を
名
づ
け

て
西
方
浄
士
と
し
、
妄
心
を
微
士
と
す
。
（
中
略
）
只
分
別
の
相
つ
き
て
、

本
源
の
自
性
の
現
前
す
る
を
名
づ
け
て
、
一
心
不
乱
の
時
、
阿
弥
陀
如
来

（
Ｆ
）

の
現
ず
る
と
す
。

阿
弥
陀
は
「
衆
生
の
仏
性
」
で
あ
る
と
し
て
、
禅
に
お
け
る
本
来
的
心
性
の

表
現
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
妄
心
の
あ
る
状
態
を
微
士
と
し
、
妄
心
尽

き
た
状
態
を
西
方
浄
土
と
し
、
禅
に
よ
っ
て
念
仏
を
理
論
づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
一
遍
の
阿
弥
陀
仏
観
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
『
一
遍
上
人
語
録
』
に
は
、

阿
弥
陀
の
三
字
を
無
量
寿
と
い
ふ
な
り
。
此
寿
は
無
量
常
住
の
寿
に
し
て

不
生
不
滅
な
り
。
す
な
わ
ち
一
切
衆
生
の
寿
命
な
り
。

と
あ
っ
て
、
無
量
寿
た
る
阿
弥
陀
は
、
一
切
衆
生
の
根
源
的
命
と
し
て
一
切
衆

生
に
内
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
西
方
浄
士
に
つ
い
て
も
、
「
極
楽

は
空
無
我
の
士
」
で
あ
り
、
「
十
万
億
の
里
数
を
過
る
に
は
あ
ら
ず
。
衆
生
の

妄
執
の
へ
だ
て
を
さ
す
な
り
」
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
名
号
に
帰
し
ぬ
れ
ば
生

死
な
き
本
分
に
か
へ
る
な
り
」
と
述
べ
て
、
阿
弥
陀
の
あ
ら
わ
れ
を
自
己
の
本

来
性
の
顕
現
と
と
ら
え
て
い
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
真
言
と
念
仏
の
一
致
を
理
論
づ
け
た
新
義
真
言
宗
に
す
で

（
岨
）

に
み
ら
れ
、
道
範
の
『
秘
密
念
仏
抄
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

弥
陀
即
衆
生
寿
命
。
以
衆
生
界
無
量
故
。
名
無
量
寿
。

（
旧
）

ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、
『
高
野
山
通
念
集
』
に
も

阿
弥
陀
の
三
字
は
（
中
略
）
無
量
寿
と
号
す
。
是
則
法
身
常
住
の
恵
命
な

り
。
又
一
切
衆
生
の
寿
命
也
。
寿
命
と
は
是
息
風
な
り
。
こ
こ
に
知
ぬ
出

入
の
息
風
は
即
ち
阿
弥
陀
な
り
。
故
に
語
黙
動
静
悉
く
念
仏
也
。
如
是
観

念
し
、
如
是
己
証
す
る
と
き
は
、
唯
心
の
浄
土
に
往
生
し
、
法
身
の
弥
陀

に
随
逐
す
る
也
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
「
己
心
の
弥
陀
」
「
唯
心
の
浄
土
」
と
い

う
考
え
方
が
高
野
聖
の
念
仏
理
論
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
法
燈
国
師

は
、
高
野
山
に
お
い
て
こ
の
道
範
に
も
師
事
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
真
言
密
教

の
念
仏
思
想
が
彼
に
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
密
教
に
よ
っ
て
念
仏
が
理
論
化
さ
れ
、
本
覚
思
想
に
も
と
づ
い

て
禅
と
念
仏
の
思
想
的
一
致
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
念
仏
は
、

比
叡
山
で
は
常
行
三
昧
の
念
仏
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
現
世
に
お
い
て
「
仏
」

と
成
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
念
仏
も
禅
も
「
成
仏
」
の
た
め
の
行
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
念
仏
三
昧
と
禅
の
一
致
に
基
づ
く
禅
念
の
兼
修
は
、

顕
密
仏
教
に
と
っ
て
は
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
が
民
衆
に
浸

透
し
て
く
る
中
世
に
お
い
て
、
禅
念
一
致
が
改
め
て
説
か
れ
て
く
る
背
景
に
は
、

仏
教
が
宗
派
を
超
え
て
民
衆
に
対
し
て
果
た
し
て
い
た
何
ら
か
の
役
割
が
考
え

五
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
法
燈
国
師
に
お
け
る
念

仏
思
想
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。

法
燈
国
師
の
念
仏
思
想
と
は
、
念
仏
三
昧
の
意
味
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
彼
の
思
想
は
、
現
世
内
の
見
性
成
仏
の
み
で
完
結
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
法
語
』
の
言
葉
を
引
い
て
み
よ
う
。

永
く
六
道
の
苦
を
は
な
る
る
こ
と
を
得
と
思
は
ぱ
、
必
ら
ず
信
心
堅
固
の

力
を
励
ま
す
べ
し
。

「
自
己
の
心
を
悟
」
り
、
「
自
心
の
仏
を
知
」
っ
て
、
「
仏
果
に
至
」
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
結
果
「
永
く
六
道
の
苦
を
は
な
る
る
こ
と
を
得
」
る
の
で
あ
る
。

誠
に
妻
子
春
属
、
一
切
の
財
宝
は
、
後
世
の
あ
だ
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
法
燈
国
師
に
お
い
て
「
後
世
」
「
後
生
」
の
問
題
が
多
く
語

ら
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

悪
念
起
れ
ば
地
獄
に
お
ち
、
善
心
生
ず
れ
ば
浄
土
に
生
る
。

こ
こ
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
「
地
獄
」
「
極
楽
浄
士
」
と
い
う
他
界
観
で
あ
る
。

本
来
禅
家
は
、
浄
士
と
い
う
概
念
を
持
た
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
法
燈
国
師
は
、

「
浄
土
」
「
往
生
」
と
い
う
概
念
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

現
世
で
「
仏
果
に
至
る
」
こ
と
は
六
道
輪
廻
を
離
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
六
道
輪
廻
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
地
獄
に
堕
ち
な
い
と

い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
極
楽
へ
往
く
と
い
う
こ
と
に
直
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

世
間
の
五
欲
は
楽
と
云
へ
ど
も
、
地
獄
に
堕
ち
て
出
期
な
し
。
仏
道
修
行

は
苦
に
似
た
れ
ど
も
、
極
楽
に
生
じ
て
自
在
を
得
。

現
世
の
罪
は
堕
地
獄
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
わ
け
だ
が
、
こ
の
堕
地
獄
の

ロ■■■■■■

－

■■■■■■■■■■■I■■

恐
怖
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
の
が
、
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
仏
道
修
行
」
で
あ
り
、

そ
し
て
こ
の
「
仏
道
修
行
」
は
極
楽
へ
も
導
く
の
で
あ
る
。

徒
つ
ら
に
妻
子
を
養
は
ん
が
た
め
に
其
罪
を
造
、
故
に
終
に
地
獄
に
お
っ

と
云
へ
り
。
（
中
略
）
故
に
契
る
べ
き
は
大
悲
菩
薩
の
聖
者
、
愚
む
く
き

は
一
生
座
禅
の
行
力
な
り
。

「
仏
道
修
行
」
に
よ
っ
て
、
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
な
く
、
浄
士
往
生
で
き
る

と
説
く
の
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
の
第
一
義
的
行
と
は
座
禅
に
他
な
ら
な
い
。

「
仏
道
修
行
」
と
し
て
の
座
禅
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
極
楽
往
生
」
に
つ
な

が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

地
獄
の
苦
か
ら
免
れ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
座
禅
を
勧
め
る
覚
心
の
言
葉

を
人
々
が
受
け
入
れ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
「
念
仏
」
の
介
在
を
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。
浄
土
往
生
の
た
め
の
確
実
な
る
行
は
、
念
仏
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
禅
と
浄
土
往
生
思
想
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
、
念
仏
が
ど
の
よ

う
に
機
能
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
法
燈
国
師
に
お
け
る
念
仏
思
想
の
実

態
を
探
っ
て
み
た
い
。

『
行
実
年
譜
』
に
は
、
念
仏
に
関
す
る
記
事
が
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、

禅
僧
と
し
て
の
面
を
強
調
す
る
た
め
に
、
故
意
に
削
除
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
「
縁
起
』
に
は
、
法
燈
国
師
が
、
高
野
聖
の
一
派
で
あ
る
萱
堂
聖

（
鋤
）

の
開
祖
で
あ
る
と
い
う
一
面
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
『
縁
起
』
の
語
る
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
法
燈
国
師
八
十
歳
の
と
き
、
一
人
の
俗
客

が
西
方
寺
に
来
て
弟
子
に
な
る
こ
と
を
請
う
た
。
法
燈
国
師
は
、
こ
の
者
に
自

分
と
同
じ
覚
心
と
い
う
名
を
与
え
、
高
野
山
に
登
っ
て
菅
原
に
お
い
て
念
仏
を

四
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唱
え
る
こ
と
を
命
じ
、
鉦
鼓
一
丁
を
与
え
た
。
弟
子
覚
心
は
、
高
野
に
登
っ
て

萱
を
結
び
、
鉦
鼓
を
た
た
い
て
安
座
念
仏
し
て
い
る
と
、
高
野
は
「
鳴
物
禁
制
」

で
あ
っ
た
の
で
、
山
中
の
大
衆
が
鉦
鼓
を
と
り
あ
げ
て
捨
て
た
と
こ
ろ
、
鉦
は

山
中
を
飛
び
回
っ
て
八
葉
の
峰
と
八
つ
の
谷
に
鳴
り
渡
り
、
覚
心
の
座
前
に
も

ど
っ
て
ひ
と
り
で
に
鳴
り
続
け
た
。
そ
の
夜
の
高
野
山
検
行
の
夢
に
、
弘
法
大

師
と
高
野
明
神
と
法
燈
国
師
の
約
束
に
よ
っ
て
鉦
鼓
念
仏
を
許
可
す
る
と
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
地
に
堂
を
建
て
、
「
九
品
の
浄
土
を
表
は
し
念
仏
三

昧
の
道
場
と
為
」
し
た
と
い
う
。

（
劃
｝

『
非
事
吏
事
歴
』
も
、
『
法
燈
別
伝
』
に
よ
る
と
し
て
こ
の
話
を
載
せ
て
お
り
、

『
旧
記
』
の
説
と
し
て
、
こ
の
萱
堂
聖
の
覚
心
と
は
、
関
東
武
士
奈
須
野
七
郎

親
張
と
い
う
者
で
あ
る
と
い
う
説
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
親
張
入

道
が
往
生
院
谷
の
萱
庵
で
月
に
向
か
っ
て
観
座
し
て
い
た
と
き
、
法
燈
国
師
が

（
”
き

「
自
ず
か
ら
心
が
澄
む
か
身
が
澄
む
か
萱
が
軒
端
の
有
明
の
月
」
と
詠
ん
だ
の

に
応
じ
て
、
親
張
が
「
自
ず
か
ら
心
も
澄
ま
ず
身
も
澄
ま
ず
萱
が
軒
端
の
露
の

月
影
」
と
詠
ん
だ
と
こ
ろ
、
法
燈
は
「
汝
も
覚
心
我
も
覚
心
」
と
叫
ん
で
、
禅

の
印
可
を
与
え
た
と
い
う
。

ま
た
『
高
野
山
通
念
集
』
お
よ
び
「
非
事
吏
事
歴
』
の
一
説
に
よ
る
と
、
こ

の
弟
子
覚
心
は
由
良
の
浜
の
漁
人
（
あ
る
い
は
猟
師
）
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て

お
り
、
平
生
の
罪
業
を
嘆
い
て
発
心
し
、
法
燈
の
命
に
よ
っ
て
高
野
に
登
り
、

萱
庵
を
結
ん
で
「
引
寄
せ
て
居
な
が
ら
結
ぶ
萱
の
庵
解
く
れ
ば
も
と
の
野
原
な

り
け
り
」
と
詠
じ
た
。
こ
れ
が
萱
堂
聖
の
始
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
縁
起
』
は
さ
ら
に
、
「
代
々
覚
心
上
人
と
号
す
る
な
り
。
（
中
略
）
此
の
上

人
は
由
良
開
山
の
分
身
な
り
。
代
々
の
上
人
、
由
良
開
山
と
機
縁
あ
り
て
上
人

と
な
る
な
り
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
萱
堂
の
上
人
は
由
良
の
法
燈
国
師
の

「
分
身
」
で
あ
っ
て
、
代
々
「
覚
心
」
と
名
乗
っ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
要
す

る
に
、
法
燈
国
師
が
萱
堂
聖
の
祖
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

で
は
、
萱
堂
聖
の
念
仏
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
非

事
吏
事
歴
』
に
よ
れ
ば
、
高
野
聖
に
、
明
遍
の
蓮
華
谷
聖
と
、
法
燈
国
師
の
萱

堂
聖
と
、
一
遍
の
千
手
院
聖
の
三
類
が
あ
る
が
、
「
此
三
類
の
非
事
吏
終
に
混

一
し
て
鉦
鼓
を
叩
き
静
場
を
喧
し
、
或
高
声
念
仏
踊
り
念
仏
の
異
行
を
企
剰
へ

諸
国
に
遍
歴
し
て
空
口
を
負
て
高
野
聖
と
号
し
て
…
」
と
あ
っ
て
、
高
野
聖
は

鉦
鼓
を
叩
い
て
高
声
念
仏
や
踊
り
念
仏
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
応
永
二
十
年

（
羽
）

（
一
四
一
三
）
の
「
高
野
山
五
番
衆
契
状
」
で
は
、
高
声
念
仏
、
鉦
鼓
念
仏
、

踊
り
念
仏
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
萱
堂
の
外
」
と
あ
り
、
萱
堂
聖
だ

け
に
は
許
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
萱
堂
聖
の
鉦
鼓
念
仏
、
高
声
念
仏
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
片
鱗
を
残
す
と
思

わ
れ
る
も
の
が
、
高
野
山
麓
の
村
々
に
残
る
六
斎
念
仏
で
あ
る
。

六
斎
念
仏
は
、
持
斎
持
戒
し
て
念
仏
す
る
持
斎
融
通
大
念
仏
で
あ
る
。
融
通

念
仏
は
、
念
仏
の
合
唱
に
よ
っ
て
念
仏
の
功
徳
を
相
互
に
融
通
し
、
そ
の
相
乗

作
用
で
功
徳
を
更
に
増
大
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
五
来
重
氏
は
、
融

通
念
仏
が
大
念
仏
と
な
っ
て
俗
化
、
芸
能
化
し
た
た
め
に
、
そ
の
改
革
運
動
、

（
型
）

粛
正
運
動
と
し
て
六
斎
念
仏
が
発
生
し
た
と
し
て
い
る
。

六
斎
念
仏
は
、
踊
り
念
仏
・
大
念
仏
と
分
離
し
て
詠
唱
念
仏
と
し
て
、
春
秋

彼
岸
、
盆
、
十
夜
、
浬
藥
会
お
よ
び
葬
式
な
ど
に
民
間
で
唱
わ
れ
て
き
た
。
元

は
八
日
・
十
四
日
・
十
五
日
・
二
十
三
日
・
二
十
九
日
・
三
十
日
の
六
斎
日
に

唱
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
六
字
を
繰
り
返
し
詠

唱
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
本
的
曲
名
に
は
四
遍
（
し
へ
ん
）
、
白
舞
（
は

（
錫
）

ぐ
ま
い
）
、
坂
東
（
ば
ん
ど
う
）
な
ど
が
あ
る
。

五
六



高
野
山
周
辺
に
は
六
斎
念
仏
が
分
布
し
て
お
り
、
こ
れ
は
融
通
念
仏
の
原
型

に
最
も
近
い
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
紀
州
天
野
村
（
現
在
・
か
つ

ら
ぎ
町
）
の
六
斎
念
仏
は
、
近
世
に
は
高
野
山
か
ら
大
念
仏
の
免
許
を
受
け
て

お
り
、
高
野
山
の
聖
方
寺
院
の
監
督
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、

六
斎
念
仏
の
伝
播
に
は
高
野
聖
が
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
高
野
山
系
の
六
斎
念
仏
が
、
和
歌
山
県
由
良
町
の
興
国
寺
周
辺
に
も
伝

（
調
）

承
さ
れ
て
い
る
。
興
国
寺
で
も
盆
の
灯
籠
焼
き
の
行
事
に
お
い
て
、
六
斎
念
仏

が
尺
八
の
伴
奏
で
唱
わ
れ
て
お
り
、
松
明
踊
り
は
、
六
斎
念
仏
踊
り
と
称
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
こ
の
六
斎
念
仏
が
法
燈
国
師
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る

（
野
）

こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
の
直
接
的
証
拠
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
実

際
、
由
良
町
畑
の
六
斎
念
仏
講
中
に
は
法
燈
国
師
画
像
の
掲
軸
が
伝
え
ら
れ
て

い
て
、
法
燈
国
師
の
画
像
を
掲
げ
て
六
斎
念
仏
を
お
こ
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、

（
恥
）

法
燈
国
師
と
六
斎
念
仏
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

持
斎
融
通
念
仏
と
し
て
の
六
斎
念
仏
は
、
戒
律
と
念
仏
の
結
合
で
あ
る
と
言

え
る
。
禅
僧
た
る
法
燈
国
師
が
戒
律
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
『
誓
度
院
条
々

規
式
』
の
第
一
の
条
に
「
住
侶
堅
可
守
禁
戒
事
」
と
あ
っ
て
、

当
院
住
侶
堅
持
梵
網
十
重
禁
戒
、
兼
可
守
諸
誰
謙
戒

と
み
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
『
規
式
』
に
は
ま
た

四
時
座
禅
事

巳
時
申
時
戌
時
寅
時

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
お
け
る
第
一
義
的
行
が
座
禅
で
あ
る
こ
と
は
先
に

述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
座
禅
の
行
の
前
提
と
し
て
、
持
戒
が
不
可
欠
な
も

の
と
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
『
法
語
』
の
第
五
に
は
「
斎
戒
功
徳
の
事
」
と
あ
っ
て
次
の
よ
う
に
述

く
ら
れ
て
い
る
。

人
と
し
て
戒
を
授
か
ら
ざ
る
者
は
み
な
第
六
天
の
魔
王
の
省
属
な
る
べ

し
。
経
に
云
は
く
、
衆
生
仏
戒
を
得
ば
、
位
諸
仏
に
同
じ
。
真
の
仏
子
な

り
。
又
云
は
く
、
若
斎
戒
を
た
も
つ
人
あ
ら
ぱ
帝
釈
諸
の
春
属
と
共
に
裟

婆
世
界
に
来
て
持
斎
の
人
を
守
護
し
た
ま
ふ
。
殊
に
六
斎
日
を
か
た
く
持

く
し
。
其
ゆ
へ
に
帝
釈
諸
天
等
夜
叉
神
を
具
し
て
閻
浮
提
に
下
て
我
等

を
ま
も
り
た
ま
ふ
。

こ
の
法
語
に
よ
っ
て
、
法
燈
国
師
が
持
戒
持
斎
を
民
衆
に
対
し
て
勧
め
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
、
特
に
六
斎
日
を
堅
く
守
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
さ
ら
に

受
戒
持
戒
は
人
の
根
器
に
応
ず
べ
し
。
或
は
一
戒
二
戒
、
或
は
五
戒
十
戒

乃
至
具
足
戒
も
、
機
根
に
依
て
う
く
く
し
。
或
は
一
日
二
日
、
五
日
十
日
、

或
は
一
月
二
月
、
一
年
二
年
乃
至
尽
形
寿
、
尽
未
来
際
、
機
に
応
じ
て
た

も
つ
べ
し
。

と
あ
っ
て
、
戒
の
段
階
、
持
戒
の
期
間
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
機
根
」
に
応
じ
て
受

持
せ
よ
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
法
語
』
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
み
え
る
。

早
く
無
常
を
知
て
世
を
い
と
ふ
心
あ
り
て
、
仏
道
に
入
く
し
。
い
と
ふ
心

あ
れ
ば
、
在
家
と
云
へ
ど
も
出
家
な
り
。

ま
た
、

婬
酒
を
た
つ
こ
と
は
、
学
人
の
根
器
に
よ
る
べ
し
。
（
中
略
）
世
法
を
や

ぶ
ら
ず
、
仏
法
を
修
行
せ
ば
、
た
と
い
婬
酒
を
た
た
ず
と
云
と
も
却
て
菩

提
の
資
根
な
る
べ
し
。

「
世
を
い
と
ふ
心
」
あ
れ
ば
、
ま
た
「
世
法
を
や
ぶ
ら
ず
、
仏
法
を
修
行
」

す
る
な
ら
ば
、
「
た
と
い
婬
酒
を
た
た
ず
と
云
へ
ど
も
」
「
在
家
と
云
へ
ど
も
」

五
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「
出
家
な
り
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
六
斎
日
」
を
持
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

法
燈
国
師
は
、
「
心
あ
ら
ん
人
は
官
位
を
退
き
妻
子
を
す
て
財
宝
を
批
、
仏

道
を
ね
が
う
べ
し
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
「
妻
子
巻
属
、
屋
宅
財
宝
、
捨

て
が
た
き
者
」
に
対
し
て
は
、
六
斎
日
に
持
斎
し
て
仏
道
修
行
す
る
こ
と
を
勧

め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
妻
子
を
養
は
ん
が
た
め
に
其
罪
を
造
」
ら
ざ
る
を

得
な
い
衆
生
に
あ
っ
て
は
、
六
斎
日
を
守
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
教
え
は
、

心
引
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
法

燈
国
師
が
民
衆
に
対
し
て
勧
め
る
「
仏
道
修
行
」
と
は
、
六
斎
日
を
持
す
る
こ

と
が
前
提
に
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
法
燈
国
師
が
六
斎
日
を
重
視
し
、
民
衆
に
対
し
持
戒
持
斎
を
勧

め
て
い
た
こ
と
、
ま
た
「
偏
に
念
仏
名
号
を
唱
く
し
」
と
、
念
仏
も
勧
め
て
い

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
六
斎
日
に
持
斎
し
て
融
通
念
仏
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ

と
も
想
像
さ
れ
る
。
法
燈
国
師
が
萱
堂
聖
を
指
導
し
て
六
斎
念
仏
を
お
こ
な
わ

せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
法
燈
国
師
の
念
仏
思
想
と
は
、
念
仏
の
前
提
と
し

て
持
斎
持
戒
が
あ
り
、
「
戒
」
と
結
合
し
た
形
で
の
「
念
仏
」
で
あ
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
座
禅
の
行
を
最
も
優
れ
た
行
と
し
て
勧
め
る
と
同
時

に
、
「
座
禅
か
な
い
が
た
」
き
も
の
に
対
し
て
は
、
念
仏
を
も
勧
め
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
「
念
仏
」
の
行
は
、
持
斎
持
戒
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
禅
」
の
行
と
し
て
の
位
置
を
得
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

五

戒
と
の
結
合
に
よ
っ
て
念
仏
は
禅
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ

た
わ
け
だ
が
、
六
斎
念
仏
と
は
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

（
酌
）

妙
光
寺
本
「
法
燈
行
状
』
所
収
の
「
法
燈
国
師
年
譜
抜
書
』
に
は
、
正
嘉
二

年
（
一
二
五
八
）
の
条
に

在
高
野
山
結
一
把
茄
修
禅
定
。
暇
日
鳴
鉦
鼓
念
阿
弥
。
要
勧
下
智
下
根
到

西
方
浄
域
也
。

と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
萱
堂
聖
の
鉦
鼓
念
仏
が
「
下
智
下
根
」
を
「
西
方
浄
域
」

へ
と
至
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

六
斎
念
仏
は
、
彼
岸
や
盆
や
葬
式
な
ど
に
墓
前
や
仏
棚
の
ま
え
で
唱
え
ら
れ
、

此
の
念
仏
を
聞
け
ば
亡
者
も
極
楽
へ
い
そ
ぐ
気
持
ち
に
な
る
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
奈
良
県
北
部
に
残
る
六
斎
念
仏
の
本
寺
で
あ
っ
た
矢
田
寺
の
、
文
化
十
年

の
六
斎
念
仏
免
許
状
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

六
斎
念
仏
者
表
六
波
羅
密
現
当
二
世
之
大
功
徳
也
仰
願
者
一
心
於
本
尊
前

（
抑
）

唱
念
仏
現
世
者
息
災
延
命
当
来
者
得
仏
果
何
疑
突
不
可
有

こ
れ
に
よ
る
と
六
斎
念
仏
の
功
徳
と
は
、
「
現
世
者
」
は
「
息
災
延
命
」
で

あ
り
、
「
当
来
者
」
は
「
得
仏
果
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
「
現

当
二
世
の
大
功
徳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

法
燈
国
師
は
、
『
法
語
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

衆
生
仏
戒
を
得
ば
位
諸
仏
に
同
じ
。
真
の
仏
子
な
り
。

受
戒
に
よ
っ
て
「
仏
に
同
じ
」
「
真
の
仏
子
な
り
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
す

な
わ
ち
「
成
仏
」
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

若
人
持
戒
持
斎
の
者
あ
れ
ば
帝
釈
よ
る
こ
び
た
ま
ひ
て
此
人
を
よ
く
ま
も

り
た
ま
ふ
。
災
難
を
の
ぞ
き
福
徳
を
あ
た
へ
た
ま
ふ
。

と
あ
っ
て
、
持
戒
持
斎
の
者
は
災
難
を
の
が
れ
福
徳
を
得
る
と
さ
れ
、
持
戒
持

五
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斎
が
現
世
利
益
と
結
び
付
け
ら
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
戒
を
得
る
こ
と
に
よ
っ

て
現
世
に
お
い
て
「
仏
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
成
仏
」
の
内
実
と
は
、

除
災
招
福
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
『
行
実
年
譜
』
に
よ
る
と
、
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
、
妖
鬼
騒
ぎ
が

あ
り
、
法
燈
国
師
は
、
三
帰
五
戒
を
授
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
妖
魔
を
降
伏
さ
せ

て
い
る
。
授
戒
に
よ
る
妖
魔
や
龍
女
の
化
度
の
話
は
、
し
ば
し
ば
禅
僧
に
見
ら

れ
、
授
戒
は
禅
僧
の
重
要
な
布
教
手
段
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
縁
起
』

で
は
、
こ
の
妖
魔
は
後
鳥
羽
上
皇
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
戒
を
授
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
の
霊
を
鎮
め
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
つ
ま
り
授
戒
が
鎮
魂
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
西
方
寺
は
、
実
朝
、
政
子
お
よ
び
後
鳥
羽
上
皇

の
追
修
の
た
め
に
開
か
れ
た
寺
で
あ
り
、
法
燈
国
師
に
は
、
暗
殺
さ
れ
た
実
朝

や
、
承
久
の
変
に
敗
れ
隠
岐
に
流
さ
れ
た
後
鳥
羽
上
皇
の
御
霊
を
鎮
め
る
力
が

認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
禅
僧
の
持
つ
鎮
送
の
力
が
、
葬

送
儀
礼
へ
の
禅
僧
の
活
発
な
関
与
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
授
戒
に
は
死
者
の
霊

魂
を
他
界
へ
と
送
る
鎮
送
の
機
能
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
戒
に
は
現
世
利
益
と
鎮
送
の
機
能
が
あ
り
、
念
仏
の
功
徳
も
ま

（
別
）

た
同
様
で
あ
っ
た
。
戒
と
念
仏
に
よ
っ
て
現
世
者
は
現
世
利
益
と
、
来
世
往
生

の
保
証
を
得
、
死
者
は
浄
土
と
い
う
他
界
へ
と
鎮
送
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

戒
と
念
仏
と
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
得
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ

ら
の
行
が
滅
罪
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
『
法
語
』
に

一
念
の
中
に
無
量
の
罪
を
滅
す
る
と
き
自
性
の
し
た
し
き
こ
と
を
知
な

恥
、
ノ
○

と
あ
る
よ
う
に
、
法
燈
国
師
に
お
い
て
「
一
念
」
に
滅
罪
の
機
能
が
認
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
滅
罪
に
よ
っ
て
擬
死
再
生
し
「
成
仏
」
す
る
こ
と
が

（
亜
）

可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

由
良
町
の
六
斎
念
仏
で
、
法
事
に
唱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
「
融
通
念
仏
」
と

い
う
唄
が
あ
る
。
そ
の
一
部
を
記
す
と

融
通
念
仏
の
功
力
に
は

一
ぺ
ん
申
せ
ば
餓
鬼
道
の
罪
消
ゆ
る
二
へ
ん
申
せ
ば
畜
生
道
の
罪
消
ゆ

る
三
べ
ん
申
せ
ば
三
悪
道
の
罪
消
ゆ
る
四
へ
ん
申
せ
ば
死
出
の
山
路

の
罪
消
ゆ
る
五
へ
ん
申
せ
ば
五
逆
罪
の
罪
消
ゆ
る
六
ぺ
ん
申
せ
ば
六

道
の
辻
も
迷
わ
じ
と
七
へ
ん
申
せ
ば
七
逆
罪
の
罪
消
ゆ
る
八
へ
ん
申

せ
ば
八
寒
地
獄
の
罪
消
ゆ
る
九
へ
ん
申
せ
ば
九
品
の
浄
土
へ
お
も
む
い

て
十
ぺ
ん
申
せ
ば
東
に
薬
師
の
お
立
ち
あ
り
北
に
釈
迦
の
お
立
ち
あ

り
南
に
観
音
お
立
ち
あ
り
西
は
弥
陀
の
浄
土
な
り
四
方
浄
士
よ
極

（
調
）

楽
よ

念
仏
の
功
力
を
融
通
し
て
地
獄
か
ら
救
い
往
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
融
通
念

仏
」
の
功
徳
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
罪
消
ゆ
る
」
と
い
う

滅
罪
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
戒
と
念
仏
と
は
庶
民
信
仰
に
と
っ
て
は
同
様
の
機

能
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
禅
と
念
仏
の
一
致
は
、
表
層
的
に
は
座
禅
と
念

仏
三
昧
の
一
致
で
あ
る
が
、
庶
民
レ
ベ
ル
で
は
そ
の
内
実
は
、
戒
と
結
合
し
た

念
仏
の
形
で
進
行
し
た
の
で
あ
り
、
現
世
利
益
と
鎮
送
と
を
そ
の
役
割
と
し
た

の
で
あ
る
。

法
燈
国
師
に
と
っ
て
、
念
仏
の
行
は
、
現
世
成
仏
の
た
め
の
行
と
し
て
は
座

禅
に
一
歩
譲
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
念
仏
は
、
座
禅
の
持
ち
得
な
い
機

能
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
戒
と
の
結
合
に
よ
っ
て
禅
の
な
か
に
取
り
込
ま

れ
、
禅
と
浄
土
往
生
思
想
と
を
結
び
つ
け
た
。
そ
し
て
現
世
利
益
と
鎮
送
の
機

五
九



能
に
よ
っ
て
こ
そ
、
禅
は
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

註

（
１
）
宮
坂
宥
勝
校
註
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
別
仮
名
法
語
集
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
四
年
。

（
２
）
「
法
燈
行
状
』
（
妙
光
寺
旧
蔵
、
花
園
大
学
図
書
館
所
蔵
）
、
「
一
遍
上
人

行
状
』
（
『
続
群
書
類
従
』
九
輯
）
で
は
、
印
可
を
受
け
た
歌
は
「
す
て
は

て
て
身
は
な
き
も
の
と
お
も
ひ
し
に
寒
さ
来
ぬ
れ
ば
風
ぞ
身
に
し
む
」
と

な
っ
て
い
る
。
な
お
、
一
遍
参
禅
説
話
に
つ
い
て
は
、
五
来
重
．
遍
上

人
と
法
燈
国
師
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
九
’
二
、
一
九
六
一
年
）
、

今
井
雅
晴
「
法
燈
国
師
伝
説
考
ｌ
一
遍
上
人
の
参
禅
説
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

（
今
枝
愛
真
編
「
禅
宗
の
諸
問
題
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
）
、
橘

俊
道
「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
ば
か
り
し
て
」
（
『
時
宗
史
研
究
』
創
刊
号
、

一
九
八
五
年
）
、
橘
俊
道
「
一
遍
と
覚
心
」
（
『
時
宗
教
学
年
報
』
第
十
二

輯
、
一
九
八
四
年
）
、
原
田
正
俊
「
中
世
社
会
に
お
け
る
禅
僧
と
時
宗
ｌ

一
遍
参
禅
説
話
再
考
ｌ
」
（
「
日
本
史
研
究
』
三
一
三
号
、
一
九
八
八
年
）

参
照
。

（
３
）
「
日
本
思
想
大
系
』
Ⅲ
法
然
一
遍
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
。

（
４
）
五
来
重
氏
（
註
２
掲
載
論
文
、
．
遍
と
高
野
・
熊
野
お
よ
び
踊
念
仏
」

『
日
本
絵
巻
物
全
集
」
第
一
○
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
六
○
年
）
は
、
一

遍
を
熊
野
へ
導
い
た
の
は
法
燈
国
師
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
５
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
謡
曲
集
』
中
、
一
九
八
六
年
。

（
６
）
『
一
遍
上
人
縁
起
絵
』
第
三
（
時
宗
宗
務
所
『
定
本
時
宗
宗
典
』
山
喜

房
仏
書
林
、
一
九
七
九
年
）
に
、
「
春
過
ぎ
秋
来
れ
ど
も
、
す
す
ゑ
が
た

き
は
出
離
の
道
。
花
を
惜
し
み
月
を
な
が
め
て
も
、
お
こ
り
や
す
き
は
輪

廻
の
妄
念
也
。
罪
障
の
山
に
は
い
つ
と
な
く
煩
悩
の
雲
厚
く
し
て
、
仏
日

の
ひ
か
り
目
に
遮
ら
ず
。
生
死
の
海
に
は
鎮
に
無
常
の
風
は
げ
し
く
し
て
、

真
如
の
月
や
ど
る
事
な
し
・
」
と
見
え
る
。

（
７
）
「
群
書
類
従
』
二
七
輯
、
一
九
三
一
年
。

（
８
）
「
続
群
害
類
従
』
九
輯
。
『
行
実
年
譜
』
は
、
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
、

自
南
聖
薫
の
編
。

（
９
）
由
良
町
史
編
集
委
員
会
編
「
由
良
町
史
』
史
（
資
）
料
編
、
一
九
八
五

年
。
『
縁
起
』
は
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
○
）
覚
勇
の
撰
、
応
永
九
年
（
一

四
○
二
）
成
心
に
よ
り
再
興
、
応
永
三
十
一
年
（
一
四
二
四
）
明
魏
に
よ

り
改
訂
さ
れ
た
。
識
語
に
は
、
「
右
章
頭
に
朱
に
て
点
を
か
け
た
る
分
は
、

海
陸
に
よ
ら
ず
い
そ
ぎ
て
と
を
る
人
、
又
は
一
向
卑
賎
の
俗
客
の
聴
聞
せ

ん
に
は
、
点
か
け
た
る
を
ぱ
抜
て
可
読
。
真
草
の
読
様
聴
聞
の
人
に
よ
る

く
し
多
分
は
ね
ん
ご
ろ
に
可
読
。
（
以
下
略
、
片
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め

た
）
」
と
あ
り
、
五
来
氏
（
註
２
掲
載
論
文
）
お
よ
び
宮
崎
圓
遵
氏
（
「
法

燈
円
明
国
師
之
縁
起
に
つ
い
て
ｌ
中
世
に
お
け
る
唱
導
と
絵
解
の
一
例

ｌ
」
『
禅
学
研
究
』
五
七
、
一
九
六
九
年
）
の
指
摘
に
あ
る
と
お
り
、
「
縁

起
』
は
、
海
陸
往
来
の
熊
野
参
詣
者
へ
の
絵
解
、
唱
導
の
た
め
に
つ
く
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
元
亨
釈
書
』
巻
第
六
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
三
一
巻
、
一
九

三
○
年
）
に
は
「
詣
熊
野
者
、
取
路
鷲
峯
、
必
志
礼
謁
、
不
則
為
虚
行
」

と
見
え
、
熊
野
参
詣
途
次
の
者
が
必
ず
西
方
寺
を
訪
れ
礼
謁
し
た
と
あ
る
。

（
Ⅲ
）
受
戒
年
齢
二
十
九
歳
は
、
『
行
実
年
譜
』
の
説
。
『
縁
起
』
お
よ
び
「
元

六
○



亨
釈
書
』
は
十
九
歳
説
を
と
る
。
こ
の
よ
う
な
受
戒
年
齢
の
異
同
に
つ
い

て
、
原
田
正
俊
氏
（
「
中
世
社
会
に
お
け
る
禅
宗
と
神
祇
ｌ
紀
伊
半
島

・
臨
済
宗
法
燈
派
を
中
心
に
ｌ
」
『
紀
伊
半
島
の
文
化
史
的
研
究
（
民

俗
編
こ
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
八
八
年
）
は
、
法
燈
国
師
の
度
牒
が

入
宋
に
際
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。

（
Ⅱ
）
西
方
寺
は
、
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
願
性
に
よ
っ
て
草
創
さ
れ
た
。

『
行
実
年
譜
』
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
西
方
と
命
名
し
た
の
は
明
恵
上
人

高
弁
、
額
の
築
字
を
害
し
た
の
は
道
元
で
あ
っ
た
。

（
皿
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
四
八
巻
、
禅
宗
部
全
、
鈴
木
学
術
財
団
、
一

九
七
一
年
。
な
お
、
引
用
文
は
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。

（
咽
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
四
八
巻

（
Ｍ
）
栄
西
お
よ
び
行
勇
は
東
大
寺
大
勧
進
に
就
任
し
て
い
る
。
葉
貫
磨
哉
「
鎌

倉
仏
教
に
於
け
る
栄
西
門
流
の
位
置
ｌ
退
耕
行
勇
と
そ
の
周
辺
ｌ
」

（
『
仏
教
史
学
研
究
』
二
○
巻
二
号
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。

（
脳
）
『
興
国
寺
文
書
』

（
鮒
）
西
方
寺
と
い
う
名
自
体
、
浄
土
信
仰
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
『
行
実
年

譜
』
に
よ
れ
ば
、
草
創
当
時
の
西
方
寺
の
本
尊
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
た
。

ま
た
大
野
治
氏
今
法
燈
国
師
と
伊
勢
熊
野
ｌ
神
仏
混
滑
の
思
想
Ｉ
」
『
由

良
町
の
文
化
財
』
第
十
三
号
、
由
良
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
六
年
）
の

調
査
に
よ
れ
ば
、
興
国
寺
の
檀
家
の
多
く
は
仏
壇
の
本
尊
を
阿
弥
陀
仏
と

し
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
『
塩
山
和
泥
合
水
集
』
中
（
『
日
本
思
想
大
系
』
肥
中
世
禅
家
の
思
想
、

岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）

（
岨
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
四
三
巻
、
真
言
部
全
、
鈴
木
学
術
財
団
、
一

九
七
一
年
。

（
岨
）
「
近
世
文
芸
叢
書
』
第
二
、
明
治
四
三
年
。

（
別
）
法
燈
国
師
の
萱
堂
聖
の
祖
と
し
て
の
側
面
は
、
五
来
重
氏
（
『
増
補
高

野
聖
』
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
）
に
よ
っ
て
、
指
摘
さ
れ
た
。

（
別
）
「
紀
伊
続
風
士
記
』
第
五
号
、
高
野
山
之
部
、
和
歌
山
県
神
職
取
締
所
、

明
治
四
四
年
。

（
〃
）
こ
の
歌
は
『
法
燈
円
明
国
師
遣
芳
録
』
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
四
八

巻
）
に
、
「
詠
心
地
歌
」
と
し
て
出
る
。

（
羽
）
『
高
野
山
宝
簡
集
』
巻
三
七
（
「
大
日
本
古
文
書
』
高
野
山
文
書
之
一
）

（
別
）
五
来
重
「
融
通
念
仏
・
大
念
仏
お
よ
び
六
斎
念
仏
」
（
「
大
谷
大
学
研
究

年
報
』
十
号
、
一
九
五
七
年
）
、
同
氏
「
融
通
念
仏
と
六
斎
念
仏
」
（
「
講

座
日
本
の
民
俗
宗
教
』
六
宗
教
民
俗
芸
能
、
弘
文
堂
、
一
九
七
九
年
）
、

同
氏
『
日
本
人
の
仏
教
史
』
角
川
書
店
、
一
九
八
九
年
。
五
来
氏
は
、
円

覚
上
人
道
御
の
持
斎
融
通
念
仏
が
六
斎
念
仏
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
な

お
、
道
御
に
つ
い
て
は
、
細
川
涼
一
「
法
金
剛
院
道
御
の
宗
教
活
動
」
（
『
仏

教
史
学
研
究
』
二
六
巻
二
号
、
一
九
八
四
年
）
参
照
。

持
斎
融
通
念
仏
が
い
つ
か
ら
六
斎
念
仏
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
奥
村
隆
彦
氏
（
「
六
斎
念
仏
」
『
史
迩
と
美
術
』

三
九
六
～
三
九
八
号
）
に
よ
れ
ば
、
川
勝
政
太
郎
氏
（
「
大
阪
付
近
の
石

造
美
術
新
資
料
（
下
）
」
「
史
迩
と
美
術
』
三
八
八
号
、
一
九
六
八
年
）
紹

介
の
、
大
阪
府
南
河
内
郡
河
南
寛
弘
寺
神
山
墓
地
に
残
る
正
和
四
年
（
一

三
一
五
）
の
五
輪
塔
に
、
「
六
斎
」
の
文
字
が
あ
る
の
が
、
現
在
の
と
こ

ろ
最
も
古
い
。

（
路
）
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
十
七
巻
、
民
間
芸
能
、
三
一
書
房
、

一
ハ
ー



（
恥
）
清
水
長
一
郎
「
由
良
町
畑
の
六
斎
念
仏
」
（
『
由
良
町
の
文
化
財
』
第
五

号
、
一
九
七
八
年
）

（
幻
）
五
来
氏
（
註
２
掲
載
論
文
、
註
別
掲
載
書
）
は
、
「
法
燈
国
師
畔
跳
賛
』

（
『
続
群
書
類
従
』
第
十
三
輯
）
に
、
「
高
野
山
中
作
戯
場
、
金
剛
三
昧
弄

業
識
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
燈
国
師
が
高
野
山
で
念
仏
狂
言
を
お
こ
な

っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

（
羽
）
大
野
治
氏
、
註
陥
掲
載
論
文
。

（
的
）
註
２
参
照
。
原
田
正
俊
氏
（
註
２
掲
載
論
文
）
は
「
法
燈
行
状
』
の
成

立
を
、
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
以
降
、
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
頃

ま
で
の
間
と
考
証
し
て
い
る
。

（
釦
）
五
来
「
融
通
念
仏
・
大
念
仏
お
よ
び
六
斎
念
仏
」
（
註
別
）

（
別
）
念
仏
の
民
俗
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
．
遍
思
想
の
民
俗
性
ｌ

擬
死
再
生
Ｉ
」
（
『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』
第
四
六
巻
）

（
塊
）
五
来
重
「
庶
民
信
仰
に
お
け
る
滅
罪
の
論
理
」
（
『
思
想
』
六
二
二
、
一

九
七
六
年
）
参
照
。

（
銘
）
『
由
良
町
史
』
通
史
編
下
巻
、
一
九
九
一
年
。

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
）

参
照
。

一
九
七
二
年
。

｛
ハ
ー
ー


