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一

禅
宗
村
落
寺
院

の
成
立
に
関
す
る

一
考
察

私
が
こ
の
小
論
で
述
べ
よ
う
と
す
る
禅
宗
村
落
寺
院
と
は
、
中

世
荘
園
的
集
落
に
お
け
る
寺
院

の
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
近
世

郷

村
的
集
落
の
そ
れ
で
も
な
く
、
社
会
学
で
取
り
扱
か
わ
れ
る
よ
う

な
現
在
の
村
落
に
、
多
数
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
無
名
の
禅
宗
寺
院

を
意
味
し
て
い
る
。
尤
も
こ
の
よ
う
な
無
名
の
村
落
寺
院
は
中
世

に
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
近
世
に
お
い
て
は
無
論
多
数
存
在

し
た
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
の
よ
う
な
村
落
寺
院
が
い
つ
頃
成
立
し

た
か
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
如
何
な
る
成
立
事
情
を
有
す

る
か
と
い
う
点
の
解
明
を
課
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
且

つ
こ

の
よ
う
な
寺
院
が
禅
宗
の
場
合
に
は
他
宗
派
寺
院
と
異
な

っ
た
成

立
事
情
を
も

つ
の
か
、
或
い
は
超
宗
派
的
に
禅
宗

の
場
合
も
庶
民

の
精
神
生
活
乃
至
社
会
生
活
と
無
関
係
で
あ
り
得
な
か

っ
た
か
と

い
う
こ
と
を
究
明
し
た
い
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
従
来
の
禅
宗
史
研
究
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
村
落
寺
院

橘

恭

堂

に
関
す
る
問
題
は
ネ
グ

レ
ク
ト
さ
れ
、
中
央

・
地
方
の
有
名
寺
院

が
研
究
の
対
象
に
な
り
、
禅
宗
な
か
ん
つ
く
臨
済
宗
寺
院
は
中
央

に
お
け
る
大
寺
院
の
場
合
は
皇
室

・
貴
族

・
武
士
な
ど
の
帰
依
に

よ

っ
て
開
創
さ
れ
、
地
方
有
名
寺
院
は
在
地
封
建
領
主
や
武
士
や

豪
族
の
外
護
に
よ

っ
て
建
立
さ
れ
た
と
説

か
れ
る
の
が
普
通

一
般

的
で
あ
る
。

た
し
か
に
中
央

・
地
方
に
お
け
る
有
名
諸
大
寺
の
開
創
に
関
す

る
寺
伝
や
歴
史
史
料
が
そ
れ
を
有
力
に
物
語

っ
て
い
る
場
合
が
多

い
。
例
え
ば
栄
西
は
尼
将
軍
政
子
の
本
願

に
よ
っ
て
鎌
倉

に
寿
福

寺
を
建
立
し
た
。
円
爾
弁
円
は
藤
原
道
家

の
帰
依

に
よ

っ
て
東
福

寺
を
創
め
た
。
宗
峰
妙
超
は
後
醍
醐
天
皇

の
帰
依

に
よ

っ
て
大
徳

寺
を
、
関
山
恵
玄
は
花
園
天
皇
の
帰
依
に
よ

っ
て
妙
心
寺
を
草
創

し
た
。
夢
窓
疎
石
は
足
利
氏
に
よ

っ
て
天

竜
寺
を
、
又
美
濃
に
入

っ
て
は
土
岐
氏
の
外
護

に
よ

っ
て
虎
漢
山
永
保
寺
を
開

い
た
。
寂

室
玄
光
は
江
州
の
太
守
佐
々
木
氏
頼
の
外
護

に
よ
っ
て
永
源
寺
を
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朔
め
た
。

一
方
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
開
祖
道
元
は
世
俗
的
名
利

を
捨
て
て
中
央
を
去
り
、
越
前
の
山
中
に
お
い
て
隠
遁
的
な
宗
教

生
活
を
送

っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
開

い
た
今
の
永
平
寺
は
波
多

野
出
雲
守
義
重
の
帰
依

に
よ

っ
て
大
仏
寺
と
し
て
開
創
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
三
祖
徹
通
義
介
は
檀
越
富
樫
家
尚
の
外
護
に
よ
っ
て
加

㈹

賀

大
乗
寺
に
入

っ
て
伽
藍
仏
教

の
興
隆
に
努
め
た
。-
彼
の
弟
子
で

曹
洞
宗
を
現
在
の
大
教
団
に
ま
で
発
展
す
る
基
礎
を
確
立
し
た
螢

山
紹
理
は
酒
匂
頼
親
の
女
及
び
海
野
三
郎
な
ど
の
帰
依
を
得
て
能

紛

登

に
永
光
寺
を
開
い
た
の
で
あ

っ
た
。
更

に
加
賀
祓
陀
寺
を
去

っ

て
郷
里
肥
後
に
帰

っ
た
祖
継
大
智
は
菊
池
武
時

・
武
重
の
外
護

に

㈹

よ

っ
て
聖
護
寺

・
広
福
寺
を
経
営
し
た
。
寒
巌
義
サ
は
弘
安
六
年

刺
史
川
尻
泰
明
の
帰
依
に
よ
っ
て
肥
後

に
大
慈
寺
を
開

い
た
の
で

⑪

あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
諸
大
寺
の
開
創

に
関
す
る
史
的
究
明
は
過

去

に
お
い
て
見
る
べ
き
も
の
が
多

い
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
史
的
研
究
に
よ
る
な
ら
ば
禅
宗
寺
院
は
偉

大

な
宗
教
家
が
強
力
な
外
護
者

・
帰
依
者
を
得
て
開

い
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
更
に
有
力
な
外
護
者
を
失
な

っ
た
場
合
は
退
転
す

る
か
乃
至
は
別
に
外
護
者
を
求
め
て
そ
の
命
運
を
漸
く
保
持
し
て

き

た
と
い
う
結
論
に
達
す
る
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
か

つ
ま
た
近
世
も
徳
川
時
代
に
至

っ
て
恰
も
宗
門
改
め
、
寺
請
制
度

な
ど
幕
府
の
宗
教
政
策
が
う
ち
出
さ
れ
、
宗
教
本
来
の
面
目
を
忘

却
し
て
そ
れ
に
便
乗
依
存
し
世
俗
化
し
、
堕
落
の
道
を
辿
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
思
想
史
的
に
は
こ
の
悲
し
む

べ
き

禅
教
団
の
実
状
を
打
開
す
る
べ
く
白
隠

・
面
山
を
は
じ
め
と
し
て

幾
多
の
英
傑
が
輩
出
し
宗
門
復
興
の
機
運
が
現
わ
れ
た
と
さ
れ
る

の
が
従
来

一
般
的

で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
鎌
倉
時
代
に
わ
が
国
に
伝
え
ら

れ
た
申
国
宋
代
の
禅

を
強
く
支
持
し
、
信
仰
し
た
も

の
は
先
に
述

べ
た
如
く
皇
族

・
貴

族

・
武
士

・
在
地
封
建
領
主
な
ど
の
上
層
階
級
で
あ

っ
た
。
然
し

彼
等
に
受
け
い
れ
ら
れ
た
禅
が
現
在
の
よ
う
に
日
本
に
土
着
す
る

た
め
に
は
ど
う
し
て
も
庶
民
の
信
仰
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
禅
宗
庶
民
化

の
問
題
解
明
は

従
来
の
仏
教
史

・
禅
宗
史
研
究
か
ら
は
除
外
さ
れ
不
明
の
ま
ま
放

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ

る
が
、
真
宗
教
団
に

関
し
て
は
社
会
経
済
史
的
に
鋭
く
論
究
さ
れ
た
笠
原

一
男
氏
に
あ

っ
て
も
、
そ
の
著

「
申
世
に
お
け
る
真
宗
教
団
の
形
成
」
に
お
い

て
、
飛
騨

・
三
河
の
禅
宗
教
団
は
在
地
領
主

の
帰
依
を
受
け
彼
等

を
パ
ト

ロ
ン
と
し
て
教
線
を
拡
張
な
い
し
維
持
し
て
き
た
と
さ
れ

㈹

て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
禅
宗
が
在
地
封
建
領
主
と
強
く
結
合
し
て
い
た
と
指
摘

さ
れ
、
且
つ
彼
等
封
建
領
主
の
命
運
と
軌
を

一
に
し
た
と
さ
れ
る

所
説
や
、
徳
川
幕
府
の
宗
教
政
策
に
便
乗
依
存
し
て
危
う
く
そ
の

命
脈
を
保
持
し
露
命
を
つ
な
い
で
き
た
と
さ
れ
る
論
説
か
ら
は
次

の
よ
う
な
諸
点
は
如
何
に

理
解
し
た
ら

よ

い
で
あ
ろ
う
か
。

即



禅宗村落寺院の成立に関する一考察180

ち
、
禅
宗
が
中
世
以
来
在
地
封
建
領
主
の
外
護
に
よ

っ
て
の
み
隆

盛

を
極
め
た
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
封
建
制
が
解
体
し
、
領
主
も
存

在

し
な
い
現
在
ど
う
し
て
厳
然
と
し
て
禅
宗
教
団
が
存
在
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
幕
藩
体
制
か
ら
脱
皮
し
て
近
代
国
家
の
確

立

し
た
現
在
、
勿
論
徳
川
幕
府
の
よ
う
な
宗
教
政
策
は
行
な
わ
れ

て

い
な
い
の
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
禅
宗
教
団
は
存
続
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
は

不
明
と

い
わ
ぎ
る
を
得
な

い
。
ま
た
封
建
領
主
の
外
護
や
幕
府
の
庇
護
か
ら
現
在
の
如
く
庶

民

の
支
持
と
信
仰

へ
如
何
に
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
換

言

す
れ
ば
上
層
社
会
か
ら
基
層
社
会

へ
の
禅
宗
の
教
団
史
的
展
開

は
如
何
に
し
て
進
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
研

究
は
従
来
全
く
見
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

右
に
挙
げ
た
諸
問
題
の
解
明
は
従
来
の
文
献
史
学
で
は
無
論
の

こ
と
、
社
会
経
済
史
学
に
お
い
て
さ
え
も
文
献
史
料
に
固
執
す
る

限
り
不
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
民
俗
学
的
方
法
論
を
導
入

し
、
伝
承
資
料
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
不
可
能
を
可
能
に
す

る
端
緒
を
見
出
す
以
外
に
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
伝
承
資
料
に
よ

っ
て
は
絶
対
的
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど

も
、
少
く
と
も
文
献
史
料
に
現
わ
れ
な
か

っ
た
多
く
の
事
実
が
過

去

に
存
在
し
た
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
じ
て

こ
の
過
去
の
事
実
を
物
語
る
多
く
の
資
料
を
蒐
集
整
理
し
、
比
較

排
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
新
ら
し
い
も
の
か
ら
よ
り
古
い
も

の
へ
と
遡
源
的
な
推
論
が
可
能
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
過
去
か
ら

現
在

へ
の
歴
史
的
展
開
の
あ
と
を
辿
る
こ
と
が
で
き
得
る
で
あ
ろ

う
。私

は
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立

っ
て
、
未
解
決
の
禅
宗
教
団
史
研

究
の

一
端
を
解
く
試
み
と
し
て
村
落
寺
院
の
成
立
に
関
す
る
問
題

を
以
下
妙
心
寺
派
の
寺
籍
調
査
簿
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

こ
の
寺
籍
調
査
簿
は
妙
心
寺
本
山
が
明
治

の
末
年
か
ら
大
正
の

初
期
に
亘
っ
て
全
国
に
分
布
す
る
末
寺
約
三
千
六
百
ケ
寺
に
対
し

て
、
寺
院

の
開
創
由
緒
、
歴
代
住
職
、
法
系
、
寺
院
建
造
物
、
仏

像
、
什
物
、
宝
物
、
古
文
書
、
土
地
所
有
高

な
ど
寺
院
に
関
す
る

一
切

の
調
査
を
行
な

っ
乾
も

の
で
あ
る
。

こ
の
資
料
を
目
下
整
理

中
で
あ
る
が
、
近
畿
以
西

の
整
理
が
ほ
ぼ
完
了
し
た
の
で
そ
の
う

ち
の
開
創
由
緒

の
部
分
を
抽
出
し
て
本
研
究

の
資
料
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
開
創
由
緒
は
明
治
の
末
年
頃
に
誌
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
開
創
年
代
は
少
く
と
も
二
世
紀
三
世
紀
乃
至
は
四
、
五
世
紀

以
前
で
あ

っ
て
、
ま
さ
し
く
伝
承
的
資
料
で
は
あ
る
が
各
寺
に
存

す
る
歴
代
住
職
の
位
牌
に
刻
ま
れ
た
住
職
の
示
寂
年
月
や
回
向
帳

を
基
礎
資
料
と
し
て
、
そ
れ
に
開
創
に
ま

つ
わ
る
村
の
古
老
の
言

い
伝
え
な
ど
が
加
え
ら
れ
て
記

述

さ
れ
て

い

る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
伝
承
性
の
強
い
資
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
と

よ
り
禅
宗
寺
院
の
全
般
に
つ
い
て
の
検
討
を
完
了
し
て
い
な
い
現

在
に
お
い
て
は
、
村
落
寺
院
全
体
の
成
立
に
関
す
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
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確
立
す
る
と
な
れ
ば
時
機
尚
早
と
い
う
機
り
は
免
れ
得
な
い
け
れ

ど
も
、
少
く
と
も
寺
院
成
立
形
式
の
傾
向
性
を
発
見
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
。

二

妙
心
寺
派
の
末
寺
に
関
す
る
開
創
由
緒
の
調
査
か
ら
す
れ
ば
、

地
方
の
名
刹
や
大
寺
は
や
は
り
封
建
領
主
や
地
方
豪
族
の
帰
依

に

よ

っ
て

一
寺
建
立
を
み
た
も
の
や
寺
院
の
規
模
を
整
え
た
も
の
が

多

い
。
然
し
他
面
に
お
い
て
開
創
由
緒
の
不
明
な
寺
や
、
庶
民
の

微

々
た
る
資
ガ
を
多
数
結
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
寺
院
の
形
態
を

と
る
に
至

っ
た
も
の
は
そ
れ
に
倍
し
て
非
常
に
多
い
。

と
こ
ろ
で
禅
宗
の
教
団
史
的
研
究
を
意
図
す
る
場
合
に
は
前
者

の
よ
う
に
上
層
階
級
と
深
い
つ
な
が
り
を
有
す
る
寺
院
は

一
応
調

査

の
対
象
か
ら
は
ず
し
て
後
者
の
如
き
開
創
由
緒
の
不
明
な
寺
院

や
庶
民
の
合
力
に
よ
る
寺
院
に
焦
点
を
合
せ
る
必
要
が
あ
る
。
し

か
し
例
え
ば
兵
庫
県
朝
来
郡
山
東
町
大
月
慈
照
寺
の
由
緒
に
よ
れ

(同ααcQl
一α刈O)

 ば

「
永
禄
年
間
の
創
立
に
し
て
開
始
は
寿
嶽
宗
椿
也
、
元
微
々
た

る
庵
室
な
り
し
を
当
時
竹
田
城
主
赤
松
佐
兵
衛
督
広
秀
の
帰
依

に

依
り
堂
宇
改
築
す
。
依

っ
て
侯
を
開
基
と
す
云
々
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
城
主
の
帰
依
に
よ
っ
て
慈
照
寺
が
寺
院
の
形
態
を

一
新

し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
寺
形
を
と
る

に
至
る
以
前
は

「
微
々
た
る
庵
室
」
で
あ

っ
た
と
記
し
て
い
る
よ

う
に
、
寺
院
に
先
行
す
る
庶
民
信
仰
の
場
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

も
否
定
し
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
由
緒
伝
承
を
有
す
る
例
は
他
に

も
多
数
見
出
さ
れ
る
。
中
央

・
地
方
の
資
史
料
に
よ
っ
て
立
証
し

得
る
著
名
な
寺
院
は
と
も
か
く
、
慈
照
寺
の
如
き
伝
承
を
持

つ
寺

院
が
多
数
存
在
す
る
以
上
開
創
由
緒
に
領
主
や
豪
族
の
帰
信
に
よ

っ
て

一
寺
建
立
を
み
た
と
す
る
寺
院
も
そ
の
前
歴
に
関
し
て
検
討

の
余
地
が
あ
る
。
何
故
な
ら

「
微
々
た
る
庵
室
」
で
あ

っ
た
頃

の

伝
承
を
故
意
に
忘
却
し
た
か
、
若
し
く
は
由
緒
と
し
て
の
意
味
を

持
た
な
い
と
誤
解
し
て
記
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
間
々
あ

っ
た
と
い

う
推
定
も
な
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例

の
他
に
、
開

創
由
緒
を
不
詳
と
記
し
て
い
る
寺
院
が
可
な
り
多
い
。
こ
れ
は
火

災
、
水
害
な
ど
に
よ
る
文
書
記
録
の
欠
損
か
ら
由
緒

の
不
明
不
詳

な
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
且
つ
ま
た
大
檀

越
に
よ

っ
て
開
創
さ

れ
る
の
が
古
代
以
来
わ
が
国
著
名
寺
院
の

一
般
的
傾
向
で
あ
る
か

ら
、
さ
に
あ
ら
ざ
る
由
緒
は
由
緒
に
非
ず
と

の
考
え
か
ら
不
詳
不

明
と
記
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
過
去
に
顕
著
な

由
緒
を
有
し
て
い
た
寺
院
は

一
先
ず
研
究
の
対
象
か
ら
は
ず
す
と

し
て
も
由
緒
に
非
ぎ
る
由
緒
と
し
て
記
さ
な
か

っ
た
無
名
村
落
寺

院
は
何
等
か
の
方
法
に
よ

っ
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ

る
。
更
に
ま
た
、
村
落
寺
院
の
な
か
で
有
名
な
宗
教
家
や
高
名
な

歴
史
的
人
物
に
仮
託
し
て
彼
等
を
開
山
開
基
と
し
て
開
創
伝
承
に

組
み
入
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
由
緒
ら
し
さ
を
保
と
う
と
し
た
過
去
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の
記
録
が
あ
り
と
せ
ば
、
そ
の
記
録
の
真
偽
を
審
か
に
す
る
こ
と

も
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
何
故
そ
の
よ
う
な
開
創
伝
承
が

発
生
し
、
且

っ
保
存
さ
れ
て
来
た
か
と
い
う
点
を
解
明
す
る
こ
と

が
先
ず
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
く
た
め
に
村
落
寺
院

の
成
立
事
情

を
物
語
る
資
料
を
寺
籍
調
査
簿
か
ら
抽
出
す
る
綿
密
な
作
業
を
行

な
い
、
そ
の
類
型
を
整
理
す
る
な
ら
ば
次

の
如
く
に
な
る
。
即
ち

一
、
堂
か
ら
庵
に
な

っ
た
も
の

二
、
堂
か
ら
寺
に
な

っ
た
も
の

三
、
庵
か
ら
寺
に
な

っ
た
も
の

四
、
堂
か
ら
庵
に
な
り
、
更
に
そ
れ
が
寺

に
な

っ
た
も
の

の
四
種
類
で
あ
る
。
右
の
類
型
に
挙
げ
た
堂
や
庵
と
い
う
言
葉
は

そ
れ
ら
の
全
般
に
亘

っ
て
確
か
な
概
念
規
定
を
行
な

っ
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
を
厳
密
な
意
味
で
の
区
分
と
は
な
し
得
な

い
と
思
う
が
こ
の
点
は
し
ば
ら
く
記
述
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、

私
は

一
応
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
お
き
た
い
。
即
ち
、

堂

は
宗
教
的
建
造
物
で
そ
の
堂
内
に
は
宗
教
的
行
事
を
司
ど
る

専
従

の
宗
教
者
が
不
在
で
、
た
だ
庶
民
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
仏

像
仏
画
が
安
置
さ
れ
、
そ
の
画

・
像
を
紐
帯
と
し
て
社
会
的

・
宗

教
的

な
集
団
の
形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
を
言

い
、

庵

は
建
物
の
中
に
仏
像
仏
画
を
安
置
し
普
通
に
は

一
宗

一
派
に

属
さ
な
い
半
僧
半
俗
の
聖
的
宗
教
者
が
恒
常
的
に
住
し
、
且

つ
彼

が
そ
こ
で
宗
教
的
行
事
を
司
ど
る
場
合
を
言

い
、

寺
は
無
論
仏
像
仏
画
を
多
数
安
置
し
、

一
般
的
に
は

一
宗

一
派

に
所
属
し
、
且
つ

一
宗

一
派
に
公
認
の
僧
侶
が
常
住
し
対
社
会
的

に
宗
教
上
の
役
割
を
果
す
場
合
を
言
う
。

右
に
あ
げ
た
四
類
型
の
う
ち
、

一
の
類
型

の
堂
か
ら
庵
に
な

っ

た
も
の
で
、
例
え
ば
京
都
府
竹
野
郡
網
野
町
磯
の
西
方
庵
は
現
在

本
尊
に
阿
弥
陀
如
来
を
ま
つ
っ
て
い
る
が
、
由
緒
に

「
往
古
は
阿

(頃
自
ー
μ謹
幽)

弥
陀
堂
な
り
、
其
後
寛
保
年
中
西
方
庵
と
改

め
罷
山
自
休
首
座
住

蕎
す
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
故
寛
保
年
間
以
前

は
本
尊
に

阿
弥
陀
如
来
を
ま
つ
っ
た
堂
で
あ

っ
た
こ
と
、
本
尊
の
名
を
と

っ

て
堂
名
と
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
庵
号
は
西
方
極
楽
浄
土
の
阿

弥
陀
如
来
か
ら
西
方
庵
と
改
め
た
ら
し
い
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
兵
庫
県
出
石
郡
高
橋
村
佐
田
の
松
葉
庵
の
由
緒
で
は

(μΦ8
)

「
郡
西
国

二
十
番
札
所
な
り
。
元
禄
十
二
年

に
当
村
高
見
善
兵
衛

中
嶋
善
太
夫
発
願
し
村
人
之
に
随
喜
し
観
世
音
菩
薩
を
む
か
え
奉

ま
つ
り
、
大
谷
山
の
峰
に
安
じ
奉
ま
つ
る
。
雨
来
年
を
経
る
に
従

(HQ。8
)

い
堂
宇
破
壊
せ
り
。
寛
政
十
二
年
に
於
て
先
願
主
善
太
夫
の
末
葉

中
嶋
九
郎
右
衛
門
願
主
と
な
り
村
民
之
に
随
喜
し
て
現
在
地
に
移

(H
Qo
O
㊤
)

転
再
建
せ
り
。
文
化
六
年

(申
略
)
従
来
の
観
音
堂
を
改
め
て
大

谷
山
松
葉
庵
と
号
し
松
禅
寺

の
末
庵
と
定
め
た
り
。
之
を
記
し
て

末
葉
の
記
し
と
為
す
者
也
。
文
化
七
年
十

一
月
日
、
松
禅
寺
九
世

天
寧
十
世
乾
峰
誌
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
古
来
観
音
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の
霊
場
が
願
主
と
庶
民
の
合
力
に
よ

っ
て
開
か
れ
、
観
音
堂
と
称

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
後
に
移
建
さ
れ
住
侶
を

得
る
こ
と
に
な
り
、
妙
心
寺
派
の
松
禅
寺
の
末
寺
と
な
り
松
葉
庵

を
称
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
建
物
は
移
建
さ
れ
て
も
松
葉

庵

の
本
尊
は
観
音
で
あ
る
か
ら
古
来
の
本
尊
が
依
然
と
し
て
村
民

の
信
仰

の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
右
の
二
例
か
ら

堂
よ
り
庵
に
発
展
す
る
過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
の
他
に

も
寺

庵
や
堂
舎
の
本
尊
と
そ
の
名
称
の
間
に
は
非
常
に
深
い
関
係

の
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
し
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
和
歌
山
県

東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
大
字
色
川
高
野
の
竜
雲
庵
で
は

「
辻
堂
同

様
の
も
の
に
て
創
立
年
間
不
明
に
し
て

(中
略
)
只
寺
号
を
有
す

る
ば
か
り
云
々
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
は
現
在
が
辻
堂
同

然
と

い
う
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
は
堂
よ
り
庵
に
な
っ
た

と
い
う
よ
う
に
は
理
解
し
に
く
い
が
、
庵
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
辻

堂
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
及
び
庵
は
辻
堂
と
い
さ
さ
か
異

る
属
性
を
も

つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
建
物
は
辻
堂
同
然

で
あ
る
が
庵
に
は
宗
教
者
の
存
在
す
る
点

で
異
る
こ
と
を
示
す
例

と
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

第

二
の
類
型
の
堂
か
ら
寺
に
な

っ
た
も
の
の
例

の
福
岡
県
久
留

米
市
高
良
内
町
の
慈
童
寺
で
は

「
往
古
よ
り
観
音
堂
と
し
て
存

せ

(μ刈湊
)

し
が
寛
政
十
年
七
月
旧
藩
主
有
馬
家
側
室
恵
心
院

の
為
に
寄
附
物

(
H
o。
O
幽
)

あ
り
。
文
化
元
年
八
月
南
禅
寺
派
円
通
寺
の
末
寺
号
を
ゆ
ず
り
受

け
て
慈
童
寺
と
称
す
云
々
L
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
寺
は
観

音
を
本
尊
に
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
寺
号
を
称
す
る
以
前
観
音

堂
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
島
根
県
簸
川
郡
斐

(μO①μー
μO刈Qo)

川
村
の
吉
成
寺
で
は

「
寛
文
年
中
迄
は
寺
号
斗
り
殊
に
辻
堂
同
然

の
処
吉
祥
寺
開
山
雲
梁
和
尚

の
直
弟
祖
達
首
座
入
院
寺
建
立
永
々

一
ケ
寺
と
な
り
是
よ
り
吉
祥
寺
と
号
す
云
々
」

と
あ
り
、

住
僧
の

な
い
辻
堂
同
然
の
も
の
で
あ

っ
た
が
祖
達
が
住
侶
と
な

っ
て

一
寺

を
建
立
し
吉
成
寺
と
寺
号
を
称
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
第
三
の
類
型
即
ち
庵
か
ら
寺
に
な

っ
た
と
い
う
伝
承
を
有

す
る
寺
院
の
例
で
は
、
兵
庫
県
朝
来
郡
和
田
山
町
竹

の
観
音
寺
は

「
口
碑
に
よ
れ
ば
往
古
当
竹
田
観
音
町
に
春
日
の
作
と
称
す
る
観

(
Hα
◎o
b9
!

H
㎝
切
0
)

世
音
菩
薩
の
尊
像
あ
り
、
天
文
年
中
僧
某
霊
夢

に
感
じ
て
此
の
地

(H切刈ωー
同朝Obδ)

に
移
し
艸
庵
を
結
び
吉
祥
庵
と
号
す
。
天
正
年
中
僧
明
山
薮
に
聖

胎
長
養
す
る
こ
と
多
歳
、
如
法
綿
密
遠
近
帰
依
す
。
遂
に

一
寺
を

建
立
し
て
吉
祥
山
観
音
寺
と
号
す
」
と
由
緒

に
記
し
て
い
る
よ
う

に
、
無
名
の
僧
の
止
住
し
た
庵
か
ら
後
に
明
山
が
住
し
て
寺
に
な

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
し
か
も
曽

つ
て
ま
つ
ら
れ
て
い
た

の

本
尊
か
ら
寺
号
を
と
り
、
庵
号
を
そ
の
ま
ま
山
号
に
置
き
か
え
た

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
京
都
府
舞
鶴
市
城
屋
の
永
福

寺
は

「往
古
は
西
方
寺
と
号
す
、
時
代
宗
旨
と
も
不
詳
、
中
興
開

山
以
前
又
昌
林
庵
と
号
し
微
々
た
る
小
院
に
し
て
物
故
は
住
僧
三

人
あ
り
、
時
に
当
庵
三
世
栄
峰
の
本
師
閑
室
祖
田
師
を
京
都
の
恵
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日
山
中
よ
り
請
し
て
此
地
に
お
い
て
燕
息
せ
し
む
、
栄
峰
師
は
師

に
先

じ
て
物
故
す
、
又
師
弟
理
春
尼
嗣
を
住
庵
し
師
に
随
侍
す
、

然

る
時
に
余
田
村
字
倉
谷

(現
在
舞
鶴
市
倉
谷
)
東
山
寺
開
山
梅
天

師

は
祖
田
と
同
参
の
旧
知
己
を
以
て
則
ち
同
心
協
識
し
て
小
庵
改

創

せ
ん
こ
と
を
謀
り
理
春
尼
を
東
奔
西
走
せ
し
め
有
信
の
浄
財
を

募

り
基
礎
を
大
い
に
し
、
以
て
村
民
二
十
余
と
独
力
し
て
成
功
の

後
、
即
ち
閑
室
師
を
請
し
て
開
山
と
仰
ぎ
、

山

を
昌

林
山
と
号

し
、

寺
を
永
福
寺
と

称
す
云
々
」

と

そ
の
由
緒
を

述
べ
て
い
る

が
、
こ
の
地
に
曽

つ
て
西
方
寺
が
退
転
し
て
昌
林
庵
と
な
っ
た
の

か
、
或
い
は
西
方
寺
ど
昌
林
庵
が
並
列
的
に
存
し
て
い
た
の
か
は

直

ち
に
定
め
が
た
い
が
、
昌
林
庵
か
ら
永
福
寺
と
な

っ
た
こ
と
は

ほ
ぼ
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
も
こ
の
場
合
も
庵
号
が
山
号

と
な
り
、
寺
号
は
新
ら
し
く
命
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
を
ひ

く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
第
四
の
タ
イ
プ
堂
か
ら
庵
に
な
り
更
に
そ
れ
が
寺
に
な
っ

た
例
を
挙
げ
る
と
、
兵
庫
県
朝
来
郡

山

東

町

与
布
土
勝
福
寺
は

(嵩
認
)

「
元
微
々
た
る
観
音
堂
な
り
し
を
本
寺
慈
照
寺
笑
嶺
祖
梅
宝
暦
二

年

三
月
堂
宇
改
造
し
て
庵
室
と
な
し
、
老
後
居
住
す
、
依

っ
て
当

庵

(明
治
末
年
ま
で
は
勝
福
庵
と
称
す
)

の
中
興
と
す
云
々
」
と
あ

っ

て
、
も
と
観
音
堂
と
称
し
た
頃
の
仏
像
を
そ
の
ま
ま
勝
福
庵
の
本

尊

と
し
、
寺
号
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
依
然
と
し
て
こ

の
こ
と
に
は
変
化

の
な
か

っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
観
音
堂
で

あ

っ
た
頃
は
住
僧
が
不
在
で
あ

っ
た
ら
し
い
が
慈
照
寺

の
笑
嶺
和

尚
が
老
後
止
住
す
る
こ
と
と
な
り
、
い
さ
さ
か
旧
観
を
改
め
て
庵

と
な
し
、
観
音
堂
を
福
勝
庵
と
改
称
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ

し
て
明
治
の
末
年
以
降
に
庵
か
ら
寺
と
な
り
、
現
在
で
は
福
勝
寺

と
称
し
て
い
る
。

●

以
上
、

一
、
堂
か
ら
庵
に
、

二
、
堂
か
ら
寺
に
、
三
、
庵
か
ら

寺
に
、
四
、
堂
か
ら
庵
に
更

に
寺

へ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
史
的
展
開

の

例
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
史
的
展
開
は
禅
宗
妙
心

寺
派
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
各
宗
派
の
地
方
村
落
寺
院
に
も

適
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の

例
に
明

ら
か
な
よ
う

に
、
寺
か
ら
堂
に
若
し
く
は
寺
か
ら
庵
に
展
開
し
た
と
い
う
例
や

庵
か
ら
堂
に
と
い
う
変
遷
の
過
程
を
辿

っ
た
例
は
殆
ん
ど
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
村
落
寺
院

の
成
立
は
堂
か
ら

庵
に
更
に
は
寺

へ
と
展
開
し
た
か
若
し
く
は
堂
や
庵
か
ら
寺
に
発

展
し
た
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
尤
も
寺
や
庵
や
堂
が
退
転

し
て
廃
寺
、

廃
庵
、

鍛
堂
さ
れ
た

こ
と
は

数
多
く
あ
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
場
合
を
除
け
ば
無
名
村
落
寺
院

の
成
立

過
程
は
右
に
挙
げ
た
四
つ
の
タ
イ
プ
の
い
ず

れ
か
に
属
す
る
場
合

が
多
い
と
言
い
得
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
伝
承
を
も
有
し
な

い
開
創
由
緒
不
明
の

寺
院
や
、
中
央
地
方
の
有
力
檀
越
の
外
護
に
よ

っ
て
開
か
れ
た
と

い
う
寺
院
も
、
寺
号
を
称
す
る
以
前

に
そ
の
プ

ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
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て
の
堂
や
庵
で
あ
っ
た
こ
と
も
多
く
あ
る
と
推
測
し
得
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
今
は
こ
れ
ら
に
関
す
る
問
題
解
明
の
資
料
が
欠

如

し
て
い
る
か
ら
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
し
得

な

い

の
で
あ
る

が
、
将
来
綿
密
な
実
地
調
査
や
地
方
文
書
の
博
捜
に
よ
っ
て
解
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
先
に
挙
げ
た
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
辻
堂
が
村
民
の
協

力

に
よ
っ
て
草
創
さ
れ
た
場
合
は
多
々
あ

っ
た
が
こ
の
よ
う
な
場

合

は
と
も
か
く
、
堂
か
ら
庵

へ
の
展
開
に
関
す
る
伝
承
を
有
し
な

い
も
の
で
庵
か
ら
寺
に
な

っ
た
と

伝

え

る

も
の
も
あ
る
の
で
あ

(
同
①

る
。
即
ち
、
大
分
県
東
国
東
郡
安
岐
町
下
原
の
普
門
寺
は

「
延
宝

謹
)二

年
当
村
弁
指
役
を
相
勤
め
居
候
堂
悦
蔵
な
る
者
、
隠
居
所
を
自

家

の
附
近
に
庵
室
と
し
て
結
び
普
蔵
庵
と
号
し
雑
髪
し
て
正
悦
と

云

い
居
事
久
し
。
時
に
こ
の
庵
室
を
法
地
に
致
す
旨
杵
築
長
養
寺

に
就

て
妙
心
寺
末
寺
に
出
願
す
。
依

っ
て
速
や
か
に
妙
心
寺
直
末

(
一
Φ
㊤
O
)

普
門
寺
と
改
称
す
。
序
で
元
禄
三
年
領
主
松
平
杵
築
公
よ
り
寺
地

並
び
に
黒
印
を
被
付
置
候
也
」
と
由
緒
を
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
は

堂
悦
蔵
が
自
家
の
附
近
に
結
庵
し
て
隠
居
所
と
な
し
自
か
ら
正
悦

-と
法
号
を
称
し
頭
を
丸
め
て
僧
形
と
な

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
庵
と
号
し
、
法
名
を
称
し
て
も
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
私

的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
杵
築
の
養
徳
寺
を
介
し
て
妙
心
寺

の
末
寺
と
な
る
こ
と
を
願
い
出
て
許
さ
れ
、
公
的
な
寺
院
と
し
て

社
会
活
動
を
行
な
う
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
寺
名
は
普
門
寺
と

改
め
、
後
に
は
領
主
か
ら
寺
領
を
認
め
ら
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
名

実
共
に
寺
院
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
普
門
寺
の
例
は
他
の
村
落
寺
院

一
般

の
成
立
に
関
す
る

一

つ
の
タ
イ
プ
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
伝
承
資

料
か
ら
今
ま
で
未
解
決
で
あ

っ
た
村
落
寺
院

の
歴
史
的
展
開
を
推

定
す
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
る
。

も

っ
と
も
次
節
で
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
江
戸
時
代
に
布

か
れ
た
新
地
寺
院
建
立
の
禁
制
な
る
法
網
を
く
ぐ
る
た
め
の
手
段

と
し
て
、
恰
か
も
古
跡
地
で
あ
る
か
の
よ
う

に
そ
の
草
創
を
幽
遠

な
ら
し
め
よ
う
と
努
力
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
先
に
挙
げ
た
よ
う

な
伝
承
を
作
り
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
江

戸
時
代
に
至
り
こ
の
よ
う
な
堂
蕎
が
中
央

・
地
方
を
問
わ
ず
籏
出

し
た
結
果
と
し
て
、
法
的
な
新
寺
建
立
の
禁
制
と
な
っ
た
と
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
り
に
こ
の
禁
制
の
発
布
を
意
識
し
て
堂

蕎
が
古
跡
ら
し
く
見
せ
た
と
し
て
も
、
蕎
か
ら
の
寺
院
化
が
過
去

に
多
数
存
在
し
た
こ
と
が
後
に
こ
の
よ
う
な
寺
院
化
の
伝
承
を
作

り
上
げ
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ

る
と
思
う
。

三

 

(δ
ωH)

(ミ
旨
)

さ
て
、
江
戸
幕
府
は
寛
永
八
年
と
元
禄
五
年
の
両
度
新
地
寺
院

建
立
の
禁
制
を
布
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
つ
と
に
辻
善
之

助
博
士
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
寺
院
整
理
の
手
段
と
し
て
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行

な
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
、
寺
院
の
整
理
を
行
な
わ
ね

ば
行
政
的
に
も
支
障
を
来
す
ほ
ど
新
寺
院
が
族
出
し
た
こ
と
、
及

び
そ
こ
に
止
住
し
管
理
し
た
住
侶
が
余
り
に
も
低
俗
で
あ

っ
た
か

ら

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、庶
民
に
密
着
し
た
宗
教
家
は
有
名
諸
大
寺

に
住
す
る
名
僧
と
は
そ
も
そ
も
異
質
的
な
存
在
で
あ

っ
て
、
高
度

な
思
想
や
哲
学
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
欲
求
は
も
た
な
く
と
も
、

彼
等
は
庶
民
に
最
も
必
要
な
死
後
の
霊
魂
の
処
理
と
死
者
の
磯
を

は
ら
う
と
い
う
よ
う
な
、
古
代
的
霊
魂
視
念
に
基
づ
く
葬
送
習
俗

乃
至
祖
先
崇
拝
の
管
理
の
如
き
は
庶
民
的
宗
教
家
の
本
分
だ
あ

っ

た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
寧
日
な
き
宗
教
家
を
支
え
た
の
は
こ

れ
ま
た
名
も
な
い
多
く
の
庶
民
で
あ

っ
た
。
か
か
る
庶
民
階
級
は

中
世
の
後
半
期
以
降
に
徐
々
に
経
済
的
資
力
の
増
大
を
は
か
り
得

る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
ま
た
、
彼
等
の
自
治
的
団
結
の
紐
帯
と
し

⑯

て
彼
等
自
身
に
よ
る
堂
奄
の
建
立
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
前
節

に

お

い
て
記
し
た

兵
庫
県
出
石
郡
の
松
葉
庵
、

同
朝
来
郡
の
観
音

寺
、
京
都
府
舞
鶴
市
の
永
福
寺
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
た
だ
松

葉
庵
の
如
く
元
禄
年
聞

の
草
創

に
か
か
る
村
落
寺
院
も
事
実
多
く

存
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
観
音
寺

の
よ
う
に
往
古
観
音
像
が
あ
り
こ

れ
を
天
文
年
中
に
移
し
置

い
て
吉
祥
庵
と
な
し
天
正
年
中
観
音
寺

と
改
称
し
た
例
や
、
永
福
寺
が
創
立
年
代
、
所
属
宗
教
等
不
詳
と

し
て
い
る
例
な
ど
の
よ
う
に
、
適
確
な
文
献
や
伝
承
を
残
さ
な
い

た
め
に
論
証
し
え
な
い
け
れ
ど
も
、
村
落
寺
院
の
プ

ロ
ト
タ
イ
プ

と
し
て
の
堂
庵
が
既
に
中
世
末
期

に
は
幾
多
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
推
測
す
る
の
に
か
た
く
な
い
。
ま
た
徳
川
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン

禁
制
に
と
も
な
い
、
周
知
の
如
く
仏
教
寺
院
に
宗
門
改
、
寺
請
制

度
な
ど
の
宗
教
行
政
を
司
ど
ら
し
め
た
。

こ
の
こ
と
が
堂
庵
の
仏

教
寺
院
化
を
促
が
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
堂
庵
が
寺
院
に
先
行

し
て
既
に
全
国
的
に
広
く
か

つ
深
く
庶
民

の
間

に
分
布
し
て
い
た

か
ら
こ
そ
、

か
よ
う
な
宗
教
政
策
を

幕
府
も
と
り
え
た

の
で
あ

る
Q右

に
述
べ
た
如
く
、
庶
民
は
資
力

の
増
大

と
自
治
的
団
結
に
よ

り
堂
庵
の
創
立
な
い
し
そ
の
寺
院
化
を
は
か
っ
た
。
こ
こ
に
お
い

て
寺
院
に
止
住
す

べ
き
僧
侶
を
多
数
必
要

と
す
る
に
至

っ
た
。
か

か
る
需
要
を
充
分
に
満
す
ほ
ど
の
僧
侶
が
当
時

に
存
在
し
て
い
た

と
推
定
し
う
る
の
で
あ
る
が
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
は
次
節
に
お

い
て
お
こ
な
う
で
あ
ろ
う
。

四

さ
て
禅
宗
が
上
層
社
会
か
ら
基
層
社
会

へ
如
何
に
し
て
教
団
史

的

に
展
開
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
単
的
に
い
え
ば
多
数

の
庶
民
的
宗
教
者
が
そ
れ
に
寄
与
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

数
少
な
い
禅
の
宗
教
的
天
才
は
中
世
以
来
上
層
社
会
と
の
接
触
が

強
か

っ
た
が
、
か
か
る
宗
教
的
天
分
の
豊
か
な
僧
侶
を
生
み
出
す

母
胎
で
あ
り
且
つ
彼
等
を
支
え
た
幾
多
の
無
名
禅
侶
の
存
在
を
考
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慮

せ
ず
し
て
こ
の
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
無
名

無
数

の
下
級
の
禅
侶
こ
そ
は
自
己
の
宗
教
的
自
覚
を
深
め
る
た

め
、
且

つ
は
明
眼
の
師
に
参
ず
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
の
悟
道
の

正
否
を
試
み
る
た
め
に

「
携
草
参
玄
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ

る
如
く
、
諸
国
を
流
浪
し
行
脚
す
る
の
が
中
世
以
来
禅
僧
の
辿
る

常
軌
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
大
徳
寺
開
山
宗
峰
妙
超
は
師
の
南
浦

紹
明
か
ら
禅

の
本
旨
を
き
わ
め
て
の
ち
、
聖
胎
長
養
廿
年
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
自
己
の
宗
教
的
自
覚
を
深
め
る
た
め
に
流
浪
し
、
或

る
時

は
五
条
橋
下
で
乞
食
の
群
に
投
じ
て
彼
等
と
生
活
を
共
に
さ

㈹

れ
た
。
又
彼
の
弟
子
の
妙
心
寺
開
山
関
山
恵
玄
は
師
か
ら
印
可
を

得
て
の
ち
流
れ
流
れ
て
美
濃
の
伊
深
に
至
り
、
そ
の
由
里
で
長
ら

㈹

く
村

民
と
生
活
を
共
に
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
れ
わ
わ
れ
に
余
り

に
も
有
名
な
逸
話
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
宗
教
的
天

才
で
さ
え
も
行
脚
流
浪
乃
至
は
常
民
社
会

へ
の
帰
投
は
普
通

一
般

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
況
ん
や
修
道
中
の
禅
侶
が
師
を
述
め
て
遊
行

す
る
こ
と
は
当
然
で
あ

っ
た
。
現
在
で
も
禅

の
修
行
僧
を
雲
水
と

呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
こ
の
雲
水
こ
そ
は
勧
進
聖
、
遊
行
聖
と

質
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
は
た
ま
た
行
基
の
弟
子
乃
至
行

基

の
徒
と
称
す
る
修
験
の
行
者
や
、
弘
法
大
師
空
海
の
伝
説
を
持

ち
歩

い
た
高
野
聖
に
匹
敵
す
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

㈲

え
る
で
あ
ろ
う
。

か

よ
う
な
遊
行
性
の
強
い
禅
侶
即
ち
雲
水
が
過
去

に
お
い
て
無

数
に
存
在
し
て
い
て
庶
民
の
要
求
に
応
じ
て
辻
堂
や
草
奄
に
止
住

す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
兵
庫
県
朝
来
郡
和
田

山
町
寺
内
光
福
寺
で
は

「
昔
時
何
入
の
草
創

な
る
か
を
詳
か
に
せ

(目①旨
ー
)

ず
、
元
和
の
初
め
徳
首
座
な
る
者
寄
寓
す
る
こ
と
歴
年
、
其
後
言

(δ
課
)

家
の
僧
洞
門
の
徒
互
住
す
る
事

又
多
年
、

承
応
三
年

一
宙

禅
師

の
法
孫
贋
林
和
尚
錫
を
此
地
に
停
る
事
久
し
、
其
荒
亡
を
視
る
に

忍
び
ず
重
興
を
謀
る
云
云
」
と
記
し
、

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
太
田

村
大
居
正
宗
寺

の
由
緒

に
は
、
「
伝
え
聞
く

往
古
は
当
村
字
大
寺

地
谷
に
在
て
那
智
山
の
末
院
た
り
、
而
し
て
住
僧
久
し
く
絶
え
全

(同①悼幽-
日の蔭蔭)

く
頽
廃
し

空
院
と
な
る

こ
の
時

(寛
永
年
間
か
)
宗
僧
栄
古
蔵
主

来
り
錫
を
停
め
専
ら
郷
党
を
化
し
て
現
存
の
堂
舎
を
建
立
し
初
め

て
宗
門
に
帰
す
云
云
」
と
あ
り
、

広
島
県
福
山
市
靹
町
小
松
寺
は

(目8
QQ)

「
元
和
九
年
筑
後
の
国
久
留
米
梅
林
二
世
湘
山
大
和
尚
遍
歴
の
際

之
を
再
興
禅
門
と
な
す
云
云
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に

遊
行
僧

(雲
水
)
が
堂
庵
に
止
住
し
た
と
す

る
記
述
は

こ
の
他
に

も
多
数
見
ら
れ
る
が
、
ま
た
遊
行
僧
が
草
庵

を
結
ん
で
止
住
し
、

の
ち
に
は
こ
れ
が
寺
院
化
し
た
と
す
る
伝
承
も
多
数
あ
る
。
例
え

(置
に
)

ば
、
京
都
府
綾
部
市
物
部
町
自
得
寺
は

「
応
永
十
八
年
五
月
天
寧

寺
開
山
大
通
禅
師
の
高
弟

一
笑
禅
慶
此
の
地

に
来
り

一
の
草
庵
を

建
設
し
て
名
づ
け
て
如
意
庵
と
云
い
居
る
こ
と
数
年
去

っ
て
他
に

転
ず
、
故
に
こ
の
如
意
庵
も
又
随

っ
て
衰
退

に
帰
し
、
幾
星
霜

の

(膜
oo刈)

後
遂
に
廃
絶
す
る

に
至
る
。

其
後

天
正
十

五
年
五
月

一
僧
来
り
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(名
不
詳
)
右
如
意
庵
の
古
跡

に

一
寺
を
建
立
し
更
に
如
意
庵
自

得
寺
と
称
し
云
云
」
と
伝
え
、

大
分
県
宇
佐
郡
安
心
院
町
津
房
仏

(HGΩ幽bのi
μω亟駅)

厳
寺
に
は

「
北
朝
康
永
年
中
河
内
国
琳
公
院
な
る
者
乱
を
さ
け
て

当
津
房
郷
に
来
り
尾
立
村
八
幡
山
麓
に

一
宇
を
建
立
し
て
宝
雲
山

(葛
胡
)

仏
厳
寺
と
称
し
薬
師
如
来
を
安
置
す
。
北
朝
永
和
元
年
三
月
伽
藍

成
就
す
」
と
の
寺
伝
が
あ
る
。

右
に
挙
げ
た
寺
伝
に
見
ら
れ
冶
遊
行
僧
は
自
か
ら
は
修
道
の
為

の
遊
行
で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
他
面
、
彼
等
の
生
活
を
支
え
た
庶
民

は
単
に
彼
等
の
修
道
心
の
故
の
帰
依
や
、
単
純
な
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ

ィ
ー
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
も

っ
と
重
大
な
他
の
要
請
か
ら
彼

等
を
歓
迎
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

か

つ
て
柳
田
国
男
氏
が

『
毛
坊
主
考
」
に
お
い
て
、
半
僧
半
俗

の
庶
民
的
宗
教
家
即
ち
毛
坊
主
が
極
く
近
年
ま
で
諸
所
に
居
住
し

て
い
て
、
平
常
は
庶
民
と
変
ら
ぬ
生
活
を
し
な
が
ら

一
旦
村
落
内

に
死
者
が
出
た
時
は
法
服
を
着
し
て
葬
送
に
従
事
し
て
い
た
こ
と

を
述
べ
ら
れ
た
。

雲
水
と
呼
ば
れ
る
禅
宗

の
下
級
僧
で
修
道
の

後
、
偉
大
な
宗
教
家
と
し
て
後
世
に
名
を
残
し
、
著
名
寺
院
に
出

世

し
た
も
の
の
ほ
か
に
、
諸
国
遍
参
の
途
次
に
村
落
内
に
定
着
し

結
果
的
に
は
か
か
る
毛
坊
主
の
系
譜
に
連
な
る
下
級
の
庶
民
的
宗

教
者
と
し
て
世
を
終

っ
た
も
の
が
過
去
に
お
い
て
多
数
存
在
し
た

で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
先

に
挙
げ
た
寺
院
由
緒
の
伝
承
か
ら
も

推
測
に
難
く
な
い
。
し
か
し
こ
の
無
名
の
雲
水
が
毛
坊
主
と
同

一

の
系
譜
に
属
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
血
縁
的
な
も

の
で
は
な
く
、
村
落
内
に
お
け
る
毛
坊
主
の
職
能
を
雲
水
が
取

っ

て
か
わ

っ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
謂
わ
ば
毛
坊
主
の
職
業
的

分
化
で
あ
る
。

し
か
も
こ
れ
を
助
長
し
た
の
が
徳
川
時
代

の
邪
宗
禁
止
、
寺
請

(δ
旨
)

制
度
で

あ

っ
た
こ
と
は

否
定
し
え
な
い
。

慶
長

十
八
年
五
月
の

鋤

「
御
条
目
宗
門
檀
那
請
合
之
掟
」
に

「
一
死
後
死
骸
に
頭
剃
刀
を

　

　

　

　

　

　

与

へ
戒
名
を
授
る
事
、
是

ハ
宗
門
寺
之
住
持
死
相
を
見
届
て
、
邪

　

　

　

　

宗
に
て
無
之
段
、
燧
に
受
合
之
上
に
て
可
γ
致
二引
導
一、

能
々
可

遂
吟
味
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宗
門
寺
の
住
持
が
引
導
を
わ
た
さ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
事
情
が
堂
庵
の
宗
門

寺
院
化
を
強
く
促
が
し
た
と
同
時
に
、
毛
坊
宅
か
ら
葬
送
儀
礼
の

機
能
を
宗
僧
が
奪

っ
た
こ
と
は
容
易
に
理
解

さ
れ
る
。
し
か
し
必

ず
し
も
寺
院
の
住
持
に
よ

っ
て
の
み
葬
儀
引
導
が
行
な
わ
れ
た
の(旨

で
は
な
い
こ
と
は
次
の
文
書
か
ら
も
推
定
し
う
る
。
即
ち
、
寛
政

㊤
b。
)

四
年
に
脇
坂
淡
路
守
か
ら
の
問
い
合
せ
に
対
す
る
回
答
の

「
野
文

働

と
唱
極
貧
之
者
葬
式
之
事
」
に

「
一
此
儀
、
極
貧
窮
之
も
の
致
死

去
候
節
も
、
住
持
罷
越
、
引
導
之
法
修
行
致

し
、
取
置
事

二
御
座

　

　

　

　

　

候
、
然
共
施
主
方
よ
り
至
而
之
願
に
御
座
候
得

ハ
、
院
代
を
差
遣

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
取
置
候
儀
も
御
座
候
得
共
、

引
導
之
代

リ

ニ
野
文
と

申
を

遣

し
、
同
宿
之
僧
も
、
不
相
添
候
儀

ハ
、
宗
旨
之
定
式

ニ
ハ
無
御
座

候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
院
代
や
同
宿
の
僧
に
よ
っ
て
葬
儀
を
と
り
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行

な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
院
代
や
同
宿
の
僧
が
上
申
書
通

り
事
実
宗
門
所
属
の
下
級
僧
な
る
か
、
或

い
は
毛
坊
主
な
の
か
は

直

ち
に
定
め
が
た
い
が
、
極
貧
の
者
で
な
く
と
も
僻
遠
の
地
や
寒

村

に
お
い
て
は
住
持
以
外
の
も
の
の
存
在
と
そ
の
活
躍
は
認
め
ぎ

る
を
え
な
い
。五

村
落
寺
院
と
称
す
べ
き
禅
宗
妙
心
寺
派
の
寺
院
の
歴
史
的
展
開

を
か
え
り
み
る
と
、
中
世
の
末
期
か
ら
近
世
の
初
頭
に
か
け
て

一

般

庶
民
の
経
済
的
資
力
の
増
大
と
、
彼
等
の
自
治
的
団
結
か
ら
堂

庵
と
し
て
そ
の
建
立
造
営
を
み
る
に
至

っ
た
。
か
か
る
仏
堂

・
草

庵
が
禅
僧
の
意
識
的
な
創
建
に
よ
る
以
外
は
、
草
創
当
初
に
お
い

て
は
必
ず
し
も
禅
宗
所
属
の
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
ま
た
他
の

一

宗

一
派
と
本
末
関
係
を
有
す
る
も
の
で
も
な
か

っ
た
。
こ
れ
が
江

戸
時
代
に
至

っ
て
世
上

一
般
の
安
定
と
諸
制
度
の
整
備
な
ど
か
ら

形
式
的
に
は
寺
院
化
し
、
そ
こ
に
止
住
す
る
庶
民
的
宗
教
者
が
禅

侶

で
あ
る

場
合
に
は

宗
派
的
に
は
禅
宗
寺
院
の
地
位
を

確
定
し

た
。

か
か
る
傾
向
は

他
宗
派
に

お
い
て
も

同
様
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
即
ち
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、
千
葉
乗
隆
氏
に
よ
れ
ば
新

寺

建
立
の
ほ
か
、
道
場
の
寺
院
化
が
寛
永
初
年
以
来
急
激
に
多
数

㈲

訳

進
行
し
た
。
児
玉
誠
氏
に
よ
れ
ば
長
州
に
お
い
て
は
法
名
本
が
近

世
初
期

に
幕
藩
体
制
に
そ
い
つ
つ
寺
院
化

の
傾
向
を

帯
び
る
よ

う
に
な

っ
た
。
浄
土
宗
で
は
平
祐
史
氏
が
、

「
蓮
門
精
舎
旧
詞
」

記
載
の
寺
伝
を
検
討
し
て
、
惣
堂
、
惣
庵
、
惣
寺
な
ど
と
呼
ば
れ

る
寺
院
先
行
形
態
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、

こ
れ
が
浄
土
宗
寺
院

㈲

化
す
る
の
は
近
世
初
頭
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

か
よ
う
に
村
落
寺
院
は
特
定
宗
派
に
関
係

な
く
、
超
宗
派
的
に

近
世
初
期
に
お
い
て
そ
の
成
立
を
み
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

註ω

『
吾
妻
鏡
』
正
治

二

・
閏

二

・
十
二
、
十

三
の
条

(新
訂
増
補

『

国
史
大
系
』
第
三
十
二
巻
)
『
元
亨

釈
書
』
巻

二
伝
智
二

栄
西

の
条

(『
国
史
大
系
』
第

三
十

一
巻
)
参
照
。

②

『
聖

一
国
師
年
譜
』

嘉
禎

二
年
の
条

(『
大

日
本

仏
教
全
書
』
第

九
十
五
巻
)

『
沙
弥
行
恵
藤
原
道
家
家
領
処
分
案
』

(『
大
日
本
古
文

書
』
家
わ
け
第

二
十
東
福
寺
文
書
第

一

第
九
号
)
参

照
。

㈹

『
大
燈
国
師
行
状
』

(『
続
群
書
類
従
』
第
九
輯
下
)
参
照
。

ω

『
正
法
山
六
祖
伝
』

(『
大

日
本

史
料

』

六
の
廿

三
、

延
文

五

・

十
二

・
十

二
の
条
)
参
照
。

㈲

『夢
窓
国
師
年
譜
』
暦
応

二
年
の
条

(『
続
群
』
九

・
下
)
参
照
。

㈲

『寂
室
和
尚
行
状
』

『
江
州
永
源
寺
開
山
円
応
禅
師
行
状
』

(『
続

群
』
九

・
下
)
参
照
』

の

『
道
元
禅
師
行
実
』
、

『
永
平
三
祖
行
業
記

』

(『
続
群
』
九

・
上
)

参
照
。

㈲

前
掲

『
永
平

三
祖
行
業
記
』
参
照
。

働

『
洞
谷
五
祖
行

実
』

(『
曹
洞
宗
全
書
』
史
伝
部
上
)
参
照
。
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㈹

紬

(聖
護
寺
)
『
菊
地
武
時
本
領
安
堵
附
大
智
和
尚
事
』

(広
福
寺
)

『
菊
地
武
時
建
二
立
紫
陽
山
広
福
寺

一事
』

(『改

訂
史
籍
集
覧
』

通
記

類
第

三
冊
)
参
照
。

⑳

『
肥
後
州
大

慈
寺
開
山
寒
岩
禅
師
略
伝
』
(
『続
群
』
九

・
上
)
参

照
。

働

鈴
木
泰
山
氏

『
禅
宗

の
地
方
発
展
』
、

鷲
尾
順
敬
氏

『
日
本
禅
宗

聴
臓
諮
史
の
研
究
』
、
村
上
専
精
氏

『
禅
宗
史
綱
』、
荻
原
純
道
氏

『
日
本
申

世
禅
宗
史
』
、

こ
の
ほ
か
個
別
的
に
編
ま
れ
た
寺
史
類
は
略
す
。

㈱

笠
原

一
男
氏

『
申
世
に
お
け

る
真
宗
教

団
の
形
成
』
四

一
頁
以
下

お
よ
び
七

一
頁
以
下
参
照
。

働

寛
永
八
年

の

新
地
建
立
寺
院

の

停
止
に

つ
い
て
は

『
徳
川

禁
令

考
』
前
集
第
五

第

二
五
七
七
号
お
よ
び
第

二
五
七
九
号
、
元
禄
五

年
の
場
合

は
同
第

二
五
八
三
号
参
照
。

05

辻
善
之
助
氏

『
日
本
仏
教
史
』
近
世
編
之

二
、
三

二
四
頁
以
下
参

照
。

個

清
水
三
男
氏

『
日
本
申
世
の
村
落
』

二
〇
三
頁
参
照
。

㎝

『
正
法
山
誌
』

六

古
今
人
物

雑
録
上

宗
峰
寓

雲
居
寺
お
よ
び

『
狂
雲
集
』
題
大
燈
国
師
行
状
末
参
照
。

個

前
掲

『
正
法
山
六
祖
伝
』
参
照
。

㈹

堀

一
郎
氏

『
我
が
国
民
間
信
仰
史
の

研
究
』

五
来
重
氏

『高
野

聖
』
参
照
。

⑫①

定
本

『
柳
田
国
男
集

』
第

九
巻
参
照
。

⑳

『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第

五

第

二
六
七
〇
号
。

⑳

同
右
第

二
七
四
七
号

⑳

千
葉
乗
隆
氏

『
真
宗
道
場

の
形
態
ー
看
坊

か
ら
自
庵

へ
i
』

(『
真

宗
研
究
』
第
八
輯
)
参
照
。

⑳

児

玉
識
氏

『
近
世
的
寺
院

の
成
立

と
そ
の
本
質
-
真
宗
寺
院
に
お

け
る
長
州
型
の
考
察
i
』
(『
仏
教
史
学
』
第

三

・
四
合
併
号
)
参
照
。

25

平
祐
史
氏

「
惣
童
に
つ
い
て
ー
そ
の
発
展

・
機
能
1
」

(『
仏
教
文

化
研
究
』
第
九
号
)
参
照
。


