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阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察

国

蓮
知
信
仰
の
一
考
察
国

阿

音日

法

夫

こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
年
中
行
事
を
通
し
て
庶

民
H
門
徒
の
蓮
如
信
仰
の
諸
相
に
つ
い
て
概
観
し
て

き
た
と
こ
ろ
だ
が
、
今
回
は
、
個
人
の
信
仰
生
活
よ

り
な
が
め
る
蓮
如
信
仰
と
い
う
視
点
か
ら
論
を
進
め

て
み
よ
う
と
思
う
。

五
、
妙
好
人
に
み
る
蓮
如
信
仰

近
世
末
期
に
数
多
く
出
現
し
た
妙
好
人
に
は
蓮
如

へ
の
絶
対
的
帰
依
や
徹
底
し
た
臨
順
の
姿
勢
が
顕
著

に
み
ら
れ
、
蓮
如
信
仰
の
究
明
に
好
材
料
を
与
え
て

く
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
例
を
『
妙
好
人
伝
』
の
人
物

像
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

筆
者
は
先
に
寸
い
わ
ゆ
る
『
妙
好
人
伝
』
に
載
せ

ら
れ
た
篤
信
の
信
者
た
ち
も
、
御
文
(
章
)
の
教
え

を
心
の
さ
さ
え
と
し
て
、
説
教
の
く
り
か
え
し
の
中

か
ら
育
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
色
と
展
望
し
て

お
い
た
が
、
妙
好
人
と
現
在
で
も
尊
敬
さ
れ
慕
わ
れ

つ
づ
け
る
人
々
に
は
、
蓮
如
に
対
す
る
絶
対
的
随
順

の
姿
勢
が
宗
教
生
活
上
の
出
発
点
と
な
り
、
日
常
生

活
お
よ
び
信
仰
上
の
生
活
規
範
を
蓮
如
の
教
説
や
言

行
に
求
め
て
い
た
こ
と
を
『
妙
好
人
伝
』
よ
り
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

詳
し
く
ま
た
具
体
的
に
後
ほ
ど
述
べ
る
と
し
て
、
ま

ず
『
妙
好
人
伝
』
の
著
わ
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考

え
て
み
よ
、
7
0

蓮
如
示
寂
後
二

O
O年
余
り
を
経
た
江
戸
時
代
後

期
に
あ
っ
て
は
、
王
法
(
政
治
・
道
徳
な
ど
)
と
仏

法
と
の
一
体
関
係
を
説
い
て
民
衆
を
教
化
し
続
け
た

結
果
、
そ
れ
を
忠
実
に
実
践
す
る
人
々
が
多
く
世
に

出
た
。
次
々
に
現
わ
れ
た
一
文
不
知
の
下
層
階
級
の

実
践
者
の
中
に
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
理
想
的
な
信

仰
人
の
典
型
を
み
た
仰
誓
・
僧
純
・
象
王
た
ち
は
『
妙

好
人
伝
』
を
次
々
に
著
わ
し
版
行
し
て
い
っ
た
。
そ

こ
に
は
、
下
層
階
級
の
一
般
農
民
を
中
心
に
、
商

人
・
武
土
・
医
師
や
僧
侶
(
そ
れ
ら
の
家
族
を
含
む
)

な
ど
の
上
層
生
活
者
も
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
遊

女
・
乞
食
ま
で
も
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
『
妙
好
人

伝
』
は
前
後
六
篇
の
形
で
刊
行
さ
れ
、
刊
行
後
す
ぐ

に
真
宗
信
者
の
信
仰
生
活
上
の
模
範
と
な
り
、
教
科

書
と
も
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
布
教

者
側
の
門
徒
教
化
・
説
教
へ
の
大
き
な
話
題
提
供
と
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い
う
機
能
も
果
た
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

妙
好
人
を
真
宗
に
お
け
る
理
想
的
信
仰
人
と
評
価

す
る
由
縁
に
つ
い
て
、
山
本
命
氏
は

J
具
宗
教
学
の

歴
史
的
展
開
』
と
い
う
大
著
の
中
で
次
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
た
。
な
お
、
引
用
は
長
文
と
な
る
た
め
、

項
目
の
み
を
掲
げ
る
に
止
め
る
。

①
他
力
安
心
の
逆
対
応
性
。

②
「
私
一
人
の
た
め
の
思
」
に
生
き
る
こ
と
。

③
信
仰
生
活
に
お
け
る
即
物
的
具
象
的
表
現
。

④
真
宗
的
な
三
世
因
果
応
報
を
信
ず
る
。

⑤
妙
好
人
必
読
の
バ
イ
ブ
ル
。

*
山
本
氏
は
、
宗
祖
親
驚
選
述
の
「
正
信
偽
」

と
寸
和
讃
」
、
そ
し
て
中
興
蓮
如
の
「
御
文

(
章
)
」
の
三
書
を
一
示
す
。

⑥
今
世
に
お
け
る
和
光
同
塵
の
交
わ
り
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
⑤
の
必
読
の
書
の
一
つ

に
御
文
(
章
)
を
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
真
宗
宗

祖
親
驚
と
並
び
称
さ
れ
、
中
興
の
祖
と
仰
が
れ
た
蓮

如
の
教
説
が
、
真
宗
教
学
の
中
心
に
大
き
く
占
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
御
文

(
章
)
を
バ
イ
ブ
ル
の
一
つ
と
し
て
認
識
す
る
こ
と

自
体
が
本
願
寺
教
囲
内
部
に
お
け
る
蓮
如
信
仰
を
証

明
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
柏
原
祐
泉
氏
は
「
浄
土
仏
教
の
思
想
」
シ

リ
ー
ズ
の
一
つ
『
妙
好
人
』
と
い
う
著
書
の
中
で
、

近
世
期
に
お
け
る
妙
好
人
像
を
詳
細
に
論
述
さ
れ
た

が
、
そ
の
中
で
、
近
世
妙
好
人
の
原
像
で
あ
る
赤
尾

の
道
宗
の
信
仰
態
度
の
評
価
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

規
定
さ
れ
た
。

(
前
略
)
徳
川
時
代
の
法
主
順
応
の
姿
勢
は
、

善
知
識
絶
対
化
と
併
せ
、
『
御
文
』
の
制
誠
を
介

し
て
示
さ
れ
た
か
ら
、
道
宗
が
そ
の
先
人
と
し
て

理
想
化
さ
れ
え
た
こ
と
も
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(
中
略
)
蓮
如
個
人
、
あ
る
い
は
蓮
如
の
説
く

提
、
蓮
如
の
い
る
本
願
寺
な
ど
、
蓮
如
の
人
格
を

構
成
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
、
絶
対
的
な
随
順
を

一
不
す
宗
教
生
活
が
展
開
し
た
(
後
略
)

こ
こ
で
は
、
御
文
(
章
)
と
り
わ
け
そ
の
制
誠
類
が

赤
尾
の
道
宗
に
と
っ
て
宗
教
的
生
活
全
般
を
律
す
る

指
針
と
な
り
、
蓮
如
と
の
聞
に
絶
大
な
る
信
頼
関
係

が
生
ま
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
道
宗
の
姿
勢
・
信
仰
態
度
は
、
後
世
の
妙
好

人
達
の
心
の
中
に
確
実
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の

と
み
て
よ
い
だ
ろ
、
っ
。

す
な
わ
ち
、
蓮
如
と
い
う
本
願
寺
教
団
の
一
人
の

偉
大
な
存
在
そ
の
も
の
を
通
し
て
、
真
{
一
不
の
安
心
を

了
解
し
た
も
の
で
あ
り
、
蓮
如
が
の
こ
し
た
御
文

(
章
)
を
常
に
読
み
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の

生
身
の
声
を
聞
き
、
信
仰
生
活
の
中
心
に
据
え
て
き

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
、
幕
藩
体

制
・
身
分
制
度
な
ど
の
近
世
的
支
配
の
枠
に
は
め
ら

れ
な
が
ら
も
、
非
常
に
個
人
的
な
信
仰
上
の
生
活
を

営
々
と
送
り
続
け
た
妙
好
人
に
見
い
出
せ
る
の
で
あ

ヲ令。
次
に
『
妙
好
人
伝
』
の
出
版
動
向
に
つ
い
て
考
、
え

て
み
た
い
。
現
在
一
般
に
流
布
す
る
と
こ
ろ
の
妙
好

人
の
伝
記
類
は
、
個
々
の
伝
記
も
含
め
て
数
多
く
出

版
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
妙
好
人

伝
』
は
全
六
篇
の
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
双
伝
形
式
の

も
の
で
あ
る
。
各
篇
が
そ
れ
ぞ
れ
上
下
二
巻
の
構
成

と
な
り
一
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
各

篇
の
成
立
事
情
は
少
々
複
雑
で
あ
る
が
、
そ
の
大
略

に
つ
い
て
柏
原
氏
の
著
書
等
を
参
考
に
し
て
記
す
と

次
の
通
り
と
な
る
。

ま
ず
、
初
篇
に
つ
い
て
は
、
石
見
国
市
木
の
本
願

寺
派
浄
泉
寺
第
九
世
を
継
い
だ
仰
誓
(
享
保
六
年

i
寛
政
六
年
〈
一
七
二
一

j

一
七
九
四
〉
)
が
編
さ

ん
し
て
刊
行
さ
れ
ず
に
い
た
も
の
を
、
最
終
的
に
美
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濃
国
垂
井
の
向
派
専
精
寺
住
職
で
あ
る
僧
純
(
寛
政

三
年
i
明
治
五
年
〈
一
七
九
一

i
一
八
七
二
〉
)
が

天
保
二
二
年
(
一
八
四
二
)
に
よ
う
や
く
刊
行
し
た

も
の
で
あ
る
。
僧
純
は
ま
た
、
仰
誓
の
著
作
を
継
承

し
て
、
新
た
に
『
妙
好
人
伝
』
の
第
二
篇
か
ら
第
五

篇
ま
で
を
編
集
し
て
、
天
保
一
四
年
・
弘
化
四
年

(
一
八
四
七
)
・
安
政
三
年
(
一
八
五
六
)
・
同
五
年

に
そ
れ
ぞ
れ
を
刊
行
し
世
に
問
う
た
。
第
六
篇
に
つ

い
て
は
、
松
前
(
北
海
道
か
別
の
地
か
は
不
詳
)
の

象
王
(
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
不
詳
。
お
そ
ら
く
本

願
寺
派
の
僧
で
あ
ろ
う
と
柏
原
氏
は
述
べ
て
い
る
)

と
い
う
人
物
が
、
仰
誓
の
伝
記
の
続
編
と
し
て
独
立

し
て
編
さ
ん
し
た
も
の
を
、
僧
純
編
さ
ん
の
第
三
篇

と
第
四
篇
の
刊
行
年
次
の
聞
の
年
、
す
な
わ
ち
嘉
永

三
年
(
一
八
五

O
)
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
『
妙
好
人
伝
』
各
篇
は
、
当
時
の
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
僧
純
の
第
五
篇
刊
行
の
頃
よ
り

一
括
し
て
全
六
篇
の
形
で
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
『
妙
好
人
伝
』
全
六
篇
に
お
い
て
、
前
述

し
た
通
り
、
農
民
層
を
中
心
と
し
て
多
岐
に
わ
た
る

階
級
の
中
か
ら
一
五
七
名
も
の
多
数
の
真
宗
篤
信
者

を
登
場
さ
せ
て
い
る
。

「
妙
好
人
」
と
い
う
呼
び
名
は
、
も
と
も
と
浄
土

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察

伺

真
宗
に
お
け
る
念
仏
者
一
般
を
指
し
て
い
た
に
す
ぎ
藩
体
制
と
い
う
政
治
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
没

な
か
っ
た
が
、
『
妙
好
人
伝
』
が
世
に
出
る
に
至
っ
個
性
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

で
、
在
俗
の
草
の
根
の
篤
信
者
を
特
に
「
妙
好
人
」
本
願
寺
教
団
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
柏
原
氏
も
論
じ
て
お
ら
れ
の
本
願
寺
教
団
は
、
東
西
両
本
願
寺
の
法
主
(
門
主

た
が
、
『
妙
好
人
伝
』
初
篇
序
に
も
同
趣
旨
の
文
が
と
も
宗
主
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
)
を
頂
点
と
す
る
ピ

み
え
る
の
で
次
に
引
用
し
て
お
こ
う
。
ラ
ミ
ッ
ド
形
の
支
配
体
制
を
設
定
し
て
い
た
。
歴
代

(
前
略
)
石
見
な
る
浄
泉
寺
の
先
師
実
成
院
、
の
法
主
を
「
大
善
知
識
・
善
知
識
様
し
と
し
て
崇
い

そ

の

こ

と

主
(
真
実
信
心
の
人
お
ほ
か
る
中
に
も
、
殊
に
す
ぐ
で
、
寺
請
制
度
や
壇
家
制
と
い
う
枠
の
中
、
全
国
的

の

り

あ

と

れ
て
世
の
人
の
範
と
も
な
る
べ
き
跡
し
あ
れ
ば
、
な
規
模
で
教
団
の
組
織
が
で
き
上
っ
て
い
た
。
大
き

き

く

し

る

あ

つ

め

閉
ま
ま
に
記
し
、
見
る
ま
ま
に
集
て
、
妙
好
人
伝
な
組
織
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
御
免
物
へ
の
礼

と
な
づ
け
ら
れ
し
は
、
今
よ
り
後
の
世
の
人
を
こ
金
す
な
わ
ち
志
納
金
制
度
が
重
宝
さ
れ
た
。
本
尊
・

の

り

ゅ

う

い

ん

し

ん

じ

よ

う

ぼ

う

ぶ

つ

と

ん

の
法
に
誘
引
せ
ん
た
め
、
尚
、
真
成
報
仏
恩
の
名
号
の
下
附
か
ら
御
絵
伝
の
下
附
ま
で
に
至
る
種
々

ふ

ん

だ

り

一
助
に
も
と
の
心
に
て
、
か
の
光
明
大
師
分
陀
利
の
御
免
物
に
対
す
る
礼
金
は
、
本
願
寺
の
経
済
・
経

の
た
ま

を
諭
し
て
妙
好
華
と
も
名
、
つ
く
と
宣
ひ
て
、
念
仏
営
を
大
き
く
支
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

者
を
も
又
妙
好
人
と
名
づ
け
た
ま
は
れ
ば
、
此
書
志
納
金
制
度
は
、
そ
の
最
初
は
門
徒
か
ら
の
自
由

を
も
妙
好
人
伝
と
題
せ
ら
れ
た
る
に
こ
そ
あ
ら
め
、
意
志
・
裁
量
に
よ
る
本
山
へ
の
寄
付
金
ま
た
は
御
布

(

以

下

略

)

施

と

い

う

形

で

あ

っ

た

は

ず

で

あ

る

。

し

か

し

、

教

こ
の
文
は
、
仰
誓
の
門
人
と
な
っ
た
出
雲
国
安
来
の
団
体
制
が
よ
り
強
固
に
な
る
に
従
い
、
賦
課
金
・
納

本
願
寺
派
徳
応
寺
の
誓
鎧
と
い
う
人
物
に
よ
る
序
文
税
金
と
い
う
性
格
に
転
じ
、
現
在
で
は
割
当
金
と
し

の
一
部
で
あ
る
が
、
よ
く
『
妙
好
人
伝
』
の
編
さ
ん
て
確
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
趣
旨
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
教
学
的
に
み
て
み
る
と
、
蓮
如
の
遣
さ
れ

「
妙
好
人
L

の
み
に
限
ら
ず
、
近
世
に
お
い
て
は
た
旋
類
を
中
心
に
御
文
(
章
)
が
そ
の
主
流
を
占
め

農
民
・
商
人
な
ど
一
般
人
は
、
身
分
制
度
の
も
と
幕
る
こ
と
に
な
り
、
蓮
如
の
主
張
し
た
王
法
為
先
の
考
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え
方
が
近
世
本
願
寺
に
お
け
る
教
学
理
論
の
骨
格
と

し
て
、
整
備
さ
れ
体
系
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
、
御
文
(
章
)
の
理
論
と
相
容
れ
な
い
と

い
う
理
由
で
も
っ
て
近
世
に
お
け
る
異
安
心
を
次
々

に
駆
逐
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
蓮
如
は
「
弥
陀
を

タ
ノ
ム
こ
と
に
よ
り
信
心
を
獲
れ
」
と
い
う
立
場
で

あ
っ
た
。
そ
の
教
え
を
当
時
の
一
般
の
人
々
に
も
理

解
で
き
る
言
葉
で
表
現
し
た
も
の
が
御
文
♀
き
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
世
の
真
宗
教
団
指
導
者
層
に

と
っ
て
蓮
如
が
あ
ま
り
に
も
偉
大
で
あ
っ
た
た
め
か

彼
を
越
え
る
者
も
そ
う
多
く
な
く
、
結
局
の
と
こ
ろ

御
文
(
章
)
が
近
世
の
真
宗
教
学
に
お
け
る
既
成
概

念
と
な
り
、
絶
え
ず
金
科
玉
条
視
き
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
。
歴
代
法
主
に
あ
っ
て
は
、
信
心
(
宗
意
安

心
)
や
生
活
態
度
に
関
し
て
、
御
文
(
章
)
の
語
句

を
結
ぎ
合
わ
せ
て
文
章
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の

ま
ま
を
転
写
し
て
署
名
の
み
を
し
た
だ
け
の
も
の
を

自
分
の
消
息
と
し
て
発
し
て
い
る
ほ
ど
の
御
文

(
章
)
至
上
主
義
の
弊
害
を
み
る
の
で
あ
わ
)

以
上
の
よ
う
な
動
向
が
近
世
の
真
宗
教
団
内
部
に

み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
再
ぴ
『
妙
好
人
伝
』
へ
日

を
向
け
て
み
る
と
、
前
述
し
た
通
り
、
妙
好
人
に
あ

っ
て
は
、
蓮
如
の
教
え
を
一
心
に
信
じ
込
み
、
蓮
如

の
御
文
(
章
)
特
に
提
類
に
規
定
さ
れ
た
事
項
を
よ

く
遵
守
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
つ
い

て
、
『
妙
好
人
伝
』
の
中
か
ら
繁
を
嫌
わ
ず
拾
っ
て

よ
り
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。

ω、
石
州
九
兵
衛
(
初
篇
上
)
:
:
:
石
見
国
邑
智

郡
亀
谷
村
の
百
姓
高
烏
の
九
兵
衛
は
、
元
来
そ
の
性

質
猛
々
し
く
、
ま
た
負
け
ず
嫌
い
な
所
も
あ
っ
た
が
、

真
宗
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
る
と
自
然
に
物
腰
が
優

し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
理
由
を
聞
い
て
み
る
と
、

え

「
蓮
如
上
人
の
御
物
語
に
、
信
を
獲
ば
同
行
に
荒
く

い

わ

や

わ

物
を
も
云
ば
、
心
も
和
ら
ぐ
へ
き
な
り
、
と
仰
せ
ら

れ
し
御
言
葉
を
良
く
守
り
て
喜
び
け
る
」
た
め
で
あ

っ
た
と
い
、
7
0

問
、
和
州
清
九
郎
(
同
前
)
:
:
:
大
和
国
吉
野
郡

鉾
立
村
の
清
九
郎
は
生
ま
れ
つ
き
魯
鈍
で
は
あ
っ
た

が
、
親
に
も
奉
公
先
の
主
人
に
も
孝
を
尽
す
人
柄
で

あ
っ
た
。
壮
年
に
な
っ
て
真
宗
の
信
者
と
な
っ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
入
信
の
き
っ
か
け
を
聞
く
と
、
次

の
よ
う
に
答
え
た
と
い
う
。
飯
貝
の
本
善
寺
で
宝
物

披
露
が
あ
っ
た
折
、
「
宝
物
の
中
に
蓮
如
上
人
御
所

う

ぐ

い

す

か

ご

き

け

さ

え

ず

持
の
象
牙
の
鴛
寵
あ
り
、
鴬
は
法
を
聞
と
鳴
る
烏

し
よ
う
が
ん

な
れ
ば
と
て
、
蓮
如
上
人
御
病
中
の
湖
、
御
賞
翫

あ
り
し
因
縁
を
聞
て
、
年
頃
、
我
に
法
を
聞
と
の
催

促
な
ら
ん
と
初
め
て
心
づ
き
、
其
よ
り
大
切
に
法
を

と

う

ほ

ど

(9)

聞
に
つ
け
て
、
本
願
の
貴
と
さ
程
も
身
に
知
り
」
ま

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
日
頃
樵
木
の

仕
事
を
し
て
い
た
が
、
鴬
が
付
か
ず
離
れ
ず
彼
の
ま

わ
り
を
飛
び
回
っ
た
こ
と
を
不
思
議
が
っ
て
い
た
が
、

こ
れ
で
合
点
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ω、
伊
州
六
兵
衛
(
初
篇
下
)
:
:
:
伊
賀
国
上
野

の
長
田
屋
六
兵
衛
は
一
生
貧
し
か
っ
た
が
、
そ
れ
を

悲
し
む
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
本
願
を
深
く
信
じ
、

信
心
堅
固
の
人
で
あ
っ
た
。
臨
終
の
少
し
前
、
僧
の

仏
前
勤
行
と
御
文
二
通
の
拝
読
を
受
け
た
が
、
そ
の

お

さ

か

え

ち

ょ

う

ず

際
、
六
兵
衛
は
「
起
返
り
手
水
し
て
、
但
心
に

ち
ょ
う
も
ん

聴
聞
し
て
涙
を
流
し
、
き
て
/
¥
有
難
御
事
か
な
、

此
程
は
仏
前
の
勃
行
の
声
も
絶
た
る
に
、
貴
僧
御
来

臨
に
て
勤
行
・
御
文
を
聴
聞
仕
り
候
と
て
、
勇
し

く
L

称
名
し
た
と
い
う
。

刷
、
常
州
忠
左
衛
門
(
同
前
)
:
:
常
陸
国
鹿
島

郡
の
忠
左
衛
門
は
壮
年
に
な
っ
て
妻
に
先
立
た
れ
た

が
、
後
世
の
志
が
強
か
っ
た
の
で
、
禅
宗
・
真
言
宗

に
浄
土
宗
、
さ
ら
に
日
蓮
宗
と
改
宗
す
る
こ
と
三

O

年
余
り
に
及
ん
だ
。
後
妻
が
真
宗
の
本
尊
を
拝
礼
し

て
い
る
の
を
見
径
め
た
が
、
妻
よ
り
詳
し
く
弥
陀
の

本
願
の
お
謂
れ
を
聞
き
、
一
通
の
御
文
章
を
聞
い
た
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お
お
い

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
忠
左
衛
門
は
「
大
に
落

れ
九
お
り
念
。

a
C
4
t
、

涙
し
、
日
頃
の
不
審
忽
ち
晴
れ
、
扱
も
有
難
き
事

お
お
き

な
り
と
て
大
に
喜
び
、
か
〉
る
尊
と
き
御
法
を
な
ぜ

今
ま
で
教
へ
ざ
る
ぞ
と
、
或
は
恨
み
或
は
喜
び
、
更

に
正
体
な
か
り
け
り
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
五
帖
御
文
一
部
を
妻
か
ら
も
ら
い
順
次
読
ん
で

い
た
が
、
神
明
三
ケ
条
の
段
で
ほ
ろ
ほ
ろ
と
泣
い
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
神
明
の
御
本
意
を
初
て

お
い
わ
れ

知
し
っ
た
か
ら
で
、
「
弥
陀
の
本
願
の
御
請
の
聞
え

た
は
、
全
く
神
明
の
御
方
便
の
現
れ
と
思
へ
ば
、
有

難
い
や
ら
忽
体
な
い
や
ら
と
云
て
、
泣
い
た
り
喜
ん

だ
り
」
し
た
と
い
う
。

刷
、
越
前
荒
川
想
右
衛
門
(
同
前
)
:
:
:
越
前
回

福
井
の
郷
の
臣
に
荒
川
想
右
衛
門
と
い
う
禄
四
五

O

石
の
侍
が
あ
っ
た
。
彼
の
家
は
代
々
浄
土
宗
で
あ
っ

た
の
で
、
深
く
念
仏
を
信
じ
て
い
た
。
念
仏
に
縁
の

あ
る
書
物
を
見
か
け
る
と
購
入
し
て
は
読
ん
で
い
たよ

み

の
で
あ
る
が
、
「
或
時
、
蓮
如
上
人
の
御
文
章
を
読

お
お
い

て
、
大
に
感
嘆
し
て
真
宗
に
傾
」
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

五
帖
日
の
寸
此
心
の
露
塵
程
も
疑
無
れ
ば
L

と
い
う

句
に
不
審
を
抱
き
、
あ
る
学
者
を
招
待
し
て
尋
ね
た

と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
た
御
文
(
章
)
の
論
理
で
教
、
ぇ
諭

さ
れ
た
。
彼
は
、
「
大
に
喜
び
、
か
く
聴
聞
申
候
へ

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察

国

ば
疑
は
ん
と
す
れ
ど
も
疑
は
れ
申
さ
ず
、
相
時
々
有
難

き
御
法
か
な
、
今
こ
そ
多
年
の
疑
は
晴
ぬ
る
」
と
感

謝
し
て
大
信
心
の
行
人
と
な
っ
た
。

刷
、
加
州
久
兵
衛
娘
(
同
前
)
:
:
加
賀
国
金
沢

姥
町
の
鍵
屋
久
兵
衛
に
は
今
年

7
歳
に
な
る
お
な
む

と
い
う
娘
が
あ
っ
た
。
こ
の
娘
は
、
正
月
よ
り
順
次

お
ひ
も
と
き

読
ん
で
い
く
御
文
の
御
紐
解
を
聞
い
て
、
「
に
ぎ
り

葉
の
蓮
の
い
は
れ
や
御
紐
解
L

と
詠
ん
だ
と
い

う
。
こ
の
事
が
時
の
御
門
主
に
ま
で
聞
え
て
召
出
さ

去
っ
て
な

れ
た
。
今
度
は
「
う
つ
む
い
た
と
こ
が
台
や
す

み
れ
草
L

ー
と
申
し
上
げ
た
。
御
門
主
に
あ
っ
て
は

寸
大
い
に
感
賞
ま
し
/
¥
け
る
と
な
り
」
、
彼
女
は

大
人
顔
負
け
の
信
心
領
解
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

問
、
江
戸
庄
之
助
(
二
篇
上
)
:
:
:
江
戸
塩
屋
町

の
庄
之
助
は
火
消
の
役
を
勤
め
て
い
た
が
、
母
の
た

っ
て
の
願
い
に
退
い
て
い
た
。
母
に
対
す
る
孝
行
か

ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
元
来
仏
と
も
法
と
も
知
ら
ぬ
強

気
の
者
で
、
他
人
の
参
詣
恭
敬
の
姿
を
見
て
は
あ
ざ

笑
っ
て
い
た
が
、
あ
る
時
ふ
と
立
ち
聞
き
し
た
白
骨

の
御
文
(
章
)
に
何
が
し
か
の
有
難
き
を
感
じ
て
、

そ
の
家
の
お
や
じ
に
も
う
一
度
聞
か
せ
て
ほ
し
い
と

頼
み
込
ん
だ

Q

お
や
じ
は
何
の
虫
が
刺
し
た
か
と
笑

い
な
が
ら
も
何
遍
も
読
み
聞
か
せ
た
と
こ
ろ
、
庄
之

助
は
一
心
不
乱
に
聞
い
て
い
た
が
、
「
双
眼
よ
り
、

支』

4
k
A
C

ザー
、

は
ら
/
f
¥
と
涙
を
流
し
、
扱
々
有
難
き
御
教
化
か
な
、

あ
ざ
け

此
を
今
ま
で
噺
り
奉
つ
り
し
は
邪
見
と
や
云
は
ん
、

な
が

外
道
と
や
云
は
ん
、
我
身
乍
ら
も
空
恐
し
く
、
口
の

か
い
げ
ざ
ん
け

歪
ま
ざ
る
も
不
思
議
な
り
と
改
悔
機
悔
し
、
忽
ち
仰

信
に
な
ら
れ
し
と
な
り
L

、
そ
の
後
、
遠
く
に
あ
る

手
次
寺
へ
の
参
詣
も
毎
日
の
よ
う
に
続
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

刷
、
播
州
五
左
衛
門
(
同
前
)
:
:
:
播
磨
国
美
濃

郡
三
木
明
石
町
の
晴
龍
寺
の
門
徒
に
形
屋
五
左
衛
門

と
い
う
人
が
あ
っ
た
。
あ
る
時
八
ケ
条
の
御
文

(
章
)
を
聞
い
て
、
生
ま
れ
つ
き
酒
が
嫌
い
な
の
で
、

こ
の
誠
め
だ
け
は
自
分
と
は
関
係
が
な
い
と
今
ま
で

思
っ
て
き
た
が
、
今
よ
く
よ
く
考
、
え
て
み
れ
ば
「
御

す

ぺ

や

め

法
座
聴
聞
の
邪
魔
に
な
る
事
を
総
て
止
よ
と
の
御
教

す
き

一
不
ぞ
と
思
ひ
し
ら
さ
れ
て
、
其
よ
り
好
な
る
碁
・
将

さ

っ

ぱ

り

(

凶

)

棋
を
薩
張
と
止
ら
れ
」
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

側
、
美
濃
国
教
順
(
二
篇
下
)
:
:
:
美
濃
国
武
芸

郡
大
矢
田
村
の
留
右
衛
門
と
い
う
信
者
は
、
手
次
寺

で
剃
髪
し
法
名
を
教
順
と
い
っ
た
。
常
に
法
義
を
喜

び
、
い
つ
も
に
こ
に
こ
と
し
て
い
た
。
仕
事
を
片
付

け
て
か
ら
寺
参
り
を
し
よ
う
と
し
て
、
結
局
不
参
勝

ち
に
な
る
の
を
反
省
し
て
寸
中
興
上
人
は
仏
法
の
事
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を
先
に
せ
よ
と
仰
せ
ら
る
冶
は
実
に
金
言
な
り
と
心

づ
き
、
其
よ
り
改
め
て
七
日
の
御
法
舎
と
あ
れ
ば
、

先
づ
初
の
三
日
に
参
詣
を
致
し
、
後
の
三
日
に
仕
事

を
働
き
申
べ
し
と
決
し
て
、
初
座
よ
り
参
り
候
へ
ば
、

き
ょ
う
げ
と
う
と

御
教
誇
が
貴
く
な
り
て
、
唯
今
は
七
日
の
間
全
く

聴
聞
が
出
来
候
う
と
云
て
喜
一
白
つ
つ
寺
参
り
を
し

て
い
る
。

側
、
大
坂
幼
児
(
四
篇
上
)
:
:
:
摂
津
国
大
坂
の

尼
崎
橋
の
ほ
と
り
に
住
む
吉
野
屋
大
蔵
の
一
家
は
、

御
法
儀
を
厚
く
喜
ぶ
家
族
で
あ
っ
た
。
病
弱
な
喜
一

郎
と
い
う
子
も
い
っ
し
ょ
に
御
法
座
へ
詣
で
る
毎
日

で
あ
っ
た
。
彼
は
七
歳
で
早
死
し
た
が
、
そ
の
折
々

に
語
る
内
容
は
す
べ
て
宗
旨
に
叶
っ
て
い
た
。
あ
る

時
、
祖
母
に
尋
ね
た
。
「
御
文
章
に
寝
て
も
覚
め
て

も
称
名
念
仏
申
せ
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ど
、
私
は
寝
た

ぱ

ぱ

時
は
称
え
ら
れ
ぬ
と
云
へ
ば
、
祖
母
答
へ
て
、
昼
は

ゃ
ん

散
乱
が
止
だ
ら
称
へ
よ
、
夜
は
日
が
覚
め
た
ら
称
へ

喜
べ
と
聴
聞
し
て
居
る
ぞ
よ
と
云
け
れ
ば
、
そ
ん
な

ら
祖
母
さ
ん
、
油
断
な
く
喜
べ
と
仰
ら
る
、
事
か
と

云
ば
、
成
程
そ
ふ
じ
ゃ
/
¥
と
誌
ば
、
小
児
一
波
を
流

し
て
喜
」
ん
だ
と
い
、
7
こ
と
で
あ
っ
た
。

側
、
越
中
能
与
女
(
四
篇
下
)
:
:
:
越
中
国
射
水

郡
一
羽
村
の
長
右
衛
門
に
は
二
六
歳
に
な
る
一
人
娘

の
よ
が
い
た
。
彼
女
は
御
法
儀
に
厚
く
念
仏
を
喜
ぶ

人
で
あ
っ
た
が
、
大
病
に
か
か
り
床
に
臥
せ
る
こ
と

お
ん
き

に
な
っ
た
。
蓮
如
様
の
三
五

O
回
御
忌
御
引
上
の
法

要
の
頃
に
一
度
本
服
し
た
か
に
み
え
た
が
、
す
ぐ
に

ま
た
病
床
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
死
期
を
悟
っ
た
彼

女
は
、
自
分
の
極
楽
往
生
の
印
と
し
て
竹
よ
り
芽
が

出
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
遺
言
を
残
し
た
。
彼
女
の
死

後
遺
言
の
通
り
に
灯
篭
の
竹
二
本
を
六
段
に
切
り
灰

塚
に
差
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
果
し
て
そ
の
う
ち
の

二
本
が
芽
を
出
し
青
々
と
育
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
奇
瑞
霊
験
は
四
方
の
村
々
に
ま
で
広
ま
り

見
物
人
が
群
集
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
勢
の
人
々

が
集
ま
り
す
ぎ
た
た
め
、
領
主
に
よ
っ
て
垣
根
で
固

ま
れ
て
し
ま
い
出
入
禁
止
の
処
置
が
と
ら
れ
た
。
こ

れ
を
聞
い
た
あ
る
僧
は
「
誠
に
末
代
の
奇
特
と
や
云

べ
し
、
最
も
射
水
砥
波
の
両
郡
は
其
頃
三
業
の
固
執

の
徒
多
か
り
し
に
、
此
奇
瑞
を
見
聞
し
て
酢
抗
す
る

も
の
数
多
し
、
全
く
中
興
上
人
の
感
応
な
る
べ

h

と
思
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

問
、
石
川
善
右
衛
門
(
五
篇
下
)
:
:
:
岩
見
国
浜

田
領
那
賀
郡
跡
市
村
の
小
武
善
右
衛
門
は
殺
生
好
き

な
性
格
で
あ
っ
た
が
、
中
年
の
頃
よ
り
そ
れ
ま
で
信

仰
し
て
い
た
禅
宗
か
ら
真
宗
に
帰
し
て
か
ら
、
人
と

争
う
事
な
く
仏
恩
を
感
謝
す
る
人
に
変
っ
た
。
本
山

よ
り
如
来
尊
像
を
始
め
御
文
(
章
)
・
御
和
讃
ま
で

頂
い
て
、
朝
夕
の
勤
行
も
懇
ろ
に
勤
め
続
け
た
と
い

う
。
そ
の
よ
う
な
温
厚
な
彼
は
、
村
役
を
勤
め
る
に

も
、
名
声
を
得
ょ
う
と
い
う
気
は
な
く
何
度
も
断
っ

た
が
、
彼
が
長
期
間
勤
め
る
結
果
に
な
っ
た
。
善
右

衛
門
の
勤
め
て
い
る
期
間
は
村
中
が
平
穏
に
な
る
か

ら
で
あ
っ
た
。
「
此
人
の
信
徳
に
て
、
近
村
ま
で
見

習
ひ
、
御
法
儀
の
上
よ
り
捉
を
如
実
に
守
」
る
か
ら

で
あ
っ
た
と
い
う
。

側
、
泉
州
五
郎
右
衛
門
(
同
前
)
:
:
:
和
泉
国
日

根
郡
岡
田
浦
の
西
光
寺
に
西
野
五
郎
右
衛
門
と
い
う

門
徒
が
い
た
。
性
格
は
魯
鈍
で
は
あ
っ
た
が
、
本
願

の
不
思
議
を
信
じ
て
稀
有
の
信
者
で
あ
っ
た
。
彼
の

家
で
は
、
例
年
一
一
月
一
九
日
に
報
恩
講
を
勤
め
る

の
で
あ
る
が
、
あ
る
年
は
早
め
の
一
三
日
に
お
取
越

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
胸
の
病
気

が
重
く
、
自
分
が
死
す
る
前
に
勤
め
て
し
ま
い
た
い

か
ら
で
あ
っ
た
。
報
恩
講
当
日
、
彼
は
住
職
・
新
発

智
を
も
招
待
し
、
同
行
の
前
で
は
い
つ
も
よ
り
心
浮

き
浮
き
と
喜
ん
で
い
た
。
「
今
宵
浄
土
に
往
生
を
遂

る
な
り
、
御
文
章
は
白
骨
の
御
文
を
頂
き
給
え
と
願

ひ
、
最
殊
勝
に
聴
聞
し
終
て
、
何
日
も
よ
り
可
嘩
に
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参
詣
の
衆
へ
も
酒
飯
茶
等
出
し
」
て
、

A
7
生
の
別
れ

を
惜
し
ん
で
、
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
た
と
い
う
。

側
、
能
州
四
郎
左
衛
門
(
同
前
)
:
:
:
能
登
国
鹿

島
郡
小
竹
村
の
四
郎
左
衛
門
と
い
う
人
は
、
生
ま
れ

つ
き
柔
和
な
性
格
で
、
若
い
時
よ
り
人
と
争
う
こ
と

な
く
、
常
に
親
を
大
切
に
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
仏

法
を
深
く
信
じ
、
日
々
仏
法
三
昧
の
信
仰
生
活
を
送

っ
た
と
い
う
。
寸
此
人
朝
夕
御
文
章
を
聴
聞
す
る
に

ゃ
の
ま
zm

も
法
昧
を
甘
ん
じ
て
、
中
興
上
人
の
御
教
示
即
ち
祖

師
聖
人
の
御
教
示
な
り
、
私
が
愚
か
な
る
ゆ
え
再
び

蓮
如
上
人
と
現
れ
給
ひ
て
、
八
十
余
通
の
御
形
見
を

く
く
め

御
残
下
さ
れ
て
、
箸
を
持
て
含
る
よ
う
に
教
給
へ
ば

こ
そ
、
名
を
だ
に
も
知
ら
ぬ
御
法
を
間
保
つ
身
に
な

し
下
き
れ
し
事
の
有
難
や
と
常
に
喜
一
向
念
仏
し
て

い
た
と
い
、
つ
。

以
上
、
繁
雑
な
が
ら
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
た
の

で
あ
る
が
、
彼
ら
妙
好
人
の
信
仰
生
活
の
中
に
お
い

て
も
、
信
仰
意
識
の
中
に
お
い
て
も
、
蓮
如
の
存
在

が
い
か
に
大
き
く
占
め
ら
れ
て
い
た
か
に
気
付
く
の

で
あ
る
。

以
上
の
例
を
分
類
す
る
と
、
次
の
三
点
に
し
ぼ
ら

れ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

ω、
真
宗
の
入
信
へ
の
契
機
に
御
文
(
章
)
が
あ

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察

国

る
。
例

Hω
・
凶
・

ω
-
m

倒
、
御
文
(
章
)
の
内
容
に
よ
っ
て
寺
へ
の
参
詣

聴
聞
等
が
続
け
ら
れ
深
ま
っ
て
い
く
。
例
日
間
-

m
・
削
・
側

料
、
蓮
如
の
生
活
信
条
が
妙
好
人
自
身
の
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
例
H
m
間
・
附
・
附
・
間

i
M

な
お
、

ω・
倒
・
判
の
順
に
信
仰
生
活
に
お
け
る
高

ま
り
が
見
ら
れ
る
。

真
宗
に
帰
依
す
る
契
機
は
他
に
も
あ
ろ
う
が
、
御

文
(
章
)
よ
り
入
っ
て
く
る
人
は
多
い
で
あ
ろ
う
。

入
信
す
れ
ば
寺
院
へ
参
詣
す
る
こ
と
も
多
く
な
る
。

説
教
の
内
容
も
ま
た
御
文
♀
き
で
あ
れ
ば
、
御
文

(
章
)
の
内
容
そ
の
も
の
が
参
詣
を
存
続
き
せ
る
も

の
で
あ
る
。
説
教
で
語
ら
れ
る
蓮
如
の
教
え
や
信
仰

態
度
は
、
そ
の
ま
ま
門
徒
達
に
信
ぜ
ら
れ
、
門
徒
自

身
の
日
常
生
活
の
中
に
ま
で
溶
け
込
ん
で
い
く
の
で

あ
る
。
女
・
子
供
に
も
理
解
出
来
る
蓮
如
の
教
え
は

妙
好
人
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
寸
如
来
の
金
一
言
」
で
あ

り
、
信
奉
す
べ
き
寸
弥
陀
の
直
説
し
と
も
写
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
妙
好
人
が
出
現
す
る
背
景
に
は
、
そ
れ
を

裏
付
け
る
教
え
を
説
く
人
々
の
存
在
す
な
わ
ち
布
教

者
・
教
化
層
の
存
在
に
も
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ

『
妙
好
人
伝
』
の
各
一
編
者
も
布
教
者
側
に
立

つ
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
彼
等
も
ま
た
本
願
寺
教
団
の

指
導
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
発
言
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
布
教
者
側
の
継
続
し
た
働

き
か
け
に
よ
っ
て
妙
好
人
と
い
う
概
念
が
時
代
性
の

も
と
に
生
ま
れ
、
『
妙
好
人
伝
』
と
い
う
人
物
像
が

生
み
出
さ
れ
て
き
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
布
教

者
側
の
飽
く
ヲ
」
と
な
く
近
世
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で

続
け
ら
れ
た
御
文
説
教
と
い
う
布
教
方
法
が
逆
に
妙

好
人
像
を
規
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
御
文
(
章
)
を
、
そ
し
て
蓮
如
を
絶
対
視
し
た

説
教
の
連
続
が
「
蓮
如
の
教
団
し
と
し
て
の
立
場
を

明
確
に
打
ち
出
し
た
も
の
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
考

え
て
く
る
と
、
妙
好
人
の
信
仰
生
活
に
お
い
て
は
、

彼
等
個
人
の
蓮
如
信
仰
と
と
も
に
、
僧
侶
か
ら
の
御

文
説
教
と
い
う
働
き
か
け
そ
の
も
の
に
潜
む
蓮
如
信

仰
が
生
み
出
し
て
き
た
も
の
と
考
え
て
い
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
、
っ
か
。

布
教
者
で
あ
っ
て
も
、
蓮
如
に
対
す
る
認
識
に
つ

い
て
は
、
当
時
の
本
願
寺
教
団
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

構
造
の
頂
点
に
あ
る
法
主
あ
る
い
は
門
主
を
「
善
知

識
」
と
し
て
絶
対
化
し
、
崇
拝
す
る
心
情
か
ら
生
ま

れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
蓮
如
が
か
っ

ろ、
7
。
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て
「
生
き
仏
」
と
し
て
見
ら
れ
た
こ
と
に
相
通
ず
る

も
の
が
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
蓮

如
が
そ
の
生
涯
を
賭
け
て
築
き
上
げ
て
き
た
本
願
寺

教
団
は
、
次
第
に
血
脈
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
る
代
々

の
カ
リ
ス
マ
と
し
て
の
法
主
の
言
動
に
大
き
く
左
右

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
彼
ら
は
絶
対
専
制
君

主
の
よ
う
な
宗
教
的
権
力
を
一
身
に
集
め
る
よ
う
に

な
り
、
全
国
の
末
寺
・
門
徒
の
前
に
君
臨
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
蓮
如
は
否
定
し
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
大
組
織
に
成
長
し
て
い
け
ば
い
く
ほ

ど
、
法
主
の
絶
対
化
は
歴
史
の
必
然
と
し
て
い
や
応

な
く
進
展
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
我
々
現
代
人
に
は
近
世
の
べ

l
ル
を
通
し
て

し
か
蓮
如
像
が
見
え
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
べ
|
ル
が
蓮
如
信
仰
の
一
つ
の
形
態
を
探

る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
か
も
知
れ
な
い
。

主
(1)
拙
稿
「
蓮
知
信
仰
の
一
考
察
」
付

一
二
四
の
四
五
七
頁
平
成
元
年

(
2
)
山
本
命
著

J
具
宗
教
学
の
歴
史
的
展
開
』

四
j

六
頁
昭
和
六
一
年

(
3
)
柏
原
祐
泉
著
「
妙
好
人
」

『
若
越
郷
土
研
究
』

(
『
浄
土
仏
教
の
思
想
』

三
に
所
収
)
三

O
頁
講
談
社
一
九
九
二
年

な
お
、
引
用
後
節
の
「
蓮
如
個
人
」
以
下
の
文
は
、
蓮
如

信
仰
の
全
体
像
を
追
求
す
る
筆
者
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
至
言

と
も
言
え
る
響
き
を
も
っ
て
感
銘
を
与
え
た
こ
と
を
付
記
し

て
お
き
た
い
。

(4)
こ
の
項
、
注

(
2
)
・
(
3
)
の
書
の
他
に
『
真
宗
新
辞

典
』
の
1

妙
好
人
伝
」
の
項
(
四
七
三

1
四
七
四
頁
法
蔵

館
昭
和
五
九
年
)
お
よ
び
『
国
史
大
辞
典
』
一
三
の
「
妙

好
人
伝
し
の
項
(
五
一
八
頁
吉
川
弘
文
館
平
成
四
年
)

な
ど
を
参
考
に
し
た
。

(
5
)
柏
原
氏
前
掲
書
二
一
・
七
三
・
八
三
頁
。

(
6
)
永
田
文
目
回
堂
編
『
妙
好
人
伝
』
一

j

二
頁
(
序
文
目
録

篇
)
昭
和
四
八
年
。

以
下
、
『
妙
好
人
伝
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
す
べ
て

こ
の
書
よ
り
行
な
う
。
同
童
聞
が
一
般
に
流
布
し
て
い
る
形
で

の
現
在
入
手
可
能
な
刊
本
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

(
7
)
池
田
勇
諦
著
「
御
文
の
よ
み
か
た
」
(
『
同
朋
』
一
九

九
四
年
九
月
号
所
収
)
同
誌
三
六
1
二
一
七
頁
。

(
8
)
注

(
6
)
の
書
二
頁
。

な
お
、
蓮
如
が
語
っ
た
も
の
は
『
蓮
知
上
人
一
語
記
(
実

悟
旧
記
)
』
・
『
蓮
如
上
人
仰
条
々
』
な
ど
に
見
つ
け
ら
れ

ヲ@。

信
ヲ
ヱ
タ
ラ
ハ
、
同
行
ニ
ア
ラ
ク
物
モ
申
マ
シ
キ
ナ
リ
、

心
和
ク
ヘ
キ
也
。
触
光
柔
軟
ノ
願
ア
リ
。
又
信
ナ
ケ
レ
ハ
、

我
ア
リ
テ
詞
モ
ア
ラ
ク
、
誇
モ
必
出
来
ス
ル
也
。
ア
サ
マ

シ
/
¥
ヨ
ク
/
¥
コ
、
ロ
フ
へ
シ
ト
云
々
。

『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
四
六
六
・
四
九
一
一
貝
な

ア」。

(
9
)
前
掲
書
一
三
百
九
。

鴬
の
故
事
は
『
第
八
祖
御
物
語
空
善
問
書
』
に
載
る
も
の

で
、
明
応
八
年
(
一
四
九
九
)
三
月
の
蓮
如
没
直
前
の
話
で

あ
る
。

空
善
ク
レ
候
ウ
ク
ヒ
ス
ノ
コ
ヱ
ニ
ナ
ク
サ
ミ
タ
リ
、
コ

ノ
ウ
ク
ヒ
ス
ハ
法
ホ
キ
冶
ヨ
ト
ナ
ク
也
、
サ
レ
ハ
鳥
類
タ

ニ
モ
法
ヲ
キ
ケ
ト
ナ
ク
ニ
、

7

シ
テ
人
間
ニ
テ
聖
人
ノ
御

弟
子
也
、
法
ヲ
キ
カ
テ
ハ
ア
サ
7

シ
キ
ソ
、
卜
仰
-
フ
レ
テ

『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
四
三
六
頁
。

な
お
、
清
九
郎
は
初
篇
上
巻
の
約
三
分
の
一
を
占
め
る
程

の
有
名
な
妙
好
人
で
あ
り
、
独
立
し
て
『
和
州
清
九
郎
伝
』

(享和一

π年
〈
一
八

O
一
〉
刊
)
な
ど
が
あ
る
。

(
叩
)
同
右
書
三
二
百
八
。

(
H
)

・
(
ロ
)
同
右
書
三
七
1
三
八
頁
。

(
日
)
同
右
書
四

O
頁。

な
お
、
『
妙
好
人
伝
』
に
は
越
前
国
八
名
・
若
狭
国
一
名

の
収
録
が
あ
る
が
、
氏
名
等
を
-
記
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

O
越
前
回
|
|
荒
木
又
六
(
福
井
藩
士
)
・
荒
川
想
右
衛

門
(
同
藩
士
)
初
篇
下
巻
。

治
左
衛
門
(
大
野
郡
西
市
村
)
・
お
政
(
北
庄
天
池
村

文
左
衛
門
の
娘
、
八
オ
)
・
お
す
よ
(
在
所
不
詳
、
歌

を
載
せ
る
の
み
)
・
お
銀
(
敦
賀
郡
御
影
堂
前
の
四
十
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の
娘
、
遊
女
身
請
け
話
)
(
初
)
注

(
6
)

の
書
二
九
九
頁
。

続

篇

上

巻

。

(

幻

)

同

右

書

三

O
一頁。

O
若
狭
国
1

1
宇
右
衛
門
(
三
方
郡
佐
古
村
)
二
篇
上
巻
。
(
幻
)
同
右
書
二
一
O
四
i
三
O
五
頁
。

(M)
同

右

書

四

七

頁

。

(

鯖

江

市

河

和

田

町

あ

(
日
)
同
右
書
六
八
頁
。

(
国
)
同
右
書
七
七
頁
。

(
げ
)
同
右
書
一

O
八百九。

(

国

)

同

右

書

二

一

九

頁

。

春

江

町

本

堂

の

(
川
口
)
同
右
書
二
二
六
頁
。

引
用
文
中
に

J
一

業

の

固

執

の

徒

」

と

見

、

は
「
三
業
惑
乱
」
と
い
う
本
願
寺
派
の
異
安
心
事
件
で
あ
っ

た
。
当
時
、
一
応
の
結
着
を
み
て
十
年
あ
ま
り
を
経
て
い
る

が
、
美
濃
に
お
い
て
は
く
す
ぶ
り
続
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「
三
業
惑
乱
」
は
越
前
の
地
よ
り
起
っ
た
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
。
宝
暦
年
間
(
一
七
五
一

j

一
七
六
四
)
、
福
井

浄
元
寺
龍
養
ご
説
で
は
浄
願
寺
)
の
説
い
た
邪
義
(

命
安
心
・
タ
ノ
マ
ズ
秘
事
と
い
う
)
を
破
っ
た
太
田
の

寺
功
存
(
も
と
今
立
郡
小
坂
村
本
願
寺
派
明
正
寺
生
ま

あ
っ
て
、
後
に
西
の
本
願
寺
第
六
代
能
化
と
な
る
)
の

し
た
『
願
生
帰
命
弁
』
の
主
旨
よ
り
引
き
起
さ
れ
た
異
安

問
題
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
次
の
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
足
羽
町
史
』
三
五
七
i
三
六
六
頁
。
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