
本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

現
在
、
真
宗
各
派
の
本
山
に
お
け
る
伽
藍
の
な
か
で
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
は
、
本
尊
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
す
る
阿
弥
陀
堂
と
親
鸞
の

真
影
を
安
置
す
る
御
影
堂
の
い
わ
ゆ
る
両
堂
で
あ
り
、
こ
れ
が
真
宗
各
派
本
山
の
伽
藍
の
な
か
で
最
も
重
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
各
派
本
山
の
両
堂
は
、
す
べ
て
並
列
し
、
そ
の
間
を
渡
り
廊
で
つ
な
が
れ
て
い
る
。
こ
の
各
派
本
山
の
両
堂
の
配
置
を
見

て
み
る
と
、
向
っ
て
右
側
に
阿
弥
陀
堂
が
、
向
っ
て
左
側
に
御
影
堂
が
建
つ
配
置
と
な
る
本
山
は
、
西
本
願
寺
・
興
正
寺
・
錦
織
寺
の
三

本
山
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
七
本
山
の
両
堂
は
こ
の
逆
の
配
置
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
内
現
在
の
西
本
願
寺
に
お
け
る
両
堂
は
東
面
し
て
お
り
、
そ
の
配
置
は
、
向
か
っ
て
右
側
（
北
側
）
に
阿
弥
陀
堂
が
、
向
か
っ
て

左
側
（
南
側
）
に
御
影
堂
が
建
つ
と
い
う
形
態
を
取
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
現
在
の
西
本
願
寺
の
両
堂
は
、
元
和
一
―
一
年
（
ニ
ハ
一

七
）
十
二
月
二
十
日
の
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
の
ち
の
再
建
で
あ
り
、
天
正
十
九
年
(
-
五
九
一
）
に
天
満
よ
り
京
都
堀
川
へ
移
転
し

て
き
た
と
き
の
両
堂
配
置
は
現
在
の
も
の
と
逆
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

は

じ

め

に

本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

ー
両
堂
の
配
置
を
中
心
と
し
て
ー
ー
、

岡

村

七
喜

史
（
龍
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大
学
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（
中
略
）
鈍
楼
ハ
南
二
有
リ
、
御
対
面
所
ハ
今
之
所
也
。

（
下
略
）

そ
こ
で
、
元
来
は
親
鸞
の
廟
堂
よ
り
興
っ
た
本
願
寺
に
つ
い
て
、

い
か
に
し
て
覚
如
が
親
鸞
の
真
影
を
傍
ら
に
移
し
阿
弥
陀
如
来
像
を

安
置
し
て
寺
院
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
そ
の
後
い
か
に
し
て
両
堂
を
整
え
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
親
鸞
在
世
中
の
親
鷺
の
御

影
や
、
阿
弥
陀
如
来
像
を
安
置
し
た
と
き
の
覚
如
の
行
動
を
規
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
覚
如
の
著
述
な
ど
を
も
と
に
大
谷
時
代
の
本
願
寺

の
両
堂
成
立
時
期
に
つ
い
て
、

ま
た
、
そ
の
の
ち
本
願
寺
が
大
谷
・
山
科
・
石
山
・
天
満
・
京
都
と
移
転
し
て
い
く
な
か
で
の
両
堂
配
置

天
正
十
九
年
(
-
五
九
一
）
に
、
本
願
寺
は
大
坂
天
満
よ
り
現
在
の
京
都
堀
川
の
地
に
移
っ
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
元
和
三
年
十
二
月

二
十
日
の
火
災
に
よ
っ
て
一
部
の
建
物
を
残
し
て
ほ
と
ん
ど
の
伽
藍
が
焼
失
し
た
。
そ
の
時
の
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
両
堂
の
配
置
は

①
 

「
法
流
故
実
条
々
秘
録
」
に
よ
る
と

一
天
満
ョ
リ
天
正
十
九
年
卯
八
月
五
日
当
地
六
条
へ
御
移
住
以
来
、
御
堂
・
御
対
面
所
等
次
第
二
華
麗
被
成
申
候
。

元
和
三
年

BT+

二
月
廿
日
ノ
炎
上
マ
テ
ハ
、
阿
弥
陀
堂
ハ
南
ニ
ア
リ
テ
、
屋
祢
ハ
コ
ケ
ラ
葺
也
。
御
影
堂
ハ
北
ニ
ア
リ
瓦
葺
也
。
御
影
堂
ノ
北
ニ

茶
所
ア
リ
。

と
あ
り
、
元
和
三
年
の
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
両
堂
は
、
北
（
向
か
っ
て
右
）

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
冠

に
御
影
堂
が
、
南
（
向
か
っ
て
左
）
に
阿
弥
陀
堂
が
建

そ
れ
で
は
、
天
正
十
九
年
京
都
に
移
転
す
る
以
前
の
本
願
寺
に
お
け
る
両
堂
配
置
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
願
寺
は
、
親
鸞
の
没
後
京
都
東
山
大
谷
に
建
立
さ
れ
た
親
鸞
の
廟
堂
よ
り
興
っ
た
。
こ
の
た
め
本
来
は
親
鶯
の
木
像
を
安
置
す
る
の

み
の
六
角
の
御
堂
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
覚
如
の
時
廟
堂
に
阿
弥
陀
如
来
を
安
僅
し
、
親
盤
の
木
像
を
傍
ら
に
遷
し
寺
院
化
し
よ
う
と

冗
和
火
災
以
前
の
両
堂

の
推
移
を
見
て
い
き
た
い
。

本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

七



本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

つ
い
て
見
る
と

の
位
置
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

確
認
で
き
な
い
。

（
下
略
）

し
か
し
、
大
谷
本
願
寺
の
両
堂
の
位
屈
に
つ
い
て
堅
田
修
氏
は
、

④
 

に
従
」
い
「
阿
弥
陀
堂
が
御
影
堂
の
南
に
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ヽ

つ
ま
り

七 山
科
本
願
寺
に
お
い
て

マ
ッ
花
ヲ
ナ
カ
メ
ア
リ
テ
御
キ
ケ
ン
ナ
リ
、

い
う
動
き
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
さ
ら
に
永
享
年
間
(
-
四
一
二
八
年
頃
）
の
存
如
の
時
に
阿
弥
陀
堂
を
創
建
し
両
堂
の
形
式
を
整
え
る
こ

③
 

と
と
な
っ
た
。
こ
の
存
如
が
阿
弥
陀
堂
を
創
建
し
た
時
の
両
堂
の
配
置
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
史
料
上
で
は
は
っ
き
り
と
は

こ
れ
は
、
永
仁
四
年
(
―
二
九
六
）
に
大
谷
廟
堂
の
南
地
を
買
得
し
て
お
り
、
大
谷
廟
堂
が
南
に
延
び
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
親
鷺
の
遺
骨
を
埋
め
る
廟
堂
を
動
か
す
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
か
ら
考
え
て
阿
弥
陀
堂
を
建
立

す
る
と
し
た
ら
、
す
で
に
入
手
さ
れ
て
い
る
南
に
建
て
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
当
然
で
あ
ろ
う
か
ら
、
南
に
阿
弥
陀
堂
が
建
て
ら
れ
た

そ
れ
で
は
そ
れ
以
後
の
本
願
寺
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
山
科
・
石
山
・
天
満
の
う
ち
唯
一
山
科
本
願
寺
に
つ
い
て
の
み
両
堂

そ
れ
は
、
明
応
八
年
(
-
四
九
九
）
三
月
二
十
五
日
に
没
す
る
蓮
如
は
、
没
す
る
直
前
に
両
堂
に
参
拝
し
て
い
る
。
そ
の
時
の
様
子
に

一
七
日
御
影
様
へ
御
イ
ト
マ
コ
ヒ
ニ
御
参
リ
ア
リ
度
ト
テ
、
御
行
水
ヲ
メ
サ
レ
、
御
イ
シ
ャ
ウ
ヲ
御
ア
ラ
タ
メ
ア
リ
テ
、
御
ノ
リ
モ

ノ
ニ
テ
御
堂
ノ
南
ョ
リ
阿
弥
陀
堂
へ
御
参
リ
ア
ル
ト
テ
、
花
J

本
二
御
コ
シ
ヲ
タ
テ
、

⑤
 

阿
弥
陀
堂
ョ
リ
御
庭
へ
御
下
向
ア
リ
テ
面
ョ
リ
御
参
ア
リ
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
明
応
八
年
三
月
七
日
、
蓮
如
は
親
鸞
の
御
影
に
対
し
て
暇
乞
い
を
行
な
い
、

を
し
た
。
そ
の
際
「
御
堂
（
御
影
堂
）
ノ
南
ョ
リ
阿
弥
陀
堂
へ
御
参
リ
」

は
、
北
に
御
影
堂
が
、
南
に
阿
弥
陀
堂
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
阿
弥
陀
堂
に
も
お
参
り

以
上
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
本
願
寺
に
お
い
て
は
、
山
科
及
び
元
和
三
年
の
火
災
以
前
の
京
都
堀
川
で
の
両
堂
の
位
置
は
、
北
に

「
東
山
大
谷
本
願
寺
の
北
側
に
廟
堂
が
あ
っ
た
伝
統



惣
門
徒
之
御
中
へ

⑥
 

申
給
ヘ

本
願
寺
に
お
い
て
は
、
山
科
及
び
京
都
堀
川
の
元
和
火
災
以
前
に
つ
い
て
の
み
、
北
（
向
か
っ
て
右
）
に
御
影
堂
が
、
南
（
向
か
っ
て

左
）
に
阿
弥
陀
堂
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
両
堂
の
位
置
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
願
寺
に
お
い

て
は
大
谷
以
来
こ
の
両
堂
の
配
置
が
本
来
的
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
東
山
大
谷
に
お
い
て
廟
堂
が
寺
院
化
し
た
時
よ
り
両
堂
の
成
立
期
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

し
よ
う
と
し
て
高
田
の
専
空
や
定
専
か
ら
拒
否
さ
れ
て
実
現
し
な
か
っ
た
。

覚
如
は
、
廟
堂
に
対
し
て
元
亨
元
年
(
-
=
-
―
―
―
-
）
す
で
に
「
本
願
寺
」
の
寺
号
を
名
乗
っ
た
。
さ
ら
に
影
堂
に
阿
弥
陀
如
来
を
安
置

し
か
し
そ
の
後
高
田
の
順
正
の
時
阿
弥
陀
如
来
を
強
引
に
安

置
し
た
よ
う
で
あ
る
。

順

雖
無
指
事
候
、
如
御
先
師
常
々
可
申
承
候
に
無
其
儀
候
之
条
、
失
本
意
候

一
定
専
培
主
の
時
、
大
谷
の
培
主
御
み
ゑ
ひ
を
か
た
は
ら
へ
う
つ
し
申
候
て
、
本
だ
う
に
は
阿
み
だ
を
立
申
候
べ
き
と
候
し
を
、
定

専
さ
い
さ
ん
御
申
候
に
よ
つ
て
、
う
ち
を
か
れ
て
候
に
、
い
ま
又
か
や
う
に
御
は
か
ら
ひ
候
間
、
せ
ん
師
の
御
申
の
ご
と
く
歎
申

候
へ
ど
も
、
御
も
ち
ひ
な
く
候
、
い
か
や
う
に
候
べ
ぎ
や
ら
ん
、
だ
ん
が
う
申
た
く
存
候
、
専
空
培
主
も
大
谷
の
か
4

る
大
事
を

ば
御
申
あ
は
せ
候
け
る
と
も
承
候
問
、
そ
の
御
い
し
ゅ
を
そ
む
き
候
は
じ
と
令
申
候
、
諸
事
期
後
信
候
、
恐
々
謹
言

十
一
月
廿
日

両

堂

の

成

立

御
影
堂
、
南
に
阿
弥
陀
堂
が
建
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

正
（
花
押
）

七
四



本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

合
へ
、

恭

（
下
略
）

七
五

さ
て
又
い
ま
一
た
い
は
と
申
せ
は
、

あ
れ
は
く
わ
ん

も
お
ほ
え
す
、

あ
れ
こ
そ
ほ
う
ね
ん
（
法
然
1
1
筆
者
註
、
以
下
同
じ
）
上
人
に
わ
た
ら
せ

こ
の
順
正
の
書
状
に
よ
る
と
、
以
前
（
定
専
・
専
空
の
時
）

1

一
度
に
わ
た
り
覚
知
は
、
影
堂
の
親
鸞
御
影
を
傍
ら
へ
遷
し
、
阿
弥
陀
如

来
を
安
置
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
時
覚
如
は
ど
の
よ
う
に
親
鸞
の
御
影
を
傍
ら
へ
遷
そ
う
と
し
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
そ

こ
で
親
鸞
の
御
影
が
い
か
な
る
性
格
を
も
つ
も
の
か
に
つ
い
て
、
覚
如
の
言
動
を
中
心
に
み
て
ゆ
き
た
い
。

（
上
略
）
さ
て
ひ
た
ち
の
し
も
つ
ま
と
申
候
と
こ
ろ
に
、

た
う
く
や
う
か
と
お
ほ
へ
て
、

あ
か
し
し
ろ
く
候
に
、

ほ
と
け
を
か
け
ま
い
ら
せ
て
候
か
、 ひ

ん
か
し
む
き
に
御
た
う
は
た
ち
て
候
に
、
し
ん
か
く
と
お
ほ
え
て
、
御
た
う
の
ま
へ
に
は
、
た
て

た
て
あ
か
し
の
に
し
に
、
御
た
う
の
ま
へ
に
、
と
り
ゐ
に
や
う
な
る
に
、
よ
こ
さ
ま
に
わ
た
り
た
る
も
の
に
、

一
た
い
は
、

の
つ
く
わ
う
の
や
う
に
て
、

た
4

ほ
と
け
の
御
か
ほ
に
て
は
わ
た
ら
せ
給
は
て
、
た
4

ひ
か
り
の
ま
中
ほ
と
け

ま
さ
し
き
御
か
た
ち
は
み
へ
さ
せ
給
は
す
、
た
4

ひ
か
り
は
か
り
に
て
わ
た
ら
せ
給
、
い
ま
一
た
い
は
、

ま
さ
し
き
仏
の
御
か
ほ
に
て
わ
た
ら
せ
給
候
し
か
は
、
こ
れ
は
な
に
ほ
と
け
に
て
わ
た
ら
せ
給
そ
と
申
候
へ
は
、
申
人
は
な
に
人
と

あ
の
ひ
か
り
は
か
り
に
て
わ
た
ら
せ
給
は
、

せ
い
し
ほ
さ
つ
（
勢
至
菩
薩
）
に
て
わ
た
ら
せ
給
そ
か
し
と
申
せ
は
、

お
ん
（
観
音
）
に
て
わ
た
ら
せ
給
そ
か
し
、
あ
れ
こ
そ
せ
ん
し
ん
（
善
信
）
の
御
房
よ
と
申
と
お
ほ
え
て
、
う
ち
お
と
ろ
き
て
候
し
に

⑦
 

こ
そ
、
ゆ
め
に
て
候
け
り
と
は
思
て
候
し
か
、

こ
の
恵
信
尼
の
書
状
に
よ
る
と
、
恵
信
尼
が
関
東
滞
在
の
折
の
夢
の
中
で
、
東
向
き
の
堂
の
前
で
鳥
居
の
よ
う
な
も
の
に
掛
け
ら
れ
た

二
体
の
仏
に
対
し
て
、

一
体
は
勢
至
菩
藷
で
あ
り
法
然
を
表
わ
し
、
も
う
一
体
は
観
音
菩
薩
で
あ
り
親
鸞
を
表
わ
す
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
「
東
向
ぎ
の
堂
」
と
は
、
西
方
極
楽
を
主
張
す
る
浄
士
系
の
お
堂
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
、
阿
弥
陀
如
来
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
前
に
掛
け
ら
れ
た
二
体
の
仏
と
は
、
観
音
菩
薩
・
勢
至
菩
薩
で
あ
り
、
要
す
る
に
阿
弥
陀
一
二
尊
を
意
識
し

恵
信
尼
は
そ
の
書
状
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
覚
如
の
前
段
階
に
あ
る
恵
信
尼
か
ら
み
て
ゆ
き
た
い
。

さ
か
い
の
か
う
と
申
と
こ
ろ
に
候
し
と
き
、

ゆ
め
を
み
て
候
し
や
う
は
、



御
影
」

た
も
の
で
あ
る
。

次
に
覚
如
は
、
こ
の
恵
信
尼
書
状
を
う
け
て
そ
の
こ
と
を
『
口
伝
紗
』
の
「
聖
人
本
地
観
音
の
事
」
の
条
に
述
べ
て
お
り
、
そ
の
中
に

⑧
 

は
「
源
空
聖
人
勢
至
菩
薩
の
化
現
」
と
し
、
ま
た
「
親
鸞
上
人
観
世
音
菩
薩
の
垂
迩
」
と
規
定
し
て
い
る
。

⑨
 

こ
こ
に
恵
信
尼
よ
り
覚
如
へ
法
然
1
1
勢
至
菩
藷
と
親
鸞
1
1
観
音
菩
薩
の
思
想
は
受
け
継
が
れ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う

そ
れ
で
は
次
に
親
鸞
在
世
中
よ
り
覚
如
に
か
け
て
の
絵
像
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
親
鸞
在
世
中
の
も
の
と
さ
れ
る
親
鸞
の
絵
像
と
し
て
、
現
在
西
本
願
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
鏡
御
影
」

〈
写
真
②
〉
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
絵
像
を
見
て
み
る
と
、
鏡
御
影
は
立
像
で
あ
る
の
に
対
し
て
安
城
御
影
は
座
像
で
あ
り
そ
の

〈
写
真
①
〉
と
「
安
城

本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

七
六



本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

形
態
を
異
に
す
る
が
、

つ
ま
り
、
親
鸞
絵
像
は
、
親
鸞
の
右
側
に
何
ら
か
の
存

〈
写
真
④
〉
専
修
寺
所
蔵
親
鸞
伝
絵
↓

と
も
に
親
鸞
自
身
は
右
向
き
の
姿
勢
で
描
か
れ
て
い
る
。

在
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

七
七

こ
れ
に
対
し
て
法
然
の
絵
像
を
み
る
と
、
親
鸞
が
法
然
の
門
に
は
い
り
、
元
久
二
年
(
-
―

1
0
五
）
四
月
十
四
日
に
法
然
よ
り
『
選
択

集
』
を
伝
授
さ
れ
、
同
年
閏
七
月
二
十
九
日
に
は
、
先
の
四
月
十
四
日
に
親
鸞
自
身
で
描
い
た
法
然
の
絵
像
に
賛
銘
を
書
い
て
も
ら
う
。

こ
の
時
法
然
に
賛
銘
を
書
い
て
も
ら
っ
た
法
然
の
絵
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
現
在
岡
崎
市
の
妙
源
寺
に
残



く写真⑤＞善導・法然・親鸞連座像

」
の
一
二
祖
連
座
像
は
、
右
向
き
の
善
導 〈

写

る
と
、
親
鶯
は
左
に
、
法
然
は
右
に
位
置
す

の
観
音
・
勢
至
を
親
鶯
・
法
然
に
当
て
は
め

置
す
る
。
こ
の
阿
弥
陀
一
一
一
尊
の
配
趾
の
な
か

弥
陀
如
来
の
右
手
（
向
か
っ
て
左
側
[
)

に
位

阿
弥
陀
如
来
を
中
心
と
し
た
阿
弥
陀
一
二
尊
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
覚
如
は
、
恵
信
尼
の
書
状
の
夢
の

に
描
か
れ
て
お
り
、
法
然
の
左
側
に
何
か
の
存
在
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

像
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

自
身
が
左
向
き
の
姿
勢
で
描
か
れ
て
お
り
〈
写
真
④
〉
、

「
元
久
二
年
の
選
択
相
伝
御
影
に
相
当
す
る
と
い
う
が
、

（
中
略
）
寺
伝
の
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
高
い
」

る
選
択
相
伝
の
御
影
と
呼
ば
れ
る
法
然
絵
像
〈
写
真
③
〉
は
、

本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

左
向
き
の
絵
像
で
あ
る
。

こ
の
法
然
絵
像
に
つ
い
て
小
山
正
文
氏
は
、

⑩
 

と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
覚
如
が

製
作
し
た
高
田
専
修
寺
に
残
る
『
親
鸞
聖
人
伝
絵
』
の
「
選
択
相
伝
段
」
を
見
て
み
る
と
、
法
然
が
賛
銘
を
書
い
て
い
る
絵
像
は
、
法
然

少
な
く
と
も
覚
如
は
、
親
鸞
自
身
が
描
い
た
と
さ
れ
る
法
然
絵
像
は
左
向
き
の

つ
ま
り
、
法
然
絵
像
は
、
親
鶯
の
絵
像
と
は
逆
の
形
態
を
と
り
、
法
然
自
身
は
左
向
き

以
上
の
よ
う
な
「
右
向
き
の
親
鸞
像
」
と
「
左
向
き
の
法
然
像
」
は
、
親
鷺
1
1
観
音
菩
薩
と
法
然
1
1
勢
至
菩
薩
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

内
容
を
う
け
て
、
親
鸞
を
観
音
菩
薩
、
法
然
を
勢
至
菩
薩
と
い
う
位
置
づ
け
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

阿
弥
陀
一
一
一
尊
の
場
合
、
中
尊
阿
弥
陀
如
来
の
脇
侍
と
し
て
、
観
音
菩
薩
は
阿
弥
陀
如
来
の
左
手
（
向
か
っ
て
右
側
）
に
、
勢
至
菩
薩
は
阿

る
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
こ
こ
で
少
し
西
本
願
寺
に
残
る

「
苦
禅
・
法
然
・
親
鶯
一
二
祖
連
座
像
」

真
⑤
〉
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

七
八



本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

自
釈
妙
覚
相
伝
之

大
和
国
山
辺
郡
向
淵
住
顕
実

も
阿
弥
陀
三
尊
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

七
九

左
向
き
の
法
然
・
右
向
き
の
親
鸞
の
立
像
を
上
か
ら
順
に
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
宮
崎
薗
遵
氏
に
よ
る
と
、

と
考
え
ら
れ
る
が
、
三
人
の
肖
像
の
側
に
記
し
て
い
る
『
光
明
寺
善
導
和
尚
』
『
黒
谷
源
空
聖
人
』
『
本
願
寺
親
鸞
聖
人
』
と
い
う
三
札

⑪
 

銘
は
、
覚
如
（
宗
昭
）
の
筆
で
あ
ろ
う
」
と
、
こ
の
一
二
祖
連
座
像
の
製
作
に
覚
如
が
関
与
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
宮
崎
氏
は
、
さ

ら
に
同
書
の
中
で
、
「
智
栄
の
『
善
尊
別
徳
』
の
文
に
『
善
禅
阿
弥
陀
如
来
化
身
』
」
と
の
指
摘
を
し
て
お
り
、
こ
の
善
尊
・
法
然
・
親

⑫
 

鸞
の
一
二
祖
連
座
像
も
阿
弥
陀
一
二
尊
を
意
識
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
も
な
く
、
こ
の
連
座
像
製
作
に
対
し
て
覚
如
が
関
与
し
て

「
お
そ
ら
く
方
便
法
身
の
尊
形
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
下
部
の
左
右
に
両
聖
人
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と

⑭
 

し
、
奈
良
県
向
淵
正
定
寺
に
残
る
上
部
剥
落
の
激
し
い
が
、
礼
盤
に
座
す
る
親
鸞
・
法
然
両
聖
人
の
存
在
を
紹
介
し
て
お
り
、
こ
の
絵
像

以
上
見
て
き
た
こ
と
く
、
覚
如
の
頃
に
は
親
鸞
1
1
観
音
菩
薩
、
法
然
1
1
勢
至
菩
薩
と
い
う
み
か
た
が
大
き
な
位
置
を
し
め
て
い
た
と
考

え
ら
れ
、
覚
如
自
身
も
こ
の
こ
の
を
意
識
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
覚
如
の
親
鸞
に
対
す
る
と
ら
え
か
た
は
、
本
願

寺
を
影
堂
か
ら
寺
院
化
し
よ
う
と
し
た
時
に
大
き
な
影
轡
を
与
え
て
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
覚
如
が
影
堂
の
親
鸞
像
を
傍

ら
に
遷
し
、
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
し
よ
う
と
し
た
時
、
あ
る
い
は
善
如
が
影
堂
に
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
し
親
鸞
御
影
を
傍
ら
に
遷
し
た
時

に
つ
い
て
、
宮
崎
氏
は
、

方
便
法
身
尊
像
井
両
聖
人
真
影

応
安
三
踪
―
―
一
月
廿
八
日

両
工
法
橋

□口 ⑬
 

さ
ら
に
『
存
覚
袖
日
記
』
に
見
ら
れ
る

い
る
こ
と
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

「
お
よ
そ
南
北
朝
ご
ろ
の
作



に
、
親
鷺
を
観
音
菩
薩
と
見
な
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
左
側
に
遷
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
そ
の
後
存
如
が
両
堂
を
整
備
し
た
と
き
に
は
、
善
如
が
遷
し
た
親
鸞
像
の
位
置
を
踏
襲
し
て
、
阿
弥
陀
堂
を
南
（
向
か
っ
て
左

側
）
に
、
御
影
堂
を
北
（
向
か
っ
て
右
側
）
に
建
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
願
寺
で
は
本
来
大
谷
以
来
阿
弥
陀
堂
が
南
に
、
御
影
堂
が
北
に
あ
る
配
置
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

両
堂
入
れ
替
え
の
要
因

以
上
の
よ
う
に
大
谷
以
来
本
願
寺
で
は
南
に
阿
弥
陀
堂
、
北
に
御
影
堂
が
配
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

し
、
西
本
願
寺
で
は
、
元
和
一
―
一
年
の
火
災
に
再
建
さ
れ
た
両
堂
は
北
に
阿
弥
陀
堂
が
、
南
に
御
影
堂
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
え
の
時
の
再
建
の
状
況
を
簡
単
に
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

元
和
三
年
十
二
月
二
十
日
に
焼
失
し
た
両
堂
は
、
翌
四
年
十
一
月
十
七
日
に
仮
阿
弥
陀
堂
の
移
徒
が
行
わ
れ
、
同
六
年
二
月
二
十
二
日

に
は
親
鸞
影
像
が
仮
阿
弥
陀
堂
に
遷
さ
れ
て
い
る
。
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
八
月
十
九
日
に
漸
く
御
影
堂
が
完
成
し
親
鸞
影
像
が
遷

さ
れ
た
。
さ
ら
に
遅
れ
て
現
在
の
阿
弥
陀
堂
が
落
成
さ
れ
た
の
は
宝
暦
十
年
（
一
七
六

0
)
-―
一
月
―
―
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
て
い
る
と
当
初
か
ら
北
に
阿
弥
陀
堂
が
再
建
さ
れ
る
計
画
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
仮
阿
弥
陀
堂
が
完
成
し
た
時

に
親
鸞
影
像
を
仮
阿
弥
陀
堂
に
遷
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
御
影
堂
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
今
後
両
堂
の
再
建
小

そ
こ
で
両
堂
の
入
れ
替
え
に
つ
い
て
別
の
角
度
か
ら
考
え
て
お
き
た
い
。

江
戸
時
代
前
期
、
西
本
願
寺
で
は
そ
れ
ま
で
継
承
し
て
き
た
こ
と
を
か
な
り
変
更
し
て
い
る
。

⑮
 

ま
ず
寛
永
五
年
（
一
六
一
一
八
）
六
月
、
西
本
願
寺
で
は
そ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
「
鶴
丸
」
の
家
紋
を
「
八
藤
」
に
改
め
た
。

情
に
つ
い
て
詳
細
に
検
証
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

八
〇

し
か



本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

く写真⑥＞西本願寺所蔵徳力善雪筆親鸞絵伝

八

正
義
被
得
信
心
、
速
可
遂
報
土
往
生
之
素
懐
者
也

一
本
願
寺
御
家
之
御
紋
、
根
本
ハ
鶴
丸
也
。
日
野
家
之
紋
也
。
御
当
家
一
門
御
一
家
之
衆
ハ
ニ
鶴
也
。
証
如
上
人
ョ
リ
初
テ
摂
家
ノ

猶
子
卜
成
給
テ
ヨ
リ
、
御
家
之
紋
八
ッ
藤
二
改
マ
リ
候
。
証
如
上
人
大
坂
御
座
候
時
、
九
条
殿
前
関
白
尚
経
公
猶
子
卜
成
タ
マ
ヒ

候
讀
鰐
鱈
胄
゜
雖
然
家
之
紋
ナ
ト
被
改
候
事
、
顕
如
御
一
代
無
之
。
准
如
上
人
之
御
代
、
八
藤
双

[-9主
K

二
御
改
ナ
サ
レ
、

幕
其
外
御
追
具
之
紋
共
御
書
替
被
成
候
。
寛
永
五
年
迄
ハ
御
堂
二
御
掛
リ
候
顕
如
上
人
御
影
鯰
拿
岬
”
冦
御
袈
裟
ノ
御
紋
鶴
丸
ニ
テ

寛
永
五
年
六
月
初
比
、

御
影
ハ
ソ
ノ
マ

八
藤
二
御
書
ナ
ヲ
シ
被
成
候
、
御
袈
裟
ノ
綾

晶年（下略）

ま
た
、
寛
文
一
二
年
(
-
六
六
一
―
-
）
親
鸞
四
百
回
忌
に
あ
た
り
徳
力
善
雪

に
よ
っ
て
描
か
れ
た
『
親
鸞
聖
人
絵
伝
』
の
「
大
谷
廟
堂
段
」
で
は
、
親

鰐
影
像
の
前
卓
に
は
「
鶴
亀
」
の
燭
台
が
描
か
れ
て
い
る
〈
写
其
⑥
〉
が
、

い
る
形
の
「
蝋
燭
立
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

⑯
 

そ
し
て
、
「
一
和
讃
ノ
ユ
リ
」
と
い
う
よ
う
に
、
江
戸
時
代
初
期
ま
で

⑰
 

続
け
ら
れ
て
い
た
「
揺
り
念
仏
」
を
停
止
し
た
。

さ
ら
に
、
蓮
如
以
来
「
御
文
（
お
ふ
み
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
を
、

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
の
寂
如
の
開
版
以
来
、
そ
の
奥
書
に

、、

此
五
帖
一
部
之
文
章
者
、
信
証
院
蓮
如
対
愚
昧
衆
生
所
令
和
述
之
消

息
而
、
祖
師
相
伝
之
一
途
也
、
庶
幾
一
流
追
俗
薫
誦
之
聴
聞
之
決
定

そ
の
後
西
本
願
寺
で
は
こ
の
「
鶴
亀
」
の
燭
台
を
止
め
現
在
使
用
さ
れ
て

御
座
候
キ



貞
享
元
季
九
月
廿
五
日

と
さ
れ
、
こ
の
時
以
来
「
御
文
章
」
と
言
い
改
め
ら
れ
た
。

最
後
に
、
末
寺
に
下
付
さ
れ
る
「
親
鸞
絵
伝
」
の
な
か
の
「
荼
毘
」
の
時
の
炎
の
向
き
が
、
江
戸
時
代
初
期
ま
で
は
向
か
っ
て
右
に
流

れ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
が
、
西
本
願
寺
で
は
炎
が
向
か
っ
て
左
に
流
れ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
西
本
願
寺
の
変
革
の
一
連
の
動
き
の
な
か
に
両
堂
の
入
れ
替
え
が
な
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
本
願
寺
の
両
堂
の
配
置
に
つ
い
て
見
た
場
合
、
本
願
寺
で
は
伝
統
的
に
北
に
御
影
堂
、
南
に
阿
弥
陀
堂
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
そ
の
両
堂
の
位
置
が
、
親
鸞
在
世
当
時
よ
り
描
か
れ
た
親
鸞
の
絵
像
や
、
恵
信
尼
に
は
じ
ま
り
覚
如
に
継
承
さ
れ
た
親
鸞
の
と

ら
え
ら
れ
方
に
起
因
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
元
和
の
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
の
ち
再
建
さ
れ
た
現
在
の
両
堂
の
配
置
は

「
本
山
」
に
と
っ
て
伽
藍
配
置
が
以
前
と
大
き
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
問
題

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
両
堂
を
入
れ
換
え
た
再
建
に
踏
み
切
っ
た
所
以
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
今
後
、
両
堂
の
再
建
に
つ
い

註①
「
法
流
故
実
条
々
秘
録
一
」
第
六
一
条
（
『
真
宗
史
料
集
成
』
第

九
巻
、
教
団
の
制
度
化
、
一
九
七
六
年
、
所
収
）
。

②
こ
の
元
和
火
災
前
後
の
本
願
寺
両
堂
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

て
厳
密
に
史
料
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

北
に
阿
弥
陀
堂
、
南
に
御
影
堂
で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

「
洛
中
洛
外
図
に
見
る
本
願
寺
」
（
『
国
史
学
研
究
』
第
十
七
号
、
一

九
九
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
本
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
本
願
寺
史
一
』
二
九
一
二
頁
(
-
九
六
一

年
）
参
照
。

⑱
 

寂
如
（
花
押
）
書
（
傍
点
筆
者
）
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本
願
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て

④
堅
田
修
氏
「
解
説
蓮
如
の
生
涯
」
（
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
、

蓮
如
と
そ
の
教
団
、
一
九
七
七
年
、
所
収
）
。

⑤
「
第
八
祖
御
物
語
空
菩
聞
書
」
第
一
四
一
条
（
前
掲
註
④
同
書
所

収）。

⑥
専
修
寺
文
書
―
―
―
一
号
（
木
願
寺
史
料
研
究
所
編
『
本
願
寺
史
一
』

一
八
六
頁
、
一
九
六
一
年
、
所
収
）
。

⑦
「
恵
信
尼
文
書
」
第
一
二
通
（
真
宗
聖
典
編
算
委
員
会
編
『
浄
土
真

宗
聖
典
』
、
一
九
八
五
年
、
所
収
）
。

⑧
『
口
伝
紗
』
第
―
二
段
（
前
掲
註
⑦
同
書
所
収
）
。

⑨
な
お
、
法
然
の
童
名
は
「
勢
至
丸
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら

も
法
然
1
1
勢
至
菩
薩
の
考
え
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

⑩
小
山
正
文
氏
「
妙
源
寺
蔵
法
然
上
人
絵
像
解
説
」
（
『
真
宗
重
宝
緊

英
』
第
六
巻
、
一
九
八
八
年
、
所
収
）
。

⑪
宮
崎
圃
遵
氏
「
本
願
寺
所
蔵
善
導
源
空
親
鸞
一
二
祖
像
に
つ
い
て
」

（
宮
崎
圃
遵
著
作
集
『
真
宗
史
の
研
究
（
上
）
』
、
一
九
八
七
年
、
所

収）。

⑫
た
だ
、
善
導
が
正
面
向
に
描
か
れ
ず
、
右
向
き
の
描
か
れ
て
い
る

こ
と
よ
り
、
こ
の
連
座
像
を
直
ち
に
阿
弥
陀
三
尊
と
置
ぎ
換
え
る
こ

と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

⑬
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
3

『
存
覚
一
期
記
・
存
覚
柚
日
記
』
(
-
九

七
二
年
、
所
収
）
。

⑭
宮
崎
圃
遵
氏
「
初
期
真
宗
の
連
座
像
に
つ
い
て
」
（
前
掲
註
⑪
同

書
所
収
）
。

⑮
「
法
流
故
実
条
々
秘
録
二
」
第
五
条
（
前
掲
註
①
同
書
所
収
）
。

⑯
「
元
和
七
年
興
正
寺
顕
尊
室
祐
心
尼
七
周
忌
」
（
本
願
寺
史
料
集

八

成
『
西
光
寺
古
記
』
、
一
九
八
八
年
、
所
収
）
な
ど
、
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
。

⑰
こ
の
揺
り
念
仏
の
停
止
時
期
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
具
体
的
な
時

期
を
検
討
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

⑱
和
泉
佐
野
市
貝
戸
家
所
蔵
「
御
文
章
」
。
な
お
、
真
宗
聖
典
編
算

委
員
会
編
『
浄
土
真
宗
聖
典
』
(
-
九
八
五
年
）
「
御
文
章
解
説
」

に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

〔
付
記
〕大

会
発
表
に
お
い
て
早
島
有
毅
氏
よ
り
、
小
山
正
文
氏
の
提
唱
を

踏
ま
え
て
、
両
堂
の
成
立
を
善
如
期
と
す
べ
彦
御
指
摘
を
頂
い
た
が
、

小
山
氏
が
両
堂
の
成
立
期
を
善
如
期
と
す
る
根
拠
で
あ
る
「
源
誓
上

人
絵
伝
」
（
『
真
宗
重
宝
漿
英
』
第
十
巻
）
の
絵
相
を
一
見
す
る
と
本

願
寺
の
両
堂
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
を
直
ち
に
本
願
寺
の
両
堂

と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
―
つ
は
「
廟
堂
」
と
さ
れ
る
建
物

が
六
角
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
の
廟
堂
は
建
武
年
間
の
足
利
尊

氏
の
戦
乱
に
よ
り
焼
失
し
、
そ
の
後
、
関
東
の
門
弟
に
よ
っ
て
既
存

の
お
堂
が
買
い
取
ら
れ
移
建
さ
れ
た
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
既
存
の

お
堂
が
六
角
堂
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
少
し
無
理
が
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
も
う
―
つ
の
点
は
、
「
廟
堂
」
と
さ
れ
る
建
物
を
小
山
氏
が

阿
弥
陀
堂
と
考
え
る
お
堂
は
並
ん
で
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
が
、

そ
の
間
に
ほ
塀
が
あ
り
仕
切
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
両
堂
と
す
る
こ

と
も
少
々
無
理
が
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
点
か

ら
筆
者
は
取
り
敢
ず
現
在
の
と
こ
ろ
両
堂
の
成
立
時
期
を
『
本
願

寺
史
』
の
言
う
存
如
期
と
し
て
お
き
た
い
。




