
一
遍
上
人

「
六
十
万
人
頚
」

を
め
ぐ

っ
て

(
岡

本
)

一
遍

上
人

「
六
十
万
人
頒
」
を

め
ぐ

っ
て

岡

本

貞

雄

一
遍
智
真
上
人
 (後
は
一
遍
と
す
る
)
 は
熊
野
本
宮
に
お
い
て
、
後
世

「六
十
万
人
頗
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
以
下
の
如

き
頗
を
残

し
て
い

る
。六

字
名
号
一
遍
法

十
界
依
正
一
遍
体

万
行
離
念

一
遍
証

人
中
上
上
妙
好
華

七
言
四
句
か
ら
な
る
本
頽
は
、
熊
野
神
か
ら

一
遍
が
授
か

っ
た
神
勅

で
あ
ろ
う
と
す
る
説
や
、

一
遍

の
宗
教
思
想
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え

て
い
る
、
全
く
の

一
遍
の
独
創
で
あ
り
、
時
宗
教
学

の
根
本
で
あ
る
と

す
る
説
な
ど
が
あ
る
。

し
か
し
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
従
来
そ
の
思
想
的
背
景
を
明
確
に

せ
ず
、
旧
来
の
伝
統
的
解
釈
が
維
持
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
そ
れ
は

「六
十
万
人
頗
」
が

一
遍
の
創
作
に
よ
る
も
の
と
し
て
断
定
し
た
う
え

で
の
展
開

で
あ
り
、
本
頗
を
制
す
る
に
及
ん
だ
経
緯
や
、
本
頗
に
至

っ

た

言
遍
の
思
想
に

つ
い
て
は
、
近
年
よ
う
や
く
研
究
が
始
め
ら
れ
た
程

度
で
あ
る
。
そ
の
数
少
な
い
研
究
に
於

て
も
、

見
解

は
非
常

に
異

な

り
、
中
に
は

一
方
的
に
過
ぎ
る
よ
う
な
も
の
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け

一
遍
の
思
想
が
多
面
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
な

の
で
あ
ろ
う

が
、
少
く
と
も

一
遍
が
何
を
学
び

如
何
な
る
思
想
を
有
し
て

「
六
十

万
人
頽
」
を
作
る
に
至

っ
た
か
は
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
論
で
は
一
遍
が
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
思
想

を
推
察
し
、
そ
の
面
か

ら

「六
十
万
人
類
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た

い
。

『
一
遍
聖
絵
』
に
よ
れ
ば
、

一
遍
は
西
山
証
空
門
下
で
当
時
大
宰
府

に
住
し
て
い
た
聖
達
上
人
の
下
で
十
二
年

の
修
行
を
終
え
、
故
郷
で
あ

る
伊
予

へ
帰
り
約
八
年
間
在
俗
の
生
活
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
後
世
の

資
料
を
見
る
と
、
妻
妾
の
間
で
争

い
を
生
じ
た
と
か
、
財
産
問
題
を
起

こ
し
た
と
か
い
わ
れ
て
い
る
が
、
定
か
で
は
な

い
。
し
か
し
何
ら
か
の

理
由
で
在
俗
生
活
を
断
ち
、
再
出
家
と
呼
び
得
る
活
動
を
三
十
三
歳

の

時
か
ら
始
め
て
い
る
。
そ
の
際
、
先
づ
以
前
指
導
を
受
け
た
聖
達
上
人

を
訪
ね
、
そ
の
後
信
州
の
善
光
寺
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
聖
達
上
人

の
指
示
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
が

『
一
遍
聖
絵
』
の
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文
章
は

文
永
八
年
の
春

ひ
じ
り
善
光
寺
に
参
詣
し
給
ふ

(中
略
)
一
光
三
尊
の
形

像
如
来
の
密
意
を
表
し
決
定
往
生
の
勝
地
他
方
の
浄
域
に
超
え
た
り

誠
に

三
国
伝
来
奇
特
言
語
み
ち
た
え
五
濁
能
度
の
本
誓
思
量
な
が
く
つ
き
ぬ

い

ま
宿
縁
あ
さ
か
ら
ざ
る
に
よ
り

て
た
ま
く

あ

ひ
た

て
ま

つ
る

こ
と
を
得
た

り
と
て

参
籠
日
数
を
か
さ
ね
て
下
向
し
た
ま
い
ぬ

こ
の
時
己
証
の
法
門

を
顕
は
し

二
河
の
本
尊
を
図
し
た
ま
へ
り
き

と
記
し
て
い
る
か
ら
、
善
光
寺
で

一
遍
の
心
中
に
何
ら
か
の
変
化
を

生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
未
だ
自
己
心
中

の
思
想
整
理
の
段
階

で
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
心
中
の
整
理
を
明
確
な
も

の
に
す
る
べ
く
、
伊
予

へ
帰

っ
た

一
遍
は
窪
寺
な
る
場
所
に
閑
室
を
か

ま

へ
、
そ

の
東
壁
に
善
光
寺
よ
り
持
ち
帰

っ
た
二
河
の
本
尊
を
か
け
、

交
衆
を
止
め
て
、
独
り
で
経
行
し
又
称
名

し
て
三
年
過

ご
し
た

と
い

う
。
二
河

の
本
尊
の
横
に
は
、
己
心
領
解
の
法
門
と
し
て
、
後
世

「十

一
不
二
頗
」
と
い
わ
れ
、

一
遍
の
思
想
を
語
る
う
え
で
常
に

「
六
十
万

人
頗
」
と
合
せ
用
い
ら
れ
て
い
る
以
下
の
頽
を
か
け
た
。

十
劫
正
覚
衆
生
界

一
念
往
生
弥
陶
国

十

一
不
二
証
無
生

国
界
平
等
坐
大
会

一
遍
は

こ
の
頗
の
意
味
を
弟
子
で
あ
り

『
言
遍
聖
絵
』
の
作
者
で
あ

る
聖
戒
に
よ
く
語

っ
た
と
い
う
。
窪
寺
を
出
た
後
、

菅
生
の
岩
屋
に
参

籠
し
、
遁
世
の
素
意
を
祈

っ
た

一
遍
は
こ
こ
に
念
仏
勧
進
聖
と
し
て
の

一
歩
を
印
し
、
大
阪
天
王
寺

へ
参
籠
し
た
。

こ
こ
で
発
願
を
か
た
く
む

す
び
、
十
重
の
制
文
を
お
さ
め
て
如
来
の
禁
戒
を
受
け
、

一
遍

の
念
仏

を
す
す
め
て
衆
生
済
度
を
は
じ
め
た
と
い
う
。
念
仏
札
賦
算
も
こ
の
時

点
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。

天
王
寺
か
ら
高
野
山

へ
向
か
い
、
さ
ら
に
当
時
蟻

の
熊
野
詣

と
い
わ

れ
る
程
、
人
心
の
向
い
て
い
た
熊
野
大
社

へ
向
か

っ
た
。
道
中

一
遍
の

念
仏
理
解
を
否
定
す
る
事
件
が
あ
り
、
そ
れ
を
起
縁
に
熊
野
本
宮
に
参

籠
し
、
熊
野
神

の
神
勅
を
受
け
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
作

っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
の
が
、
本
論
の
主
題
で
あ

る

「
六
十
万
人
頗
」
で
あ
る
。
『
一

遍
聖
絵
』
は
そ
の
す
ぐ
後
に

「
又
云
く
」
と
し
て

六
字
之
中

本
無
生
死

一
声
之
間

即
証
無
生

と
い
う
偶
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
於
て
、

一
遍
の
思
想
は
完
成
し

た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
先
に
記
し
た
如
く
、

一
遍
が
何
故

「六
十
万

人
頗
」
を
作

っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
論
者
は

「
六
十
万
人
頗
」
と
そ
れ
に
続
く
偶

の
内
容
に
、
禅
的
要

素
が
強
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
歴
史
学
的
に
は
疑
問
視
さ
れ

つ
つ
も
強
く
そ
の
関
係
を
主
張
さ
れ
続
け
て
い
る
。

一
遍
と
心
地
覚
心

禅
師
 
(後
は
覚
心
と
す
る
)
 の
関
係
に
着
目
し
、
そ

の
思
想
の
類
似
点
か

ら
両
者
の
関
係
を
推
定
し
た
 
(『時
衆
研
究
』
第
九

一
号
参
照
)
が
、
そ
の

要
点
の
第

一
は
、

一
遍
が
覚
心
に
参
禅
し
た
際

に
与
え
ら
れ
た
公
案
は

一
遍

上
人

「
六
十
万
人
頭
」

を
め
ぐ

っ
て

(
岡

本
)
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一
遍
上
人

「六
十
万
人
頗
」
を
め
ぐ
っ
て

(岡

本
)

「念
起
即
覚
〔

の
語
で
あ
り
、

こ
の
語

の
語
源

を
探
れ
ば
、
宗
蹟

の

『坐
禅
儀
』
廷
寿
の

『
宗
鏡
録
』
宗
密
の

『
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
を
経

て

『
大
乗
起
信
論
』
心
生
滅
門
の

覚
者
謂
心
体
離
念

離
念
相
者
等
虚
空
界

無
所
不
偏
法
界

一
相

即
是
如
来
平
等
法
身

と
い
う

「
六
十
万
人
類
」
と
ほ
ぼ
同

一
内
容
の
文
に
当
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
第
二
点
は
、

一
遍
が
熊
野
神
か
ら
夢
告
と
し
て
得
た

「
信

不
信
を
え
ら
ば
ず

浄
不
浄
を
き
ら
わ
ず

そ
の
札
を
く
ば
る
べ
し
」

と
い
う
語

が
、
覚
心
の
作

っ
た

『
坐
禅
儀
』

の
文
中
に

無
ノ
中

ニ
ハ

清
浄
モ
ナ
ク

垢
薇
モ
ナ
シ

法
ト
シ
テ
定
ム
ベ
キ
モ
ナ
シ

と
あ
り

「無
」
を

「名
号
」
に
変
え
れ
ば
、
夢
告
と
同

一
内
容
と
な

る
こ
と
を
記
し
た
。

「
六
十
万
人
頗
」
の
内
容
に
禅
が
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
以
上

で
十
分
理
解
さ
れ
よ
う
が
、

一
点
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
が
あ
る
。

そ
れ
は
何
故
に
六
十
万
人
と
い
う
数
字
を
頽

の
四
句

の
頭

に
配
し
た
か

で
あ
る
。

こ
の
六
十
万
人
を

一
遍
は
重
要
視
し
て
お
り

『
一
遍
聖
絵
』

巻
六
の
、
法
印
公
朝
に
送

っ
た
手
紙
に
は

「
南
無
阿
弥
陀
仏

六
十
万

人
知
識

一
遍
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
現
代
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
時
宗
の

念
仏
札
に
は

「
南
無
阿
弥
陀
仏
決
定
往
生
六
十
万
人
」
と
刻
さ
れ
て
い

る
。
時
宗

で
は
頒
の
頭
文
字
が
た
ま
た
ま
六
十
万
人
と
な

っ
た
も
の
と

し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
方
便
と
し
て
六
十
万
人
賦
算
の
目
標
を
立
て
た

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
二
祖

『
他
阿
上
人
法
語
』
巻
第
五
に
は

こ
れ
す
な
わ
ち
名
号
所
具
の
機
法
の
い
は
れ
を
あ
ら
は
す

か
な
ら
ず
し
も

数
に
て
は
あ
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ

又
六
十
万
人
は
一
切
衆
生
の
名
な
り

一
切

衆
生
と
書
て
は

一
生
の
勧
進
に
相
応
し
が
た
き
あ
ひ
だ

六
十
万
人
す
ゝ
め

は
て
ゝ
は
ま
た
始
め
て
す
ゝ
む
る
な
り

と
あ
り
、
金
井
清
光
氏
に
よ
れ
ば
、
室
町
時
代
の
謡
曲

「誓
願
寺
」

に
も
六
十
万
人
の
意
味
が
説
明
さ
れ

こ
れ
は
三
熊
野
の
御
夢
想
に
四
句
の
文
あ
り

そ
の
四
句
の
文
の
上
の
字
を

取
り
て

証
文
の
た
め
に
書
き
つ
け
た
り
…
…

こ
の
四
句
の
文
の
上
の
字

な
れ
ば
、
六
十
万
人
と
は
書
き
た
る
な
り

と
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
金
井
氏
は
時
宗
の
伝
統
教
学

と
同
様
の
解
釈
を

さ
れ

「頗
文

の
頭
四
文
字
を

と
っ
て
六
十
万
人
と

し
、
そ
れ
を
形
木
に
ほ

っ
た
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て

五
来
重
氏
は

「
一
遍
と
高
野

・
熊
野
お
よ
び
踊
念
仏
」
に
於
て

六
十
万
人
は
こ
の
と
き
は
じ
め
て
形
木
を
ほ
ら
し
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ

ま
で
の
賦
算
札
の
六
十
万
人
の
四
文
字
を
頭
に
お

い
た
四
句
の
偶
を
も
っ

て
、
一
遍
は
自
己
の
回
心
を
表
現
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
五
来
氏

に
よ
れ

ば
、
六
十
万
人

の
数
字

は
、
熊
野
以
後
に
す
ら
れ
た
念
仏
札
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
天
王
寺
で

配
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
念
仏
札
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
論
者
に
は
、
い

つ
頃
か
ら

一
遍
が
念
仏
札
に
六
十
万
人
と
い
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う
数
字
を
記
す
よ
う
に
な

ウ
た
か
判
断
が

つ
き
か
ね
る
が
、
少
く
と

も
、
時
宗
教
学
や
金
井
氏
が
主
張
さ
れ
る
如
く
、
六
十
万
人
を

一
遍
の

独
創
と
考
え
る
説
に
は
反
対
で
あ
る
。
覚
心
の
記
し
た

『
法
語
』
の
第

五

「
斎
戒
功
徳
之
事
」
と
い
う

一
節
に

『
六
斎
功
徳
精
進
経
』
な
る
疑

経
が
引
用

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
文
中
に

「
午
ノ
時
持
斎
す
レ
バ

六
十

万
歳

ノ
カ
テ
ヲ
得

乃
至
功
徳
無
量
ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
六
十

万
を
最
高
数
と
す
る
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て

一
遍

は
自
己
の
悟
り
を
表
現
す
る
上
に
、
六
十
万
人
を
頒

の
頭
文
字
に
配
し

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の

『
六
斎
功
徳
精
進
経
』
に

つ
い
て
は

未
だ
詳
し
く
知
り
得
な
い
が
、
覚
心
が
当
然
目
を
通
し
た
と
思
わ
れ
る

『
宗
鏡
録
』
と
同

一
の
作
者
で
あ
り
、
禅
浄
双
修
論
を
展
開
し
た
永
明

延
寿
の

『
万
善
同
帰
集
』
巻
中
に

経
日
…
…
半
斎
之
福
猶
生
天
上

七
世
人
間
常
得
自
然
衣
食

一
日
持
斎
得

六
十
万
歳
自
然
之
糧

と
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
は

一
日
の
持
斎
が
六
十
万
年
の
糧
を
得

る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

一
日
に
注
目
し
て
、

一
日
の
持
斎
を
、

一
遍

(回
)

の
念
仏
と
す
る
な
ら
ば
、
六
十
万
年
の
自
然
の
糧
は
、
即
六
十

万
人
の
自
然
の
往
生
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
ろ
う
。

つ
ま
り

一
度
念
仏

称
名
す
れ
ば
、
六
十
万
人
が
必
ら
ず
往
生
す
る
と
い
う
考
え
方
が
可
能

に
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
遍
と
名
乗

っ
た
の
は

一
回
の
念
仏
と
い
う
こ
と
の
表
明
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ

っ
て
六
十
万
人
が
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
念
仏

札
に
記
し
た

「
南
無
阿
弥
陀
仏
決
定
往
生
六
十
万
人
」
の
意
味
も
文
面

の
ま
ま
素
直
に
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
と

一

度
称
え
れ
ば
、

そ
れ
に
よ

っ
て
六
十
万
人
が
必
ず
往
生
す
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、

一
遍
は
何

の
は
か
ら
い
も
な
く
自
己
の
得
た
と
こ
ろ
を

そ
の
ま
ま
念
仏
札
に
記
し
た
も
の
と
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
で

本
論
を
終
る
が
、
未
だ
何
故
六
十
万
が
最
高
数

で
あ
る
か
の
解
明
は
な

し
得
て
い
な
い
。
今
後

『
六
斎
功
徳
精
進
経
』
や

『
万
善
同
帰
集
』
の

引
用
を
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
六
十
万
の
持

つ
意
味
が
明
ら

か
に
な
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
「
六
十
万
人
頗
」
が

『
大
乗
起

信
論
』
に
よ
る
も
の
と
の
過
程
と
な

っ
た

『
宗
鏡
録
』
に
も

『
禅
源
諸

詮
集
都
序
』
に
も
、
六
十
万
と
い
う
数
字
は
表
れ
て
こ
な
い
。
論
者
の

知
り
得
る
限
り
で
は

『
弘
明
集
』
巻
第
二
第
十

一
章
三
世
無
仏
の
ケ
所

に
秦
趙
之
衆

言
日
中
自
起
項
籍
坑
六
十
万
夫

古
今
舞
倫
及
諸
受
坑
者

誠
不

悉
有
宿
縁
大
善

若
謂
応
在
将
来
者

則
向
六
十
万
命

善
悪
不
同

な
ど
と
数
ケ
所
、

一
度
に
六
十
万
人
が
殺
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ

る
の
み
で
あ
る
。
六
十
万
と
い
う
数
及
び

『
六
斎
功
徳
精
進
経
』
に
つ

い
て
諸
賢

の
御
指
導
を
仰
ぎ
た
い
。
(註
は
省
略
い
た
し
ま
す
)

(大
正
大
学
総
合
仏
教
研
究
所
研
究
員
)

一
遍

上
人

「
六
十

万
人
頽
」

を
め
ぐ

っ
て

(
岡

本
)
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