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は
じ

め

に

教
化
宗
団
を
標
榜
し
て
い
る
わ
が
宗
に
籍
を
置
く
者
と
し
て
、
檀
信
徒
教
化
を
ど
の
よ
う
に
推
進
す
れ

ば
よ
い
か
、
こ
れ
は
常
に
脳
裏
か
ら
離
れ
な
い
問
題
で
す
。
し
か
し
、
思
考
の
段
階
か
ら
い
ざ
実
践
に
移

す
場
合
は
、
な
か
な
か
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一
つ
が
新
し
い
檀
信
徒
に
対
す
る
教
化
法
で
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
僧
侶
と
檀
信
徒
と
の
関
わ
り
は
、
住
職
に
就
任
し
た
と
き
か
ら
ご
く
自
然
に
師
檀
の
関

係
が
結
ば
れ
て
い
る
の
で
、
檀
信
徒
が
死
亡
し
、
そ
の
家
族
が
後
継
者
と
な
っ
た
と
き
で
も
、
改
め
て
特

別
な
儀
礼
を
行
っ
て
祭
祀
後
継
者
と
認
め
る
こ
と
は
あ
ま
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
近
年
、
地
域
開

発
な
ど
で
人
口
の
変
動
が
多
く
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
墓
地
の
需
要
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
檀
信

徒
を
ど
の
よ
う
に
寺
が
受
け
入
れ
た
ら
よ
い
か
を
検
討
し
、
対
策
を
立
て
る
必
要
が
で
て
き
ま
し
た
。

教
団
は
帰
敬
式
を
実
施
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
ま
す
が
、
寺

（僧
侶
）
側
で
は
古
来
か
ら
の
教
化
法

で
あ
る
、
五
重
相
伝
や
授
戒
会
を
実
施
し
な
い
と
教
化
者
と
し
て
責
任
を
全
う
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
特
に
近
畿
圏
の
寺
で
は
、
数
年
に
一
度
実
施
す
る
こ
と
が
寺
檀

一
致
の
不
文
律

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
定
期
的
な
五
重
相
伝
、
授
戒
会
を
実
施
し
に
く
い
地
域
で
は
、

地
域
に
存
在
す
る
本
山
で
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
会
中
に
、
自
坊
の
檀
信
徒
を
送
り
、
信
行
策
励
、
安
心



決
定
の
教
化
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
今
、
新
し
い
檀
信
徒
を
迎
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
す
ぐ
に
本
山

へ
行

っ
て
御
法
主
台
下
か
ら
お

剃
度

（お
か
み
そ
り
）
を
受
け
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
よ
り
も
、
ま
ず
こ
れ
か
ら
住
職
が
あ
な
た
の
師
匠

と
な
り
、　
一
生
の
間
、
信
仰
の
相
談
相
手
と
な
り
、
御
本
尊
様
の
救
済
を
頂
け
る
よ
う
、
簡
単
な
儀
礼
を

行
い
ま
す
か
ら
お
受
け
下
さ
い
、
と
い
う
教
化
儀
礼
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

し
て
五
重
相
伝
、
授
戒
会
は
信
仰
が
つ
ぎ
の
段
階
に
進
ん
で
か
ら
、
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

当
研
究
所
に
お
い
て
は
、
現
代
教
化
儀
礼
研
究
の

一
環
と
し
て
、
今
回
の
儀
礼
を
考
え
、
準
備
、
役
配
、

差
定
、
参
考
資
料
を
整
理
し
、
誰
に
で
も
す
ぐ
実
施
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
構
成
し
て
み
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、
そ
の
実
践
研
究
の
成
果
を
出
版
す
る
に
あ
た
り
、
熊
井
康
雄
専
任
研
究
員
を
は
じ
め
と
す

る
関
係
者
各
位
の
ご
努
力
に
対
し
、
深
く
感
謝
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。

平
成
十
年
三
月

浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員

福

西

　

賢

兆
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◎
序
　
章

―

入
檀
式
で
仏
縁
を
結
ぶ

新
し
く
檀
信
徒
と
な

っ
て
菩
提
寺
と
仏
縁
を
結
ぶ
場
合
、
そ
の
事
情
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、　
一
般
的
に

は
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

□
親
が
死
亡
し
て
祭
祀
を
継
承
し
た
場
合

寺
に
檀
家
が
あ
れ
ば
、
必
ず
い
つ
か
は
起
こ
り
得
る
状
況
で
す
。
昔
は
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ

と
、
そ
の
家
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
心
得
が
伝
え
ら
れ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
核
家
族
化

の
影
響
も
あ
っ
て
、
親
か
ら
何
も
聞
い
て
い
な
い
、
仏
事
に
関
し
て
は
皆
目
わ
か
ら
な
い
と
い
う
継

承
者
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
継
承
者
本
人
が
困
る
ば
か
り
か
、
寺
院
に
と
っ
て

も
マ
イ
ナ
ス
に
な
り
ま
す
か
ら
、
祭
祀
を
継
承
す
る
心
構
え
を
教
え
、
菩
提
寺
と
の
絆
を
強
め
る
よ

う
に
導
い
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。

1-序  章 入檀式で仏縁を結ぶ



□
新
規
に
寺
院
基
地
の
取
得
を
希
望
し
て
檀
家
と
な
る
場
合

最
近
の
都
市
部
で
最
も
多
い
ケ
ー
ス
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
檀
信
徒
の
縁
者
や
知
人
で
あ
れ
ば
、
寺
院

に
対
す
る

一
応
の
認
識
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
石
材
店
等
の
業
者
が
紹
介
し
て
き
た
場
合
に

は
、
墓
地
の
取
得
が
第

一
で
、
お
寺
の
宗
旨
等
は
二
の
次
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
菩

提
寺
と
檀
家
の
在
り
方
等
、
事
前
に
十
分
な
話
し
合

い
を
持
つ
こ
と
は
勿
論
で
す
が
、
入
檀

（墓
地

取
得
）
後
に
そ
れ
な
り
の
機
会
を
も

っ
て
、
檀
家
に
な

っ
た
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
と
く
に
重

要
で
し
ょ
う
。

□
墓
地
と
は
別
に
書
提
寺
と
し
て
の
結
縁
を
希
望
し
て
信
徒
と
な
る
場
合

寺
と
縁
を
結
び
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
持

っ
て
い
る
点
で
は
、
最
も
理
想
的
な
ケ
ー
ス
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
せ

っ
か
く
信
仰
に
目
覚
め
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
機
会
を
逃
さ
ず
し

っ
か
り
し
た
関

係
を
築
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
し
く
檀
信
徒
を
迎
え
る
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
方
法
で

「
こ
の
お
寺
の
檀
家

（信

徒
）
に
な
っ
た
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
、
教
化
の
第

一
歩
に
な
り
ま
す
。



絆
を
深
め
る
た
め
の
儀
礼

浄
土
宗
の
宗
規
に
は
、

新
た
に
檀
信
徒
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
寺
院
に
申
し
出
て
、
そ
の
仏
前
に
お
い
て
帰
敬

の
誠
を
宣
誓
す
る
帰
敬
式
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
規
定
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
差
定
が
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

道
場
洒
水

入
堂

香
偶

三
宝
礼

奉
請

歎
仏
掲

表
白

導
師
転
座

説
示
開
導
　
　
①
合
掌

・
礼
拝

・
十
念
の
受
け
方

3-序  章 入檀式で仏縁を結ぶ



②
本
宗
の
本
尊

ｏ
祖
師
の
恩
徳

③
安
心

・
起
行

・
作
業
の
綱
要

０
信
者
の
心
得

⑤
三
帰
三
党
の
大
意

０
罪
障
懺
悔

入
信
者
焼
香

・
三
拝
　
灌
頂

入
信
者
懺
悔

灌
頂

授
与
三
帰
三
党

授
与
日
課

授
与
帰
敬
証

授
与
十
念

帰
敬
誓
約

導
師
復
座

開
経
掲

′４



誦
経

発
願
文

摂
益
文

念
仏

一
会

総
回
向
偶

十
念

総
願
偶

三
唱
礼

送
仏
偶

十
念

退
堂

宗
の
規
定
に
よ
る
ま
で
も
な
く
、
新
し
い
檀
信
徒
に
対
し
て
帰
敬
式
を
行
う
の
は
、
寺
檀
関
係
強
化
の
上

か
ら
、
と
て
も
重
要
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
実
際
に
行

っ
て
い
る
寺
院
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

浄
土
宗
総
合
研
究
所
の

「教
化
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
に
よ
る
と
、
施
餓
鬼

・
十
夜
等
の
定
期

法
要
や
葬
儀

・
追
善
法
要
等
の
臨
時
法
要
以
外
に
、
何
ら
か
の
形
で
教
化
活
動
を
行

っ
て
い
る
と
回
答
し

5-序  章 入檀式で仏縁を結ぶ



た
う
ち
、
帰
敬
式
を
実
施
し
て
い
る
寺
院
は
約
七
％
で
し
た
。
回
答
割
合
が
少
な
い
た
め

一
概
に
は
い
え

ま
せ
ん
が
、
特
別
に
は
教
化
活
動
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
寺
院
も
含
め
る
と
、
帰
敬
式
を
実
施
し
て
い

る
割
合
は
も
っ
と
下
が
り
数
％
程
度
に
な
る
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
地
域
差
は
あ
り
ま
す
が
、
五
重
相

伝
や
授
戒
会
と
い
っ
た
大
規
模
な
伝
法
儀
式
の
実
施
率
が
高
い
の
に
比
べ
て
、
比
較
的
簡
単
に
で
き
る
は

ず
の
帰
敬
式
を
行
う
寺
院
が
極
端
に
少
な
い
の
は
何
故
で
し
ょ
う
か
。

浄
土
宗
が
定
め
る
法
要
の
中
で
、
寺
院
が
檀
信
徒
を
教
化
し
、
念
仏
信
仰
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
行

う
儀
式
に
は
、
帰
敬
式
の
ほ
か
に
も
、
五
重
相
伝

・
授
戒
会

・
剃
度
式

・
結
婚
式
等
が
あ
り
ま
す
。
五
重

相
伝
や
授
戒
会
は
正
式
な
伝
法
道
場
で
す
か
ら
別
と
し
て
、
帰
敬
式

・
剃
度
式

。
結
婚
式
に
共
通
す
る
導

師

（和
上
）
の
作
法
の
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、

□
帰
敬
式
　
　
　
　
　
　
　
　
□
剃
度
式
　
　
　
　
　
　
　
　
□
結
婚
式

説
示
開
導
　
　
　
　
　
　
　
　
和
上
開
導
　
　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
諭

懺
　
　
悔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
潅
　
　
頂

潅

　

頂
　
　
　
　
　
　
　
潅

　

頂
　
　
　
　
　
　
　
懺

　

悔

授
与
三
帰
三
党
　
　
　
　
　
　
授
与
三
帰
三
党
　
　
　
　
　
　
授
与
三
帰
三
党

授
与
日
課
　
　
　
　
　
　
　
　
授
与
日
課
　
　
　
　
　
　
　
　
日
課
勧
奨

／
０



と
な
り
ま
す
。

共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、　
一
、
式
の
意
義
と
受
け
る
心
構
え
を
説
き
、
二
、
懺
悔
文
を
と
な
え
、
三
、

香
水
を
頭
上
に
そ
そ
い
で
心
身
を
清
め
、
四
、
仏
教
徒
と
し
て
三
宝
に
帰
依
す
る
約
束
で
あ
る
三
帰
三
党

を
授
け
、
五
、
浄
土
宗
の
念
仏
信
者
と
し
て
日
課
称
名
を
勧
め
る
、
と
い
う
基
本
パ
タ
ー
ン
で
す
。
つ
ま

り
、
こ
れ
だ
け
の
内
容
を
授
け
れ
ば
、
檀
信
徒
と
仏
縁
を
結
ぶ
儀
礼
と
し
て
は
十
分
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
、
帰
敬
式
の
場
合
ネ
ッ
ク
と
な
る
の
は
、
説
示
開
導
で
す
。
合
掌

・
礼
拝

・
十
念
の
受
け
方
等
は

よ
い
と
し
て
も
、
祖
師
の
恩
徳
、
安
心

・
起
行

・
作
業
の
綱
要
、
信
者
の
心
得
を
説
く
と
な
る
と
、
そ
う

簡
単
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
こ
の
あ
た
り
が
帰
敬
式
が

一
般
化
し
な
い
原
因
の

一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
回
、
新
し
い
檀
信
徒
と
仏
縁
を
結
ぶ
儀
式
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
最
も
問
題
に
な

っ
た
の
は
こ
の

点
で
す
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
説
示
を
省
略
し
て
、
開
導
、

つ
ま
り
式
を
受
け
る
心
構
え
だ
け
を
説
く
こ
と
に
し

た
の
で
す
。
こ
れ
な
ら
ば
容
易
に
、
し
か
も
短
時
間
で
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
な

る
と
帰
敬
式
と
し
て
は
略
式
で
内
容
も
異
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
帰
敬
式
と
呼
ぶ
に
は
少
々
無
理
が
あ

り
ま
す
。
名
称
を
ど
う
す
る
か
が
次
の
問
題
で
す
。
帰
敬
と
は
仏
に
帰
依
し
て
敬
い
尊
ぶ
こ
と
で
、
篤
い

信
仰
心
が
前
提
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
し
い
檀
信
徒
は
、
多
く
の
場
合
ま
だ
信
仰
心
は
希
薄

7-序  章 入檀式で仏縁を結ぶ



で
し
ょ
う
か
ら
、
ま
ず
檀
家

（信
徒
）
に
な
っ
た
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
式
を

一
応

「入
檀
式
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
た
。
新
し
く
寺
檀
の
縁
を
結
ん
だ
と
き

こ
そ
、
絆
を
強
め
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
信
仰
を
培
う
の
は
そ
れ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
実

際
に
各
寺
院
で
行
う
場
合
に
は
こ
の
式
を

「帰
敬
式
」
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
し
、
そ
の

他
に
も

「入
信
式
」
「結
縁
式
」
等
、
い
ろ
い
ろ
な
名
称
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

集
団
式
と
個
別
式

寺
院
で
儀
式
や
行
事
を
行
う
場
合
、
二
つ
の
形
態
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
施
餓
鬼
や
十
夜
等
、

大
勢
の
檀
信
徒
が

一
堂
に
会
す
る
も
の
を
集
団
式
、
追
善
法
要
等
、　
一
軒
ご
と
に
行
う
も
の
を
個
別
式
と

す
る
分
け
方
で
す
。

入
檀
式
を
実
施
す
る
場
合
も
、
集
団
式
か
、
個
別
式
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ど
ち

ら
に
も
利
点
や
難
点
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
帰
敬
式
の
場
合
は
、
前
出
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
回
答
内
容

か
ら
判
断
す
る
と
、
集
団
式
の
方
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。



小
人
数
で
で
き
る
儀
式

儀
式
は
立
派
に
し
よ
う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
立
派
に
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
分
人
手
も
必
要
に

な
り
ま
す
し
、
当
然
な
が
ら
費
用
も
か
さ
ん
で
き
ま
す
か
ら
、
簡
単
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
入
檀
式
の
場
合
も
、
こ
の
点
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。　
一
般
の
寺
院
で

は
、
通
常
の
法
要
は
住
職

一
人
か
副
住
職
と
二
人
で
勤
め
る
と
い
う
こ
と
が
大
半
で
す
か
ら
、
入
檀
式
を

行
う
場
合
も
で
き
る
限
り
寺
院
内
の
ス
タ
ッ
フ
で
実
施
す
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
し
よ
う
。

新
し
い
行
事
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
誰
で
も
ま
ず
考
え
る
の
は
、

専
門
的
な
知
識
や
技
量
が
な
け
れ
ば
勤
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
？

あ
る
程
度
の
ス
タ
ッ
フ
（人
数
）
が
必
要
だ

準
備
も
や
や
大
掛
か
り
な
も
の
に
な
り
そ
う
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
で
は
、
容
易
に
実
施
す
る
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
う
こ
う
考
え
あ
ぐ
ね
て
い

る
間
に
時
間
は
た
っ
て
機
を
逸
す
る
、
そ
ん
な
経
験
は
ど
な
た
も
お
持
ち
の
は
ず
で
す
。

新
し
い
行
事
は
な
ぜ
実
施
し
に
く
い
の
か
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
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第

一
は
慣
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
慣
れ
て
い
れ
ば
、
多
少
手
間
の
か
か
る
こ
と
や
大
掛
か
り
な
こ
と

で
も
、
さ
ほ
ど
困
難
に
は
感
じ
ま
せ
ん
。
多
く
の
寺
院
で
勤
め
ら
れ
て
い
る
施
餓
鬼
や
十
夜
な
ど
が
よ
い

例
で
す
。
ま
ず
実
施
し
て
み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
も
し
は
じ
め
は
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
あ
っ

て
も
、
何
回
か
行
う
う
ち
に
要
領
は
飲
み
込
め
て
く
る
で
し
ょ
う
。

第
二
は
行
い
方
が
分
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『浄
土
宗
法
要
集
』
に
は
帰
敬
式
の
差

定
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
項
目
だ
け
で
詳
し
い
内
容
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
自

分
で
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
話
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
作
法
は
ど
う
す
る
の
か
…
…

つ
い
億
劫
で
や
め
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
活
用
す
る

こ
の
本
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
編
集
さ
れ
て
い
ま
す
。
い

わ
ば
入
檀
式
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
り
、
話
の
台
本
で
も
あ
り
ま
す
。
教
化
に
熟
達
さ
れ
た
諸
大
徳
に
は
無

用
の
長
物
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
経
験
の
少
な
い
青
年
住
職
に
は
き
っ
と
参
考
に
な
る
は
ず
で
す
。
億
劫

が
ら
ず
に
、
ま
ず
実
践
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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さ
て
、
こ
の
本
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。　
一
度
全
体
を
ご
覧
に
な
っ
た
う
え
で
ご
自
身
で

必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
択
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
教
化
法
は
人
に
よ
っ
て
様
々
で
す
。
自

分
の
寺
の
檀
信
徒
に
は
ま
ず
こ
れ
か
ら
、
そ
う
思
う
も
の
を
選
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

■

基

本

編

基
本
的
な
入
檀
式
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
す
。
檀
信
徒

一
軒
ず

つ
を
対
象
と
す
る
個
別
式
が
ベ
ー
ス
に
な

っ

て
い
ま
す
。

□
第

一
章
　
準
備

日
時
の
決
定

・
案
内
状

・
入
檀
証

・
記
念
品

・
表
白
類
な
ど
事
前
の
準
備
、
本
堂
の
荘
厳

・
控
室
の

準
備
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
で
き
る
だ
け
シ
ン
プ
ル
で
効
果
的
な
も
の
を
考
え
ま
し
た
。

□
第
二
章
　
差
定
と
役
配

差
定

・
役
配

・
衣
帯
な
ど
実
施
に
あ
た
っ
て
必
要
な
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
住
職
と
副
住
職
の
二
人
、

あ
る
い
は
住
職

一
人
で
行
え
る
よ
う
な
方
法
で
す
。

11-序  章 入檀式で仏縁を結ぶ



□
第
二
章
　
入
檀
式
作
法

入
檀
式
の
差
定
に
そ

っ
て
重
要
な
説
草
（導
師
の
話
の
内
容
）
と
作
法
を
「話
し
言
葉
」
で
載
せ
ま
し
た
。

そ
の
ま
ま
読
む
こ
と
も
可
能
で
す
が
、
内
容
を
把
握
し
て
、
ご
自
分
の
言
葉
で
話
せ
ば
よ
り
効
果
的

で
す
。

■

応

用

編

基
本
編
に
加
え
る
オ
プ
シ
ョ
ン
で
す
。
入
檀
式
を
も
う
少
し
進
め
て
在
家
の
仏
教
信
者
が
守
る
べ
き
五

戒
を
授
け
る
法
会
や
、
勤
行

・
礼
拝
等
を
取
り
入
れ
た
修
養
会
形
式
の
法
会
を
考
え
、
そ
の
場
合
に
利
用

で
き
る
勧
誠

・
説
草

・
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

ｏ
日
程
等
の
資
料
を
載
せ
ま
し
た
。
修
養
会
の
場
合
は
、

個
別
式
で
は
な
く
、
集
団
式
を
想
定
し
ま
し
た
が
、
基
本
の
式
に
必
要
な
も
の
だ
け
を
加
え
て
、
個
別
式

の
独
自
法
会
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

□
第

一
章
　
五
戒
授
与
を
加
え
て

入
檀
式
で
授
与
し
た
三
帰
は
、
三
宝
を
敬
う
気
持
ち
を
持

っ
て
仏
教
徒
と
し
て
の
生
涯
を
お
く
る
約
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束
を
す
る
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
を
も
う

一
歩
進
め
て
、
具
体
的
に
日
々
の
暮
ら
し
の
在
り
方
を
伝
え

る
こ
と
を
内
容
と
す
る
方
法
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
戒
の
精
神
と
し
て
七
仏
通
誡
偶
を
説
き
、
実
践

と
し
て
は
五
戒
を
授
与
す
る
も
の
で
す
。

□
第
二
章
　
修
養
会
と
し
て

三
帰

・
五
戒
授
与
を
中
心
に
、
勧
誡

・
勤
行

・
礼
拝
等
を
組
み
入
れ
た
、
半
日
程
度
で
で
き
る
修
養

会
の
実
施
案
で
す
。
拘
束
時
間
が
少
々
長
く
な
り
、
昼
食
の
準
備
等
も
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
儀
式

だ
け
で
な
く
勧
誠
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
仏
教
徒

・
念
仏
信
者
と
し
て
の
心
構

え
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
よ
う
。

□
第
二
章
　
参
考
資
料

応
用
編
に
必
要
な
、
授
与
五
戒
の
導
師
説
草
、
教
導
（オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）要
領
、
勧
誠
講
話
資

料
を
収
載
し
ま
し
た
。
導
師
説
草
と
教
導
要
領
は
、
基
本
編
同
様
に
話
し
言
葉
で
載
せ
て
あ
り
ま
す
。
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注
１

注
２

注
３

「檀
信
徒
規
程
」

（宗
規
第
五
号
）
第
二
条

『浄
土
宗
法
要
集
』
上
巻

一
三
八
頁

『宗
報
』
平
成
九
年

一
。
二
月
号
に
て
実
施
。
集
計
報
告
は

『教
化
研
究
』
第
九
号
に
掲
載
。
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基

本

編

◎
第

一

一
三
け

備

洲
Ｈ
一

日
時
の
決
定

「今
度
お
檀
家
に
な
っ
た
○
○
さ
ん
の
入
檀
式
を
し
よ
う
」
そ
う
思
い
立
っ
た
ら
さ
っ
そ
く
準
備
に
取

り
か
か
り
ま
し
ょ
う
。
な
に
ご
と
も
タ
イ
ミ
ン
グ
が
大
切
で
す
。
実
施
の
時
期
は
入
檀
か
ら
あ
ま
り
日
を

お
か
な
い
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
入
檀
者
の
都
合
を
考
え
れ
ば
仕
事
が
休
み
と
な
る
日
曜
祭
日
が
望
ま

し
い
の
で
す
が
、
近
ご
ろ
は
お
寺
の
方
も
休
日
は
法
務
が
多
く
多
忙
で
す
か
ら
、
週
休
二
日
制
が
定
着
し

つ
つ
あ
り
休
日
の
ケ
ー
ス
が
多
い
土
曜
に
実
施
す
る
の
も
ひ
と
つ
の
方
法
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も

入
檀
者
と
相
談
の
う
え
決
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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案
内
状
の
作
成

日
時
が
決
ま
っ
た
ら
、
案
内
状
を
作
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

省
略
し
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
入
檀
者
に
と
っ
て
は
菩
提
寺
に
お
け
る
初
め
て
の
儀
式
に
な
り
ま
す
の
で
、

正
式
に
案
内
状
を
出
す
と
喜
ば
れ
る
で
し
ょ
う
。
内
容
は
入
檀
式
の
意
義
や
日
時
等
を
記
し
ま
す
が
、
出

席
者
の
人
数
も
確
認
す
る
よ
う
に
し
て
お
く
と
準
備
に
好
都
合
で
す
。

一
拝
啓
、
○
○
の
候
、
貴
家
皆
々
様
に

一　
さ
て
、
こ
の
た
び
貴
家
に
お
か
れ

一
結
ば
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
み
仏
様
並
．

一
び
申
し
上
げ
ま
す
。

一　

つ
き
ま
し
て
は
、
当
寺
の
檀
信
徒

一
左
記
に
よ
り
執
り
行
い
た
い
と
存
じ

一
ご
先
祖
様
に
感
謝
の
心
を
も
っ
て
、
一

一
の
檀
信
徒
と
し
て
最
初
に
お
受
け
に
・ は

ご
清
栄
の
こ
と
と
存
じ
ま

ま
し
て
は
、
当
寺
を
菩
提
寺

び
に
ご
先
祖
諸
霊
の
お
導
き

と
な
ら
れ
た
こ
と
を
正
式
に

ま
す
。
入
檀
式
は
こ
れ
か
ら
・

明
る
く
正
し
く
仲
よ
く
日
々

な
る
大
切
な
儀
式
で
す
。
ご
・ す

。
と
定
め
、
檀
信
徒
と
し
て
の
ご
縁
を

に
よ
る
も
の
と
存
じ
、
心
か
ら
お
慶

ご
本
尊
様
に
ご
報
告
す
る
入
檀
式
を

浄
土
宗
の
教
え
に
従

い
、
み
仏
様
、

を
お
く
る
こ
と
を
誓
う
た
め
、
当
寺

夫
妻
は
も
と
よ
り
、
ご
家
族
お
そ
ろ
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い
で
ご
出
席
く
だ
さ
る
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
〇
年
○
月
○
日

合

掌

浄

土

宗

○

○

寺

《

○

○

家

入

檀

式

》

日
時
　
　
　
平
成
〇
年
○
月
○
日

（○
曜
日
）
○
時
集
合

式
場
　
　
　
○
○
寺
本
堂

☆
所
要
時
間
は
、
控
室
で
の
説
明
な
ど
を
含
め
て
約

一
時
間
程
度
で
す
。

☆
準
備
の
都
合
上
、
ご
出
席
の
人
数
を
○
月
○
日
ま
で
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

記
念
品
の
準
備

入
檀
式
の
記
念
と
し
て
数
珠
二
連
と
袈
裟
二
肩
を
準
備
し
ま
す
。
別
に
数
珠
と
袈
裟
に
決
ま

っ
て
い
る

訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
式
の
中
で
数
珠
と
袈
裟
の
授
与
を
行
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
二
つ
が
適
当
で
し
ょ
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う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
ほ
か
に
何
か
記
念
に
な
る
も
の
を
添
え
て
あ
げ
て
も
結
構
で
す
。
従
来
は
檀
信
徒

へ

の
記
念
品
は

一
軒

一
つ
が
普
通
で
し
た
が
、
入
檀
式
の
場
合
に
は
夫
婦
を
家
族
の
代
表
と
考
え
て
、　
一
対

を

一
組
と
す
る
と
喜
ば
れ
る
で
し
ょ
う
。

《数
　
珠
》

浄
土
宗
の
数
珠
は
念
仏
の
数
を
数
え
る
た
め
の
も
の
で
、
式
の
中
で
も
数
珠
を
授
与
し
た
後
に
日
課
誓

約
（日
課
念
仏
の
奨
め
）
を
行
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
通
仏
教
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

一
連
の
も
の
で
は

な
く
、
日
課
数
珠
が
適
当
で
す
。

一　

　

　

【
三
万
遍
と
六
万
遍
】

一　

日
課
数
珠
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。
珠
の
数
が
二
十
と
二
十
七
の
組
み
合
わ
せ
の
数
珠

（珠
の
大
き

一
い
も
の
＝
三
万
遍
）
と
、
二
十
七
と
四
十
の
組
み
合
わ
せ
の
数
珠
（珠
の
小
さ
い
も
の
＝
六
万
遍
）
で
、
男

一
女
の
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
普
通
は
三
万
遍
を
男
性
用
、
六
万
遍
を
女
性
用
と
す
る
こ
と
が
多
い
よ

一
う
で
す
。
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《
袈
　
裟
》

袈
裟
は
仏
弟
子
の
表
示
と
し
て
釈
尊
が
定
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
我
々
僧
侶

（出
家
）
は
、
如
法
衣
な

ど
の
三
衣
（九
条
以
上

・
七
条

・
五
条
の
三
種
類
の
袈
裟
）
を
着
用
し
ま
す
が
、
在
家
信
者
に
は
威
儀
細
ま

た
は
輪
袈
裟
（正
式
に
は
種
子
衣
と
い
い
ま
す
）
が
適
当
で
し
ょ
う
。
入
檀
記
念
や
寺
名

・
氏
名
等
の
文
字

を
刺
締
（数
量
が
多
け
れ
ば
織
り
込
み
）
す
る
と
よ
い
記
念
に
な
り
喜
ば
れ
ま
す
。

【威
儀
細
と
輪
袈
裟
】

袈
裟
と
し
て
は
威
儀
細
の
ほ
う
が
正
式
で
す
が
、
威
儀
細
は
五
重
相
伝
や
授
戒
会
を
受
け
る
と
、
剃
度

式
で
授
与
さ
れ
ま
す
し
、
普
段
の
着
用
し
や
す
さ
を
考
え
る
と
、
輪
袈
裟
の
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

生
地
は
金
襴
や
派
手
な
柄
物
は
な
る
べ
く
避
け
て
、
長
く
使
え
る
よ
う
に
落
ち
着
い
た
色
の
も
の
に
し

た
ほ
う
が
無
難
で
す
。
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表
自
の
作
成

式
中
に
用
い
る
表
白
文
を
作
成
し
ま
す
。
『新
訂
浄
土
宗
法
要
集
』
上
巻
三

一
八
頁
の
帰
敬
式
表
白
を

用
い
て
も
結
構
で
す
し
、
こ
れ
に
若
干
手
を
加
え
た
例
文
を
左
に
載
せ
ま
し
た
の
で
参
考
に
さ
れ
て
も
よ

い
で
し
ょ
う
。
奉
書
に
清
書
し
て
「表
白
」
と
表
書
き
を
し
た
畳
紙
に
包
ん
で
お
き
ま
す
。

謹
ん
で
按
ず
る
に
、
如
来
の
大
悲
は
万
機
を
普
く
利
益
し
給
い
、
最
後
の
一
念
に
至
る
ま
で
、
皆
悉
く

摂
化
し
給
う
。
況
ん
や
至
心
に
懺
悔
し
て
、
三
宝
に
帰
依
す
る
者
に
於
て
を
や
。

愛
に
入
檀
を
請
う
善
男
子
善
女
人
○
○
○
○
夫
妻
は
、
仏
日
の
光
を
受
け
て
、
仏
性
の
萌
芽
を
発
し
、

如
来
の
正
法
を
信
じ
て
、
浄
土
の
法
門
に
入
り
、
衆
善
奉
行
せ
ん
と
欲
す
。
伽
て
本
月
本
日
を
以
て
、

○
○
寺
本
尊
前
に
お
い
て
入
檀
の
式
を
挙
げ
ん
こ
と
を
希
う
。

我
が
身
を
顧
み
る
に
、
戒
行
元
よ
り
整
わ
ず
、
信
必
ず
し
も
堅
固
な
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
宗
祖
法
然
上

人

一
化
八
十
年
、
選
択
本
願
の
念
仏
弘
通
に
思
い
を
致
し
て
、
我
が
心
身
を
捧
げ
、　
一
心
称
名
、
偏
に
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仏
祖
の
冥
護
を
奉
請
し
て
、
三
宝
帰
依
、
日
課
称
名
念
仏
の
作
法
を
授
け
ん
と
す
。

仰
ぎ
糞
く
は
、
本
尊
阿
弥
陀
如
来
、
教
主
釈
迦
牟
尼
世
尊
、
六
方
恒
沙
の
諸
仏
諸
菩
薩
等
、
哀
慇
覆

護
し
て
、
所
願
意
の
如
く
成
就
せ
し
め
給
わ
ん
こ
と
を
。
敬
っ
て
白
す
。

入
檀
証
の
作
成

私
た
ち
は
、
形
に
な
っ
た
も
の
を
求
め
が
ち
で
す
。
も
の
ご
と
を
成
し
遂
げ
た
と
き
に
は
、
そ
の
証
し

と
な
る
も
の
が
あ
る
と
う
れ
し
い
も
の
で
す
。
入
檀
式
の
場
合
も
、
式
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
徒

と
し
て
の
誓
約
は
済
む
わ
け
で
す
が
、
入
檀
証
を
授
与
す
れ
ば
菩
提
寺
と
結
縁
で
き
た
こ
と
が
形
に
表
さ

れ
、
そ
の
感
慨
は

一
層
深
ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

入
檀
証
は
『新
訂
浄
土
宗
法
要
集
』
上
巻

一
四

一
頁
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「帰
敬
証
」
に
準
じ
ま
し
た
が
、

別
に
も
幾
つ
か
の
例
を
掲
載
し
ま
し
た
の
で
参
考
に
し
て
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

紙
は
檀
紙
（表
面
に
細
か
い
級
の
あ
る
和
紙
）
が
最
上
で
す
が
、
手
に
入
ら
な
い
場
合
は
奉
書
を
用
い
ま

す
。
横
長
に
二
つ
折
り
に
し
、
折
り
目
を
下
に
し
て
左
右
を
三
つ
に
折
る
、
い
わ
ゆ
る
三
つ
折
り
の
形
に
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す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
入
檀
証
を
墓
地
使
用
許
可
証
と
兼
ね
る
場
合
な
ど
は
、
市
販
の
表
彰
状

用
紙
を
用
い
る
と
、
額
に
入
れ
て
仏
壇
の
上
な
ど
に
飾
る
こ
と
が
で
き
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

②
別
　
例入

　

　

檀

　

　

証名

）

殿

篤

　

　

敬

　

　

一二
　
　
　
費

奉

　

　

佛

　

　

崇

　

　

祖

平
成
〇
年
○
月
○
日

○
　
○
　
山
　
○
　
○
　
寺

○
　
　
春
　
　
○

○

○
　
寺

し お 寺

こ い (D

と て 阿

を 如 弥

証 法 陀

り
‐
 |こ  女日

入 来

名

）

殿

入
　
　
　
檀
　
　
　
証

平
成
〇
年
○
月
○
日

○
　
○
　
山
　
○

○
1氏

○

|せ に ○ |

檀 前 ○

暮

○
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本
堂
の
準
備

本
堂
は
、
帰
敬
式
や
剃
度
式
に
準
じ
て
荘
厳
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。
お
寺
の
本
堂
は
、
極
楽
を
象
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
不
祝
儀
の
イ
メ
ー
ジ
で
見
ら
れ
が
ち
で
す
。
入
檀
式
は
、
新
し
く
檀

信
徒
に
な
っ
た
人
が
み
仏
様
と
ご
縁
を
結
ぶ
お
め
で
た
い
儀
式
で
す
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
雰
囲
気
を
醸
し

出
す
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
す
。
し
か
し
住
職
を
中
心
と
し
た
寺
族
だ
け
で
準
備
す
る
こ
と
で
す
か
ら
、

あ
ま
り
大
掛
か
り
な
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
次
の
よ
う
な
点
に
心
掛
け
て
飾
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

■
本
尊
前

□
供
物

□
仏
花

□
燈
明

日
本
で
は
、
音
か
ら
赤
は
祝
儀
、
黒
は
不
祝
儀
の
色
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
本
尊
前

の
飾
り
も
赤
を
中
心
に
用
い
ま
す
。

紅
白
鰻
頭
、
リ
ン
ゴ
等
赤
系
統
の
も
の
を
供
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
供
物
の
敷
紙

に
も
赤
色
を
重
ね
て
お
め
で
た
い
雰
囲
気
を
出
し
ま
す
。

生
花
も
赤
系
統
の
色
花
を
多
く
入
れ
ま
す
。

紅
ロ
ー
ソ
ク
を
用
い
ま
す
。
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【供
物
の
供
え
方
】

供
物
の
供
え
方
に
も
、
い
く
つ
か
の
心
得
が
あ
り
ま
す
。
菓
子
類
は
作
る
の
に
手
間
の
か
か
る
も
の
が

上
位
と
さ
れ
、
普
通
は
、
干
菓
子
（落
雁
等
の
打
菓
子
）
、
生
菓
子
（練
菓
子

・
餅
菓
子
等
）、
水
菓
子

（果

物
類
）
の
順
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

供
え
る
と
き
は
、
上
位
の
も
の
を
内
側
に
並
べ
る
の
が
原
則
で
す
が
、
違
う
種
類
の
も
の
を

一
対
と
す

る
場
合
は
向
か
っ
て
右
に
上
位
の
も
の
を
、
同
じ
種
類
の
も
の
一
対
と
す
る
場
合
は
向
か
っ
て
右
に
色

の
濃
い
も
の
を
並
べ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
供
物
を
あ
げ
る
場
合
に
は
外
側
が
高
く

な
る
よ
う
に
盛
り
付
け
る
と
形
が
よ
い
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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本 尊

Eコ ←位牌

←紅自餅

《本尊前の荘厳》

(前机)

←五具足

←供物

(三方 ) )

華籠 表自香炉香食

(拝 敷 )

◎
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■
内
陣

□
先
祖
霊
牌

□
導
師
座

□
高
座

入
檀
の
喜
び
は
ご
先
祖
様
の
御
霊
に
も
ご
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仏

前
の
適
当
な
場
所
に
先
祖
代
々
の
位
牌
を
安
置
し
、
香
華
燈
明
を
備
え
ま
す
。

位
牌
に
は
「
○
○
家
先
祖
代
々
霊
位
」
と
書
け
ば
よ
い
の
で
す
が
、
追
善
法
要
の

イ
メ
ー
ジ
を
出
し
た
く
な
い
場
合
に
は
「
○
○
家
代
々
尊
位
」
等
で
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
い
ず
れ
も
赤
で
縁
取
り
す
る
な
ど
工
夫
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

仏
前
に
導
師
座
を
設
け
ま
す
。
経
机
と
拝
敷
を
置
き
、
経
机
の
上
に
は
香
炉

・

香
金

・
表
白
を
準
備
し
ま
す
。
そ
の
左
側
に
三
方
を
置
き
、
華
篭
を
載
せ
て
お

き
ま
す
。

高
座
（ま
た
は
二
畳
台
）
を
外
陣
向
き
に
設
け
ま
す
。
導
師
が
作
法
す
る
場
所
で

す
か
ら
、
受
者
と
の
位
置
関
係
に
注
意
し
ま
す
。
前
卓
が
内
外
陣
境
に
接
す
る

よ
う
に
す
る
と
都
合
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
前
卓
上
に
は
香
炉

・
香
金

ｏ
説
相
箱

（説
草
を
入
れ
る
）
・
水
瓶

・
燭
台

一
対
、
脇
卓
上
に
は
戒
尺

・
数
珠
と
袈
裟

（三
方
に
の
せ
る
）
を
準
備
し
ま
す
。
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(脇卓)

→□

(礼盤) (脇卓)

説相箱

香盆□

《内陣・高座付近の荘厳》

香炉

(高座前卓)

袈裟

教授師

戒尺

(経机②

◎

◎

↑

受者

(男 )

小整・木魚

↑
角

Ｌ
ョ

　

　

ヽ
ノ

ヨ
イ

　
　
　
チ
ヽ

受

　

Ｃ
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■
外
陣

□
受
者
席

□
家
族
席

□
教
授
師
席

受
者
席
は
、
高
座
前
卓
と
接
す
る
位
置
に
夫
婦
二
名
分
を
設
け
、
中
間
に
経
机

を
置
い
て
、
そ
の
上
に
角
香
炉
を
用
意
し
ま
す
。
座
る
位
置
は
、
結
婚
式
で
は

男
性
が
右
側
、
女
性
が
左
側
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
通
例
に
し
た

が
っ
て
男
左
女
右
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
最
近
は
正
座
の
生
活
に
慣
れ
て
い
な
い

た
め
、
椅
子
を
用
い
る
こ
と
も
多
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
場
合
は
導
師
と
の

目
線
の
高
低
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
導
師
と
受
者
が
同
じ
高
さ
か
、
導

師
の
方
が
や
や
高
く
な
る
く
ら
い
が
適
当
で
す
。

夫
妻
以
外
の
家
族
は
、
参
列
者
と
し
て
同
席
し
、
と
も
に
聴
聞
し
て
も
ら
い
ま

す
。
そ
の
た
め
の
席
を
受
者
の
後
方
に
設
け
て
お
き
ま
す
。

受
者
席
の
左
ま
た
は
右
側
に
教
授
師
席
を
設
け
ま
す
。
教
授
師
席
に
は
拝
敷
を

敷
き
、
小
撃

ｏ
木
魚

・
戒
尺
を
用
意
し
ま
す
。

29-基 本編 第一章 準  備



《本堂内の配置図》

前  机

経机①
拝

敷

高 座

(導師 )

経机②

(内陣 )

拝  敷

(教授 師 )

(外陣 )

受 者

(身3)

受 者

(女 )

参 列 者 席
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控
室
の
準
備

控
室
は
、
お
茶
や
菓
子
の
接
待
と
と
も
に
、
入
檀
式
の
心
得
等
を
説
明
す
る
場
所
に
な
り
ま
す
。
な
に

ご
と
も
第

一
印
象
が
大
切
で
す
か
ら
、
室
内
は
清
浄
に
し
て
迎
え
た
い
も
の
で
す
。

□
床
の
間
　
　
　
　
床
の
間
に
は
お
名
号
の
掛
け
軸
を
掛
け
、
中
央
に
香
炉
を
置
き
ま
す
。
生
け
花

も
適
宣
に
整
え
ま
し
ょ
う
。

□
塗
香
器
　
　
　
　
本
堂
入
堂
前
に
、
心
身
を
浄
め
る
た
め
塗
香
を
行
い
ま
す
。
本
来
は
本
堂
入
り

口
で
作
法
す
る
の
で
す
が
、
役
配
者
の
都
合
も
あ
る
の
で
今
回
は
控
室
で
行
う

こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
の
塗
香
器
を
控
室
に
準
備
し
て
お
き
ま
す
。

【掻
敷
】

お
客
さ
ま
に
茶
や
菓
子
を
も
て
な
す
と
き
、
菓
子
の
下
に
敷
く
紙
を
掻
敷
と
い
い
ま
す
。
も
と
も
と

は
神
仏
に
供
物
を
供
え
る
と
き
に
敷
く
も
の
で
、
折
り
方

に
吉
凶
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
間
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違
え
な
い
よ
う
に
折

っ
て
く
だ
さ
い
。

掻
敷
の
折
り
方

（折
り
目
を
仏
前

・
先
方

へ
向
け
ま
す
）

（祝
儀

・
平
常
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（不
祝
儀
）

（折
り
目
を
手
前
に
し
て
右
が
上
）

（折
り
目
を
手
前
に
し
て
左
が
上
）
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◎
第
墨
―

差

定

と

役

配

差
定

（次
第
）

浄
土
宗
の
ほ
と
ん
ど
の
法
要
の
差
定
は
、
日
常
勤
行
式
が
基
準
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
入
檀
式
の
差

定
を
考
え
る
場
合
も
、
こ
れ
に
準
ず
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
法
要
は
種
類
に
よ
っ
て
趣
旨
が
異

な
る
も
の
で
す
か
ら
、　
一
概
に
香
偶
か
ら
送
仏
掲
ま
で
勤
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

差
定
を
決
め
る
の
に
重
要
な
こ
と
は
、

①
目
的
と
す
る
も
の
は
何
か

②
ど
の
く
ら
い
の
規
模
で
行
う
の
か

③
所
要
時
間
は
ど
の
く
ら
い
が
適
当
か

④
差
定
の
ど
こ
に
重
点
（ポ
イ
ン
ト
）
を
お
く
か

を
明
確
に
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
を
入
檀
式
の
場
合
で
考
え
て
み
ま
し
た
。
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①
の
目
的
は
、
宗
規
の
文
言
を
か
り
れ
ば

「入
檀
者
が
仏
前
に
お
い
て
帰
敬
の
誠
を
宣
誓
す
る
」
こ
と

つ
ま
り
仏
法
僧
の
三
宝
に
帰
依
し
、
仏
教
徒
ま
た
念
仏
者
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
誓
う
こ
と
で
す
。
儀

式
と
し
て
は
、
三
帰
三
党
の
授
与
お
よ
び
日
課
念
仏
の
誓
約
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
よ
う
。

②
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
住
職
と
副
住
職
の
二
人
、
場
合
に
よ
っ
て
は
住
職

一

人
で
実
施
で
き
る
こ
と
、
受
者
は
夫
婦
二
人
、
参
列
者
と
し
て
の
家
族
を
加
え
て
も
数
人
を
想
定
し
て
い

ま
す
か
ら
、
ご
く
小
規
模
な
法
会
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

次
に
③
の
所
要
時
間
で
す
が
、　
一
般
に
仏
教
儀
式
は
重
厚
長
大

（重
々
し
さ
は
あ
る
が
時
間
が
か
か
り

す
ぎ
る
）
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
初
め
て
の
菩
提
寺
の
儀
式
が
長
時

間
に
な
る
と
、
以
後
、
お
寺
の
行
事
等
へ
の
参
加
を
敬
遠
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
か
ら
、
な
る

べ
く
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
④
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
く
部
分
で
す
が
、
や
は
り
入
檀
式
で
は
授
与
三
帰
三
寛
等
、
導
師
か
ら
受

者

へ
の
作
法
が
中
心
と
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
部
分
を
な
る
べ
く
分
か
り
や
す
く
丁
寧
に
行
い
た
い
も
の

で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
他
を
粗
末
に
し
て
よ
い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
③
と
の
兼
ね
合
い
を
考
え
て
必

要
最
小
限
に
止
め
て
み
ま
し
た
。

以
上
の
四
点
を
心
掛
け
て
作
っ
た
差
定
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
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教
　
　
導

受
者
参
列
者
入
堂

開
式
の
辞

喚

　

鐘

導
師
入
堂

無
言
三
拝

奉

　

請

表

　

白

転

　

座受
者
焼
香

先
祖
霊
牌
礼
拝

導
師
開
導

懺

　

悔

潅

　

頂

授
与
三
帰
三
党

控
室
で
十
念
の
受
け
方
等
を
説
明
し
塗
香
を
行
い
ま
す

三
通
三
下

三
奉
請
散
華
（音
声
の
項
参
照
）

外
陣
向
き
に
転
向
し
て
登
高
座
し
ま
す

仏
様
と
先
祖
の
御
霊
に
香
を
捧
げ
ま
す

仏
縁
を
感
謝
し
先
祖
の
御
霊
に
礼
拝
し
ま
す

入
檀
式
の
心
得
を
述
べ
ま
す

（以
下
資
料
③
導
師
説
草
参
照
）

今
ま
で
の
誤
っ
た
考
え
や
行
い
を
懺
悔
し
ま
す

仏
様
の
清
ら
か
な
水
で
身
と
心
を
清
め
ま
す

明
る
く
正
し
く
仲
よ
く
生
き
る
こ
と
を
約
束
し
ま
す
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授
与
袈
裟

授
与
数
珠

日
課
誓
約

授
与
入
檀
証

授
与
十
念

摂
益
文

念
仏

一
会

転

　

座

請
護
念
偶

十

　

念

無
言

一
拝

導
師
挨
拶

導
師
退
堂

閉
式
の
辞

受
者
退
堂

仏
教
徒
の
表
示
で
あ
る
袈
裟
を
授
け
ま
す

念
仏
を
唱
え
る
た
め
の
数
珠
を
授
け
ま
す

念
仏
を
離
れ
ず
生
活
す
る
こ
と
を
約
束
し
ま
す

仏
縁
を
結
ん
だ
こ
と
を
証
す
る
入
檀
証
を
授
け
ま
す

切
り
十
念
で
十
遍
の
念
仏
を
授
け
ま
す

下
高
座
し
て
本
尊
向
き
に
転
向
し
ま
す
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【差
定
と
次
第
】

私
た
ち
は
、
ふ
だ
ん
法
要
の
形
式
を
定
め
た
も
の
を
差
定
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
来
は
例
え

ば
導
師

・
維
那

・
侍
者
等
の
役
配
、
礼
讃
等
の
句
頭
の
当
役
、
散
華
や
行
道
と
い
っ
た
威
儀
等
を
細
か

く
指
示
し
た
も
の
を
差
定
と
い
い
、
単
に
偶
文
等
を
読
誦
す
る
順
番
を
定
め
た
も
の
は
、
正
式
に
は
次

第
と
呼
び
ま
す
が
、
こ
こ
で
は

一
般
的
な
呼
称
で
あ
る
差
定
を
用
い
て
お
き
ま
す
。

入
退
堂
用
音
楽

入
退
堂
に
、
仏
教
讃
歌

・
詠
唱

・
雅
楽
等
の
音
楽
を
用
い
る
の
も
良
い
方
法
で
す
。
Ｃ
Ｄ
や
カ
セ
ッ
ト

テ
ー
プ
を
使
用
す
る
場
合
は
、
住
職
と
副
住
職
が
式
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
取
り
扱
い
は
寺
庭
婦
人

が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
入
退
堂
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ー
プ
や
Ｃ
Ｄ
を
、
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
ま
す
。

□
衆
会

ｏ
四
弘
誓
願

浄
土
宗
児
童
教
化
連
盟

仏
教
讃
歌
普
及
委
員
会

『輪
を
つ
く
ろ
う
』

『仏
教
讃
歌
Ｉ
』
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□
入
堂
和
讃

・
退
堂
和
讃

□
雅
楽

（Ｃ
Ｄ
）

浄
土
宗
出
版
室

浄
土
宗
吉
水
講

浄
土
宗
出
版
室

日
本
コ
ロ
ン
ビ
ア

日
本
コ
ロ
ン
ビ
ア

土
日
士Ｆ浄

土
宗
の
お
経
は
と
て
も
有
り
難
い
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
用
い
ら
れ
て
い
る
旋
律
が
、
日
本

人
の
感
性
に
と
け
あ
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
せ
っ
か
く
素
晴
ら
し
い
節
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

普
段
の
法
要
に
も
節
付
き
の
偶
文
や
礼
讃
を
ぜ
ひ
取
り
入
れ
た
い
も
の
で
す
。

今
回
の
入
檀
式
の
差
定
の
中
で
は
、
節
付
き
の
偶
文
と
し
て
奉
請
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
奉
請
に
は
、
ご

承
知
の
と
お
り
「
三
奉
請
」
と
「
四
奉
請
」
が
あ
り
ま
す
。
四
奉
請
の
節
付
き
は
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

三
奉
請
の
節
付
き
は
ご
存
じ
な
い
方
が
多
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
善
導
大
師
の
『浄
土
法
事
讃
』
に
出
て
い

浄
土
宗
Ｃ
Ｄ
シ
リ
ー
ズ
Ⅱ

『仏
教
聖
歌
』

『吉
水
流
詠
讃
歌

・
和
讃
篇
』

『雅
楽
―
法
要

・
儀
式
の
た
め
に
―
』

『雅
楽

へ
の
招
待
』
実
用
編

『Ｇ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｋ
Ｕ
』
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る
偶
文
で
、
普
通
の
三
奉
請
に
「散
華
楽
（さ
ん
げ
ら
く
）
」
を
付
け
て
唱
え
る
も
の
で
す
。
簡
単
な
節
で
す

か
ら
、
取
り
入
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
音
声
（節
）
と
威
儀
（散
華
）
は
次
の
と
お
り
で
す
。

節
を
付
け
な
い
場
合
で
も

「散
華
楽
」
で
散
華
を
す
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

〓

一
　

　

主
螢
‐
　

　

圭
調

　

〈

彗
臥

＃
半

Ｖ

●
姜

一
下
　
奉
籠
捌
き

●
　
二
下
　
起
立

Ｌ
Ｉ
‐

ウ

一

′
ヽ
´
ヽ

コ
´「

‐
‐

一一楽「
‐
‐

一楽

・ウ一　　ウ一　工一／　わ（　　ウ一　　ウ一　・一）　ウ一　　ウ一　・ウ一　　ウ一

奉

請

弥

陀

世

尊

入

道

場

散

華

採
華
　
散
華

二

一
／
（
一
一
）
一
一二

一

奉

請

釈

迦

如

来

入

道

場

散

華

採
華
　
散
華

・　一　　　一　　ノイ　　（　　　一　　　一　　　）　　一　　　一　・　一　　　一

奉

請

十

方

如

来

入

道

場

散

華

六―票
ウー露
当―冨

山一傷

採
華
　
散
華

華
籠
捌
き

着
座
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役
配
と
衣
帯

今
回
の
入
檀
式
は
、
住
職
と
寺
族
で
行
う
と
い
う
設
定
で
す
か
ら
、
役
配
も
住
職

・
副
住
職

・
寺
庭
婦

人
の
三
名
で
分
担
し
て
み
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
住
職

一
人
で
も
実
施
は
可
能
で
す
。
こ
の
場
合
は
、
副

住
職
が
務
め
る
教
授
師
の
役
目
も
住
職
が
併
せ
て
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
式
自
体
は
シ
ン
プ
ル
な
も

の
で
す
か
ら
、
さ
し
て
困
難
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

■
役
　
配

□
導
　
師

住
　
職
　
　
入
檀
式
の
中
心
と
な
る
役
で
す
。
受
者
に
仏
教
徒
と
し
て
の
心
構

え
を
説
き
、
三
帰
三
寛
を
授
け
、
日
課
念
仏
を
奨
め
ま
す
。

副
住
職
　
　
受
者
に
入
檀
式
の
心
得
や
作
法
を
説
明
し
指
導
し
ま
す
。
ま
た
維

那
と
司
式
も
兼
任
し
ま
す
。

寺
庭
婦
人
　
控
室

へ
の
案
内
や
茶
菓
接
待
を
行
い
ま
す
。

□
教
授
師

□
接
　
待
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■
衣
　
帯

□
導

□
教
授
師

□
接
　
待

中
啓

服
装

袈
裟

数
珠

〈導
師

・
教
授
師
は
時
期
に
よ
り
領
帽
を
着
用
し
ま
す
〉

師
　
　
　
　
道
具
衣
　
　
相
当
服

（僧
階
に
よ
り
決
め
ら
れ
た
色
の
法
衣
）
を
着
用
し
ま
す

大
師
五
条
　
正
式
に
は
七
条
で
す
が
大
師
五
条
で
も
よ
い
で
し
ょ
う

誌
公
帽
子

脚
麟

数
珠

）
儀
式
に
は
切
袴

・
荘
厳
数
珠
を
用
い
ま
す

払
子
　
　
　
中
啓
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん

色
衣
　
　
　
導
師
の
法
衣
に
も
よ
り
ま
す
が
普
通
は
萌
黄
色
を
用
い
ま
す

大
五
条
　
　
大
師
五
条
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん

切
袴

日
課
数
珠
　
作
法
の
説
明
等
を
行
い
ま
す
か
ら
日
課
数
珠
が
よ
い
で
し
ょ
う

服
装
は
自
由
で
す

寺
庭
婦
人
会
輪
袈
裟
を
か
け
る
と
よ
い
で
し
ょ
う

正
式
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
腕
輪
数
珠
が
よ
い
で
し
ょ
う
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◎
第
二
章

こ
こ
で
は
、
入
檀
式
の
差
定
に
従

っ
た
、
導
師
の
説
草

・
作
法
（動
作
）
と
教
授
師
（維
那

・
司
式
）
が
指

示
す
る
言
葉
等
を
掲
載
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
表
白
等
を
組
み
合
わ
せ
て
い
た
だ
け
ば
、
入
檀
式
が
行
え
ま

す
。

注

Ｈ
舞
師
脚
嘲
障

法 ．
・ 作
躊

示

）
（括
弧
）
は
作
法
、
そ
の
他
は
言
葉
に
よ
る
指
示
を
表
し
ま
す
。

（◆
は
戒
尺
の
印
日
本
来
は
導
師
は
槌
砧
を
用
い
ま
す
）

教
　
　
導

（控
室
に
て
切
り
十
念

・
同
唱
十
念
の
唱
え
方
、
塗
香
の
作
法
等
を
説
明
）

た
だ
今
か
ら
本
堂

へ
ご
案
内
致
し
ま
す
。
私
に
続
い
て
お
進
み
く
だ
さ
い
。

（教
授
師
が
先
進
し
て
入
堂

・
着
席
）

受
者
参
列
者
入
堂
□

檀

式

作

法
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開
式
の
辞

喚

　

鐘

導
師
入
堂

無
言
三
拝

転

　

座

受
者
焼
香

先
祖
霊
牌
礼
拝

表 奉

白 請

□ □ ■ □ ■ ■  ■ □ ■ □ ■ ■ □

た
だ
今
よ
り
○
○
家
の
入
檀
式
を
当
山
住
職
導
師
の
も
と
に
執
り
行
い
ま
す
。

（鳴
鐘
偶
を
唱
え
、
喚
鐘
を
三
通
三
下
）

（喚
鐘
を
打
ち
終
わ
り
、
入
堂
）

導
師
が
入
堂
致
し
ま
す
の
で
、
皆
様
合
掌
し
て
お
迎
え
く
だ
さ
い
。
導
師
入
堂
。

（本
尊
前
に
て
払
子
を
振
り

一
揖
、
焼
香
）

導
師
の
礼
拝
に
合
わ
せ
て
、
座

っ
た
ま
ま
で
礼
拝
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（教
授
師
の
小
撃
の
作
相
に
合
わ
せ
て
、
無
言
三
拝
）

●

一
礼
●

一
礼
●

一
礼

・
・
・
・
●

（華
籠
を
持

っ
て
立
ち
、
散
華
）

（表
白
を
畳
紙
か
ら
出
し
香
煙
に
薫
じ
て
頂
載
、
捧
読
）

一
同
合
掌
。
（表
自
の
前
後
に
戒
尺
二
下
◆
◆
表
白
◆
◆
）

（登
高
座
）

受
者
の
お
二
人
は
焼
香
し
て
く
だ
さ
い
。
◆
受
者
焼
香
◆

ご
先
祖
の
御
霊
に
対
し
、
座

っ
た
ま
ま
で
礼
拝
を
い
た
し
ま
す
。

◆

一
同
合
掌
◆

（拝
礼
）
◆
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導
師
開
導

懺

　

悔

■              ■

◆
こ
の
た
び
、
当
山
阿
弥
陀
如
来
の
御
前
に
お
い
て
、
○
○
家
先
祖
代
々
の
ご

霊
位
を
迎
え
、
厳
か
に
入
檀
式
が
開
か
れ
ま
す
こ
と
は
、
誠
に
喜
ば
し
い
こ
と

と
存
じ
ま
す
。
私
は
お
釈
迦
様
の
教
え
、
宗
祖
法
然
上
人
か
ら
の
お
念
仏
の
流

れ
を
汲
む
も
の
と
し
て
、
御
本
山
の
大
僧
正
様
か
ら
お
伝
え
い
た
だ
い
た
仏
教

徒
と
し
て
の
生
き
方
を
、
八
百
年
余
り
の
伝
統
の
上
に
た
っ
て
あ
や
ま
り
な
く

○
○
様
ご
夫
妻
に
お
伝
え
致
し
ま
す
。
ご
本
尊
阿
弥
陀
如
来
の
慈
光
の
も
と
、

○
○
家
先
祖
代
々
の
御
霊
の
見
守
ら
れ
る
中
で
式
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

心
と
か
ら
だ
全
体
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

◆
ま
ず
初
め
に
懺
悔
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
何
故
懺
悔
を
す
る
の
か
と
い
い

ま
す
と
、
今
ま
で
の
自
分
は
ご
先
祖
様
か
ら
い
た
だ
い
た
こ
の
大
切
な
か
ら
だ

を
正
し
く
養
お
う
と
せ
ず
、
知
ら
ず
知
ら
ず
間
違
っ
た
こ
と
を
し
て
み
た
り
、

言
葉
を
も
て
あ
そ
ん
で
真
実
で
な
い
こ
と
を
国
に
出
し
て
み
た
り
、
さ
ら
に
心

の
中
で
は
自
分
が
今
ま
で
経
験
し
学
ん
だ
こ
と
が
絶
対
だ
と
過
信
し
て
、
尊
い

仏
様
の
み
教
え
ま
で
も
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
大
そ

れ
た
気
持
ち
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
に
気
が
つ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
我
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■ □

聖
水
潅
頂
　
　
　
■

が
身
を
厳
し
く
省
み
て
、
身
と
言
葉
と
心
の
迷
い
よ
り
生
じ
た
今
ま
で
の
罪
障

を
懺
悔
し
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
私
が
懺
悔
の
文
句
を

一
句
ず
つ
唱
え
ま
す
の

で
、
繰
り
返
し
て
ご
唱
和
く
だ
さ
い
。
で
は
合
掌
し
て
、

皆
様
は
導
師
の
唱
え
る
と
お
り
、
繰
り
返
し
て
く
だ
さ
い
。
◆

一
同
合
掌
◆

◆
我
れ
昔
よ
り
造
る
所
の
諸
の
悪
業
は
◆

　
〈
受
者
繰
り
返
し
、
以
下
同
じ
〉

皆
無
始
の
貪
瞑
痴
に
よ
る
◆

身
語
意
よ
り
生
ず
る
と
こ
ろ
な
り
◆

一
切
我
れ
今
皆
懺
悔
し
た
て
ま
つ
る
◆

懺
悔
を
終
わ
り
ま
す
。

◆
次
に
聖
水
潅
頂
と
い
う
作
法
を
行
い
ま
す
。
皆
様
が
父
母
を
縁
と
し
て
こ
の

世
に
生
命
（
い
の
ち
）
を
享
け
て
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
仏
様
の
眼
を
物
差
し

と
し
て
見
て
み
る
と
、
意
識
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
多
く
の
罪
を
作
っ
て

き
た
こ
と
に
お
気
付
き
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
仏
様
に
お
供
え
し
た
浄

ら
か
な
水
を
頭
上
に
そ
そ
い
で
、
心
と
身
体
を
清
浄
に
致
し
ま
す
か
ら
、
合
掌

し
て
お
受
け
く
だ
さ
い
。
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□■

授
与
三
帰
三
寛
　
■□

受
者
は
合
掌
し
て
頭
を
下
げ
て
く
だ
さ
い
。
◆
受
者
合
掌
◆

（散
杖
を
香
煙
に
薫
じ
、
小
三
鈷
の
印
で
加
持
し
て
か
ら
水
瓶
の
浄
水
に
浸
し
、

受
者
の
頭
上
付
近
に
当
て
て
次
の
偶
を
唱
え
ま
す
。
）

弥
陀
心
水
沐
身
頂
　
南
無
阿
弥
陀
仏

聖
水
灌
頂
を
終
わ
り
ま
す
。

◆
こ
れ
で
心
と
か
ら
だ
が
清
ら
か
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
次
に
三
帰
を
お
授
け

し
ま
す
。
三
帰
と
は
仏
様
を
心
か
ら
信
頼
し
て
毎
日
を
明
る
く
生
き
る
姿
で
あ

り
、
ま
た
仏
様
の
教
え
を
守
っ
て
常
に
正
し
く
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
い
つ
も

仲
よ
く
生
活
し
て
共
生
の
社
会
を
築
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
只
今
か
ら
私
が
、

そ
の
約
束
の
言
葉
を

一
句
ず
つ
唱
え
ま
す
の
で
、
繰
り
返
し
て
唱
和
し
て
く
だ

さ
い
。

皆
様
は
導
師
の
唱
え
る
と
お
り
、
繰
り
返
し
て
く
だ
さ
い
。
◆

一
同
合
掌
◆

◆
私
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
◆
　
　
　
　
　
　
〈受
者
繰
り
返
し
、
以
下
同
じ
〉

仏
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
◆

私
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
◆
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授
与
袈
裟

授
与
数
珠

法
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
◆

私
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
◆

僧
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
◆

三
帰
三
党
の
授
与
を
終
わ
り
ま
す
。

◆
次
に
お
袈
裟
を
お
授
け
し
ま
す
。
お
袈
裟
は
清
ら
か
な
心
と
な
っ
た
仏
様
の

お
弟
子
が
身
に
纏
う
衣
服
の
こ
と
で
、
別
名
解
脱
服
と
申
し
ま
す
。
ま
た

福
田
衣
と
も
い
い
、
お
米
が
育
つ
田
圃
を
象
っ
て
い
て
、
こ
の
袈
裟
を
掛
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
は
勿
論
、
他
の
人
々
の
幸
せ
を
も
願
う
広
い
心
が
、
小
さ

な
稲
が
お
米
に
な
る
よ
う
に
身
体
に
育
っ
て
く
る
の
で
す
。
で
は
こ
れ
か
ら
お

袈
裟
を
お
授
け
す
る
作
法
を
致
し
ま
す
か
ら
、
両
手
で
お
受
け
く
だ
さ
い
。

（受
者
に
袈
裟
を
渡
し
な
が
ら
次
の
偶
を
唱
え
ま
す
）

大
哉
解
脱
服
　
無
相
福
田
衣
　
被
奉
如
戒
行
　
広
度
諸
衆
生
　
南
無
阿
弥
陀
仏

お
袈
裟
の
授
与
を
終
わ
り
ま
す
。

◆
次
に
お
数
珠
を
お
渡
し
致
し
ま
す
。
こ
の
お
数
珠
は
日
課
数
珠
と
申
し
ま
し

て
、
二
連
に
な
っ
た
浄
土
宗
独
特
の
お
数
珠
で
、
法
然
上
人
の
お
弟
子
で
あ
っ
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日
課
誓
約

た
阿
波
之
介
と
い
う
人
が
考
案
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
簡
単
に
い

い
ま
す
と
お
念
仏
を
数
え
る
計
算
機
の
役
目
を
致
し
ま
す
。
お
念
仏
を
唱
え
る

と
き
は
二
連
の
輪
の
部
分
を
合
掌
し
た
両
親
指
に
か
け
、
記
子
と
い
う
房
を
手

前
に
垂
ら
し
ま
す
。
合
掌
を
し
な
い
と
き
に
は
左
手
首
に
か
け
て
お
き
ま
す
。

で
は
お
渡
し
致
し
ま
す
か
ら
お
受
け
く
だ
さ
い
。

（受
者
に
数
珠
を
渡
し
な
が
ら
）
　

南
無
阿
弥
陀
仏

お
数
珠
の
授
与
を
終
わ
り
ま
す
。

◆
○
○
様
ご
夫
妻
は
、
本
日
入
檀
式
を
受
け
ら
れ
て
、
お
釈
迦
様
の
教
え
を
守

り
毎
日
を
明
る
く
正
し
く
仲
よ
く
過
ご
す
よ
う
努
め
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
ま
し

た
。
し
か
し

「言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
」
で
、
そ
の
約
束
ど
お
り
に
毎
日
を

送
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
。
時
に
は
守
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
と
き
お
導
き
く
だ
さ
る
の
が
、
ご
本
尊
の
阿
弥
陀
様
な

の
で
す
。
阿
弥
陀
様
は

「す
べ
て
の
未
熟
な
人
々
を
万
人
平
等
に
済

い
取
ろ

う
」
と
い
う
お
誓
い
を
た
て
ら
れ
、
大
き
な
慈
悲
の
心
で
、
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
私
た
ち
を
お
見
守
り
く
だ
さ

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
お
誓
い
を
信
じ
て
、
心
か
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ら
お
導
き
を
お
願
い
す
る
言
葉
が
お
念
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
な
の
で
す
。
従
っ

て
、
本
日
の
お
釈
迦
様
の
教
え
を
守
る
と
い
う
約
束
は
、
取
り
も
直
さ
ず
自
ら

の
至
ら
な
い
と
こ
ろ
を
阿
弥
陀
様
に
お
導
き
い
た
だ
く
約
束
に
外
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
こ
の
入
檀
式
は
皆
様
が

「
お
念
仏
を
喜
ん
で
唱
え
る
人
」
に
な
る
た

め
に
行
わ
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
お
念
仏
を
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な

か
難
し
い
こ
と
で
す
か
ら
、
せ
め
て
一
日
に
何
遍
か
は
お
念
仏
を
唱
え
る
よ
う
、

阿
弥
陀
様
に
約
束
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
を
日
課
の
約

束
と
申
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
私
が
大
切
な
御
文
を
お
授
け
致
し
ま

す
か
ら
、
ご
夫
妻
は

「
よ
く
持
つ
」
と
お
答
え
く
だ
さ
い
。
ご
参
列
の
皆
様
も

ご

一
緒
に
お
願
い
致
し
ま
す
。
で
は
合
掌
し
て
、

皆
様
は
導
師
の
唱
え
る
言
葉
を
し
っ
か
り
と
聞
い
て
「よ
く
持
つ
」
と
は
っ
き
り

答
え
て
く
だ
さ
い
。
◆

一
同
合
掌
◆

◆
汝
だ
ち
　
今
日
よ
り
始
め
て
　
い
の
ち
終
る
ま
で
日
課
念
仏
若
干
遍
　
誓
っ

て
中
止
せ
ざ
れ
　
よ
く
持
つ
や
否
や

（受
者

ｏ
参
列
者
は

「
よ
く
持
つ
」
と
答
え
ま
す
）
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授
与
入
檀
式

授
与
十
念

《
以
上
三
遍
繰
り
返
し
》

◆
こ
れ
で
本
日
の
入
檀
式
で
お
伝
え
す
る
こ
と
は
す
べ
て
終
了
致
し
ま
し
た
。

ど
う
か
こ
れ
を
機
縁
に
し
て
、
お
念
仏
を
中
心
に
毎
日
を
明
る
く
正
し
く
仲
よ

く
過
ご
さ
れ
ま
す
よ
う
、
そ
し
て
せ
っ
か
く
結
ん
だ
菩
提
寺
と
の
ご
縁
を
末
長

く
大
切
に
し
て
い
た
だ
き
、
お
寺
詣
り

●
お
墓
参
り
を
心
掛
け
て
菩
提
寺
の
興

隆
に
も
お
務
め
く
だ
さ
る
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
入

檀
式
を
受
け
ら
れ
、
正
式
に
こ
の
お
寺
の
檀
信
徒
と
な
ら
れ
た
こ
と
を
証
す
る

た
め

「
入
檀
証
」
を
お
渡
し
致
し
ま
す
。
合
掌
し
て
お
受
け
く
だ
さ
い
。

（入
檀
証
を
授
与
し
ま
す
）

◆
そ
れ
で
は
最
後
に
私
か
ら
十
念
を
お
授
け
し
ま
す
か
ら
、
し
っ
か
り
と
お
受

け
く
だ
さ
い
。
ま
ず
合
掌
し
て
、
教
授
師
の
「
お
十
念
」
の
声
に
合
わ
せ
頭
を
下

げ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
が
十
遍
の
お
念
仏
を
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

一
遍
ず

つ

区
切

っ
て
唱
え
ま
す
の
で
、
皆
様
は
繰
り
返
す
よ
う
に
し

っ
か
り
と
お
唱
え
く

だ
さ
い
。

◆

一
同
合
掌
◆
お
十
念
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摂

益

文

念
仏

一
会

転

　

座

請
護
念
偶

十

　

念

無
言

一
拝

導
師
挨
拶

導
師
退
堂

閉
会
の
辞

受
者
参
列
者
退
堂
　
□

（導
師
発
声
）

（導
師
発
声
）

（下
高
座
、
本
尊
前
に
転
座
）

（導
師
発
声
）

（切
り
十
念
、
ま
た
は
同
唱
十
念
）

導
師
の
礼
拝
に
合
わ
せ
て
、
座

っ
た
ま
ま
で
礼
拝
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（無
言

一
拝
）

（転
向
し
受
者
参
列
者
に
祝
辞
）

（払
子
を
振
り
、
退
堂
）

導
師
が
退
堂
致
し
ま
す
の
で
、
合
掌
し
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
○
○
家
の
入
檀
式
を
終
わ
り
ま
す
。
長
時
間
に
わ
た

り
ご
苦
労
様
で
し
た
。
控
室
に
て
お
休
み
く
だ
さ
い
。

（教
授
師
が
先
前
し
て
退
堂
）

□ □ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■
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◎
第
一章
―
―
五

戒

授

与

を
加

え

て

基
本
編
の
入
檀
式
は
、
懺
悔

・
三
帰
を
主
と
し
た
、
い
わ
ば
仏
教
入
門
式
で
す
。
仏
縁
を
結
ぶ
と
い
う

意
味
で
は
こ
れ
で
も
十
分
で
す
が
、
も
う
少
し
内
容
の
濃
い
法
会
を
実
施
し
た
い
と
い
う
方
の
た
め
に
取

り
入
れ
て
み
た
の
が
五
戒
で
す
。
五
戒
は
仏
教
の
在
家
信
者
が
守
る
べ
き
、
不
殺
生

・
不
楡
盗

・
不
邪

姪

。
不
妄
語

ｏ
不
飲
酒
の
五
つ
の
基
本
的
な
戒
で
す
が
、
故
大
野
法
道
大
僧
正
は
こ
の
五
戒
に
つ
い
て
、

（五
戒
の
）
条
項
は
消
極
的
に
止
悪
の
面
で
出
さ
れ
て
い
る
が
、
実
践
と
な
れ
ば
積
極
的
な
る
行
善

注
１

の
、
慈
愛

・
豊
楽

・
節
操

ｏ
信
頼

・
覚
醒
を
含
む
は
自
然
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
大
い
に
活
用
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
、
ま
た
故
服
部
英
淳
勧
学
も
、
在
家
に
は
五
戒
を
授
け

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

ロニ_

ルじ

編

用
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こ
の
式
（以
下
五
戒
授
与
式
と
呼
び
ま
す
）
は
仏
教
徒
、
在
家
信
者
の
心
構
え
と
し
て
七
仏
通
誠
偶
を
説

き
、
生
活
規
範
と
し
て
五
戒
を
授
け
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
、
浄
土
宗
の
正
式
な
授
戒
は

円
頓
戒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
十
分
承
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

差

定

五
戒
授
与
式
は
入
檀
式
に
五
戒
授
与
を
加
え
た
も
の
で
す
か
ら
、
差
定
そ
の
他
は
す
べ
て
入
檀
式
と
同

じ
で
す
。
授
与
三
帰
三
党
の
次
に
、
授
与
五
戒
（七
仏
通
誠
掲
を
含
む
）
を
入
れ
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

一
応
、
差
定
だ
け
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

◆
五
戒
授
与
式

教
　
　
導

受
者
参
列
者
入
堂

開
式
の
辞

喚
　
　
鐘
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導
師
入
堂

転 表 奉

二
拝〓調

白座受
者
焼
香

先
祖
霊
牌
礼
拝

導
師
開
導

懺

　

悔

潅
　
　
頂

授
与
三
帰
三
党

授
与
五
戒

授
与
袈
裟

授
与
数
珠

日
課
誓
約

征

（以
下
基
本
編
第
二
章
　
参
照
）

（応
用
編
第
二
章
参
考
資
料
　
参
照
）
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授
与
入
檀
証

授
与
十
念

摂
益
文

念
仏

一
会

転

　

座

請
護
念
偶

十

　

念

無
言

一
拝

導
師
挨
拶

導
師
退
堂

閉
式
の
辞

受
者
退
堂

注
１
　
　
　
大
野
法
道
著
『戒
学
点
描
』
七
八
頁

（浄
土
宗
務
所
発
行
）

55-応 用編 第一章 五戒授与を加えて



◎
第
二章
―

修

養

会

と

し

て

第

一
章
ま
で
の
三
帰

・
五
戒
授
与
を
メ
イ
ン
に
、
勧
誡

・
勤
行

・
礼
拝
等
を
組
み
合
わ
せ
て
、
修
養
会

形
式
に
し
た
法
会
の
実
施

マ
ニ
ュ
ア
ル
で
す
。
こ
の
場
合
、
住
職

一
人
で
行
う
の
は
困
難
で
す
が
、
寺
族

の
協
力
を
得
る
こ
と
に
よ
り
実
施
可
能
と
な
る
で
し
ょ
う
。
な
お
、
基
本
編
の
入
檀
式
は
個
別
式
を
前
提

に
し
ま
し
た
が
、
こ
の
修
養
会
の
場
合
は
何
軒
か
の
檀
信
徒
を
対
象
と
し
た
集
団
式
の
方
が
効
果
的
と
思

わ
れ
ま
す
。

概

要

約
半
日
を
費
や
し
た
修
養
会
の
最
後
に
、
第

一
章
の
五
戒
授
与
式
を
行
い
ま
す
。
設
定
し
た
基
本
的
条

件
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

56



受
　
　
者
　
　
　
　
入
檀
後
比
較
的
日
の
浅
い
檀
信
徒
（集
団
式
）

内
　
　
容
　
　
　
　
開
白

・
勤
行

・
勧
誠

・
五
戒
授
与
式
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

会
　
　
場
　
　
　
　
儀
式
は
本
堂
、
勧
誡
は
庫
裡
（客
殿
）
を
使
用

役
割
分
担
　
　
　
　
住
職

・
副
住
職

・
寺
庭
婦
人
の
三
名

所
用
時
間
　
　
　
　
半
日
（午
前
十
時
～
午
後
三
時
程
度
）

ま
た
、
実
施
に
必
要
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
、

日
　
　
程
　
　
　
　
半
日
を
有
効
に
活
用
で
き
る
日
程
の

一
例

準
　
　
備
　
　
　
　
事
前
準
備
、
本
堂
の
荘
厳
等

差
　
　
定
　
　
　
　
開
白

・
勤
行
の
式
次
第
、
役
配
と
衣
帯
等

導
師
説
草
　
　
　
　
五
戒
授
与
の
説
草

教
導
要
領
　
　
　
　
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容

勧
誡
資
料
　
　
　
　
勧
誠
講
話
の
概
要

等
を
収
載
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
入
檀
式
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
同
様
、
い
ず
れ
も
参
考
資
料
で
す
か
ら
、
実
施

に
当
た

っ
て
は
各
寺
院
の
事
情
等
を
考
慮
の
う
え
、
取
捨
選
択
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

57-応 用編 第二章 修養会として



日
程

（時
間
割
）

一
五
時
○
○
分

一
〇
分

一
四
時
○
○
分

五
〇
分

一
三
時
○
○
分

一
二
時
○
○
分

二
〇
分

一
一
時

一
〇
分

四
〇
分

三
〇
分

一
〇
時
○
○
分

四
五
分

九
時
三
〇
分

時
　
間

本
堂

庫
裡

庫
裡

庫
裡

庫
裡

本
堂

庫
裡

庫
裡

本
堂

庫
裡

庫
裡

場
所

成
満

五
戒
授
与
式

オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
④

小
憩

勧
誡
②

中
食

・
休
憩

オ
リ

エ
ン
テ
ー

シ

ョ
ン
③

勤
行

オ
リ

エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
②

勧
誡
①

小
憩

開

白
オ
リ

エ
ン
テ
ー

シ

ョ
ン
①

受
付

内

　

容

○ ○

本
堂
準
備

○ ○ ○

住
　
職

役
割
分
担

○ ○

本
堂
準
備

○ ○ ○ ○ ○

副
住
職

○ ○

寺
庭
婦
人
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準
備準

備
は
、
基
本
編
第

一
章
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
と
く
に
異
な
る
の
は
次
の
よ
う
な
点
で
す
。

◆
案
内
状
の
作
成

案
内
本
文
は
、
入
檀
式
を
修
養
会
に
変
え
る
等
、
例
文
に
若
干
手
を
加
え
て
く
だ
さ
い
。
所
要
時
間
が

長
く
な
り
ま
す
か
ら
「○
時
か
ら
○
時
ま
で
」
と
明
記
す
る
こ
と
、
中
食
（昼
食
）
の
準
備
が
あ
る
こ
と
等
を

付
け
加
え
、
時
間
割
（前
記
）
を
同
封
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

◆
表
自
の
作
成

こ
れ
も
入
檀
式
表
白
を
流
用
し
ま
す
。
左
の
例
文
は

一
部
を
変
更
、
省
略
し
た
も
の
で
す
。

謹
ん
で
接
ず
る
に
、
如
来
の
大
悲
は
万
機
を
普
く
利
益
し
給
い
、
最
後
の
一
念
に
至
る
ま
で
、
皆
悉
く

摂
化
し
給
う
。
況
ん
や
至
心
に
懺
悔
し
て
、
三
宝
に
帰
依
す
る
者
に
於
て
を
や
。
愛
に
信
心
の
受
者
若

59-応 用編 第二章 修養会として



干
名
あ
り
。
仏
日
の
光
を
受
け
て
、
仏
性
の
萌
芽
を
発
し
、
如
来
の
正
法
を
信
じ
て
、
浄
上
の
法
門
に

入
る
。
併
て
今
月
今
日
を
卜
し
て
、
こ
の
道
場
に
参
集
し
、
念
仏
聞
法
し
て
以
て
、　
一
会
の
別
行
を
修

し
奉
る
。
仰
ぎ
糞
く
は
、
本
尊
阿
弥
陀
如
来
、
大
恩
教
主
釈
迦
牟
尼
世
尊
、
六
方
恒
沙
証
誠
諸
仏
、
観

音
勢
至
諸
菩
薩
等
、
哀
愁
覆
護
し
て
、
所
願
意
の
如
く
成
就
せ
し
め
給
わ
ん
こ
と
を
。
敬
っ
て
白
す
。

◆
本
堂
の
準
備

《
基
本
編
第

一
章
参
照
》

入
檀
式
と
異
な
る
の
は
、
開
白

・
勤
行
が
あ
る
こ
と
で
す
。
開
白

・
勤
行
は
通
常
の
ま
ま
で
勤
め
、
最

後
の
五
戒
授
与
式
で
入
檀
式
の
よ
う
に
配
置
換
え
を
し
ま
す
の
で
、
受
者
の
中
食
の
間
に
設
営
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

◆
中
食
の
準
備

□
弁
当
の
手
配

仕
出
し
の
折
詰
弁
当
が
最
も
簡
便
で
す
。
大
体
の
人
数
で
早
め
に
手
配
を
し
て

お
き
、
受
者
確
定
後
数
量
を
決
定
し
ま
す
。

全
員
で
中
食
を
い
た
だ
く
と
き
に
読
み
ま
す
。
大
き
め
の
紙
に
書
い
て
壁
に
張

る
か
、
机
の
上
に
置
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

□
食
作
法
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差
定

・
衣
帯

開
白

・
勤
行

・
五
戒
授
与
式
の
三
座
を
勤
め
ま
す
。
開
白

・
勤
行
は
、
浄
土
宗
発
行
の

『浄
土
宗
信
徒

日
常
勤
行
式
』
に
準
ず
る
差
定
に
し
ま
し
た
。
五
戒
授
与
式
は
第

一
章
と
同
様
で
良
い
の
で
す
が
、
入
檀

式
と
は
異
な
り
ま
す
の
で
、
授
与
袈
裟

・
授
与
数
珠

・
授
与
入
檀
証
は
省
き
ま
し
た
。

◆
開
白

《
衣
帯
は
入
檀
式
と
同
様
、
基
本
編
第
二
章
参
照
》

教
　
　
導
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
①
参
照
）

受
者
入
堂

喚

　

鐘
　
　
　
　
　
　
　
　
三
通
三
下

導
師
入
堂

香

　

偶

三

宝

礼

四

奉

請

61-応 用編 第二章 修養会として



懺

悔

掲

十

　

念

表

　

白

開

経

偶

誦

　

経

本

誓

偶

十

　

念

摂

益

文

念
仏

一
会

総
回
向
偶

十

　

念

無
言

一
拝

導
師
退
堂

受
者
退
堂

（四
誓
偶
）

導
師
登
高
座

以
下
総
回
向
偶
十
念
ま
で
導
師
発
声

導
師
下
高
座
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◆
勧
誠

《
衣
帯
は
茶
衣

・
如
法
衣
、
ま
た
は
改
良
服

・
威
儀
細
》

勧
誠
師
入
堂

（場
）　
　
　
　
　
木
魚
念
仏

勧
　
　
　
誡
　
　
　
　
　
　
　
　
（勧
誠
資
料
参
照
）

勧
誠
師
退
堂

（場
）　
　
　
　
　
木
魚
念
仏

◆
勤
行

《
衣
帯
は
入
檀
式
と
同
様
、
基
本
編
第
二
章
参
照
》

教
　
　
導
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
②
参
照
）

受
者
入
堂

導
師
入
堂

導
師
三
礼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
唱
礼

開
経
偶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
導
師
登
高
座
　
以
下
総
回
向
偶
十
念
ま
で
導
師
発
声

誦
　
　
経

（四
誓
偶
）

本

誓

偶

十

　

念

摂

益

文

63-応 用編 第二章 修養会として



念
仏

一
会

礼

　

拝

礼

党

文

回

　

向

総
回
向
偶

十

　

念

導
師
三
礼

導
師
退
堂

受
者
退
堂

導
師
下
高
座
　
三
唱
礼

◆
五
戒
授
与
式

《
衣
帯
は
入
檀
式
と
同
様
、
基
本
編
第
二
章
参
照
》

教
　
　
導
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
④
参
照
）

受
者
入
堂

喚

　

鐘
　
　
　
　
　
　
　
　
三
通
三
下

導
師
入
堂

｝
教
授
師
句
頭

（例
）
現
前
受
者
業
障
消
滅
無
諸
障
碍
阿
弥
陀
如
来
哀
慈
護
念
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転 表 奉 無

座 白 請 拝

三
奉
請
散
華

（基
本
編
音
声
の
項
参
照
）

導
師
は
外
陣
向
き
に
転
向
し
登
高
座

受
者
焼
香

先
祖
霊
牌
礼
拝

導
師
開
導

懺

　

悔

潅
　
　
頂

授
与
三
帰
三
党

授
与
五
戒

日
課
誓
約

授
与
十
念

摂

益

文

念
仏

一
会

65-応 用編 第二章 修養会として



転

　

座

請
護
念
偶

十

　

念

無
言

一
拝

導
師
挨
拶

導
師
退
堂

受
者
退
堂

導
師
は
下
高
座
し
本
尊
向
き
に
転
向
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◎
第
二章
―

参

考

資

料

応
用
編
に
取
り
上
げ
た
、
五
戒
授
与
式

・
修
養
会
の
た
め
の
資
料
で
す
。
五
戒
授
与
式
は
、
入
檀
式
に

五
戒
の
授
与
を
加
え
た
だ
け
で
す
か
ら
、
授
与
五
戒
の
導
師
説
草
の
み
を
、
ま
た
修
養
会
の
資
料
と
し
て

は
、
四
回
に
分
け
た
教
導

（オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
の
要
領
と
、
勧
誡
講
話
を
収
載
し
ま
し
た
。
こ
の

う
ち
勧
誡
は
、
受
者
に
分
か
り
や
す
く
教
え
を
説
く
こ
と
が
大
切
で
、
当
然
自
分
の
言
葉
で
話
す
こ
と
が

必
要
で
す
か
ら
、
勧
誠
講
話
の
資
料
は
、
話
し
言
葉
で
な
く
必
要
と
思
わ
れ
る
概
要
を
記
し
ま
し
た
。
適

宜
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

67-応 用編 第二章 参考資料



導
師
説
草

《資
料
①
、
入
檀
式
導
師
説
草
授
与
三
帰
三
寛
の
次
に
追
加
〉

□
授
与
五
戒

◆
さ
て
、
お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
戒
め
は
、
仏
弟
子
、
信
者
な
ど
そ
の
立
場
に
よ
り
様
々
で
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
も
の
は
決
し
て
難
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、

諸
悪
莫
作
　
　
　
　
も
ろ
も
ろ
の
悪
を
作
す
こ
と
な
か
れ

衆
善
奉
行
　
　
　
　
も
ろ
も
ろ
の
善
を
奉
行
せ
よ

自
浄
其
意
　
　
　
　
み
ず
か
ら
そ
の
意
を
浄
く
せ
よ

是
諸
仏
教
　
　
　
　
こ
れ
諸
仏
の
教
え
な
り

と
い
う
十
六
文
字
な
の
で
す
。
「
な
ん
だ
、
そ
ん
な
こ
と
か
、
当
た
り
ま
え
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
言
葉
は
お
釈
迦
様
を
は
じ
め
七
人
の
仏
様
が
と
も
に
勧
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る

「
七
仏
通
誡
偶
」
と
呼
ば
れ
る
お
諭
し
で
、
仏
教
の
す
べ
て
の
教
え
が
こ
の
十
六
文
字
含
ま
れ
て
い
る
と

も
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
悪
い
こ
と
を
し
な
い
、
善
い
こ
と
を
す
る
、
頭
で
は
す
ぐ
に
分
か
る
当
た
り

前
の
こ
と
で
す
が
、
い
ざ
実
践
す
る
と
な
る
と
な
か
な
か
に
難
し
い
も
の
で
、
悪
い
こ
と
を
す
る
つ
も
り
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は
な
く
て
も
、
つ
い
善
く
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
う
の
が
、
悲
し
い
か
な
私
ど
も
凡
夫
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

先
ほ
ど
の
懺
悔
の
と
き
に
も
お
話
し
致
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
ど
も
は
身
と
言
葉
と
心
の
迷
い
で
知
ら

ぬ
間
に
罪
を
重
ね
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ

「
心
を
浄
く
保
ち
な
さ
い
」
と
戒
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
し
て
、
心
が
清
ら
か
に
な
れ
ば
お
の
ず
か
ら
行
い
に
も
現
れ
、
自
然
と
善

く
な
い
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
こ
の

「
心
を
浄
く
保

つ
」
こ
と
が
、
す
べ
て
の
仏
様
共

通
の
み
教
え
な
の
で
す
。
で
は
心
を
浄
く
保
つ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
に
は
、

八
万
四
千
と
い
わ
れ
る
お
釈
迦
様
の
多
く
の
法
門
の
中
か
ら
、
法
然
上
人
が
お
選
び
に
な
ら
れ
た

「
お
念

仏
」
と
い
う
有
り
難
い
教
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
念
仏
こ
そ
が
心
を
浄
く
保
つ
何
よ
り
の
薬
な
の
で
す
。

腹
の
立

っ
た
と
き
、
悲
し
い
と
き
、
不
安
な
と
き
、
ど
ん
な
と
き
に
も
お
念
仏
を
唱
え
ま
す
と
、
不
思
議

と
心
が
落
ち
着
い
て
き
ま
す
。
法
然
上
人
の
お
弟
子
で
、
浄
土
宗
の
第
二
祖
で
あ
り
ま
す
聖
光
上
人
は
、

平
素
お
念
仏
を
唱
え
る
に
は
、
時
間
や
場
所
や
服
装
や
姿
勢
な
ど
を
選
ば
な
く
て
よ
ろ
し
い

と
お
説
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
改
ま
っ
て
唱
え
な
く
て
も
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
唱
え
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
お
念
仏
が
普
段
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で
ま
い
り
ま
す
と
、
自
然
に
心
を
浄
く
保
つ
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
、
こ
れ
こ
そ
が
お
念
仏
の

一
番
の
功
徳
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
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と
こ
ろ
で
私
た
ち
は
、
日
に
見
え
る
も
の
、
形
や
言
葉
に
現
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
と
、
何
と
な
く

不
安
に
感
じ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
心
を
浄
く
保
ち
て
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
日
々
を
送
れ
ば
よ
い
の
か

を
示
さ
れ
ま
せ
ん
と
、
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
く
行
動
も
頼
り
な
く
な
り
が
ち
で
す
。

そ
こ
で
お
釈
迦
様
が
示
さ
れ
た
の
が

「戒
」
と
い
う
仏
教
徒
の
生
活
規
範
で
す
。
戒
に
は
、
仏
弟
子

・

信
者

・
男
女
等
に
よ
っ
て
様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
今
日
お
伝
え
す
る
の
は
そ
の
中
で
も
最
も
基
本

的
な

「五
戒
」
と
い
う
教
え
で
、
す
べ
て
の
戒
の
根
本
で
あ
り
、
在
家
の
仏
教
信
者
の
守
る
べ
き
五
つ
の

戒
め
で
す
。
そ
れ
で
は
こ
の
五
戒
に
つ
い
て
一
つ
ず
つ
お
伝
え
致
し
ま
し
ょ
う
。

第

一
番
目
は

「不
殺
生
戒
」
、
こ
れ
は

「生
き
物
を
殺
さ
な
い
」
言
い
換
え
れ
ば
、
「あ
ら
ゆ
る
も
の

に
慈
し
み
の
心
を
も
つ
」
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

第
二
に
説
か
れ
る
の
が

「
不
楡
盗
戒
」
、
つ
ま
り

「盗
み
を
し
な
い
」
と
い
う
戒
め
で
し
て
、
言
う
な

ら
ば

「物
を
大
切
に
し
、
施
し
の
心
を
も
つ
」
こ
と
で
す
。

第
二
は

「不
邪
涯
戒
」
、
こ
れ
は

「涯
ら
な
行
為
を
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
が

「慎
み
深
い
行
い

を
す
る
」
と
理
解
す
れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
。

四
番
目
は
「不
妄
語
戒
」
、
「嘘
を
つ
か
な
い
」
つ
ま
り
「正
直
に
真
心
を
も
っ
て
語
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
後
は

「不
飲
酒
戒
」
と
い
い
、
こ
れ
は

「酒
を
飲
ま
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
酒
は
飲
み
過
ぎ
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ま
す
と
人
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
戒
め
た
も
の
で

「酒
に
飲
ま
れ

な
い
」
そ
し
て

「自
分
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
正
し
い
行
い
を
す
る
」
こ
と
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
只
今
か
ら
、
お
伝
え
致
し
ま
し
た

「七
仏
通
誠
の
偶
」
並
び
に

「五
戒
を
」
皆
様
に
お
授
け

す
る
作
法
を
行
い
ま
す
の
で
、
私
が

「
よ
く
持
つ
や
否
や
」
と
申
し
ま
し
た
ら
、
大
き
な
声
で

「
よ
く
持

つ
」
と
仏
様
に
お
約
束
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願
い
致
し
ま
す
。
で
は
、
合
掌
し
て
、

諸
仏
護
持
す
る
と
こ
ろ
の
七
仏
通
誠
　
並
び
に
釈
迦
牟
尼
世
尊
説
き
た
も
う
と
こ
ろ
の
五
戒

我
れ
今
　
汝
等
に
授
く
　
汝
等
　
今
身
よ
り
未
来
際
を
尽
く
す
ま
で
　
そ
の
中
間
に
お
い
て
犯
す
こ

と
を
得
ざ
れ
　
よ
く
持
つ
や
否
や

〈
受
者

・
参
列
者
は

「
よ
く
持
つ
」
と
答
え
ま
す
〉
　
　
　
　
《
以
上
三
遍
繰
り
返
し
》

皆
様
し
っ
か
り
と
し
た
お
声
で

「よ
く
持
つ
」
と
お
約
束
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
に
対
す
る
約

束
で
は
な
く
仏
様
と
の
お
約
束
で
す
。
今
の
お
気
持
ち
を
生
涯
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
生
き
甲
斐
を
感
じ
た

人
生
を
全
う
し
、
安
ら
ぎ
の
あ
る
生
活
を
す
る
と
と
も
に
、
香
り
高
い
人
格
を
つ
く
り
あ
げ
て
、
家
庭
、

職
場
、
社
会
に
お
い
て
、
明
る
く
正
し
く
仲
よ
く
過
ご
す
よ
う
お
励
み
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

七
仏
通
誠
偶
、
並
び
に
五
戒
の
授
与
を
終
わ
り
ま
す
。
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教
導
要
領

儀
式
や
作
法
等
の
心
得
を
解
説
す
る
こ
と
は
、
導
入
部
と
し
て
と
て
も
重
要
で
す
。
要
領
良
く
、
簡
潔

に
話
す
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
作
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
あ
ら
か

じ
め
作
法
等
を
復
習
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

◆
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
①

（開
自
の
前
に
）

皆
様
、
本
日
は
当
山
の
檀
信
徒
修
養
会
に
よ
う
こ
そ
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

仏
教
は
、
迷
い
を
断
ち
切
り
、
真
理
へ
の
目
覚
め
を
求
め
る
教
え
で
す
が
、
私
た
ち
の
現
実
の
生
活
は

楽
し
み
を
追
い
求
め
、
浮
わ
つ
い
た
気
持
ち
に
支
配
さ
れ
や
す
く
、
欲
し
い
、
憎
い
、
妬
ま
し
い
と
い
う

思
い
、
す
な
わ
ち
煩
悩
が
か
ら
だ
と
心
を
蝕
ん
で
い
ま
す
。
皆
様
が
こ
の
修
養
会
の
体
験
を
通
し
て
、
仏

教
徒
と
し
て
の
真
実
な
る
生
き
方
に
気
づ
か
れ
、
家
庭
は
も
と
よ
り
職
場
や
社
会
の
た
め
に
、
今
ま
で
以

上
に
役
立
つ
何
か
を
掴
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
様
は
じ
め
、
各
家
の
ご
先
祖
皆
々
様
の
お
喜
び

に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
山
に
と
り
ま
し
て
も
無
上
の
喜
び
に
た
え
な
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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□
心
構
え

こ
れ
か
ら
修
養
会
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
ご
説
明
を
い
た
し
ま
す
が
、
正
し
い
信
仰
は

「ま
ず
聞
法
あ

り
き
」
と
言
え
、
そ
れ
は
理
解
と
体
験
を
通
し
て
は
っ
き
り
と
自
覚
で
き
る
も
の
で
す
。
六
つ
の
感
覚
器

官
す
な
わ
ち
眼

・
耳

・
鼻

・
舌

・
身

・
意
を
研
ぎ
す
ま
し
、
身
体
全
体
で
受
け
取
る
と
い
う
心
持
ち
が
大

切
で
す
。
こ
の
た
め
に
勧
誡
で
は
仏
様
の
教
え
を
分
か
り
や
す
く
お
話
し
し
、
勤
行
で
は
念
仏

・
礼
拝
を

通
し
て
教
え
を
か
ら
だ
で
体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
最
後
に
は
、
お
話
の
内
容
を
具
体
的
に
儀
式
の
上

か
ら
お
授
け
し
ま
す
が
、
疑
い
や
思
い
上
が
っ
た
心
が
あ
る
と
、
せ
っ
か
く
の
大
切
な
み
教
え
が
身
体
を

通
過
す
る
だ
け
で
、
身
と
心
に
伴
わ
な
い
結
果
を
生
じ
ま
す
。
ど
う
か
こ
の
機
会
を

一
生
に
一
度
の
仏
縁

と
思
わ
れ
、
い
た
ず
ら
に
過
ご
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。

□
塗
香

・
触
香

本
日
の
修
養
会
で
は
、
初
め
に
本
堂
に
入
り
、
本
尊
阿
弥
陀
如
来
様
を
は
じ
め
諸
々
の
菩
薩
方
、
各
家

先
祖
代
々
の
ご
霊
位
の
前
で

「開
白
」
と
い
う
法
要
を
お
勤
め
し
ま
す
が
、
お
勤
め
に
先
立
ち
、
身
と
心

を
浄
ら
か
に
す
る
た
め
に
塗
香
と
い
う
作
法
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
塗
香
は
、
ま
ず
左
の
掌
に
の
せ
た

粉
状
の
お
香
の
上
に
右
の
掌
を
交
差
さ
せ
、
擦
り
合
わ
せ
る
よ
う
に
回
転
さ
せ
て
左
手
を
上
に
、
そ
し
て
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も
う

一
度
回
転
さ
せ
て
元
の
形
に
戻
し
ま
す
。
次
に
胸
の
前
で
合
掌
の
形
を
と
り
、
五
本
の
指
が
交
わ
る

よ
う
交
差
さ
せ
て
両
手
を
開
き
、
親
指
を
立
て
る
よ
う
に
し
て
下
腹
部
ま
で
下
げ
て
行
き
ま
す
。
塗
香
が

終
わ
り
ま
し
た
ら
、
合
掌
し
て
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
本
堂
に
入
堂
い
た
し
ま
す
。
合
掌
は
胸
の
前
に
両
掌

を
し
っ
か
り
と
重
ね
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
合
掌
の
両
親
指
の
外
側
に
数
珠
を
か
け
、
大
き
な
声
で

念
仏
を
唱
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
本
堂
の
入
り
口
に
は
象
を
か
た
ど
っ
た
香
炉
、
象
香
炉
が
置
い
て
あ
り
ま

す
。
そ
の
上
を
渡
る
こ
と
に
よ
っ
て
爪
先
か
ら
頭
頂
に
至
る
ま
で
瞬
時
に
清
め
る
触
香
の
作
法
で
す
。
こ

の
触
香
は
、
昔
か
ら
男
は
左
足
か
ら
、
女
は
右
足
か
ら
渡
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
に

跨
い
で
い
た
だ
き
ま
す
。

□
十
念

開
自
の
法
要
は
た
だ
今
お
配
り
し
た
経
本

『浄
土
宗
信
徒
日
常
勤
行
式
』
に
従

っ
て
す
す
め
て
ま
い
り

ま
す
。
慣
れ
な
い
な
が
ら
も
大
き
な
声
で
勤
め
ま
し
ょ
う
。
お
勤
め
の
途
中
で
導
師
が

「同
唱
十
念
」
と

い
わ
れ
た
ら
、　
一
緒
に
十
遍
の
お
念
仏
を
唱
え
ま
す
。
唱
え
方
は
初
め
四
遍
ま
で
を

一
息
で
、
息
を
つ
い

で
後
の
四
遍
を

一
息
で
、
都
合
八
遍
ま
で

「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
」
と
唱
え
ま
す
。
九
遍
目
は

「
ナ
ム
ア
ミ
ダ

ブ
ツ
」
と

「
ツ
」
を
付
け
、
最
後
の
十
遍
目
は
頭
を
下
げ
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と

「
ナ
ー
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ー
」
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と
唱
え
て
、
身
と
心
で
敬
い
の
気
持
ち
を
表
し
ま
す
。

□
開
自
法
要

お
勤
め
の
中
ほ
ど
で
導
師
に
よ
る
表
白
が
読
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
は
本
日
の
修
養
会
が
迎
え
ら
れ
た
仏
縁

を
喜
び
、
式
が
無
事
円
満
に
終
了
す
る
こ
と
を
諸
仏

・
諸
菩
薩
に
お
願
い
す
る
御
文
で
す
。

次
い
で
浄
土
宗
の
よ
り
ど
こ
ろ
の
経
典
『無
量
寿
経
』
の
大
切
な

一
節
で
あ
る
四
誓
掲
を
拝
読
、
続
い
て

教
え
の
真
髄
と
な
る
お
念
仏
を
唱
え
ま
す
。
ど
う
か
お
念
仏
は
各
自
の
全
身
全
霊
を
打
ち
こ
ん
で
唱
え
て

下
さ
い
。
お
念
仏
の
功
徳
が
我
が
身
に
及
ぶ
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
そ
の
功
徳
を
縁
あ
る
人
々
に
も
振

り
向
け
る
よ
う
願
う
と
い
う
慈
し
み
の
心
が
、
念
仏
者
を
浄
土
に
往
生
さ
せ
て
下
さ
る
基
と
な
る
の
で
す
。

□
勧
誠

開
白
法
要
が
終
わ
る
と
い
っ
た
ん
控
室

へ
戻
り
ま
す
が
、
そ
の
折
も
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
歩
い
て
さ
が

り
ま
す
。
自
分
の
席
に
着
い
た
方
か
ら
順
次
座
っ
て
下
さ
い
。
小
憩
の
後
、
住
職
の
勧
誠
が
始
ま
り
ま
す
。

勧
誠
と
は
、
よ
い
心
や
行
い
を
勧
め
、
悪
い
心
や
行
い
を
戒
め
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
ば
で
、
皆
様
の
信

仰
が
誤
り
な
く
進
む
よ
う
に
、
段
階
を
ふ
み
な
が
ら
導
い
て
下
さ
る
講
義
の
こ
と
で
す
。
住
職
か
ら
、
仏
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様
の
示
さ
れ
た
戒
め
や
教
え
に
随
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
有
り
難
い
こ
と
で
あ
る
か
お
話
が
あ
り
ま
す
の
で
、

し
っ
か
り
と
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

◆
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
②

（勤
行
の
前
に
）

□
念
仏

今
ま
で
の
自
分
の
生
活
が
、
仏
様
の
大
い
な
る
慈
悲
の
中
に
あ
り
な
が
ら
そ
れ
に
気
づ
か
ず
、
有
り
難

い
と
も
思
わ
ず
、
不
平
不
満
に
あ
け
く
れ
て
い
た
自
分
自
身
と
い
う
も
の
を
、
勧
誡
は
示
し
て
く
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
た
と
え
頭
で
理
解
で
き
て
も
身
体
で
は
っ
き
り
と
受
け
止
め
な
け
れ
ば
、
心
か
ら

す
ま
な
か
っ
た
と
い
う
気
持
ち
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
感
ず
る
た
め
に
は
、
身
体
を
通
し
て
勤
行

・

礼
拝

・
念
仏
を
実
践
し
て
み
る
こ
と
が
最
も
大
切
で
す
。

念
仏
は
一
人
で
唱
え
る
の
も
結
構
で
す
が
、
多
く
の
同
行
と
勤
め
る
と
心
の
集
中
や
高
ま
り
は
倍
加
す

る
も
の
で
す
。
唱
え
方
は
ま
ず
導
師
の
句
頭

「
ナ
ー
ム
ア
ー
ミ
ダ
ー
ブ
」
で
木
魚
が

一
下
入
り
ま
す
。
二

唱
目
よ
り
受
者
の
皆
様
も
木
魚
を
打
ち
な
が
ら
唱
え
て
下
さ
い
。
木
魚
は
念
仏
の
調
子
を
整
え
る
楽
器
と

心
得
て
、
念
仏
は
大
き
な
声
で
木
魚
は
優
し
く
、
と
い
う
気
持
ち
で
勤
め
て
く
だ
さ
い
。
念
仏
中
は
阿
弥
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陀
様
か
ら
目
を
離
さ
ず
、
我
が
心
中
の
想
い
必
ず
や
届
か
ん
、
と
強
く
心
を
励
ま
し
、
怠
け
心
を
克
服
す

る
よ
う
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

□
礼
拝

礼
拝
は
、
ま
ず
合
掌
し
た
正
座
の
姿
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
立
ち
上
が
り
、
阿
弥
陀
様
の
お
姿
を
仰
ぎ
ま
す
。

そ
の
後
腰
を
お
ろ
し
て
、
額
を
床
に
つ
け
、
両
掌
を
平
ら
に
仰
向
け
て
耳
の
あ
た
り
ま
で
あ
げ
て
阿
弥
陀

様
の
御
足
を
頂
く
の
で
す
。
な
ぜ
阿
弥
陀
様
の
御
足
を
我
が
手
で
頂
く
の
か
と
い
え
ば
、
阿
弥
陀
様
は
私

達
の
願
い
に
応
じ
て
ど
ん
な
所
へ
で
も
現
れ
て
下
さ
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
御
足
を
両
掌
に

頂
戴
し
、
敬
い
順
う
姿
を
持
っ
て
心
か
ら
受
け
取
る
の
で
す
。
こ
の
礼
拝
を
無
言
で
は
な
く
、
念
仏
を
三

遍
唱
え
る
う
ち
に
一
度
行
い
ま
す
。

私
が
初
め
に
や
さ
し
い
節
の
つ
い
た
お
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
礼
拝
を
始
め
ま
す
か
ら
、
皆
様
は
そ
の
後

か
ら
導
師
に
合
わ
せ
て
念
仏
礼
拝
を
し
て
下
さ
い
。
数
回
繰
り
返
す
う
ち
に
要
領
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

礼
拝
が
終
わ
る
と
、
私
と
導
師
で
礼
党
文
と
い
う
文
を
称
え
ま
す
。
い
ま
勤
め
た
礼
拝
に
よ
り
、
過
去

・

現
在

・
未
来
の
三
世
に
わ
た
る
一
切
の
罪
業
を
心
か
ら
懺
悔
す
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
ば
で
す
。
皆
様
も

そ
の
よ
う
な
心
情
で
お
勤
め
く
だ
さ
い
。
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◆
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
③

（中
食
の
前
に
）

□
中
食

午
前
の
日
程
が
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
中
食
を
い
た
だ
き
ま
す
。
食
事
の
作
法
も
仏
道
修
行

の
一
つ
で
す
か
ら
、
二
、
三
心
得
を
お
話
し
し
て
お
き
ま
す
。
私
た
ち
が
食
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

や
む
な
く
多
く
の
も
の
の
生
命
を
殺
め
、
そ
の
お
陰
で
身
体
も
養
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
世
の
た
め

人
の
た
め
に
自
分
が
今
ま
で
天
地

一
切
か
ら
受
け
た
ご
恩
を
返
し
て
ゆ
く
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
量
の
多
少
、
味
の
濃
淡
を
問
う
て
は
な
ら
ず
、
食
べ
切
れ
な
い
と
思
っ
た
場
合
は
始
め
に
取

り
分
け
る
等
、
粗
末
に
扱
わ
ぬ
よ
う
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。
殺
め
た
も
の
の
生
命
を
精

一
杯
に
活
か
す
努

力
を
惜
し
ん
で
は
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
休
憩
中
も
雑
談
は
せ
ず
、
念
仏
を
離
れ
な
い
よ
う
に
心
が
け
て
下
さ
い
。
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【食
作
法
】

《
第

一
式
》

（教
授
師
）
合
掌
。
食
前
の
こ
と
ば
。

（全
員
で
）
本
当
に
生
き
ん
が
た
め
に
、
今
こ
の
食
を
い
た
だ
き
ま
す
。
与
え
ら
れ
た
る
天
地
の
恵
み

を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
（同
唱
十
念
）
い
た
だ
き
ま
す
。

（食
事
）

（教
授
師
）
合
掌
。
（同
唱
十
念
）
ご
ち
そ
う
さ
ま
。

《
第
二
式
》

（教
授
師
）
合
掌
。
食
前
の
こ
と
ば
。

（全
員
で
）
我
こ
こ
に
食
を
受
く
。
つ
つ
し
み
て
天
地
の
恵
み
を
思
い
そ
の
労
を
謝
し
奉
る
。

（同
唱
十
念
）
い
た
だ
き
ま
す
。

（食
　
事
）

（教
授
師
）
合
掌
。
食
後
の
こ
と
ば
。

（全
員
で
）
我
れ
食
を
終
わ
り
て
心
豊
か
に
力
身
に
満
つ
。
お
の
が
つ
と
め
に
い
そ
し
み
、
誓
っ
て
御

恩
に
報
い
奉
ら
ん
。
（同
唱
十
念
）
ご
ち
そ
う
さ
ま
。
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◆
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
①

（
五
戒
授
与
式
の
前
に
）

皆
様
に
法
を
伝
え
る
時
機
が
い
よ
い
よ
熟
し
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
本
日
の
最
も
重
要
な
式
で
あ
る

「
五
戒
授
与
式
」
の
作
法
と
心
得
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

□
心
得

ま
ず
開
白
と
同
じ
よ
う
に
、
入
堂
前
に
塗
香

・
触
香
の
作
法
を
致
し
ま
す
。
そ
の
後
、
私
に
続
い
て
入

堂

・
着
座
し
て
く
だ
さ
い
。
持
ち
物
は
袈
裟

ｏ
数
珠
以
外
は
何
も
い
り
ま
せ
ん
。
こ
の
式
を
受
け
る
た
め

に
皆
様
は
勧
誡
を
受
け
、
勤
行

・
礼
拝
を
勤
め
て
き
た
の
で
す
。
皆
様
は
今
ま
さ
に
身
体
に
宿
し
て
い
た

仏
に
な
る
種
が
開
こ
う
と
し
て
い
る
段
階
に
至
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
式
に
よ
り
身
体
中
に
そ
の
喜
び
が
満

つ
る
瞬
間
が
刻
々
と
迫
っ
て
い
る
の
で
す
。
ど
う
か
心
を
整
え
、
導
師
の
発
す
る
こ
と
ば
を

一
言

一
句
聞

き
漏
ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
し
っ
か
り
と
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
お
願
い
し
て
お
き
ま
す
。
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□
式
次
第

法
要
は
ま
ず
阿
弥
陀
様
と
お
釈
迦
様
、
そ
し
て
十
方
の
仏
様
方
を
蓮
華
の
花
を
ま
い
て
お
招
き
致
し
ま

す
。
導
師
が
皆
様
の
方
に
向
か
っ
て
座
に
着
き
ま
し
た
ら
、
お
焼
香
の
作
法
が
あ
り
ま
す
が
、
時
間
の
都

合
で
代
表
の
方
に
行

っ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
そ
の
時
に
は
皆
様
も
お
焼
香
す
る
気
持
ち
で
合
掌
し
て

下
さ
い
。

続
い
て
各
家
先
祖
代
々
の
諸
精
霊
位
に
合
掌
礼
拝
を
致
し
ま
す
の
で
、
私
の
言
葉
に
従

っ
て
お
勤
め
く

だ
さ
い
。

そ
れ
か
ら
導
師
の
説
誡
が
始
ま
り
ま
す
。
途
中
で
導
師
か
ら
の
問
い
か
け
等
が
あ
り
ま
す
が
、
詳
し
く

は
導
師
の
指
示
に
よ
り
受
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
が

「受
者
合
掌
」
と
言
い
ま
す
し
た
ら
、
合
掌
し
て

く
だ
さ
い
。
皆
様
が
受
け
る
作
法
は
大
き
く
分
け
て
導
師
の
唱
え
る
御
文
を
繰
り
返
す
場
合
と
、
問
い
に

答
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
導
師
の
問
い

「
よ
く
持

つ
や
否
や
」
に
対
し
て
は
、
は
っ
き
り
と

「
よ
く
持

つ
」
と
答
え
て
く
だ
さ
い
。

説
誡
が
す
べ
て
終
わ
る
と
念
仏
に
入
り
ま
す
。
導
師
は
そ
の
間
に
本
尊
前
に
向
き
直
り
、
仏
様
に
こ
れ

か
ら
の
お
導
き
と
ご
加
護
を
お
願
い
し
ま
す
。
本
尊
前
で
の
定
め
ら
れ
た
お
勤
め
が
終
わ
る
と
式
は
す
べ
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て
終
了
と
な
り
ま
す
。

ど
う
か
今
日

一
日
だ
け
は
母
親
の
懐
に
抱
か
れ
た
赤
子
の
よ
う
に
素
直
な
心
で
、
今
ま
で
の
我
が
ま
ま

一
杯
の
自
分
を
反
省
し
、
今
日
か
ら
は
仏
様
を
離
れ
ず
、
仏
様
の
教
え
に
従

っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
の
誓

い
を
立
て
ら
れ
る
よ
う
、
ご
精
進
を
期
待
し
て
や
み
ま
せ
ん
。
同
唱
十
念
。

勧
誠
資
料
①

本
日
の
修
養
会
は
、
聞
法
に
よ
り
仏
教
徒
と
し
て
の
自
覚
を
養
い
、
念
仏

・
礼
拝
を
勤
め
て
自
ら
の
罪

障
を
懺
悔
し
、
最
後
に
仏
弟
子
と
し
て
五
戒
を
受
け
る
た
め
の
法
座
で
あ
る
。

□
授
戒

五
戒
の
授
与
は
、
最
も
初
歩
的
な
授
戒
で
あ
る
。
授
戒
と
は
釈
尊
の
説
か
れ
た
戒
法
を
授
け
、
仏
教
信

者
に
導
入
す
る
儀
式
で
あ
り
、
そ
の
戒
と
は
清
浄
な
行
為
、
道
徳
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
仏
教
で

は
、
自
律
的
道
徳
を

「戒
」
と
呼
び
、
他
律
的
道
徳
を

「律
」
と
呼
ぶ
が
、
戒
は
自
ら
法
に
目
覚
め
て
、

行
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
気
持
ち
の
中
か
ら
自
然
に
実
践
さ
れ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
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釈
尊
は

「
一
切
衆
生
　
悉
有
仏
性
」
即
ち
衆
生
は
す
べ
て
真
理
に
目
覚
め
る
素
質
を
持
っ
て
い
る
と
説

か
れ
て
い
る
が
、
我
々
は
こ
の
素
質
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
せ
っ
か
く
い
た
だ
い
た
人
間
と
し
て
の

生
の
意
義
を
自
覚
す
る
こ
と
な
く
無
為
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
釈
尊
の
教
え
に
し

た
が
い
、
人
間
と
し
て
の
自
覚
を
促
進
し
、
真
に
生
き
、
実
に
進
む
道
筋
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

き
甲
斐
の
あ
る
人
生
、
安
ら
ぎ
の
あ
る
生
活
を
目
指
す
決
意
の
節
目
と
す
る
の
が
授
戒
で
あ
る
。

我
々
は
迷
い
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
仏
教
で
は
、
迷
い
の
世
界
、
苦
し
み
の
世
界
を
六
道
と
称
す
る
。

戒
学
の
権
威
で
あ
っ
た
故
恵
谷
隆
戒
師
は
こ
の
六
道
を
、
地
獄
は
怠
け
者
で
働
く
こ
と
の
嫌
い
な
人
、
餓

鬼
は
飲
み
た
い
食
い
た
い
の
欲
に
日
夜
苦
し
ん
で
い
る
人
、
畜
生
は
鞭
で
打
た
れ
て

（他
人
に
指
図
さ
れ

て
）
嫌
々
働
い
て
い
る
人
、
修
羅
は
怒
り
腹
立
ち
の
心
を
も
っ
て
争
い
ば
か
り
し
て
い
る
人
、
人
間
は

財

・
色

・
食

・
名
誉

・
睡
眠
の
五
欲
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
人
、
天
上
は
こ
れ
よ
り
上
は
な
い
と
思
い
自
分

が

一
番
偉
い
と
慢
心
し
て
い
る
人
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
六
道
の
苦
し
み
を
す
べ
て
背

負
い
、
そ
れ
を
断
ち
切
る
こ
と
こ
そ
が
真
理
に
目
覚
め
る
こ
と
と
知
り
な
が
ら
も
、
様
々
な
欲
求
不
満
や

劣
等
感
に
捕
ら
わ
れ
て
、
迷
い
苦
し
み
悩
み
続
け
て
い
る
の
が
我
々
人
間
の
現
存
在
で
あ
り
、
授
戒
は
こ

れ
ら
を
取
り
除
く
心
理
療
法
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
病
気
を
治
そ
う
と
い
う
強
い
意
志
が
な
け
れ
ば
病
を
克
服
で
き
な
い
よ
う
に
、
戒
を
受
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け
る
受
者
側
が
、
こ
の
授
戒
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
人
間
と
し
て
再
出
発
し
、
香
り

高
い
人
格
を
形
成
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
意
欲
が
な
け
れ
ば
、
大
き
な
効
果
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
授
戒
に
当
た
っ
て
は
、
新
た
な
出
発
と
し
て
の
心
構
え
を
も
つ
た
め
に
、
授
け
る
側

も
受
け
る
側
も
真
剣
に
自
己
を
反
省
し
、
過
ち
を
懺
悔
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
戒
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
自
ら
の
香
り
高
い
人
格
の
形
成
と
と
も
に
、
豊
か
で
平
和
な
社
会

の
実
現
に
向
け
て
励
む
約
束
を
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
我
々
は
つ
い
自
分
の
幸
福
の
み
を
追
い
求
め
る
が
、

釈
尊
の
願
い
は
世
の
中
す
べ
て
の
人
々
が
幸
せ
に
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
実
現
を
求
め
る
こ
と
、
そ

の
た
め
の
努
力
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
仏
教
徒
、
仏
弟
子
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
な
の
で
あ
る
。

□
懺
悔

授
戒
に
当
た
っ
て
は
自
己
を
反
省
し
、
懺
悔
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
本
国
の
式
に
お

い
て
も
、
ま
ず
懺
悔
を
行
う
の
で
あ
る
。
我
々
は
た
と
え
自
他
共
に
認
め
る
立
派
な
聖
人
君
子
で
あ
ろ
う

と
、
そ
れ
は
所
詮
人
間
の
目
か
ら
見
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
分
自
身
の
行
っ
て
い
る
こ
と
、
思
っ
て
い
る

こ
と
を
完
全
な
る
人
格
者
で
あ
る
み
仏
と
較
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
い
た
ら
な
さ
、
愚
か
さ
は
明
ら
か
で

あ
っ
て
、
こ
れ
を
自
覚
す
れ
ば
自
然
と
す
べ
て
の
行
い
に
関
し
て
懺
悔
の
気
持
ち
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
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我
々
の
行
い
は
、
身
体
に
よ
る
行
動
と
言
葉
に
よ
る
表
現
、
そ
こ
に
潜
む
目
に
見
え
な
い
心
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
三
つ
に
よ
る
行
い
を

「身
語

（口
）
意
の
三
業
」
と
い
い
、　
一
切
の
生
活
活
動

は
こ
の
三
業
に
つ
く
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。

行
い
の
中
に
は
よ
い
行
い
も
あ
れ
ば
、
悪
い
行
い
も
あ
る
。
悪
い
行
い
、
つ
ま
り
悪
業
は
、
貪

（む
さ

ぼ
り
）
と
瞑

（
い
か
り
）
と
痴

（お
ろ
か
さ
）
の
三
毒
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が

行
動
に
現
れ
る
と
、
殺
生

（殺
す
）
楡
盗

（盗
む
）
邪
涯

（涯
ら
）
と
な
り
、
国
に
出
せ
ば
、
妄
語

（嘘
）
両
舌

（二
枚
舌
）
悪
口

（中
傷
）
綺
語

（で
ま
か
せ
）
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
悪
業
は

『梵
網

経
』
に

「自
ら
罪
有
り
と
知
れ
ば
当
に
懺
悔
す
べ
し
懺
悔
す
れ
ば
即
ち
安
楽
な
り
懺
悔
せ
ざ
れ
ば
罪
益
々

深
し
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
懺
悔
す
る
こ
と
に
よ
り
消
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
懺
悔
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
え
ば
、
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
が
第

一
で
あ
る
。
善

導
大
師
は

『般
舟
讃
』
に

「念
々
称
名
常
懺
悔
」
と
い
わ
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
唱
え
る
こ
と
が
懺
悔

で
あ
り
自
然
に
罪
障
を
消
滅
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
普
段
か
ら
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
、

特
に
懺
悔
の
意
志
を
も
た
な
く
て
も
そ
れ
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
懺
悔
の
行
と
な
る
の
で
あ
る
。

本
日
の
儀
式
で
は

「懺
悔
の
言
葉
」
を
唱
え
て
、
音
よ
り
造
る
所
の
悪
業
の
一
切
を
懺
悔
し
、
身
も
心

も
清
浄
と
な
っ
て
戒
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
唱
え
る
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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我
れ
昔
よ
り
造
る
所
の
諸
の
悪
業
は

皆
無
始
の
貪
瞑
痴
に
よ
る

身
語
意
よ
り
生
ず
る
所
な
り

一
切
我
れ
今
皆
懺
悔
し
た
て
ま
つ
る

勧
誠
資
料
②

□
三
法
印

釈
尊
の
教
え
は
森
羅
万
象
の
恨
本
法
則
、
根
本
道
理
で
あ
る
縁
起
の
法
、
即
ち
す
べ
て
の
も
の
は
移
り

変
わ
り

（諸
行
無
常
）
単
独
で
存
在
す
る
も
の
は
な
く

（諸
法
無
我
）
持
ち
つ
持
た
れ
つ
調
和
を
保

っ
て

い
る

（涅
槃
寂
静
）
と
い
う
宇
宙
の
三
大
法
則

（三
法
印
）
で
あ
る
。
仏
教
徒
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
戒

も
ま
た
、
こ
の
三
法
印
を
基
調
と
し
て
説
き
明
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
当
然
行
う
べ
き
筋

道
で
あ

っ
て
、
仏
教
徒
と
は
こ
の
戒
に
し
た
が

っ
て
生
活
す
る
人
な
の
で
あ
る
。
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□
三
帰
戒

釈
尊
が
説
か
れ
た
最
初
の
戒
は
「
三
帰
戒
」
即
ち
三
宝
（仏
法
僧
）
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
徒
と

な
る
も
の
は
、
ま
ず
始
め
に
必
ず
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
戒
で
あ
る
。
三
宝
の
宝
と
は
世
の
中
で
最
も

す
ぐ
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
帰
依
と
は
敬
い
従
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
仏
に
帰
依
す
る
と
い
う

こ
と
は
釈
尊
を
敬
う
こ
と
、
法
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と
は
釈
尊
の
説
か
れ
た
教
え
に
従
う
こ
と
、
僧
に

帰
依
す
る
と
い
う
こ
と
は
仏
法
に
従
う
人
々
（集
団
）
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
る
。

釈
尊
は
宇
宙
の
真
理
を
悟
ら
れ
、
心
の
迷
い
や
煩
い
（煩
悩
）
の
な
い
明
る
い
日
々
を
過
ご
さ
れ
た
、

つ

ま
り
仏
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と
は
「明
る
く
」
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
釈
尊
の
説
か
れ
た
法
は
恨
本
法
則

で
あ
り
、
い
つ
の
世
で
も
決
し
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
正
法
で
あ
る
か
ら
、
法
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と

は
「正
し
く
」
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
法
に
帰
依
し
た
人
々
は
、
和
合
即
ち
お
互
い
に
助
け
合

っ

て
過
ご
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
僧
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と
は
「仲
よ
く
」暮
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
帰
、

つ
ま
り
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
は
、
分
か
り
や
す
く
い
え
ば

「
明
る
く
　
正
し
く

仲
よ
く
」
暮
ら
す
こ
と
を
み
仏
に
約
束
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
三
帰
を
授
け
る
作
法
は

「
三
帰
の

文
」
を
唱
え
て
行
う
が
、
そ
の
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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わ

た
く

し
私
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
仏
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る

わ
た
く

し
私
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
法
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る

わ
た
く
し

私
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
僧
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る

こ
の
文
を
導
師
に
し
た
が
っ
て
三
度
ず
つ
唱
和
す
る
の
で
あ
る
。

□
七
仏
通
誠
偶

釈
尊
の
教
え
の
基
調
は
三
宝
印
で
あ
る
が
、
人
間
の
機
根

（個
性
）
は
千
差
万
別
で
あ
る
た
め
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
に
合
わ
せ
て
説
か
れ
た
教
え
は
八
万
四
千
の
法
門
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
実
際
の
数
で
は
な

く
、
沢
山
の
教
え
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
同
様
に
戒
も
比
丘
、
比
丘
尼
、
優
婆
塞
、
優
婆
夷
等
、
出
家
、

在
家
に
よ
り
各
別
の
戒
め
を
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
こ
と
は
、

諸
悪
莫
作

衆
善
奉
行

自
浄
其
意

是
諸
仏
教

も
ろ
も
ろ
の
悪
を
作
し
て
は
な
ら
な
い

も
ろ
も
ろ
の
善
を
行
い

み
ず
か
ら
そ
の
意
を
浄
く
せ
よ

こ
れ
は
諸
仏
の
教
え
で
あ
る
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と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
釈
尊
を
は
じ
め
と
す
る
七
仏
が
と
も
に
保
持
し
た
と
さ
れ
る

「七
仏
通

誡
偶
」
と
呼
ば
れ
る
最
も
基
本
的
な
戒
で
あ
る
。
わ
ず
か
十
六
文
字
の
中
に
仏
教
道
徳
の
す
べ
て
が
含
ま

れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

悪
を
な
さ
ず
善
を
行
う
の
は
頭
で
は
当
然
の
こ
と
と
理
解
で
き
る
が
、
こ
れ
を
す
べ
て
に
お
い
て
実
践

す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
り
、
我
々
は
悲
し
い
か
な
罪
悪
生
死
の
凡
夫
ゆ
え
、
意
識
す
る
し
な
い
に
か
か

わ
ら
ず
罪
を
重
ね
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
諸
仏
が

「自
浄
其
意
」
つ
ま
り
心
を
浄
く
保
つ
よ

う
に
諭
さ
れ
る
重
大
な
理
由
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
懺
悔
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
心
の
持
ち
方
が

行
い
に
現
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
心
が
浄
ら
か
で
あ
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
行
い
も
善
行
と
な
る
の
で
あ

る
か
ら
、
自
浄
其
意
こ
そ
が
戒
の
最
も
肝
要
な
点
で
あ
る
と
心
得
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
貪
瞑
痴
の
三
毒
に
汚
さ
れ
た
心
を
浄
く
保
つ
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
え
ば
、
念
仏
を

唱
え
る
こ
と
に
尽
き
よ
う
。
念
仏
を
唱
え
る
と
、
仏
の
力
に
よ
り
自
然
に
罪
障
が
消
滅
さ
れ
る
こ
と
は
前

に
述
べ
た
が
、
同
時
に
心
が
安
ら
か
に
な
り
、
腹
立
ち
や
怒
り
も
知
ら
ぬ
う
ち
消
え
て
、
浄
ら
か
な
心
を

保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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□
五
戒

心
を
浄
く
保

つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
止
悪
修
善
の
実
践
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
を
具
体
的
に

説
き
明
か
し
た
も
の
が
、
五
戒
、
十
戒
、
二
百
五
十
戒
等
の
戒
め
で
あ
る
。
浄
土
宗
の
正
式
な
授
戒
会
で

は
三
衆
浄
戒
が
授
け
ら
れ
、
十
重
禁
戒
と
四
十
八
軽
戒
が
説
か
れ
る
が
、
本
日
の
式
に
お
い
て
は
、
多
く

の
戒
の
基
本
で
あ
り
、
出
家
在
家
を
問
わ
ず
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
目
で
あ
る
五
戒
を
説
く
の
で

あ
る
。

五
戒
の
道
徳
律
は
仏
教
に
限
ら
ず
他
の
宗
教
に
お
い
て
も
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
仏
教
の
五
戒
は
生

命
尊
重
の
精
神
か
ら
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
が
他
の
宗
教
と
異
な
る
所
で
あ
る
。
仏
教
の

も
の
の
見
方
、
考
え
方
は
す
べ
て
の
も
の
に
生
命
、
使
命
、
価
値
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
尊
重
し
育
成
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
仏
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。

仏
教
に
説
く
五
戒
は
、

不
殺
生
戒
　
　
　
　
す
べ
て
の
命
あ
る
も
の
を
殺
さ
な
い

不
楡
盗
戒
　
　
　
　
与
え
ら
れ
な
い
も
の
を
盗
ま
な
い

不
邪
涯
戒
　
　
　
　
涯
ら
な
行
い
を
し
な
い
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不
妄
語
戒
　
　
　
　
嘘
偽
り
を
い
わ
な
い

不
飲
酒
戒
　
　
　
　
酒
を
飲
ん
で
迷
惑
を
か
け
な
い

と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
、
す
べ
て
の
も
の
の
生
命
、
使
命
、
価
値
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を

尊
重
し
育
成
す
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
慈
悲
心
、
孝
順

心
を
も

っ
て
実
践
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
慈
悲
心
と
は
慈
し
み
の
心
を
も

っ
て
育
む
心
で
あ
り
、
孝
順
心

と
は
真
理
に
従
う
心
で
あ

っ
て
、
人
間
と
し
て
、
仏
教
徒
と
し
て
、
必
ず
こ
の
二
つ
の
心
を
も
っ
て
す
べ

て
の
行
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
五
戒
を
考
え
る
と
、

殺
さ
な
い
　
　
　
　
生
物
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
も
の
が
有
意
義
に
働
く
よ
う
に
、
慈
し
み
の
心

を
持

っ
て
育
む
こ
と
で
あ
る
。

盗
ま
な
い
　
　
　
　
も
の
を
盗
ま
な
い
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
も
の
を
大
切
に
し
て
、
無
駄
を
し

な
い
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
与
え
る
心
を
持

つ
こ
と
で
も
あ
る
。

涯
ら
に
し
な
い
　
　
男
女
関
係
は
も
ち
ろ
ん
、
人
間
と
し
て
の
礼
節
を
尊
重
し
、
自
ら
の
使
命
を
全

う
し
て
、
慎
み
深
い
行
い
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

嘘
を
つ
か
な
い
　
　
口
で
嘘
を
言
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
偽
り
の
行
為
、
考
え
も
含
め
た
嘘
を
戒
め
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る
も
の
で
あ
り
、
釈
尊
の
教
え
に
し
た
が
い
正
直
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

酒
を
飲
ま
な
い
　
　
酒
に
飲
ま
れ
て
放
逸
の
行
い
を
す
る
こ
と
を
戒
め
る
も
の
で
あ
り
、
覚
醒

（め

ざ
め
）
の
生
活
の
中
に
正
し
い
行
い
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
よ
う
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
大
乗
戒
の
精
神
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

本
日
授
け
る
戒
は
、
以
上
の
三
帰
、
七
仏
通
誠
、
五
戒
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
七
仏
通
誠
偶
と
五
戒
は
、

作
法
の
場
合
は
併
せ
て
授
け
ら
れ
る
の
で
、
導
師
か
ら

「よ
く
持
つ
や
否
や
」
と
問
わ
れ
た
と
き
は
、
生

涯
こ
の
戒
を
保
つ
と
の
心
構
え
で

「よ
く
持
つ
」
と
答
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

□
日
課
誓
約

浄
土
宗
の
教
え
を
伝
え
る
儀
式
で
は
、
必
ず
導
師
が
生
活
の
中
に
念
仏
を
忘
れ
ず
日
々
を
過
ご
す
よ
う

勧
め
、
受
者
は
生
涯
念
仏
を
唱
え
続
け
る
こ
と
を
仏
に
誓
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
日
課
誓
約
と
い
う
。
す

で
に
述
べ
た
と
お
り
、
念
仏
は
戒
を
持
つ
う
え
で
最
も
大
切
な
行
法
で
あ
る
。
念
仏
を
唱
え
て
罪
業
を
消

除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
々
戒
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
念
仏
即
ち
戒
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
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日
課
誓
約
の
作
法
は
、
先
の
戒
の
授
与
と
同
様
で
あ
り
、
戒
師
の

「
よ
く
持
つ
や
否
や
」
と
の
間
に
対

し
て

「
よ
く
持
つ
」
と
答
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
れ
か
ら
執
行
す
る
五
戒
授
与
式
に
つ
い
て
の
勧
誠
を
行
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
こ
れ
は
前
方
便

で
あ
り
、
儀
式
で
導
師
か
ら
伝
授
さ
れ
て
は
じ
め
て
戒
が
身
に
つ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
受
け
た
戒
を
持

つ
に
は
、
今
も
述
べ
た
よ
う
に
、
念
仏
が
生
活
に
溶
け
込
む
こ
と
が
最
も
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
心

に
し
っ
か
り
と
畳
み
込
ん
で
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
。
同
唱
十
念
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あ
と
が
き

世
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
時
代
で
す
。
「坊
さ
ん
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
必
要
な
い
」
そ
う
お
考
え
の
方
も
沢
山

お
い
で
で
し
ょ
う
が
、
考
え
て
み
れ
ば
『法
要
集
』
は
法
式
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
で
す
し
、
近
年
多
く
出
版
さ

れ
て
い
る
、
法
話
や
五
重
相
伝

・
授
戒
の
解
説
書
等
も
、
間
違
い
な
く
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
す
。
コ
ン
ビ
ニ
や

フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
等
の
対
応
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
教
育
を
利
用
す
る
長
所
は
、
誰
に
で
も
あ
る
程
度
の
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
確
か
に
、
誰
も
が
同
じ
よ
う
で
味
が
な
い
、
ま
た
心
が
通
っ
て
い
な
い

と
評
価
す
る
人
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
長
所
を
全
く
利
用
し
な
い
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
い
つ

ま
で
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
頼
っ
て
い
て
は
進
歩
し
ま
せ
ん
し
、
自
分
の
も
の
に
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
要
は
使

い
方
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
よ
う
。

新
し
い
檀
信
徒
を
対
象
に
し
た
教
化
法
と
し
て
研
究
し
た
、
「住
職
と
寺
族
で
で
き
る
入
信
式
」
（平
成

四
年
度
法
式
研
究
部
）
、
「住
職
と
寺
族
で
で
き
る
授
戒
儀
礼
」
（平
成
七
年
度
現
代
教
化
儀
礼
研
究
班
）

の
二
つ
を
、
こ
の
た
び
研
究
代
表

・
福
西
賢
兆
主
任
研
究
員
指
導
の
も
と
に
大
幅
に
編
集
し
直
し
、
マ
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ニ
ュ
ア
ル
形
式
の
「入
檀
式
の
手
引
き
」
と
し
て
発
行
し
ま
し
た
。

一
般
に
、
新
し
い
行
事
を
敬
遠
す
る
理
由
の
第

一
は
、
行
い
方
が
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
教

化
経
験
の
少
な
い
教
師
の
多
く
が
苦
手
と
す
る
の
は
、
人
前
で
話
を
す
る
こ
と
で
す
。
ど
の
よ
う
な
方
法

で
行
う
か
、
ど
ん
な
話
し
方
を
す
る
か
、
慣
れ
て
し
ま
え
ば
な
ん
で
も
な
い
こ
と
で
も
、
最
初
は
な
か
な

か
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
コ
ツ
が
わ
か
ら
な
い
た
め
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
入
檀
式
を
実
施
す
る
コ
ツ
を
つ
か
ん
で
い
た
だ
く
初
歩
的
な
も
の
で
す
。
あ
く

ま
で
も
慣
れ
る
ま
で
の
臨
時
措
置
で
、
要
領
が
分
か
っ
た
あ
と
は
、
自
分
流
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
、
よ
り
良

い
も
の
に
作
り
上
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
編
集
に
当
た
っ
て
、
適
切
な
助
言
や
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
、
浄
土
宗
出
版

室
小
林
正
道
室
長
、
総
合
研
究
所
鷲
見
定
信
主
任
研
究
員
、
細
田
芳
光
研
究
員
、
村
田
洋

一
研
究
員
を
は

じ
め
、
本
書
出
版
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
皆
様
に
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（編
集
担
当
　
浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員

・
熊
井
康
雄
）
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研
究
代
表
　
福
西
賢
兆

研
究
担
当
　
田
中
勝
道
　
熊
井
康
雄
　
渡
辺
俊
雄
　
斉
藤
隆
尚
　
福
西
賢
雄
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