
先
に
私
は
「
宗
祖
対
法
然
房
」
（
大
崎
学
報
一
二
八
号
）
、
「
法
然
房
源
空
と
宗
祖
日
蓮
」
（
法
華
文
化
研
究
三
号
）
の
二
篇
を
出
し

て
宗
祖
と
法
然
と
の
教
学
上
の
同
異
を
論
じ
た
が
、
こ
の
二
篇
は
説
明
不
足
の
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た
猶
、
言
及
す
べ
き
重
要
な
問
題
点

を
論
じ
残
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
更
に
宗
祖
と
法
然
と
の
関
連
を
勘
え
て
、
宗
祖
の
宗
教
形
成
の
過
程
を
幾
分
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
、

以
て
日
頃
か
ら
の
先
生
の
恩
義
に
報
い
た
い
と
思
う
。

。
『
教
機
時
国
紗
』
の
五
義
に
つ
い
て
は
じ
め
に
教
を
置
き
、
次
に
機
・
時
と
次
第
す
る
順
序
は
、
法
然
の
機
教
相
応
・
不
相
応
の
教

判
に
対
す
る
批
判
か
ら
生
れ
出
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
「
宗
祖
対
法
然
房
」
お
よ
び
「
五
義
判
の
形
成
過
程
の

考
察
」
（
大
崎
学
報
二
八
号
）
で
ほ
ぼ
述
べ
て
お
い
た
の
で
、
此
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
要
す
る
と
こ
ろ
は
、
従
来
の
諸
宗

は
皆
な
教
法
の
浅
深
を
判
断
し
て
、
最
も
勝
れ
た
教
理
を
説
く
と
判
定
さ
れ
た
経
論
を
自
宗
の
依
経
と
し
て
自
宗
を
建
立
し
た
が
、
法
然

は
之
を
「
理
深
解
微
」
の
一
言
で
否
定
し
、
此
等
を
聖
道
門
・
難
行
道
・
雑
行
に
し
て
末
代
不
相
応
な
り
と
し
て
捨
閉
閣
批
し
た
。
そ
し

日
蓮
聖
人
の
教
学
形
成
と
法
然
教
学
と
の
関
連

は
じ
め
に

一
、
五
義
と
法
然

浅
井
円
道
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立
正
安
国
が
宗
祖
の
宗
教
の
目
的
乃
至
基
調
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
宗
門
的
認
識
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
第
一
に
立
正
安
国
が
法
華
経
の

仏
土
観
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
法
然
浄
土
教
の
持
つ
宗
教
体
質
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
も
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
念
仏
無
間
を
標
す
る
以
上
は
、
単
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
信
じ
な
い
か
ら
誇
法
だ
、
堕
獄
だ
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の

宗
教
的
体
質
、
宗
是
が
宗
祖
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
と
全
く
相
容
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
念
仏
無
間
と
評
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
姿
勢
が
生
れ

て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
立
正
安
国
で
あ
る
。

因
朶
に
、
法
然
に
は
機
教
相
応
判
ば
か
り
で
な
く
へ
勝
劣
判
も
あ
る
に
は
あ
る
。
し
か
し
勝
劣
判
よ
り
も
機
教
相
応
判
を
優
先
し
、
大

事
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
法
然
自
身
の
言
動
の
中
に
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
か
ら
、
宗
祖
が
法
然
の
教
判
を
機
教
相
応
判
で
代
表
さ
せ
た
こ

と
は
、
法
然
の
意
志
に
随
っ
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
宗
祖
の
恋
意
で
は
な
い
（
「
宗
祖
対
法
然
房
」
参
照
の
こ
と
）

今
の
所
論
で
は
な
い
。

て
浄
土
門
・
易
行
道
・
正
行
た
る
念
仏
を
機
教
相
応
の
行
と
し
て
末
代
の
愚
人
・
悪
人
に
勧
め
た
。
そ
れ
に
就
て
宗
祖
は
、
法
然
は
田
に

種
を
蒔
く
べ
き
時
は
春
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
種
の
良
否
を
選
定
し
な
か
っ
た
か
ら
、
折
角
春
に
種
を
蒔
い
た
の

に
、
蒔
い
た
の
は
種
で
な
く
て
沙
（
い
さ
ご
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
収
穫
の
秋
が
き
て
も
実
り
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
故
に
先
ず
種
の

良
否
を
選
定
し
（
教
法
の
浅
深
）
、
然
る
の
ち
に
蒔
く
べ
き
時
を
決
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
宗
祖
の
主
張
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、

さ
き
に
教
、
の
ち
に
機
・
時
の
順
序
が
成
立
す
る
に
至
る
素
因
の
一
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
然
し
五
義
の
順
序
は
、
宗
祖
の
一
代
を
通

観
す
る
と
き
、
変
化
が
ゑ
ら
れ
る
。
な
ぜ
変
化
し
た
の
か
、
ま
た
順
序
が
変
化
し
た
と
き
ど
の
よ
う
に
意
味
も
変
化
し
た
か
等
の
こ
と
は
、

二
、
立
正
安
国
と
法
然

（”）



厭
離
稜
土
・
欣
求
浄
土
は
源
信
が
『
往
生
要
集
』
の
十
門
中
の
大
文
第
一
に
厭
離
稜
土
、
第
二
に
欣
求
浄
土
を
標
傍
し
て
以
来
の
浄
土

教
の
信
仰
の
基
盤
で
あ
っ
て
、
法
然
も
之
を
絶
対
の
も
の
と
し
て
強
力
に
勧
め
た
。
例
文
を
挙
げ
れ
ば

浄
土
門
は
ま
づ
こ
の
娑
婆
世
界
を
い
と
ひ
す
て
て
い
そ
ぎ
て
か
の
極
楽
浄
土
に
む
ま
れ
て
、
か
の
く
に
に
し
て
仏
道
を
行
ず
る
也
（
『

往
生
大
要
紗
』
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
四
九
頁
）

今
経
ハ
闇
王
造
逆
、
章
提
厭
離
穣
土
欣
求
浄
土
ヲ
以
テ
別
序
ト
為
シ
テ
之
ヲ
説
リ
（
『
観
無
量
寿
経
釈
』
、
同
九
九
頁
）

決
定
往
生
の
人
に
二
人
の
し
な
あ
る
べ
し
。
一
に
は
威
儀
を
そ
な
へ
口
に
は
念
仏
を
相
続
し
、
心
に
は
本
誓
を
あ
お
ぎ
て
、
四
威
儀
の

ふ
る
ま
ひ
に
つ
け
て
遁
世
の
相
を
あ
ら
は
し
、
三
業
の
所
作
出
要
に
そ
な
へ
た
り
…
…
か
か
る
上
根
の
後
世
者
は
末
代
に
も
ま
れ
な
る

べ
し
。
二
に
は
ほ
か
に
た
ふ
と
く
い
承
じ
き
相
を
も
ほ
ど
こ
さ
ず
、
う
ち
に
名
利
の
心
も
な
く
、
三
界
を
ふ
か
ぐ
う
と
ぷ
て
、
い
と
ふ

心
ろ
肝
に
そ
み
、
浄
土
を
こ
ひ
ね
が
ふ
心
ろ
髄
に
と
ほ
り
…
…
往
生
を
ね
が
ひ
て
念
仏
を
お
こ
た
ら
ず
…
…
ょ
そ
め
は
と
り
わ
き
後
世

者
と
も
し
ら
れ
ず
、
よ
の
中
に
ま
ぎ
れ
て
、
た
だ
弥
陀
の
本
願
に
の
り
て
ひ
そ
か
に
往
生
す
る
人
あ
り
。
こ
れ
は
ま
こ
と
の
後
世
者
な

る
べ
し
（
『
配
流
よ
り
上
洛
の
後
示
さ
れ
け
る
御
詞
』
、
同
四
七
八
－
四
八
○
頁
）

廻
向
発
願
心
ト
申
〈
、
ワ
ガ
所
修
ノ
行
ヲ
一
向
二
廻
向
シ
テ
、
往
生
ヲ
ネ
ガ
フ
コ
コ
ロ
ナ
リ
（
『
大
胡
太
郎
へ
の
御
返
事
』
、
同
五
一

ス
ベ
テ
イ
ト
フ
ペ
キ
ハ
六
道
生
死
ノ
サ
カ
ヒ
、
ネ
ガ
フ
・
ヘ
キ
ハ
浄
土
菩
提
ナ
リ
（
『
要
義
問
答
』
、
同
六
一
三
）

と
。
そ
し
て
こ
の
厭
離
稜
土
の
勧
め
は
、
昂
じ
て
死
を
悦
ぶ
心
の
勧
め
と
な
る
。

よ
は
ひ
の
日
々
に
か
た
ぶ
く
お
ば
、
往
生
の
や
う
や
く
ち
か
づ
く
ぞ
と
よ
ろ
こ
び
、
命
の
夜
々
に
お
と
る
ふ
る
お
ば
、
穣
土
の
や
う
や

く
と
お
ざ
か
る
と
心
ろ
ゑ
、
命
の
お
は
ら
む
時
を
生
死
の
お
は
り
と
あ
て
が
ひ
、
か
た
ち
を
す
て
む
時
を
苦
悩
の
お
は
り
と
期
し
…
…

九
頁
）

（”）



余
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。

成
仏
を
目
的
と
す
る
の
が
仏
教
で
あ
る
の
に
、
成
仏
は
あ
の
世
で
の
仕
事
で
あ
る
と
押
し
の
け
て
、
こ
の
世
で
は
あ
の
世
で
の
幸
せ
を

願
う
だ
け
で
よ
い
と
勧
め
る
こ
と
が
、
果
し
て
仏
教
と
し
て
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
世
で
の
生
き
ざ
ま
は
、
念
仏
し
や
す
い
よ

う
に
生
き
れ
ば
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
と
教
え
る
こ
と
が
、
宗
教
の
人
類
に
対
す
る
役
割
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
早
く
浄
土
に
往
生
し

た
い
と
願
う
心
は
、
や
が
て
臨
終
を
悦
び
迎
え
る
心
を
生
ゑ
出
す
効
用
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
人
の
心
は
複
雑
で
あ
る
。
自
分

の
人
生
を
浄
仏
国
土
の
仏
意
に
沿
う
べ
く
、
力
一
杯
、
悔
い
な
く
生
き
る
こ
と
を
怠
っ
て
お
い
て
、
果
し
て
従
容
と
し
て
死
に
就
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
疑
問
が
法
華
経
に
生
き
た
宗
祖
の
心
に
欝
勃
と
し
て
涌
き
お
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に

、
法
然
聖
人
の
御
こ
と
ば
に
い
は
く
、
浄
土
を
ね
が
ふ
行
人
は
病
患
を
え
て
、
ひ
と
へ
に
こ
れ
を
た
の
し
む
と
こ
そ
お
ほ
せ
ら
れ
た
り

（
『
聖
問
上
人
伝
承
の
御
詞
』
、
同
七
七
二
）

と
、
以
て
浄
土
宗
の
厭
離
稜
土
の
実
態
が
わ
か
る
。
娑
婆
を
厭
い
捨
て
る
心
と
浄
土
を
欣
う
心
と
が
な
け
れ
浄
土
門
の
人
と
は
い
え
な
い
。

そ
し
て
娑
婆
に
お
け
る
一
切
の
行
業
を
廻
向
し
て
欣
求
浄
土
に
資
せ
よ
と
い
う
。
こ
の
こ
と
の
最
も
強
烈
な
表
現
は
、
『
禅
勝
房
伝
説
の

詞
』
の
中
に
「
現
世
を
す
ぐ
べ
き
様
は
、
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ
く
し
。
念
仏
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
く
く
は
、
な
に
な
り
と
も
よ

る
づ
を
い
と
ひ
す
て
て
、
こ
れ
を
と
ど
む
く
し
」
（
同
四
六
二
頁
）
と
あ
る
。
現
世
に
お
け
る
最
重
要
事
は
た
だ
念
仏
の
桑
で
あ
り
、
そ

の
他
の
一
切
の
仏
事
・
善
事
は
結
局
は
念
仏
の
返
数
の
妨
げ
に
な
る
と
し
て
顧
象
な
い
。
こ
れ
が
浄
土
門
に
志
あ
る
人
の
生
き
ざ
ま
で
あ

の
他
の
意

る
と
い
う
。

と
く
こ
の
命
の
は
て
れ
か
し
。
こ
ひ
し
き
か
な
極
楽
。
は
や
く
こ
の
命
の
た
へ
ね
か
し
（
『
配
流
よ
り
上
洛
の
後
示
さ
れ
け
る
御
詞
』
、

同
四
七
九
頁
）
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宗
祖
の
法
然
浄
土
教
批
判
の
初
期
の
も
の
に
正
元
元
年
の
『
念
仏
者
追
放
宣
状
事
』
、
同
年
の
『
守
護
国
家
論
』
が
あ
る
。
前
書
に
は
、

初
め
こ
の
勘
文
を
注
し
た
理
由
を
述
べ
る
が
、
そ
の
中
に
「
源
空
法
師
ト
イ
フ
者
ア
リ
…
…
常
二
四
衆
ヲ
誘
フ
テ
云
ク
、
浄
土
三
部
ノ
外

〈
衆
経
ヲ
棄
置
ス
ベ
シ
、
称
名
一
行
ノ
外
ハ
余
行
ヲ
廃
退
ス
ペ
シ
。
矧
ャ
神
祇
冥
道
ノ
恭
敬
二
於
テ
ヲ
哉
、
況
ャ
孝
養
報
恩
ノ
事
善
二
於

テ
ヲ
哉
。
之
ヲ
信
ゼ
ザ
ル
者
〈
本
願
ヲ
疑
う
也
卜
…
…
日
蓮
不
肖
ナ
リ
ト
錐
モ
且
ツ
ハ
天
下
ノ
安
寧
ヲ
思
フ
ガ
為
二
、
且
ツ
ハ
仏
法
ノ
繁

昌
ヲ
致
サ
ン
ガ
為
一
こ
（
定
遺
二
二
五
八
）
念
仏
者
追
放
の
宣
旨
御
教
書
を
集
め
た
と
い
う
。
祖
先
崇
拝
を
廃
し
、
孝
養
報
恩
の
道
を
ふ

さ
ぐ
法
は
「
天
下
の
安
寧
」
を
乱
す
も
の
で
あ
る
と
の
趣
旨
で
あ
る
。
後
書
は
『
選
択
集
』
批
判
の
専
門
書
で
、
批
判
の
仕
方
は
学
問
的

で
あ
る
か
ら
、
日
頃
の
欝
懐
を
吐
露
す
る
情
趣
に
は
乏
し
い
が
、
大
文
第
六
の
「
行
者
用
心
」
を
示
す
中
に
「
法
華
経
修
行
ノ
者
〈
何
レ

ノ
浄
土
ヲ
期
ス
ベ
キ
ャ
」
と
問
い
、
答
う
る
に
「
本
地
久
成
ノ
円
仏
ハ
此
世
界
ニ
在
セ
リ
。
此
土
ヲ
捨
テ
テ
何
レ
ノ
土
ヲ
願
フ
ベ
キ
ャ
」

と
て
我
常
在
此
娑
婆
世
界
等
の
寿
量
品
文
、
即
是
道
場
の
神
力
品
文
を
挙
げ
て
、
欣
求
浄
土
に
反
対
し
、
題
名
に
守
護
国
家
と
い
う
と
こ

ろ
に
、
法
然
の
厭
離
稜
土
の
宗
教
姿
勢
に
対
す
る
批
判
が
認
め
ら
れ
る
。

翌
年
に
は
『
立
正
安
国
論
』
を
前
執
権
北
条
時
頼
に
上
呈
さ
れ
た
。
こ
こ
で
守
護
国
家
は
立
正
安
国
と
改
名
さ
れ
、
以
後
永
く
立
正
安

国
の
名
が
宗
門
に
定
着
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
何
故
に
守
護
国
家
よ
り
も
立
正
安
国
の
方
を
宗
祖
は
常
用
さ
れ
た
か
も
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
私
考
す
る
に
、
守
謹
国
家
は
最
澄
に
も
『
守
護
国
界
章
』
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
旧
仏
教
の
鎮
護
国
家
に
ま
ぎ
れ
や
す

い
。
最
澄
の
場
合
は
、
最
終
的
に
は
国
宝
的
人
材
の
養
成
が
即
ち
守
護
国
界
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
一
般
で
は
護
国
の
経
典
を
長
転
長
講
し
、

あ
る
い
は
国
家
安
泰
を
祈
繍
す
る
こ
と
を
以
て
鎮
謹
国
家
の
法
と
し
た
。
そ
の
祈
り
に
は
庶
民
の
平
安
も
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、

主
た
る
関
心
は
天
皇
を
頂
点
と
す
る
貴
族
社
会
、
叉
は
一
門
閥
の
い
や
さ
か
え
で
あ
っ
た
ろ
う
。
宗
祖
の
立
正
安
国
は
正
嘉
の
大
地
震
に

塗
炭
の
苦
渋
を
な
め
て
い
る
鎌
倉
庶
民
の
現
実
を
直
視
し
て
『
立
正
安
国
論
』
作
成
を
決
意
し
た
と
御
自
身
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
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「
国
土
ノ
恩
ヲ
報
ゼ
ン
ガ
為
」
「
国
ノ
為
、
法
ノ
為
、
人
ノ
為
」
（
『
御
勘
由
来
』
、
同
四
二
二
・
四
二
四
）
、
つ
ま
り
国
中
の
庶
民
の

為
で
あ
っ
た
。
何
よ
り
も
法
然
の
厭
離
稜
土
に
対
す
る
否
定
で
あ
る
か
ら
、
此
土
の
仏
土
化
を
念
願
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
浄
仏
国
土
と

い
う
菩
薩
の
誓
願
を
満
足
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
旧
来
と
の
相
違
が
あ
る
。

『
安
国
論
』
は
十
番
の
問
答
か
ら
な
り
、
前
八
番
は
災
難
興
起
の
由
来
と
災
難
退
治
の
方
法
、
お
よ
び
自
叛
他
逼
の
二
難
の
予
言
と
か

ら
な
る
か
ら
、
破
邪
で
あ
り
、
序
分
で
あ
る
。
第
十
番
は
流
通
分
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
正
宗
分
た
る
顕
正
の
場
面
は
第
九
番
問
答
の
中

の
「
汝
早
ク
信
仰
ノ
寸
心
ヲ
改
メ
テ
速
カ
ニ
実
乗
ノ
ー
善
二
帰
セ
ョ
。
然
し
鍔
〈
則
チ
三
界
ハ
皆
仏
国
也
、
仏
国
其
レ
衰
ヘ
ン
哉
。
十
方
〈

悉
ク
宝
土
也
、
宝
土
何
ゾ
壊
レ
ン
哉
。
国
二
衰
微
ナ
ク
土
二
破
壊
ナ
ク
ン
・
〈
、
身
ハ
是
レ
安
全
ニ
シ
テ
心
〈
是
し
禅
定
ナ
ラ
ン
。
此
ノ
詞
、

此
ノ
言
、
信
ズ
ベ
ク
崇
ム
ベ
シ
」
（
同
二
二
六
）
の
六
十
四
文
字
に
す
ぎ
な
い
。
立
正
す
れ
ば
ど
う
し
て
安
国
と
な
る
の
か
。
安
国
は
果

し
て
実
現
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
正
法
と
は
ど
ん
な
法
で
、
そ
れ
を
信
ず
れ
ば
凡
夫
に
ど
ん
な
精
神
改
善
が
齋
さ
れ
る
の
か
等
の
説
明
は

一
切
な
い
。
し
か
し
「
此
ノ
詞
、
此
ノ
言
、
信
ズ
ベ
ク
崇
ム
ベ
シ
」
の
九
文
字
は
非
常
に
意
味
深
長
だ
と
思
う
。
安
国
の
実
現
と
い
う
こ

と
は
、
今
も
昔
も
心
か
ら
信
じ
切
れ
る
人
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
か
ら
昔
に
お
い
て
は
法
然
は
此
土
に
こ
の
末
法
に
浄
土
を
建
設
す

る
こ
と
を
断
念
し
て
、
西
方
極
楽
へ
の
移
住
を
提
唱
し
た
。
現
代
で
も
、
世
界
平
和
は
皆
が
切
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
当
に
可
能

か
、
乃
至
は
自
分
が
実
現
し
て
承
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
人
に
煩
悩
が
あ
る
限
り
は
不
可
能
で
は
な
い
か
、
殊
に
国
家

間
の
利
害
関
係
と
な
る
と
欲
望
む
き
出
し
に
な
る
。
し
か
し
宗
祖
は
之
を
信
崇
せ
よ
と
い
わ
れ
る
。
な
ぜ
信
崇
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

乃
至
は
信
崇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
と
、
安
国
の
実
現
は
必
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
法
華
経
の
金
言
だ
か
ら
で
あ
る
。
寿
量

品
に
「
衆
生
劫
尽
キ
テ
大
火
二
焼
カ
ル
ル
ト
見
ル
時
モ
我
ガ
此
ノ
土
ハ
安
穏
ニ
シ
テ
天
人
常
二
充
満
ス
」
と
あ
る
。
仏
眼
に
映
じ
た
娑
婆

世
界
が
浄
土
で
あ
る
理
由
は
、
娑
婆
世
界
は
「
我
常
在
此
娑
婆
世
界
」
、
釈
尊
の
本
土
、
本
国
土
妙
だ
か
ら
で
あ
る
。
元
来
が
本
国
土
で
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と
こ
ろ
が
常
識
的
・
日
常
的
な
考
え
方
か
ら
見
る
と
、
た
だ
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
但
信
口
唱
す
る
だ
け
で
は
立
正
安
国
は
実
現
し
な

い
。
早
い
話
が
、
口
で
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
折
々
は
唱
え
る
人
の
中
に
も
、
人
の
損
傷
を
庇
と
も
思
わ
な
い
で
あ
く
ど
い
商
売
を
し
て

い
る
人
も
い
る
し
、
隣
の
同
寺
同
檀
の
人
が
食
う
や
食
わ
ず
で
い
る
の
に
、
軽
蔑
こ
そ
す
れ
、
時
に
は
食
を
分
け
与
え
て
あ
げ
よ
う
と
も

し
な
い
人
々
が
現
に
眼
前
に
在
る
。
そ
こ
で
宗
祖
は
『
開
目
抄
』
に
は
「
仏
法
を
学
せ
ん
人
、
知
恩
報
恩
な
か
る
く
し
や
、
仏
弟
子
は
必

ず
四
恩
を
し
っ
て
知
恩
報
恩
ほ
う
ず
く
し
」
（
同
五
四
四
）
、
『
報
恩
抄
』
に
は
「
仏
教
を
な
ら
は
ん
者
、
父
母
・
師
匠
・
国
恩
を
わ
す

る
べ
し
や
」
（
同
二
九
二
）
と
、
知
恩
報
恩
の
大
切
な
こ
と
を
常
に
懇
々
と
教
誠
さ
れ
る
。
御
自
か
ら
之
を
躬
行
し
、
他
に
も
行
わ
し

あ
る
以
上
は
、
娑
婆
が
い
か
に
厚
く
凡
夫
の
悪
業
に
蔽
わ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
必
ず
や
そ
の
本
来
性
が
顕
現
す
る
時
が
来
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
娑
婆
の
本
来
性
を
取
り
も
ど
す
人
は
末
代
の
悪
人
・
愚
人
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
難
行
に
堪
え
得
る
ほ
ど
の
能
力
は
な
い
と
考
え

た
の
は
法
然
で
あ
っ
て
、
法
華
経
に
よ
れ
ば
、
凡
夫
も
衣
裏
宝
珠
の
人
で
あ
り
、
た
と
ひ
三
五
下
種
の
者
は
末
法
に
は
皆
無
に
な
る
と
し

て
も
、
近
世
得
脱
・
今
日
得
脱
の
者
が
地
涌
の
菩
薩
（
『
文
句
』
ご
と
し
て
出
現
し
、
本
未
有
善
の
凡
夫
の
衣
裏
に
新
た
に
宝
珠
を
縫

い
つ
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
末
代
の
凡
夫
を
貧
人
と
し
て
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
と
ん
ま
で
微
力
な
凡
夫
の
有
す
る
可
動
力
を
信

頼
し
抜
く
、
こ
れ
が
法
華
経
の
精
神
で
あ
る
か
ら
、
宗
祖
も
『
本
尊
抄
』
に
「
今
本
時
ノ
娑
婆
世
界
〈
三
災
ヲ
離
し
四
劫
ヲ
出
ダ
ル
常
住

ノ
浄
土
ナ
リ
」
と
て
、
娑
婆
こ
そ
本
国
土
で
あ
る
と
訓
誠
さ
れ
、
ま
た
．
念
三
千
ヲ
識
ラ
ザ
ル
者
ニ
ハ
仏
、
大
慈
悲
ヲ
起
シ
、
五
字
ノ

内
二
此
ノ
珠
ヲ
包
ミ
、
末
代
幼
稚
ノ
頚
二
懸
サ
シ
メ
タ
マ
フ
」
と
て
末
代
凡
夫
の
衣
裏
に
宝
珠
を
懸
け
る
こ
と
を
慈
悲
と
し
、
念
願
さ
れ

た
。
本
時
の
娑
婆
世
界
は
浄
土
な
れ
ば
こ
そ
、
立
正
安
国
を
信
崇
せ
よ
と
云
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
、
報
恩
と
法
然
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め
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筍
し
く
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
ほ
ど
の
人
は
、
報
恩
の
大
切
さ
を
知
り
、
報
恩
の
志

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
恩
を
以
て
人
間
関
係
を
結
べ
ば
、
安
国
は
必
ず
や
実
現
す
る
。
報
恩
は
安
国
の
た
め
の
不
可
欠
の
要
件

な
の
で
あ
る
。
ま
た
立
正
安
国
の
宗
教
だ
か
ら
こ
そ
報
恩
を
人
生
の
大
事
と
し
て
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
法
然
は
厭
離
徴
土
の
宗
教
で
あ
る
か
ら
、
穣
土
で
の
凡
夫
の
行
動
は
所
詮
は
悪
あ
が
き
に
す
ぎ
な
い
、
ど
ん
な
善
根
も
往
生

に
資
す
る
ほ
ど
の
大
善
で
は
な
い
へ
か
え
っ
て
往
生
の
正
定
業
を
修
す
る
妨
げ
に
な
る
と
し
て
、
報
恩
を
捨
て
し
め
る
。
例
え
ば
『
選
択

集
』
の
「
釈
尊
、
定
散
諸
行
ヲ
付
嘱
セ
ズ
、
唯
念
仏
ヲ
以
テ
阿
難
二
付
嘱
ス
ル
文
」
の
中
に

観
無
量
寿
経
二
云
ク
、
仏
、
阿
難
二
告
ゲ
タ
マ
ハ
ク
、
汝
好
ク
是
ノ
語
ヲ
持
テ
、
是
ノ
語
ヲ
持
テ
ト
ハ
即
チ
是
レ
無
量
寿
仏
ノ
名
ヲ
持

同
経
ノ
疏
一
一
云
ク
、
仏
告
阿
難
汝
好
持
是
語
ヨ
リ
以
下
ハ
正
シ
ク
弥
陀
名
号
ヲ
付
属
シ
テ
遇
代
二
流
通
ス
ル
コ
ト
ヲ
明
ス
。
上
来
、
定

散
両
門
ノ
益
ヲ
説
ク
ト
錐
モ
、
仏
ノ
本
願
ニ
望
ム
レ
。
ハ
意
〈
衆
生
ヲ
シ
テ
ー
向
二
専
ラ
弥
陀
仏
ノ
名
二
在
り
。

私
二
云
ク
…
…
初
二
定
善
二
付
テ
其
ノ
十
三
有
リ
。
一
一
天
日
想
観
、
二
一
天
水
想
観
…
：
．
。
次
二
散
善
二
付
テ
ニ
有
り
。
一
一
天
三

福
、
ニ
ー
ス
九
品
。
初
二
三
福
ト
ハ
経
二
曰
ク
、
一
一
天
孝
養
父
母
奉
事
師
長
、
慈
心
一
一
シ
テ
殺
サ
ズ
、
十
善
業
ヲ
修
ス
。
ニ
ニ
ハ

受
持
三
帰
具
足
衆
戒
不
犯
威
儀
。
三
一
一
ハ
菩
提
心
ヲ
発
シ
、
深
ク
因
果
ヲ
信
ジ
、
大
乗
ヲ
読
詞
シ
、
行
者
ヲ
勧
進
ス
…
…
応
二
知
ル
ベ

シ
、
釈
尊
、
諸
行
ヲ
付
属
シ
タ
マ
ハ
ザ
ル
所
以
〈
、
即
チ
是
レ
弥
陀
ノ
本
願
二
非
ザ
ル
ガ
故
也
．
．
…
・
故
二
知
ヌ
、
諸
行
〈
非
機
失
時
、

念
仏
往
生
〈
当
機
得
時
（
法
全
三
三
八
’
三
四
四
）

と
。
類
文
は
甚
だ
多
い
。
三
福
は
弥
陀
の
本
願
の
行
で
は
な
い
。
諸
行
で
あ
り
、
「
諸
行
卜
雑
行
ト
、
コ
ト
・
ハ
ハ
コ
ト
ニ
、
コ
コ
ロ
ハ
ォ

ナ
ジ
」
（
同
六
三
三
、
六
九
七
等
）
で
あ
り
、
末
代
に
は
非
機
失
時
と
し
て
捨
て
ら
れ
る
。
か
く
て
三
福
の
第
一
で
あ
る
孝
養
父
母
・
奉

テ
ト
ナ
リ
◎
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事
師
長
は
雑
行
と
し
て
捨
て
去
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
法
然
教
学
の
原
則
で
あ
る
が
、
法
然
の
教
え
に
従
っ
て
強
ち
に
捨
て
去
る

こ
と
も
な
ら
ぬ
事
情
の
者
も
門
徒
の
中
に
は
居
た
わ
け
で
、
例
え
ば
『
熊
谷
の
入
道
へ
つ
か
は
す
御
返
事
』
に
「
け
う
や
う
の
行
も
仏
の

本
願
に
あ
ら
す
、
た
へ
ん
に
し
た
か
ひ
て
、
つ
と
め
さ
せ
お
〈
し
ま
す
へ
く
侯
…
…
八
十
九
に
て
お
は
し
ま
し
候
な
り
。
あ
ひ
か
ま
へ
て

こ
と
し
な
ん
と
を
は
、
ま
ち
ま
い
ら
せ
さ
せ
、
お
は
し
ま
せ
か
し
と
お
ほ
へ
候
」
（
同
五
三
五
’
六
）
と
説
く
。
前
半
に
は
、
孝
養
は
本

願
の
行
で
は
な
い
か
ら
、
ほ
ど
ほ
ど
に
し
て
、
念
仏
に
専
念
す
る
こ
と
こ
そ
大
切
だ
と
い
う
意
向
が
見
え
、
後
半
に
は
、
八
十
九
の
母
親

（
？
）
に
対
し
て
は
、
今
年
の
お
迎
え
を
心
待
ち
に
し
て
い
な
さ
い
と
云
っ
て
あ
げ
る
の
が
最
も
適
当
な
孝
養
で
あ
る
と
の
意
が
見
え
る
。

法
然
が
報
恩
の
道
を
閉
ざ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宗
祖
は
『
念
仏
者
追
放
宣
状
事
』
の
序
の
中
で
既
に
「
称
名
一
行
ノ
外
ハ
余
行
ヲ

廃
退
ス
ベ
シ
、
矧
ャ
神
祇
冥
道
ノ
恭
敬
二
於
テ
ヲ
哉
、
況
ャ
孝
養
報
恩
ノ
事
善
二
於
テ
ヲ
哉
」
（
定
遺
一
三
五
八
）
と
い
っ
て
輝
ら
ぬ
念

仏
宗
を
亡
国
の
邪
法
と
し
て
指
弾
し
て
お
ら
れ
、
報
恩
無
視
と
い
う
こ
と
を
念
仏
無
間
の
理
由
の
一
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
代
は

報
恩
を
軽
視
す
る
人
は
多
い
が
、
真
向
か
ら
否
定
す
る
人
は
少
な
い
。
否
定
す
る
ほ
ど
の
人
は
余
程
の
偏
頗
な
思
想
の
持
ち
主
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
法
然
は
欣
求
浄
土
の
た
め
の
念
仏
専
修
を
徹
底
す
る
た
め
に
、
報
恩
と
い
う
人
倫
の
道
を
さ
え
否
定
し
た
。
故
に
逆
に
立
正
安

国
の
宗
是
の
徹
底
の
た
め
、
報
恩
の
重
要
性
を
い
よ
い
よ
強
く
我
盈
は
認
識
す
べ
き
か
。

’
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