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念
佛
と
は

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

皆
様
方
に
は
清
々
し
い
初
春
を
お
迎
え
い
た
だ
い
た
こ
と
と
思

い
ま
す
。

　

さ
て
、
正
月
に
念
佛
を
唱
え
る
こ
と
は
良
く
な
い
と
し
て
、
正

月
に
は
念
佛
を
唱
え
な
い
地
方
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　

し
か
し
、「
御
忘
（
お
ん
わ
す
れ
）
な
き
ば
か
り
が
念
佛
」
と
、

真
盛
上
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
私
た
ち
は

日
々
、
忘
れ
る
こ
と
な
く
念
佛
を
唱
え
た
い
も
の
で
す
。

　

も
と
も
と
、
念
佛
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？
「
念
」
と
は
、「
今
」

の
「
心
」
と
書
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
、
現
在
、
こ
の
時
に
心

に
深
く
信
じ
て
崇
め
る
こ
と
で
す
。「
佛
」
と
い
え
ば
、
私
た
ち

の
宗
で
は
阿
弥
陀
佛
を
最
も
大
切
な
佛
と
し
て
崇
め
ま
す
。
そ
こ

で
、
念
佛
と
い
え
ば
、「
佛
」
を
「
念
」
ず
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

阿
弥
陀
佛
を
今
、
現
在
、
こ
の
時
に
心
に
深
く
信
じ
て
崇
め
る
こ

と
で
す
。
ど
う
し
た
ら
、
阿
弥
陀
佛
を
深
く
思
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
か
？
阿
弥
陀
佛
は
色
身
無
量
と
言
っ
て
、
私
た
ち
に

は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
の
大
き
さ
な
の
で
、
な
か
な
か
心
に
思
う

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
平
安
時
代
の
源
信
和
尚
は
、
阿
弥
陀
佛
の
白
毫
相
と

い
う
相
好
（
佛
が
持
つ
優
れ
た
お
姿
）
を
思
い
浮
か
べ
な
さ
い
と
、

勧
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、阿
弥
陀
佛
の
お
顔
の
眉
間（
み
け
ん
）

か
ら
と
て
つ
も
な
い
大
量
の
光
明
が
流
出
す
る
と
い
う
お
姿
で
す
。

こ
の
光
明
は
七
十
億
五
千
六
百
万
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
太
陽
と
月

が
一
度
に
何
百
も
出
た
よ
う
な
明
る
さ
で
す
。

　

こ
の
時
、
念
佛
す
る
私
た
ち
の
目
に
は
白
毫
相
の
阿
弥
陀
佛
と
、

十
方
の
世
界
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
金
色
の
光
明
だ
け
が
見
え
る
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
心
に
深
く
信
じ
て
、「
南
無
阿
弥
陀
佛
」（
阿
弥

陀
様
、
お
頼
み
申
し
上
げ
ま
す
。）
と
唱
え
れ
ば
、
私
た
ち
は
阿

弥
陀
佛
の
光
明
の
中
に
摂
取
さ
れ
（
お
さ
め
と
ら
れ
）、
決
し
て

お
捨
て
に
は
な
ら
な
い
、
と
、
お
経
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
御
親
諭
に
諭
さ
れ
た
真
盛
上
人
の
不
断
念
佛
と

は
、
日
々
、
無
量
の
光
を
放
つ
阿
弥
陀
佛
を
今
の
瞬
間
瞬
間
に
心

に
深
く
信
じ
、
す
べ
て
の
衆
生
と
共
に
往
生
で
き
ま
す
よ
う
に
と
、

菩
提
の
心
を
お
こ
し
て
仰
ぎ
、「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
唱
え
る
こ

と
と
拝
察
し
ま
す
。

　
　
　

親　
　

諭

　

宗
祖
真
盛
上
人
が
、
比
叡
の
山
に
て
二
十
年
以
上
の
佛
道
修

行
の
後
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
西
教
寺
に
入
寺
さ
れ
た
の
は
、

文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
の
こ
と
で
し
た
。

　

爾
来
、
西
教
寺
は
真
盛
佛
法
の
根
本
道
場
と
し
て
、
そ
の
教

え
を
今
日
に
伝
え
て
お
り
ま
す
。
な
か
ん
ず
く
、
無
欲
清
浄
に

し
て
阿
弥
陀
佛
を
讃
嘆
し
、
阿
弥
陀
佛
が
建
立
さ
れ
た
浄
土
へ

の
往
生
を
願
う
専
勤
念
佛
は
不
断
念
佛
と
し
て
五
三
〇
年
以
上

絶
え
る
こ
と
な
く
、
日
々
、
戒
光
山
に
木
霊
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に
七
萬
日
法
会
が
修
せ

ら
れ
た
の
ち
は
、
一
萬
日
毎
に
、
時
の
祖
師
た
ち
は
「
萬
日
法

会
」
を
修
し
、
そ
の
都
度
、
真
盛
宗
風
に
新
た
な
息
吹
を
注
い

で
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
法
油
の
継
承
の
中
で
、
十
九
萬
日
大
法
会
は
、

緇
素
挙
げ
て
の
大
誓
願
が
熟
し
て
、
い
よ
い
よ
二
〇
二
一
年
に

厳
修
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
大
誓
願
と

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
本
宗
檀
信
徒
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
真

盛
上
人
の
み
教
え
で
あ
る
不
断
念
佛
を
領
解
し
、
体
解
し
そ
の

念
佛
三
昧
に
浴
し
た
い
と
の
願
い
で
あ
り
ま
す
。

　

も
と
も
と
、
真
盛
上
人
が
始
め
ら
れ
た
不
断
念
佛
は
、
天
台

大
師
や
恵
心
僧
都
の
念
佛
修
行
の
教
え
の
中
か
ら
感
得
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
衆
人
が
多
念
す
る
昼
夜
不
断
の
別
時

念
佛
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
こ
の
不
断
念
佛
の
語

は
常
念
佛
の
意
味
と
も
受
け
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
念
佛
の
旨
趣
は
、
自
ら
を
含
め
十
方
群
類
の

来
世
往
生
を
願
い
つ
つ
無
病
息
災
等
の
現
世
で
の
平
和
な
生
活

を
祈
る
も
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
今
、
あ
ら
た
め
て
真
盛
上
人
の
み
教
え
を
心
に

刻
み
、
十
九
萬
日
大
法
会
に
値
遇
せ
ん
こ
と
を
渇
仰
し
、
本
願

と
道
心
を
包
摂
す
る
不
断
念
佛
（
常
念
佛
）
を
歩
々
声
々
念
々

と
し
て
、
阿
弥
陀
佛
の
無
量
の
光
明
に
摂
取
さ
れ
る
法
悦
の

日
々
を
送
り
た
い
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
本
山
西
教
寺
第
四
十
三
世
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その１

別
派
独
立
と

�

萬
日
法
要

１
．
は
じ
め
に

　

本
宗
は
四
年
後
に
不
断
念
仏
相
続
十
九
萬

日
大
法
会
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
五
百
年
余
の

称
名
相
続
は
、
宗
祖
真
盛
上
人
の
教
え
の
尊

さ
と
、
教
え
を
受
け
継
い
で
き
た
先
人
の
た

ゆ
ま
ぬ
精
進
の
賜
物
で
し
ょ
う
。
そ
の
中
に
、

明
治
初
期
に
お
け
る
天
台
宗
か
ら
の
別
派
独

立
は
、
時
の
西
教
寺
三
十
世
真
朗
上
人
が
中

興
上
人
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
大

き
な
意
味
を
有
す
る
出
来
事
で
す
。
今
改
め

て
そ
の
意
義
を
振
り
返
り
ま
す
。

２
．
別
派
独
立
の
意
義

　

東
京
都
小
池
知
事
が
豊
洲
・
築
地
の
市
場

移
転
問
題
の
打
開
策
を
打
ち
出
す
に
際
し
、

ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
と
い
う
語
を
用
い
、
一
時

こ
の
言
葉
が
評
判
に
な
り
ま
し
た
。「
矛
盾
・

対
立
す
る
概
念
を
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
統

合
・
融
合
さ
せ
る
」
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語

で
す
が
、
実
は
本
宗
に
と
っ
て
も
無
縁
で
は

な
い
言
葉
で
す
。
そ
れ
は
、
真
盛
上
人
の
教

え
を
象
徴
す
る
「
戒
称
二
門
」、
そ
の
戒
と

称
の
関
係
性
に
つ
い
て
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
と

い
う
語
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で

す
。　

　

今
日
私
た
ち
は
天
台
真
盛
宗
と
し
て
、
そ

う
し
た
体
系
的
な
教
学
を
有
す
る
一
宗
を
形

成
し
て
い
ま
す
。
教
学
の
体
系
化
は
別
派
独

立
後
に
一
気
に
進
ん
だ
も
の
で
す
が
、
そ
れ

は
別
派
独
立
の
目
指
し
た
も
の
に
起
因
し
ま

す
。
元
々
西
教
寺
門
末
は
天
台
宗
内
に
あ
っ

て
盛
門
と
称
さ
れ
、
永
く
独
立
し
た
歴
史
を

形
成
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
敢
て
別
派
独

立
へ
の
道
を
選
ん
だ
の
は
、
組
織
の
独
立
を

通
じ
て
真
盛
上
人
の
教
え
を
宣
揚
し
、
真
盛

一
門
と
し
て
の
誇
り
を
得
る
こ
と
、
つ
ま
り

は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
に
意
義
を

見
出
し
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
こ
と
は
別
派
独
立
に
至
る
経
緯
に
覗

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
明
治
九
年
、
伊
勢
西

来
寺
に
お
い
て
天
台
宗
赤
松
管
長
が
真
盛
上

人
の
教
え
を
「
異
安
心
」
と
す
る
説
教
を
行

い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
門
末
の
大
反
発

が
沸
き
起
こ
り
、
そ
れ
が
端
緒
と
な
っ
て
一

気
に
別
派
独
立
運
動
へ
と
発
展
し
た
の
で
す
。

　

そ
の
先
頭
に
立
っ
た
の
が
真
朗
上
人
で
す
。

そ
し
て
明
治
十
一
年
の
独
立
後
、
真
朗
上
人

は
本
宗
の
初
代
管
長
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
確
立
の
た
め
様
々
な
施
策
を
提
起
し

ま
す
。
今
日
に
至
る
萬
日
法
要
も
実
は
そ
の

施
策
の
ひ
と
つ
で
す
。

真
盛
上
人
往
生
伝
記
に
ふ
れ
る

自
ら
を
省
り
み
、

身
を
正
し
て
念
仏
す
る

第４回
　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
平

成
三
十
年
を
迎
え
ま
し
た
が
、
天
皇
陛
下
か
ら

皇
太
子
さ
ま
へ
の
御
譲
位
に
つ
い
て
昨
今
、
国

会
を
中
心
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
か

ら
五
百
三
十
年
近
く
前
の
室
町
時
代
後
期
、
真

盛
上
人
は
御ご

土つ
ち

御み

門か
ど

天
皇
と
そ
の
御
子
息
で
あ

る
皇
太
子 

勝か
つ

仁ひ
と

親
王
に
戒
と
御
十
念
を
お
授

け
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
御
土
御
門
天
皇
が
「
真

盛
上
人
」
と
勅
筆
さ
れ
、
勝
仁
親
王
が
四
句
か

ら
な
る
詩
を
親
筆
さ
れ
た
御
軸
が
総
本
山 

西

教
寺
に
今
も
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
御
軸

に
書
か
れ
た
四
句
の
詩
は
、
真
盛
上
人
が
身
を

正
し
怠
る
こ
と
無
く
念
仏
修
行
を
続
け
る
た
め

に
、
ご
自
分
に
言
い
聞
か
せ
た
言
葉
で
あ
り
、

『
真
盛
上
人
往
生
伝
記
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

毀き

戒か
い

の
質す

が
たを
飾か

ざ

り
て
誤
っ
て
持じ

律り
つ

の
職
に
居ご

し
、
念
仏
の
門
に
入
り
て
な
お
、
称
名
の
行

を
疎

お
ろ
そ
かに
す
。

　

期ご

す
る
と
こ
ろ
は
一い

っ

得と
く

永よ
う

不ふ

失し
つ

の
戒
。
憑た

の

む

と
こ
ろ
は
弥み

だ
ち
ょ
う
さ
い
ご
う

陀
兆
載
劫
の
願
。

　

試
み
に
現
代
語
訳
す
る
な
ら
、「［
私
は
］
戒

を
破
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
身
で
あ
り
な
が
ら
戒

を
保
つ
べ
き
立
場
に
つ
き
、
念
仏
修
行
を
志
し

て
お
き
な
が
ら
称
名
念
仏
（
声
に
出
し
て
念
仏

す
る
こ
と
）
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。［
そ
の
よ
う
な
私
が
一
生
を
か
け
て
保
と

う
と
］
覚
悟
し
た
の
が
一
得
永
不
失
の
戒
（
一

た
び
受
け
れ
ば
失
わ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
な
い

戒
め
）
で
あ
り
、［
自
ら
の
身
を
委
ね
て
］
お

す
が
り
す
る
の
が
阿
弥
陀
さ
ま
が
お
立
て
に
な

ら
れ
永
い
永
い
修
行
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
お

誓
い
（
四
十
八
願
の
う
ち
の
第
十
八
願
に
お
い

て
誓
わ
れ
た
、
全
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の

の
極
楽
往
生
の
願
い
）に
よ
る
救
い
で
あ
る
。」

と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
で
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
真
盛

上
人
が
自
ら
を
省
り
み
ら
れ
て
、
戒
を
守
る
こ

と
も
で
き
ず
、
称
名
念
仏
の
修
行
も
不
十
分
で

あ
る
と
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

「
無
欲
の
念
仏
聖ひ

じ
り」
と
た
た
え
ら
れ
た
真
盛

上
人
で
す
ら
ご
自
分
の
行
い
に
つ
い
て
反
省
さ

れ
、
そ
の
う
え
で
戒
を
保
ち
念
仏
す
る
こ
と
に

全
身
全
霊
で
迈
進
す
る
と
、
日
々
こ
こ
ろ
に
お

誓
い
に
な
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
日
々
の
生
活

の
中
で
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
あ
る
と
、「
私

は
悪
く
な
い
」「
私
は
や
る
べ
き
こ
と
を
や
っ

た
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
、
う
ま
く
い

か
な
い
原
因
を
自
分
の
外
に
探
し
て
し
ま
う
こ

と
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
落
ち
着

い
た
気
持
ち
で
自
分
の
行
動
を
省
り
み
て
、
自

分
の
心
持
ち
を
変
え
る
こ
と
に
よ
り
様
々
な
こ

と
が
違
っ
た
見
え
方
を
し
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

自
ら
を
省
り
み
な
が
ら
念
仏
す
る
こ
と
を
絶

や
さ
な
か
っ
た
真
盛
上
人
に
あ
や
か
り
、
私
た

ち
も
自
分
の
行
い
を
反
省
し
、
身
を
正
し
て
お

念
仏
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

�

（
文
責　

宗
学
研
究
所
員
市
川
直
史
）

真朗上人御影
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ご
先
祖
様
に
手
を
合
せ

 

戒
称
で
心
身
を
育
む

 

西
福
寺
　
西
澤　

義
博

　

森
下
典
子
著
「
日
々
是
好
日
」
に
『
お
茶
は
ね
、

ま
ず
【
形
】
な
の
よ
。
先
に
【
形
】
を
つ
く
っ
て

お
い
て
、
そ
の
入
れ
物
に
、
後
か
ら
【
心
】
が
入

る
も
の
な
の
』
と
あ
り
ま
す
。
履
き
物
を
そ
ろ
え

る
と
、
心
が
そ
ろ
う
の
と
同
じ
で
す
。

　

あ
る
檀
家
さ
ん
で
は
小
学
生
の
二
人
が
両
親
や

祖
父
母
に
お
も
ち
ゃ
な
ど
を
ね
だ
り
に
来
る
と
、

お
仏
壇
の
前
に
行
っ
て
仏
様
に
相
談
し
な
さ
い
と

言
わ
れ
ま
す
。
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
お
仏
壇

の
前
で
合
掌
し
て
お
念
仏
を
称
え
て
お
願
い
す
る

そ
う
で
す
。
で
も
あ
き
ら
め
る
こ
と
も
あ
る
と
の

こ
と
で
す
。

　

二
人
の
子
供
た
ち
は
、
真
盛
上
人
の
ご
意
思
の

「
戒
称
二
門
」
を
無
意
識
の
う
ち
に
行
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

頭
を
垂
れ
、手
を
合
せ
お
念
仏
を
唱
え
る【
形
】

が
心
の
ブ
レ
ー
キ
の【
戒
】と
し
て
作
用
し
、
お
念

仏
を
繰
り
返
し【
称
】え
る
こ
と
で
次
第
に【
心
】が

整
い
始
め
、
仏
様
か
ら
は
買
っ
て
は
ダ
メ
と
の
返

事
で
も
自
ら
を
納
得
さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

お
仏
壇
の
前
で
ご
先
祖
様
に
手
を
合
せ
、
お
念

仏
を
称
え
る
こ
と
で
「
ご
先
祖
様
を
尊
び
敬
い
、

お
顔
に
泥
を
塗
る
よ
う
な
辱
し
い
こ
と
を
し
な

い
」
と
い
う
戒
の
気
持
ち
が
培
わ
れ
安
寧
の
心
へ

と
導
か
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

近
年
、
少
年
に
よ
る
凶
悪
犯
罪
の
報
道
が
後
を

絶
た
ず
気
持
ち
が
痛
み
ま
す
。

　

ま
る
で
心
の
ブ
レ
ー
キ
が
壊
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
彼
ら
は
家
族
が
お
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
る
姿

を
見
た
り
、
自
分
で
手
を
合
わ
せ
る
経
験
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

お
仏
壇
に
手
を
合
せ
る
習
慣
を
身
に
着
け
る
か

否
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
人
生
は
変
わ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。�

合
掌

天
台
真
盛
宗
の
雅が

楽が
く�

④

　

今
回
は
打
楽
器
を
案
内
し
ま
す
。

　

雅
楽
の
打
楽
器
は
鞨か

っ
こ鼓

、
太
鼓
、
鉦し

ょ
う
こ鼓

の
三

つ
で
す
。

　

先
ず
、
鞨
鼓
は
円
筒
形
の
木
を
く
り
抜
い
た

胴
の
部
分
の
両
面
に
皮
を
張
っ
た
鼓つ

づ
みを

台
座
に

乗
せ
て
二
本
の
撥ば

ち

を
使
っ
て
音
を
鳴
ら
し
ま
す
。

　

こ
の
楽
器
の
奏
者
が
一
番
の
上
席
に
な
る
の

が
通
例
で
演
奏
者
の
指
揮
者
的
な
役
割
を
担に

な

い

ま
す
。

　

次
に
楽
太
鼓
で
す
。
太
鼓
と
言
う
と
祭
り
の

時
に
櫓や

ぐ
らの

上
な
ど
で
勇
壮
に
打
ち
鳴
ら
す
姿
が

連
想
さ
れ
ま
す
が
、
雅
楽
で
使
用
す
る
楽
太
鼓

（
太
鼓
）
は
木
を
く
り
抜
い
た
胴
に
皮
を
張
る

の
は
一
緒
で
す
が
打
面
は
片
側
だ
け
使
用
し
獅

子
な
ど
美
し
い
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
特

徴
で
す
。

　

次
に
鉦
鼓
で
す
。
唯
一
の
金
属
楽
器
で
台
座

に
付
い
た
円
形
の
枠
に
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
御
念
仏
の
時
に
使
用
す
る
伏
せ
金
を
吊
る

し
て
い
る
様
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
、
二
本
の
撥

を
使
っ
て
擦こ

す

る
様
に
鳴
ら
し
ま
す
。

　

打
楽
器
三
種
と
も
リ
ズ
ム
を
刻
み
ま
す
が
、

昔
か
ら
鉦
鼓

は
鞨
鼓
、
太

鼓
と
違
い
少

し
遅
く
ず
ら

し
て
鳴
ら
す

の
が
良
し
と

す
る
の
が
面

白
い
で
す
ね
。

　

次
回
は
弦

楽
器
を
案
内

し
ま
す
。

　

毎
年
行
わ
れ
て
い
る
天
台
三
総
本
山
合
同
の

イ
ベ
ン
ト
が
、
十
月
二
十
一
日
に
比
叡
山
延
暦

寺
の
大
講
堂
で
大
津
市
観
光
協
会
協
賛
の
も
と

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
延
暦
寺
、
三
井
寺
、
西
教
寺
に
そ

れ
ぞ
れ
伝
わ
る
「
法
華
三
昧
」
と
い
う
法
要
で
、

そ
の
源
流
は
、
お
よ
そ
一
四
〇
〇
年
前
、
中
国

の
天
台
大
師
智
顗
が
「
法
華
経
」
に
説
か
れ
る

修
行
の
方
法
を
形
に
さ
れ
た
も
の
で
す
。
私
た

ち
が
、
眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
、
意
の
六
つ
の

感
覚
器
官
で
作
り
上
げ
て
き
た
数
多
く
の
罪
を

懺
悔
し
、
洗
い
流
し
て
、
清
ら
か
に
す
る
方
法

と
い
う
意
味
で
、
法
華
経
に
よ
っ
て
懺
悔
す
る

方
法
「
法
華
懺
法
」
と
も
い
い
ま
す
。

　

こ
の
、
眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
、
意
の
六
根

を
懺
悔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
身
と
も
に
清

ら
か
に
し
た
後
に
、
お
釈
迦
様
の
言
葉
で
あ
る

「
お
経
」
を
読
誦
す
る
の
が
、
法
華
三
昧
法
要

の
大
綱
で
す
。
こ
の
法
要
で
は
、
延
暦
寺
、
西

教
寺
、
三
井
寺
の
順
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
儀
に

て
唱
え
ら
れ
、
特
に
西
教
寺
の
行
法
は
、
法ほ

っ

華け

立り
っ

経き
ょ
うで

読
誦
さ
れ
ま
し
た
。

　

法
華
立
経
と
は
、
江
戸
末
期
、
延
暦
寺
一
山

の
求
法
寺
か
ら
伊
勢
西
来
寺
に
晋
山
さ
れ
た
第

三
十
世
真
阿
宗
淵
上
人
が
、
比
叡
山
に
お
け
る

伝
統
的
な
法
華
経
読
誦
の
再
現
を
目
指
し
て
山さ

ん

家げ

本ぼ
ん

法ほ

華け

経き
ょ
うと

い
う
経
本
を
開
版
さ
れ
、
そ
の

正
し
き
法
華
経
読
誦
の
実
践
方
法
と
し
て
、
上

人
自
身
が
樹
立
さ
れ
た
法
式
で
す
。
伊
勢
で
は

今
日
ま
で
西
来
寺
千
部
会
、
成
願
寺
千
部
会
な

ど
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

法
華
立
経
は
次
の
よ
う
な
特
色
を
有
し
ま
す
。

　

一
、
法
華
経
読
誦
に
は
木
魚
を
使
わ
ず
、
経

奉
行
四
名
の
声
に
式
衆
全
員
が
唱
和
し

ま
す
。

　

二
、
法
華
経
一
巻
に
つ
い
て
二
度
、
経
奉
行

は
内
陣
、
余
間
、
裏
堂
と
本
堂
全
体
を

巡
っ
て
行
道
し
な
が
ら
読
誦
し
ま
す
。

　

三
、
行
道
の
間
は
足
の
運
び
に
合
わ
せ
た
緩

読
、
本
座
に
戻
っ
て
座
読
に
移
る
や

徐
々
に
速
読
と
、
変
化
に
と
ん
だ
読
誦

を
行
い
ま
す
。

　

四
、
経
本
は
折
本
で
は
な
く
巻
子
本
を
用
い
、

手
に
捧
げ
な
が
ら
読
誦
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
華
立
経
の
法
式
は
、
静
的
、

単
調
な
読
誦
行
を
、
視
覚
的
に
ダ
イ
ナ
ッ
ミ
ク

か
つ
ワ
イ
ド
に
、
そ
し
て
音
響
的
に
は
変
化
に

と
ん
だ
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
も
の
に
変
え
る
演
出
が

工
夫
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

山
家
本
法
華
経
に
よ
る
伝
統
的
な
法
華
経
読

誦
の
再
現
と
い
う
上
人
の
願
い
は
、
残
念
な
が

ら
比
叡
山
に
お
い
て
叶
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
今
回
、
延
暦
寺
で
の
法
華
立

経
の
執
行
は
、
文
字
通
り
山
家
本
法
華
経
の
お

里
帰
り
と
し
て
、
上
人
へ
の
何
よ
り
の
供
養
と

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
毎
年
三
本
山
で
は
、
趣
向
を

こ
ら
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
執
り
行
う
予
定
で
す
の

で
、
是
非
皆
様
の
御
来
山
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。

日
本
天
台
三
総
本
山
合
同
法
要

「
天
台
三
総
本
山
合
同
法
華
三
昧
法
要
」
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平
素
は
、
多
数
、
檀
信
徒
様
の
総
本
山
へ
の
御

登
山
、
御
参
拝
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　
今
後
共
、
各
末
寺
の
御
住
職
、
檀
信
徒
様
に
よ

り
よ
い
ご
参
拝
が
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
拝
観
案
内

等
の
充
実
に
つ
と
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
た
く

さ
ん
の
御
参
拝
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

八
月

二
十
六
日
　
伊
勢
教
区
半
田
組
新
光
寺
様
団
体
参

拝�

八
名

十
月

　
十
五
日
　
伊
勢
教
区
射
和
組
梅
林
寺
様
団
体
参

拝�

二
十
名

二
十
七
日
　
福
井
教
区
東
部
組
長
久
寺
様
団
体
参

拝�

三
十
九
名

十
一
月

　
　
八
日
　
伊
勢
教
区
小
倭
上
組
西
向
院
様
団
体

参
拝�

十
五
名

二
十
二
日
　
伊
賀
教
区
西
部
組
西
念
寺
様
団
体
参

拝�

八
十
名

二
十
二
日
　
伊
勢
教
区
射
和
組
歓
喜
寺
様
団
体
参

拝�

二
十
四
名

二
十
三
日
　
伊
勢
教
区
亀
山
組
遍
照
寺
様
団
体
参

拝�

六
十
五
名

二
十
四
日
　
福
井
教
区
浜
方
組
西
徳
寺
様
団
体
参

拝�

四
名

二
十
五
日
　
伊
賀
教
区
南
組
光
明
寺
様
団
体
参
拝�

�

二
十
五
名

十
二
月

　
二
日
　
伊
賀
教
区
西
部
組
西
蓮
寺
様
団
体
参
拝

�

二
十
七
名

団
体
参
拝 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

発
行
所　

天
台
真
盛
宗
教
学
部

　
　
　
　

大
津
市
坂
本
五
丁
目
十
三-

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
本
山
西
教
寺
内

　
　
　
　

電
話�

大
津
（
〇
七
七
）五
七
八-

〇
〇
一
三
番
㈹

印
刷
所　

宮
川
印
刷
株
式
会
社

　
　
　
　

大
津
市
富
士
見
台
三-

十
八

　
　
　
　

電
話�（
〇
七
七
）五
三
三-

一
二
四
一
番

平
成
三
十
年

総
本
山
西
教
寺
・
宗
務
所
主
行
事
予
定

一
、
修
正
会

�

　

一
月
一
日

一
、
元
三
大
師
御
祥
当
法
要

�

　

一
月
三
日

一
、
大
般
若
転
読
会

�

　

一
・
五
・
九
月
十
六
日

一
、
宗
祖
大
師
降
誕
会

�

　

一
月
二
十
八
日

一
、
節
分
会

�

　

二
月
三
日

一
、
人
形
供
養
法
楽

�

　

三
月
三
日

一
、
法
華
千
部
会

�

　

四
月
五
日
～
七
日

一
、
教
学
法
儀
講
習
会

�

　

五
月
十
九
日
～
二
十
日

一
、
寺
庭
婦
人
・
檀
信
徒
・
婦
人
団
体
合
同

研
修
会　

五
月
二
十
六
日
～
二
十
七
日

一
、
天
台
真
盛
宗
宗
議
会

�

六
・
十
二
月
第
三
週
の
予
定

一
、
重
陽
節
句
会

�

　

九
月
九
日

一
、
別
時
念
仏
会

�

　

九
月
二
十
九
日
～
九
月
三
十
日

一
、
在
家
授
戒
会

�

　

十
月
中
旬
の
予
定

一
、
除
夜
法
要

�

　

十
二
月
三
十
一
日

※
行
事
日
程
は
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

表
紙
説
明

　
阿
弥
陀
如
来
坐
像
（
本
堂
）

　

西
教
寺
本
堂
の
中
央
に
安
置
さ
れ
た
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
坐

像
で
あ
る
。豪
壮
な
本
堂
に
似
合
っ
た
丈
六
の
巨
像
。拝
む
人
々

を
大
き
く
包
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
量
感
の
あ
る
仏
像
で
あ
る
。

寄よ
せ

木ぎ

内う
ち

刳ぐ

り
、
漆
箔
、
彫
眼
で
定じ

ょ
う

印い
ん

を
結
び
重
厚
さ
を
表
出
さ

せ
た
像
で
あ
る
。

お
詫
び
と
訂
正

宝
珠
１
１
８
号（
平
成
29
年
７
月
１
日
発
行
）の
一
面
『
真
盛
上
人
六
字
名

号
に
つ
い
て
』（
竹
澤
良
全
師
）
の
記
事
で
寺
院
名
に
誤
字
が
あ
り
ま
し
た
。

正
し
く
は
『
福
井
教
区
浜
方
組
寳
樹
寺
』
で
す
。

深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

�

発
行
所　

天
台
真
盛
宗
教
学
部

大　

根　

煮

　
一
月
十
五
日
よ
り
二
月
十
四
日
の
約
一
ヶ
月
間
、

食
堂
に
て
西
教
寺
秘
伝
大
根
煮
を
ご
賞
味
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
大
根
は
、
食
中
毒
に
か
か
り
に
く
い
と
い
う
こ

と
か
ら
古
来
よ
り
年
の
始
ま
り
に
大
根
煮
を
食
べ

る
と
そ
の
一
年
は
病
気
に
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た

こ
と
か
ら
、
無
病
息
災
を
祈
り
食
さ
れ
た
と
言
わ

れ
て
お
り
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
年
の
始
ま
り
に
一
年
の
家
運
隆
昌
、
家

内
安
全
、
無
病
息
災
を
総
本
山
の
ご
本
尊
様
に
お

参
り
さ
れ
秘
伝
大
根
煮
を
ご
賞
味
い
た
だ
く
こ
と

を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
。

　
大
根
煮
定
食�

一
、三
〇
〇
円
（
税
別
）

　
大
根
煮�

八
〇
〇
円
（
税
別
）

ひ
な
御
膳
・ひ
な
人
形
展

　
二
月
十
五
日
よ
り
三
月
三
日
ま
で
、
食
堂
に
於

き
ま
し
て
、
ひ
な
御
膳
を
ご
賞
味
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。

　
こ
の
ひ
な
御
膳
は
子
供
の
成
長
を
祈
り
食
し
て

い
た
だ
く
お
料
理
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
本
堂
で
息
災
・
健
康
を
お
祈
り
お
参
り

さ
れ
た
あ
と
、
表
書
院
で
江
戸
時
代
か
ら
現
代
ま

で
の
美
術
的
価
値
の
あ
る
人
形
展
を
ご
鑑
賞
い
た

だ
き
、
一
日
ご
家
族
皆
様
で
お
過
ご
し
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す

　
ひ
な
御
膳�

二
、〇
〇
〇
円
（
税
別
）

　
ひ
な
人
形
展�

四
〇
〇
円
（
税
別
）
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