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無
智
念
佛
行
者
光
導
の
名
号
塔 

 

滝
本 

や
す
し 

 

光
導
行
者 

 

光
導
行
者
が
ど
の
よ
う
な
人
柄
の
人
物
で
あ
っ
た
か
に
関
し
て
は
『
旅
と
伝
説
』
昭
和

八
年
九
月
号
に
、
宮
本
謙
吾
氏
が
詳
し
く
調
査
研
究
さ
れ
た
こ
と
を
書
か
れ
て
い
る
。『
江

沼
郡
郷
土
読
本
』
昭
和
十
三
年
発
行
に
「
光
導
さ
ん
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
谷

俊
子
氏
が
「
三
光
院
の
光
導
様
」
を
書
か
れ
て
い
る
。 

 

『
旅
と
伝
説
』
昭
和
八
年
九
月
号(

復
刻
版)

よ
り
「
光
導
行
者
」 

宮
本
謙
吾 

 

そ
の
趣
き
は
多
尐
違
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
風
格
に
至
っ
て
は
、
恐
ら
く
越
後
の
良
寛
上
人
に

も
、
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
一
個
の
僧
侶
が
、
一
切
の
文
献
の
上
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ

は
加
賀
国
大
聖
寺
藩
の
領
内
で
あ
る
江
沼
郡
那
谷
村
の
三
光
院
と
い
う
、
浄
土
宗
の
一
貧
寺
の

住
侶
で
あ
っ
た
光
導
と
い
ふ
念
仏
行
者
の
こ
と
で
あ
る
。
石
川
県
史
や
江
沼
郡
誌
や
そ
の
他
の

文
献
に
は
一
行
も
こ
の
光
導
行
者
に
つ
い
て
記
し
て
ゐ
な
い
が
土
地
の
人
は
云
う
に
及
ば
ず
、

光
導
行
者
を
知
つ
て
ゐ
る
総
て
の
人
は
、
そ
の
徳
行
と
無
慾
と
童
心
と
を
讃
え
な
い
者
は
ゐ
な

い
。
私
は
大
正
の
末
年
か
ら
、
こ
の
光
導
の
事
蹟
に
つ
い
て
探
究
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
今
、
茲

に
一
文
を
草
し
読
者
諸
君
に
そ
の
徳
行
振
り
お
知
ら
せ
す
る
次
第
で
あ
る
。 

 

そ
の
一
生 

 

光
導
行
者
は
加
賀
國
江
沼
郡
潮
津
村
宇
野
川
（
之
は
現
今
の
行
政
区
画
で
、
昔
は
大
聖
寺
藩

領
内
、
野
田
村
と
云
っ
た
）
の
農
家
の
生
れ
で
あ
る
。
そ
の
出
生
年
代
は
享
和
二
、
三
年
頃
と

推
定
し
て
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
死
亡
の
明
治
十
四
年
が
七
十
九
才
か
八
十
才
か
で
あ

っ
た
と
言
う
か
ら
、
そ
れ
か
ら
逆
算
し
て
の
計
算
で
あ
る
。
青
年
の
こ
ろ
一
時
京
都
に
行
っ
た

事
が
あ
る
が
再
び
郷
里
に
帰
り
、
い
よ
い
よ
一
念
発
起
し
て
十
九
歳
の
と
き
（
或
は
十
八
歳
と

も
言
う
）
大
聖
寺
の
城
下
松
縁
寺
の
徒
弟
と
な
り
出
家
し
た
。
光
導
行
者
は
学
問
の
人
で
は
な

い
。
何
処
ま
で
も
念
仏
の
行
者
て
あ
る
。
而
し
て
そ
の
修
行
地
は
領
内
荒
谷
の
厳
窟
で
あ
つ
た
。

此
の
厳
窟
の
内
に
は
凡
そ
八
九
年
も
居
ら
れ
た
ら
し
い
。 

そ
れ
か
ら
全
国
を
周
遊
す
る
こ
と
四
回
に
及
び
再
ぴ
三
光
院
に
落
ち
つ
か
れ
て
か
ら
は
、
江
州

木
の
本
行
き
の
牛
馬
を
収
容
す
る
小
屋
を
建
て
た
り
、
又
は
国
内
の
各
郡
に
わ
た
っ
て
供
養
の

石
塔
を
建
て
た
り
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
徳
行
が
あ
つ
た
。
此
の
時
代
が
一
番
光
導
行
者
の
面
目

を
発
揮
し
た
時
代
で
後
に
は
寺
を
弟
子
の
光
念
に
譲
り
明
治
十
四
年
二
月
二
十
一
日
に
三
光
院

で
入
寂
さ
れ
た
。
現
存
の
位
牌
は
新
に
塗
り
直
し
た
も
の
ら
し
い
が
そ
の
法
名
は
「
善
連
社
法

誉
光
道
大
行
者
」
ど
あ
る
。
導
の
字
が
道
の
字
に
な
っ
て
い
る
の
は
間
逮
っ
た
の
で
あ
ら
う
が

特
に
注
意
を
要
す
る
。 

 



そ
の
生
家 

 
野
田
の
生
家
は
血
統
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
現
在
は
山
崎
姓
を
名
乗
り
当
为
は
山
崎
一
二
三
と

云
う
二
十
六
歳
の
青
年
で
あ
る
。
即
ち
一
二
三
君
の
父
が
三
太
郎
、
其
先
代
が
茂
右
衛
門
、
其

先
代
も
同
じ
く
茂
右
衛
門
、
其
ま
た
先
代
の
名
は
不
明
だ
が
其
の
弟
が
光
導
で
あ
る
。 

 

出
家
の
動
機 

 

光
専
行
者
は
子
供
の
時
か
ら
常
人
と
異
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
農
家
だ
か
ら
毎
日
田
畑
に

出
て
仕
事
を
す
る
が
、
我
家
の
田
と
他
家
の
田
と
の
見
さ
か
ひ
が
な
か
つ
た
。
例
へ
ば
自
分
の

家
の
畑
を
耕
し
つ
つ
他
家
の
畑
ま
で
耕
し
て
や
る
。
「
い
っ
た
い
他
家
の
畑
を
ど
う
す
る
の
ぢ

や
」
両
親
が
叱
る
と
「
さ
う
で
す
か
」
と
云
っ
て
け
ろ
り
と
し
て
ゐ
る
と
い
う
風
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
こ
れ
で
は
百
性
は
勤
ま
ら
ぬ
と
一
時
京
都
に
行
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
但
し

京
都
で
勉
強
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
其
の
出
家
の
動
機
は
母
親
の
死
去
に
あ
る
ら
し
い
。

当
時
．
大
聖
寺
の
城
下
に
松
縁
寺
と
い
ふ
浄
土
宗
の
寺
が
あ
っ
て
、
其
の
近
所
の
某
の
世
話
で

同
寺
に
入
つ
て
剃
髪
し
た
。
此
の
世
話
を
し
た
某
と
い
う
の
は
今
は
大
聖
寺
町
字
亓
軒
町
に
あ

る
東
川
と
い
ふ
桶
屋
の
先
祖
で
あ
る
。
そ
の
縁
故
で
光
導
行
者
は
在
世
中
よ
く
此
の
東
川
氏
の

家
に
来
た
。
因
み
に
光
導
さ
ん
の
俗
名
は
わ
か
ら
な
い
。 

 

荒
谷
巖
窟
中
の
修
行 

 

領
内
、
舟
見
山
の
麓
荒
谷
の
鶴
ケ
瀧
近
く
に
大
き
な
巖
窟
が
あ
っ
た
。
此
の
中
に
八
九
年
籠

も
っ
て
修
行
さ
れ
た
。
年
齢
は
三
十
前
後
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
自
分
の
考
へ
で
は
巖
窟

の
修
行
は
一
回
で
は
な
か
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
時
代
を
隔
て
ゝ
二
三
回
も
籠
も
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
恩
ふ
。 

色
情
狂
の
女
に
つ
き
纏
わ
れ
て
弱
っ
た
と
い
ふ
の
は
若
い
時
代
の
話
ら
し
い
。
弟
子
の
光
念
、

西
念
の
両
人
を
伴
れ
て
籠
も
っ
た
と
い
ふ
の
は
亓
十
を
過
ぎ
て
の
事
ら
し
い
。
何
れ
も
常
食
は

ソ
バ
粉
で
あ
っ
た
と
い
ふ
。
頭
の
頂
辺
に
香
を
た
い
て
念
仏
を
申
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

毎
日
、
蛇
が
一
匹
姿
を
顕
わ
て
光
導
行
者
の
念
仏
を
聞
い
た
と
か
の
説
話
の
伝
わ
っ
て
い
る
の

も
此
の
時
代
の
事
ら
し
い
。
因
に
此
の
巖
窟
も
今
で
は
跡
方
も
な
い
よ
う
に
破
壊
さ
れ
た
。
鶴

ケ
淵
の
近
く
に
新
道
が
出
来
て
其
の
工
事
に
岩
石
を
使
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

其
の
弟
子 

 

光
導
行
者
に
三
人
の
弟
子
が
あ
つ
た
。
一
は
光
念
、
二
は
西
念
、
三
は
光
庵
で
あ
る
）
。 

光
念
は
領
内
四
十
九
院
村
の
馬
方
で
あ
つ
た
が
二
十
三
四
の
頃
に
弟
子
に
な
り
、
光
導
行
者

か
ら
三
光
院
を
譲
ら
れ
た
が
明
治
十
二
年
に
師
匠
に
先
き
立
つ
て
没
し
た
。 

西
念
は
越
中
の
生
ま
れ
で
不
具
者
で
あ
っ
た
。
青
年
時
代
に
加
賀
の
山
中
温
泉
場
に
来
り
木

地
引
の
ロ
ク
ロ
廻
し
に
雇
わ
れ
て
い
た
が
其
の
風
来
態
度
が
可
哀
想
だ
と
い
っ
て
光
導
行
者
が

引
取
っ
て
弟
子
に
し
て
世
話
を
し
た
が
後
に
狂
人
に
な
っ
て
死
ん
だ
。 

光
庵
は
邦
谷
村
の
富
豪
辻
野
市
郎
兵
衝
の
後
身
で
あ
る
。
辻
野
家
が
没
落
し
て
か
ら
四
十
四

歳
に
し
て
光
導
行
者
の
弟
子
と
な
っ
て
出
家
し
亓
十
亓
歳
で
没
し
た
。 

 

牛
馬
小
屋
の
建
設 

光
導
行
者
が
あ
る
年
、
江
州
を
巡
遊
し
た
と
き
木
ノ
本
付
で
牛
馬
が
惨
殺
さ
れ
る
の
を
見
て

惻
隠
の
情
に
堪
え
ず
、
帰
来
、
木
ノ
本
行
き
の
牛
馬
は
一
切
三
光
院
で
養
つ
て
天
命
を
終
ら
し

む
る
か
ら
伴
れ
て
来
い
と
云
つ
て
各
村
を
ふ
れ
廻
っ
た
。
そ
れ
で
那
谷
村
に
四
間
に
七
間
の
牛

馬
小
屋
を
造
り
男
を
一
人
雇
っ
て
之
の
世
話
を
さ
せ
た
。
其
の
費
用
は
付
近
の
各
町
村
を
廻
り

富
豪
な
ど
か
ら
寄
付
せ
し
め
て
之
に
當
て
た
。
牛
馬
が
天
命
を
終
へ
て
死
ぬ
る
と
直
に
附
近
の

山
中
に
埋
め
た
。
此
の
時
代
に
一
つ
の
エ
ビ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
或
る
村
に
一
匹
の
馬
が
居
っ
た

が
性
質
凶
暴
で
飼
为
に
噛
み
つ
く
こ
と
数
回
に
及
ぴ
俗
に
人
食
馬
と
云
っ
た
程
で
あ
っ
た
。
迚

も
厄
介
で
仕
末
が
つ
か
ん
か
ら
本
ノ
本
へ
や
ら
う
と
云
つ
て
ゐ
た
の
を
光
導
行
者
が
聞
い
て
、

例
の
牛
馬
小
屋
に
引
取
っ
た
と
こ
ろ
が
、
此
の
馬
は
小
屋
に
入
っ
て
か
ら
も
荒
れ
狂
っ
て
小
屋

の
羽
目
板
を
蹴
り
破
る
や
ら
、
全
く
仕
末
に
困
り
誰
が
行
っ
て
も
之
を
馴
ら
す
事
が
出
未
な
か

っ
た
が
光
導
行
者
が
行
く
と
不
思
議
に
温
順
に
な
っ
た
と
云
ふ
。
無
心
の
馬
も
其
の
徳
に
な
つ

い
た
も
の
と
み
え
る
。 

 

其
の
歌 



光
導
さ
ん
の
歌
集
が
あ
ら
う
等
と
は
夢
に
も
思
つ
て
ゐ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
、
先
達
て
綾
部

の
岩
田
鳴
球
氏
か
ら
貸
與
せ
ら
れ
一
読
し
て
驚
い
て
い
る
。 

そ
の
序
文
を
見
る
と
此
の
写
本
の
出
来
た
次
第
が
わ
か
る
。 

「
那
谷
の
三
光
院
为
光
導
と
云
へ
る
念
仏
の
行
者
浄
安
寺
四
十
八
夜
別
寺
中
結
縁
と
し
て
修
薬

中
、
歌
学
に
志
す
と
こ
ろ
も
な
く
唯
心
に
う
か
む
一
首
の
道
歌
四
十
八
首
口 

つ
ら
ね
て
に
を

は
も
な
く
し
て
有
り
の
ま
ゝ
な
る
を
書
き
う
つ
し
て
与
ふ
も
の
な
り
と
云
爾
。 

 
 

 
 

 
 

口
知
山 

 
 

 

天
保
十
一
年
子
梅
月 

 
 

寶
阿 

今
こ
の
中
よ
り
二
三
首
抜
い
て
そ
の
道
歌
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
御
紹
介
し
よ
う
。 

 
 

 
 

 
 

舟
は
か
ぢ
扇
子
は
か
な
め
往
生
は 

 
 
 
 

 
 
 

 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
決
定
の
し
ん 

 
 

 
 

 
 

元
祖
の
お
し
へ
を
き
け
ば
た
ヾ
と
な
へ 

 
 
 
 

 
 
 

 

六
字
の
う
ち
に
か
み
も
ほ
と
け
も 

 
 

 
 

 
 

弥
陀
佛
の
お
も
ひ
つ
め
た
る
六
字
な
り 

 
 
 
 

 
 
 

 

唱
ふ
る
ば
か
り
ぬ
け
る
道
な
し 

此
の
外
に
「
無
智
の
行
者
道
歌
集
」
と
い
ふ
写
本
の
中
に
三
十
八
首
の
こ
っ
て
ゐ
る
。 

前
書
に
は
「
無
智
の
念
佛
光
導
行
者
歌
三
十
八
首
感
の
余
り
書
写
し
て
」
と
書
か
れ
て
あ
る
。

前
同
様
寶
阿
の
筆
で
あ
る
。
此
の
中
よ
り
二
首
抜
い
て
み
る
。 

 
 
 
 

 
 

唱
ふ
れ
ば
こ
こ
に
居
な
が
ら
極
楽
の 

 
 
 
 

 
 
 

 

蓮
花
の
う
ち
に
寝
た
り
起
き
た
り 

 
 
 
 

 
 

死
ぬ
る
と
は
夢
に
も
さ
ら
に
思
ふ
な
よ 

 
 
 
 

 
 
 

 

往
き
て
生
る
る
浄
士
な
り
け
り 

 

愚
鈍
念
佛
安
心
抄 

 

光
導
行
者
は
ど
こ
迄
も
信
仰
の
人
で
あ
っ
た
。
決
し
て
学
問
、
弁
舌
の
人
で
は
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
著
書
な
ど
と
云
ふ
も
の
が
有
ら
う
と
は
誰
も
思
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
著
述
と
し
て

「
愚
鈍
念
佛
安
心
抄
」
一
巻
が
あ
る
か
ら
驚
ろ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
木
版
本
で
文
久
元

年
八
月
の
板
行
で
あ
る
。 

奥
書
に
「
北
国
無
智
念
佛
行
者
光
道
謹
誌
」
と
し
て
あ
る
が
勿
論
板
下
を
自
分
で
書
か
れ
た

の
で
は
な
い
此
の
書
は
念
仏
安
心
の
大
要
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
光
導
行
者
と
し
て
は
之
だ

け
の
文
章
が
書
け
さ
う
な
道
理
が
な
い
か
ら
そ
の
大
略
の
为
旨
を
ロ
授
し
て
誰
か
に
作
つ
て
貰

わ
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
此
の
書
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
「
安
政
己
年
四
月
上
句
よ
り
南

越
丹
生
郡
某
の
寺
に
て
四
十
八
願
の
報
恩
の
た
め
別
時
念
佛
中
此
書
を
し
る
し
終
る
」
と
記
し

て
あ
る
の
を
見
て
其
の
製
作
年
代
が
わ
か
る
。 

 

其
の
行
実 

 

光
導
行
者
は
何
処
迄
も
説
話
中
の
人
物
で
あ
る
。
今
故
老
の
話
聞
く
と
大
概
其
の
人
と
な
り

を
知
る
事
が
出
来
る
。 

 

其
一 

光
導
行
者
が
あ
る
と
き
路
を
歩
い
て
居
た
が
誤
っ
て
川
に
落
ち
た
。
と
こ
ろ
が
其
の
近

く
に
百
姓
が
田
圃
を
耕
し
て
居
て
「
光
導
さ
ん
が
川
に
は
ま
っ
た
。
さ
ァ
大
変
だ
」
と
い
っ
て

走
っ
て
行
っ
て
み
る
と
水
面
に
顔
だ
け
出
し
て
念
佛
を
唱
へ
つ
つ
流
れ
て
ゐ
る
の
で
、
皆
し
て

引
上
げ
る
と
念
佛
を
唱
へ
つ
つ
さ
っ
さ
と
歩
い
て
行
か
れ
た
。
其
の
態
度
は
極
め
て
落
つ
い
た

も
の
で
あ
っ
た
と
云
ふ
。
因
み
に
光
導
さ
ん
は
尐
し
も
泳
げ
な
か
っ
た
人
で
本
来
な
ら
ば
当
然

溺
死
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
川
に
落
ち
て
も
尐
し
も
動
ぜ
な
い
為
一
命
を
拾
っ
た
わ
け
だ
。 

 

其
二 

光
導
行
者
は
一
切
生
物
を
殺
さ
な
か
っ
た
。
身
麓
に
蚤
や
シ
ラ
ミ
が
沢
山
居
っ
て
も
決

し
て
殺
さ
ず
に
と
っ
て
捨
て
た
。
魚
類
は
一
切
口
に
し
な
か
っ
た
。
あ
る
と
き
一
人
の
老
婆
が

ソ
バ
を
振
舞
っ
た
。
光
導
行
者
ば
「
此
の
ダ
シ
は
鰹
節
の
ダ
シ
で
は
な
い
か
な
」
と
云
っ
て
訊

ね
た
と
こ
ろ
婆
さ
ん
は
「
精
進
ダ
シ
で
す
」
と
云
っ
て
だ
ま
し
た
と
こ
ろ
が
ー
ロ
食
う
や
否
や

鰹
ダ
シ
の
事
が
わ
か
っ
た
の
で
婆
さ
ん
の
前
に
行
っ
て
何
に
も
云
わ
ず
大
声
で
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」
を
繰
返
し
繰
返
し
唱
え
た
の
で
婆
さ
ん
は
つ
ひ
に
泣
き
出
し
て
終
っ
た
。
食
物
は
お
粥
や

ら
ソ
バ
粉
や
ら
で
路
傍
に
落
ち
て
ゐ
る
菜
葉
な
ん
か
決
し
て
其
の
ま
ゝ
に
し
て
は
置
か
な
い
。

勿
体
な
い
と
云
っ
て
拾
っ
て
帰
っ
た
。
説
教
も
さ
れ
た
が
極
め
て
下
手
で
あ
っ
た
。
身
体
の
極

め
て
小
柄
な
そ
の
く
せ
大
き
な
錫
杖
を
い
つ
も
つ
い
て
歩
い
た
人
だ
っ
た
。 
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其
三 

い
つ
も
鼠
色
の
法
衣
を
着
て
丸
い
大
き
な
帯
を
締
て
居
ら
れ
た
。
身
長
の
低
い
亓
尺
に

足
ら
ぬ
小
さ
い
身
体
だ
っ
た
が
綺
麗
な
顔
を
し
て
居
ら
れ
た
。
説
教
は
時
々
さ
れ
た
が
余
り
上

手
で
な
か
っ
た
。
今
夜
は
光
導
さ
ん
の
御
説
教
が
あ
る
が
ま
た
松
虫
鈴
虫
の
お
話
し
だ
ら
う
」

と
云
っ
た
位
だ
か
ら
イ
ツ
モ
同
じ
話
を
さ
れ
た
も
の
と
見
え
る
。
物
を
粗
末
に
す
る
と
い
ふ
こ

と
が
大
の
嫌
ひ
で
例
へ
梅
干
を
た
べ
て
も
、
肉
の
あ
る
根
り
し
や
ぶ
っ
て
核
が
白
く
な
ら
ね
ば

止
め
な
か
っ
た
。 

 

其
四 

寒
い
と
去
ふ
の
で
信
者
が
衣
服
を
お
あ
け
す
る
と
其
の
次
に
来
る
時
に
は
も
う
着
て
い

な
い
。
な
ん
で
も
乞
食
が
居
る
と
ス
グ
や
っ
た
と
の
事
で
あ
る
。 

 

其
亓 

物
欲
が
尐
し
も
な
か
っ
た
人
で
し
た
。
辻
野
家
で
綿
入
を
作
っ
て
上
げ
る
と
そ
の
明
け

の
日
に
乞
食
に
や
っ
て
し
ま
っ
て
、
「
寒
い
寒
い
」
と
云
っ
て
ま
た
辻
野
家
に
か
け
込
ま
れ
た

と
云
ふ
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。 

 

其
の
墓
碑 

光
導
行
者
の
墓
は
石
川
県
江
沼
郡
那
谷
村
三
光
院
の
境
内
に
あ
る
。
こ
こ
に
行
く
の
に
は
北

陸
線
の
粟
津
駅
で
下
車
、
温
泉
電
軌
会
社
の
電
車
に
乗
替
へ
て
那
谷
駅
で
下
車
、
そ
れ
か
ら
約

一
町
ほ
ど
で
三
光
院
に
達
す
る
。
今
日
で
も
見
る
か
ら
気
の
毒
な
ほ
ど
の
荒
れ
寺
で
あ
る
。
亓

十
を
過
ぎ
た
尼
さ
ん
が
此
の
寺
の
留
守
居
を
し
て
ゐ
る
。
だ
が
光
導
行
者
の
墓
石
は
寺
に
不
似

合
な
ほ
ど
大
き
い
。
今
日
で
は
特
志
の
者
で
な
い
限
り
参
詣
す
る
人
も
な
い
ら
し
い
。
加
賀
の

四
温
泉
と
云
へ
ば
天
下
に
有
名
で
あ
る
。
シ
シ
で
名
高
い
山
中
温
泉
、
松
茸
で
名
高
い
山
代
温

泉
、
そ
れ
か
ら
粟
原
、
粟
津
の
二
温
泉
を
加
へ
て
四
温
泉
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
何
れ
か
に

遊
ん
だ
人
は
必
づ
一
度
は
那
谷
寺
（
ナ
タ
と
読
む
）
の
観
音
さ
ん
に
遊
ば
な
い
人
は
尐
な
い
。 

此
寺
は
真
言
宗
の
寺
院
で
あ
る
が
庭
園
が
と
て
も
立
派
で
北
歴
の
名
園
と
し
て
天
下
に
著
聞

し
て
ゐ
る
。
此
の
真
言
宗
那
谷
寺
の
門
前
に
貧
し
い
三
光
院
が
あ
る
の
は
何
と
い
う
皮
肉
で
あ

ら
う
。
了 

 

「
三
光
院
の
光
導
様
」 

本
谷
俊
子 

 

私
は
小
学
校
の
頃
、
郷
土
読
本
を
教
わ
り
ま
し
た
。
旧
江
沼
郡
内
の
事
が
い
ろ
い
ろ
と
書
い

て
あ
り
ま
し
た
。
那
谷
町
に
つ
い
て
は
、
三
光
院
の
光
導
様
の
事
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
浄

上
宗
の
お
寺
で
す
。
今
の
前
野
医
院
の
前
に
建
っ
て
い
ま
し
た
。
小
さ
い
頃
、
学
校
か
ら
帰
る

と
、
友
達
と
皆
で
遊
び
に
行
き
、
ま
り
つ
き
石
け
り
等
し
た
お
庭
の
一
角
に
あ
る
一
風
変
わ
っ

た
お
墓
の
文
字
を
時
折
な
が
め
て
い
ま
し
た
。 

 

光
導
さ
ん
は
、
江
沼
郡
の
野
田
町
に
生
ま
れ
た
方
で
、
自
分
に
は
厳
し
く
、
他
の
人
に
は
親

し
み
易
い
偉
い
お
坊
様
た
っ
た
そ
う
で
す
。
私
が
本
谷
家
に
嫁
ぎ
、
は
じ
め
て
の
暮
の
報
恩
講

で
お
じ
い
さ
ん
の
手
伝
い
を
し
て
い
る
と
、
床
に
掛
け
ら
れ
た
軸
が
光
導
様
の
書
か
れ
た
も
の

で
、
聞
い
て
み
る
と
、
こ
の
人
の
書
か
れ
た
も
の
は
尐
な
い
の
で
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
軸
を
見
る
度
に
、
心
な
ご
み
、
洗
わ
れ
る
様
な
気
が
し
ま
す
。
私
達
の
知
っ
て
い
る
庵

为
さ
ん
は
女
の
方
で
、
そ
の
人
の
亡
き
後
は
坊
为
の
方
が
無
く
な
り
、
今
の
福
祉
会
館
に
移
さ

れ
ま
し
た
。
三
光
院
の
御
本
尊
の
横
に
あ
り
ま
す
。
木
像
が
光
導
上
人
の
御
像
だ
そ
う
で
す
。

何
か
心
に
残
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
の
で
記
し
ま
し
た
。 
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光
導
行
者
略
歴 

・
亨
和
二
年(

一
八
〇
二)

江
沼
郡
潮
津
村
字
野
川(

現
在
の
加
賀
市
野
田
町)

の
農
家
の
次

男
と
し
て
生
ま
れ
る
。 

・
文
政
三
年(
一
八
二
〇)

ご
ろ
母
親
の
死
を
期
に
出
家
、
大
聖
寺
鉄
砲
町
松
縁
寺
の
徒
弟

と
な
る
。 

・
文
政
年
間
、
松
縁
寺
に
つ
れ
ら
れ
京
都
知
恩
寺
へ
修
業
に
行
く
。
し
か
し
修
業
や
勉
学

は
あ
ま
り
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

・
文
政
年
間
後
半
か
ら
天
保
年
間
前
半
、
京
か
ら
戻
り
舟
見
山
麓
荒
谷
の
鶴
ヶ
滝
近
く
の

巌
窟
に
入
り
八
～
九
年
修
業
を
行
な
う
。 

・
天
保
年
間
、
三
光
院
に
住
す
る
。
後
述
の
三
光
院
に
残
さ
れ
て
い
る
光
導
書
の
名
号
牌

に
天
保
九
年(

一
八
三
八)

四
月
の
銘
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
前
に
三
光
院
に
入
っ
た
こ
と

に
な
る
。 

・
弘
化
年
間
か
ら
嘉
永
年
間
に
光
念
、
西
念
、
光
巌
の
三
人
の
弟
子
を
得
た
。
最
初
の
行

脚
に
出
た
の
も
こ
の
頃
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
計
四
回
の
行
脚
を
終
え
再
び
三
光
院
に
落

ち
着
き
、
牛
馬
小
屋
を
建
て
た
り
、
各
地
に
供
養
塔
の
造
立
を
行
っ
た
。
ま
た
津
幡
町
倉

見
に
修
業
道
場
と
し
て
の
専
修
庵
を
建
て
た
。 

・
明
治
十
年
、
三
光
院
を
一
番
弟
子
の
光
念
に
譲
り
隠
居
し
た
。
し
か
し
光
念
が
明
治
十

二
年
に
亡
く
な
り
、
光
導
も
そ
の
二
年
後
の
明
治
十
四
年
二
月
二
十
一
日
に
三
光
院
に
て

八
十
歳
で
入
寂
さ
れ
た
。 

  

光
導
は
読
み
書
き
が
や
や
苦
手
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
書
は
弟
子
に
よ
る
代
筆
も
多

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
光
導
は
歌
を
詠
む
の
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
光
導
が

詠
ん
だ
歌
を
弟
子
が
書
き
留
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

ま
た
光
導
の
俗
名
は
、
生
家
の
山
崎
家
で
も
不
明
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

   

 

三
光
院 

小
松
市
那
谷
町
の
浄
土
宗
寺
院
で
、
本
寺
は
加
賀
市
大
聖
寺
鉄
砲
町
の
松
縁
寺
で
あ

る
。
明
治
十
四
年
の
光
導
没
後
は
、
女
性
が
二
代
庵
主
を
務
め
ら
れ
た
。
し
か
し
昭
和

二
十
八
年
か
ら
は
無
住
と
な
っ
た
。
そ
し
て
建
物
は
取
り
壊
さ
れ
、
仏
像
等
は
那
谷
町

福
祉
会
館
に
移
さ
れ
た
。
ま
た
石
塔
な
ど
は
共
同
墓
地
へ
移
さ
れ
た
。
そ
の
後
金
沢
市

菊
川
二
丁
目
の
覚
源
寺
が
三
光
院
を
兼
務
さ
れ
て
い
た
。 

二
〇
〇
九
年
十
月
、
三
光
院
が
再
興
さ
れ
た
。
鎌
倉
の
浄
土
宗
大
本
山
光
明
寺
の
布

教
師
で
あ
る
中
塚
時
眞
氏
が
三
光
院
を
兼
務
さ
れ
、
以
前
に
三
光
院
が
あ
っ
た
場
所
の

建
物
を
改
築
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
那
谷
町
福
祉
会
館
に
置
か
れ
て
い
た
仏
像
等
を
、
新

し
い
三
光
院
に
移
さ
れ
て
、
開
眼
法
要
が
行
わ
れ
た
。
三
光
院
の
仏
様
は
、
約
六
十
年

ぶ
り
に
も
と
の
場
所
に
落
ち
着
か
れ
た
。 



光
導
の
名
号
塔
な
ど 

 

01
魚
津
市
諏
訪
町 

浄
土
宗
大
泉
寺
境
内 

名
号
塔 

平
成
六
年(
一
九
九
四)

尾
田
氏
、
平
井
氏
の
橋
地
蔵
調
査
に
同
行
し
た
。
光
導
名
号
塔

は
墓
地
の
入
り
口
に
建
て
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
現
在
は
境
内
の
別
の
場
所
に
移
さ
れ
て

い
る
。
名
号
の
左
下
に
は
光
導
の
署
名
と
花
押
が
入
っ
て
い
る
の
だ
が
、「
無
智
光
導
」
の

署
名
は
光
導
の
真
筆
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。 

明
治
十
一
年
五
月
の
建
立
で
あ
り
、
こ
の
頃
光
導
は
晩
年(

七
十
七
歳
く
ら
い)

で
、
三

光
院
を
弟
子
の
光
念
に
譲
り
隠
居
生

活
を
送
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
高

齢
の
光
導
が
遠
く
魚
津
ま
で
行
脚
を

行
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
前

に
書
か
れ
た
書
を
も
と
に
、
後
年
に

建
て
ら
れ
た
と
み
る
の
が
正
解
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
大
泉
寺
住
職
に
よ

る
と
光
導
の
書
な
ど
は
残
さ
れ
て
い

な
い
。 

 02
魚
津
市
島
尻 

路
傍 

名
号
塔 

 

島
尻
集
落
の
路
傍
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
製
小
堂
内
に
、
地
蔵
な
ど
と

と
も
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
小
堂

内
で
あ
り
、
彫
り
が
浅
い
の
で
文

字
が
読
み
づ
ら
い
。
中
央
に
大
き

く
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
刻
ま
れ
、

明
治
十
二
年
の
造
立
銘
が
入
っ
て

い
る
。
名
号
の
左
下
に
は
光
導
の

署
名
・
花
押
が
み
ら
れ
る
が
、
名
号
の
文
字
に
比
べ
て
極
端
な
ほ
ど
に
小
さ
い
。 

 

諏
訪
町
大
泉
寺
の
檀
家
に
よ
る
造
立
と
み
ら
れ
、
大
泉
寺
境
内
の
名
号
塔
の
一
年
ほ

ど
後
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
光
導
は
晩
年(

七
十
八
歳
く
ら
い)

で
あ
り
、
こ

の
名
号
塔
も
造
立
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

03
富
山
市
西
番 

共
同
墓
地 

常
願
寺
川
供
養
塔 

安
政
五
年
の
大
地
震
、
大
洪
水
の
犠
牲
者
の
供
養
の
た
め
に
、
そ
の
二
年
後
の
萬
延
元

年(

一
八
六
〇)

に
建
て
ら
れ
て
い
る
。 

正
面
に
大
日
如
来
像
を
彫
り
、「
光

明
真
言
供
養
塔
」
と
刻
ん
で
い
る
。

丸
い
文
字
の
名
号
は
左
側
面
に
刻
ま

れ
て
い
る
が
、
光
導
の
署
名
・
花
押

な
ど
は
入
っ
て
い
な
い
。 

こ
の
こ
ろ
光
導
は
五
十
八
歳
く
ら

い
で
あ
り
、
各
地
を
行
脚
し
供
養
塔

の
建
立
を
行
な
っ
て
い
た
。 

 04
高
岡
市
坂
下
町 

浄
土
宗
極
楽
寺
墓
地 

名
号
墓
標 

墓
地
の
い
ち
ば
ん
奥
に
歴
代
住

職
の
墓
が
あ
り
、
そ
の
中
に
光
導
書

の
名
号
を
刻
ん
だ
無
縫
塔
が
建
て

ら
れ
て
お
い
る
。
や
や
小
ぶ
り
の
無

縫
塔
で
、
中
央
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」

の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
光
導

の
署
名
・
花
押
は
入
っ
て
い
な
い
。 

蓮
弁
が
彫
ら
れ
た
台
石
に
は
「
十

四
世
中
興
応
誉
上
人
」
と
刻
ま
れ
て



い
る
。
応
誉
上
人
は
光
導
と
時
代
が
大
き
く
異
な
る
の
で
、
こ
の
台
石
は
取
り
違
え
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

05
高
岡
市
伏
木
本
町 

浄
土
宗
教
会 

名
号
塔 

浄
土
宗
伏
木
教
会
は
白
金
町
の
浄

土
寺
が
兼
務
さ
れ
て
い
る
。
名
号
塔

は
境
内
の
隅
に
ポ
ツ
リ
と
建
て
ら
れ

て
い
る
。
丸
い
文
字
の
「
南
無
阿
弥

陀
佛
」
と
光
導
の
花
押
の
間
に
は
署

名
が
入
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
だ

が
、
剥
落
が
激
し
く
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
年
号
な
ど
は
入
っ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。 

 06
氷
見
市
小
境 

浄
土
宗
大
栄
寺 

門
前 

名
号
塔 

私
は
実
見
し
て
い
な
い
。
改
修
の

際
に
破
棄
さ
れ
て
、
現
存
し
て
い
な

い
の
は
残
念
で
あ
る
。
署
名
、
花
押
、

年
号
等
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
…
。 

 07
氷
見
市
小
境 

室
谷
家 

 
 

名
号
書 

 

大
栄
寺
檀
家
の
数
軒
が
光
導
の
名

号
軸
を
所
蔵
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ

る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
幅
で
あ
る
。

大
栄
寺
の
名
号
塔
と
若
干
筆
跡
が
異
な
る
よ
う
だ
。
大
栄
寺
の
名
号
塔
の
元
に
な
っ
た
書

は
、
別
の
檀
家
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
…
。 

 

08
七
尾
市
小
島
町 

浄
土
宗
西
光
寺
墓
地 

 
 

名
号
墓
標 

西
光
墓
地
に
光
導
書
の
名
号
が
刻
ま
れ
た

小
さ
な
舟
型
一
般
墓
標
を
確
認
し
て
い
る
。 

 

09
七
尾
市
小
島
町 

浄
土
宗
宝
瞳
寺
境
内 

名
号
塔 

 

山
の
寺
寺
院
群
内
、
宝
瞳
寺
の
山
門
を
入
っ

た
す
ぐ
左
手
に
、
地
蔵
と
並
ん
で
建
て
ら
れ
て

い
る
。
名
号
の
左
下
に
光
導
の
署
名
・
花
押
が

刻
ま
れ
て
い
る
が
年
号
等
は
入
っ
て
い
な
い

よ
う
だ
。
住
職
の
話
に
よ
れ
ば
寺
は
火
災
に
よ

っ
て
焼
け
て
お
り
、
名
号
書
な
ど
は
残
っ
て
い

な
い
そ
う
で
あ
る
。
石
で
造
ら
れ
た
名
号
塔
や

地
蔵
が
燃
え
残
っ
た
よ
う
だ
。 

 

10
中
能
登
町
良
川
北 

路
傍 

名
号
塔 

 

良
川
北
の
旧
道
の
路
傍
に
、
地
蔵
と
並
ん
で

建
て
ら
れ
て
い
る
。
地
蔵
の
由
書
が
建
て
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
場
所
は
も
と
処

刑
地
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
処
刑
さ
れ
た
人
た
ち

の
供
養
の
た
め
に
光
導
が
名
号
塔
を
建
て
た

の
で
あ
ろ
う
。
名
号
の
下
に
光
導
の
署
名
・
花

押
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
弘
化
三
年(

一
八
四
六)

の
銘
が
あ
り
、
光
導
四
十
五
歳
頃
で
あ
る
。 



11
羽
咋
市
千
代
町 

路
傍 

名
号
塔 

 
千
代
町
集
落
の
一
角
に
、
徳
本
名

号
塔
な
ど
と
と
も
に
建
て
ら
れ
て
い

る
。
名
号
の
下
に
光
導
の
署
名
・
花

押
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
弘
化
二
年(

一

八
四
五)

の
銘
が
あ
り
、
光
導
四
十
四

歳
頃
で
あ
る
。
光
導
の
署
名
、
花
押

が
み
ら
れ
る
。
先
の
良
川
北
の
名
号

塔
の
一
年
余
り
前
に
建
て
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
頃
が
光
導
最
初
の
能
登
行

脚
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。 

 

12
津
幡
町
倉
見 

浄
土
宗
専
修
庵 

光
導
位
牌 

 

専
修
庵
は
光
導
が
創
建
し
た
修
業

道
場
で
、
倉
見
の
人
た
ち
に
よ
っ
て

守
ら
れ
て
き
た
。
位
牌
に
は
「
善
蓮

礼
法
譽
上
人
孝
導
行
者
老
和
尚
」
と

書
か
れ
て
い
る
。
後
述
の
三
光
院
に

も
光
導
の
位
牌
が
あ
る
が
、
表
記
が

異
な
っ
て
い
る
。 

 

13
津
幡
町
倉
見 

浄
土
宗
専
修
庵 

 
 

光
導
顕
彰
碑 

 

専
修
庵
の
向
か
い
に
建
て
ら
れ
て

い
る
。
前
面
の
主
文(

主
尊)

部
分
が

ひ
ど
く
剥
落
し
て
お
り
、
ま
っ
た
く

不
明
で
あ
る
。
し
か
し
左
下
に
「
光

■(

花
押)

」
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
は
光
導
書
の
名
号
が
刻
ま
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

専
修
庵
由
緒
に
は
倉
見
の
人
た
ち
が
光
導
の
功
績
を
た
た
え
て
建
て
た
と
記
さ
れ
て
お

り
、
光
導
の
墓
標
で
は
な
い
よ
う
だ
。 

 

14
金
沢
市
七
ツ
屋
町 

真
宗
大
谷
派
円
休
寺
墓
地 

名
号
墓
標 

 

円
休
寺
墓
地
の
奥
に
、
ひ
と
き
わ

大
き
い
墓
標
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

丸
い
文
字
の
名
号
の
下
に
は
光
導

の
署
名
・
花
押
は
入
っ
て
お
ら
ず
、

蓮
座
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
右
側
面
に

嘉
永
元
年(

一
八
四
八)

の
銘
が
入

っ
て
い
る
。
柏
野
屋
の
墓
標
で
あ
り
、

右
と
な
り
に
は
天
保
十
年
銘
の
柏

野
屋
の
総
墓
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

柏
野
屋
は
、
現
在
で
は
子
孫
が
途
絶
え
て
い
る
。 

 

15
金
沢
市
山
の
上
町 

浄
土
宗
善
導
寺
墓
地 

名
号
墓
標 

 

善
導
寺
墓
地
の
無
縁
墓
標
群
内

に
、
光
導
書
の
名
号
を
刻
ん
だ
小
ぶ

り
の
一
般
墓
標
が
み
ら
れ
る
。
署

名
・
花
押
な
ど
は
な
く
、
間
を
詰
め

て
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
側
面
は

確
認
で
き
な
い
。 

   



16
金
沢
市
泉
二
丁
目 

浄
土
宗
念
西
寺
墓
地 

光
導
墓
標 

念
西
寺
は
旧
北
陸
道(

北
国
街
道)

に
面
し
て
お
り
、
越
前
方
面
か
ら
金
沢
に
入
っ
た
時
、

最
初
に
た
ど
り
つ
く
浄
上
宗
の
寺
院
で
あ
る
。
光
導
は
金
沢
で
の
布
教
活
動
を
行
な
う
際
、

こ
の
念
西
寺
に
長
期
滞
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
能
登
方
面
や
越
中
方
面
へ
の
行
脚
の

際
に
も
、
那
谷
か
ら
の
最
初
の
宿
泊
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

境
内
の
一
角
に
歴
代
住
職
の
墓
が
並
ん
で
建
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
右
に
光
導
の
墓
が

建
て
ら
れ
て
い
る
。
中
央
に
大
き
く
光
導
書
の
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
が
、
そ
の
下
に
は
光

導
の
署
名
・
花
押
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
右
側
面
に
は
「
明
治
十
四
年
二
月
二
十
一
日
往
生
」

と
刻
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
台
石
に
は
光
導
の
像
が
彫
ら
れ
て
い
る
。 

 

住
職
の
話
に
よ
れ
ば
、
境
内
改
装
の
際
に
動
か
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
時
に
遺
骨(

分
骨)

が
納
め
ら
れ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
三
光
院
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
光
導

の
墓
標
は
、
現
在
は
そ
の
所
在
を
確
認
で
き
な
い
の
で
、
光
導
の
遺
骨
が
納
め
ら
れ
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
唯
一
の
墓
標
で
あ
る
。 

17
金
沢
市
泉
二
丁
目 

浄
土
宗
念
西
寺
墓
地 

名
号
墓
標 

 

境
内
の
一
角
に
無
縁
石
塔(

墓
標)

な
ど
が
集
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中

に
光
導
書
の
名
号
を
記
し
た
小
ぶ
り

の
墓
標
が
一
基
み
ら
れ
る
。
右
側
面

に
大
き
く
「
灰
塚
」
と
刻
ま
れ
て
い

る
。
こ
こ
念
西
寺
に
お
い
て
光
導
と

関
わ
り
の
深
か
っ
た
奥
泉
家
の
墓
標

で
あ
る
。 

  

18
～
20
金
沢
市
泉
二
丁
目 

浄
土
宗
念
西
寺 

名
号
書
三
幅 

念
西
寺
に
は
光
導
書
の
掛
軸
が
三
幅
残
さ
れ
て
い
る
。 

 

写
真
右
の
軸
の
像
は
天
神
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
両
脇
に
光
導
が
名
号
等
を
書
き
添
え

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

写
真
中
央
の
軸
は
大
き
く
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
書
か
れ
、
そ
の
下
に
光
導
の
署
名
・

花
押
が
入
っ
て
い
る
。
力
強
い
筆
勢
で
光
導
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。 

写
真
左
の
軸
は
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
の
名
号
の
左
に
「
極
重
悪
人
無
他
方
便 

唯
称
弥

陀
得
生
極
楽
」、
下
に
「
無
智
光
導(

花
押)

」
と
書
か
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
三
幅
の
軸
は
い
ず
れ
も
光
導
書
の
特
徴
が
よ
く
出
て
お
り
真
筆
と
み
ら
れ
る
。 

 

「
極
重
悪
人
無
他
方
便 

唯
称
弥
陀
得
生
極
楽
」
は
、
大
日
本
仏
教
全
書
31
往
生
要
集
」

に
こ
の
一
説
が
説
か
れ
て
い
る
。 

 

極
重
悪
人
は
他
の
方
便
無
し 

唯
弥
陀
を
称
す
れ
ば
極
楽
に
生
き
る
を
得
ん
と 

  



 

21
金
沢
市
泉
二
丁
目 

浄
土
宗
念
西
寺 

光
導
位
牌 

念
西
寺
で
は
新
し
く
光
導
の
位

牌
を
作
ら
れ
、
毎
月
二
十
一
日
の

光
導
の
命
日
に
お
経
を
あ
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
境
内
を

改
装
さ
れ
、
納
骨
塔
を
新
し
く
建

て
ら
れ
た
。
歴
代
住
職
や
光
導
の

墓
は
境
内
の
別
の
場
所
に
移
さ
れ

た
。
境
内
は
明
る
く
き
れ
い
に
な

り
、
光
導
の
墓
も
汚
れ
が
落
と
さ

れ
て
美
し
さ
を
取
り
戻
し
た
。 

  

22
金
沢
市
寺
町
三
丁
目 

浄
土
宗
大
円
寺
境
内 

名
号
塔 

 

門
前
の
徳
本
名
号
塔
の
裏
に
、塀

を
は
さ
ん
で
背
を
あ
わ
せ
る
よ
う

に
建
て
ら
れ
て
い
る
。 

 

安
山
岩(

戸
室
石)

製
の
笠
付
き

六
角
柱
型
で
、
正
面
に
大
き
く
「
南

無
阿
弥
陀
佛
」と
刻
ま
れ
て
い
る
が
、

「
陀
」の
文
字
か
ら
下
の
表
面
が
剥

落
し
て
お
り
、
署
名
・
花
押
等
が
入

っ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。 

 

右
前
面
に
「
天
保
十
二
年
五
月
七
日
／
香
譽
上
人
祐
道
和
尚
」
、
左
前
面
に
五
名
の

戒
名
、
左
後
面
に
は
「
天
保
十
五
甲
辰
三
月
立
之
／
能
登
屋
宗
助
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

大
円
寺
は
数
十
年
前
、
新
し
く
道
路
が
造
ら
れ
た
と
き
に
寺
域
が
大
き
く
削
ら
れ
た
。

住
職
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
無
縁
墓
標
等
が
処
分
さ
れ
た
そ
う
で
「
そ
れ
ま
で
は
丸
文
字

の
名
号
が
彫
ら
れ
た
墓
標
が
数
基
あ
っ
た
」
と
の
こ
と
で
、
現
存
し
て
い
な
い
の
は
残

念
で
あ
る
。
ま
た
名
号
が
書
か
れ
た
書
な
ど
も
残
さ
れ
て
い
な
い
そ
う
で
あ
る
。 

 

23
金
沢
市
寺
町
亓
丁
目 

浄
土
宗
浄
安
寺
墓
地 

名
号
墓
標 

 

凝
灰
岩
製
で
正
面
中
央
に
「
南
無

阿
弥
陀
佛
」
と
刻
ま
れ
、
そ
の
下
に

光
導
の
署
名
・
花
押
が
入
っ
て
い
る
。

右
側
面
に
「
天
保
十
二
丑
年
五
月
十

三
日
」
と
「
昭
和
二
年
五
月
十
三
日
」

と
が
並
ん
で
刻
ま
れ
て
い
る
。
ま
た

左
側
面
に
は
「
越
中
屋
／
喜
三
右
衛

門
」
「
越
島
／
外
次
郎
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
越
島
家
の
墓
標
で
あ
る
。 



24
小
松
市
北
浅
五
町 

路
傍 

名
号
塔 

北
浅
井
町
の
路
傍
に
地
蔵
と
並

ん
で
建
て
ら
れ
て
い
る
。
角
柱
型
の

石
塔
で
下
部
を
地
中
に
埋
め
ら
れ

て
い
る
。
摩
滅
が
激
し
く
正
面
の

「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
の
名
号
も
は
っ

き
り
と
し
な
い
。
右
側
面
に
は
先
の

「
極
重
悪
人
無
他
方
便 

唯
称
弥

陀
得
生
極
楽
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
左
側
面
に
細
か
な
文
字
が
刻

ま
れ
て
お
り
、「
…
南
無
あ
み
だ
…
」
の
文
字
の
み
が
か
ろ
う
じ
て
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は

光
導
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
ろ
う
か
。
名
号
の
筆
跡
か
ら
み
る
と
、
も
と
に
な
っ
た
書
は
光
導

の
真
筆
で
は
な
く
別
の
人
物
に
よ
る
光
導
の
写
し
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
名
号
塔
は
『
目
で
見
る
小
松
の
歴
史
①
②
・
昭
和
以
前
の
小
松
』
に
次
の
よ
う

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

慶
長
亓
年(

一
六
〇
〇)

浅
五
畷
合
戦
の
戦
死
者
を
追
善
す
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
小
雨
降
る
闇
夜
に
亡
霊
が
刀
や
槍
を
持
っ
て
迷
い
現
れ
る
た
め
、
那
谷
の
三
光
院

の
住
職
が
追
弔
の
た
め
建
て
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

25
小
松
市
那
谷
町 

共
同
墓
地 

光
導
名
号
塔 

 

那
谷
町
墓
地
の
一
角
に
三
光
院
関
係
の
石
塔
数
基
が
並
べ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
丸
い
文
字
の
名
号
塔
は
三
基
あ
り
、
い
ず
れ
も
一
見
す
る
と
全
て
光
導
の
書
の
よ
う

に
見
え
る
の
だ
が
…
。 

 

向
か
っ
て
右
側
の
名
号
塔
は
中
央
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
の
名
号
が
、
そ
の
左
に
「
無

智
光
導(

花
押)

」
が
、
そ
し
て
右
に
「
善
導
大
師
傅
書
」
と
あ
り
、
右
側
面
に
は
「
明
治

十
年
九
月
建
立
之
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
丸
い
文
字
の
名
号
は
、
他
の
光
導
の
名
号
と
は

や
や
異
な
っ
た
書
体

で
あ
る
。 

 

光
導
が
京
都
で
修

業
し
た
際
に
善
導
大

師
の
書
を
写
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。お
そ
ら

く
筆
な
ど
あ
ま
り
待

っ
た
事
も
な
い
と
思

わ
れ
る
光
導
が
一
生

懸
命
何
度
も
書
き
写

し
た
…
そ
の
姿
が
目

に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ

る
。
光
導
晩
年
の
建
立
で
あ
り
、
三
光
院
を
弟
子
の
光
念
に
譲
っ
た
頃
と
思
わ
れ
る
。
自

身
の
書
の
原
点
で
あ
る
善
導
大
師
書
の
写
し
を
残
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

26
小
松
市
那
谷
町 

共
同
墓
地 

光
念
名
号
塔 

中
央
の
名
号
塔
は
中
央
に

「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
の
名
号
が
、

そ
の
左
下
に
「
佛
譽
光
念
」、
左

側
面
に
「
為
三
界
萬
霊
佛
杲
」、

そ
し
て
右
側
面
に
は
「
明
治
十

年
九
月
建
立
之
」
と
刻
ま
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
光
導
の
書
で
は

な
く
、
光
導
の
一
番
弟
子
光
念

の
書
で
あ
る
。 

  



27
小
松
市
那
谷
町 

共
同
墓
地 

光
厳
名
号
塔 

向
か
っ
て
左
の
名
号
塔
は

中
央
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
の

名
号
が
、
そ
の
左
下
に
「
辻 

克
巌
」
、
右
側
面
に
「
明
治
二

■
九
年
七
月
三
十
日
」
と
刻
ま

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
光
導
の
三

番
弟
子
光
巌
の
書
で
あ
る
。
光

巌
は
「
辻
」
姓
で
は
な
く
「
辻

野
」
で
あ
り
、
野
を
略
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
刻
ま
れ
て
い
る

日
付
は
三
光
院
に
残
さ
れ
て
い
る
光
厳
の
位
牌
の
「
明
治
二
十
九
年
七
月
三
十
日
」
と
一

致
し
て
お
り
、
こ
の
石
塔
は
光
厳
の
墓
標
と
思
わ
れ
る
。 

 

こ
れ
ら
三
基
の
名
号
塔
は
、
一
基
が
善
導
大
師
の
書
を
光
導
が
写
し
た
も
の
で
、
二
基

が
光
導
の
書
を
弟
子
が
習
っ
た
も
の
で
あ
り
、
光
導
名
号
塔
研
究
に
お
い
て
貴
重
な
資
料

で
あ
る
。
こ
の
三
基
の
名
号
塔
を
は
じ
め
と
す
る
三
光
院
関
係
の
石
塔
群
は
、
墓
地
の
他

の
墓
標
と
は
反
対
の
方
向
を
向
い
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
三
光
院
が
取
り
壊
さ
れ
、
共
同

墓
地
に
移
さ
れ
た
際
、
三
光
院
の
方
を
向
い
て
建
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

28
所
在
不
明 

名
号
書 

昭
和
十
三
年
発
行
の
『
江
沼
郡
郷

土
読
本
』
第
七
項
「
光
導
さ
ん
」
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
南
無
阿
弥
陀

佛
」
の
名
号
の
周
り
を
大
き
な
円
で

囲
み
、
そ
の
下
に
「
光
導(

花
押)

」

が
書
か
れ
て
い
る
。
旧
三
光
院
に
あ

っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
…
。 

29
小
松
市
那
谷
町 

本
谷
家 

光
導
書 

本
谷
俊
子
著
「
三
光
院
の
光
導
様
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
極
重
悪
人
無
他
方
便 

唯

称
弥
陀
得
生
極
楽
」
と
大
き
く
書
か
れ
て
「
無
智
光
導(

花
押)

」
が
入
っ
て
い
る
。「
弥
陀
」

の
二
文
字
が
丸
い
文
字
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
も
本
谷
家
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。 

 

30
小
松
市
那
谷
町 

浄
土
宗
三
光
院 

名
号
牌 

 

位
牌
群
の
中
に
、
白
木
に
丸
い
文
字
の
名
号

を
墨
で
書
い
た
、
位
牌
と
同
じ
形
態
の
も
の
が

あ
る
。
光
導
の
署
名
や
花
押
は
入
っ
て
い
な
い
。

裏
面
に
は
「
天
保
九
年
戊
戌
四
月
廿
九
日
」
と

書
か
れ
て
お
り
、
光
導
が
三
光
院
に
住
し
て
ま

も
な
い
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
頃
は
ま

だ
花
押
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
…
。
記
銘
年
次
の
確
認
さ
れ
る
、
最
も
古
い
光
導
の

書
で
あ
る
。 

 

31
小
松
市
那
谷
町 

浄
土
宗
三
光
院 

光
導
位
牌 

先
の
専
修
庵
に
も
光
導
の
位
牌
が
あ
る
が
、

こ
こ
の
位
牌
は
「
善
蓮
社
法
譽
光
道
大
行
者
」

「
明
治
拾
四
年
二
月
貳
拾
一
日
」
と
書
か
れ
て

い
る
。
専
修
庵
の
位
牌
と
表
記
が
異
な
る
の
は

気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
光
院
に
は
、

弟
子
の
光
厳
の
位
牌
も
み
ら
れ
る
。 

 

32
小
松
市
那
谷
町 

浄
土
宗
三
光
院 

光
導
木
像 

三
光
院
の
仏
像
群
の
中
に
、
黒
塗
り
の
逗
子
に
納
め
ら
れ
た
僧
形
の
木
像
が
あ
り
、
光

導
像
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
彩
色
さ
れ
た
丸
彫
り
座
像
で
、
な
に
か
を
し
っ
か
り
と
見
て

い
る
よ
う
な
感
じ
の
姿
で
あ
る
。
い
つ
ご
ろ
、
誰
の
手
に
よ
り
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
…
。 



33
小
松
市
那
谷
町 

浄
土
宗
三
光
院 

名
号
塔 

平
成
二
十
六
年
、
三
光
院
住
職
の
中
塚
時
眞
氏
に
よ
っ
て
境
内
に
新
し
い
光
導
名
号
塔

が
建
て
ら
れ
た
。
花
崗
岩
製
の
立
派
な
角
柱
型
石
塔
で
、
十
月
の
法
要
で
落
成
式
が
行
わ

れ
た
。 

 

34
小
松
市
牧
口
町 

牧
姫
塚(

蝉
丸
塚) 

名
号
塔 

石
川
県
小
松
市
の
南
部
、
粟
津
温
泉
街
近
く
の
牧
口
町
の
水
田
の
中
に
牧
姫
塚
が
あ
る
。

ま
た
こ
こ
は
蝉
丸
塚
と
い
う
説
も
あ
る
。
町
内
の
八
坂
神
社
が
所
有
、
町
内
会
で
管
理
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
塚
の
中
に
建
て
ら
れ
て
い
る
五
輪
塔
一
基
が
市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
こ
の
五
輪
塔
の
他
に
、
五
輪
塔
の
残
欠
二
点
、
灯
籠
二
基
、
光
導
名
号
塔

一
基
が
遺
存
す
る
。 

 [

牧
姫]

 

牧
姫
は
平
安
時
代
末
期
の
皇
女
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
訳
あ
っ
て
都
よ

り
こ
の
地
に
流
さ
れ
、
こ
の
場
所
で
没
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
亓
輪
塔
は
京
都
の
白
川
石(

花
崗

岩)

製
で
、
牧
姫
の
供
養
塔
と
し
て
建
て
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

[

蝉
丸]

 

蝉
丸
は
平
安
時
代
前
期
の
歌
人
で
、
滋
賀
県
大
津
市
の
逢
坂
の
関
に
庵
を
構
え
て
い
た
。
小

倉
百
人
一
首
の
「
こ
れ
や
こ
の
行
く
も
帰
る
も
分
か
れ
て
は
知
る
も
知
ら
ぬ
も
逢
坂
の
関
」
で

も
よ
く
知
ら
れ
る
。
歌
を
詠
み
な
が
ら
旅
を
続
け
て
い
た
の
だ
が
、
福
五
県
越
前
町(

旧
宮
崎
村)

野
の
農
家
で
滞
在
中
に
病
死
し
た
。
遺
言
に
従
い
、
そ
の
場
所
に
蝉
丸
の
墓
が
建
て
ら
れ
た
。

し
か
し
蝉
丸
が
小
松
市
牧
口
町
に
訪
れ
た
と
い
う
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。 

 

光
導
名
号
塔
は
、
五
輪
塔
の
す
ぐ

横
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
地
上
高
八

十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
砂
岩

製
で
、
粗
く
四
角
柱
に
加
工
さ
れ
て

い
る
。
正
面
に
大
き
く
独
特
の
丸
い

文
字
で
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
刻
ま

れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
下
は
土
中

に
埋
ま
っ
て
お
り
、
光
導
の
署
名
や

花
押
が
入
っ
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら

な
い
。
左
側
面
に
は
「
明
治
十
／
■
六
月
／
建
之 

／
奉
／
蟬
丸
」
の
銘
が
読
み
取
れ
、
蝉

丸
の
供
養
塔
と
し
て
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
右
側
面
に
は
「
善
導
大
師

■
■
■
…
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。 

蝉
丸
は
生
没
年
不
明
で
あ
る
が
、
旧
暦
五
月
二
十
四
日
に
没
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
新
暦

で
は
六
月
二
十
四
日
が
蝉
丸
忌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
名
号
塔
は
「
六
月
建
之
」
と
記
さ

れ
て
い
る
の
で
、
蝉
丸
忌
に
あ
わ
せ
て
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
光
導
晩
年
の
造
立

で
あ
る
が
、
那
谷
の
三
光
院
か
ら
近
い
の
で
、
光
導
が
造
立
に
直
接
関
与
し
た
可
能
性
が

高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

35
小
松
市
原
町 
共
同
墓
地 

名
号
墓
標 

 

こ
の
共
同
墓
地
の
あ
る
場
所
は
中
世
の
寺
院
跡
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
寺
谷
と
称
さ
れ



て
い
る
。
こ
の
墓
標
は
墓
地
入
り
口
の

左
奥
に
あ
る
中
世
の
石
塔
の
す
ぐ
後

ろ
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
大
き
な
無
縫

塔
で
あ
る
が
、
名
号
以
外
は
何
も
刻
ま

れ
て
い
な
い
。
こ
の
墓
地
か
ら
百
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
、
昭
和
戦
後

ま
で
寺
院
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
寺

院
の
名
前
や
宗
派
が
不
明
で
あ
る
が
、

こ
の
墓
標
は
そ
の
寺
院
に
関
係
す
る

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

36
小
松
市
原
町 

共
同
墓
地 

名
号
墓
標 

35
の
墓
標
の
す
ぐ
右
に
建
て
ら
れ

て
い
る
。
正
面
に
は
丸
い
文
字
の
名

号
の
み
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
左
右
の

側
面
に
合
わ
せ
て
六
名
の
法
名
が
刻

ま
れ
て
い
る
。「
釋
…
」
と
刻
ま
れ
て

い
る
。
台
石
に
は
「
長
田
」
と
刻
ま

れ
て
い
る
。
台
石
に
長
田
と
刻
ま
れ

て
い
る
墓
標
は
こ
の
隣
に
二
基
あ
る

が
、
一
基
は
倒
壊
し
て
い
る
。
原
町

に
は
長
田
姓
の
家
は
な
く
、
管
理
所
有
者
不
明
で
あ
る
。 

 

37
加
賀
市
篠
原
町 

実
盛
塚 

名
号
塔 

実
盛
塚
は
光
導
の
生
家
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

 [

篠
原
古
戦
場 

実
盛
塚]

 

 

寿
永
二
年(

一
一
八
三)

亓
月
、
倶
利
伽
羅
の
合
戦
に
敗
北
し
、
逃
げ
惑
う
平
家
軍
の
中
で
、

た
だ
一
騎
踏
み
と
ど
ま
り
戦
っ
た
の
が
斎
藤
別
当
実
盛
で
あ
っ
た
。
し
か
し
手
塚
太
郎
光
盛
に

討
ち
取
ら
れ
、
劇
的
な
最
期
を
遂
げ
た
。
そ
の
実
盛
の
な
き
が
ら
を
葬
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
の
が
実
盛
塚
で
あ
る
。
応
永
二
十
一
年(

一
四
一
四)

、
時
宗
十
四
代
遊
行
大
空
上
人
が
篠
原

の
地
を
巡
錫
中
に
、
実
盛
公
の
霊
が
現
れ
、
上
人
が
回
向
し
た
ら
た
ち
ま
ち
成
仏
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。 

  

名
号
塔
は
大
き
く
土
盛
り
さ
れ
た
塚
の
中
腹
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
丸
い
文
字
の
名
号

の
下
に
は
光
導
の
署
名
は
な
く
、
花
押
の
み
が
入
っ
て
い
る
。
右
側
面
に
は
小
松
市
北
浅

井
町
路
傍
の
名
号
塔
と
同
じ
「
極
重
悪
人
無
他
方
便 

唯
稱
弥
陀
得
生
極
楽
」
が
刻
ま
れ

て
い
る
。
名
号
の
筆
跡
も
北
浅
井
町
の
も
の
と
酷
似
し
て
お
り
、
同
じ
人
物
に
よ
る
光
導

の
写
し
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。

「
萬
松
院
殿
覚
翁
禅
門
」「
嘉
永
二

年
三
月
■
…
」
と
あ
る
が
萬
松
院

殿
覚
翁
禅
門
が
誰
な
の
か
不
明
で

あ
る
。
台
石
に
「
六
道
の
苦
患
を

救
う
此
六
字 

唱
へ
て
く
れ
よ
参

る
人
々
」
の
歌
が
刻
ま
れ
て
お
り
、

光
導
が
詠
ん
だ
歌
と
思
わ
れ
る
が

筆
跡
は
光
導
の
も
の
で
は
な
い
よ

う
だ
。 

 
38
加
賀
市
野
田
町 

山
崎
家 

名
号
書 

光
導
の
生
家
で
あ
る
加
賀
市
野
田
町
の
山
崎
家
に
、
光
導
の
名
号
軸
が
残
さ
れ
て
い
る
。

山
崎
家
の
現
当
主
の
宏
一
氏
は
光
導
の
兄
、
茂
右
衛
門
の
直
系
六
代
目
子
孫
で
あ
る
。 

 

丸
い
文
字
の
名
号
の
左
に
は
「
父
母
こ
ふ
よ
の
た
め
無
智
光
導(

印)

」
と
書
か
れ
て
い

る
。「
こ
ふ
よ
」
は
「
孝
養(

こ
う
よ
う)

」
で
あ
る
。
光
導
が
父
母
の
供
養
の
た
め
に
生
家



に
書
き
残
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
年
号
が
入
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、「
無
智

光
導
」
の
下
に
は
花
押
で
は
な
く
印
が
記
さ
れ
て
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
花
押
が
な
か
っ
た

頃
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

39
加
賀
市
野
田
町 

山
崎
家 

 

数
珠(

光
導
遺
品)

 

 

山
崎
家
に
は
光
導
の
数
珠
も

残
さ
れ
て
お
り
、
珠
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
に
「
南
」「
無
」「
阿
」「
弥
」

「
陀
」
「
佛
」
の
文
字
が
刻
ま
れ

た
も
の
で
、
生
涯
念
仏
を
唱
え
る

こ
と
を
教
え
た
光
導
ら
し
さ
が

伝
わ
る
。 

 

40
～
41
加
賀
市
野
田
町 

共
同
墓
地
山
崎
家
墓
所 

名
号
墓
標
二
基 

野
田
町
共
同
墓
地
の
山
崎
家
墓
所
に
、
光
導
書
に
よ
る
名
号
が
刻
ま
れ
た
墓
標
が
二
基

み
ら
れ
る
。
こ
の
二
基
は
一
つ
の
台

座
上
に
並
ん
で
建
て
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
台
座
に
は
大
き
く
「
光
導
」
と

刻
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
後

に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

向
か
っ
て
右
の
墓
標
は
、
光
導
書

の
名
号
の
下
に
蓮
座
が
彫
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
左
に
「
■
…
■
行
者 

光
導(

花
押)

」
と
刻
ま
れ
て
い
る
が
、

年
号
な
ど
は
入
っ
て
い
な
い
。 

向
か
っ
て
左
の
墓
標
は
、
正
面
は

光
導
書
の
名
号
の
み
で
あ
り
、
右
側

面
に
「
死
之
後
ハ
我
身
に
そ
へ
る
宝
ニ
ハ 

南
無
阿
弥
陀
仏
二
ま
さ
る
も
の
な
し
」
の
光

導
が
詠
ん
だ
歌
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
左
側
面
に
「
弘
化
四
年
丁

未

七
月
／
光
導
」
と
刻

ま
れ
て
い
る
。
歌
や
年
号
は
光
導
の
書
で
は
な
い
よ
う
だ
。 

 

最
初
こ
の
二
基
の
墓
標
は
光
導
の
父
母
の
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、

光
導
は
父
母
の
供
養
の
た
め
に
生
家
に
名
号
軸
を
残
し
て
お
り
、
弘
化
四
年
の
造
立
に
も

疑
開
か
残
っ
た
。
後
日
、
山
崎
宏
一
氏
の
お
姉
さ
ん
よ
り
「
山
崎
家
の
お
寺
さ
ん
の
過
去

帳
に
、
茂
右
衛
門
の
母
が
弘
化
四
年
二
月
に
亡
く
な
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
」
と
の
情

報
を
得
た
。
光
導
の
兄
が
茂
右
衛
門
で
、
そ
の
長
男
も
同
じ
く
茂
右
衛
門
で
あ
る
。 

 

過
去
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
茂
右
衛
門
が
前
者(

光
導
の
兄)

だ
と
す
る
と
、
そ
の
母
は
先

導
の
母
に
あ
た
り
、
文
政
三
年
頃
に
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
記
述
と
合
わ
な
い
。
し
た
が

っ
て
過
去
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
茂
右
衛
門
は
後
者(

光
導
の
甥)

と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
母

は
光
導
の
兄
の
奥
さ
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
向
か
っ
て
左
の
墓
標
は
、

光
導
の
兄
の
奥
さ
ん
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
一
緒
に
並
ん
で
建
て
ら

れ
て
い
る
右
の
墓
標
は
光
導
の
兄
さ
ん
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
…
。 

 



42
加
賀
市
山
中
温
泉
荒
谷
町 

路
傍 

名
号
塔 

 
光
導
は
京
都
知
恩
寺
で
の

修
行
後
、
三
光
院
に
入
る
ま

で
の
八
～
九
年
間
、
鶴
ヶ
滝

近
く
の
洞
窟
に
入
り
修
行
を

行
っ
た
。 

荒
谷
集
落
の
は
ず
れ
、
鶴

ヶ
滝
の
上
り
口
に
石
仏
や
石

塔
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製
の
小
堂
内
に
、

光
導
書
の
名
号
塔
が
納
め
ら

れ
て
い
る
。
以
前
に
も
こ
の

あ
た
り
を
調
査
し
た
の
だ
が
、
春
ま
だ
浅
く
残
雪
が
あ
り
発
見
で
き
な
か
っ
た
。 

 

凝
灰
岩
製
の
小
ぶ
り
の
石
塔
で
、
中
央
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
右
上
に
「
天
下
和
順
」
、
左
上
に
「
日
月
清
明
」
、
右
下
に
「
あ
ら
谷
村
中
」、
左

下
に
「
無
智
光
導(

花
押)

」
が
入
っ
て
い
る
。
前
面
左
端
に
か
す
か
に
文
字
が
あ
る
よ

う
だ
が
、
は
っ
き
り
と
し
な
い
。 

堂
の
扉
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

間
か
ら
手
を
入
れ
て
側
面
と
裏
面
と
を
確
認
し
た
の
だ
が
、
銘
文
等
は
入
っ
て
い
な
い
。 

光
導
が
こ
の
場
所
で
修
行
を
行
っ
た
の
は
文
政
十
一
年
頃
～
天
保
八
年
頃
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、
修
行
を
終
え
た
直
後
の
天
保
八
～
十
年
頃
に
造
立
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

43
加
賀
市
百
々
町 

路
傍 

名
号
塔 

加
賀
市
百
々
町
路
傍
に
二
基
の
名
号
塔
が
並
ん
で
建
て
ら
れ
て
お
り
、
向
か
っ
て
右
が

光
導
書
の
も
の
で
あ
る
。 

名
号
の
右
に
「
西
生
院
殿
■
■
■
■
為
菩
提
立
■
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
斎
藤

実
盛
の
院
号
で
あ
り
、
こ
の

名
号
塔
は
光
導
が
実
盛
の
供

養
の
た
め
に
建
て
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
名
号
の
左
に
は

「
…
■
戊
午
従
三
月
那
谷
三

光
院 

光
導(

花
押)

」
と
あ

り
、
光
導
五
十
八
歳
頃
の
安

政
五
年(

一
八
五
八)

造
立
で

あ
る
。 

 

44
あ
わ
ら
市
中
川 

路
傍 

名
号
塔 

浄
土
宗
松
龍
寺
か
ら
百
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
の
、
路
傍

の
堂
内
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
松

龍
寺
へ
は
以
前
に
も
幾
度
か
訪
れ

て
い
た
の
だ
が
気
づ
か
ず
に
前
を

通
り
過
ぎ
て
い
た
。 

凝
灰
岩(

笏
谷
石
で
は
な
い)

製

の
大
ぶ
り
の
石
塔
で
、
正
面
中
央

に
大
き
く
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と

刻
ま
れ
て
い
る
が
、
光
導
の
署
名
・
花
押
は
入
っ
て
い
な
い
。
左
側
面
下
部
に
「
天
保

十
三
寅
歳
造
立
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
の
「
南
」
の
文
字
が
三
角
お
に
ぎ
り
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。

三
角
形
に
や
や
近
い
形
の
も
の
は
他
に
も
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と

し
た
三
角
形
の
も
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
「
南
」
以
外
の
文
字
に
つ
い
て
も
、

光
導
の
筆
跡
の
特
徴
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
も
と
に
な
っ
た
書
は
別
の
人
物

に
よ
る
写
し
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 



45
坂
五
市
坂
五
町
長
畑 

路
傍 

名
号
塔 

 
旧
北
国
街
道
の
一
里
塚
が
あ
っ
た
場
所
に
、
お
は
や
・
良
作
地
蔵
堂
が
あ
り
、
向
か

い
合
っ
て
光
導
名
号
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。 

 [

お
は
や･

良
作]

 

 

加
賀
藩
家
臣
安
達
弥
兵
衛
の
二
男
の
良
作
と
、
同
家
で
下
女
を
し
て
い
た
商
家
秋
本
屋
平
助

の
娘
の
は
や
は
恋
仲
と
な
っ
た
。
し
か
し
互
い
の
親
の
許
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
文
化
十

三
年
亓
月
、
良
作
は
家
来
の
松
原
八
右
衛
門
を
連
れ
、
は
や
と
と
も
に
金
沢
城
下
を
出
奔
し
駆

け
落
ち
し
た
。
良
作
と
は
や
は
夫
婦
約
束
の
証
文
を
身
に
付
け
て
い
た
。
そ
の
あ
と
を
追
っ
て

き
た
は
や
の
母
そ
よ
が
、
は
や
を
連
れ
帰
ろ
う
と
し
た
。
良
作
は
説
得
を
し
た
が
、
そ
よ
は
こ

れ
に
応
じ
ず
、
や
む
な
く
そ
よ
を
斬
り
、
は
や
と
心
中
し
た
。
良
作
は
父
へ
の
遺
言
状
を
書
き
、

金
沢
へ
帰
っ
て
届
け
る
よ
う
に
と
八
右
衛
門
に
託
し
た
が
、
八
右
衛
門
も
後
を
追
っ
て
自
害
し

た
。
良
作
と
八
右
衛
門
の
遺
体
は
金
沢
へ
運
ば
れ
、
は
や
と
そ
よ
は
近
く
の
演
仙
寺
で
葬
儀
が

行
わ
れ
た
。
良
作
と
は
や
は
最
後
ま
で
夫
婦
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

  

お
は
や･

良
作
地
蔵
堂
に
は
現
在
、
五
体
の
地
蔵
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。 

中
央
に
丸
彫
り
の
立
像
、
そ
の
足
元
に
小
さ
な
丸
彫
り
の
座
像
が
四
体
で
あ
る
。
四
体

の
座
像
の
中
に
は
「
俗
名
為
了
作(

良
作)

」
や
「
俗
名
為
早(

は
や
）」
と
記
さ
れ
た
も

の
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
背
面
に
文
久
元
年
冬
の
銘
が
入
っ
て
い
る
。 

お
は
や･

良
作
地
蔵
堂
の
向
か

い
に
建
て
ら
れ
て
い
る
光
導
名
号

塔
は
凝
灰
岩(

笏
谷
石)

製
で
、
笠

付
き
角
柱
型
で
あ
る
。
福
井
地
震

で
倒
壊
し
た
と
き
の
も
の
だ
ろ
う

か
、
笠
と
台
石
と
に
破
損
が
み
ら

れ
る
。 

 

正
面
に
大
き
く
「
南
無
阿
弥
陀

佛
」
と
刻
ま
れ
、
そ
の
下
に
は
光
導
の
署
名
・
花
押
が
、
右
に
「
善
導
大
師
」
、
左
に

「
無
智
」
と
入
っ
て
い
る
。
左
側
面
に
「
天
保
十
二
辛
丑
三
月
吉
日
／
念
佛
講
中
」
と
、

右
側
面
に
は
「
志
し
て
の
ち 

わ
が
み
に
そ
ゆ
る 

た
か
ら
に
ハ 

な
む
阿
み
だ
ぶ
に 

志
く
も
の
ハ
な
し
」
の
歌
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
光
導
が
、
お
は
や･

良
作
の
供

養
の
た
め
に
詠
ん
だ
歌
と
思
わ
れ
る
。
光
導
三
十
九
歳
頃
で
、
こ
の
七
年
後
に
建
て
ら

れ
た
生
家
で
あ
る
山
崎
家
の
墓
標
に
、
同
じ
よ
う
な
歌
を
残
し
て
い
る
。 

 

46
越
前
市
横
根
町 

天
台
宗
横
根
寺
境
内 

名
号
道
標 

 

四
角
柱
の
石
塔
で
、
正
面
に

丸
い
文
字
の
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」

が
刻
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
下
は

土
中
に
埋
も
れ
い
る
。
そ
の
土

を
掃
っ
て
み
る
と
、
光
導
の
署

名
・
花
押
、
そ
し
て
「
義
仙
」

の
文
字
が
確
認
で
き
た
。
義
仙

と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
は
不
明
で

あ
る
。 

 

右
側
面
に
「
右
お
ち
さ
ん
道
」、
左
側
面
に
は
「
左
よ
こ
子
く
わ
ん
音
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。「
お
ち
さ
ん
」
と
は
越
智
山
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
大
谷
寺
の
山
号
で
あ
る
。
ま
た
「
よ

こ
子
く
わ
ん
音
」
と
は
横
根
観
音(

横
根
寺)

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
道
標
は
も
と
は
横
根

寺
登
り
口
の
路
傍
に
建
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
47
京
都
市
左
京
区
田
中
門
前
町 

浄
土
宗
大
本
山
知
恩
寺
墓
地 

名
号
墓
標 

 

北
陸
三
県
以
外
で
は
、
京
都
市
の
浄
土
宗
大
本
山
百
萬
遍
知
恩
寺
の
墓
地
内
に
光
導

書
体
の
名
号
墓
標
を
一
基
確
認
し
て
い
る
。
知
恩
寺
五
十
七
世
巨
東
の
墓
標
で
あ
る
。 

 

正
面
に
大
き
く
丸
い
文
字
の
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
が
刻
ま
れ
、
そ
の
左
右
に
「
當
山

五
十
七
世
」「
縁
山
六
十
三
世
大
僧
正
瑞
譽
巨
東
上
人
」、
そ
し
て
右
側
面
に
「
天
保
十



三
壬
寅
歳
七
月
二
十
日
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
署
名
や
花
押
な

ど
は
入
っ
て
い
な
い
。 

巨
東
の
墓
標
に
刻
ま
れ
て

い
る
名
号
の
書
体
は
、
北
陸
地

方
で
み
ら
れ
る
光
導
の
も
の

と
酷
似
し
て
い
る
。
し
か
し
こ

れ
が
巨
東
自
身
の
書
で
あ
る

可
能
性
も
否
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。 

 

円
形
文
字
名
号 

 

光
導
書
の
名
号
は
円
形
字
名
号
で
あ
る
。
一
般
に
円
形
の
文
字
の
名
号
と
い
え
ば
、

宝
珠
名
号
が
思
い
浮
か
ぶ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宝
珠
名
号
は
コ
ン
パ
ス
と
定
規
と
で

書
か
れ
た
よ
う
な
書
体
で
、
究
極
の
デ
フ
ォ
ル
メ
の
感
じ
で
あ
る
。
輪
郭
線
を
書
い
て
、

そ
の
中
を
ぬ
り
つ
ぶ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
光
導
の
円
形
字
名
号
は
、
普
通

に
筆
で
書
か
れ
た
書
体
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
な
の
で
あ
ろ
う
が
、

す
ぐ
に
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
思
う
。
光
導
が
手
本
と
し
た
善
導
大

師
書
と
伝
え
ら
れ
る
名
号
書
の
所
在
が
気
が
か
り
で
あ
る
。
知
恩
寺
に
は
円
形
字
の
名

号
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。 

 

そ
の
他
の
資
料 

 

光
導
に
関
す
る
資
料
は
極
め
て
尐
な
い
の
だ
が
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

・
『
福
田
行
誡
全
集
』
の
中
に
、
行
誡
と
光
導
と
の
交
友
の
記
録
が
み
ら
れ
る
。 

・
射
水
市
の
光
山
寺
の
『
光
山
寺
大
佛
再
興
略
縁
由
』
に
、
光
導
が
大
仏
再
建
に
関
与

し
て
い
る
記
述
が
あ
る
。 

 

光
導
の
歌 

 

加
賀
市
の
徳
田
作
次
郎
氏
編
の
「
光
導
さ
ん
歌
集
」
お
よ
び
、『
江
沼
郡
郷
土
読
本
』
の

「
光
導
さ
ん
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
光
導
の
歌
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。 

 

船
は
か
ぢ
扇
子
は
か
な
め
往
生
は 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
決
定
の
し
ん 

 

元
祖
の
お
し
へ
を
き
け
ば
た
ゝ
と
な
へ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

六
字
の
う
ち
に
か
み
も
ほ
と
け
も 

 

佃
陀
仏
の
お
も
ひ
つ
め
た
る
六
字
な
り 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

唱
ふ
る
ば
か
り
ぬ
け
る
道
な
し 

 

唱
ふ
れ
ば
こ
ゝ
に
居
な
が
ら
極
楽
の 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

蓮
花
の
う
ち
に
寝
た
り
起
き
た
り 

 

死
ぬ
る
と
は
夢
に
も
さ
ら
に
思
ふ
な
よ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

往
き
て
生
る
る
浄
土
な
り
け
り 

 

た
ゝ
だ
の
め
よ
ろ
す
の
つ
み
は
ふ
か
く
と
も 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

我
本
願
あ
ら
ぬ
か
き
り
は 

 

み
だ
た
の
む
人
を
む
な
し
く
な
す
な
ら
ば 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

我
此
よ
に
て
神
と
い
は
れ
じ 

   

光
導
の
花
押
は
、
丸
の
中
に
「
心
」
で
あ
る
。
合
掌
。 

 



光導資料  ●名号塔 ◎名号書 ○その他 
富山県 

０１ 魚津市諏訪町 大泉寺境内 明治 11年 1878 ● 

０２ 魚津市島尻 路傍 明治 12年 1879 ● 

０３ 富山市西番 共同墓地 萬延元年 1860 ●常願寺川洪水供養塔 

０４ 高岡市坂下町 極楽寺墓地 年号なし ---- ●無縫塔 

０５ 高岡市伏木本町 浄土宗教会 年号なし ---- ● 

０６ 氷見市小堺 大栄寺門前   ●現存しない 

０７ 氷見市小堺 室谷家   ◎大栄寺檀家に数幅 

石川県 

０８ 七尾市小島町 西光寺墓地 年号なし ---- ● 

０９ 七尾市小島町 宝幢寺境内 年号なし ---- ● 

１０ 中能登町良川 路傍 弘化３年 1846 ● 

１１ 羽咋市千代町 路傍 弘化２年 1845 ● 

１２ 津幡町倉見 專修庵   ○位牌 

１３ 同 同門前 明治 16年 1883 ●光導顕彰碑 

１４ 金沢市山の上町 善導寺墓地   ●一般墓標 

１５ 金沢市七ツ屋町 円休寺墓地 嘉永元年 1848 ● 

１６ 金沢市泉２丁目 念西寺境内 明治 12年 1879 ●光導墓標 台石に光導像 

１７ 同 同 年号なし ---- ●一般墓標 

１８ 同 念西寺 年号なし ---- ◎ 

１９ 同 同 年号なし ---- ◎天神像 

２０ 同 同 年号なし ---- ◎ 

２１ 同 同 平成 21年 2009 ○位牌 

２２ 金沢市寺町３丁目 大円寺境内 天保 15年 1844 ● 

 同 同墓地   ●一般墓標数基あったが現存しない 

２３ 金沢市寺町５丁目 浄安寺墓地 昭和２年 1927 ●一般墓標 

２４ 小松市北浅五町 路傍   ●浅五畷戦死者供養塔 

２５ 小松市那谷町 共同墓地 明治 10年 1877 ●光導書 

２６ 同 同 明治 10年 1877 ●光念書 

２７ 同 同   ●光巌書 光巌墓標 

２８ 所在不明 所有者不明   ◎江沼郡郷土読本に掲載 

２９ 小松市那谷町 本谷家 年号なし ---- ○書 

３０ 小松市那谷町 三光院 天保９年 1838 ◎名号牌 

３１ 同 同   ○位牌 

３２ 同 同   ○木像 

３３ 同 同境内 平成 26年 2014 ● 

３４ 小松市牧口町 牧姫塚 明治 10年 1877 ●蝉丸供養塔 

３５ 小松市原町 共同墓地   ●無縫塔 

３６ 同 同   ●一般墓標 

３７ 加賀市篠原町 実盛塚 嘉永２年 1849 ●斉藤実盛供養塔 

３８ 加賀市野田町 山崎家 年号なし ---- ◎ 

３９ 同 同   ○数珠(光導遺品) 

４０ 加賀市野田町 共同墓地 年号なし ---- ●山崎家墓標 

４１ 同 同 弘化４年 1847 ●山崎家墓標 

４２ 加賀市山中温泉荒谷 路傍   ● 

４３ 加賀市百々町 路傍 安政５年 1858 ●斉藤実盛供養塔 

福五県 

４４ あわら市中川 路傍 天保 13年 1842 ● 

４５ 坂五市坂五町長畑 路傍 天保 12年 1841 ●おはや良作供養塔 

４６ 越前市横根町 横根寺境内 年号なし ---- ●名号道標 

京都府 

４７ 京都市左京区田中門 知恩寺墓地 天保 13年 1842 ●巨東墓標 


