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日
の
善
光
寺
信
仰
の
礎
を
つ
く
っ

た
の
で
す
。

本
質
的
に
仏
教
の
教
え
は

す
べ
て
「
方
便
」

Ｑ　

ど
ん
な
宗
派
の
人
で
も
関
係
な

く
受
け
入
れ
る
と
い
う
世
界
観
は

ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。

　

本
来
、
仏
教
の
教
え
は
お
釈
迦

様
の
お
悟
り
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
も

の
で
す
が
、
そ
れ
が
後
の
宗
派
に

な
る
と
教
え
の
説
き
方
に
違
い
が

出
て
き
ま
す
。
仏
教
で
は
長
い
歴

史
の
中
で
膨
大
な
経
典
が
編
ま
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
表
現
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
て
お
り
、
天
台
宗
な
ら

ば
『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
立
つ
、

浄
土
宗
な
ら
ば
『
無
量
寿
経
』
な

ど
の
浄
土
経
典
に
よ
っ
て
立
つ
と

い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
教
義
や
修
行
の
方
法
が
異

な
っ
て
き
ま
す
。
禅
宗
だ
と
ひ
た

す
ら
座
っ
て
悟
り
を
求
め
る
、
と

こ
ろ
が
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
で
は

こ
の
世
で
は
悟
り
を
開
き
に
く
い

の
で
、
先
ず
極
楽
に
往
生
し
て
か

ら
悟
り
を
開
き
ま
し
ょ
う
と
い
う

よ
う
に
説
き
方
に
違
い
が
出
て
く

る
わ
け
で
す
。

　

私
が
仏
教
の
勉
強
を
始
め
た
頃

に
印
象
深
い
言
葉
に
触
れ
ま
し

た
。
仏
教
に
は
様
々
な
経
典
が
あ

る
け
れ
ど
、
言
葉
に
は
必
ず
誤
謬

（
間
違
い
）
が
含
ま
れ
る
と
い
う

の
が
基
本
的
立
場
だ
と
い
う
の
で

す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
方
で
す

と
、
聖
書
に
は
誤
謬
が
な
い
、
す

べ
て
が
神
の
啓
示
な
の
で
間
違
い

は
な
い
と
考
え
ま
す
が
、
仏
教
で

は
、
真
理
は
本
来
、
不
可
説
（
説

く
こ
と
が
出
来
な
い
）
と
考
え
る

の
で
、
そ
れ
を
あ
え
て
説
く
こ
と

世
界
か
ら
す
べ
て
の
生
き
物
を
見

た
時
に
、沸
い
て
く
る
思
い
が「
慈

悲
」
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
説

く「
愛
」で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。日

本
人
の
宗
教
観
は

本
来
、
自
然
を
崇
め
た

Ｑ　

私
た
ち
の
宗
教
観
は
非
常
に
形

式
的
、
表
層
的
で
、
お
話
の
内
容

に
つ
い
て
は
な
か
な
か
考
え
る
機

会
が
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
点
に

つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
の
本
来
的
な
宗
教
は
神
道

で
す
が
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
神
道

は
天
地
自
然
を
崇
め
る
宗
教
で

す
。
神
道
の
考
え
方
と
仏
教
の
宇

宙
観
は
非
常
に
親
和
的
で
す
。
日

本
の
文
化
や
精
神
性
を
語
る
時

に
、
私
た
ち
は
、
日
本
に
は
神
道

や
仏
教
の
伝
統
が
あ
る
の
で
、
西

欧
の
よ
う
な
人
間
中
心
主
義
で
は

な
く
、
自
然
に
重
き
を
置
き
、
自

然
を
崇
め
る
文
化
だ
と
い
う
こ
と

を
言
っ
て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
福
島
の
原
発
事
故

で
は
、
自
然
に
大
変
な
ダ
メ
ー
ジ

を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自

然
や
生
き
物
に
対
し
て
申
し
訳
な

い
こ
と
を
し
た
と
い
う
反
省
が
ほ

と
ん
ど
聞
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
ア
ン
ダ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
け
れ

ど
、
そ
れ
は
人
間
の
都
合
で
発
せ

ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
本
来
な

ら
ば
、
天
地
自
然
を
汚
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
八
百
万

の
神
に
対
し
申
し
訳
な
か
っ
た
と

い
う
思
い
が
自
然
に
出
て
く
る
の

が
、
日
本
人
の
宗
教
観
だ
っ
た
と

思
う
ん
で
す
。
か
つ
て
の
日
本
人

で
あ
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど
の
汚
染
を

ま
き
ち
ら
し
な
が
ら
、
原
発
を
再

稼
働
し
て
い
く
と
か
、
海
外
に
原

発
を
売
る
と
い
う
発
想
に
は
行
き

着
か
な
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

善
光
寺
信
仰
の

重
要
な
特
徴
は
寛
容
性

Ｑ　

と
こ
ろ
で
、
善
光
寺
は
私
た
ち

に
と
っ
て
大
変
身
近
な
お
寺
で
す

が
、
意
外
と
知
ら
な
い
こ
と
が
あ

る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
紹
介
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

善
光
寺
は
特
定
の
宗
派
に
属
す

る
お
寺
で
は
な
く
、
仏
教
伝
来
時

に
百
済
か
ら
日
本
に
最
初
に
伝

わ
っ
た
仏
像
と
さ
れ
る
ご
本
尊
に

対
す
る
信
仰
で
す
の
で
、
宗
派
に

関
わ
り
な
く
多
く
の
方
に
お
参
り

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
善
光
寺
の

ご
本
尊
と
ご
縁
を
結
ぶ
と
誰
で
も

必
ず
極
楽
に
お
迎
え
い
た
だ
け
る

と
い
う
信
仰
が
、
平
安
時
代
後
期

か
ら
全
国
に
広
が
り
ま
し
た
。

　

現
在
は
天
台
宗
と
浄
土
宗
と
い

う
２
つ
の
宗
派
に
よ
っ
て
護
持
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗

派
の
ト
ッ
プ
の
ご
住
職
が
、
共
に

善
光
寺
住
職
を
名
乗
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
男
性
と
女
性
の
聖
職
者
が

ト
ッ
プ
に
並
び
立
つ
と
い
う
寺
院

は
世
界
を
見
ま
し
て
も
例
が
な
い

と
思
い
ま
す
。
寛
容
性
が
善
光
寺

信
仰
の
重
要
な
特
徴
で
す
が
、
特

に
女
性
に
対
し
て
も
平
等
に
救
い

を
も
た
ら
し
て
下
さ
る
仏
さ
ま
と

い
う
こ
と
で
広
く
信
仰
を
集
め
て

き
ま
し
た
。

　

か
つ
て
、
厳
し
い
修
行
を
修
め

た
人
や
、
貴
族
の
よ
う
に
沢
山
の

お
金
を
寄
進
で
き
る
人
し
か
救
わ

れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
時
代
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
善
光
寺
の

仏
さ
ま
は
分
け
隔
て
な
く
誰
で
も

極
楽
に
お
迎
え
く
だ
さ
る
と
善
光

寺
聖
と
い
わ
れ
る
お
坊
さ
ん
た
ち

が
全
国
を
布
教
し
て
ま
わ
り
、
今

釈
迦
様
の
一
番
仰
り
た
か
っ
た
こ

と
は
、
人
間
の
自
我
、
現
代
的
に

言
え
ば
エ
ゴ
の
問
題
で
あ
り
、
そ

れ
が
仏
教
の
教
え
の
根
幹
で
す
。

　

お
釈
迦
様
が
お
悟
り
を
開
い
た

の
は
35
歳
の
時
で
す
が
、
お
悟
り

に
な
ら
れ
た
時
、
そ
の
お
悟
り
の

内
容
は
常
人
に
は
理
解
し
が
た
い

と
思
い
、
瞑
想
し
た
ま
ま
涅
槃
に

入
っ
て
（
死
ん
で
）
し
ま
お
う
と

さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
梵
天

と
い
う
イ
ン
ド
の
神
様
が
天
か
ら

降
り
て
き
て
、「
ど
う
か
あ
な
た

の
悟
ら
れ
た
内
容
を
人
々
に
説
い

て
下
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
（
梵

天
勧
請
）。
お
釈
迦
様
は
は
じ
め

は
お
断
り
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の

時
に
梵
天
が
仰
っ
た
内
容
が
非
常

に
印
象
深
い
も
の
で
、「
あ
な
た

の
教
え
は
難
解
だ
け
れ
ど
、
そ
れ

を
理
解
す
る
人
が
僅
か
で
も
い
る

に
違
い
な
い
か
ら
、
ど
う
ぞ
教
え

を
説
い
て
下
さ
い
。
そ
う
で
な
い

と
こ
の
世
界
は
滅
び
て
し
ま
う
で

し
ょ
う
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

今
風
に
考
え
る
と
、
梵
天
の
危

惧
は
、
人
間
が
自
我
に
ま
か
せ
て

思
う
儘
に
し
て
い
た
ら
早
晩
こ
の

世
界
は
滅
ん
で
し
ま
う
と
い
う
よ

う
な
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の

懇
願
を
受
け
て
お
釈
迦
様
は
教
え

を
説
く
決
意
を
さ
れ
ま
し
た
。
今

日
、
人
類
が
人
類
を
何
度
も
滅
ぼ

せ
る
ほ
ど
の
核
兵
器
を
手
に
し
て

し
ま
っ
た
現
実
を
思
う
と
、
人
類

の
自
我
の
問
題
は
ま
す
ま
す
重
要

な
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
気
が

し
ま
す
。

　

仏
教
で
は
、
自
我
を
超
越
し
た

と
こ
ろ
に
見
え
て
く
る
真
理
を

「
法
（
ダ
ル
マ
）」
と
い
い
、
そ
れ

を
認
識
す
る
こ
と
を
「
智
慧
」
と

い
い
ま
す
。「
法
」
と
は
言
い
換

え
れ
ば
、
私
た
ち
を
生
か
し
め
て

い
る
大
い
な
る
い
の
ち
の
全
体
性

と
も
い
え
ま
す
。
そ
の
い
の
ち
の

世
界
で
は
す
べ
て
の
い
の
ち
は
繋

が
っ
て
お
り
平
等
で
す
。
平
等
の

す
べ
て
の
い
の
ち
は

繋
が
っ
て
い
る

Ｑ　

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
早
速
で
す
が
、
ま
ず
は
人
間

と
宗
教
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
お

聞
か
せ
下
さ
い
。

　

一
般
的
な
日
本
人
の
宗
教
に
つ

い
て
の
捉
え
方
と
し
て
は
、
仏
教

と
か
キ
リ
ス
ト
教
、
あ
る
い
は
イ

ス
ラ
ム
教
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の

宗
派
の
枠
組
み
が
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
私
は
そ
う
い
う
枠
組
み
に

捉
わ
れ
ず
宗
教
を
考
え
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
本
来
平
和
を
目

指
す
べ
き
宗
教
が
そ
の
名
の
も
と

に
多
く
の
殺
戮
を
繰
り
返
し
て
き

た
歴
史
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、

そ
も
そ
も
宗
教
と
は
何
な
の
か
と

い
う
こ
と
を
常
に
考
え
て
き
ま
し

た
。
私
に
と
っ
て
、
仏
教
は
、
宗

教
の
本
質
を
考
え
る
上
で
は
も
っ

と
も
ふ
さ
わ
し
い
宗
教
で
す
。
お
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