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寺 
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阿
弥
陀
さ
ま
と
お
釈
迦
さ
ま
の
関
係 

日
本
仏
教
に
は
浄
土
真
宗
、
真
言
宗
、
禅
宗
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
宗
旨
が
あ
り
ま

す
。
一
心
寺
の
ご
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
。
経
典
に
は
数
多
く
の
仏
さ
ま
が
お
ら
れ

る
と
説
か
れ
、
大
日
如
来
、
薬
師
如
来
な
ど
を
ご
本
尊
と
す
る
寺
院
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
仏
教
と
い
う
か
ら
に
は
そ
の
開
祖
は
釈
迦
如
来
（
お
釈
迦
さ
ま
）
で
す
。

で
は
、
お
釈
迦
さ
ま
を
ご
本
尊
に
し
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。
お
釈
迦
さ
ま
と
阿
弥
陀
さ
ま
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

浄
土
真
宗
の
開
祖
・
親
鸞
聖
人
が
著
さ
れ
た
『
教
行
信
証
』
の
「
正
信
偈
」
に

は
、「
如
来
所
以
興
出
世
」（
お
釈
迦
さ
ま
が
こ
の
世
に
お
出
ま
し
に
な
ら
れ
た
理

由
は
、
た
だ
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
み
教
え
を
説
く
た
め
で
し
た
）
と
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
唐
の
善
導
大
師
が
説
か
れ
た
「
二
河
白
道
の
譬
え
」
を
引
用
し
て
詳
し
く

説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
こ
こ
に
一
人
の
人
が
い
て
、
百
千
里
の
遠
い
道
の
り
を
西
に
向
か
っ
て
行
こ
う

と
し
て
い
る
。
そ
の
途
中
に
、
突
然
二
つ
の
河
が
現
れ
る
。
一
つ
は
火
の
河
で
南

に
あ
り
、
も
う
一
つ
は
水
の
河
で
北
に
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
河
は
そ
れ
ぞ
れ
幅
が

百
歩
で
、
ど
ち
ら
も
深
く
て
底
が
な
く
、
果
て
し
な
く
南
北
に
続
い
て
い
る
。
そ

の
水
の
河
と
火
の
河
の
間
に
一
筋
の
白
い
道
が
あ
る
。
そ
の
幅
は
わ
ず
か
四
、
五

寸
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
道
の
東
の
岸
か
ら
西
の
岸
ま
で
の
長
さ
も
、
ま
た
百
歩
で

あ
る
。
水
の
河
は
道
に
激
し
く
波
を
打
ち
寄
せ
、
火
の
河
は
炎
を
あ
げ
て
道
を
焼

く
。
水
と
火
と
が
か
わ
る
が
わ
る
道
に
襲
い
か
か
り
、
少
し
も
止
む
こ
と
が
な
い
。 

こ
の
人
が
果
て
し
な
い
広
野
に
さ
し
か
か
っ
た
時
、
他
に
は
ま
っ
た
く
人
影
は

な
か
っ
た
。
そ
こ
に
盗
賊
や
恐
ろ
し
い
獣
が
た
く
さ
ん
現
れ
、
わ
れ
先
に
と
襲
っ

て
き
て
殺
そ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
人
は
死
を
お
そ
れ
て
、
す
ぐ
に
走
っ
て

西
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
突
然
現
れ
た
こ
の
大
河
を
見
て
次
の
よ
う
に
思
っ

た
。
こ
の
河
は
南
北
に
果
て
し
な
く
、
ま
ん
中
に
一
筋
の
白
い
道
が
見
え
る
が
、

そ
れ
は
き
わ
め
て
狭
い
。
東
西
両
岸
の
間
は
近
い
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
渡
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
わ
た
し
は
今
日
死
ん
で
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
東
に
引
き
返
そ

う
と
す
れ
ば
、
盗
賊
や
恐
ろ
し
い
獣
が
次
第
に
せ
ま
っ
て
く
る
。
南
や
北
へ
逃
げ

去
ろ
う
と
す
れ
ば
、
恐
ろ
し
い
獣
や
毒
虫
が
先
を
争
っ
て
わ
た
し
に
向
か
っ
て
く

る
。
西
に
向
か
っ
て
道
を
た
ど
っ
て
行
こ
う
と
す
れ
ば
、
ま
た
恐
ら
く
こ
の
水
と

火
の
河
に
落
ち
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
う
思
っ
て
、
と
て
も
言
葉
に
い
い
表
す
こ

と
が
で
き
な
い
ほ
ど
、
恐
れ
お
の
の
い
た
。 

 

そ
こ
で
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
わ
た
し
は
今
、
引
き
返
し
て
も
死
ぬ
、
と
ど

ま
っ
て
も
死
ぬ
、
進
ん
で
も
死
ぬ
。
ど
う
し
て
も
死
を
免
れ
な
い
の
な
ら
、
む
し

ろ
こ
の
道
を
た
ど
っ
て
前
に
進
も
う
。
す
で
に
こ
の
道
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
必
ず

渡
れ
る
に
違
い
な
い
、
と
。 

 

こ
う
考
え
た
時
、
に
わ
か
に
東
の
岸
に
、「
そ
な
た
は
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、

た
だ
こ
の
道
を
た
ど
っ
て
行
け
。
決
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
、

そ
の
ま
ま
そ
こ
に
い
る
な
ら
必
ず
死
ぬ
で
あ
ろ
う
」
と
人
の
勧
め
る
声
が
聞
こ
え

た
。
ま
た
、
西
の
岸
に
人
が
い
て
、「
そ
な
た
は
一
心
に
た
め
ら
う
こ
と
な
く
ま
っ

す
ぐ
に
来
る
が
よ
い
。
わ
た
し
が
そ
な
た
を
護
ろ
う
。
水
の
河
や
火
の
河
に
落
ち

る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
な
」
と
喚
ぶ
声
が
す
る
。
こ
の
人
は
、
も
は
や
、
こ

ち
ら
の
岸
か
ら
「
行
け
」
と
勧
め
ら
れ
、
向
こ
う
の
岸
か
ら
「
来
る
が
よ
い
」
と

喚
ば
れ
る
の
を
聞
い
た
以
上
、
そ
の
通
り
に
受
け
と
め
、
少
し
も
疑
っ
た
り
恐
れ

た
り
、
ま
た
し
り
ご
み
し
た
り
も
し
な
い
で
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、
道
を
た
ど

っ
て
ま
っ
す
ぐ
西
へ
進
ん
だ
。 
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そ
し
て
少
し
行
っ
た
と
き
、
東
の
岸
か
ら
、
盗
賊
な
ど
が
「
お
い
、
戻
っ
て
来

い
。 

そ
の
道
は
危
険
だ
。
と
て
も
向
こ
う
の
岸
ま
で
は
行
け
な
い
。
間
違
い
な
く

死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
。
俺
た
ち
は
何
も
お
前
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
」
と
呼
ぶ
。
し
か
し
こ
の
人
は
、
そ
の
呼
び
声
を
聞
い
て
も
ふ
り
返
ら
ず
、

わ
き
目
も
ふ
ら
ず
に
そ
の
道
を
信
じ
て
進
み
、
間
も
な
く
西
の
岸
に
た
ど
り
着
い

て
、
永
久
に
さ
ま
ざ
ま
な
わ
ざ
わ
い
を
離
れ
、
善
き
友
と
会
っ
て
、
喜
び
も
楽
し

み
も
尽
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」 

（
二
河
白
道
図 

左･

阿
弥
陀
さ
ま 

右･

お
釈
迦
さ
ま
） 

東
の
岸
は
娑
婆
世
界
、
西
の
岸
を
お
浄
土
に
、
東
か
ら
の
声
は
お
釈
迦
さ
ま
の

教
え
、
西
か
ら
の
声
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
本
願
の
譬
え
で
す
。
水
と
火
の
二
河
と
い

う
の
は
、
私
た
ち
の
貪
り
や
執
着
の
心
を
水
に
た
と
え
、
怒
り
や
憎
し
み
の
心
を

火
に
、
間
に
あ
る
四
、
五
寸
ほ
ど
の
白
い
道
と
い
う
の
は
、
そ
の
私
た
ち
の
心
の

中
に
清
ら
か
な
信
心
が
お
こ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
盗
賊
な
ど
が
呼
ぶ
と
い

う
の
は
、
間
違
っ
た
考
え
の
人
々
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
ま
す｡

 

 

ま
た
、
『
教
行
信
証
』
の
別
の
箇
所
に
は
、
「
一
心
に
た
だ
仏
の
言
葉
を
信
じ
、

わ
が
身
も
わ
が
命
も
顧
み
ず
、
疑
い
な
く
仏
が
説
か
れ
た
行
に
よ
っ
て
、
仏
が
捨

て
よ
と
仰
せ
に
な
る
も
の
を
捨
て
、
仏
が
行
ぜ
よ
と
仰
せ
に
な
る
も
の
を
行
じ
、

仏
が
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
と
仰
せ
に
な
る
も
の
に
近
づ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
釈
尊
の
教
え
に
し
た
が
い
、
仏
が
た
の
意
に
し
た
が
う
と
い
う
。
こ
れ

を
阿
弥
陀
仏
の
願
に
し
た
が
う
と
い
う
。
こ
れ
を
真
の
仏
弟
子
と
い
う
の
で
あ
る
」

と
あ
り
ま
す
。 

 

浄
土
真
宗
で
は
お
釈
迦
さ
ま
を
ご
本
尊
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
教
主
と
し
て

敬
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
力
で
は
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
、
火
と
水
と
が
渦
巻
く
細

い
道
を
渡
り
き
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
に
従
い
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
呼
び
声
を
聞
い
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
お
念
仏
を
称
え
て
生
活
し
、
浄

土
に
往
生
し
仏
と
な
る
こ
と
が
お
釈
迦
さ
ま
の
お
心
に
か
な
う
こ
と
で
あ
る
と

し
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 

さ
て
、
四
月
八
日
は
お
釈
迦
さ
ま
の
御
誕
生
を
祝
う
花
ま
つ
り
。
観
音
寺
市
仏

教
会
で
は
毎
年
、
会
員
寺
院
が
持
ち
回
り
で
会
所
を
引
き
受
け
て
開
催
し
て
い
ま

す
。
本
年
は
二
十
数
年
ぶ
り
に
一
心
寺
が
会
場
と
な
る
予
定
で
す
。
浄
土
真
宗
・

真
言
宗
・
禅
宗
・
浄
土
宗
・
天
台
宗
・
日
蓮
宗
の
二
十
余
ヶ
寺
が
集
っ
て
お
勤
め

す
る
滅
多
に
な
い
機
会
、
是
非
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

※
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
流
行
の
た
め
、
執
筆
時
点
で
は
開
催
・
中
止
は
未
定
で
す
。 
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報
恩
講
報
告 

一
月
十
三
日
、
本
年
も
一
心
寺
で
の
報
恩
講
が
勤
ま
り
ま
し
た
。
十
一
月
中

旬
よ
り
喉
の
調
子
が
悪
く
、
み
な
さ
ま
の
お
宅
へ
の
報
恩
講
参
り
が
遅
れ
ま
し

た
が
、
前
日
に
よ
う
や
く
終
え
る
こ
と
が

で
き
、
無
事
に
当
日
を
迎
え
ま
し
た
。
立

専
寺
（
観
音
寺
市
流
岡
町
）
ご
住
職
を
導

師
に
、
讃
仏
偈
と
正
信
偈
を
お
勤
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

法
話
は
千
葉
憲
文
師
（
ま
ん
の
う
町
・
善

性
寺
）
。
人
間
は
み
ん
な
自
分
の
都
合
で
生

き
て
い
る
。
晴
れ
が
続
け
ば
雨
が
ほ
し
い
、

雨
ば
か
り
だ
と
晴
れ
て
ほ
し
い
。
し
か
し
、

私
た
ち
は
は
か
り
し
れ
な
い
い
の
ち
に
生

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な

い
。
胆
振
東
部
地
震
が
起
こ
っ
た
北
海
道
を

訪
れ
た
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
食
事
を
し
よ
う
に
も
電
気
が
止
ま
っ
て
い
る
た
め
に

開
い
て
い
る
店
が
な
い
、
宿
泊
予
定
の
ホ
テ
ル
は
水
も
出
な
い
。
「
う
ち
の
お
寺

は
古
い
建
物
で
す
が
、
ガ
ス
も
あ
る
し
水
も
出
る
の
で
ど
う
ぞ
泊
ま
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ご
住
職
の
お
か
げ
で
事
な
き
を
得
た
。
普
段

の
生
活
が
い
か
に
「
有
り
難
い
」
、
あ
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
な
の
か
を
実
感
さ

れ
た
そ
う
で
す
。
は
か
り
し
れ
な
い
い
の
ち
の
は
た
ら
き
を
感
じ
る
と
こ
ろ
に
、

私
た
ち
を
お
浄
土
へ
と
す
く
い
取
っ
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
も
感

じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

仏
教
講
演
会
の
ご
案
内 

本
年
の
仏
教
講
演
会
は
国
立
鹿
児
島
医
療
セ
ン
タ
ー
緩
和
ケ
ア
委
員
・
長
倉
伯

博
師(

右)

の
「
生
と
死
の
境
を
超
え
て
ー
医
療
と
仏
教
の
協
働
か
ら
生
ま
れ
る
も

の
」
、
介
護
福
祉
士
で
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
・
か
ん
の
め
ぐ
み
氏(

左)

の

「
歌
で
紐
解
く
あ
な
た
の
ア
ナ
ザ
ー
ス
ト

ー
リ
ー
」
で
す
。 

私
た
ち
は
生
老
病
死
を
逃
れ
る
こ
と
は

で
き
ず
、
必
ず
人
生
を
終
え
て
い
き
ま
す
。

私
た
ち
の
前
に
大
勢
の
先
人
が
そ
の
道
を

歩
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
方
た
ち
に
ど
の
よ
う

に
声
を
か
け
れ
ば
、
安
心
と
喜
び
の
人
生
を

全
う
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
し
ょ
う
か
。
知
識
も
乏
し
く
、
経
験
も
不

足
し
て
い
る
私
で
は
ど
う
し
て
良
い
か
わ

か
ら
な
い
と
途
方
に
暮
れ
る
こ
と
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
長
倉
先
生
、
か
ん
の
さ
ん
は
実

際
に
多
く
の
人
た
ち
を
お
世
話
し
、
看
取
っ

て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
経
験
か
ら
多
く
の

こ
と
が
学
べ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
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す
。
ま
た
、
そ
れ
が
私
自
身
の
人
生
の
終
わ
り
に
向
け
て
の
よ
り
良
き
道
に
つ
な

が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
是
非
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 

※
四
月
十
八
日
午
後
一
時
半
よ
り
、
綾
歌
ア
イ
レ
ッ
ク
ス
で
開
催
予
定
で
す
が
、

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
流
行
の
た
め
、
執
筆
時
点
で
は
開
催
・
延
期
は
未
定
で
す
。 

法
事
で
幸
せ
に
な
る
？ 

法
事
を
お
勤
め
す
る
心
は
仏
徳
讃
嘆
・
報
恩
感
謝
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
先

に
浄
土
に
往
生
さ
れ
た
故
人
を
偲
び
、
私
を
同
じ
く
お
浄
土
へ
導
い
て
く
だ
さ
る

阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
に
安
心
し
喜
び
感
謝
す
る
。

近
年
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
意
味
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
幸
福
に
寄
与
し
て
い
る

と
い
う
統
計
結
果
が
出
て
い
る
そ
う
で
す
。
北
海
道
大
大
学
院
教
授
・
櫻
井
義
秀

氏(

左)

の
文
章
を
ご
一
読
く
だ
さ
い
。 

 

「
宗
教
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
加
え
て
、

私
が
近
年
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、
宗
教
と
ウ
ェ

ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
研
究
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ

ン
グ
と
は
主
観
的
幸
福
感
と
客
観
的
な
生
活
保
障

を
合
わ
せ
た
概
念
で
あ
る
。「
し
あ
わ
せ
」
を
味
わ

え
る
こ
と
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。 

日
本
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
研
究
は
従
来
、
健

康
（
医
療
）・
経
済
状
況
（
年
金
）・
社
会
関
係
（
家

族
・
友
人
）・
趣
味
（
生
き
が
い
）
と
幸
せ
感
と
の

関
わ
り
を
考
え
る
も
の
が
多
く
、
生
活
態
度
や
価
値
観
、
信
仰
の
有
無
か
ら
人
の

幸
せ
を
考
え
る
と
い
う
発
想
が
乏
し
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
で
は
無
信
仰
・

無
宗
教
を
自
認
す
る
人
が
約
七
割
を
占
め
、
学
術
的
研
究
に
「
宗
教
」
を
入
れ
込

む
こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
、
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
遠
慮
が
ち
に
表
現
し
た

り
、
教
育
・
医
療
・
政
治
と
い
っ
た
公
的
空
間
に
宗
教
を
持
ち
込
ま
な
い
と
自
主

規
制
し
た
り
し
た
社
会
背
景
が
あ
ろ
う
。 

私
が
二
年
前
に
実
施
し
た
全
国
で
無
差
別
に
抽
出
し
た
一
二
〇
〇
人
対
象
の

調
査
で
は
、
主
観
的
幸
福
感
が
、
法
要
の
実
施
、
祭
礼
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
統
計

的
に
意
味
の
あ
る
レ
ベ
ル
で
増
加
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
日
本
人
が
宗
教
行
為

と
意
識
し
な
い
正
月
の
初
詣
や
盆
・
彼
岸
の
墓
参
り
、
先
祖
へ
の
報
恩
感
謝
の
気

持
ち
な
ど
も
幸
福
感
を
増
加
さ
せ
る
。
そ
の
意
味
は
何
か
で
あ
る
。 

 

先
祖
祭
祀
と
い
う
宗
教
儀
礼
に
は
、
自
己
を
親
（
遡
れ
ば
先
祖
）
と
子
（
下
れ

ば
子
孫
）
と
の
関
係
で
捉
え
る
関
係
論
的
自
己
認
識
が
あ
る
。
自
分
の
い
の
ち
は

自
分
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
具
体
的
な
身
近
な
人
に
支
え
ら
れ
て
自
分
が

あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
の
自
己
の
戒
め
な
ど
を
慣
習
と
し
て
身
に
つ
け
る
行
為
が

先
祖
祭
祀
で
あ
る
。
心
理
学
的
に
い
え
ば
、
孤
立
感
に
陥
ら
ず
、
安
定
的
自
己
を

維
持
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
。 

地
域
で
行
わ
れ
る
祭
礼
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
親
族
を
超
え
た
社
会
関
係
に
具

体
的
に
自
己
を
位
置
づ
け
、
自
分
の
役
割
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
職
場

や
一
般
社
会
に
お
け
る
能
力
評
価
と
は
別
の
次
元
で
、
そ
の
人
自
身
の
存
在
が
認

め
ら
れ
、
自
己
効
力
感
を
確
認
で
き
る
場
と
な
る
。 

 

霊
魂
や
カ
ミ
の
存
在
と
い
っ
た
宗
教
論
を
な

さ
ず
と
も
、
世
俗
的
な
学
問
の
水
準
で
も
、
慣

習
的
な
宗
教
行
為
や
意
識
と
主
観
的
幸
福
感
は

関
係
し
て
い
る
と
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。 

現
代
は
、
家
族
葬
か
ら
直
葬
・
無
葬
へ
、
年

忌
法
要
、
祭
祀
や
儀
式
も
手
間
だ
か
ら
、
人
に

気
を
遣
わ
せ
る
か
ら
と
簡
略
化
や
省
略
の
方
向

に
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
的
・
心
理
的
安
定
を
図

る
た
め
の
せ
っ
か
く
の
機
会
を
自
ら
喪
失
す
る

こ
と
に
な
る
。
慣
習
の
中
に
は
優
れ
た
グ
リ
ー

フ
ケ
ア
の
知
恵
が
あ
る
」。 


