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法
洲
の
祈
祷
念
仏
批
判

― 
法
然
上
人
と
の
比
較
を
中
心
に 

―

髙

橋

昌

彦

一
、
は
じ
め
に

法
洲
上
人
（
以
下
諸
師
の
敬
称
を
略
す
）
と
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
山
口
県
青
海
島
西
円
寺
に
住

持
し
念
仏
の
教
え
を
ひ
ろ
め
た
浄
土
宗
僧
侶
で
あ
る
。
こ
の
法
洲
（
一
七
六
五
～
一
八
三
九
）
と
そ

の
師
法
岸
（
一
七
四
四
～
一
八
一
五
）
と
法
洲
の
弟
子
法
道
（
一
八
〇
四
～
一
八
六
三
）
を
「
大
日

比
三
師
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
三
師
の
講
説
遺
稿
を
集
め
た
も
の
が
『
大
日
比
三
師
講
説
集
』
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
今
回
は
、
法
洲
述
『
講
説
大
意
』
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
、「
祈
祷
念
仏
批
判
」

を
取
り
上
げ
、
法
然
の
説
示
と
比
較
し
て
み
た
い
。

法
洲
が
活
躍
さ
れ
た
当
時
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
、
深
貝
慈
孝
氏
は
、
江
戸
時
代
徳
川
幕
府
の
庇

護
の
も
と
に
僧
侶
達
が
堕
落
し
、
俗
世
と
変
わ
ら
ぬ
生
活
を
お
く
っ
て
お
り
、
自
行
も
化
他
も
し
て

い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る

（
１
）

。江
戸
時
代
に
入
っ
て
寺
檀
制
度
が
確
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、

寺
院
の
経
済
的
基
盤
は
安
定
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
そ
れ
に
よ
っ
て
僧
侶
の
風
儀
が
俗
世
の
も

の
と
変
わ
ら
な
く
な
っ
た
。
ま
た
名
聞
利
養
を
求
め
る
僧
侶
も
多
く
、
そ
の
有
様
は
世
俗
の
世
情
に

全
く
異
な
る
こ
と
な
く
、
教
団
そ
の
も
の
も
形
式
主
義
に
陥
っ
て
い
き
、
退
廃
の
道
を
辿
っ
て
い
く

傾
向
に
あ
っ
た
の
で
あ
る

（
２
）

。
ま
た
井
川
定
慶

（
３
）

氏
、
伊
藤
真
徹

（
４
）

氏
、
長
谷
川
匡
俊

（
５
）

氏
ら
は
、
江
戸
時
代

当
時
の
仏
教
界
に
お
け
る
弊
風
に
つ
い
て

・
寺
檀
制
度
等
の
幕
府
の
仏
教
統
制
政
策
か
ら
生
じ
た
、
僧
風
の
堕
落
及
び
教
化
活
動
の
停
滞
。

・
経
文
釈
義
に
違
っ
た
新
義
を
立
て
る
こ
と
の
禁
止
な
ど
、
浄
土
宗
法
度
等
の
諸
法
度
に
よ
る
束
縛

か
ら
生
じ
る
弊
害
。

と
い
う
問
題
を
挙
げ
て
い
る

（
６
）

。

ま
た
、中
野
隆
元

（
７
）

氏
は
、「
法
洲
の
心
配
せ
ら
れ
た
る
こ
と
は
、当
時
一
般
布
教
家
の
云
っ
て
い
る
、

祈
祷
念
仏
の
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
、
大
橋
俊
雄

（
８
）

氏
は
、「
こ
の
念
仏
祈
祷
、
現
世
利
益
の
曲
解
が

布
教
上
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
」
と
し
て
「
祈
祷
念
仏
」・「
現
世
利
益
」
が
当
時
の
浄
土
宗
内
に
お

い
て
問
題
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

二
、
法
洲
の
祈
祷
に
関
す
る
説
示

『
講
説
大
意
』
で
は
、「
祈
祷
念
仏
」
に
対
し
て
多
く
の
紙
面
を
割
き
、
問
答
を
通
し
て
批
判
を
展

開
さ
せ
て
い
る
。『
講
説
大
意
』
に
お
け
る
法
洲
の
祈
祷
に
関
す
る
説
示
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ

う
に
な
る
。

（
Ａ
―
１
）【
問
】
祈
祷
法
が
な
け
れ
ば
災
難
魔
障
に
よ
り
念
仏
が
怠
惰
す
る
か
？

【
答
】
浄
土
宗
の
念
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
他
力
の
法
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に

よ
る
摂
取
護
念
が
あ
る
の
で
、災
難
魔
障
や
横
難
横
死
が
つ
け
い
る
隙
が
な
い
。

（
大
益
が
あ
り
、
釈
尊
・
一
切
諸
仏
・
一
切
諸
菩
薩
の
護
念
が
あ
る
の
だ
か
ら

祈
祷
を
す
る
必
要
は
無
い
。）

（
Ａ
―
２
）【
問
】
祈
祷
法
が
な
け
れ
ば
災
難
魔
障
に
よ
り
念
仏
が
怠
惰
す
る
か
？

【
答
】
祈
祷
を
し
た
為
に
悪
趣
に
堕
ち
る
わ
け
で
は
な
い
。（
た
だ
、
祈
祷
し
た
為
に
、

本
願
に
背
き
、
本
願
に
背
い
た
為
に
、
摂
光
護
念
を
蒙
ら
ず
、
摂
光
護
念
の
益

を
得
る
こ
と
が
無
い
為
に
、
罪
業
を
滅
す
る
こ
と
が
無
く
、
罪
業
を
滅
す
る
こ

と
が
な
い
為
に
、
地
獄
に
堕
ち
る
の
で
あ
る
。）

（
Ａ
―
３
）【
問
】
祈
念
祈
祷
は
善
事
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
往
生
の
障
り
と
な
る
の
か
？

【
答
】
祈
祷
は
善
事
で
あ
る
が
、
祈
祷
を
行
う
人
は
、
厭
欣
心
が
な
く
娑
婆
に
執
着
す

る
心
が
あ
る
の
で
、
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
Ａ
―
４
）【
問
】
念
仏
者
が
祈
念
祈
祷
し
た
場
合
の
往
生
は
ど
う
で
あ
る
の
か
？

【
答
】
現
世
祈
願
を
し
て
い
た
人
が
、
臨
終
正
念
の
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
の
は
、
臨

終
廻
心
の
往
生
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
祈
念
祈
祷
の
思
い
を
断
ち
、
た
だ
往
生

の
為
に
念
仏
を
称
え
た
か
ら
で
あ
る
。

（
Ａ
―
５
）【
問
】
元
祖
が
現
世
祈
願
に
念
仏
を
許
し
、
三
祖
が
余
の
仏
神
に
祈
祷
を
許
し
て
阿
弥

陀
仏
に
申
す
の
を
誡
め
る
は
な
ぜ
か
？

【
答
】
①
法
然
が
現
世
祈
願
に
念
仏
を
許
し
て
い
る
の
は
、
ま
ず
念
仏
の
一
門
に
引
き

入
れ
そ
の
後
に
総
別
二
種
の
安
心
を
示
し
、
浄
土
往
生
さ
せ
る
た
め
の
方
便
で

あ
る
。

【
答
】
②
良
忠
は
、
現
世
の
祈
り
で
、
阿
弥
陀
仏
に
お
願
い
す
る
時
は
、
現
世
の
祈
り

が
往
生
を
妨
げ
な
い
と
、
思
い
誤
る
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
現
世
の
こ
と
を
、

阿
弥
陀
仏
に
お
願
い
す
る
こ
と
な
い
よ
う
に
と
誡
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
現

世
に
執
着
す
る
輩
で
あ
っ
て
も
、
現
世
の
祈
り
を
止
め
な
く
と
も
、
阿
弥
陀
仏
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の
御
心
に
叶
わ
な
い
と
云
う
こ
と
を
知
り
、
臨
終
に
廻
心
し
て
、
往
益
を
得
る

こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
、
念
仏
に
よ
っ
て
祈
る
こ
と
を
、
誡
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

（
Ａ
―
６
）【
問
】
念
仏
者
に
悪
事
災
難
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
？

【
答
】
往
生
浄
土
の
た
め
に
念
仏
を
称
え
た
者
は
仏
・
菩
薩
の
護
念
に
あ
ず
か
る
。
こ

れ
を
不
求
自
得
と
い
う
。
こ
れ
に
反
し
て
念
仏
を
称
え
て
現
当
二
世
安
穏
と
回

向
す
れ
ば
、浄
土
宗
の
安
心
と
は
異
な
り
、浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
Ａ
―
７
）【
問
】
決
定
業
な
ら
ば
祈
る
に
益
な
き
義
を
示
し
て
い
な
い
の
か
？

【
答
】
仏
神
は
一
切
衆
生
が
仏
道
に
入
り
、
出
離
生
死
、
往
生
成
仏
の
法
を
修
す
る
こ

と
が
本
意
で
あ
る
。
仏
は
現
世
利
益
の
法
を
説
い
て
、
そ
の
欲
さ
え
も
利
用
し

て
、
仏
法
に
入
る
為
の
方
便
と
し
て
い
る
。
唯
随
自
専
修
の
正
し
い
教
え
を
講

説
す
べ
き
で
あ
る
。

＊
法
洲
は
、
念
仏
は
往
生
浄
土
の
為
の
念
仏
で
あ
る
と
し
て
、
現
世
利
益
は
不
求
自
得
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
法
洲
は
、
現
世
祈
祷
は
娑
婆
執
着
の
心
で
あ
り
、
現
世
に
縛
る
教
え
で
あ
る
と

否
定
し
て
い
る
。

三
、
法
然
の
説
示

法
然
の
現
世
の
祈
り
に
つ
い
て
の
説
示
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（
Ｂ
―
１
）
一
心
に
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
る
者
に
は
、
現
当
二
世
の
両
益
が
あ
る
。（『
選
択
集
』
第

十
一
章
）

（
Ｂ
―
２
）
念
仏
に
よ
る
罪
障
滅
尽
・
随
逐
影
護
・
延
年
転
受
な
ど
の
現
世
利
益
を
示
し
、
往
生

浄
土
を
願
っ
て
の
念
仏
に
は
現
世
利
益
が
あ
る
。（『
選
択
集
』
第
十
五
章
）

（
Ｂ
―
３
）
念
仏
の
行
は
有
智
無
智
、
善
人
悪
人
、
持
戒
破
戒
、
身
分
が
貴
い
も
身
分
が
賤
き
も
、

男
も
女
も
分
け
隔
て
る
こ
と
な
く
、
釈
尊
在
世
時
の
衆
生
、
釈
尊
滅
後
の
衆
生
、

末
法
万
年
の
後
の
三
宝
が
全
て
失
し
た
後
の
衆
生
ま
で
、
念
仏
の
み
が
唯
一
現

当
二
世
の
祈
祷
で
あ
る
。（「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
へ
進
す
る
御
返
事
」）

＊
法
然
は
本
願
念
仏
と
祈
り
に
つ
い
て
、
本
願
念
仏
は
現
当
二
世
に
通
じ
る
唯
一
の
祈
り
で
あ
り
、

そ
れ
に
勝
る
祈
り
は
存
在
し
な
い
と
す
る
。
現
益
と
し
て
、
延
年
転
寿
や
転
重
軽
受
や
罪
障
滅
尽
や

随
逐
影
護
が
あ
る
と
し
、
当
益
は
往
生
浄
土
と
し
て
い
る
。
現
世
利
益
は
往
生
浄
土
を
願
っ
て
念
仏

し
て
い
る
者
に
具
わ
る
も
の
で
あ
り
不
求
自
得
で
あ
る
。
そ
し
て
現
当
二
世
の
祈
祷
と
な
る
の
は
唯

一
念
仏
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
功
徳
は
分
け
隔
て
な
く
全
て
の
人
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

四
、
お
わ
り
に

法
洲
も
法
然
も
そ
れ
ぞ
れ
、
念
仏
を
往
生
浄
土
の
為
の
念
仏
と
す
る
こ
と
は
共
通
し
て
お
り
、
現

世
利
益
を
不
求
自
得
と
す
る
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
法
洲
は
「
娑
婆
執
着
＝
悪
」
と
考
え
、

娑
婆
に
執
着
す
る
こ
と
が
無
い
よ
う
さ
せ
る
た
め
に
現
世
利
益
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
。法
洲
は「
法

然
が
現
世
祈
願
に
念
仏
を
許
し
て
い
る
の
は
、
ま
ず
念
仏
の
一
門
に
引
き
入
れ
、
そ
の
後
に
総
別
二

種
の
安
心
を
示
し
、
浄
土
往
生
さ
せ
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
法
然
自

身
は
往
生
浄
土
を
願
っ
て
念
仏
す
る
者
に
は
現
当
二
世
の
両
益
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

法
洲
は
、
法
然
の
往
生
浄
土
の
教
え
を
継
承
し
つ
つ
も
、
法
然
の
よ
う
な
現
世
利
益
に
対
す
る
寛

容
性
は
み
ら
れ
な
い
。

法
洲
が
現
世
祈
祷
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
こ
と
の
背
景
と
し
て
は
、
法
洲
が
布

教
活
動
し
た
当
時
は
、
現
世
の
祈
祷
が
多
く
な
さ
れ
て
お
り
、
祖
師
の
教
え
を
ま
げ
て
伝
え
る
者
が

多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
祖
師
の
教
え
が
曲
が
り
伝
わ
っ
て
し
ま
う
事
を
危
惧
し

た
法
洲
は
、
法
然
の
教
え
の
本
筋
（
往
生
浄
土
の
た
め
の
念
仏
）
か
ら
外
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

厳
し
い
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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