
宗
学
院
公
開
講
座
（
二
〇
一
一
年
度
）

本
願
念
仏
の
伝
承

實

圓

一

つ
つ
し
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
。
大
行
と
は
す
な
は
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。
こ

の
行
は
す
な
は
ち
こ
れ
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。

ゆ
ゑ
に
大
行
と
名
づ
く
。
し
か
る
に
こ
の
行
は
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
。（『

教
行
信
証
』「
行
文
類
」・『

釈
版
聖
典
』
一
四
一
頁
）

「
本
願
念
仏
の
伝
承
」
と
い
う
題
で
、
し
ば
ら
く
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
本
願
の
念
仏
」
と
い
う
み
教
え

は
、
直
接
的
に
は
親
鸞
聖
人
（
一
一
七
三
〜
一
二
六
三
）
が
法
然
聖
人
（
一
一
三
三
〜
一
二
一
二
）
か
ら
伝
承
さ
れ
た
教
え
で
す
が
、

ご
存
じ
の
よ
う
に
そ
の
源
流
は
、
善
導
大
師
（
六
一
三
〜
六
八
一
）
の
み
教
え
に
遡
り
ま
す
。
だ
か
ら
『
歎
異
抄
』
の
第
二
条
に
は
、

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
仰
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に

別
の
子
細
な
き
な
り

一
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と
、
ご
自
身
の
「
念
仏
往
生
の
信
心
」
を
披
瀝
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
す
ぐ
後
に
、
こ
の
本
願
念
仏
の
伝
統
・
相
承
を
明
か
し

て
、

弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
、
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
善
導
の
御
釈

虚
言
し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、
法
然
の
仰
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。
法
然
の
仰
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、

親
鸞
が
申
す
む
ね
、
ま
た
も
つ
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
候
ふ
か
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
。

と
、
仰
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
念
仏
往
生
の
教
え
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
ご
本
願
か
ら
流
れ
出
て
来
た
法
義
で
あ
っ
て
、
釈
尊
の
『
仏

説
無
量
寿
経
』
の
御
説
法
、
善
導
大
師
の
『
観
経
疏
』
の
御
釈
、
法
然
聖
人
の
『
選
択
集
』
の
御
教
化
と
な
っ
て
、
今
私
に
届
け
ら
れ

て
い
る
、
そ
こ
に
は
、
人
間
の
は
か
ら
い
は
、
微
塵
も
ま
じ
わ
ら
な
い
、
た
だ
仏
と
仏
と
の
御
は
か
ら
い
の
世
界
で
あ
る
と
断
言
さ
れ

た
わ
け
で
す
。

二

さ
て
法
然
聖
人
が
、
善
導
大
師
の
み
教
え
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
お
心
に
気
付
き
、
如
来
の
本
願
の
世
界
に
帰
入
さ
れ
た
の
は
、

安あん
元げん
元
年
（
一
一
七
五
）
四
十
三
歳
の
時
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
幼
く
し
て
父
を
殺
さ
れ
、

親
を
超
え
る
道
を
求
め
て
仏

門
に
入
り
、
十
五
歳
の
時
、
当
時
最
高
の
天
台
学
者
と
仰
が
れ
て
い
た
肥
後
の
阿あ
じや

梨り
皇こう
円えん
を
師
と
し
て
登
壇

と
う
だ
ん
）受
戒
を
し
、

天
台
学
を
学
ん
で
い
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
わ
ず
か
十
八
歳
で
、
学
僧
へ
の
道
を
捨
て
て
、
黒
谷
別
所
に
遁とん
世せい
を
し
、
大
原
の
良
忍

上
人
の
弟
子
で
あ
っ
た
叡
空
上
人
の
弟
子
と
な
っ
て
、
た
だ
一
す
じ
に
生
死
を
超
え
、
愛

を
超
え
る
道
を
追
求
す
る
、
念ねん
仏ぶつ
聖ひじり
と

二
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し
て
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
不
世
出
の
天
才
の
、
血
の
に
じ
む
よ
う
な
努
力
を
も
っ
て
し
て

も
、
念
仏
往
生
の
道
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
四
十
三
歳
ま
で
、
聖
教
拝
読
と
念
仏
の
実

践
に
精
魂
を
傾
け
な
が
ら
、
悪
戦
苦
闘
し
て
い
か
れ
た
の
で
し
た
。

そ
の
間
、
本
宗
で
あ
る
天
台
宗
の
学
問
と
修
行
は
勿
論
、
真
言
、
華
厳
、
法
相
、
三
論
等
の
各
宗
の
修
行
体
系
も
学
ん
で
い
か
れ
ま

し
た
が
、
と
り
わ
け
各
宗
に
伝
わ
っ
て
い
た
浄
土
教
を
精
密
に
学
ん
で
い
か
れ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
こ
の
土
で
さ
と
り
を
完
成
し
よ

う
と
す
る
天
台
宗
や
三
論
宗
の
本
来
の
学
行
が
極
め
て
難
行
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
方
便
の
易
行
道
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
往
生
浄

土
の
道
も
、
実
際
は
厳
し
い
念
仏
修
行
の
実
践
が
要
求
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
く
に
最
終
的
に
は
臨
終
に
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
感
得
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
為
に
は
、
来
迎
の
障
り
に
な
る
悪
業
を
作
ら
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
い
、
出
来
る
限
り
の
善

根
功
徳
を
積
ん
で
、
臨
終
に
備
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
阿
弥
陀
如
来
の
他
力
と
い
っ
て
も
、
他
力
だ
け
で
往
生
が
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
と
教
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

し
か
し
実
際
に
出
家
し
て
、
肉
食
・
妻
帯
は
せ
ず
に
、
一
生
不
犯
の
清
僧
と
し
て
、
持
戒
堅
固
な
生
活
を
し
て
は
い
ま
し
た
が
、
心

か
ら
清
浄
に
成
れ
て
い
な
い
こ
と
は
自
分
で
よ
く
解
っ
て
い
ま
し
た
。
心
中
で
は
絶
え
ず
教
え
に
背
き
、
悟
り
か
ら
遠
ざ
か
る
ば
か
り

だ
っ
た
か
ら
で
す
。
理
論
と
し
て
は
「
一
切
は
空
で
あ
る
」
と
解
っ
て
い
て
も
、
自
分
に
も
人
に
も
と
ら
わ
れ
、
愛
と

し
み
に
惑
う

ば
か
り
で
し
た
。
ど
う
し
た
な
ら
ば
こ
の
迷
路
を
抜
け
出
し
て
、
必
ず
往
生
で
き
る
と
い
う
確
信
が
持
て
る
よ
う
に
な
れ
る
の
か
。
教

え
て
く
れ
る
人
も
な
く
、
示
す
人
も
な
か
っ
た
か
ら
、
一
人
、
黒
谷
別
所
の
経
蔵
に
籠
も
り
、
お
聖
教
に
尋
ね
る
し
か
な
か
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。「
嘆
き
嘆
き
経
蔵
に
入
り
、
泣
く
泣
く
経
巻
を
開
く
」
と
い
う
よ
う
な
毎
日
が
続
い
て
い
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
光
は
徐
々
に
近
づ
い
て
い
ま
し
た
。
法
然
聖
人
に
先
立
つ
こ
と
百
五
十
年
ば
か
り
、
比
叡
山
の
横
河
に
あ
っ
て
、
そ
れ
以

前
の
浄
土
教
を
見
事
に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
源
信
僧
都
（
九
四
二
〜
一
〇
一
七
）
の
『
往
生
要
集
』
を
手
掛
か
り
に
、
六
百
年
ば
か
り
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前
に
中
国
に
出
現
さ
れ
た
善
導
大
師
（
六
一
三
〜
六
八
一
）
の
『
観
経
疏
』
を
は
じ
め
、
全
著
作
を
幾
た
び
も
拝
読
し
続
け
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
最
初
そ
の
『
観
経
疏
』
を
拝
読
し
た
時
に
は
、「
と
て
も
私
は
つ
い
て
い
け
な
い
」
と
思
わ
れ
た
そ
う
で

す
が
、
何
度
も
拝
読
し
て
い
る
う
ち
に
、
善
導
大
師
が
私
に
知
ら
せ
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
、「
本
願
の
念
仏
は
正
定
の
業
で
あ

る
」
と
い
う
「
称
名
正
定
業
」
の
謂
わ
れ
一
つ
に
帰
す
る
こ
と
が
、
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
し
た
。
こ
れ
こ
そ
善
導
大
師
が
精
魂

を
傾
け
て
私
ど
も
末
代
の
凡
夫
に
告
げ
知
ら
せ
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
釈

・
弥
陀
二
尊
の
み
教
え
の
真
髄
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
ハ
ッ

キ
リ
と
受
け
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
し
た
。
そ
れ
が
『
観
経
疏
』「
散
善
義
」
の
三
心
釈
に
説
か
れ
て
い
た
「
就
行
立
信
」

の
釈
文
で
し
た
。
そ
れ
は
、

つ
ぎ
に
行
に
就
き
て
信
を
立
つ
と
い
ふ
は
（
中
略
）
一
心
に
も
つ
ぱ
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
て
、
行
住
坐
臥
に
時
節
の
久
近
を
問

は
ず
、
念
々
に
捨
て
ざ
る
は
、
こ
れ
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
、
か
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
も
し
礼
誦
等
に
よ
る
を
、

す
な
は
ち
名
づ
け
て
助
業
と
な
す
。
こ
の
正
助
二
行
を
除
き
て
以
外
の
自
余
の
諸
善
は
こ
と
ご
と
く
雑
行
と
名
づ
く
。

（『
観
経
疏
』「
散
善
義
」・
注
釈
版
聖
典
七
祖
編
・
四
六
三
頁
）

と
、
総
て
の
往
生
行
を
雑
行
と
、
正
行
と
、
助
業
と
、
正
定
業
と
に
分
類
し
、
廃
立
さ
れ
た
釈
が
そ
れ
で
し
た
。

『
観
無
量
寿
経
』
に
は
、
仏
教
に
説
か
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
行
業
が
、
往
生
の
行
と
な
る
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
大
き

く
分
け
ま
す
と
定じよう
善ぜん
と
散さん
善ぜん
に
分
類
で
き
ま
す
。
定
善
と
は
「
息そく
慮りよ
凝ぎよう
心しん
（
お
も
ん
ぱ
か
り
を
や
め
て
、
心
を
凝
ら
す
）」
と
注
釈

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
心
を
し
ず
め
て
如
来
・
浄
土
の
す
が
た
を
思
い
浮
か
べ
、
究
極
的
に
は
、
そ
の
如
来
・
浄
土
と
自
分
が
一
体
と

な
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
三さん
昧まい
発ほつ
得とく
を
目
指
す
行
の
こ
と
で
、
日
想
観
か
ら
雑
想
観
ま
で
、
十
三
種
の
観
法
と
し
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。
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更
に
そ
う
い
う
、
困
難
な
定
善
の
観
法
が
出
来
な
い
者
の
た
め
に
、
釈
尊
は
、
日
常
的
な
散
乱
心
の
ま
ま
で
「
廃
悪
修
善
（
悪
を
廃

し
て
善
を
修
す
）」
す
る
「
散
善
」
を
、
世
福
、
戒
福
、
行
福
の
三さん
福ぷく
行ぎようと
し
て
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
世
福
と
い
う
の
は
、
世
俗
の

善
行
の
こ
と
で
あ
り
、
戒
福
と
は
、
戒
律
を
守
る
こ
と
を
中
心
に
し
た
小
乗
仏
教
で
説
か
れ
て
い
る
善
行
で
あ
り
、
行
福
と
は
大
乗
仏

教
で
説
か
れ
る
自
利
・
利
他
の
善
行
を
い
い
ま
す
。
そ
の
散
善
三
福
の
行
を
修
め
て
、
少
し
で
も
浄
土
に
近
づ
い
て
い
く
よ
う
に
つ
と

め
な
さ
い
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
人
間
に
は
、
修
行
す
る
能
力
（
機き
根こん
）
に
優
劣
が
あ
り
ま
す
の
で
、
修
行
し
て
獲
得
す
る
功
徳
に

は
上
下
の
隔
て
が
で
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
『
観
経
』
に
は
、
善
根
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
功
徳
の
上
下
に
応
じ
て
、
上じよう
品ぼん
上じよう
生しようか
ら
、

下
品
下
生
ま
で
、
九
種
類
に
往
生
者
を
分
類
し
て
説
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
九
品
の
教
説
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
ず
上
品
上
生
、

上
品
中
生
、
上
品
下
品
に
は
、
菩
提
心
を
起
こ
し
て
大
乗
仏
教
で
説
か
れ
て
い
る
自
利
・
利
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
善
根
を
行
っ
た
ひ
と
が
、

そ
の
功
徳
を
回
向
し
、
浄
土
に
往
生
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
徳
に
応
じ
た
果
報
を
得
る
有
様
を
説
か
れ
て
い
ま
す
。
次
に
中
品
上
生
、

中
品
中
生
に
は
、
戒
律
を
中
心
と
し
た
小
乗
仏
教
の
教
え
を
実
践
す
る
人
々
の
有
様
が
説
か
れ
て
お
り
、
中
品
下
生
に
は
、
出
家
を
す

る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
世
間
の
秩
序
（
五
戒
、
十
善
）
を
よ
く
護
り
、
人
々
に
利
益
を
も
た
ら
す
よ
う
な
生
き
方
を
し
た
世
俗

の
善
人
が
、
そ
の
生
涯
の
善
根
を
回
向
し
て
浄
土
に
往
生
し
て
い
く
有
様
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
上
位
六
品
の
往
生
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
善
根
に
応
じ
た
臨
終
の
来
迎
を
感
得
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
業
の
上
下
に
応
じ
た
浄
土
の
果
報
を
得
る
姿
が
克
明
に
説
か
れ
て

い
ま
す
。
以
上
は
善
人
の
往
生
相
で
す
が
、
下
品
の
三
生
は
、
悪
人
の
往
生
相
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
だ
悪
人
で
あ
る
と

い
う
だ
け
な
ら
ば
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
と
云
っ
た
悪
道
に
落
ち
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
浄
土
に
は
決
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
は
出
来

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
た
と
い
臨
終
に
わ
ず
か
十
声
か
、
一
声
だ
け
で
も
称
名
す
る
と
い
う
善
根
に
よ
っ
て
往
生
す
る
悪
人
往
生
の
姿
が
説

か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
『
観
経
』
に
は
、
難
行
で
は
あ
る
が
、
高
い
功
徳
性
を
持
っ
た
定
善
と
、
功
徳
性
に
は
劣
っ
て
い
る
が
、
散
善
に
耐
え
ら
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れ
る
善
人
の
往
生
と
、
平
生
は
悪
行
ば
か
り
を
重
ね
て
、
た
だ
の
悪
人
で
し
か
な
い
よ
う
な
も
の
で
も
、
臨
終
に
善
知
識
（
善
き
師
）

の
教
え
に
従
っ
て
、
わ
ず
か
十
声
、
あ
る
い
は
一
声
で
も
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
れ
ば
、
地
獄
に
落
ち
る
は
ず
の
も
の
が
、
念
仏

の
功
徳
に
よ
っ
て
、
程
度
の
低
い
浄
土
で
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
浄
土
と
呼
ば
れ
る
境
界
に
往
生
で
き
る
と
説
か
れ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、『
観
経
』
の
最
後
に
説
か
れ
た
結
論
と
も
い
う
べ
き
「
付
属
の
経
文
」
に
は
、
上
来
説
い
て
こ
ら
れ
た
、
常
識
的
に
は

念
仏
よ
り
も
難
行
で
は
あ
る
が
、
価
値
的
に
は
勝
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
定
善
、
散
善
の
行
は
付
属
し
な
い
で
、
最
後
に
悪
人
、

愚
人
の
た
め
に
説
か
れ
た
最
劣
の
行
と
見
な
さ
れ
て
い
た

名
念
仏
を
阿
難
尊
者
に
付
属
し
、
こ
の
行
を
末
代
ま
で
伝
え
る
よ
う
に
と

委
嘱
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。

『
観
経
』
に
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
は
く
、

な
ん
ぢ
よ
く
こ
の
語
を
持
て
。
こ
の
語
を
持
て
と
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
無
量
寿
仏
の
名
を
持

て
と
な
り

と
。

『
観
無
量
寿
経
』（『

釈
版
聖
典
』
一
一
七
頁
）

こ
の
経
文
の
重
大
性
に
気
づ
か
れ
た
善
導
大
師
は
、
そ
の
『
観
経
疏
』「
散
善
義
」
に
、

仏
告
阿
難
汝
好
持
是
語

と
い
ふ
よ
り
以
下
は
、
ま
さ
し
く
弥
陀
の
名
号
を
付
属
し
て
、
か

代だい
に
流る
通ずう
す
る
こ
と
を
明
か
す
。

上
よ
り
こ
の
か
た
定
散
両
門
の
益
を
説
く
と
い
へ
ど
も
、
仏
の
本
願
に
望
む
る
に
、
意こころ、
衆
生
を
し
て
一
向
に
も
つ
ぱ
ら
弥
陀
仏

の
名
を
称
せ
し
む
る
に
あ
り
。

『
観
経
疏
』「
散
善
義
」（『

釈
版
聖
典
』
五
〇
〇
頁
）
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と
、
そ
の
仏
意
を
注
釈
さ
れ
た
の
で
し
た
。
そ
も
そ
も
ど
の
経
典
で
も
、
付
属
の
文
と
い
う
の
は
、
そ
の
経
典
の
一
番
大
切
な
法
義
を

要
約
し
て
、
後
世
に
是
非
と
も
伝
え
る
よ
う
に
と
、
弟
子
に
委
嘱
さ
れ
る
部
分
で
、
そ
こ
に
説
き
示
さ
れ
て
い
る
法
義
こ
そ
、
そ
の
経

典
を
説
か
れ
た
仏
の
御
本
意
だ
っ
た
と
見
る
の
が
通
例
で
す
。
そ
う
す
る
と
、『
観
経
』
の
正しよう
宗しゆう
分ぶん
（
本
論
）
に
、
広
く
説
か
れ
た

定
善
・
散
善
は
、
仏
の
御
本
意
で
は
な
く
、
最
後
に
極
重
の
悪
人
の
た
め
に
、
ま
る
で
「
捨
て
が
て
ら
」
に
説
か
れ
た
か
に
見
え
る
念

仏
往
生
の
法
義
こ
そ
、
実
は
釈
尊
の
御
本
意
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
『
観
経
』
は
、
最
後
の
付
属
の
経
文

に
よ
っ
て
逆
見
し
ま
す
と
、
釈
尊
が
極
悪
の
人
を
救
う
た
め
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
順
拠
し
て
、

名
念
仏
を
起
死
回
生
の
醍
醐
の
妙

薬
の
よ
う
な
至
易
に
し
て
最
勝
の
行
と
し
て
開
顕
さ
れ
た
経
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
『
観
経
』
に
開
説
さ
れ
た
す
べ
て
の
行
業
の
体
系
を
、
善
導
大
師
が
主
体
的
に
再
編
成
さ
れ
た
の
が
深
心
釈
下
の
就
行

立
信
釈
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
大
師
は
、『
観
経
』
に
説
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
往
生
行
を
、
雑
行
と
正
行
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
そ

の
行
体
が
本
来
こ
の
土
で
覚
り
の
完
成
を
目
指
す
自
力
の
修
行
で
あ
っ
た
定
善
と
散
善
、
す
な
わ
ち
諸
善
万
行
を
、
往
生
行
と
し
て
は

「
雑
行
」（
種
々
雑
多
な
行
）
で
あ
る
と
し
、
も
と
も
と
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
目
指
す
行
で
あ
っ
た
読
誦
、
観
察
、
礼
拝
、

名
、
讃

嘆
供
養
の
五
種
の
行
を
「
正
行
」（
正
当
な
往
生
行
）
と
喚
ん
で
区
別
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
正
行
の
な
か
、
阿
弥
陀
仏
が

一
切
衆
生
の
決
定
往
生
の
行
、
す
な
わ
ち
「
正
定
業
」
と
し
て
第
十
八
願
に
選
び
定
め
ら
れ
た
業
因
で
あ
る

名
と
、
業
因
で
は
な
い

が
、

名
を
相
続
す
る
時
に
随
伴
し
て
往
生
の
行
業
を
荘
厳
す
る
宗
教
儀
礼
で
あ
る
前
三
後
一
の
四
種
（
讃
嘆
と
供
養
を
分
け
れ
ば
五

種
）
の
「
助
業
」
と
に
分
類
し
て
い
か
れ
た
の
で
し
た
。
こ
う
し
て
、
決
定
往
生
の
正
定
業
は
念
仏
一
行
で
あ
る
と
信
受
す
る
こ
と
が
、

釈

、
彌
陀
二
尊
の
思
召
に
契
っ
た
信
心
（
深
信
）
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

法
然
聖
人
は
、
こ
の
就
行
立
信
の
釈
文
に
込
め
ら
れ
て
い
る
意
味
に
心
開
か
れ
、
特
に
最
後
に
「
順
彼
仏
願
故
（
か
の
仏
の
願
に
順

ず
る
が
故
な
り
）」
と
い
わ
れ
た
文
の
心
が
領
解
で
き
た
時
、
経
蔵
の
中
で
、
聞
く
人
は
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
「
阿
弥
陀
如
来
は
、
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わ
た
し
の
よ
う
な
愚
か
な
も
の
の
た
め
に
、
か
ね
て
か
ら
、
念
仏
の
一
行
を
選
び
取
っ
て
く
だ
さ
て
い
た
の
か
」
と
つ
ぶ
や
き
、
涙
が

止
ま
ら
な
か
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

後
年
、『
選
択
集
』
を
著
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
後
跋
の
文
に
、
二
十
三
年
前
の
回
心
を
振
り
返
っ
て
、

こ
こ
に
貧
道
（
源
空
）、
昔
こ
の
典
（
観
経
疏
）
を
披
閲
し
て
、
ほ
ぼ
素
意
を
識
る
。
立
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
舎とど
め
て
こ
こ
に
念

仏
に
帰
す
。
そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
今
日
に
至
る
ま
で
、
自
行
化
他
た
だ
念
仏
を
こと

と
す
。
し
か
る
あ
ひ
だ
希
に
津しん
を
問
ふ
も
の
に

は
、
示
す
に
西
方
の
通つう
津しん
を
も
つ
て
し
、
た
ま
た
ま
行
を
尋
ぬ
る
も
の
に
は
、
誨おし
ふ
る
に
念
仏
の
別
行
を
も
つ
て
す
。
こ
れ
を
信

ず
る
も
の
は
多
く
、
信
ぜ
ざ
る
も
の
は
尠
な
し
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
浄
土
の
教
、
時
機
を
叩たた
き
て
行ぎよう
運うん
に
当
れ
り
。
念
仏
の

行
、
水
月
を
感
じ
て
昇
降
を
得
た
り
。

（『

釈
版
聖
典
』
七
祖
篇
・
一
二
九
二
頁
）

と
、
生
々
し
い
感
動
を
込
め
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
然
聖
人
の
主
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
は
、
聖
人
に
深
く
帰
依
さ
れ
て
い
た
前
さきの

関かん
白ぱく
、
藤ふじ
原わら
兼かね
実ざね
（
一
一
四
九
〜
一
二
〇
七
）
の
要
請
に
よ
っ
て
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
に
著
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
に
は
道
綽
・
善
導
教
学
に
よ
っ
て
、
選
択
・
廃
立
を
中
心
と
し
た
新
し
い
浄
土
教
学
が
樹
立
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
心
思
想
は

最
後
の
三
選
の
文
に
要
約
さ
れ
て
い
ま
す
。

は
か
り
み
れ
ば
、
そ
れ
す
み
や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
は
ば
、
二
種
の
勝
法
の
な

か
に
、
し
ば
ら
く
聖
道
門
を
閣
き
て
選
び

て
浄
土
門
に
入
る
べ
し
。
浄
土
門
に
入
ら
ん
と
欲
は
ば
、
正
雑
二
行
の
な
か
に
、
し
ば
ら
く
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
抛
て
て
選
び
て

正
行
に
帰
す
べ
し
。
正
行
を
修
せ
ん
と
欲
は
ば
、
正
助
二
業
の
な
か
に
、
な
ほ
助
業
を
傍
ら
に
し
て
選
び
て
正
定
を
も
つ
ぱ
ら
に
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す
べ
し
。
正
定
の
業
と
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
仏
名
を
称
す
る
な
り
。
名
を
称
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず
生
ず
る
こ
と
を
得
。
仏
の
本
願

に
よ
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。

（『

釈
版
聖
典
』
七
祖
篇
・
一
二
八
五
頁
）

と
言
う
の
で
す
。

道
綽
禅
師
に
依
れ
ば
仏
教
に
は
、
生
死
を
超
え
る
道
と
し
て
、
聖
道
門
と
浄
土
門
と
が
あ
る
。
し
か
し
聖
道
門
は
、
釈
尊
の
御
在
世

か
滅
後
五
百
年
間
（
千
年
と
す
る
説
も
あ
る
）
の
正
法
の
時
で
あ
れ
ば
教
（
教
え
）、
行
（
修
行
）、
証
（
さ
と
り
）
の
三
法
が
揃
っ
て

い
て
利
根
の
も
の
は
証
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
仏
滅
後
五
百
年
か
ら
二
千
五
百
年
ま
で
の
像
法
の
時
代
に
な
れ
ば
、
戒
律

の
緩
み
が
進
み
、
教
と
行
は
あ
る
が
、
も
は
や
証
果
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
機
に
な
る
。
さ
ら
に
仏
滅
後
二
千
五
百
年
を
過
ぎ
れ

ば
、
自
力
成
仏
の
教
え
は
教
だ
け
あ
っ
て
、
如
実
に
修
行
を
行
う
者
は
い
な
く
な
り
、
従
っ
て
さ
と
り
を
う
る
も
の
は
一
人
も
存
在
し

な
く
な
る
。
こ
ん
な
状
態
が
一
万
年
続
き
、
つ
い
に
教
ま
で
滅
び
る
法
滅
の
時
が
く
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
、
衆
生
の
修
行
能
力
の
減
退
と
、
機
根
の
世
俗
化
の
進
展
、
二
つ
に
は
釈
尊
と
い
う
有
限
な
応
身
仏
の
感
化
力
に

支
え
ら
れ
て
い
る
自
力
聖
道
門
の
限
界
に
起
因
し
て
い
た
。
そ
れ
に
引
き
換
え
、
永
遠
に
衰
え
る
こ
と
の
な
い
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に

住
持
さ
れ
て
い
る
他
力
浄
土
門
は
、
も
と
も
と
自
浄
能
力
の
な
い
衆
生
を
浄
土
に
往
生
さ
せ
て
救
お
う
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
衆
生
の

自
浄
能
力
を
要
求
せ
ず
、
老
少
、
善
悪
を
簡
ば
ず
救
う
法
で
し
た
か
ら
、
そ
の
救
済
活
動
は
、
時
と
、
と
こ
ろ
を
超
え
て
永
遠
に
働
き

続
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
聖
道
門
の
よ
う
に
正
像
末
の
三
時
に
よ
る
教
の
興
廃
は
な
く
、
時
と
機
を
簡
ば
な
い
三
時
通
入
の
法
門
で

し
た
。
そ
れ
ゆ
え
聖
道
門
を
さ
し
お
い
て
選
ん
で
浄
土
門
に
帰
せ
よ
と
勧
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
善
導
大

師
の
勧
め
に
呼
応
し
て
、
雑
行
を
棄
て
て
、
正
行
に
帰
し
、
正
行
の
中
で
は
助
業
を
傍
ら
に
し
て
、
選
ん
で
正
定
業
で
あ
る

名
を
専

修
せ
よ
と
勧
め
て
い
か
れ
た
の
で
し
た
。

こ
う
し
て
最
後
に
「
名
を
称
す
れ
ば
、
必
ず
生
を
得
、
仏
の
本
願
に
依
る
が
故
に
」
と
結
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
「

名
必
得
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生
（
名
を
称
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず
生
を
う
）」
と
は
、
全
体
の
結
論
（
宗
）
で
あ
り
、「
依
仏
本
願
故
（
仏
の
本
願
に
依
る
が
故
な
り
）」

と
は
、
そ
の
理
由
、
論
拠
（
因
）
を
顕
わ
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
論
理
的
な
推
論
の
形
式
を
以
て
、
浄
土
教
の
教
義
体
系
を
完
結
さ
せ

る
と
と
も
に
、
法
然
聖
人
の
信
仰
体
系
を
結
ぶ
言
葉
で
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
と
今
親
鸞
聖
人
が
法
然
聖
人
の
「
仰
せ
」
を
受
け
て
回
心
し
、
浄
土
真
宗
に
帰
入
さ
れ
た
本
願
念
仏
の
信
心
の
内
景
を
表
現
さ

れ
た
言
葉
と
を
比
べ
る
と
、
善
導
大
師
の
就
行
立
信
釈
と
、
法
然
聖
人
の
「
三
選
の
文
」
と
『
歎
異
抄
』
第
二
条
に
示
さ
れ
た
親
鸞
聖

人
の
「
述
懐
の
言
葉
」
が
全
く
同
じ
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
で
顕
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
り
ま
し
ょ
う
。

三

し
か
し
法
然
聖
人
が
実
際
に
、「
選
択
本
願
念
仏
」
と
い
う
言
葉
を
以
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
顕
わ
し
、
人
び
と
に
端
的
に
念
仏
の

信
心
を
お
伝
え
に
な
る
の
は
、
回
心
後
相
当
の
時
間
が
経
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。『
漢
語
燈
録
』
に
収
録
さ
れ
て
い

る
、
四
種
の
『
往
生
要
集
釈
』
に
は
ま
だ
「
選
択
本
願
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
聖
人
の
学
徳
が
一
般
に
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）、
聖
人
五
十
四
歳
の
時
で
し
た
（
一
説
で
は
文
治
五
年
）。
京
都
郊
外
、
大
原
で
、

後
に
天
台
座
主
と
な
ら
れ
る
顕けん
真しん
法ほう
印いん
の
招
き
を
受
け
て
、
そ
こ
で
善
導
大
師
の
浄
土
の
教
え
を
心
あ
る
人
た
ち
に
聴
い
て
も
ら
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
有
名
な
、「
大
原
問
答
」（
大
原
談
義
）
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
問
答
を
通
し
て
、
法
然
聖
人
の
学

徳
が
、
心
あ
る
念
仏
聖
た
ち
や
、
学
僧
た
ち
に
、
印
象
付
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
但
し
こ
の
時
果
た
し
て
選
択
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ

た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
。
そ
の
後
、
五
十
八
歳
の
時
に
は
、
源
平
の
戦
乱
に
巻
き
こ
ま
れ
て
焼
け
落
ち
た
東
大
寺
に
招
か
れ
、

俊
乗
房
重
源
の
依
頼
に
従
っ
て
、
工
事
中
の
大
仏
殿
で
、
浄
土
三
部
経
の
講
釈
を
な
さ
っ
た
。
そ
の
時
の
記
録
が
、「
東
大
寺
三
部
経

釈
」（『
漢
語
燈
録
』
所
収
）
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
頃
か
ら
「
選
択
本
願
」
が
多
用
さ
れ
、
比
叡
山
や
南
都
出
身
の
若
い
秀
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才
た
ち
が
聖
人
を
訪
ね
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
も
か
く
そ
の
頃
か
ら
、
法
然
聖
人
が
、
南
都
・
北
嶺
の
仏
教

界
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
賛
否
両
論
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

法
然
聖
人
ほ
ど
、
厳
し
い
賛
否
の
狭
間
は
ざ
ま

に
立
た
さ
れ
た
人
は
い
な
い
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
毘び
沙しや
門もん
堂どう
の
明みよう
禅ぜん
法ほう
印いん
が
書
き
ま

し
た
『
述
懐
鈔
』
は
、
今
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
「
跋
文
」
が
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（
第
四
十
一
巻
）
に
引
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
法
然
聖
人
と
い
う
方
は
、
誉
め
る
人
は
、
仏
の
化
身
の
よ
う
に
崇
め
る
し
、
貶
す
人
は
、
こ
れ
は
悪
魔
の

化
身
だ
と
ま
で
言
う
ぐ
ら
い
、
聖
人
を
貶
し
、
評
価
は
両
極
端
に
分
か
れ
て
い
た
。
中
間
は
い
な
い
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
明
禅

は
、
最
初
は
本
物
か
偽
物
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
そ
の
教
え
を
聴
く
機
会
が
な
か
っ
た
。
法
然
聖
人
が
亡
く
な
っ
た
後
で
、
縁
あ
っ
て

法
然
聖
人
の
高
弟
の
信
空
上
人
に
遇
わ
し
て
も
ら
っ
て
、
す
ば
ら
し
い
教
え
だ
と
い
う
こ
と
が
、
味
わ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て

お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
賛
否
両
論
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
否
定
派
の
代
表
者
と
し
て
は
、
南
都
の
興
福
寺
の
解
脱
上
人
貞
慶
や
、
京
都
の

栂
尾
の
明
恵
上
人
高
弁
と
言
う
よ
う
な
高
僧
が
い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
天
台
宗
の
座
主
で
あ
っ
た
慈
円
僧
正
は
、
法
然
聖
人
に
深
く
帰

依
し
た
藤
原
兼
実
の
弟
で
す
が
、
自
分
は
法
然
聖
人
が
大
嫌
い
で
し
た
。
こ
の
方
は
親
鸞
聖
人
の
得
度
の
師
匠
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

慈
円
僧
正
に
は
『
愚ぐ
管かん
抄しよう』
と
い
う
名
著
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
愚
管
抄
』
の
第
六
巻
を
見
ま
す
と
、
法
然
聖
人
を
厳
し
く
批
判
し

て
い
ま
す
。
建
永
の
頃
に
法
然
上
人
と
い
う
人
が
現
わ
れ
、
専
修
念
仏
、
専
修
念
仏
と
言
っ
て
、
念
仏
以
外
の
こ
と
は
す
る
な
と
教
え
、

尊
い
顕
密
の
行
業
を
捨
て
さ
せ
た
。
そ
し
て
た
だ
念
仏
さ
え
す
れ
ば
、
ど
ん
な
愚
か
な
も
の
も
、
極
楽
に
往
生
す
る
と
い
っ
て
、「
不

可
思
議
の
愚
痴
、
無
知
の
輩やから」
に
よ
ろ
こ
ば
れ
て
い
る
と
敵
意
を
顕
わ
に
し
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
考
え
る
こ
と
も
、
言
葉
に
も
表
わ

す
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
、
く
だ
ら
ん
連
中
に
よ
ろ
こ
ば
れ
、
も
て
は
や
さ
れ
て
い
い
気
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
し
か

し
や
が
て
、
そ
の
一
門
の
弟
子
た
ち
が
増
長
し
て
、
と
ん
で
も
な
い
悪
行
を
働
い
た
罪
で
、
安
楽
房
遵じゆん
西さい
と
か
、
あ
る
い
は
住
蓮
房
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な
ど
が
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
で
、
少
し
は
下
火
に
な
っ
て
き
た
よ
う
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
法

然
の
教
え
は
、
順
魔
の
教
え
で
あ
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
悪
魔
の
「
魔
」
と
い
う
の
は
、
仏
道
を
妨
げ
る
も
の
と
い
う
意
味
で
す
が
、

そ
の
悪
魔
の
な
か
に
順
魔
と
逆
魔
が
あ
る
。
逆
魔
と
い
う
の
は
仏
教
徒
を
武
力
で
弾
圧
す
る
も
の
で
す
。
順
魔
と
い
う
の
は
、
仏
教
徒

の
顔
を
し
な
が
ら
実
は
仏
教
を
破
滅
さ
せ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
、
法
然
は
そ
の
順
魔
だ
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
ず
い
ぶ
ん
酷
評
を
し

た
も
の
で
す
。
そ
ん
な
順
魔
の
教
え
に
よ
っ
て
、
よ
も
や
さ
と
り
を
開
く
こ
と
な
ど
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
、
こ
う
書
い
て
お
り
ま
す
。

実
は
親
鸞
聖
人
は
、
慈
円
僧
正
に
つ
い
て
出
家
得
道
を
し
た
ば
か
り
か
、
二
十
年
に
わ
た
っ
て
育
て
導
か
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の

慈
円
の
元
を
去
っ
て
、
悪
魔
と
ま
で
嫌
わ
れ
て
い
る
法
然
の
も
と
へ
入
門
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
恩
師
を
裏
切
り
、
師
に
反
逆
す
る
恐

ろ
し
い
行
為
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
恐
ら
く
観
音
さ
ま
の
夢
の
お
告
げ
で
も
戴
か
な
け
れ
ば
、
決
断
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

比
叡
山
時
代
の
親
鸞
聖
人

正
確
に
は
範はん
宴えん
）
が
、
誰
か
ら
法
然
聖
人
の
噂
を
聞
か
れ
た
の
か
は
解
り
ま
せ
ん
が
、
古
く
か
ら
、
安あ

居ぐ
院い
の
聖せい
覚かく
法
印
か
ら
、
法
然
聖
人
の
教
え
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
後
に
『
唯
信
鈔
』
を
著
し

て
、
法
然
教
学
を
伝
承
し
、
発
揮
さ
れ
た
聖
覚
法
印
な
ら
ば
、
親
鸞
聖
人
も
耳
を
傾
け
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
か
し
そ

れ
だ
け
で
は
法
然
聖
人
に
身
を
委
ね
る
と
い
う
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
十
年
間
も
、
必
死
で
学
び
続
け
た
仏
道
修
行
の
道

を
噂
話
だ
け
で
捨
て
、
百
八
十
度
転
換
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
有
り
得
な
い
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
最
後
の
決
断
を
す
る
た
め
に
、

信
者
に
、
あ
ら
た
か
な
霊
験
を
下
さ
る
と
云
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
六
角
堂
（
頂
法
寺
）
の
「
如によ
意い
輪りん
観かん
世ぜ
音おん
菩ぼ
薩さつ
」（
そ
の
垂すい
迹じやく
は
、

和
国
の
教
主
と
崇
め
ら
れ
て
い
た
聖
徳
太
子
）
の
ご
指
示
を
仰
ご
う
と
し
て
百
日
間
の
参
籠
を
誓
わ
れ
た
の
で
し
た
。
当
時
流
行
し
て

い
た
い
た
「
今いま
様よう
」
に
も
、
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観
音
験しるしを
見
す
る
寺
、
清
水
、
石
山
、
長
谷
の
お
山
、

粉
河
、
近
江
な
る
彦
根
山
、
間
近
く
見
ゆ
る
は
六
角
堂
。

と
詠
わ
れ
、
親
し
ま
れ
、
と
く
に
念
仏
聖
や
庶
民
の
信
仰
を
支
え
て
い
た
六
角
堂
こ
そ
、
聖
人
の
参
籠
に
ふ
さ
わ
し
い
寺
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

し
か
し
そ
れ
程
ま
で
難
行
苦
行
を
し
て
、
法
然
聖
人
を
尋
ね
る
こ
と
の
是
非
に
迷
わ
れ
た
と
云
う
こ
と
自
体
が
、
法
然
聖
人
の
教
え

を
、
す
で
に
深
く
知
っ
お
ら
れ
た
と
同
時
に
、
そ
れ
以
前
の
浄
土
教
の
展
開
に
も
精
通
し
て
お
ら
れ
、
両
者
が
同
じ
浄
土
教
と
云
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
全
く
相
容
れ
な
い
ほ
ど
の
違
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
直
感
し
て
お
ら
れ
た
か
ら
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
違
い
が

わ
か
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
と
惑
い
、
自
分
で
は
決
着
が
つ
か
な
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。
先
に
も
申
し
た
よ
う
に
、

当
時
の
天
台
宗
に
も
、
華
厳
宗
に
も
、
三
論
宗
に
も
真
言
宗
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
永
い
伝
統
を
持
つ
浄
土
教
が
あ
り
、
真
剣
な
修
行
者
ほ

ど
、
熱
心
な
浄
土
願
生
者
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
先
程
述
べ
た
天
台
座
主
の
慈
円
も
、
法
然
聖
人
を
攻
撃
し
続
け
た
、
興
福
寺
の
解
脱
上

人
貞
慶
も
、
東
大
寺
を
再
建
し
た
俊
乗
房
重
源
も
、
そ
の
配
下
に
集
ま
っ
た
無
数
の
念ねん
仏ぶつ
聖ひじり
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
所
属
す
る

寺
院
で
説
か
れ
て
い
る
浄
土
教
の
信
者
で
あ
り
、
浄
土
願
生
者
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
も
、
簡
単
に
は
法
然

聖
人
の
も
と
に
身
を
投
じ
て
い
く
決
断
が
つ
か
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
六
角
堂
の
如
意
輪
観
世
音
菩
薩
（
救く
世ぜ
観
音
菩
薩
と
も
い
わ
れ
る
）
に
、
百
日
参
籠
の
誓
い
を
立
て
、
法
然
の
元
に
行
く
の

が
正
し
い
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
ま
ま
比
叡
山
で
修
行
を
続
け
る
べ
き
か
と
い
う
二
者
択
一
の
示
現
を
乞
い
求
め
る
願
を
か
け
ら
れ
た
の

で
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
観
音
の
霊
告
は
、
後
に
弟
子
の
高
田
の
真
仏
上
人
が
書
き
と
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
覚
如
上
人
が
『
御
伝
鈔
』

上
（『

釈
版
聖
典
』
一
〇
四
四
頁
・
但
し
年
号
に
問
題
有
り
）
に
記
さ
れ
た
、
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行
者
宿
報
設
女
犯

我
成
玉
女
身
被
犯

一
生
之
間
能
荘
厳

臨
終
引
導
生
極
楽

（
中
略
）「
こ
れ
は
こ
れ
わ
が
誓
願
な
り
。
善
信
、
こ
の
誓
願
の
旨
趣
を
宣
説
し
て
、
一
切
群
生
に
き
か
し
む
べ
し
」

と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
に
は
「
女によ
犯ぼん
げ

」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
言
葉
で
呼
ぶ
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
は
ふ
れ
ま
せ
ん
。「
そ
な
た
が
、
ど
う
し
て
も
避
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
宿

世
の
業
縁
に
よ
っ
て
、
結
婚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
来
た
な
ら
ば
、
私
（
観
音
）
が
、
玉ぎよく
女によ
身しん
（
麗
し
い
聖
女
）
と
な
っ
て
、

そ
な
た
の
妻
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
念
仏
す
る
そ
な
た
の
生
涯
を
仏
道
と
し
て
荘
厳
し
、
臨
終
に
は
極
楽
へ
導
い
て
あ
げ
ま
し
ょ

う
」
と
仰
せ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
「
こ
れ
は
こ
れ
我
が
誓
願
な
り
、
善
信
よ
、
私
の
こ
の
存
念
を
広
く
人
び
と
に
知
ら
せ
て
あ

げ
な
さ
い
」
と
い
わ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

そ
れ
は
、
法
然
聖
人
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
、
持
戒
・
破
戒
の
隔
て
な
く
、
出
家
・
在
家
を
平
等
に
救
わ
れ
る
と
い
う
専
修
念
仏

の
教
え
の
真
実
性
を
見
事
に
証
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
極
悪
最
下
の
機
を
救
う
た
め
に
、
至
極
の
易
行
に
極
善
最
上
の
徳
を
込
め
た

名
念
仏
と
い
う
最
勝
の
行
法
を
選
び
取
っ
て
恵
み
与
え
、
至
極
の
凡
愚
か
ら
、
弥
勒
の
如
き
最
上
の
聖
者
に
至
る
ま
で
、
平
等
に
救
お

う
と
誓
願
さ
れ
た
と
い
う
本
願
の
心
を
、
端
的
に
表
現
し
た
夢
想
の
言
葉
で
し
た
。
さ
ら
に
云
え
ば
、
聖
徳
太
子
の
本
地
で
あ
る
観
音

菩
薩
と
、
法
然
聖
人
の
本
地
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
大
勢
至
菩
薩
と
が
、
本
師
阿
弥
陀
仏
の
仏
意
を
こ
の
よ
う
な
形
で
親
鸞
聖
人
に
伝
達

す
る
た
め
の
霊
験
で
あ
っ
た
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。『
恵
信
尼
消
息
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
夢
告
を
聞
い
て
、
直
ち
に
法
然
聖
人
を
訪
ね

ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
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山
を
出
で
て
、
六
角
堂
に
百
日
籠こも
ら
せ
た
ま
ひ
て
後
世
を
い
の
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
に
、
九
十
五
日
の
あ
か
月
、
聖
徳
太
子
の
文
を

結
び
て
、
示
現
に
あ
づ
か
ら
せ
た
ま
ひ
て
候
ひ
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
あ
か
月
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
後
世
の
た
す
か
ら
ん
ず
る

縁
に
あ
ひ
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
た
づ
ね
ま
ゐ
ら
せ
て
、
法
然
上
人
に
あ
ひ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
ま
た
六
角
堂
に
百
日
籠
ら
せ
た
ま
ひ
て
候
ひ

け
る
や
う
に
、
ま
た
百
か
日
、
降
る
に
も
照
る
に
も
、
い
か
な
る
大
事
に
も
ま
ゐ
り
て
あ
り
し
に
、
た
だ
後
世
の
こ
と
は
、
よ
き

人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
や
う
に
生
死
出
づ
べ
き
道
を
ば
、
た
だ
一
す
ぢ
に
仰
せ
ら
れ
候
ひ
し
を
、
う
け
た
ま
は
り
さ
だ
め

て
候
ひ
し
か
ば
、「
上
人
の
わ
た
ら
せ
た
ま
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
た
と
ひ
悪
道
に
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
べ
し
と

申
す
と
も
、
世
々
生
々
に
も
迷
ひ
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
と
ま
で
思
ひ
ま
ゐ
ら
す
る
身
な
れ
ば
」
と
、
や
う
や
う
に
人
の
申
し
候

ひ
し
と
き
も
仰
せ
候
ひ
し
な
り
。

（『

釈
版
聖
典
』
八
一
一
頁
）

な
お
こ
の
夢
告
の
言
葉
は
、
金こん
胎たい
房ぼう
覚かく
禅ぜん
（
一
一
四
三
生
ま
れ
）
の
『
覚
禅
鈔
』（『
大
正
蔵
』「
図
像
部
」
四
・
四
八
〇
頁
）
に
、

如
意
輪
観
世
音
菩
薩
の
本
誓
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
文
章
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
詳
細
は
省
略
し
ま
す
が
、
そ
の
文
だ
け
挙
げ
て
お

き
ま
す
。

本
尊
、
王
の
玉
女
に
変
ず
る
事

ま
た
云
く
、
邪
見
心
を
起
こ
し
て
、
淫
欲
熾
盛
に
し
て
、
世
に
堕
落
す
べ
き
に
、
如
意
輪
、
我
王
の
玉
女
と
な
り
て
、
そ
の
人
の

親
し
き
妻
妾
と
な
り
て
、
共
に
愛
を
生
じ
、
一
期
生
の
間
荘
厳
す
る
に
福
貴
を
以
て
す
。
無
辺
の
善
事
を
造
ら
し
め
て
、
西
方
極

楽
浄
土
に
仏
道
を
成
ぜ
し
め
ん
。
疑
い
を
生
ず
る
こ
と
な
か
れ
。
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と
い
う
の
で
す
。
詳
し
い
解
説
を
す
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
簡
単
に
現
代
語
に
意
訳
し
て
お
き
ま
す
。

「
本
尊
が
、
王
の
玉
女
と
な
る
と
い
う
こ
と
。

「
も
し
（
私
を
信
じ
て
い
る
）
仏
道
修
行
者
が
、
邪
見
な
心
を
起
こ
し
て
、
異
性
を
恋
い
焦
が
れ
る
心
が
燃
え
盛
り
、
菩
提
心
を
失

っ
て
世
俗
に
堕
落
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
我
、
如
意
輪
が
、
王
の
玉
女
（
清
ら
か
な
聖
女
）
と
な
っ
て
、
そ
の
修
行
者

の
妻
と
成
り
、
共
に
愛
し
合
っ
て
、
一
生
の
間
、
豊
か
な
富
と
、
高
い
位
で
飾
り
、
多
く
の
善
行
を
積
ま
せ
、
最
後
は
、
西
方
極
楽
世

界
に
生
ま
れ
て
、
仏
道
を
完
成
さ
せ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
疑
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」

と
い
う
の
で
す
か
ら
、
六
角
堂
の
夢
告
と
非
常
に
よ
く
似
て
お
り
ま
す
。

恐
ら
く
聖
人
は
『
覚
禅
鈔
』
の
そ
れ
を
よ
く
ご
存
知
で
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
法
然
聖
人
に
遇
う
決
定
的
な
機
縁
と
し

て
聖
人
を
動
か
し
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
結
婚
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
な
ら
ば
、
比
叡
山
を
捨
て
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
で
す
。
実
際
問
題
と
し
て
、
す
ぐ
下

の
弟
の
尋じん
有う
が
権
少
僧
都
に
な
り
、
常
行
堂
の
検けん
校ぎよう
（
取
締
役
）
に
な
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
し
、
も
う
一
人
の
弟
の
兼けん
有う
も
権
律
師
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
も
、
も
う
し
ば
ら
く
比
叡
山
に
お
ら
れ
た
ら
、
権
律
師
や
権
少
僧
都
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
尋
有
は

比
叡
山
の
善
法
院
と
い
う
「
院
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
院
主
と
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
地
位
に
就
け
る
家
系
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
う
な
り
ま
す
と
、
京
都
に
自
分
の
寺
を
建
て
る
こ
と
は
簡
単
に
で
き
ま
す
。
尋
有
僧
都
が
、
京
都
に
「
善
法
坊
」
と
い
う
里さと
坊ぼう
を
持

っ
て
い
た
よ
う
に
自
分
の
寺
を
建
て
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

結
婚
を
し
た
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
妻
子
を
住
ま
わ
せ
て
お
け
ば
い
い
わ
け
で
す
。
比
叡
山
は
女
人
禁
制
で
す
か
ら
、
比
叡
山
へ
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奥
さ
ん
を
連
れ
て
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
け
ど
、「
里
の
坊
」
に
置
い
て
お
く
く
ら
い
は
、
別
に
何
て
こ
と
は
な
い
。
実
際
に
、
先
輩

の
聖
覚
法
印
だ
っ
て
、
隆
寛
律
師
だ
っ
て
、
い
ず
れ
も
奥
さ
ん
も
子
ど
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
あ
っ
て
律
師
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は

聖
覚
法
院
な
ど
は
権
大
僧
都
・
法
印
大
和
尚
位
と
い
う
、
大
変
な
高
い
位
に
昇
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と

で
は
な
く
、
や
は
り
結
婚
を
し
、
子
孫
を
育
て
る
と
い
う
、
普
通
の
生
活
を
し
て
い
る
普
通
の
人
間
（
凡
夫
）
の
根
本
的
な
救
い
を
求

め
て
、
二
度
目
の
出
家
を
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
本
当
に
生
死
に
迷
い
、
臨
終
ま
で
煩
悩
に
徹
底
的
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
人
間
に
、
救
い

が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
の
道
は
ど
う
や
ら
法
然
聖
人
の
と
こ
ろ
に
あ
り
そ
う
だ
。
し
か
し
ま

だ
そ
れ
が
本
物
か
偽
物
か
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
六
角
堂
の
百
日
参
籠
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
精
神
状
況
の
な
か
で
、
夢
の

お
告
げ
を
受
け
る
と
直
ぐ
そ
の
ま
ま
、
ま
だ
明
け
切
ら
ぬ
早
朝
、
法
然
聖
人
を
吉よし
水みず
の
草
庵
へ
尋
ね
て
い
か
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
時
の
状
況
を
『
恵
信
尼
消
息
』
や
、
は
じ
め
に
挙
げ
た
『
歎
異
抄
』（
第
二
条
）、
あ
る
い
は
覚
如
上
人
の
『
御
伝
鈔
』
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
中
心
は
や
は
り
親
鸞
聖
人
御
自
身
が
述
べ
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
お
言
葉
に
尽
き
ま
す
。
そ

れ
は
『
教
行
信
証
』
の
後ご
跋ばつ
（
後
序
）
に
、
聖
人
御
自
身
が
、
自
ら
の
回
心
の
模
様
を
ま
と
め
ら
れ
た
決
定
的
な
言
葉
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、『
歎
異
抄
』
も
、『
恵
信
尼
消
息
』
も
、
重
大
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
第
二
次
資
料
に
な
り
ま
し
ょ
う
、

し
か
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建けん
仁にん
辛しん
酉ゆう
の
暦
、
雑
行
を
棄す
て
て
本
願
に
帰
す
。

（『
教
行
信
証
』・『

釈
版
聖
典
』
四
七
二
頁
）

と
い
わ
れ
た
も
の
が
そ
れ
で
す
。「
建
仁
辛
酉

かののとり
の
暦
」
と
は
、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）、
つ
ま
り
親
鸞
聖
人
が
二
十
九
歳
の
時
で
す
。

つ
ぎ
の
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
、
聖
人
が
御
自
身
で
、
自
分
の
回
心
の
内
景
を
語
ら
れ
た
言
葉
で
し
た
。

し
か
し
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
、
ち
ょ
っ
と
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
言
葉
使
い
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
こ
そ
善
導
、
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法
然
聖
人
の
み
教
え
に
信
順
し
、
祖
聖
と
「
一
味
の
信
心
」
を
獲
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
言
う
確
信
を
示
し
た
も
の
で
し
た
。

さ
き
ほ
ど
、
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
善
導
大
師
の
教
え
の
精
髄
を
み
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
選
択
集
』
三
選
の
文
で
は
、
雑
行
の

反
対
概
念
は
正
行
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、「
雑
行
を
棄
て
て
」
何
を
取
る
の
か
と
言
え
ば
、
当
然
そ
の
反
対
の
「
正
行
を

取
る
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
対
句
に
な
り
ま
せ
ん
。
雑
行
の
反
対
概
念
は
正
行
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
同
じ
正
行
の
中
で
も
、
非

本
願
の
行
で
あ
る
助
業
を
傍
ら
に
さ
し
お
い
て
、

名
正
行
だ
け
を
正
定
業
と
し
て
信
受
し
て
い
か
れ
た
の
が
法
然
聖
人
で
し
た
。
親

鸞
聖
人
は
、
そ
の
教
え
に
よ
っ
て
、

名
正
定
業
と
領
解
す
る
信
心
は
、
そ
の
大
悲
の
願
心
に
喚
び
醒
ま
さ
れ
た
心
で
あ
っ
た
と
き
づ

か
れ
た
の
で
し
た
。『
教
行
信
証
』
の
「
信
文
類
」
の
別
序
の
初
め
に

信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
如
来
選
択
の
願
心
よ
り
発
起
す
。

（『
教
行
信
証
』・『

釈
版
聖
典
』
二
〇
九
頁
）

と
言
わ
れ
た
の
は
そ
の
心
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
一
切
の
衆
生
を
、
善
悪
・
賢
愚
の
差
別
な
く
、
出
家
・
在
家
の
隔

て
を
超
え
て
、
一
切
を
平
等
に
救
わ
れ
る
広
大
無
辺
な
如
来
の
願
心
に
目
覚
め
、
究
極
の
回
心
が
成
立
し
た
こ
と
を
告
げ
る
言
葉
こ
そ

「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
一
句
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

す
な
わ
ち
本
来
な
ら
ば
、「
正
定
業
に
帰
す
る
」
と
云
う
べ
き
と
こ
ろ
を
敢
え
て
、「
本
願
に
帰
す
」
と
云
い
き
ら
れ
た
の
は
、
私
が

称
え
た
こ
と
を

み
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
念
仏
の
一
行
を
選
ん
で
「
こ
れ
に
依
れ
」、
と
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
阿
弥
陀
仏
の
本

願
力
を
聞
い
て
信
順
し
、
私
を
念
仏
者
に
育
て
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
本
願
力
に
身
を
ま
か
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
そ

れ
が
「
就
行
立
信
」
の
釈
意
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
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四

こ
う
し
て
決
定
往
生
の
信
を
確
立
す
る
時
に
は
、
聖
道
門
を
棄
て
、
雑
行
は
勿
論
、
読
誦
等
の
助
業
に
す
ら
眼
を
か
け
ず
、
ひ
た
す

ら
、
大
悲
の
智

を
も
っ
て
選
び
抜
い
て
与
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
け
を
決
定
往
生
の
行
法
と
し
て
信
受
し
な
け
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
一
切
の
衆
生
を
分
け
隔
て
な
く
救
っ
て
、
如
来
の
領
域
へ
迎
え
取
っ
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
仏
の
平
等
の

大
悲
に
か
な
っ
た
大
道
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

法
然
聖
人
は
、『
西
方
指
南
抄
』
下
本
（
定
本
『
親
鸞
聖
人
全
集
』・
収
録
篇
・
二
四
〇
頁
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
大
胡
の
太
郎
実
秀

へ
の
『
御
消
息
』
の
中
で
、
念
仏
と
信
心
の
関
係
（
就
行
立
信
の
有
様
）
を
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
れ
ば
、
た
れ
だ
れ
も
、
煩
悩
の
う
す
く
・
こ
き
お
も
か
へ
り
み
ず
、
罪
障
の
か
ろ
き
・
お
も
き
お
も
さ
た
せ
ず
、
た
ゞ
く
ち

に
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
と
な
え
ば
、
こ
ゑ
に
つ
き
て
決
定
往
生
の
お
も
ひ
を
な
す
べ
し
。
決
定
心
を
す
な
わ
ち
深
心
と
な
づ
く
。

そ
の
信
心
を
具
し
ぬ
れ
ば
、
決
定
し
て
往
生
す
る
な
り
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
た
ゞ
と
に
も
か
く
に
も
、
念
仏
し
て
往
生
す
と
い

ふ
事
を
う
た
が
は
ぬ
を
、
深
心
と
は
な
づ
け
て
候
な
り
、

念
仏
は
、
自
分
の
罪
障
の
厚
薄
、
心
の
善
し
悪
し
を
問
題
に
せ
ず
、
た
だ
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
な
さ
い
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
起
き
て
い
よ
う
が
、
寝
て
い
よ
う
が
、
歩
い
て
い
よ
う
が
、
留
ま
っ
て
い
よ
う
が
、
た
だ
今
の
、
あ
る
が
ま
ま
で
称

え
れ
ば
い
い
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
で
き
な
い
人
は
な
い
は
ず
の
易
行
で
す
。
だ
か
ら
万
人
を
救
う
た
め
に
念
仏
と
い
う
至
極
の
易
行

を
選
び
取
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
念
仏
で
、
煩
悩
の
渦
巻
く
、
こ
の
迷
い
の
境
界
を
超
え
て
、
さ
と
り
の
領
域
で
あ
る
浄
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土
へ
往
生
し
、
仏
陀
と
な
る
と
は
、
到
底
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
人
間
の
価
値
観
で
あ
り
、
常
識
で
す
。
で
す
か
ら
念

仏
往
生
と
い
う
教
え
は
信
じ
が
た
い
、
そ
れ
も
極
難
信
の
法
で
あ
る
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
れ
を
易
し
く
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
、
法
然
聖
人
の
こ
の
『
御
消
息
』
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
が
ま
ま
で
南
無
阿
弥

陀
仏
と
称
え
れ
ば
、
そ
こ
に
聞
こ
え
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
す
。
親
鸞
聖
人
も
「
摂
取
し
て
捨
て

ざ
れ
ば
、
阿
弥
陀
と
名
付
け
た
て
ま
つ
る
」
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、「
そ
な
た
を
必
ず
救
う
」

と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
如
来
の
お
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
聞
け
ば
、
自
然
に
「
私
は
必
ず
浄
土
へ
生
ま
れ
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
」

と
い
う
決
定
の
信
心
が
生
じ
て
く
る
と
法
然
聖
人
は
仰
せ
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
、
も
と
も
と
人
間
の
声
で
は
な
く
て
、
私
を
喚よ
び
醒さ
ま
す
阿
弥
陀
仏
の
「
大
悲
招しよう
喚かん
の
声
」
だ
っ
た

か
ら
で
す
。
念
仏
す
る
時
、
私
は
、
名
号
を
称
え
る
も
の
か
ら
、
名
号
を
聞
く
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
と
招
喚
（
招
き
、
喚
び
醒
ま
し
）
し
続
け
る
如
来
に
遇あ
わ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
私
に
称
え
ら
れ
て

い
る
「
客きやく
体たい
」
で
は
な
く
て
、
実
は
「
そ
な
た
を
救
う
私
が
何
時
も
見
ま
も
っ
て
い
る
か
ら
安
心
し
て
ま
か
せ
な
さ
い
」
と
私
を
喚

び
醒
ま
す
「
主しゆ
体たい
」
で
あ
り
、
私
は
如
来
の
み
言
葉
に
喚
び
醒
ま
さ
れ
、
救
わ
れ
る
客
体
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
い
て
安

心
し
て
い
る
こ
と
を
信
心
と
い
い
、
こ
の
主
客
の
転
換
を
「
回え
心しん
」
と
い
う
の
で
す
。

こ
う
し
て
生
も
死
も
、
妄
念
も
煩
悩
も
、
総
て
を
仰
せ
の
通
り
本
願
力
に
お
ま
か
せ
し
て
い
る
こ
と
を
「
彌
陀
を
た
の
む
」
と
い
う

の
で
す
か
ら
、
自
力
で
は
、
決
し
て
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
極
難
信
を
、
如
来
よ
り
た
ま
わ
っ
た
至
極
の
易
行
に
よ
っ
て
難
な

く
得
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
、「
難
は
疑
情
、
易
は
信
心
」（『
愚
禿
鈔
』
上
・『

釈
版
聖
典
』
五
〇
五

頁
）
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
し
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
至
極
の
易
行
を
も
っ
て
、
人
間
の
知
識
で
は
決
し
て
信
受
す
る
こ
と
の
で
き

な
か
っ
た
、「
必
ず
浄
土
へ
往
生
し
成
仏
せ
し
め
ら
れ
る
」
と
い
う
決
定
往
生
の
信
が
恵
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
法
然
聖
人
は
、
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「
そ
の
信
心
を
具
し
ぬ
れ
ば
、
決
定
し
て
往
生
す
る
な
り
」
と
言
い
切
っ
て
い
か
れ
た
の
で
し
た
。

そ
こ
で
は
念
仏
と
い
う
大
行
を
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
る
所
聞
・
所
信
の
「
教
法
」
と
し
、
そ
れ
を
疑
い
な
く
信
受
す
る
信
心
を
機
受

（
受
け
ご
こ
ろ
）
と
し
て
、
行
と
信
を
誓
願
一
仏
乗
の
法
（
喚よ
び
さ
ま
し
、
救
う
働
き
）
と
機
（
喚よ
び
さ
ま
さ
れ
救
わ
れ
る
も
の
の
有

様
）
と
し
て
顕
わ
さ
れ
た
の
が
、『
教
行
信
証
』
の
大
行
と
大
信
の
釈
義
だ
っ
た
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
「
行
文
類
」
の
六
字
釈
で
、
も
と
も
と
私
ど
も
の
信
心
を
表
す
帰
命
（
南
無
阿
弥
陀
仏
の
南
無
）
と
い
う
言
葉
を
、

し
か
れ
ば
南
無
の
言
は
帰
命
な
り
。（
中
略
）
こ
こ
を
も
つ
て
帰
命
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
。

（「
行
文
類
」『

釈
版
聖
典
』
一
七
〇
頁
）

と
い
い
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
本
願
が
「
我
を
た
の
め
、
我
に
帰
せ
よ
」
と
招
喚
し
続
け
て
お
ら
れ
る
み
言

葉
で
あ
る
と
云
い
切
っ
て
い
か
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

本
日
は
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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