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浄
影
寺
慧
遠
の
浄
土
観
に
関
す
る
一
考
察

坂

本

啓

明

中
国
に
お
い
て
、
念
仏
・
観
仏
は
多
様
な
展
開
を
持
つ
が
、『
観
無
量
寿
経
』
は
善
導
を
始
め
と
す
る
諸
師
に
重
視
さ
れ
、
現
存
す
る

中
で
最
古
の
『
観
無
量
寿
経
』
の
註
釈
は
浄
影
寺
慧
遠
（
以
下
慧
遠
）
の
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』（
以
下
『
観
経
疏
』）
で
あ
る
。

ま
ず
慧
遠
と
は
中
国
南
北
朝
時
代
か
ら
隋
代
に
か
け
て
活
動
し
た
地
論
宗
南
道
派
の
僧
侶
で
あ
る
。
唯
識
思
想
の
研
究
の
他
、
辞
書
的

な
仏
教
総
論
書
『
大
乗
義
章
』
の
執
筆
や
浄
土
系
経
典
『
無
量
寿
経
』・『
観
無
量
寿
経
』
の
中
国
で
初
め
て
の
註
釈
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。

発
表
の
論
点
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
観
仏
の
性
質
を
慧
遠
が
ど
う
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
で
あ
り
、研
究
方
法
と
し
て
は
『
大
乗
義
章
』・

『
維
摩
義
記
』
の
法
身
説
と
『
観
経
疏
』
第
八
観
の
随
文
解
釈
と
を
比
較
す
る
こ
と
、
深
貝
氏
の
先
行
研
究
に
お
け
る
前
述
の
二
点
の
検

討
を
通
じ
て
、『
観
経
疏
』
に
お
け
る
観
仏
三
昧
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

論
題
を
「
浄
影
寺
慧
遠
の
浄
土
観
に
関
す
る
一
考
察
」
と
し
た
理
由
は
、
慧
遠
に
お
け
る
法
身
の
意
義
と
法
身
を
対
境
と
し
た
観
仏
に

つ
い
て
論
じ
た
い
が
、『
観
無
量
寿
経
』
の
「
法
界
身
」
は
法
身
が
法
界
に
遍
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
後
に
論

じ
る
よ
う
に
慧
遠
は
法
性
土
と
仏
の
法
身
が
同
体
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
た
め
、
法
身
＝
仏
の
真
土
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
タ
イ
ト
ル
を

「
浄
影
寺
慧
遠
の
浄
土
観
に
関
す
る
一
考
察
」
と
し
た
。

発
表
に
お
い
て
は
、『
観
無
量
寿
経
』
第
八
観
の
経
文
に
お
け
る
「
法
界
身
」「
是
心
是
仏
」
の
記
述
に
対
す
る
『
観
経
疏
』
の
解
釈
と
、

比
較
対
象
と
し
て
慧
遠
が
自
身
の
教
学
に
つ
い
て
の
辞
書
的
に
解
説
す
る
『
大
乗
義
章
』
か
ら
「
三
仏
義
」
や
「
浄
土
義
」
と
い
っ
た
関
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連
箇
所
、
慧
遠
に
よ
る
『
維
摩
経
』
の
解
釈
で
あ
る
『
維
摩
義
記
』
か
ら
維
摩
が
釈
迦
の
法
身
を
観
じ
る
「
見
阿
閦
品
」
の
随
文
解
釈
の

二
つ
を
取
り
上
げ
た
。
ま
た
、『
観
経
疏
』
の
「
法
界
身
」
の
記
述
に
関
す
る
先
行
研
究
で
あ
る
深
貝
慈
孝
氏
の
説
を
参
照
し
た
。
深
貝

氏
は
、
慧
遠
は
第
八
観
に
お
い
て
、「
諸
仏
の
法
身
の
体
」
の
「
体
」
を
身
体
と
し
て
、
凡
夫
が
法
身
を
見
る
と
解
釈
し
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
ま
た
深
貝
氏
は
凡
夫
が
法
身
を
見
る
こ
と
の
証
果
と
し
て
諸
仏
の
法
身
と
凡
夫
が
同
体
と
な
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

第
一
に
『
大
乗
義
章
』「
浄
土
義
」
慧
遠
の
真
土
・
法
性
土
に
つ
い
て
の
解
釈
か
ら
、
慧
遠
の
浄
土
観
を
考
察
す
る
。
慧
遠
は
、
仏
国

土
は
本
来
唯
一
仏
土
で
あ
る
が
、
仏
の
所
詫
で
あ
る
真
土
と
他
に
隨
っ
て
現
す
応
土
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
続
い
て
一
仏
土
と
真

応
二
土
と
の
関
連
に
つ
い
て
「
浄
土
義
」
の
中
の
「
同
体
浄
」
の
解
説
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
。
慧
遠
は
「
同
体
浄
」
に
お
い
て
、
同
体

の
意
義
を
三
つ
挙
げ
る
。
一
つ
は
法
性
土
・
実
報
土
・
円
応
土
の
三
土
に
分
け
た
場
合
、
実
報
土
・
円
応
土
は
法
性
土
が
そ
の
根
本
で
あ

る
こ
と
。
二
つ
は
真
土
・
応
土
の
二
土
に
分
け
た
場
合
、
応
土
は
真
土
を
そ
の
体
と
す
る
こ
と
。
三
つ
は
応
土
の
中
に
お
い
て
衆
生
が
同

じ
土
地
に
お
い
て
別
の
相
を
見
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
三
点
か
ら
、
慧
遠
の
浄
土
観
の
基
本
を
ま
と
め
る
と
、
真
応
二
土
が
あ
っ
て
も
そ
の
体
と
し
て
は
法
性
土
の
一
仏
土
で
あ
り
、

諸
仏
国
土
は
唯
一
仏
に
包
摂
さ
れ
る
と
慧
遠
は
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
二
に
慧
遠
の
仏
身
説
に
つ
い
て
、『
大
乗
義
章
』「
三
仏
義
」
の
解
釈
か
ら
、
法
身
に
関
連
す
る
箇
所
を
考
察
す
る
。
慧
遠
は
法
身
と

は
「
体
」
に
基
づ
く
名
称
と
す
る
。
法
身
の
法
と
は
法
性
で
あ
り
、
衆
生
の
体
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
妄
想
を
息
め
て
、
如
来
蔵
を
顕
す

と
法
身
を
成
じ
る
と
い
う
。
法
身
の
体
に
覚
照
（
仏
智
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
法
身
仏
と
す
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
慧
遠
は
仏
を
真
応
の
二
身
で
分
別
す
る
場
合
、
仏
の
自
行
の
功
徳
に
よ
る
身
を
真
身
と
し
、
世
間
に
応
じ
る
身
を
応
身
と
述
べ

て
い
る
。
真
身
と
は
法
門
身
で
あ
り
、
世
間
の
法
や
衆
生
の
体
・
識
を
摂
し
て
お
り
、（
真
）
心
は
有
で
あ
る
が
、
相
は
無
い
。
応
身
と

は
世
間
に
応
じ
る
身
で
あ
っ
て
、
世
間
と
同
じ
く
色
像
が
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。
平
等
法
門
の
身
は
何
処
か
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

は
な
い
の
で
、
法
界
に
遍
満
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
法
身
は
一
切
の
色
を
内
包
し
て
お
り
、
無
相
で
あ
る
が
、
有
色
で
あ
る
と
す
る
の

で
あ
る
。
即
ち
慧
遠
の
法
身
観
と
し
て
は
以
下
の
二
点
が
あ
る
と
考
え
る
。
⑴
真
心
・
本
覚
と
し
て
衆
生
と
仏
は
同
体
で
あ
り
、
衆
生
は
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妄
想
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
、
法
身
が
顕
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
⑵
法
性
土
は
、
法
身
＝
法
性
で
あ
る
一
切
の
色
を
内
包
し
、

法
界
と
仏
は
同
体
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
慧
遠
の
法
身
観
仏
に
つ
い
て
、『
観
経
疏
』「
釈
名
」
と
『
維
摩
義
記
』「
見
阿
閦
品
」
の
解
釈
を
用
い
て
考
察
す
る
。『
観
経
疏
』

「
釈
名
」
に
お
け
る
、『
観
無
量
寿
経
』
の
経
題
の
「
観
」
字
の
解
釈
に
お
い
て
、
仏
を
対
境
と
し
た
観
仏
全
般
に
つ
い
て
、
対
境
と
な
る

仏
の
違
い
か
ら
、
応
身
観
と
真
身
観
に
分
け
て
い
る
。
真
身
観
が
法
身
を
対
境
と
し
た
観
仏
で
あ
る
。

仏
の
真
身
を
観
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
が
絶
せ
ら
れ
、
彼
と
此
の
差
別
の
相
が
無
い
の
で
、（
仏
身
の
）
諸
根
・
相
好
は
法
界
に
遍

満
し
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
観
じ
る
。
諸
根
・
相
好
及
び
仏
刹
土
・
一
切
衆
生
を
一
眼
中
に
悉
く
観
じ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
。

法
身
観
仏
に
お
い
て
は
、
無
相
の
法
界
身
を
観
じ
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
法
界
そ
の
も
の
を
観
じ
る
こ
と
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。

第
四
に
『
観
経
疏
』
第
八
観
の
解
釈
に
お
い
て
、『
観
無
量
寿
経
』
第
八
観
の
「
法
界
身
」「
是
心
是
仏
」
の
語
句
に
対
し
て
ど
の
よ
う

に
解
釈
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

第
八
観
で
は
ま
ず
「
釈
名
」
に
お
け
る
、
経
題
の
「
無
量
寿
」
の
解
釈
と
同
様
に
所
観
の
仏
は
応
身
で
あ
る
と
す
る
。

「
諸
仏
如
来
是
れ
法
界
身
な
り
。」「
心
是
れ
仏
」
と
あ
る
こ
と
に
対
し
、
仏
の
法
身
は
本
来
的
に
衆
生
と
同
体
で
あ
る
の
で
、
一
切
衆

生
の
心
に
も
入
る
こ
と
が
出
来
る
。
よ
っ
て
、
心
に
仏
を
観
想
す
る
時
、
行
者
の
心
は
諸
仏
の
相
好
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。「
是
心

作
仏
」「
是
心
是
仏
」
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
二
通
り
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
一
つ
に
は
観
仏
の
始
終
の
違
い
で
あ
っ
て
、
観
仏
を
修
す

る
こ
と
を
始
で
あ
る
「
是
心
作
仏
」
と
、
観
仏
が
成
就
す
る
こ
と
を
終
で
あ
る
「
是
心
是
仏
」
と
す
る
。
二
つ
に
は
今
、
観
仏
を
修
す
る

こ
と
で
、
行
者
と
同
体
で
あ
る
仏
の
法
身
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
が
心
中
に
現
じ
る
。
こ
こ
で
現
じ
た
諸
仏
の
相
好
が
そ
の
ま

ま
諸
仏
の
色
身
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
法
身
仏
の
「
体
」
は
行
者
の
（
真
）
心
で
あ
る
こ
と
を
「
是
心
是
仏
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
将

来
的
に
観
仏
の
功
徳
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
こ
と
を
「
是
心
作
仏
」
と
し
て
い
る
。

以
上
の
第
八
観
の
解
釈
を
ま
と
め
る
と
仏
の
法
身
の
立
場
で
は
仏
と
衆
生
は
同
体
で
あ
る
た
め
、
観
仏
を
行
じ
て
、
心
中
に
現
れ
る
相

好
は
仏
そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
相
好
を
観
じ
る
以
上
、
色
身
で
あ
っ
て
無
相
の
法
身
で
は
な
い
た
め
、
所
観
の
仏
は
応
身
と
な
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り
、『
観
無
量
寿
経
』
の
観
仏
は
応
身
観
で
あ
る
と
慧
遠
は
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
回
判
明
し
た
こ
と
は
、
慧
遠
の
仏
身
観
に
お
い
て
は
仏
の
法
身
と
衆
生
は
同
じ
く
法
性
を
「
体
」
と
し
て
、
真
心
・
本
覚
と
し
て
同

体
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
慧
遠
の
仏
土
観
に
お
い
て
は
、
諸
々
の
仏
国
土
は
真
土
と
し
て
一
仏
土
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て

一
仏
土
も
ま
た
、
仏
の
三
身
に
対
応
す
る
が
、
法
身
と
法
性
土
の
関
係
と
し
て
、
法
身
と
法
性
土
は
同
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

慧
遠
の
法
身
観
仏
は
、
法
身
と
は
法
性
を
体
と
す
る
こ
と
、
法
界
身
と
し
て
一
切
法
を
包
摂
す
る
こ
と
の
二
点
か
ら
、
法
身
観
仏
と
は
無

相
の
法
性
・
法
界
身
を
観
じ
る
の
で
、
諸
仏
の
相
好
を
観
じ
る
『
観
無
量
寿
経
』
の
第
八
観
を
慧
遠
は
応
身
観
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。




