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問

題

の

所

在

寸
浄
土
教
」
と
い
う
言
葉
は
、
学
術
用
語
と
し
て
現
代
の
学
界
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
用
例
を
見
る
と
、
そ
の
概

念
内
容
は
必
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

一
般
に
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
教
理
を
「
浄
土
教
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
『
大
品
般
若
経
』
な
ど
に
し
き
り
に
説
か
れ
る
「
浄
仏
国
土
」
の
思
想
な
ど
も
浄
土
教
の
中
に
含
め
得
る
し
、

『
法
華
経
』
に
説
く

「
霊
山
浄
土
」
の
思
想
も
広
義
の
浄
土
教
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
『
維
摩
経
』
に
も
浄
土
に
つ
い
て
種
々
に
説
い
て
い
る

し
、
『
悲
華
経
』
な
ど
に
も
浄
土
の
思
想
は
あ
る
。
そ
の
外
に
も
「
浄
土
」
の
訳
語
が
見
ら
れ
る
漢
訳
経
典
は
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
れ
に
反
し
て
、

『
無
量
寿
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
浄
土
三
部
経
に
は
「
浄
土
」
の
語
は
意
外
に
少
い
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ

い
て
は
、
藤
田
宏
達
博
士
が
詳
し
く
研
究
し
て
お
ら
れ
る
の
で
（
1
）
、
こ
こ
に
は
繰
り
返
さ
な
い
。
漢
訳
に
「
浄
土
」
と
あ
る
場
合
に
も
、

そ
の
サ
ン
ス
リ
ッ
ト
語
は
一
定
し
な
い
こ
と
が
多
く
、
或
る
場
合
に
は
漢
訳
に
は
「
浄
土
」
の
語
が
あ
っ
て
も
、
原
典
や
チ
ベ
ッ
ト
訳

に
は
そ
の
対
応
語
を
欠
く
場
合
が
多
い
。

そ
の
た
め
に
藤
田
博
士
も
「
こ
れ
は
、
寸
浄
土
し
が
シ
ナ
に
お
い
て
成
語
化
さ
れ
、

術
語
化

さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
」
（
2
）
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
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こ
の
点
に
対
す
る
藤
田
博
士
の
説
に
は
私
も
全
く
讃
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
浄
土
教
と
か
浄
土
思
想
と

い
わ
れ
る
も
の
は
、
中
国
仏
教
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
浄
ら
か
な
土
」
と
か
「
浄
め
ら

れ
た
土
」
と
い
う
思
想
は
、

す
で
に
イ
ン
ド
仏
教
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
浄
仏
国
土
の
思
想
は
、

『
般
若
経
』
に
お
い
て
般
若

波
羅
蜜
の
思
想
で
基
礎
づ
け
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
狭
い
意
味
の
浄
土
教
は
、
阿
弥
陀
仏
の
教
理
を
中
心
に
し
て
説
か
れ
る

も
の
で
あ
る
。

」
の
狭
義
の
浄
土
教
が
、

「
浄
土
」
の
語
を
欠
く
『
無
量
寿
経
』
等
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
き
た
か
が
間
わ

る
べ
き
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
「
極
楽
国
土
」
が
清
浄
な
国
土
で
あ
る
こ
と
は
『
無
量
寿
経
』
に
も
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け

で
直
ち
に
、
浄
土
教
や
浄
土
思
想
が
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
と
は
見
難
い
よ
う
に
思
う
。
即
ち
浄
土
教
が
成
立
す
る

た
め
に
は
、
極
楽
が
何
故
に
清
浄
な
国
土
で
あ
る
か
の
理
由
づ
け
、
教
理
的
な
基
礎
づ
け
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
さ
ら
に
又
、
こ
の

浄
土
で
あ
る
極
楽
に
、
凡
夫
が
何
故
往
生
で
き
る
か
、
す
な
わ
ち
「
往
生
の
論
理
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
が
整

つ
て
は
じ
め
て
、
浄
土
教
・
浄
土
思
想
と
呼
び
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
と
も
と
「
極
楽
」
は
『
阿
弥
陀
経
』
に
説
く
如
く
「
舎
利
仏
よ
、
極
楽
世
界
に
は
有
情
に
身
の
苦
も
な
く
、

心
の
苦
も
な
い
、
無

量
の
楽
の
因
の
み
が
あ
る
。

そ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
彼
の
世
界
は
極
楽
（
印
Z
W
F
m
Z
ω
仲
間
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
焚
本
第
二
章
）
と
定

義
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
苦
が
な
く
楽
因
だ
け
が
あ
る
こ
と
」
、
楽
が
あ
る
こ
と
が
「
極
楽
」
と
呼
ば
れ
た
主
な
る
理
由
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
も
同
一
で
あ
る
。
『
無
量
寿
経
』
に
も
極
楽
の
結
構
を
詳
述
し
た
あ
と
で
、
「
阿
難
よ
、
こ
の
理
由
で
、

彼
の
世
界
は
略
し
て
極
楽
（
m
z
w
E－4
m
注
目
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
詳
説
に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
。
阿
難
よ
、
極
楽
世
界
の
楽
の
因
を

讃
嘆
す
る
聞
に
一
劫
が
過
ぎ
て
し
ま
う
と
し
て
も
、
そ
の
聞
に
そ
の
楽
の
因
の
際
限
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
（
発
本
第
二

四
章
）
と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
、

楽
が
あ
る
か
ら
極
楽
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

楽
と
清
浄
と
は
同
一
で
な
い
。



極
楽
が
直
ち
に
浄
土
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
身
心
の
楽
の
あ
る
世
界
」
は
、
形
相
的
に
も
美
し
い
世
界
で
あ
る
か
ら
、
極
楽
は
七
宝
等
で
飾
ら
れ
た
美
し

い
世
界
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
美
し
い
世
界
に
「
清
浄
な
世
界
」
の
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を

「
浄
化
さ
れ
た
世
界
」
と
読
み
か
え
て
、
そ
れ
が
何
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
た
か
を
考
え
て
、
浄
化
の
原
因
と
し
て
法
蔵
菩
薩
の
願
心
を

取
り
上
げ
る
と
こ
ろ
に
、
浄
土
教
が
形
成
さ
れ
て
い
く
経
過
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
浄
土
教
の
形
成
は
、

天
親
の
『
浄
土
論
』
で
は
ま
だ
十
分
に
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
曇
驚
の
『
論
註
』
に
至
っ
て
、

ほ
ぽ
成
立
し
た
と
考
え
た
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
問
題
を
考
察
す
る
前
に
、

『
阿
弥
陀
経
』
を
訳
し
た
時
に
は
羅
什
に
極
楽
が
浄
土
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
無
か

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
彼
の
訳
し
た
『
阿
弥
陀
経
』
と
玄
英
訳
の
『
称
讃
浄
土
仏
摂
受
経
』
と
の
訳
語
を

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
う
る
。

し
か
も
若
し
羅
什
に
極
楽

1
浄
土
の
理
解
が
無
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

「
浄
土
」

の
観
念
が
『
阿

弥
陀
経
』
や
『
無
量
寿
経
』
に
必
然
的
に
内
含
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。

擢
什
と
浄
土
の
観
念

羅
什
の
訳
し
た
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
「
浄
土
」
の
訳
語
が
一
回
も
現
れ
な
い
の
に
、
そ
れ
よ
り
二
百
年
以
上
後
に
訳
さ
れ
た
異
訳
の

玄
英
訳
『
称
讃
浄
土
仏
摂
受
経
』
に
は
、
経
題
に
「
浄
土
」
の
語
を
入
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
本
文
の
訳
文
中
に
も
「
極
楽
世
界
浄

仏
土
」
の
訳
語
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
「
彼
仏
浄
土
」
の
訳
語
も
現
れ
る
す
）
。

し
か
し
こ
れ
は
、

玄
突
の
訳
し
た
阿
弥
陀
経

の
党
本
に
「
浄
土
」
に
相
当
す
る
原
語
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
藤
田
博
士
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
恐
ら
く
こ
れ
は
玄
突
が
翻
訳
に
さ
い

し
て
附
加
し
た
言
葉
で
あ
ろ
う
（
4
）。
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四

し
か
ら
ば
何
故
こ
の
よ
う
な
訳
語
の
変
化
が
起
っ
た
か
と
い
え
ば
、
羅
什
の
時
代
に
は
ま
だ
極
楽
が
「
浄
土
」
で
あ
る
と
い
う
問
題

意
識
が
中
国
仏
教
で
熟
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
若
し
、
極
楽
は
浄
土
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
羅
什
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

『
阿
弥
陀
経
』
の
翻
訳
に
さ
い
し
て
「
浄
土
」
と
い
う
訳
語
を
組
み
入
れ
る
こ
と
は
、
羅
什
に
と
っ
て
は
容
易
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
が
な
い
の
は
、
羅
什
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
が
浄
土
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
無
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

し
か
る
に
そ
の
後
に
お
い
て
、
中
国
に
天
親
の
『
浄
土
論
』
が
伝
来
し
、
曇
驚
以
下
の
浄
土
教
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
極
楽

1
浄
土
の
観

念
が
確
立
し
た
の
で
、

そ
の
後
に
『
阿
弥
陀
経
』
を
訳
出
し
た
玄
突
は
、

こ
の
経
を
『
称
讃
浄
土
仏
摂
受
経
』
と
、

経
題
か
ら
し
て

「
浄
土
の
経
典
」
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
翻
訳
を
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
極
楽
が
浄
土
で
あ
る
と
い
う

認
識
は
、
中
国
仏
教
で
成
立
し
た
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
。

し
か
も
一
般
に
、
諸
仏
の
国
土
が
浄
土
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
羅
什
の
訳
経
に
負
う
点
が
多
い
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
羅

什
の
訳
し
た
『
大
品
般
若
経
』
に
は
、
「
浄
仏
国
土
」
の
訳
語
が
多
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
羅
什
に
先
行
す
る
『
放
光
般
若
経
』
や
『
光

讃
般
若
経
』
に
も
す
で
に
現
れ
て
い
る
。

そ
し
て
党
本
に
も
見
ら
れ
る
｛
5
）。

し
た
が
っ
て
『
般
若
経
』
系
統
で
は
、

浄
仏
国
土
の
思

想
が
イ
ン
ド
仏
教
で
す
で
に
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
『
般
若
経
』
に
浄
仏
国
土
の
思
想
が
あ
る
こ
と
が
、
直
ち

に
『
無
量
寿
経
』
に
も
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

羅
什
は
、

大
品
・
小
品
等
の
『
般
若
経
』
を
訳
し
た
の
と
同
時
に
、
『
維
摩
経
』
を
も
訳
し
て
い
る
。

羅
什
の
訳
し
た
『
維
摩
経
』

の
「
仏
国
品
」
に
「
直
心
は
是
れ
菩
薩
の
浄
土
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
浄
土
を
説
き
、
最
後
に
「
若
し
菩
薩
浄
土
を
得
ん
と
欲

せ
ば
、

当
さ
に
其
の
心
を
浄
む
べ
し
。

其
の
心
浄
き
に
随
い
て
則
ち
仏
土
浄
し
」
（
6
）
の
有
名
な
言
葉
が
あ
る
。

支
謙
訳
・
玄
英
訳
の

『
維
摩
経
』
に
も
、

羅
什
訳
と
全
同
で
は
な
い
が
、

浄
土
の
思
想
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
国
土
清
浄
、
仏
国
清
浄
之
行
」
「
厳
浄
仏



土
、
浄
仏
土
」
（
7
）
等
の
訳
語
で
一
不
さ
れ
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
訳
『
維
摩
経
』
に
も
、
羅
什
訳
ほ
ど
に
多
く
は
な
い
が
、
と
も
か
く
寸
浄

土
」
に
相
当
す
る
訳
語
が
あ
る
こ
と
は
、
藤
田
博
士
の
示
し
て
お
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
（
8
3

故
に
維
摩
経
に
も
、

イ
ン
ド
仏
教
時
代
に
す
で
に
浄
土
の
思
想
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
中
国
仏
教
と
し
て
は
、

支
謙
訳

『
維
摩
経
』
に
は
「
仏
国
清
浄
」
の
語
は
あ
っ
て
も
、
「
浄
土
」
の
訳
語
は
見
当
ら
な
い
か
ら
、

中
国
の
浄
土
思
想
の
発
展
に
は
羅
什

訳
『
維
摩
経
』
の
果
し
た
役
割
が
大
き
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
『
法
華
経
』
に
も
、
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』
に
は
「
浄
土
」
の
訳
語

が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
有
名
な
「
霊
山
浄
土
」
の
思
想
が
起
こ
る
。
こ
の
場
合
に
も
竺
法
護
訳
の
『
正
法
華
経
』
に
は
浄
土
の
訳
語

は
見
当
ら
な
い
す
な
さ
ら
に
究
本
の
『
法
華
経
』
に
も
、
羅
什
訳
の
「
浄
土
」
の
対
応
語
に
「
浄
」
の
意
味
は
見
当
ら
な
い
（
目
。
、，
'-

の
場
合
に
も
、
羅
什
訳
の
「
霊
山
浄
土
」
の
思
想
が
そ
の
後
の
中
国
仏
教
の
浄
土
思
想
に
寄
与
し
た
点
は
大
き
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ

う
に
中
国
仏
教
の
浄
土
思
想
の
発
展
に
は
、
羅
什
訳
諸
経
典
の
果
し
た
役
割
が
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
羅
什
の
訳
し
た
『
阿
弥
陀

経
』
に
は
「
浄
土
」
の
訳
語
が
な
い
こ
と
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

中
国
仏
教
で
、
仏
国
土
が
浄
土
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
た
か
ま
る
に
つ
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
も
浄
土
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
強

ま
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
ら
ば
羅
什
や
虚
山
の
慧
遠
の
時
代
か
ら
、
曇
驚
ま
で
の
約
百
年
間
に
、
ど
の
よ
う
に
極

楽
浄
土
の
思
想
が
発
展
し
た
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
諸
方
面
か
ら
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
し
、
資
料
も
豊
富
で
あ
る
と
は
い
え

な
い
の
で
、
こ
の
小
論
で
触
れ
る
余
裕
は
な
い
。
と
も
か
く
羅
什
は
『
般
若
経
』
や
『
維
摩
経
』
の
訳
出
を
通
じ
て
、

イ
ン
ド
大
乗
仏

教
の
浄
土
の
思
想
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
『
維
摩
経
』
や
『
般
若
経
』
の
訳
文
の
上
に
巧
み
に
生
か
し
て
い
る
。
し
か
し
『
阿
弥
陀

経
』
の
訳
文
に
は
浄
土
の
訳
語
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
羅
什
が
、

『
阿
弥
陀
経
』
訳
出
時
に
、

極
楽
を
浄
土
と
理
解
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
羅
什
の
『
維
摩
経
』
や
『
般
若
経
』
の
浄
土
の
思
想
が
、
そ
の
後
の
中

浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
（
平
川

彰

五



浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
（
平
川

彰

/', 

国
仏
教
者
の
浄
土
思
想
を
発
展
せ
し
め
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
を
主
題
と
す
る
念
仏
三
昧
や
般
舟
三
味
等
の
実
践
と
結
合
し
て
、
極
楽
浄

士
の
観
念
を
醸
成
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
曇
驚
が
『
論
註
』
を
著
わ
す
時
に
は
、
す
で
に
そ
れ

以
前
に
中
国
仏
教
に
つ
極
楽
浄
土
L

の
思
想
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、

『
論
註
』
に
お
け
る
曇
驚

の
「
浄
土
」
と
い
う
用
語
の
取
扱
い
に
よ
っ
て
知
り
う
る
。

浄
土
論
の
浄
土
の
観
念

天
親
の
『
浄
土
論
』
は
詳
し
く
は
『
無
量
寿
経
優
波
提
舎
願
生
偏
』
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
『
浄
土
論
』
と
呼
ぶ
の
は
、
中
国

仏
教
に
お
い
て
で
あ
り
、
恐
ら
く
道
紳
の
『
安
楽
集
』
に
「
又
天
親
の
浄
土
論
に
依
る
に
」
（
日
）
と
あ
る
の
が
最
初
で
あ
ろ
う
。

曇
驚
の

『
論
註
』
は
、
大
正
蔵
本
で
は
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
備
婆
薮
輔
衆
頭
菩
薩
造
井
註
』
（
ぎ
と
あ
る
。
こ
れ
を
『
浄
土
論
註
』
と
か
『
往

生
論
註
』
と
呼
ぶ
の
は
、
後
世
の
呼
称
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
便
宜
上
『
論
註
』
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
本
来
の
題
名
で
は
な
い
。
さ
ら
に

『
論
註
』
の
本
文
中
に
も
、
天
親
の
論
を
『
浄
土
論
』
と
か
『
往
生
論
』
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
『
論
註
』
に
お
け

る
曇
驚
の
註
釈
の
仕
方
が
、
天
親
の
論
を
『
浄
土
論
』
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
た
ら
し
め
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
曇
驚

の
あ
と
で
、
天
親
の
論
を
『
浄
土
論
』
、
曇
驚
の
註
を
『
浄
土
論
註
』
と
い
う
呼
称
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
天
親
の
論
は
、
後
世
『
浄
土
論
』
と
呼
ば
れ
た
が
、
し
か
し
天
親
の
論
自
身
に
は
『
浄
土
論
』
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
必

ら
ず
し
も
十
分
で
な
い
。
こ
の
呼
称
は
曇
驚
の
『
論
註
』
に
お
け
る
註
釈
に
よ
る
の
で
あ
り
、
曇
驚
の
註
釈
が
天
親
の
論
を
『
浄
土
論
』

た
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
親
の
論
に
は
、
「
願
生
安
楽
園
」
と
い
い
、

さ
ら
に
「
安
楽
世
界
」
「
安
楽
国
土
」
（
日
）
等
と
極
楽
を
呼

ん
で
お
り
、
「
安
楽
同
」
の
呼
称
が
多
い
。
「
浄
土
」
の
用
例
は
「
浄
土
の
果
報
は
二
種
の
議
嫌
の
過
を
離
る
」
（
M
）
と
い
う
文
に
一
例
あ



る
の
み
で
あ
る
。

な
お
「
安
楽
園
土
」
は
「
極
楽
国
土
」
と
原
語
は
同
じ
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。

そ
し
て
天
親
の
論
で
は
、

極
楽
を

「
清
浄
な
国
土
」
と
し
て
示
さ
ん
と
す
る
点
が
つ
よ
い
の
で
あ
る
。

極
楽
を
「
清
浄
国
土
」
と
見
る
こ
と
は
、

『
無
量
寿
経
』
や
『
観
無
量
寿
経
』
に
こ
の
よ
う
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
か
ら
、

そ
れ
に
基

い
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
。

と
く
に
『
観
無
量
寿
経
』
で
は
、
極
楽
を
観
想
す
る
の
に
「
清
浄
業
処
観
」
｛
さ
に
よ
っ
て
い
る
。
清
浄

業
処
観
に
よ
る
か
ら
、
観
ぜ
ら
れ
た
極
楽
が
清
浄
国
土
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
極
楽
を
清
浄
な
国
土
と
し
て
観
ず
る
こ
と
は
、

『
無
量
寿
経
』
よ
り
も
『
観
無
量
寿
経
』
の
方
が
一
歩
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
こ
に
詳
説
す
る
余
裕
は
な
い
。
天

親
の
論
で
は
、
安
楽
園
を
十
七
種
の
器
世
間
清
浄
と
十
二
種
の
衆
生
世
間
清
浄
と
に
よ
っ
て
観
ず
る
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
奪
摩
他
（
2
5
m笹
川
凶
止
）
と
毘
婆
舎
那
己
目
出
身
山
口
勧
観
）
と
を
広
略
に
修
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
ず
る
の
ぐ
あ
る
。

こ
の
よ

う
に
観
法
に
よ
っ
て
極
楽
の
清
浄
性
を
観
ず
る
点
で
は
、
天
親
の
論
は
そ
の
立
場
が
『
無
量
寿
経
』
よ
り
も
『
観
無
量
寿
経
』
に
近
い

と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
『
無
量
寿
経
』
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、

し
か
し
、
安
楽
園
に
は
女
人

－
根
欠
・
二
乗
種
は
不
生
で
あ
る
と
な
す
点
な
ど
は
、
「
二
乗
種
不
生
」
の
点
で
現
在
の
『
無
量
寿
経
』
と
は
合
わ
な
い
。

こ
こ
に
は
天
親
の
論
に
つ
い
て
詳
し
く
言
及
す
る
全
裕
は
な
い
の
で
、
そ
の
示
す
「
清
浄
性
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ

る
「
浄
土
」
と
、
少
し
く
意
味
が
異
な
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
天
親
の
論
の
目
的
は
五
念
門
の
修
行
を
成
就
し
て
安
楽
園
土
に
往

生
せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
五
念
門
と
は
、
礼
拝
門
・
讃
歎
門
・
作
願
門
・
観
察
門
・
廻
向
円
で
あ
る
。
こ
の
中
、
著
摩
他
を
行
ず

る
の
は
作
願
門
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
の
観
察
門
で
毘
婆
舎
那
を
修
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
に
廻
向
門
が
つ
づ
く
が
、
中
心

は
観
察
円
で
あ
る
。
こ
こ
で
十
七
種
の
仏
国
土
の
功
徳
荘
厳
成
就
と
、
八
種
の
仏
功
徳
荘
厳
成
就
、
四
種
の
菩
薩
功
徳
荘
厳
成
就
と
を

観
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
功
徳
荘
厳
成
就
の
一
一
を
取
り
上
げ
る
余
裕
は
な
い
が
、
十
七
種
の
仏
国
土
功
徳
荘
厳
の
第
一
は
清
浄

浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
（
平
川

彰

七



浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
（
平
川

彰

F、

功
徳
成
就
で
あ
り
、
こ
れ
は
安
楽
世
界
の
相
が
、
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
三
界
の
相
に
こ
え
て
勝
れ
て
お
り
、
清
浄
で
あ
る
こ
と
を

ぃ、っ。さ
ら
に
仏
功
徳
荘
厳
成
就
の
第
五
に
寸
衆
荘
厳
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
安
楽
国
土
の
天
人
不
動
衆
が
（
阿
弥
陀
仏
の
）
清
浄
の
智
海
か

ら
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
次
に
菩
薩
功
徳
荘
厳
成
就
の
第
一
に
、
安
楽
国
は
清
浄
に
し
て
常
に
無
垢
輸
を
転
ず
る
こ
と
を
い
う
。

こ
れ
は
、
安
楽
国
の
無
量
の
大
菩
薩
が
、
本
処
を
動
せ
ず
し
て
、
十
方
に
至
っ
て
種
々
に
応
身
化
身
を
現
じ
、
法
輸
を
転
じ
、
煩
悩
の

泥
中
に
あ
る
衆
生
を
開
導
し
て
、
正
覚
の
花
を
聞
か
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

山
口
益
博
士
は
、
こ
の
二
十
九
種
荘
厳
を
唯
識
の
四
智
に
配
当
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
即
ち
十
七
種
の
阿
弥
陀
仏
の
国
土
功
徳
荘
厳
成

就
を
大
円
鏡
智
に
配
し
、

八
種
の
仏
功
徳
荘
厳
成
就
を
平
等
性
智
に
配
し
、
四
種
の
菩
薩
功
徳
荘
厳
成
就
を
妙
観
察
智
と
成
所
作
智
と

に
配
し
て
説
明
し
て
お
ら
れ
る
お
）

O

こ
の
配
当
は
理
由
が
あ
る
と
思
う
。

国
土
功
徳
荘
厳
は
後
に
「
器
世
間
清
浄
」
と
言
い
か
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
極
楽
の
器
世
間
の
功
徳
荘
厳
の
成
就
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

ア

l
ラ
ヤ
識
の
転
依
し
た
大
円
鏡
智
と
見
る
の
に

ふ
さ
わ
し
い
。
次
の
八
種
の
仏
功
徳
荘
厳
成
就
は
、
阿
弥
陀
仏
の
自
利
利
他
円
満
の
功
徳
荘
厳
の
成
就
で
あ
り
、
平
等
の
法
身
を
得
る

こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
平
等
性
智
と
表
出
す
る
こ
と
は
理
由
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
四
種
の
菩
薩
功
徳
荘
厳
成
就
は
、

応
化
身
が
十
方
世
界
に
遊
化
し
て
、
自
在
に
衆
生
を
教
化
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
妙
観
察
智
と
成
所
作
智
と
に
配
当
す
る
こ
と
は
妥

当
で
あ
る
。

天
親
の
論
で
は
、
こ
の
国
土
と
仏
と
菩
薩
の
三
種
の
功
徳
成
就
は
法
蔵
菩
薩
の
願
心
の
荘
厳
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
理
由

は
「
一
法
句
」
す
な
わ
ち
真
如
の
等
流
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
法
蔵
窓
口
薩
の
願
心
の
浄
化
の
力
に
よ
っ
て
成
就

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
「
清
浄
句
」
と
も
い
う
。
こ
の
清
浄
に
二
種
が
あ
り
、
十
七
種
の
器
世
間
清
浄
と
、
仏
の
八
と
菩
薩
の
四
を
加



え
た
十
二
種
の
衆
生
世
間
清
浄
と
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
は
、
極
楽
の
清
浄
を
国
土
・
仏
・
菩
薩
衆
と
に
分
ち
、
二
十
九
種
に
よ
っ
て
組
織
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
親
の
論
に
は

な
お
こ
の
外
に
も
、
極
楽
の
清
浄
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、

と
も
か
く
極
楽
の
清
浄
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
天
親
の
論
の
目
的
の

重
要
な
部
分
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
清
浄
な
浄
土
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
極
楽
の
清
浄
性
を
論
証

せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
こ
で
は
ま
だ
極
楽
が
清
浄
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

こ
れ
が
一
転
す
れ
ば
、
「
清

浄
な
国
土
」
す
な
わ
ち
浄
土
が
表
面
に
出
る
こ
と
に
な
る
。

天
親
の
論
に
お
い
て
は
、
「
是
の
如
く
菩
薩
の
智
慧
心
・
方
便
心
、

無
障

心
・
勝
真
心
は
、
能
く
清
浄
の
仏
国
土
に
生
ず
」
（
立
と
述
べ
、

唯
心
論
の
立
場
で
仏
国
土
の
清
浄
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
す
で
に
清
浄
な
仏
国
土
、
す
な
わ
ち
浄
土
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
天
親
の
論
全
体
が
唯
心
論
的
基
調
に
立
っ
て
、
極
楽
が

浄
土
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
中
心
は
浄
土
で
は
な
し
に
安
楽
園
に
あ
る
。

こ
れ
が
『
論
註
』
に
な
る
と
、
極
楽
は
極
楽
浄
土
・
安
楽
浄
土
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
曇
驚
に
は
、
唯
識
の
転

識
得
智
の
思
想
は
な
い
か
ら
、
上
述
の
極
楽
の
二
十
九
種
荘
厳
も
、
客
体
的
な
浄
土
の
荘
厳
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
天
親

の
論
と
曇
驚
の
『
論
註
』
と
の
立
場
の
違
い
が
あ
る
と
考
え
る
。

四

浄
土
論
註
の
浄
土
観

『
論
註
』
で
は
、
極
楽
が
浄
土
で
あ
る
こ
と
は
最
初
か
ら
前
提
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
最
初
の
難
行
道
と
易
行
道
と
を
示
す
と
こ
ろ

に
、
「
易
行
道
と
は
、

謂
わ
く
、
信
仏
の
因
禄
を
以
っ
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。

仏
の
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
彼
の
清
浄
土
に
往
生
す

る
を
得
」
（
ぎ
と
述
べ
、

極
楽
を
は
じ
め
か
ら
浄
土
と
呼
ん
で
い
る
。
「
浄
土
」
と
い
え
ば
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
国
土
を
指
す
こ
と
が
自
明

浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
（
平
川

彰

九



浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
（
平
川
彰
）

。

な
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
天
親
の
論
で
「
安
楽
園
、
安
楽
国
土
」
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
『
論
註
』
で
は
、

す
べ
て
「
安

楽
浄
土
」
と
呼
び
か
え
ら
れ
て
い
る
。
稀
に
は
「
安
楽
世
界
」
の
語
も
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
用
例
が
少
な
い
。
こ
れ
は
さ
き
に
も

一
言
し
た
如
く
、
曇
驚
以
前
の
中
国
仏
教
で
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
が
浄
土
で
あ
る
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
曇
驚
は
こ
の
定
説
に
立
っ
て
、
極
楽
が
浄
土
で
あ
る
理
由
を
、
天
親
の
論
に
拠
り
つ
つ
も
、
そ
れ
と
は
別
の
仕
方
で
論
証
し
て

い
る
。
（
『
論
註
』
に
中
観
の
思
想
の
つ
よ
い
こ
と
は
、
学
者
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
て
い
る
。
）
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
浄
土
に
、
凡
夫
が
い

か
に
し
て
往
生
で
き
る
か
と
い
う
往
生
の
論
理
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

天
親
の
論
で
は
「
五
念
門
を
修
し
て
成
就
す
る
者
は
、
畢
寛
じ
て
安
楽
園
土
に
生
じ
、
彼
の
阿
弥
陀
仏
を
見
る
こ
と
を
得
」
（
四
｝
と
説

き
、
五
念
門
が
極
楽
往
生
の
方
法
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
第
一
の
礼
拝
門
に
次
い
で
、
第
二
の
讃
歎
門
は
如
実
修
行
と
相
応

す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
第
三
の
作
願
門
は
如
実
修
行
の
蓉
摩
他
で
あ
り
、
第
四
の
観
察
門
も
如
実
修
行
の
毘
婆
舎
那
で
あ
る
。
し
か
し

「
如
実
修
行
」
は
聖
者
に
な
っ
て
は
じ
め
て
な
し
得
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
凡
夫
の
な
し
得
べ
き
行
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
天
親
の
論
の

限
界
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
曇
驚
は
『
論
註
』
の
最
初
に
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
を
引
用
し
て
、
菩
薩
が
「
不
退
」
を
求
め
る

の
に
二
種
の
道
が
あ
る
と
し
て
、
難
行
道
と
易
行
道
と
を
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
易
行
道
は
「
信
仏
」
に
拠
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
道

仏
国
土
功
徳
成
就
を
説
明
し
た
あ
と
に
も
、

で
あ
り
、
仏
の
本
願
力
に
乗
じ
て
浄
土
に
往
生
す
る
道
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
凡
夫
往
生
の
道
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
十
七
種
の

「
此
の
十
七
種
の
荘
厳
成
就
を
観
ず
れ
ば
能
く
真
実
の
浄
信
を
生
じ
て
、

必
定
し
て
彼
の

安
楽
仏
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
る
な
り
」
（
包
と
説
き
、

観
察
門
の
説
明
に
お
い
て
も
、

「
浄
信
」
に
よ
っ
て
往
生
が
可
能
で
あ
る
と
説

い
て
い
る
。
こ
こ
に
も
『
論
註
』
が
天
親
の
論
と
立
場
が
異
な
る
こ
と
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
天
親
に
は
竜
樹
の
『
十
住
昆
婆
沙
論
』
の

引
用
、
易
行
道
へ
の
反
省
は
な
い
。
信
仰
に
よ
っ
て
往
生
で
き
る
こ
と
も
説
か
な
い
。

天
親
の
論
に
も
、

五
念
門
を
説
く
前
に
、

「云



何
が
観
じ
、
云
何
が
信
心
を
生
ず
る
や
し
（
幻
）
と
言
っ
て
、
信
心
に
関
説
し
て
い
る
が
、

曇
驚
の
場
合
の
如
く
に
、
信
心
が
往
生
の
た
め

に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
な
い
。

「
浄
土
教
」
と
呼
ぶ
た
め
に
は
、
単
に
浄
土
が
説
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
凡
夫
の
浄
土
往
生
を
可
能
に
す
る
論
理
が
必
要
で
あ

る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
曇
驚
に
至
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
も
曇
臨
時
は
、
天
親
の
論
の
礼
拝
門
等
の
五
念
門
を
解
説
し
た
あ
と
に
、

「
五
種
の
業
和
合
す
れ
ば
、

則
ち
是
れ
往
生
浄
土
の
法

門
に
随
順
し
て
、

自
在
の
業
成
就
せ
る
な
り
L

（
忽
）
と
述
べ
、

「
往
生
浄
土
の
法
門
し
と
言
っ
て
い
る
。

法
門
と
い
え
ば
教
え
の
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
浄
土
教
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
曇
驚
が
浄
土
教
の
教
理
を
組
織
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
こ
と
が

一
不
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
曇
驚
の
あ
と
に
道
縛
が
『
安
楽
集
』
に
「
無
量
清
浄
覚
経
に
云
う
、
善
男
子
、
善
女
子
、
浄
土
の
法
門
を
説

く
を
聞
い
て
、

心
に
悲
喜
を
生
じ
、
身
毛
た
め
に
堅
つ

O
i
－
－
－
若
し
復
人
有
り
、
浄
土
の
法
門
を
聞
く
を
聞
き
て
、
都
て
信
を
生
ぜ
ざ

る
者
は
、

当
に
知
る
べ
し
、

此
の
人
は
始
め
て
三
悪
道
よ
り
来
れ
る
な
り
と
」
（
幻
）
等
と
述
べ
、

「
浄
土
法
門
」
の
用
語
を
用
い
て
い
る
。

そ
の
後
に
善
導
の

『
法
事
讃
』

や
窺
基
の

『
西
方
要
決
』
（
勾
）
等
に
「
浄
土
教
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「
浄
土
法
門
」
「
浄
土
教
」
の
用
語
も
中
国
仏
教
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

極
楽
が
清
浄
で
あ
る
こ
と
は
、
天
親
の
論
で
証
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
清
浄
性
の
根
拠
に
つ
い
て
は
天
親
の
論
で
は
ま
だ
十
分
に

示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
明
示
し
た
の
は
『
論
註
』
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
親
の
論
に
極
楽
の
二
十
九
種
荘
厳
、
す
な
わ
ち
十

七
種
の
仏
土
功
徳
成
就
と
、

八
種
の
仏
功
徳
成
就
、

四
種
の
菩
薩
功
徳
成
就
と
は
「
此
の
三
種
の
成
就
は
願
心
荘
厳
せ
り
、

応
知
L

（勾）

と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
の
「
願
心
荘
厳
」
を
説
明
し
て
、
『
論
註
』
に
は
「
此
の
三
種
の
荘
厳
成
就
は
、

も
と
四
十
八
願
等
の
清
浄
願

心
の
荘
厳
す
る
所
な
る
に
由
る
。
因
浄
な
る
が
故
に
果
浄
な
り
。

無
因
と
他
の
因
の
有
る
に
は
非
ら
ざ
る
と
知
る
べ
し
」
（
お
）
と
述
べ
て

浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
（
平
川

彰



浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
（
平
川

彰

、
・
〉
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・
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即
ち
法
蔵
菩
薩
の
願
心
が
清
浄
で
あ
っ
た
か
ら
、

極
楽
が
清
浄
な
の
で
あ
る
。
「
因
浄
な
る
が
故
に
果
も
浄
で
あ
る
」
と
い
う

の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
因
浄
L

と
い
う
こ
と
が
、
華
厳
の
「
性
起
」
の
思
想
で
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
天

親
の
論
に
「
正
道
の
大
慈
悲
は
出
世
の
善
根
よ
り
生
ず
」
の
語
が
あ
る
が
、
こ
の
句
は
、
十
七
種
の
仏
土
功
徳
成
就
の
第
三
「
荘
厳
性

功
徳
成
就
」
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
性
L

を
曇
驚
は
「
性
と
は
是
れ
本
の
義
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
此
の
浄
土
は
法
性
に

随
順
し
て
、
法
本
に
訴
か
ず
。
事
、
花
厳
経
の
宝
王
如
来
の
性
起
の
義
に
同
じ
。
又
言
う
、
積
習
し
て
性
を
成
、
す
と
は
、
法
蔵
菩
薩
を

指
す
な
り
。
諸
波
羅
蜜
を
集
め
て
、

積
習
し
て
成
、
ず
る
所
な
り
。

ま
た
性
と
一
7

一
口
う
は
是
れ
聖
種
性
な
り
。

は
じ
め
法
蔵
菩
薩
、

世
白

在
王
仏
の
所
に
お
い
て
無
生
法
忍
を
悟
れ
り
。
そ
の
時
の
位
は
聖
種
性
と
名
ず
く
。
こ
の
性
中
に
お
い
て
四
十
八
の
大
願
を
発
し
て
此

の
土
を
修
起
せ
り
。
即
ち
安
楽
浄
土
と
日
う
。
是
れ
彼
の
因
の
所
得
な
り
。

果
の
中
に
因
を
説
く
が
故
に
名
ず
け
て
性
と
な
す
」
（
幻
）
と

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
蔵
の
願
行
と
浄
土
の
関
係
を
、
曇
驚
は
華
厳
の
性
起
の
思
想
で
説
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
広
義
の
如
来
蔵
思
想
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
法
蔵
菩
薩
の
法
蔵
を
、
六
波
羅
蜜
を
積
習
し
て
成
じ
た
「
性
」

で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
性
は
性
起
の
性
で
あ
り
、
こ
の
法
蔵
の
性
か
ら
浄
土
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
が

世
自
在
王
仏
の
許
で
無
生
法
忍
を
起
し
た
。
そ
の
時
の
位
は
聖
種
性
で
あ
っ
た
。
こ
の
性
の
中
か
ら
四
十
八
の
大
願
を
起
し
、
修
行
の

結
果
、
安
楽
浄
土
を
修
起
し
た
の
で
あ
る
。
浄
土
は
因
の
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
極
楽
が
浄
土
で
あ
り
、
清
浄
で
あ
る

こ
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
因
の
「
性
」
が
清
浄
で
あ
る
意
味
で
あ
る
。

さ
き
に
は
、
「
因
浄
な
る
が
故
に
果
も
ま
た
浄
な
り
」
と
言

わ
れ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
「
性
は
不
改
の
義
な
り
L

（
お
）
と
曇
驚
も
い
う
如
く
、

不
変
の
本
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
法
性
、
仏
性
、
自
性

清
浄
心
と
い
う
の
と
別
の
も
の
で
は
な
い
。

私
は
か
つ
て
法
蔵
菩
薩
の
「
法
蔵
」
を
如
来
蔵
と
解
釈
し
た
が
（
鈎
）
、

」
の
考
え
は
上
記



の
曇
驚
の
考
え
と
別
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
仏
教
で
説
く
寸
法
L

に
は
多
く
の
意
味
が
あ
る
た
め
に
、
法
政
菩
蔭
の
「
法
」
に

そ
れ
ら
の
中
の
ど
の
意
味
を
当
は
め
る
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
私
は
こ
の
「
法
蔵
L

（
色
町
民
自
白
・
巴

S
E）
と
い
う
合
成
語
に
お
い
て
、

後
分
の
「
ア
l
カ
ラ
」
に
よ
っ
て
前
分
の
「
法
」
が
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
、

ア
I
カ
ラ
に
界
（
ダ
l
ッ
、
向
山
｝
H
b

広
巳
）
と
同
じ
な
味

が
あ
る
点
か
ら
、
法
蔵
を
法
界
、
法
性
と
同
じ
意
味
に
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
曇
驚
の
い
う
「
性
と
は
本
の
義
、
法
性
に
随
順
し
、

法
本
に
請
か
ず
」
と
い
う
場
合
の
法
性
と
同
じ
意
味
に
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
性
は
人
格
的
に
い
え
ば
、
仏
に
お
い
て
は
「
法
身
」

で
あ
り
、

聖
種
性
の
菩
薩
に
あ
っ
て
は
「
如
来
蔵
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

四
十
八
願
を
発
し
た
と
き
の
法
蔵
書
薩
を
聖
種
性

の
菩
薩
と
曇
驚
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
法
蔵
菩
薩
を
如
来
蔵
と
解
す
る
こ
と
は
曇
驚
の
解
釈
と
一
致
す
る
と
考
え
る
。

『
論
註
』
に
は
ま
た
「
安
楽
浄
土
は
是
れ
無
生
忍
菩
薩
の
浄
業
の
所
起
な
り
」
（
加
）
と
も
言
っ
て
い
る
。

『
論
註
』
に
は
尚
多
く
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
極
楽
の
清
浄
性
は
天
親
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
た
が
、
曇
驚
は
そ
の
あ

と
を
受
け
て
、
そ
の
浄
土
の
浄
土
た
る
根
拠
を
「
性
起
」
の
思
想
で
基
礎
つ
け
た
。
さ
ら
に
こ
の
浄
土
に
往
生
す
る
根
拠
が
「
信
仏
の

因
縁
」
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
浄
土
の
法
門
を
組
織
し
た
の
は
曇
驚
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
。

（1
）
藤
田
宏
達
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
五

O
七
頁
以
下
参
照
。

（2
）
藤
田
宏
達
、
前
引
書
五

O
八
頁
。

（3
）
『
称
讃
浄
土
仏
摂
受
経
』
大
正
二
一
、
三
四
八
l
三
五
一
中
。

（4
）
藤
田
宏
達
、
前
引
書
五

O
入
賞
。

（5
）
可
大
口
問
般
若
経
』
巻
六
で
は
、
十
地
の
説
明
で
、
第
三
地
に
五
法
を
行
ず
る
こ
と
を
説
き
、
多
学
問
無
厭
足
、
浄
法
施
、
浄
仏
国
土
亦
不
自

す
岡
、
受
世
間
無
量
数
字
口
、
不
以
為
厭
、
住
断
憐
処
の
五
を
挙
げ
て
い
る
。
大
正
入
、
二
五
七
上
。
こ
の
第
三
に
「
浄
仏
国
土
」
壱
挙
げ
て
い
る
。

『
放
光
般
若
経
L

巻
四
、
大
正
問
、
二
七
中
、
『
光
議
経
』
巻
七
、
大
花
岡
、
一
九
六
中
に
も
、
ほ
ほ
合
致
す
る
「
五
法
」
壱
挙
げ
、
「
浄
仏
国
土

浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
（
平
川
ヌルノ

＋ゾ
） 



浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
（
平
川
ヨシノ

早壬
） 

四

を
説
い
て
い
る
。
党
本
守
二
万
五
千
碩
般
若
経
』
の
相
当
箇
所
に
も
、
一
二
地
に
は
「
五
法
に
住
す
べ
き
こ
と
L

（宮

w
g
z
き
田
口

5
2
三宮山
a

S
4同
召
）
を
説
き
、
そ
の
第
三
に
「
浄
仏
国
土
・
善
根
廻
向
L

（
E
E
E
E
2
5宮
丘
小

O
E自由－
2
2
Z
B巴
白
宮
ユ
ロ
山
吉
田
口
出
片
山
）
そ
述
べ
て
い
る

O

H
M

白出向、曲一三信回同江田山町白田円安仙宮・と出仙同】仙『同
B
伊丹伽（わ回－
n
E
S
C丘町三回目

ω巾ユ巾回・

z。－
M
∞・巾円同・

σ日、

Z
－U
Z
2”の
m
w
W
C
2
p
同
申

ω∞w
同】・丘町）

し
か
し
般
若
経
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
「
浄
仏
国
土
」
の
用
語
は
し
ば
し
ば
出
る
。

（6
）
『
維
摩
詰
所
説
経
』
巻
上
、
大
正
一
四
、
五
一
二
八
上
中
。

（7
）
『
維
摩
詰
経
』
巻
上
、
大
正
一
回
、
五
二

O
上
中
。
『
説
無
垢
称
経
』
巻
一
、
大
正
向
、
五
五
九
上
中
。

（8
）
藤
田
宏
達
、
前
引
書
五

O
九
、
五
一

O
頁
。
長
尾
雅
人
司
維
摩
経
』
（
守
大
乗
仏
典
』
七
、
二
ハ

l
二
O
頁
）
参
照
。

（9
）
『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
六
、
大
正
九
、
四
三
下
。
な
お
同
巻
四
、
大
正
同
、
二
八
上
中
参
照
o

『
正
法
華
経
』
巻
七
、
大
正
向
、
一
一
五
上
。
な

お
同
巻
五
、
大
正
岡
、
九
六
上
中
参
照
。
但
し
緩
什
訳
で
も
、
可
大
智
度
論
』
巻
一
三
一
、
大
正
二
五
、
コ
一

O
二
下
、
『
十
住
昆
婆
沙
論
』
巻
八
、

大
正
二
六
、
六
四
下
等
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
悶
土
が
浄
土
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
『
阿
弥
陀
経
L

は
羅
什
の
訳
経
の
初
期
の
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
論
書
の
翻
訳
は
後
で
あ
る
の
で
、
事
情
が
異
な
る
。

（
日
）
藤
田
宏
達
、
前
引
書
五

O
八
頁
。

（
日
）
守
安
楽
集
』
巻
上
、
大
正
四
七
、
七
下
。

（
ロ
）
立
雨
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
儲
婆
薮
繋
頭
菩
薩
造
井
註
』
大
正
四

O
、
八
二
六
上
。

（
日
）
『
無
量
寿
経
優
波
提
舎
願
生
偏
』
大
正
二
六
、
二
一
二

O
上
中
。

（M
）
同
上
、
大
正
岡
、
ニ
コ
一
二
上
。

（
日
）
『
観
無
量
寿
経
』
意
提
希
が
「
教
我
観
於
清
浄
業
処
」
と
仏
陀
に
請
う
た
の
に
た
い
し
、
仏
陀
は
十
方
諸
仏
浄
妙
国
土
を
意
提
希
に
一
示
し
、

西
方
極
楽
国
土
を
観
ず
る
清
浄
業
処
観
ぞ
説
い
て
い
る
。
大
正
三
二
三
四
一
中
下
。
な
お
消
浄
業
処
観
に
つ
い
て
は
、
平
氏
何
鋭
正
「
浄
土
教

の
清
浄
業
処
観
に
つ
い
て
L

（
可
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
一
二
三
頁
以
下
）
参
照
。

（
日
）
山
口
益
『
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』
八
六
頁
、
同
『
世
親
の
浄
土
論
』
一

O
一
一
良
以
下
参
照
。

（
刀
）
『
無
量
寿
経
優
波
提
舎
願
生
偏
』
大
正
二
六
、
二
三
三
上
。

（
団
）
守
浄
土
論
註
』
巻
上
、
大
正
四

O
、
八
二
六
中
。

（
問
）
司
無
量
寿
経
優
波
提
合
願
生
偏
ι
大
正
二
六
、
二
三
一
中
。



（
却
）
吋
浄
土
論
註
L

巻
下
、
大
正
四

O
、
八
三
九
上
。

（
幻
）
可
無
量
寿
経
優
波
捉
舎
願
牛
一
例
』
大
正
二
六
、
二
三
一
中
。

（
幻
）
守
浄
土
論
註
L

巻
下
、
大
正
四

O
、
八
四
コ
一
上
。

（
幻
）
吋
安
楽
集
L

巻
上
、
大
正
四
七
、
四
下

l
五
上
。
な
お
こ
こ
に
引
く
早
川
山
量
清
浄
正
等
党
経
』
巻
四
の
相
当
筒
所
に
は
、
「
浄
土
法
門
L

の
語

は
な
い
。
同
上
、
巻
四
、
大
正
一
二
、
二
九
九
中
。

（
剖
）
可
転
経
行
道
願
往
生
浄
土
法
事
讃
』
巻
上
、
大
正
四
七
、
四
二
八
中
。
コ
凶
方
要
決
釈
疑
通
規
』
大
正
凹
七
、

（
お
）
可
無
量
寿
経
優
波
提
舎
願
生
偏
L

大
正
二
六
、
二
二
三
中
。

（
部
）
『
浄
土
論
註
』
巻
下
、
大
正
四

O
、
八
四
一
中
。

（
幻
）
向
上
、
巻
上
、
大
正
同
、
八
二
八
中
下
。

（
犯
）
向
上
、
巻
上
、
大
正
問
、
八
二
八
下
。

（
却
）
拙
論
「
法
蔵
菩
薩
と
如
来
蔵
」
令
官
山
谷
先
生
古
稀
記
念

（
初
）
『
浄
土
論
註
』
巻
上
、
大
正
四

O
、
八
二
九
上
。

浄
土
教
の
思
想
と
文
化
L

一
二
八
七
頁
以
下
。

浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
（
4
1
川

" ’ーノ
） 

一
O
四
中
。

五


