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道

鬮
、
慧
蓮
慈
愍
の
淨
土
教
義

印
度
の
事
は
暫
く
お
き
、
淨
王

教
が
支
那
で
行
は
れ
た
の
は
頗
る
早
い
時
代
で
あ
つ
た
。
そ
の
最
も
早
い
と
こ
ろ
で
は
西
晋
の
彌
天
の

道
安
が
淨
土
論
を
著
は
し
た
と
言
は
れ
て
あ
る
が
、
今
そ
の
書
籍
が
傳
は
ら
な
い
か
ら
、
ど
の
程
度
ま
で
淨

土
教
を
信
じ
つ
丶
あ
つ
た
か

叉
如
何
樣
な
教
義
で
あ
つ
た
か
は
殆
ん
ど
解
ら
な
い
。
寧
ろ
現
今
殘
さ
れ
て
あ
る
史
料
に
依
れ
ば
、
道
安
は
兜

牽
往
生
の
主
張
者
で
あ
つ

た

よ
う
に
思
は
れ
る
っ
但
し
大
正
大
藏
經
の
八
拾
五
卷
に
、
道
安
法
師
念
佛
讃
並
に
道
安
法
師
念
佛
讃
丈
と
云

ふ
短
篇
二
編
が
收
め
ら
れ

て

あ
る
が
、
充
分
に
其
教
義
を
知
る
こ
と
が
出
來
な
い
。

道
安
に
次
で
多
く
の
急
佛
者
が
あ
つ
た
ら
し
い
が
・
今
現
に
皮
傳
に
傳

へ
ら
れ
て
尠
る
有
名
な
人
は
帥
ち
僭

顯
や
慧
遠
で
あ
る
。
僭
顯

は
慧
遠
よ
り
も
先
輩
で
、
西
晋
の
末
に
江
東
に
於
て
念
佛
を
修
し
た
人
で
あ
る
が
是
又
委
し
い
史
實
を
知
る
こ

と
が
出
來
な
い
。
仍
て
今

は
暫
く
慧
遠
の
念
佛
を
略
辨
し
、
而
し
て
曇
鸞
の
特
色
を
述
べ
た
い
と
思

ふ
。

大
體
に
於
て
支
那
に
於
け
る
初
期
の
佛
教
は
、
何
れ
も
印
度
其
儘
の
氣
風
を
承
け
て
、
戒
定
慧
の
三
學
を
重

ん
じ
た
か
ら
、
ど
の
高
僣

も

み
な
戎
律
を
尊
重
し
た
が
、
特

に
慧
遠
に
至
つ
て
は
こ
の
點
が
特
に
嚴
重
で
あ
つ
た
。
慧
遠
は
立
派
な
人
格
者
で
、
古
今
稀
に
見
る
高

曇
轡
冊教
學
の
特
色
(石
】橋
)

一



二

僣

で
あ
つ
た
。
慧
遠
の
人
格
の
高
潔
な
事
は
何
れ
の
點
に
も
顯
は
れ
て
お
る
が
、
特
に
左
に
掲
ぐ
る
彼
れ
の
傳
記
の

一
節
は
最
も
明
か
に

そ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

慧
遽
八
-}-
111歳
の
時
、
病
漸
く
重
く
し
て
ま
さ
に
終
ら
ん
と
す
る
に
當
つ
て
、
門
弟
が
そ
れ
を
悲
ん
で
鼓
酒
(豆
と
鹽
と
で
作
つ
た
酒
)を
進
め
て
病
を

治
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
た
。
そ
の
時
慧
遶
は
、
律
の
申
に
之
を
許
さ
な
い
か
ら
と
て
斷
つ
た
。
そ
こ
で
米
汁
を
飮
ん
で
下
さ
い
と
願
つ
た
。
'慧
遠
は
既
に
日

中
を
過
ぎ
た
か
ら
、
そ
れ
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
斷
つ
た
。
仍
て
蜜
に
水
を
ま
ぜ
て
飮
ん
で
下
さ
い
と
頼
ん
だ
。p
こ
の
時
慧
遠
は
門
弟
を
し
て
律
文
を

開
い
て
、
そ
れ
が
よ
い
か
悪
い
か
を
尋
ね
さ
せ
た
が
、
未
だ
律
文
の
全
部
を
調
べ
終
る
こ
と
の
出
來
な
い
間
に
慧
遠
は
靜
か
に
邏
化
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て

あ
る
。
叉
病
間
に
遺
誠
し
て
、
我
れ
若
し
命
が
終
つ
た
な
ら
ば
決
し
て
土
申
に
埋
め
て
は
な
ら
な
い
、
遺
髏
を
松
林
の
間
に
捨
て
て
、
以
て
饑
た
る
鳥
獸

に
與
へ
よ
と
言
は
れ
た
が
、
さ
す
が
に
門
弟
も
情
に
忍
び
ず
、
終
に
厚
く
葬
つ
て
塔
を
建
て
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

此
等
の
記
事
を
見
る
時
に
、
如
何
に
慧
遠
が
卓
越
せ
る
人
格
の
人
で
あ
つ
た
か
は
想
像
に
餘
り
あ
る
も
の
と
思
う
。
余
は
こ
Σ
に
自
ら

我
が
渡
邊
先
生
の
高
風
を
思
ひ
出
さ
す
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
渡
邊
先
生
は
重
病
の
時
、
最
も
親
し
い
友
人
の

一
人
中
野
文
太
郎
博
士
に
書

面
を
與

へ
て
、
若
し
余
が
死
ん
だ
そ
の
後
で
v
私
の
體
が
學
界
の
爲
に
何
等
か
の
役
に
立
つ
な
ら
ば
、
決
し
て
遠
慮
す
る
こ
と
は
な
い
、

解
剖
に
付
し
て
貰
い
た
い
と
の
遺
言
で
あ
つ
た
の
で
、
中
野
博
士
は
大
學
で
之
を
解
剖
し
て
、
大
に
發
明
す
る
所
が
あ
り
學
界
に
貢
獻
し

た

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
話
が
大
變
横
道
に
そ
れ
た
が
、
再
び
本
筋
に
戻
つ
て
述
べ
よ
う
。

宗
組
は
選
擇
集
の
始

に
於
て
、
支
那
の
淨
土
教
に
は
三
流
あ
る
こ
と
を
明
さ
れ
た
。
帥
ち
慧
遠
と
善
導

と
慈
愍
三
藏
と
の
三
流
で
あ
る

が
、
此
の
三
流
に
は
各

々
の
特
異
な
點
が
あ
る
。
更
ら
に
宋
朝
以
後
に
於
て
は
、
天
台
と
念
佛
と
融
合
し
た
含
淨
二
致
の
念
佛
も
あ
り
、

淨

土
と
禪
宗
と

一
致
し
た
禪
淨

一
致
の
淨
土
教
も
あ
る
。
そ
の
他
華
嚴
、
律
、
唯
識
等
の
立
場
か
ら
念
佛
を
修
し
た
人
も
あ
つ
て
、
支
那

で
は
念
佛
が
各
方
面
に
進
入
し
つ
蕊
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
ま
つ
慧
遠
の
念
佛
の
要
領
を
述
べ
て
、
曇
鸞
に
移
り
た
い
と
思
う
。



慧
遠
の
師
で
あ
る
道
安
は
最
も
熟
心
な
般
若
の
研
究
者
で
あ
つ
次
が
、
其
の
弟
子
で
あ
る
慧
遠
も
亦
た
、
般
若
皆
室
の
思
想
鵞
深
く
通

逹
し
た
人
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
に
筌
の
思
想
が
慧
遠
の
念
佛
の
根
據
と
な
つ
た
こ
と
は
爭
は
れ
な
い
。
然
る
に
こ
の
筌
の
思
想
を
牽
分
に

證
得
せ
ん
と
す
れ
ば
自
ら
戒
定
慧
の
三
學
が
必
要
で
あ
る
。
慧
遠
が
諸
國
を
遊
歴
し
た
後
、
途
に
廬
山
を
選
定
し
て
其
居
を
定
め
た
こ
と

も
固
よ
り
靜
寂
の
處
に
安
佳
し
て
、
以
て
戒
定
を
滿
足
せ
ん
と
企
て
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
帥
ち
戒
に
依
て
定
を
起
し
、
定
に
依

つ
て
智
慧

を
生
じ
、
智
慧
に
依

つ
て
室
を
證
り
、
室
に
依

つ
て
叉

一
切
を
知
る
の
で
あ
つ
て
、
此
れ
が
帥
ち
寂
に
し
て
而

か
も
照
の
心
で
あ
る
。
帥

ち
念
佛
す
る
こ
と
に
依
て
心
自
ら
寂
靜
と
な
り
、
寂
靜
に
依
て
叉

一
切
を
知
り
、
.途
に
自
然
に
見
佛
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
即
ち
念
佛
三
昧
で
あ
る
と
考

へ
た
の
で
あ
つ
た
。
故
に
慧
遠
の
念
佛
三
昧
詩
序
に
云
く
、

念
佛
三
昧
と
は
何
ぞ
や
。
思
ひ
專
ら
に
し
て
(定
)、
想
寂
(三
昧
)す
る
の
謂
な
り
。
思
ひ
專
ら
な
れ
ば
、
志

一
に
し
て
撓
ま
ず
。
想
寂
す
れ
ば
、
則
ち

氣
盧
に
し
て
祕
朗
ら
か
な
り
。
氣
虚
な
れ
ば
則
ち
智
そ
の
照
を
恬
ひ
(恬
は
養
ふ
意
)、
騨
朗
か
な
れ
ば
則
ち
幽
と
し
て
徹
せ
ざ
る
な
し
。
、こ
の
二
は
乃
ち

是
れ
自
然
の
玄
府
、

一
に
會
し
て
用
を
致
す
。
是
の
故
に
、
靖
思
(心
を
靜
肅
に
す
る
こ
と
)閑
宇
(邪
心
を
除
き
去
る
こ
と
)
に
し
て
物
に
感
じ
靈
に
通
じ

心
を
御
す
る
こ
と
唯
だ
正
し
く
、
働
い
て
微
に
入
る
。
(中
略
)自
然
に
玄
晋
の
叩
く
を
察
し
て
心
に
聽
け
ば

(自
分
の
申
す
念
佛
の
聲
を
心
に
聞
い
て
沈

思
す
る
こ
と
)
則
ち
塵
累
毎
に
淌
え
て
(煩
惱
の
罪
が
常
に
淌
ゆ
)、
滯
情
融
朗
な
り
(惡
念
忽
ち
失
せ
て
善
き
朗
か
な
る
心
と
な
る
)

と
言
は
れ

丶て
あ
る
。
故
に
慧
遠
の
念
佛
は
善
行
を
修
し
(戒
)、
善
念
に
佳
し
(定
)、
善
智
を
得
て
(慧
)、
三
昧
を
發
得
し
、
見
佛
し
て
往

生
す
る
の
が
目
的
で
あ
つ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
ゐ
。
是
れ
が
印
ち
念
佛
三
昧
で
あ
る
。
故
に
慧
遠
の
傳
記
に
も
、
入
山
の
後
十

一
年
の
間

に
、
三
た
び
聖
相

(阿
彌
陀
佛
)
を
見
た
と
言
は
れ
て
あ
る
。
大
體
に
於
て
慧
遠
の
念
佛
は
、
-觀
佛
的
の
念
佛
で

あ
つ
て
、
散
心
口
稱
の
念

佛
で
は
な
か
つ
た
。
こ
の
點
が
曇
鸞
の
念
佛
と
や

丶
異
る
所
で
あ
る
。
帥
ち
未
だ
本
願

口
稱
の
念
佛
に
徹
底

せ
ら
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
は
恐
く
は
未
だ
天
親
の
往
生
論
が
傳
は
ら
な
か
つ
た
爲
に
、
・
そ
れ
准
見
を
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
と
、
十
佳
毘
娑
沙
論
は
當
時

曇
鸞
教
學
の
特
色
(石
橋
)

三



四

傳
は
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
が
、
慧
遠
が
果
し
て
そ
れ
を
見
た
か
見
な
い
か
は
問
題
で
あ
る
。
更
ら
に
無
量
壽
經
等

は
讀
誦
さ
れ
た
と
思
は
る

丶
が
、
本
願
の
意
義
を
充
分
に
解
せ
ら
れ
な
か
つ
た
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
慧
遠
を
し
て
、
本

願
口
稱
の
念
佛
を
解
す
る

餘
地
を
與

へ、な
か
つ
た
か
ら
で
あ
ら
・プ
。

而
し
て
こ

丶
に
愍
慈
三
藏
の
念
佛
に
就
て
、

一
言
附
け
加

へ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
慈
愍
三
藏
は
善
導
よ
り
も
後
輩
で
、
勿
論
曇
鸞
と

の
關
係
は
少
い
が
、
然
し
慈
愍
の
念
佛
も
、
亦
た
慧
遠
の
念
佛
に
同
じ
く
、
三
墨
に
重
點
が

お
か
れ
て
あ
る
よ
う
だ
。
勿
論
善
導
よ
り
も

後
輩
で
善
導
の
影
響
は
多
大
で
あ
る
か
ら
、

一
面
に
於
て
は
善
導
流
に
似
た
所
も
あ
り
、
勿
論
本
願
の
念
佛
を
主
張
し
た
が
、
又

一
面
に

は
多
年
印
度
に
遊
學
し
て
、
も
の
僭
風
を
見
聞
し
、
三
學
を
重
じ
た
所
か
ら
持
戒
誦
經
が
最
も
稱
讃
さ
れ
て
あ
る
。
故
に
先
年
發
見
せ
ら

れ
た
略
諸
經
論
念
佛
法
門
往
生
淨
土
集
卷
上
(
一
名
慈
悲
集
)に
は
、

若
し
能
く
廻
向
し
て
淨
土
に
願
生
せ
ん
と
す
る
者
は
、
身
を
端
ふ
し
て
正
し
く
西
方
淨
土
に
向
ひ
、
心
を
彼
の
阿
彌
陀
佛
に
繋
け
て
、
念
々
相
續
し
て

彼
の
名
號
を
稱
へ
、
行
佳
坐
臥
、
常
に
稱
念
す
べ
し
、
秉
て
觀
世
一音
菩
薩
を
念
じ
、
觀
無
量
壽
經
、
及
び
阿
彌
陀
經
を
誦
す
る
こ
と
毎
日
一
遍
せ
よ
。
酒

肉
熏
辛
、
死
を
以
て
期
と
な
し
、
斷
じ
て
食
せ
ず
、
厂藥
分
も
通
ぜ
ず
、
齋
戒
を
奉
持
し
、
三
業
を
清
淨
に
し
、
念
佛
誦
經
し
て
、
廻
向
し
て
上
品
上
生
を

願
求
せ
よ
、
此
の
一
形
を
蠱
し
て
、
必
定
し
て
往
生
す
。
云
云

と
言
は
れ
て
あ
る
。
慈
愍
三
藏
の
慈
悲
集
の
上
卷
に
依
る
に
、
こ
の
慈
悲
集
は
三
卷
あ
つ
て
、
第

一
卷
は
先
づ
異
見
を
叙
し
、
教
及
び

理
を
以
て
逐
遣
し
て
そ
の
非
を
知
ら
し
め
。
第
二
卷
は
廣
く
聖
教
を
引
い
て
、
淨
土
念
佛
の
正
宗
を
成
立
し
。
第
三
卷
は
諸
教
古
今
の
疑

滯
を
會
釋
し
、
諸
行
出
離
の
遲
疾
を
校
量
す
と
言
は
れ
て
あ
る
か
ら
、
此
の
慈
悲
集
が
傳
は
れ
ば
教
義
の
大
要
が
解
る
で
あ
ら
う
が
、
不

幸
に
し
て
第
二
第
三
卷
が
失
は
れ
た
の
で
、
そ
の
教
義
の
全
體
を
知
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
か
の
上
卷
の

文
か
ら
察
す
れ
ば
、慈
愍
は
上
品
の
往
生
を
目
標
と
し
、
持
戒
念
佛
誦
經
惣
奬
勵
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
點
は
又
慧
遠

と



も
異
り
、
曇
鸞
と
も
や
丶
相
異
す
る
も
の
で
あ
る
α

二
、
曇
鸞
教
學

の
特
異
性

前
述
の
如
く
慧
遠
慈
愍
等
は
、
何
れ
も
戒
定
慧
の
三
學
を
重
ん
じ
た
結
果
、

一
面
に
は
本
願
の
念
佛
を
主
張
す

る
と
同
時
に
、
又

一
面

に
は
こ
の
三
學
は
必
す
實
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
帥
ち
こ
れ
を
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
と
勸
め
ら
れ
た
か
ら
、

こ
の
三
學
が
往
生
の
要

件

と
な
つ
て
居
つ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
印
ち
上
品
上
生
を
目
標
と
す
る
教
義
で
あ
つ
た
。
慧
遠
の
教
義
に
は
そ
の
意
味
が
町
瞭

ユ

ゆ

ロ

へ

に
顯
は
れ
て
は
ゐ
な
い
が
、
慈
愍
の
教
義
に
は
明
白
に
そ
れ
が
顯
は
れ
て
お
る
。
然
る
に
曇
鸞
の
教
義
の
中
に
は

三
學
を
往
生
の
要
件
と

す

る
意
味
は
、
殆
ん
ど
何
處
に
も
顯
は
れ
て
な
く
、
唯
だ
他
力
を
頼
む
本
願
を
仰
ぐ
と
云
ふ
思
想
が
最
も
強
調
さ
れ
て
あ
を
。
故
に
論
註

の
始
に
於
て
龍
樹
菩
薩
の
十
佳
毘
婆
沙
論
を
引
て
云
く
、

菩
薩
阿
毘
跋
致
を
求
る
に
二
種
の
道
あ
り
、

一
に
は
難
行
道
、
二
に
は
易
行
道
な
り
。
難
行
道
と
は
謂
く
五
濁
の
世
無
佛
の
時
に
於
て
、
阿
毘
跋
致
を

求
む
る
を
難
と
な
す
。
こ
の
難
に
多
途
あ
の
粗
ぼ
五
三
を
言
て
以
て
義
意
を
示
さ
ん
。

一
に
は
外
道
の
相
善
菩
薩
の
法
を
亂
る
。
二
に
は
聲
聞
の
自
利
大

慈
悲
を
障
ふ
。
三
に
は
無
顧
㊨
悪
人
他
の
勝
徳
を
破
す
。
四
に
は
顛
倒
の
善
果
能
く
梵
行
を
壤
す
。
五
に
は
唯
だ
是
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
持
な
し
。
斯

の
如
き
等
の
事
目
に
觸
れ
て
皆
な
是
れ
な
り
、
譬
へ
ば
陸
路
の
歩
行
は
則
ち
苦
し
き
が
如
し
。
易
行
道
と
は
謂
く
但
だ
信
佛
の
因
縁
を
以
て
淨
土
に
生
ぜ

ん
と
願
ず
れ
ば
、
佛
の
願
力
に
乘
じ
て
便
ち
彼
の
清
淨
の
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
る
。
佛
力
佳
持
し
て
凱
ち
大
乘
正
定
Φ
聚
に
入
る
。
正
定
と
馬
則
ち

是
れ
阿
毘
跋
致
な
り
、
譬
へ
ば
水
路
の
乘
船
は
即
ち
樂
し
き
が
如
し
。
、

と
言
は
れ
て
あ
る
。
こ
の
中
他
力
と
云
ふ
言
、
或
は
信
佛
の
因
縁
、
佛
の
本
願
に
乘
す
、
佛
力
佳
持
し
て
等
の
言
は
、
最
も
注
意
を
要

す

る
も
の
で
、
曇
鸞
に
至
つ
て
始
て
こ
の
他
力
の
思
想
が
最
も
明
か
に
顯
は
さ
れ
た
。
帥
ち
阿
彌
陀
佛
の
大
願
業
力
に
依
て
往
生
す
る
こ

と
が
其
れ
が
他
力
で
あ
る
と
云
ふ
思
想
を
最
も
明
白
に
読
き
顯
は
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
意
味
の
丈
句
は
鸞
師
の
著
書
に
は
何
處

晶
蠶
鸞
一教
學
の
特
色
(石
橋
)

五
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に

も
常
に
顯
は
れ
て
を
る
。
今
そ
の
二
三
の
文
を
出
せ
ば
曇
鸞
の
讃
阿
彌
陀
佛
の
偈
に
云
く
、

阿
彌
陀
佛
の
諸
の
徳
號
を
聞
て
、
信
心
歡
喜
し
て
聞
く
所
を
慶
ふ
。
乃
ち

一
念
至
心
の
者
に
曁
ぶ
ま
で
、
回
向
し
て
生
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
皆
な
生
ず

る
こ
孟と
を
得
み
。

と
。
叉
云
く
、

若
し
阿
彌
陀
佛
の
號
を
聞
て
、
歡
喜
讃
仰
し
、
心
に
歸
依
す
れ
ば
、
下
も

一
念
に
至
る
ま
で
大
利
を
得
る
、
則
ち
功
徳
の
寶
を
具
足
せ
り
と
な
す
。

と
。
又
云
く
、

禪
力
本
願
及
び
滿
足
せ
る
明
了
堅
固
究
竟
の
願
、
慈
悲
方
便
稱
す
可
ら
ず
、
眞
無
量
(阿
彌
陀
佛
)
に
歸
命
し
稽
首
し
奉
る
。
(以
上
讃
阿
彌
陀
佛
偈
)

叉
論
註
の
中
に
も
諸
處
に
本
願
の
義
が
明
か
さ
れ
て
あ
る
。
今
そ
の

=

一を
示
せ
ば
論
註
の
上
卷
に
云
く
、

安
樂
は
是
れ
菩
薩
の
慈
悲
正
觀
の
由
よ
り
生
じ
、
如
來
の
瀞
力
本
願
の
建
る
所
な
り
。
胎
卵
濕
生
茲
に
縁
つ
て
高
く
揖
し
(往
生
す
る
こ
と
)業
繋
の
長

維
(生
死
流
轉
の
こ
と
)此
に
從
て
永
く
斷
ず
。.

と
。
叉
同
下
卷
に
云
く
、

凡
そ
是
れ
彼
の
淨
土
に
生
ず
る
と
、
及
び
彼
の
菩
薩
人
天
の
起
す
所
の
諸
行
と
は
、
皆
な
阿
彌
陀
如
來
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
な
り
、
何
と
な
れ
ば
若

し
佛
力
に
非
ず
ん
ば
四
十
入
願
は
便
ち
是
れ
徒
ら
に
設
る
な
ら
ん
。
今
的
(明
)
か
に
三
願
を
取
て
用
て
義
意
を
證
せ
ん
。
願
に
云
く
、
設
し
我
れ
佛
を
得

た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
至
心
に
信
樂
し
て
、
我
が
國
に
生
ぜ
ん
と
欲
し
て
、
乃
至
十
念
ぜ
ん
に
若
し
生
ぜ
ず
ん
ば
正
覺
を
取
ら
ず
、
唯
だ
五
逆
に
し
て

正
法
を
誹
謗
す
る
を
ば
除
く
、
佛
の
願
力
に
縁
る
が
故
に
、
十
念
の
念
佛
を
以
て
往
生
を
得
る
な
り
。
往
生
を
得
る
が
故
に
三
界
輪
轉
の
事
を
冤
る
と
。

(下
略
)

こ
れ
ら
は
曇
鸞
が
本
願
他
力
の
往
生
を
最
も
彊
調
せ
ら
れ
た
明
文
で
あ
る
が
、
大
體
に
於
て
曇
鸞
は
、
天
親
菩
薩
の
往
生
論
の
思
想
に

依

て
五
念
門
を
以
て
往
生
の
正
行
と
さ
れ
た
。
然
し
な
が
ら
そ
の
中
で
、
特
に
本
願
の
念
佛
に
重
點
を
お
か
れ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な



ら
な
い
。
印
ち
天
親
は
往
生
論
に
於
て
、
五
念
門
を
以
て
往
生
の
行
因

と
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
特
に
觀
察
に
重
點
を
お
か
れ
た
こ
と
は

明
か
で
あ
る
。
故
に
こ
の
論
の
始
に
云
く
、
此
の
願
偈
に
は
何
か
な
る
義
を
明
か
せ
る
や
、
曰
く
彼
の
安
樂
世
界
を
觀
じ
て
阿
彌
陀
如
來

を
見
奉
り
、
彼
の
國
に
生
ぜ
ん
と
願
す
る
こ
と
を
示
現
す
と
云
ひ
、
叉
五
念
門
を
往
相
と
還
相
と
の
二
門
に
分

ち
、
初
の
四
門
を
往
相
と

な
し
、
後
の

一
門
を
還
相
と
な
す
。
そ
の
中
觀
察
を
第
四
門
と
な
し
往
相
の
中
の
最
後
と
せ
ら
れ
た
こ
と
、
及
び
こ
の
論
の
中
觀
察
門
が

最
も
委
し
く
読
明
せ
ら
れ
、
殆
ん
ど
こ
の
論
の
大
部
分
が
觀
察
を
以
て
埋
め
ら
れ
て
あ
る
こ
と
等

か
ら
考

へ
て
、
天
親
は
觀
察
に
重
點
を

お
か
れ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

然
る
に
曇
鸞
は
之
に
異
り
、
本
願
の
念
佛
に
最
も
重
點
を
お
い
て
之
の
論
を
解
釋
さ
れ
た
。
こ
の
點
も
亦
た
、大
に
注
意
を
要
す
る
點
で

あ
る
。
故
に
曇
鸞
は
論
註
の
始
に
龍
樹
の
、十
住
毘
婆
沙
論
を
引
い
で
本
願
他
力
易
行
の
旨
を
明
か
し
、
更
ら
に
其
の
下
に
大
經
の
中
心
本

願
念
佛
の
義
を
明
か
し
て

「
無
量
壽
と
は
是
れ
安
樂
淨
土
の
如
來
の
別
號
な
り
、
釋
迦
牟
尼
佛
、
王
舍
城

ハ大
經
の
説
處
)
及
び
舍
衞
國
に

(阿
彌
陀
經
の
詭
處
)在
ま
し
て
、
大
衆
の
中
に
於
て
無
量
壽
佛
の
莊
嚴
功
徳
を
読
き
給
ふ
に
、
帥
ち
佛
の
名
號
を

以
て
經

體

と

な

し
給

へ

り
」
と
釋
せ
ら
れ
て
あ
る
。
帥
ち
曇
鸞
の
考
に
依
れ
ば
無
量
壽
經
並
に
阿
彌
陀
經
の
中
心
は
全
く
本
願
の
念
佛

で
あ
る
、
他
力
易
行
が
中

心
で
あ
る
。
然
れ
ば
こ
の
論
も
無
量
壽
經
の
論
な
れ
ば
そ
の
中
心
の
念
佛
を
釋
し
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
考

へ
か
ら
斯
樣
に
解
釋
さ
れ

た
こ
と
で
あ
ら
う
。
帥
ち
曇
鸞
に
由
て
始
め
て
大
經
の
本
願
の
意
味
が
徹
底
的
に
沚
會
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
斯
樣
に
曇
鸞
が
大
經

の
眞
意
を
探
り
、
彌
陀
の
本
懷
本
願
を
明
か
に
し
、
他
力
易
行
を
彊
調
せ
ら
れ
た
か
ら
、
こ

ト
に
全
く
自
力
の
三
學
の
必
要
を
認
め
す
、

唯
だ
念
佛
の

一
行
に
足
る
と
云
ふ
思
想
が
明
白
に
顯
は
れ
て
來
た
の
で
あ
る
。
故

に
曇
鸞
の
著
書
の
中
に
は
前

に
も
既
に
述
べ
た
如
く
、

一
念
十
念
の
往
生
が
幾
度
も
明
さ
れ
て
あ
り
、
論
註
の
上
卷
の
終
に
は
、
十
念
業
成
の
読
が
述
べ
ら
れ
て
あ
る
。
印
ち
唯
だ
十
念
の
念
佛

曇
鸞
教
學
の
特
色
(石
橋
)

七
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の
力
に
依
て
往
生
の
業
が
成
就
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
あ
る
。
從

つ
て
之
れ
が
我
宗
に
於
け
る
傳
法

に
ま
で
取

り

入

れ

ら
れ

て
、
凝
思
十
念
の
傳
と
し
て
用
ひ
あ
れ
た
。
是
の
如
く
曇
鸞
が
、
大
經
の
眞
意
、
本
願
の
眞
相
を
洞
察
し
て
道
綽
善
導
の
教
義
の
根
幹
と

な
つ
た
こ
と
は
、
支
那
淨

土
教
史
上
に
於
け
る

一
大
發
見
で
あ
り
、
否
な
佛
教
史
の
上
に
於
て
他
力
の

一
門
を
開
出
し
た
、
最
も
初
の
偉

人
で
あ
つ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ち
ぬ
。
故
に
支
那
淨
土
教
の
中
に
於
て
、

こ
の

一
流
が
最
も
隆
盛
を
極
め
た
の
み
な
ら
す
、
我
國
に
於

け
る
淨

土
門
徒
は
、
皆
な
こ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
。
今
こ
の
曇
鸞
の
遠
忌
に
際
し
、
釜
々
そ
の
徳
の
高

く
且
つ
深
き

こ
と
を
稱
讃

せ
す
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。


