
対

等
の
よ
う
で
あ
る
が
、

『
往
生
論
』
自
身
が
示
す
よ
う
に
五
念

門

は
次
第
順
序
を
も

つ
点

で
次
繁
順
序
を
も
た
な
い
、、
否
そ
ケ
し

た

こ
と
を
間
題
視

し
な
い
五
種
正
行
と
相
異
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

以
上
概
略
、
咒
念
門
と
五
輝
正
行
と
に
つ
い
て
三

つ
の
観
点
が

ら
相
異
の
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
五

種

正
行

は
五
念
門
、が
も

つ
往
生
浄
土
行
と
そ

の
得
益
と
い
う

二
つ

の
面
を
切
り

は
な
し
て
、
得
益
を
同
腓

に
示
さ
な
い
で
、
も

つ
ば

ら

往
生
浄
土
行

の
み
を
示
す
も
の
と
し
て
純
化

さ
れ
た
こ
と

嫉
事

実

で
あ
る
。
又
第

一
の
観
点

に
ょ
る
と
五
念
門
も
五
黶
正
行
も

、

先

に
拵
摘

し
た
点
を
の
ぞ
け
ば
す

べ
て
阿
弥

陀
仏
に

か
か
わ
る

行

で
あ
る
之
之
に
は
変
り
が
な
い
。
・然
し
阿
弥
陀
仏
に
関

す
る
華
繍

と
善
導
と

の
見
解

に
相
違

の
あ
る
こ
と
を
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
。

即

ち
曇
轡
は
阿
弥

陀
仏
を
実
相
身
為
物
身
と
い
う
よ
う
な
と
ら

へ

方

を
し
て
い
る
の
に
反
し
善
導
は
本
願
成
就
.身

(酬
因
醸
果
身
ー

報

身
)
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
、
疎
密

の
相
違
の
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
慮
な
ら
な

い
℃
し
か
し
両
考
と
も
阿
弥
陀
仏
の
本
願

カ
ー
タ
蝉

は
第
十
八
、
第
十

一.、
第

二
十

二
の
三
麟
を
,、
善
導

は

第
干
八
願
の
み
を
強
く
主
張
し
て
い
る
こ

と
は
事
実

で
あ
る
6

し

か

し
笛

三
の
観
点
に
至
る
と
阿
弥

陀
仏
の
煮
賜
力

の
強
調
の
仕
方

に
疎
密

の
差
が
助
確
に
あ
ら
わ
れ

て
ぐ

る
。
昂
斑
叩一
は
『
往
生
論

』

の
五
念
開
に
註
釈
を
加
え
た
の
で
あ
り

、
善
導

は
そ
れ
に
も
と
づ

き
な
が
ら
も
脱
皮
し
て
.新
し
い
実
践
体
系
を
樹
立
し
た
点
で

一
概

に
は
論
じ
得
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
五
種
旺
行
が
称

名

の

}
行
に
し
ば
ら
れ
る
と
い
う

こ
と

は
そ
れ
が
本
獅
行
で
あ
り

本
願

の
聖
意
に
か
な
う
行
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
か
く
本
願
行

と

し
て
の
称
名
配
行
を
正
定
業

と
し
、
他

の
四
妊
行
を
非
本
廟
行
で

は
あ
.る
が
称
名

の
助
業
と
い
う
よ
う
に
区
別
を
し
て
い
る
が
、
こ

の
中
本
願
行

と
し
て
の
称
名
正
行

は
第

1
j譖
歎
門
釈
を
中
心

と
し

た
ふ
爵
幣

の
名
号
擱
と
本
願
観
と
に
負

う
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

註

①

浄
全
二

五
八
頁
下

②

浄
全

一

二
四
〇
頁
上

③

浄
全

一

一
九
七
頁
～

一
九
八
頁

④

浄
全

一

二
三
九
頁
下
～
,二
四
〇
頁
上

道

綽
禅

師
一の
聖
浄

二

門

判

坪

川

顯

進
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仏
教

の
経
典

は
す

べ
て
釈
尊
が

一
生
涯

の
間
に
説
か
れ
た
の
で

あ

つ
て
、
こ
れ
を
金
口
の
説
法
と
し
て
受
け
と

つ
た
中
鬮
の
仏
教

徒

た
ち
は
、
そ
の
説
法
形
式

や
説
法
の
順
序
、
°更
π
は
そ
の
内
容

に
よ

つ
て
分
類
し
、
価
値
づ
け
て
、
仏

の
真

の
意
図
を
探
求

し
た

の
で
あ

つ
た
が
、
道
綽
禅
師

鳳
内
容
の
優
劣

と
い
う

こ
と
よ
り
も

む
し
ろ
釈
尊
が
説

か
れ
た
教

え

(
教
)
そ
の
も

の
を
、
末
法
時
の

現

代

(
時
)
に
生
き

て
い
る
私

(
機
)
が
実
践
し
う
る
か
否

か
と

い
う
観
点
に
立

つ
て
聖
浄
二
門

の
分
判
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
-そ
・

う

し
た
実
践
的
立
場
に
立

つ
た
教
判
は
、
内
容
を
優
劣
し
た
教
判

と
同
格

に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
教
相
判
釈
と
は
呼
び
得
な
い

独
自
性
を
も

つ
も
の
で
あ
る
、

こ
の
道
綽

の
聖
浄
二
門
の
成
立
に
関
し
て
は
、
上
述

の
よ
う
な

「
時
」
と

「
機
」

と
に

つ
い
て
道
綽
を
し
て
注
目
せ
し
め
る
よ
う

な

賻
代
相
、
社
会
相
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
道
綽

の
在
世

時
の
中
国
は
、

一
般
歴
史
の
上
か
ら
み
て
も
、
仏
教
界

の

動
向

か
ら
み
て
も

一
つ
の
転
換
期

に
か
か

つ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と

、
い
う

こ
と
は
南
北
朝
が
崩
れ
去
り
、
隋

の
時
代
、
唐
の
時
代

と
変
遷
し
、
そ
の
裏
面
に
は
戦
禍
、
天
災
、
凶
作
に
よ

つ
て

一
船

民
衆

は
困
窮

に
あ
え
い
で
い
た
社
会
情
勢
、
又
仏
教
界
で
は
従
来

の
仏
教
を
開
拓

し
て
宗
派
建
立
の
薪
し

い
波
が
押
し
よ
せ
て
き
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
裏
面
に
は
僧
尼

の
腐
、敗
堕
薄
や
仏
教
弾
圧

が
あ
る
。
然
る
時

に
道
綽

は
浄
土
教

を
う
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
道
綽

の
-聖
浄

ユ
門
判
は
、
彼
自
,身
の
独
創
で
は
あ
る
が

そ

の
中

に
は
行
体
と
、し
,て
め
竜
横
菩
薩

の
難
易
二
道
説
、
.行
縁
と

し
て
の
曇
汽
,大
師

の
難
易
二
熕
、.
目
他

二
,ガ
説
が
流
れ
込
ん
で
い

る

こ
と
を
忘
れ
て
、は
な
ら
な

い
。
,
さ
ら

に
現
在

を
末
法
隲
で
あ
る

と
判
断
し
た
の
は
『
大
集
経

』
月
蔵
分

に
よ
"つ
て
末
族
患
想
う
な

が
さ
れ

て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
だ

伝
承
や
末
法
時
の
唐
覚
が

一
大
仏
教
を
し
て
聖
浄

二
門
に
分
判
せ

し
め
た
の
で
あ
る

。

か
か
る
故
に
道
綽
は
聖
道
門
、
浄
土
門

の
判
釈
を
た
て
て
、
聖

道

の

一、種

は
今
の
蒔
は
釈
蕊
・既
に
世
を
去
り
給

つ
て
い
る
か
ら
、

釈
尊
の
如
き
偉
大
な
る
宗
教
者

の
人
格
的
薫
陶
を
う
け
得
な

い
し

加
う
る
に
自
己
の
微
力
で
は
到
底
悟
り
う

る
こ
と
は
出
来
な
い
。

そ
れ
故
に
、
唯
浄
土
往
生
を
約
束
す
る
念
仏
の

一
門
に
ょ
る
よ
り

外
に
仏
果
菩
提

に
通
入
す
る
道
の
な
い
こ
と
を
明
示
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
阿
弥
陀
仏

の
約
束
で
あ
り
、
釈
尊
も
諸
仏
も
証

明

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
も
し

こ
の
法

に
よ
ら
な
か

つ
た

な
ら
ば
、
先
死
流
転
と
い
う
き
わ
め
て
苦
し
い
境
遇
に
あ
る
も
の
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を
救
う
道
は
な
い
。
と
い
つ
て
大
警
報
を
発

せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
時
機
相
応

の
如
何
が
聖
道
浄
土
二
門

を
判
ず
る
妓
点
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点

で
道
綽
の
聖
浄
二
陽
判

は
単
な
る
教

相

の
優
劣
を
論
じ
る
も

の
で
な
く
、
末
法
と
い
う
時
代
に
お
い
て

素
質
、
能
力

の
低

い
私
が
得
説

し
う
る
道
と

い
う
観
点

に
立

つ
て

一
大
仏
教
を
分
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
他
宗

の
教
判
に
対

し

て
聖
浄
二
門
、判
が
実
践
的
性
格
を
も

つ
所
以

で
あ
る
。

聖

浄
二
門

の
分
判

は
此
土
入
卿
と
彼
土
往
生
と
い
う
よ
う
に
区

別

さ
れ
る
が
、
前
著
は
こ
の
地
上
に
あ

つ
て
み
つ
か
ら
の
カ
に
よ

つ
て
、
天
文
学
的
袤
現
を
要
す
る
よ
う
な
長
蒔
聞

に
わ
た

つ
て
、

そ

の
所
期

の
目
的
を
達
成
す

る
の
に
反
し
、
後
者
は
こ
の
地
上

お

よ
び
彼
土
に
あ

つ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
太
願
力
を
増
上
緞
と
す
る
こ

と
に
ょ

つ
て
、
す

み
や
か
に
所
期

の
目
的
を
達
成
す

る
も
の
で
あ

つ
た
。
こ
の
点

こ
の
現
実

の
世
界
、
地
上
に
対
す
る
考
え
方

、
あ

る
い
は
自
己
霞
身
が
有
す
る
仏
道
修
業

に
要
す
る
素
質
、
饐
力
に

関

す
る
考
え
方

の
相
異
が
、
難
浄

二
門
を
分
判
せ
し
め
る
に
至

っ

た
わ
け
で
あ
る
。
前
者
を
釈
尊

の
遺
法

で
あ
る
教
法
に
も
と
つ
く

も

の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
後
者

は
釈
尊

の
如
く
こ
の
地
上
に

出

て
、
こ
の
地
上

に
死
し
給
う
よ
う
な
仏
で
な
く
、
過
現
末
三
世

に
わ
た

つ
て
永
遠
な
る
阿
弥

陀
仏
を
信

仰
対
象
と
し
、
し
か
も
そ

の
阿
弥

陀
仏

の
教
え
で
な
く
、
阿
弥

陀
仏

の
本
願
力
と
い
う
救
済

に
あ
ず

か
ろ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点

一
は
法
を
め
ぐ
る

悟
り

の
仏
教

で
あ
け
、
伽

は
人
格
か
ら

に
じ
み
出
る
慈
悲
を
中
心

と
し
た
救

い
の
仏
教

で
あ

る
と
言
い
得

よ
う
。

こ
う
し
た
聖
浄
二
門
判
が
法
然
上
人

に
よ

つ
て
継
承
さ
れ
、

『

選
択
本
願
念
仏
麋

』
第

一
章
に
掲
げ
ら
れ
浄
土

一
宗

の
教
判
と
さ

れ
る
に
至

つ
た
こ
と
は
意
養
深

い
こ
と

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

聖
浄

二
門
判
は
善
導
が
使
用
し
た
よ
う
な
蛸
漸
二
教
と
い
う

}
般

的
な
教
判
で
な
く
、
阿
弥

陀
仏

の
救
済

に
あ
ず
か
る
と
い
う
浄
土

教

の
特
色
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
を
立
場

と
し

て

一
大
仏
教
を
分
判

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
道
綽

の
二
門
判
を
法
然

の
二
門
、'

判
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
背
景
を
な
す

時
代
の
傾
向
、
仏
教
界
の

動
静
を
異

に
す
る
点
、

}
概
に
論
じ
え

な
い
の
は
当
然

で
あ
る
が

し
か
し
何
れ
に
し
て
も
聊
浄
二
門
判

は
時
機
教
三
者
相
応
と
い
ケ

視
点
に
立
脚
し
て
末
法
時

の
、

一
生
造
悪

の
機
が
生
死
を
出
離
す

る
最
も
適
応
し
た
道
と
し
て
浄
土
門
を
鼓
吹
す
る
も

の
に
外
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
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