
選
択
本
願
念
仏
集
解
題

井

川

定

慶

ユ

一
、

序

言

本
年
正
月

の
仏
教
大
学
始
講
式
に
際
し

『
選
択
本
願
念
仏
集
』

の
表
題
と

「南
無
阿
弥
陀
仏
往
生
之
業
念
仏
為
先
」

の
標
識
と
を
伊
藤

真
徹
副
学
長
先
生
が
拝
読
さ
れ
、
私
が
其
の
解
題
を
す
る
光
栄
に
浴
し
た
。
甞
て
浄
土
宗
々
学
本
校
に
あ

っ
て
も
、
そ
の
ま
た
昔
の
関
東

十
八
檀
林

に
於
て
も
、
選
択
集

の
表
題
を
拝
読
し
、
そ
れ
の
お
話
を
さ
れ
る
こ
と
が
定
例
と
な

っ
て
い
る
由
を
、
私
が
仏
教
専
門
学
校
在

学
当
時
、
時

の
校
長
土
川
善
澂
勧
学
か
ら
親
し
く
承

っ
た
が
、
本
学

で
は
依
然
、
そ
の
古
式
伝
統
を
厳
守

せ
ら
れ
て
、
今
日
に
到

っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

二
、

浄

土

開

宗

偖
て
法
然
上
人
は
ま
だ
九
歳

の
春
、
勢
至
丸
時
代
に
父
漆
時
国
が
源
内
武
者
定
明

の
不
意
な
る
夜
襲
に
遇
は
れ
、
敢
え
な
い
最
期
を
遂

げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
御
臨
終

の
席
に
於
て
勢
至
丸
は
武
士

の
子
ら
し
く
父
に
仇
討
を
誓

っ
た
と
こ
ろ
、
父
は
そ
れ
を
遮
え
ぎ
り
、

「
か
く
な
る
こ
と
は
前
世

の
宿
業
と
考
え
自
分
は
恨
み
ど
は
し
な
い
。
恨
み
に
報
い
る
に
恨
み
を
以
て
せ
ば

そ
の
あ
だ
世
々
に
つ
き
が

た
し
。
そ
れ
よ
り
も
汝
出
家
し
て
、
私

の
菩
提
を
弔
ら
ひ
、
更

に
此
の
世
に
か
か
る
い
さ
か
い
や
戦

い
の
な

い
平
和
な
世
の
出
現
と
、

誰
々
ま
で
も
み
ん
な
容
易
く
救
済
せ
ら
れ
る
法
門
を
見
出
し
て
広
く
教
え
て
安
心
を
得
せ
し
め
解
脱
せ
ち
れ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
」

と
遺
言
せ
ち
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
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上
人
は
そ
の
時
ま
だ
九
歳
の
幼
少
で
は
あ

っ
た
が
父

の
遺
言
を
遵
守
し
衆
庶
救
済
実
現
を
決
心
さ
れ
、
父
な
き
あ
と
近
く
に
比
叡
山
よ

り
戻

っ
て
来
て
い
る
母

の
弟
、
新
進

の
学
僧
観
覚
得
業

の
許

で
修
学
せ
ら
れ
る
が
、
十
五
歳

の
春
、
叔
父
に
勧
め
ら
れ
て
当
時

の
仏
教
の

根
本
道
場
た
る
比
叡
山

に
登
り

一
人
前

の
僧
侶
に
な
る
こ
と
に
な

っ
た
。

と
こ
ろ
が
最
初

の
師
た
る
持
宝
坊
源
光
も
次
の
師
範
学
僧
皇
円
阿
闍
梨
も
勢
至
丸

の
優
れ
た
る
才
能
を
認
め
感
歎
し

「
お
ぬ
し
は
将
来

天
台
の
棟
梁
た
る
べ
し
」
言
ひ
換
え
れ
ば
こ
の
延
暦
寺

の
座
主
、
比
叡
山
学
侶
教
養
機
関

の
長
、
今
で
い
う
仏

教
綜
合
大
学
々
長
に
な
ら

れ
ま
し
よ
う
と
推
賞

せ
ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
。

是
れ
を
聞
い
て
上
人
は
其
れ
は
困
る
。
自
分
は
そ
ん
な
栄
誉
を
求
め
て
は
い
な
い
。

一
般
大
衆
の
救
済
せ
ら

れ
る
極
め
て
容
易
な
法
門

を
知
り
た
い
為
め
に
こ
こ
に
来
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
長
く
居
て
は
或
は
利
用
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
、
遁
れ
ま
し
よ
う
と
、
当
時
隠
遁

者
の
集
ま

っ
て
い
る
同
じ
比
叡
山
の
中

の
黒
谷

へ
移
り
、
慈
眼
房
叡
空
上
人

の
室
に
投
ず
る
の
で
あ
る
。
叡
空

は
慈
覚
大
師
よ
り
相
承
す

る
大
乗
円
頓
菩
薩
戒
の
宗
家
を
護
持
す
る
持
戒
堅
固
な
大
徳

で
あ

っ
た
。

此
の
叡
空
に
対
し
上
人
は

「
幼
稚
の
む
か
し
よ
り
成
人
の
い
ま
に
至
る
ま
で
父
の
遺
言
忘
れ
が
た
く
し
て
と
こ
し
な

へ
に
隠
遁
の
心
深

き
」
よ
し
を
述

べ
給
う
の
を
聞
き
、

『
あ
な
た
は
幼
少
に
し
て
出
離

の
心
を
起
せ
り
、
ま
こ
と
に
是
れ
法
然
道

理
の
ひ
U
り
な
り
』
と
随

喜
さ
れ
早
速

「
法
然
房
」
と
い
う
房
号
と

「源
空
」
と
い
う
実
名
と
を
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

十
八
歳
の
若
き
源
空
は
父
の
遺
言
を
実
現
せ
ん
が
為
め
名
利
を
捨

て
、
ひ
た
す
ら
真
面
目
に

一
向
に
仏
教
の
真
髄
を
探
求
す
る
こ
と
に

精
進
せ
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が

一
日
円
頓

一
実
の
戒
体
を
師
弟
で
談
じ
あ
う
う
ち
に
師

の
慈
眼
房
は

「
心
を
も
て
戒
体
と
な
す
」

と
い
ひ
、
上
人
は

「
性
無

作

の
仮
色
な
り
」
と
こ

丶
で
立
破
再
三
、
師

は
短
気
を
起
し
木
枕
を
も
て
打
た
ん
と
せ
ら
れ
た
の
で
上
人
は
席

を
立

っ
て
自
ら
の
部
屋
に

戻
ら
れ
る
。
師
も
流
石
に
学
僧
で
あ
る
。
数
刻
思
惟
し
遂
に
天
台
大
師

の
著
述
を
繙
読
せ
ら
れ
る
や
、
こ
れ
は
し
た
り
源
空
の
言
う
通
り

で
あ
る
。
早
速
上
人
の
部
屋
を
訪
れ

「
御
房

の
申
さ
れ
る
む
ね
は
は
や
天
台
大
師
の
本
意
、

一
実
円
戒
の
至
極

な
り
」
と
伝
々
相
承
の
戒



　

疏
や
慈
覚
大
師
の
廿
五
条

の
袈
裟
な
ど
を
差
出
し
爾
後
上
人
を
軌
範
と
し
師
が
却

て
弟
子
の
礼
を
と
ら
れ
る
こ
ど
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
な
る
と
上
人
と
し
て
は
比
叡
山
で
教
え
を
受
け
る
師
匠
が
な
く
な

っ
た
の
で
、
山
を
下
り
洛
西
嵯
峨
の
釈
迦
尊
像
前
に
祈
誓
参
籠

せ
ら
れ
た
が
夢
の
お
告
げ
を
蒙
ら
ず
、
依
て
南
都

の
諸
大
寺
を
歴
訪
し
て
教
え
を
受
け
ん
と
せ
ら
れ
た
が
、

一
言
二
言
対
談
す
る
う
ち
に

却

て
先
方
か
ら
教
え
を
求
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
失
望
し
て
奈
良
を
後
に
醍
醐
寺
に
立
ち
よ
り
三
論
宗

の
先
達
寛
雅
を
訪
れ
る

ど
、
此
れ
も
上
人
の
学
殖
に
感
服
し
文
櫃
十
余
合
を
と
り
出
し
付
属
し
称
美
讃
歎
を
う
け
る
の
み
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
上
人
は
も
と
の
黒
谷
に
帰
り
、

「
今
ま
で
は
人
に
頼
よ
り
過
ぎ
た
。
こ
れ
よ
り
以
後
は
釈
尊

の
説
き
遺
さ
れ
た
法
門
、
即
ち

一

切
経
を
精
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
え
を
授
け
て
頂

こ
う
」
と
決
心
さ
れ
、
報
恩
蔵
今

で
い
う
仏
教
図
書
館
に
籠

っ
て

一
切
経
五
千
余
巻

を
五
回
も
閲
覧
し
研
究
を
続
け
ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
仏
教
を
研
究
し
て
行
か
れ
る
が
、
仏
教
多
し
と
い
へ
ど
も
、
結
局
は
戒

・
定

・
慧
の
三
学
に
つ
き
ず
、
大
乗
に
も
小
乗
に
も

顕
教
に
も
密
教
に
於

て
も
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
戒
定
慧
の
三
学
に
よ

っ
て
得
脱
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
戒
を
と

っ
て
見
て
も

一
戒
を
も
満
足

に
守
れ
な

い
。
そ
う
す
れ
ば
自
分
も
助
か
ら
ぬ
が
世

の
多
く
の
人
々
は
恐
ら
く
は
得
脱

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
、
ど
こ
か
此

の
三
学
を
修

せ
ず
し
て
助
か
る
法
門
は
あ
り
や
無
し
や
」
と
い
う
事
に
な

っ
て
更
に
研
討
せ
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
恵
心
院

の
源
信
僧
都

の
著

述

た

る

『
往
生
要
集
』

の
中
に
唐
の
善
導
大
師
の
観
経
疏
を
引
用
し
て
念
仏
往
生
の
事
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
目
を

つ
け
ら
れ
善
導
大
師

の
著
書

だ
け
を
更
に
三
回
熟
読
す
る
に

「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
行
住
坐
臥
不
問
時
節
久
近
念
々
不
捨
者
是
名
正
定
之
業

順
彼
仏
願
故
」

の
妙
偈
に

ぶ

つ
か
り

「
こ
れ
だ
」
と
決
心
、
こ

丶
に
口
称
名
号
に
よ

っ
て
阿
弥
陀

の
極
楽
に
往
生
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
戒
定
慧
の
三
学
の
外
な
る
法
門
で
あ
っ
て
、
而

か
も
乱
想
の
凡
夫
と
雖
も
容
易
く
行
じ
得
ら
れ
る
-)
、
そ
れ
が
弥
陀

の
本

願

で

あ

り
、
釈
迦
出
世

の
本
懐
、
六
方
諸
仏
の
証
誠
し
給
え
る
法
門
で
あ
る
と
い
う
に
至

っ
て
、
欣
喜
雀
躍
せ
ら
れ
る

の
で
あ
っ
た
。

か
く
な
る
上
は
此
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
口
称
名
号
の
浄
土
宗
を
新
し
く
別
開
し
、
み
ん
な
の
方
々
へ
お
伝

へ
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
善
導
大
師
が
此

の
世
に
在

せ
ば
千
里

の
波
浪
を
嫌
は
ず
お
尋
ね
し
て
確
か
め
た
い
が
惜
し
い
哉
、
既
に
五
百
年
前
に
入
滅
せ
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ら
れ
て
い
る
、
如
何
に
せ
ん
く

と
思

い
悩
み
給
ふ
と
こ
ろ
承
安
五
年
三
月
十
四
日
の
夜
の
こ
と
で
あ
る
が
、
夢
定
中
に
善
導
大
師
が
上

人
の
枕
も
と
に
御
出
現
あ

っ
て
い
ろ

い
ろ
と
御
諭
し
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
、
是
れ
を
夢
定
中

の
二
祖

(高
祖
善
導
、
元
祖
法
然
)
対
面
と

称
し
て
い
る
。

こ
こ
に
於

て
上
人
は

「
父
の
遺
言
耳
底
に
と
ど
ま
り
て
忘
れ
難
か
っ
た
」
衆
庶
の
容
易
く
救
済
せ
ら
れ
る
法
門
を
見
出
し
得
た
わ
け
で

聊
か
父

へ
の
追
孝
を
も
成
就
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

三
、
男
女
平
等

の
教
化

上
人
は
か
く
な
る
上
は

一
刻
も
早
く
衆
庶
に
此
の
浄
土
の
法
門
を
伝
え
念
仏
往
生
を
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら

な
い
と
痛
感
せ
ら
れ
比
叡

の
山
を
下
り
京
洛
に
出
ら
れ
る
が
、
最
初
に
洛
西
粟
生
野
に
於
て
浄
土
教
を
説
か
れ
る
事
に
な

っ
た
が
、
地
の
利
が
悪
く
衆
人
の
集
り
難

い
と
こ
ろ
か
ら
、
夢
定
中
に
感
得
せ
ら
れ
た
あ
の
善
導
大
師
と
対
面

せ
ら
れ
た
土
地
を
求
め
ら
る
。
即
ち
東
山

三
十
六
峰

の
中
央
、
華
頂

山

の
麓
、
吉
水

の
地
に
居
を
か
ま
え
庵
を
結
ん
で
念
仏
の
法
門
を
弘
通
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
教
化
の
方
法

と
し
て
従
来
婦
人
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
仏
法
を
男
女
平
等
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
婦
人
に
も
喚
び
か
け
婦
人

に
も
説
法
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
来
仏
教
で
は

コ

切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
原
則
論
を
と
き
乍
ら
実
際
は
婦
人
を
拒
絶

し
て
い
た
。
高

野
山

で
は
女
人
堂
か
ら
上

へ
は
婦
人
を
入
れ
な

い
し
、
比
叡
山
そ
の
他

の
諸
山
も
同
様

で
あ

っ
た
。
上
人
は
そ

の
旧
習
を
打
破
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
か
く
て
念
仏
の
法
門
は
忽
ち
に
し
て
京
洛

に
弘
ま

っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

上
人
の
対
象
は
庶
民
で
あ
っ
た
が
、
念
仏
の
法
門

の
噂
は
上
層
階
級
に
ま
で
伝

っ
て
行
く
。
加
ふ
る
に
上
人

は
上
述

の
如
く
円
頓

の
宗

家

で
あ

っ
た
関
係
も
あ
り
開
宗
と
時
を
同
じ
う
し
て
既
に
高
倉
帝
は
上
人
か
ら
授
戒

の
作
法
を
う
け
ら
れ
て
い
る
し
、
後
白
河
法
皇
、
続

い
て
後
鳥
羽
上
皇
も
円
頓
戒
を
お
う
け
に
な

っ
た
し
、
時
の
権
勢
で
あ

っ
た
関
白
九
条
兼
実
公
も
上
人
を
召
し
月
輪
殿
に
於

て
円
頓
戒
を

う
け
て
い
ら
れ
る
、
そ
の
事
は
兼
実
の
日
記

『
玉
葉
』
に
委
細
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
文
治
五
年
か
ら
建
久
、
正
治
に
か
討
て
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+
八
回
に
及
び

法
然
房
来
、
授
戒
、
其
後
念
仏

或
は

授
戒
次
、
始
ご恒
例
念
仏
一

と

い
う
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

上
人
は
授
戒

の
た
め
に
召
さ
れ
て
も
恒
例

の
念
仏
を
必
ず
修
し
て
浄
土
の
法
門
を
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

か
く
て
建
久
八
年
上
人
病
悩
あ

っ
て
召
さ
れ
て
も
参
殿
せ
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
兼
実
公
は
深
く
心
配
せ
ら
れ
藤
右
衛
門
尉
重
経
を
使
と

し

て「
浄
土

の
法
門
年
来
教
誠
を
承
る
と
雖
も
心
腑
に
お
さ
め
難
し
、
念
仏
の
要
文
を
し
る
し
給
は
り
て
、
か

つ
は
面
談
に
な
ず
ら
え
、
か

つ
は
後

の
世

の
御
か
た
み
に
も
そ
な
え
侍
ら
む
」

と
の
懇
嘱
が
あ

つ
た
。

上
人
は
程
な
く
平
癒
さ
れ
、
関
白
殿
下
の
御
申
出
が
御
尤
で
あ
る
と
痛
感
さ
れ
、
此
の
際
著
述
を
な
し
て
、
後

の
世
に
伝
え
ら
れ
る
よ

う
に
し
よ
う
と
、
堅
く
決
心
さ
れ
、
予
ね
て
か
ら
蒐
集
し
て
居
ら
れ
た
経
文
、
釈
義
の
抄
写
類
を
按
配
し
て
、

一
本
十
六
章
段
の
著
書
に

せ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
選
択
本
願
念
仏
集
で
あ
る
。
先
づ
九
条
兼
実
公

へ
献
上
せ
ら
れ
る
。
此
の
製
作
年
次
に

つ
い
て
従
来
建
久
、
建
仁
、

元
久
な
ど
異
説
が
あ
る
が

(別
に
論
文
を
既
に
公
表
し
て
い
る
)
浄
土
宗
で
は
、
勅
修
御
伝
巻
十

一
に
拠

っ
て
、
建
久
九
年
製
作
と
せ
ら

れ

て
い
る
。

此
の
原
本
が
現
在
京
都
市
上
京
区
寺
町
広
小
路
の
廬
山
寺
に
遺

っ
て
居
て
此

の
書
物
の
外
題
は
後
水
尾
天
皇
の
御
宸
翰
を
拝
し
、
重
要

文
化
財
指
定

と
な

っ
て
い
る
。



6

四
、
表

題

と

標

識

さ
て

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と

「南
無
阿
弥
陀
仏

往
生
之
業
念
仏
為
先
」
の
十
四
文
字
は
上
人
の
真
筆
で
あ

っ
て
本
文
は
、
安
楽
房

と
真
観
房
が
仰
せ
を
蒙

っ
て
代
筆
し
て
い
る
。

此
の
書
物

の
内
容
は
兼
実
公
の
依
嘱
に
応
ぜ
ら
れ
て
念
仏

の
要
文
を
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
単
な
る
念
仏
集

で
は
な
い
。
三
祖

記
主
禅
師
は
そ
の
著

『
決
疑
鈔
』
巻

一
に
相
伝

の
説
を
あ
げ
て
此

の
表
題
の
中
に
三
義
あ
る
も
終
に

一
意
と
な

る
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ

の
念
仏
は
諸
師
所
立
の
念
仏
で
は
な
い
、
阿
弥
陀
如
来

の
本
願
の
念
仏
で
あ

っ
て
、
念
仏
に
は
正
行
と
雑
行
と
あ
る
が
而
か
も
正
行
申
の

助
業
と
正
定
之
業
と
を
細
別
し
て
正
中

の
正
な
る
口
称

の
名
号
で
あ
り
、
そ
れ
が
善
導
大
師

の
お
立
て
に
な

っ
た
念
仏
、
即
ち
、
本
願
の

念
仏
で
あ
る
と
い
う
。

更
に
上
人
は
大
阿
弥
陀
経
に
よ

っ
て
始
め
て
立
て
ら
れ
た
の
が

「
選
択
本
願
」
の
念
仏
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ

丶
に
い
う
念
仏
は
二
百

一

十
億
の
国
土
の
中
か
ら
選
択
し
給
え
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
念
仏
で
あ
る
。
そ
う
い
う
念
仏
に
つ
い
て
集

め
た
書
物
が
是
れ
で
あ
る
と
い

う
こ
ど
で
す
。

次
に
此
の
選
択
本
願
念
仏
集
に
つ
い
て
三
段
に
分
け
て
説
明
は
す
る
も
、
三
義
は
こ
れ
唯

一
義
と
な
る
。
即

ち
念
仏
は
単
な
る
念
仏

で

は
な
く
本
願
の
念
仏
、
本
願
の
念
仏
と
は
ま
た
選
択
本
願

の
念
仏
と
い
う

つ
ま
り

一
義
に
落
ち

つ
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
な
か
く

深
重
で
あ
る
。

尚
ほ
選
択
で
あ
る
が
是
れ
は
選
捨
択
取
を
意
味
し
、
聖
道
門
を
選
び
捨

て
浄
土
門
を
択
び
取
る
と
い
う
。

つ
ま
り
廃
立
の
義
が
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
第

一
章

「捨
聖
帰
浄
」
に
於
て
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
読
む
聖
道
門

の
各
宗
か
ら
強
く
反
駁
を

う
け
る
こ
と
必
定
な
り
と
上
人
は
よ
く
御
存
知

で
あ

っ
た
か
ら
、
此
の
書
物
を
月
輪
殿
下

へ
献
上
の
節
に
も
選
択
集

の
巻
末
に

コ
咼
覧
の

後

ち
は
壁
底
に
納

め
て
窓
前
に
さ
ら
す
勿
れ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
し
、
上
人
は
御
弟
子
の
中
で
も
、
此
れ
と
い
う
心
を
許
す
者
だ
け
に
し
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か
示
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
警
戒
を
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

建
久
八
年
上
洛
し
て
上
人
よ
り
親
し
く
浄
土
の
法
門
を
承
り
後
ち
に
浄
土
宗

の
二
祖
と
な
ら
れ
る
鎮
西

の
聖
光
房
弁
長
、
高
弟

の
証
空

上
人
、
隆
寛
律
師
、
常
随
の
源
智
上
人
、
そ
し
て
親
鸞
聖
人
と
い
う
四
、
五
名
に
限
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
上
人
の
滅
後
建
暦
二
年
に
上
梓
さ
れ
て
門
弟
達
に
も
行
き
渡
り
、
ま
た
外
部
に
も
漏
れ
て
知
ら
れ
る
や
早
速
比
叡
山
か
ら
眤

ま
れ
て
そ
の
版
木
は
持
ち
去
ら
れ
て
叡
山

の
大
講
堂
前
で
焼
か
れ
版
本
は
没
取
さ
れ
た
為
め
現
在

一
冊
も
遺

っ
て
は
い
な

い
。
若
し
あ
れ

ば
我
が
国

の
出
版
史
上
第
三
か
第
四
番
目

の
版
行
で
珍
重
す
べ
き
文
化
遺
産
で
あ

っ
た
ら
う
に
と
惜
し
ま
れ
る

の
で
あ
る
。

尚
ほ
此

の
書
物
に
書
か
れ
て
い
る
戒
定
慧

の
三
学
の
要
ら

ぬ
と
い
う
主
張
は
当
時
と
し
て
は
教
界

へ
投
げ
与

え
た
爆
弾
提

議

で

あ

っ

て
、
此
れ
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
念
仏
停
止
の
詔
勅
を
申
請
す
る
原
因
の
要
素
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
標
識
ど
し
て

南
無
阿
弥
陀
仏

往
生
之
業
念
仏
為
先
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

か
よ
う
に
題
号
と
本
文
と
の
間
に
標
識
語
を
お
く
例
は
他
に
も
あ

っ
て
、
曇
鸞
大
師
の

『讃
阿
弥
陀
仏
偈
』

の
初
に
は
矢
張
り
、

「南

無
阿
弥
陀
仏
」
と
あ
る
し
、

『
正
法
念
経
』
に
は

「
帰
命

一
切
諸
仏
菩
薩
」
と
、
そ
の
例
は
沢
山
あ
る
、
他

の
経
文
に
あ

っ
て
は
仏
法
僧

の
三
宝
を
掲
げ
て
い
る
例
が
多

い
。
仏
教
で
は
仏
法
僧

の
三
宝
に
帰
依

せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
で
、

一
般

に
帰
依

の
体
で
あ
る
三
宝

を
初
め
に
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
三
宝
の
中
の
仏
宝
を
と
り
あ
げ

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
だ
け
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
所

詮
、
こ
の
書
物
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
明
示

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

シ
テ

ニ

ヲ

そ
し
て
選
択
本
願
念
仏
集

の
念
仏
は
口
称

の
南
無
阿
弥
仏
で
あ

っ
て

「
簡
二異
観
念
一表
二知
口
称
一」
と
い
う

口
称
名
号
で
あ
る
。

二
祖
鎮
西
国
師
が

『
徹
選
択
集
』
に
こ
こ
の

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
を

「
結
前
生
後
也
」
と
申
さ
れ
て
い
る
。
題
号

の

「
選
択
本
願
念
仏

集

」
も
、
本
文
十
六
章
段
に
説
き
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
も

つ
ま
り
は
こ
の

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
口
称
名
号
六
字

で
あ
る
と
解
説
せ
ら
れ
て

い
る
。

次

に

「
往
生
之
業
念
仏
為
先
」
。
こ
こ
に
い
う

「先
」
は
前
後
を
指
す
の
で
は
な
い
。
念
仏
を
先
き
に
し
て
余
行
を
後
に
す
る
と
い
う
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様

に
心
得

て
は
い
け
な
い
。
極
楽
往
生
の
行
業
と
し
て
は
念
仏
が

一
番
根
本
ぢ
や
と
い
う
事
で
す
。
こ
こ
に
い
う
極
楽
と
は
我
等
が
成
仏

の
た
め
の
学
校
で
す
。
そ
こ
に
入

っ
て
先
輩
に
教
え
ら
れ
て
仏
に
な
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。

「
往
生
」
と
い
う
事
も
説
明
す
れ
ば
長
く
な

る
が
、
此

の
裟
婆
の
世
界
を
捨

て
去

っ
て
彼

の
仏
の
極
楽
世
界
に
往
く

の
ち
や
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
業
」
は
仕

事
と
か
所
作
ど
訳
す
れ

ば

よ
ろ
し
い
。

つ
ま
り
往
生
す
る
所
作
は
念
仏
が
本
ぢ
や
と
い
う
恵
心
僧
都

の

『
往
生
要
集
』
の

「念
仏
為
本
」
の
句
を
引
用

せ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

そ
こ
で

『広
本
』
で
は

「念
仏
為
本
」
と
せ
ら
れ
て
い
る
。

選
択
集
の
形
式

の
異

っ
た
も

の
、
即
ち
古
写
本
、
古
版
本
、
木
活
本
、
活
字
本
、
縮
写
本
そ
し
て
大
型
小
型

と
い
う
も
の
は
百
余
種
に

及
び
、

一
つ
の
書
物
で
か
く
も
多
種
類
な
る
こ
と
は

「
世
界
第

一
」
で
あ
る
と
新
村
出
博
士
は
藤
堂
祐
範
師
の

『選
択
集
大
観
』
の
序
文

に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
選
択
集
の
内
容

の
異
な
る
も
の
と
し
て
四
本
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来

る
。

第

一
稿
本
、
首
章
に
浄
土
三
部
経

の
説
時
を
論
U
て
い
る
も
の
、

第
二
刪
本
、
原
稿
を
整
理
し
浄
書
し
て
月
輪
殿

へ
献
上
し
た
の
で

「
略
本
」
と
も
称
せ
ら
る
。
此
の
内
容
は

二
祖
鎮
西
上
人

へ
も
元
祖

大
師
よ
り
伝
え
て
い
ら
れ
る
し
、
三
祖
記
主
禅
師
の
著
述

『
選
択
伝
弘
決
疑
鈔
』
の
底
本
と
も
な

っ
て
い
て
、
我

が
宗
相
伝

の
重
要
な
本

で
あ
る
が
、
文
中
往
々
字
句
の
刪
略
が
あ
る
の
で
、
古
来
次
の
第
三
建
暦
本

に
依
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

第
三
正
本
、
内
容
を
更
に
漸
次
整
備
し
て
建
暦
元
年
十

一
月
平
基
親

の
序
文
を
付
し
、
翌
年
此
を
印
行
し
た
も
の
、
世
に

『
建
暦
本
』

と
称
す
る
現
行
本
。

建
暦
二
年
の
版
本
は
版
木
も
版
行
本
も
比
叡
山
に
没
収
せ
ら
れ
て
今
は
な
い
が
、
弟
子
に
よ

っ
て
延
応
年
間

に
再
版
せ
ら
れ
て

『
延
応

版
』
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
れ
に
は
序
文
が
な
か

っ
た
。

元
禄
七
年
大
谷
派
恵
空
の
も
の
に
序
文
が
付
さ
れ
て
い
る
が
短
文
で
あ
る
、
ど
こ
ろ
が
元
禄
九
年
義
山
上
人
が
序
文
を
付
し
て
版
刻
す



る
が
其

の
序
文
は
長
文

で
而
か
も
華
麗

で
あ
る
か
ら
後
世
に
補
作
し
た
と
考
え
ら
る
o

兵
部
卿
平
基
親
の
名
に
よ
る
序
文
が
か
よ
う
に
長
短
二
通
り
あ
る
が
、
鹿
谷
法
然
院
所
蔵

の

『
延
応
版
本
』
に
短
文
の
方
が
tpta
さ
れ
、

滋
賀
県
伊
香
立
新
知
恩
院
所
蔵
の

『永
享
版
』
本
に
も
短
文

の
序
が
記
さ
れ
て
い
る
。
土
川
勧
学
宗
学
興
隆
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
選
択
本

願
念
仏
集

に
は
此
の
二
つ
の
短
文
を
照
合

し
て
主
体
と
し
、
義
山
本
を
参
照
し
た
も

の
を
序
文

と
し
て
掲
出
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

第
四
広
本

門
弟
に
よ

っ
て
少
し
加
筆
増
補

し
た
も
の
で
、
初
め
の
標
識
が

「
念
仏
為
本
」
と
な

っ
て
い
る
。

偖
て
こ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
は

一
般
的
に
申
せ
ば
標
識
を
掲
げ
た
と
解
す
る
が
、
我
が
浄
土
宗
で
は
此

の
選
択
集

一
部

の
精
神
と

申
す
か
主
眼
が
此
の
口
称

の
六
字
名
号
に
あ
る
と
い
う
事
を
標
示
し
て
い
る
の
だ
と
伝
え
る
の
で
あ
る
。

念
仏
と
い
え
ば
仏
を
念
ず
る
意
だ
か
ら
南
無
釈
迦
牟
尼
仏
、
南
無
薬
師
如
来
、
南
無
大
日
如
来
と
い
う
の
も
念

仏
で
は
あ
る
が
、
浄
土

宗

の
念
仏
は
南
無
阿
弥
陀
仏

で
あ
る
と
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
浄
土
宗
学
で
は
従
来
鎮
西
、
西
山
、
真
宗

の
三
派
教
学
と
称
し
、
そ
の
中

の
鎮
西
派
と
し
て
は
二
祖
鎮
西

上
人
の

『
末
代
念
仏
授

手
印
』
を
主
と
な
し
、
こ
れ
が
後
ち
に
五
重
相
伝

の
形
式
と
な
り
其
れ
の
根
本
伝
書
と
さ
れ
、
安
心
起
行
作
業
相
承
と
な
る
が
、
そ
れ
に

対

し
て
元
祖
大
師
の

『
選
択
集
』

の
方
は
宗
学
と
し
て
は
研
究
せ
ら
れ
る
が

一
般
道
俗
の
間
に
あ
っ
て
は
聊
か
疎

ぜ
ら
れ
て
い
る
感
さ
え

す

る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
但
し
名
越
派
で
は
選
択
集
を
初
重
と
し
て
い
る
。

石
井
教
道
博
士
の

『
選
択
集

の
研
究
』
に
よ
る
と
選
択
集
の
末
疏
を
検
討
す
る
に
浄
土
宗
よ
り
も
真
宗
に
於
て
数
多
く
選
述
せ
ら
れ
て

い
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

浄
土
宗
に
あ
っ
て
法
然
上
人
が
根
本
で
あ
る
か
ら
に
は
其
の
代
表
的
著
述
の

『
選
択
集
』
を
今
茲

の
浄
土
開
宗

の
年
を
契
機
と
し
て
授

手

印
の
原
典
で
あ
る
選
択
集
に

一
段
と
力
を
注
い
で
行
く
よ
う
に
心
掛
け
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
る
。

9
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五
、
還

愚

の

遺

訓

次
に
元
祖
大
師
の
御
遺
訓

一
枚
起
請
文
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
考
え
た
い
。
文
中
に

「
た
と
ひ

一
代

の
法
を
よ
く
く

学
す
と
も

一
文

不
知
の
愚
鈍
の
身

に
な
し
て

(乃
至
)
知
者

の
振
舞
ひ
を
せ
ず
し
て
た
だ

一
向
に
念
仏
す

べ
し
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
学
問
も
研
究
も
往

生
の
条
件
と
は
な
ら
な

い
と
う
け
と
る
べ
き
で
あ
る
。

然
し
学
問
研
究
を
し
て
は
い
け
な
い
と
元
祖
は
言
は
れ
て
い
な
い
。
元
祖
も
述
懐
さ
れ
て

「
習

い
あ
つ
め
た
る
智
慧
は
往
生
の
た
め
に
は
要
に
も
た
つ
可
ら
ず
、
さ
れ
ど
な
ら

い
た
る
か
い
に
は
か
く

の
如
く
知
り
た
る
は
計
り

な
き
事
な
り
」

と
い
は
れ
て
い
る
。
廿
四
歳
か
ら
浄
土
開
宗
迄
の
二
十
年
間
に

一
切
経
を
五
回
も
閲
覧
さ
れ
た
甲
斐
が
あ

っ
て
こ
こ
に
浄
土
開
宗
、
口
称

往
生
の
要
文
を
見
出
し
得
た
こ
と
は
全
く
学
問

の
功
能
で
あ
る
と
自
ら
悦
ば
れ
感
謝
せ
ら
れ
て
い
る
。

尚

ほ
上
人

の
研
究
態
度
を
拝
す
る
と

「
わ
れ
聖
教
を
見
ざ
る
日
な
し
、
木
曾
の
冠
者
花
洛
乱
入
の
時
た
だ

一
日
聖
教
を
見
ざ
り
き
」

(勅
伝
巻
五
)

と
。
こ
れ
は
寿
永
二
年
七
月
の
木
曾
義
仲

の
事
件
で
あ

っ
て
、
上
人
時
に
五
十

一
歳

の
夏
で
あ
る
。
浄
土
開
宗

の
後
ち
八
年
で
あ

っ
て
尚

ほ
も
聖
教
を
毎
日
閲
読
を
続
け
ら
れ
て
い
た
し
、
六
十
六
歳
の
建
久
九
年
の
春
に
は

『
選
択
集
』
と
い
う
立
派
な
著
書

の
選
述
を
さ
れ
た

学
僧
で
あ
る
。
学
問
研
究
を
否
定
は
し
な
い
が
、
学
者
ぶ
る
こ
と
を
厳
に
誡

め
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
し
て

「
も
し
智
恵
を
も
て
生
死
を
離
る
べ
く
は
源
空
な
ん
ぞ
聖
道
門
を
す
て
、
此
の
浄
土
門
に
お
も
む
く
べ
き
」

と
飽
く
ま
で
も
往
生
の
為
め
に
は
智
慧
を
求
め
ず
し
て
唯
だ
口
称
名
号
だ
と
い
う
お
諭
し
で
あ
る
と
拝
す
る
の
で
あ
る
。
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浄
土
宗
の
僧
侶

の
中
に
は
過
去
に
は
望
月
、
椎
尾
、
矢
吹
、
荻
原
、
渡
辺
ま
た
現
在
に
あ

っ
て
も
社
会
に
向

っ
て
立
派
な
学
者
が
出
て

い
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
研
究
上
の
学
者
で
あ
っ
て
心
の
中
の
お
ち
つ
き
安
心
は
凡
僧

と
変
り
な
く
、
口
称
名
号

に
よ

っ
て
立
派
に
往
生
の

素

憶
を
遂
げ
よ
う
と
心
が
け
て
い
ら
れ
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

私

の
尊
崇
す
る
知
恩
院
第
七
十
九
世
山
下
現
有
大
僧
正
は
昭
和
九
年
四
月
十

一
日
の
夕
刻
に
百
三
歳

の
長
寿

で
遷
化
せ
ら
れ
た
が
、
若

き
頃
、
明
治

三
年
三
十
八
歳

で
増
上
寺
法
主
に
代

っ
て
山
口
県

へ
下
り
伝
法
を
行

っ
て
い
ら
れ
る
し
、
東
京
に
於

て
は
当
時

の

一
流
の
学

者

と
交
友
関
係

に
あ
っ
た
学
僧

で
あ
り
、
大
本
山
百
万
辺
知
恩
寺
、
東
京
芝
増
上
寺

へ
転
住
、
そ
し
て
明
治
三
十
五
年
知
恩
院
に
晋
董
さ

れ
浄
土
宗
管
長
に
補
せ
ら
れ
た
大
徳
で
あ
る
。
宗
学
の
蘊
奥
を
極
め
ら
れ
て
い
る
に
抱
ら
ず
少
し
も
学
者
ら
し

い
素
振
り
を
見
せ
ず

「
た

と

い

一
代

の
法
を
よ
く
く

学
す
と
も

一
文
不
知

の
無
知
の
輩
に
同
じ
う
し
て
た
だ

一
向

に
念
仏
す
べ
し
」
と

「往
生
之
業
念
仏
為
先
-

南

無
阿
弥
陀
仏
」

の
御
遺
訓
に
徹
せ
ら
れ
て
い
た
、
信
者
か
ら
お
十
念
を
懇
望
せ
ら
れ
る
と

「
あ
な
た
の
姿
が
阿
弥
陀
さ
ま
と
し
て
拝
ま

せ

て
頂
き
ま
す
」
と
お
十
念
を
お
授
け
に
な

っ
た
し
、
小
僧
さ
ん
に
も
○
○
さ
ん
と

「
さ
ん
」
づ
け
で
呼
ば
れ
て

い
た
。
無
慾
恬
淡
で
あ

っ
た
例

に
泥
棒
に
手
許

の
金
包
み
を
風
呂
敷
の
ま
ま
与
え
て
素
知
ら
ぬ
顔
で
通
さ
れ
て
い
た
が
泥
棒
が
警
察
署

へ
自
首
し
た
こ
と
か
ら
新

聞

の
特
ダ
ネ
と
な

っ
て
増
上
寺
寺
務
所
が
初
め
て
知
り
、
そ
れ
を
尋
ね
ら
れ
る
と

「
ソ
ウ
で
し
た
か
ナ
ア
」
と
平

然
と
せ
ら
れ
て
い
た
。

ま

た
尾
張
生
れ
で
お
う
ど
ん
が
お
好
き
で
あ

っ
た
が
、
お
ダ
シ
汁
の
な
い
ま

＼
、
手
許

の
醤
油
を
か
け
て
食
べ
、
あ
と
で
気
づ
い
た
給
仕

が
謝
ま

っ
て
も

「
私
は
お
う
ど
ん
が
す
き
で
す
か
ら
結
構

で
し
た
よ
」
と
お
答
え
に
な
る
し
、
寒
中
に
風
呂
に
入
ら
れ
た
処
、
そ
の
湯
が

余

り
に
熱
く
ク
ラ
く

煮
え
く
り
か
え
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
湯

に
入
ら
れ
ず
冷
た
く
な

っ
た
着
物
を
召
さ
れ
て
黙

っ
て
部
屋
に
戻

っ
て
行

か
れ
た
。
こ
れ
も
小
僧
さ
ん
が
見

つ
け
て
分

っ
た
の
で
、
大
僧
正
は
何
も
言
わ
れ
な
い
と
い
う
、

「
老
僧
の
怒

っ
た
顔
を
見
た
こ
と
が
な

い
」
ど
い
う
の
か
門
弟

の
総
評
で
あ
っ
た
。

か
く
て
山
下
上
人
は
四
月
十
日
の
午
後
に
な
っ
て
ま
わ
り
の
方
々
に

「
長
ら
く
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
が
愈
々
明
日
は
極
の
阿
弥
陀
楽

様

の
み
許

へ
還
ら
さ
せ
て
頂
き
ま
す
、
あ
り
が
と
う
」
と
謝
辞
を
述

べ
ら
れ
た
が
、
主
治
医
の
日
下
博
士
は
別
に
変

っ
た
容
態
を
拝
せ
な
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い
と
語

っ
て
い
ら
れ
た
が
、

い
よ
く

翌
十

一
日
午
後
か
ら
聊
か
異
変
を
認
め
、
午
後
六
時
知
恩
院
重
役
、
門
弟
達
に
と
り
囲
ま
れ
、
称

名

の
声
も
高
ら
か
な
る
う
ち
に
、

「光
明
遍
照
の
文
」
を
称
え
ら
れ
、
合
掌
し
て
お
十
念
を
称
え
終
ら
れ
る
ど
其

の
ま
ま
大
往
生
を
遂
げ

西
方
浄
土

へ
遷
化
せ
ら
れ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。
元
祖
大
師
の
往
生
の
場
面
そ
の
ま
ま
で
あ

っ
た
。

私
も
七
十
七
歳
の
春
を
迎
え
、
こ
こ
に
本
年
始
講
に
際
し
て
選
ま
れ
て

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
解
明
を
さ

せ
て
頂
く
光
栄
に
浴
し
た

が
、
往
生
之
業
念
仏
為
先
-

南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
安
然
と
し
て
往
生
を
遂
げ
た
い
と
念
願
し
て
擱
筆
す

る
次
第
で
あ
る
。

(昭
和
四
十
九
年

一
月
十

一
日
稿
)


