
淨
土
教
理
史
上
に
於
け
る

五
部
九
卷
の
地
位
及
び
そ
の
概
説

石

橋

誡

道

善
導
大
師
が
支
那
淨
土
教
の
大
成
者
、こ
し
て
、

ま
た
我
國
の
淨
土
各
宗

の
淵
源

-こ
し
て
、
最
も
重
要
な
地
位
に
あ
る
こ
・こ
は

今
更
喋

々
す

る
必
要
も
な
い
が
、
然
し
な
が
ら
、
大
師
の
思
想

系
統
は
如
何
に
流
れ
來

つ
た
か
、
ま
た
そ
の
教
理
が
如
何
に
發
展
し
來

つ
た

か
ε
い
ふ
こ

S
を

考
察
す

る
こ
ε
も
,
决
し
て
無
盆
の
f
)
"/)
で

は
あ
る
ま

い
。

宗

租
大
師
も
選
擇
集
に
述
べ
ら
れ
た
如
く
支
那

に
は
淨
土
教
の
大
き
な
流
が
三
流
あ
る
。
郎
ち
蘆
山
の
慧
逹
流
ε
道
綽
善
導

流
ご
慈
愍
三

藏
流

で
あ
る
。
こ
の
中
慈
愍
は
善
導
の
入
寂

の
年

に
生
れ
た
人
で
、
善
導
ご
の
關
係
は
極
め
て
少
い
か
ら
今
は
暫

く
省
略
す
る

が
廬
山
の
慧

遠
の
事
に
就

て
は
是
非

こ
も
述

べ
て
お
き
た
い
ε
思
ふ
。
さ
て
こ
の
慧
遠
ε
善
導
ミ
の
淨
土
教
の
患
想
に
は
そ
の
教
義
に
や

・
異
り
が
あ
る

そ
は
慧
逡

ご
善
導

-こ
は
そ
の
相
承
に
少
し
違
が
あ
る
か
ら
だ
。
今
ま
つ
慧
遶
か
ら
述
る
事

,こ
す
る
。

一

道

安

等

の

牲

生

思

想

慧

遠
の
淨
土
教
の
思
想
は
、
そ
の
師

の
道
安
其

他
の
淨
土
願
生
者
か
ら
流
れ
來

つ
た
ε
考

へ
ね
ば
な
る
ま

い
。
然

ら
ば
そ
の

道
安
等
は
ま

た
誰

れ
か
ら
そ
の
思
想
を
承
け
た
か
ε
い

へ
ば
そ
れ
は
甚
だ
明
了
で
な
い
が
、
余
は
恐
く
は
斯
ふ
で
あ
ら
ふ
ε
思
ふ
。
そ
も
/
丶

淨
土
教
が

經
典

霊
し
て
支
那
に
傳
つ
た
の
は
か
な
り
早
い
時

代
で
あ

つ
た
。
帥
ち
無
量
壽
經
の
最
初
の
譯
者
ご
傳

へ
ら
る
・
安

世
高
は
、

後
漢

の
桓
帝

の
建
和
元
年
(西
紀

一
四
七
)
に
安
息
國

か
ら
支
那
に
來
た
人
で
あ
る
。

(
異
諡
が
あ
る
が
今
は
歴
代
三
寳

記
に
依
る
)
叉
此
經
の

第
二
の
譯
者
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ミ
稱

せ
ら
る

・
支
婁
迦
識
も
安
世
高
ざ
殆
ん

さ
厨
峙
に
支
那
に
來
た
人
で
あ
る
。
此
等
の
人
々
は
印
度
の
龍
樹
よ
り

も
約
五
十

年
前
に
無
量

壽
經
を
支
那
に
傳

へ
て
ゐ
る
。
勿
論
龍
樹
の
出
世

年
代
に
も
種

々
の
異
詭
が
あ
る
が
、
僭
肇
の
百
論
の
序
、
摩
訶
摩

耶
經
F
、
羅
什
の
龍
樹

傳
等

の
諡
に
依
れ
ば
、
佛
滅
七
百
年
(西
紀
二
一
五
)頃
S
考

へ
る
の
が
爰
當
で
あ
る
ε
患
ふ
か
ら
そ
の
約
五
+
年
前
に
傳

へ
ら
れ

て
あ
る
マ㎏言

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ε
こ
ろ
が
梁
の
僣
佑
の
著

、
出
三
藏
記
に
は
世
高

も
支
識
も
無
量
壽
經
を
譯
し
た
事
が
記
さ
れ
て
な
い
。
そ
れ
故
に
此
兩
人

は
果
し
て
譯

し
た

か
否
か
ε
い
ふ
疑
を
懷
く
人
も
あ
る
が
、(
歴
代
三
寳
記
に
は
支
識
が
無
量
清
淨
李
等
覺
經
を
譯
し
た
事
は
呉
録
に
記
さ
れ

て
あ
る
ご
云

ひ
、

ま
た
こ
の
卒
等
覺
經
は
覗
存
し
て
淨
土
宗
全
書
第

鳳
卷
に
收
め
ら
れ
て
あ
る
か
ら
疑

ふ
餘
地
は
あ

る
ま
い
が

)
、
魏

の
文

帝
の
黄
初
元

年

(
西
紀
二
一一〇
)
の
頃
支
那
に
來

つ
た
呉
の
支
謙

が
阿
彌
陀
經
を
(
大
阿
彌
陀
經
帥
ち
無
量
壽
經
の
異
譯
)
譯
し
た
事

は
さ
の
記

録
に
も
載
せ

ら
れ

て
あ
る
の
み
な
ら
す
、
現
に
淨
全
の
第

噌
に
收
め
ら
れ
て
あ

る
か
ら
决
し
て
疑
ふ
餘
地
が
な
い
。
而
し
て
そ
の
後
幾
度
も

譯
せ
ら
れ
て

趙
宋

の
法
賢
に
至
る
ま
で
に
、
凡
そ
十
二
代

の
譯
が
あ
り
、
五
存
七
欠
で
あ
る
ε
い
ふ
こ
ご
は
誰
れ
し
も
知
つ
て
ゐ

る
事
で
あ

る
Q
又
觀
經

に
も
三
代
の
譯
が
あ
り
、
阿
彌
陀
經
に
も
三
代

の
譯
の
あ
る
こ
ε
も
ま
た
み
な
知
ら
れ
た
こ
ざ
で
あ
る
。

・

今
無
量
壽
經
十
こ
代
の
譯
に
就
て
考

へ
て
見
る

に
、
東
晋
の
太
興
四
年

(西
紀
1111二

)
帥
ち
釋
僭
顯
の
頃
ま
で
に

は
既

に
六

回
の
翻
譯
が

あ
つ
た
。
け
れ
さ
も
そ
れ
が
實
際
に
宗
教
Σ
し
て
實

行
さ
る

・
や
う
に
な

つ
た
の
は
釋
檜
顯
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
(
記
録
の
上

か
ら
考

へ
て
)

檜
顯

は
道
安
の
師

の
佛
圖
澄
ご
同
時
代
の
西
方
願
生
者
で
其
略
傳
は
梁
の
高
信
傳
に
載
せ
ら
れ
て
あ

る
が
、
東
晋

の
太
興
四
年

の
頃
西
晋
の

劉
曜
が
洛
陽
を
攻
め
た
の
で
漢
澤

(今
の
山
西
省

の
南
の
境

)
に
隱
懐
し
て
淨
土
の
業
を
修
し
た
人
で
あ

る
。
檜
顯
の
入
寂
の
年
代
は
明
か

.
で
な

い
が
、
太
興
四
年
か
ら
約
二
十
七
年
の
後
に
、
道
安
も
ま
た
石
氏
の
亂
を
避
く
る
爲
に
こ
の
漢
澤
に
隱
遁
し
た
。
斯

ふ
し

た
關
係
は
自

然
に
道
安
の
往
生
思
想
を
養
成
し
た
の
で
あ
ら
ふ
ε
思
う
。

叉

道
安
は
熱

心
に
般
若
經
を
研
究
し
た
が
、
そ

れ
が
自
然
に
往
生
の
思
想
を
誘
發

し
た
で
あ
ら
ふ
ε
思
ふ
。

道
安

に
は
種
々
の
著
述
が
あ
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・
る
が
そ
の
著
蓮
の
上
か
ら
見
て
も
、
ま
た
そ
の
傳

記
の
記
事
か
ら
見
工
も
師
は
最
も
般
若
經
に
私
淑
し
た
や
う
で
あ

る
。
夫
故

に
師
は
自
ら

斯
ふ
い
ふ
て
ゐ
る
。

『
昔
し
漢
陰

(襄
陽
)
に
あ

る
こ
・こ
十
有
五
年
、
侮
年
二
回
づ

・
放
光
般
若
の
講
義
を
し
た
。

そ
の
後
京
師
に
來

て
か

ら
四

年
に
な
る
が
ま
た
侮
歳
一.一遍
づ

・
そ
れ
を
講
釋

し
て
ゐ
る
』

マ
ヒ。

(
出
三
藏
記

入
、
同
十
五
、
高
信
傳
五
)
叉

道
安
の
著
述
の
中
に
、

般
若

析
疑
略
二
卷
、
光
讃
析
中
解
、
光
讃
析
解
、
般
若
析
准
等
が
あ
る
こ
ε
か
ら
考

へ
て
も
、
非
常
に
般
若
を
研
究
し
般
若
の

思
想
に
私
淑

し
た
こ
ご
が
明
か
で
あ
る
。
所
が
そ
の
般
若
經
の
中
に
は
股
若
を
修
行
を
す
る
者
は
、
他
方
の
諸
佛
の
淨
土
に
生
れ
て
諸
佛
に

見
ゆ
る
こ
ご

が
出
來

τ
種
々
の
功
徳
を
得
る
有
樣
が
ま
こ
ご
に
委
し
く
明
さ
れ
て
あ

る
。
今
其

N
こ
の
例
を

示
せ
ば

菩

薩
摩
訂
薩
、
般
若
波
羅
密
を
行
ふ
者
は
、
六
紳
道
を
得
て
、
欲
界
色
界
無
色
界
に
生
ぜ
す
、

触
佛
國
よ
り

}
佛
國
に
至
り

、
諸
佛

に
禮

事
す
。
復
た
菩
薩
あ
り
、
六
紳
通
を
得
て
,
諸
佛
の
刹
に
遊
ぶ
、
そ
の
至
り
し
處
に
は
聲
聞
縁
覺
の
教
も
名
も
あ

る
こ
ε
な

し
。
復
た
菩

薩
あ
り
、
六
神
逋
を

も
つ
て
諸
佛
の
國
に
到
る

に
、
そ
の
壽
は
量
り
な
し
、
命
終
の
後
、
そ
の
國
に
往
生
す
。
乃
至
こ
の
三
萬
の
比
丘
は

こ
の
壽
の
終
に
於
て
、
阿
閼
佛
國
に
生
す
べ
し

、
其
後
六
+
二
劫
に
し
て
,
み
な
佛

ご
な
る
べ
し
。
復
た
六
萬
の
欲
天
子
は

、
み
な
彌
勒

佛

の
前
に
生
す
べ
し
、
(
放
光
般
若
卷
二
)

叉
云
、
舍
利
弗
,
佛
に
日
し
て
言
く
、
菩
薩
摩
訶
薩
,
般
若
波
羅
密
に
應
す
る
者
は
、
何
れ
の
所
よ
り
來

つ
て
是

の
間
に
生
れ
、
こ
の
聞

よ
り
去

つ
て
復
た
何
れ
の
所
に
生
る

・
や
、
佛

、
舍
利
弗
に
告
て
言
く
、
菩
薩
、
般
若
波
羅
密

、こ
相
應
す
る
者
は

、
兜
傘
天

上
よ
り
來

つ

て
是
の
問
に
生
れ
、
或
は
他
方
の
佛
國
よ
り
來

つ
て
こ
の
間
に
生
れ
、
或
は
人
道
中
よ
り
來

つ
て
こ
の
間
に
生
る
。
兜
率
天
上
よ
り
來

る

者

は
終
に
般
若
波
羅
密
を
失
は
す
,
諸
陀
隣
尼
諸
三
昧
門
、
諸
衆
智
門
悉
く
皆
な
前
に
在

り
、
他
方
佛
國
よ
り
來

る
者
は
,

便
ち
疾
く
殷

若

波
羅
密
を
成
す
、
智
慧
の
中
に
於
て
日
日
堆
盆
し
、
諸
の
深
法
要
み
な
現
じ
て
前
に
あ
り
、
却
後
乃
ち
般
若
波
羅
密
を
成
じ
、
生
す
る

所
に
常
に
諸
佛
を
見
て
諸
佛
を
離
れ
す
、
人
范
よ
り
來

る
者
は
、
こ
の
菩
薩
未
だ
阿
惟
越
致
に
及
ば
ざ
る
者
は
、

諸
根
曙

鈍
に
し
て
、
疾

く
般
若
波
羅
密
を
得
る
こ
ε
能
は
す
、
便
ち
陀

隣
尼
門
を
見
る
こ
ε
能
は
す
。

一一3一



舍

利
弗
よ
、
汝
が
問
ひ
し
所
の
如
き
,
菩
薩
、
般
若
波
羅
密
を
脅
行
す
ゐ
者
は
、
是
の
間
の
終
に
於
て
、
當
に
何
れ
の
所
に
生
る
べ
き
や

ミ
は
、
こ
の
菩
薩
は
他
方
の
佛
國
に
生
す
べ
し

、

叫
佛
國
よ
り
復
た

一
佛
國
に
生
じ
て
、
常
に
諸
佛
を
見
奉
り
、

諸
佛
世
奪

ε
離
れ
す
。

乃
至
、
復
た

吋
生
補
處

の
菩
薩
あ
り
、
股
若
波
羅
密
を
行
じ
、
四
禪
を
具

へ
、
四
等
意
、
四
無
形
定
、
三
+
七
品

、
察
、
無
相
、
無
願
を

具

へ
、
常
に
諸
佛
を
見
奉

り
、
世
算
に
供
事
し

、
清
淨
の
行
を
持
ち
、
便
ち
兜
傘
天
に
生
じ
、
其
天
上
に
於
て
、
其
壽
命
に

隨

つ
て
、
諸

根
具
足
し
、
無
央
數

の
諸
天
人
眷
屬
の
爲
に
圍
繞
せ
ら
れ
て
、
爲
に
法
を
諡
き
,
復
た
世
間
人
中
に
來
生
し
て
、
阿
惟
三
佛

ε
作

る
。
(放

光
殷
若
經
第
二
)

'
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此
等
の
文
か
ら
考

へ
て
道
安
の
往
生
思
想
は
恐
く
は
此
の
般
若
經
か
ら
誘
導
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
ふ
。

ε
こ
ろ
が
道
安
は
西
方
願
生
者
で
は
な
く
て
兜

率
願
生
者
で
あ

つ
た
や
う
だ
。
そ
の
こ
ε
は
梁
高
僭
傳
五
卷
、
道
安
の
慱
の
下
に

『
道
安

は
毎

に
弟
子
の
法
遇
等
ε
與
に
彌
勒
の
前
に
於
て
誓
を
立
て
兜
率
に
生
ぜ
ん
こ
ε
を
願

ふ
た
』
ε
い
ふ
文
が
あ
り
、
又
同
傳
五
卷
に
記
す
道

安
の
弟
子
の
曇
戒
の
傳
に
、

『
曇
戒
疾
重
け
れ
さ
も
、
常
に
彌
勒
佛
の
名
を
誦
す
、
弟
子
智
生
、
疾
に
侍
し
て
問
ふ
て
曰
く
、

何
ん
ぞ

安
養

に
生
す
る
こ
ε
を
願
は
ざ
る
や
ε
、
曇
戒
答
て
曰
く
、
わ
れ
和
上

(道
安
)
等
八
人
ご
與
に
、
兜
率
に
生
ぜ
ん
こ

マ」を
願

へ
り

、
和
上
及
び

道
願
等
は
皆
な
已
に
往
生
せ
り
、
吾
は
未
だ
往
く
こ
く」を
得
す
、
こ
の
故
に
願
生
す
る
の
み
』
ε
い
ふ
文
か
あ
る
か
ら
道
安
は

兜
率
往
生
を

願

つ
た
も
の
で
あ
ら
ふ
。
そ
の
放
光
般
若
第
二
、
光
讃
般
若
第
二
等
に
は
兜
率
往
生
に
關
す
る
數
多
の
經
文
が
あ
る
か
ら
恐
く

は
其
等
の
影

響
で
あ
ら
ふ
。
け
れ
さ
も
こ
玉
に
疑
問
で
あ
る
の
は
、
若
し
道
安
か
僭
顯
の
思
想
を
承
け
た

ε
す
れ
ば
、
僭
顯
は
西
方
願
生
者

で
あ
る
の
に

何
故
に
道
安
が
兜
傘
を
願
ふ
た
か
・こ
い
ふ
問
題
で
あ
る
が
然
し
道
安
の
時
代
は
支
那
に
於
け
る
往
生
思
想

の
發
生
時
代
で
兜
率
に

せ
よ
西
方

に
せ
よ
兎
も
角
他
方
の
諸
佛
の
淨
土
に
往
生
せ
ん

・こ
す
る
思
想
が
漸
く
盛
ん
に
な
ら
ん
、こ
す
る
時
代
で

後
世
の
如

く
兜
率
ε
西
方
ε
の
勝
劣

を
論
す
る
ほ
,ご
發
逹
し
て
ゐ
な
か
つ
た
も
の
ε
考

へ
る
。
だ
か
ら
兜
率
西
方
等
を
總
じ
て

剛
の
往
生
思
想
ご
見
て
よ

か
ら
ふ
ご

思
ふ
。

さ
て
道
安
は
兜
率
願
生
者
で
あ
つ
た
が
ま
た

唱
面
に
は
西
方
願
生
者
が
可
成
に
あ

つ
た
や
う
だ
。
師
ち
曾
顯
の
事

は
前
に
述

べ
た
邇
り
で



あ
る
。
叉
道
安
よ
り
も
や
玉
先
輩
で
あ
る
支

遁

(
逍
林
)
の
阿
彌
陀
佛
像
讃
並
に
序
に
は
、
佛
戒
を
持
ち
阿
彌
陀
經
を
讀
誦
し

て
往
生
を
願

ふ
者
の
あ
る
こ
ご
が
記
さ
れ
て
あ
る
。

(廣
弘
明
集
第
十
五
譽
)
こ
の
阿
彌
陀
經
ε
い
ふ
の
は
勿
論
無
量
壽
經
で
あ

る
か
ら
當
時
無
量
壽
經
を

讀
誦
し
た
證
據
に
も
な
り
、
叉
阿
彌
陀
佛
像
讃
の
あ
る
こ
ε
か
ら
當
時
阿
彌
陀
佛
の
像
の
作
ら
れ
て
あ
つ
た

こ
ε
も
解

か
る
。

又
道
宣
の
三

寳
感
通

録
に
依
れ
ば
、
東
晋
の
孝
武
三
年
に
襄
陽

の
壇
溪
寺
の
道
安
が
郭
西
の
精
舍
に
丈
六
の
金
銅
の
無
量
壽
佛
を
鑄
造
し
そ

の
翌
年
に
莊

嚴
を
成
就
し
た
、
よ
つ
て
そ
の
檀
溪
寺
を
金
像
寺

ε
改
名
し
た
ミ
記
さ
れ
て
あ

る
。
又
前
に
も
述
べ
た
如
く
曇
戒
の
弟

子
の
智

生
が
何
故
に

安
養

に
生
す
る
こ
ご
を
願
は
ざ
る
や
ざ
質
問
し
た
こ
ε
な
さ
、
此
等
は
み
な
支
那
に
於

け
る
阿
彌
陀
佛
信
仰
の
最
初
の

文
献
-こ
も
い
ふ
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
な
ほ
文
献
に
顯
は
れ
な
い
西
方
願
生
の
人

々
が
隨
分
あ
つ
た
で
あ
ら
ふ
ご
思
ふ
。
斯

ふ
し
た
譯
で
兎
も
角
、
道
安
の
頃
は

西
方
に

せ
よ
兜
傘
に
せ
よ
淨
土
往
生
の
思
想
が
支

那
に
發
生
し
て
發
展
せ
ん
,こ
し
た
時
代
で
あ

つ
た
こ
ε
は
事
實
で
あ

る
。

二

廬

山

慧

蓮

の

淨

土

歉

廬
山
の
慧
遠
が
西
方
願
生
者
で
あ
つ
た
こ
ε
は
明
白
な
事
實
で
あ
る
。
慧
遶
も
そ
の
師
の
道
安
の
如
く
般
若
經
に
私
淑
し
た

や
う
で
あ
る

師
は
始
め
道
安
か
ら
般
若
經
の
講
義
を
聞
い
て
豁
然
-こ
し
て
大
悟
し
た
ε
い
ふ
點
や
ま
た
慧
逋
に
は
凡
そ
十
四
部
三
十
五
卷
の
著
書
が
あ
る

が
、
そ
の
中
大
智
度
論
序

一
卷
、
大
智
度
論
要
略

二
十
卷

(
一
名
大
智
度
論
抄
)
等
の
あ
る
點
か
ら
考
へ
て
般
若
を
深
く
研
究
じ
た
事
は
明

か
で
あ
る
。
特
に
慧
遠
の
晩
年
に
は
、
羅
什
三
蔵
が
支
那
に
來
て
多
く
の
龍
樹
の
著
述
を
翻
譯
し
た
か
ら
般
若
思
想
の
研
究
に
は

二
暦
の
便

宜
を
得
た
。

所
が
慧
逋
の
西
方
願
生
の
思
想
に
は
凡
そ
二
の
系
統
が
あ
り
、
そ
の
外
羅
什
の
思
想
の
影
響
も
あ
る
ε
思
ふ
。
帥
ち

一
は
慧

遠
已
前
の
西

方
往
生
の
思
想
で
あ
り
他
は
般
舟
三
昧
經
等
の
思
想
で
あ
る
。
般
舟
三
昧
經
は
始
め
後
漢
の
支
婁
迦
識
が
翻
譯
し
、
次
で
西
晋

の
竺
法
護
が

譯
し
た
事
が
出
三
蔵
記
二
卷
に
記
さ
れ
て
あ
る
が

、
大
正
大
藏
に
は
支
婁
迦
讖
の
譯
本
が
二
種
ε
失
譯
の
叛
陂
菩
薩
經

(般
舟

三
昧
經
の
初
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譯
)
ε
が

收
め
ら
れ
て
あ
る
。
慧
逋
は
大
に
此
經
を
愛
誦
し
そ
れ
に
依
つ
て
西
方
往
生
を
願
は
れ
た
や
う
に
思
ふ
。
其
譯
は
慧

遽
が
特
に
戒

律
を
重
じ
た
點
、
靜
寂
な
處
を
愛
し
た
點
、
及
び
三
昧
の
念
佛
を
修
行
し
た
點
等
が

全
く
般
舟
三
昧
經

の
思
想
さ

一
致
し
て
ゐ

る
。
叉
慧
遠

が
羅
什
に
對

つ
て
大
乘
の
深
義
十
八
種
を
蕁
問
し
羅
什
が
そ
れ
に
答

へ
た
問
答
が

、大
乘
大
義
章
三
卷

ε
な

つ
て
あ
る
が

(大
正

大
藏
四
十
五
)

そ
の
中
卷

に
、
問
念
佛
三
昧
並
に
答
ε
い
ふ

嚇
問

答
が
あ
る
。
こ
の
問
答
に
は
般
舟
三
昧
經
の
念
佛
の
事
に
就
て
色
々
ざ
論
ぜ

ら
れ
て
あ
る

こ
れ
は

帥
ち
慧
遠
が
、
常
に
こ
の
經
を
讀
誦
し
て

懷
い
た
所
の
疑
問
を
羅
什
に
蕁
ね
た
の
で
あ
ら
ふ
。
こ
れ
等
の
黠
か
ら
考

へ
て
慧
蓮

は
恐

く
は
こ
の
經
を
以

つ
て
西
方
願
生
の
基
準
S
し
た
も
の
さ
考

へ
る
。

勿
論
當
時
、
無
量
壽
經
は
幾
度

も
翻
譯
さ
れ
て
あ

つ
た
か
ら
慧
遶

も
そ
れ
を
讀
誦
し
た
に
違
ひ
な
い
。
け
れ
隔こ
も
慧
遠
は
恐
く
は
こ
の
經

よ
り
も
寧
ろ
般
舟
三
昧
經
を
重
じ
た
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
種
々
の
原
因
が
あ
る
で
あ
ら
ふ
。
帥
ち
無
量
壽
經
に
は
阿
彌
陀

佛
の
因
願
及

び
成
就

は
委
し
く
明
さ
れ
て
あ
る
が
往
生
の
行
因
が
略
さ
れ
て
あ
る
。
所
が
般
舟
三
昧
經
に
は
往
生
の
行
因
な
る
念
佛
三
昧
が

委
し
く
明
さ

れ
て
あ

る
點
、
又
慧
遠
の
頃
に
未
だ
世
親
の
往
生

論
が
譯
せ
ら
れ
な
か
つ
た
こ
ご
、
叉
琶
良
耶
舍
の
觀
無
壽
量
經
が
譯

せ
ら
れ

な
か
つ
た
こ

ε
、
叉

そ
の
當
時
持
戒
持
律
の
思
想
が
高
調
せ
ら
れ
て
そ
れ
が
般
舟
三
昧
經
の
思
想
ご
特
合
し
た
點
等
が

そ
の
原
因
を
な
し
た

で
あ
ら
ふ
。

兎
も
角
慧
遶
の
淨
土
教

は
觀
經
に
依
つ
た
淨
土
教

で
な
く
て
、
般
丹
三
昧
經
に
依
つ
た
ーこ
い
ふ
こ
ご
が
、
曇

蠻
の
淨
土
數
ざ
幾
分
の
相
違
を

生
す
る
主
な
る
原
因
で
あ
る
ε
患
ふ
・

淨
土

の
山二
經
が
重
く
祕
ら
る
玉
や
う
に
な
つ
た

の
は
恐
く
は
曇
蠻
大
師
か
ら
で
あ
る
。
帥
ち
世
親
の
無
量
壽
經
論
願

生
偈
(
往

生
論
)が
支

那
に
譯

せ
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
が
魏
の
菩
提
流
支
に
依
つ
て

一
た
び
翻
譯
せ
ら
る
玉
や
曇
鸞
は
そ
れ
に
依
つ
て
論
+i:i

を
作
り
淨
影

嘉
群
は
何
れ
も
大
經
の
義
疏
を
著

は
し
、
叉
觀
經

は
曇
戀
が
菩
薩
流
支

に
授
か
つ
た
の
を
始
こ
し
て
、
淨
影
,
嘉
群
が

其
疏
を

作
り
道
綽
も

又
安
樂

集
を
著
は
し
て
觀
經
の
深
義
を
布
衍
し
た
。
叉
阿
彌
陀
經
も
羅
什
が
譯
し
た
後
天
台
が
其
疏
を
著

は
し
た
。
斯

ふ
し
た
譯
で
三
經
の

研
究
は
曇
鸞
已
後
漸
く
盛
ん
に
な
つ
た
の
だ
か
ら
、
曇
鸞
よ
り
も
先
に
あ

つ
た
慧

速
の
頃
に
無
量
壽
經
が
餘
り
に
重
く

視
ら
な

れ
か

つ
た
の
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も
無
理
の
な
い
こ
ε
だ
。
そ
れ
故
に
廬
山
の
慧
遑
が
無
量
壽
經
よ
り
も
寧
ろ
般
舟
三
昧
經
を
重
要
視
し
た
事
は
當
然
で
あ
る
。

さ
れ
ば
今
こ

の
下
に
般
舟
三
昧
經
の
念
佛
に
關
す
る
文
の

噛
二
を
抄
出
し
て
讀
者
の
參
考
に
供
し
た
い
、こ
思
ふ
。
般
舟
三
昧
經
卷
上
に
日
く

(
大
正
藏
第

+
ミ
)

佛

の
言
く
、
今
現
在
の
佛
、
悉
く
前
に
在
て
立

つ
三
昧
あ
り
、
そ
れ
こ
の
三
昧
を
行
ふ
者
、
若
く
は
問
ふ
所
の
者

は
、
悉
く

之
を
得
べ
し

戯
陀

和
菩
薩
、
佛
に
白
し
て
言
く
、
願
く
は
佛

哀
ん
で
之
を
誂
き
給

へ
、
今
佛

読
き
給

へ
ば
、
過
度
す
る
所
多
し
、
安
隱
す

る
所
多
し
,

願
く
は
佛
、
諸
の
菩
薩
の
爲
に
大
明
を
覗
ぜ
よ

。
佛
、
瞰
陀
和
菩
薩
に
告
げ
給
は
く
、

噌
の
法
行
を
常
に
習
持
す

べ
し
、
常

に
守
る
べ
し

復
た
餘
の
法
に
隨
は
ざ
れ
、
諸
の
功
徳
の
中
、
最
尊
第

一
な
り
、
何
等
を
か
第

、
の
法
行
ご
な
す
か
、
こ
の
三
昧
を
現
在
佛

悉
在
前
立
三

昧

ε
名
く
、
乃
至
、
佛
の
冨
は
く
、
こ
の
行
法
を
持
つ
が
故
に
、
三
昧
を
致
し
て
便
ち
三
昧
を
得
、
現
在
の
諸
佛
悉
く
前
に

在
て
立

つ
、

何
に
因
て
現
在
の
諸
佛
悉
く
前

に
在
て
立
つ
三
昧
を
致
す
や
、
瞰
陀
和
よ
、
そ
れ
比
丘
、
比
丘
尼
、
優
婆
塞
、
優
婆
夷
、
あ

つ
て
、
戒
を

持
つ
こ
「こ
完
具
し
う
獨
り

M
處
に
止
り
、
心
に

西
方
の
阿
彌
陀
佛
を
念
ぜ
よ
、
今
現
に
聞
く
所
に
隨
つ
て
念
ぜ
よ
、
こ
の
國

よ
り
千
億
萬

の
佛
刹
を
去

つ
て
、
そ
の
國
を
須
摩
提
ε
名
く
、
そ
の
國
の
衆
の
菩
薩
の
中
央
に
阿
彌
陀
佛
在
つ
て
經
を
論
く
、

一
切
の
時

に
常
に
阿
彌

陀
佛
を
念
ぜ
よ
、
鹹
陀
和
よ
、
若
し
沙
門
白
衣
に
し
て
西
方
阿
彌
陀
佛
の
事
を
聞
く
者
は
、
當
に
彼
の
佛
を
念
す
べ
し
、
戒

を
缺
く
こ
ε

を
得
す
、

}
心
に
念
す
る
こ
ε
著
は

剛
畫
夜
、
若
は
七
日
七
夜
せ
よ
、
七
日
を
過
ぎ
て
後
、
阿
彌
陀
佛
を
見
る
べ
し
、
覺
に
於
て
見

へ
す

書
も
、
夢
中
に
於

て
之
を
見
る
べ
し
、
默
陀
和
よ
。
こ
の
國
土
に
於
て
阿
彌
陀
佛
の
こ
ε
を
聞

い
て
、
し
ば
く

念
す
れ
ば

、
こ
の
念
を

用
ゆ

る
が
故
に
阿
彌
陀
佛
を
見
る
。
佛
を
見
ば
從
つ
て
問

へ
、
何
等
の
法
に
因

つ
て
阿
彌
陀
佛
の
國
に
生
す
べ
き

か
ざ
、
そ

の
時
阿
彌
陀

佛
こ
の
菩
薩
に
語
つ
て
言
く
、
我
國
に
來
生
せ

ん
ε
欲
す
れ
ば
、
常
に
し
ば
ノ
～

我
を
念
ぜ
よ
、
常
に
念
じ
て
休
息
す

る
こ

ε
莫
れ
、
是

の
如
に
し
て
我
國
に
來

生
す
る
こ
ε
を
得
る
書
、
佛
の
給
は
く
此
菩
薩
は
、
こ
の
念
佛
を
以
て
の
故
に
、
阿
彌
陀
佛
の
國
に
生
す
る
こ
マ」

を
得
べ
し
ざ
。

一7__



般
舟

三
昧
經
上
に
叉
曰
く
、
菩
薩
是
の
如
く
佛

の
威
神
力
を
以
て
、
三
昧
の
中
に
於
て
立
つ
、
見
ん
ε
欲
す
る
所

の
何
方
の

佛
な
り
芝
も

見
ん

ε
欲
す
れ
ば
郎
ち
見
る
。
何
を
以
の
故
に
是

の
如
く
な
る
や
、
謙
陀
和
よ
、
是
れ
三
昧
力
の
成
す
る
所
な
り
、
佛
威
紳
を
以
て
三
昧

中
に
於

て
立

つ
ε
は
、
三
事
あ
り
、
佛
威
紳
力
を
持
て
、
佛
三
昧
力
を
持
て
、
本
功
徳
力
を
持
て
、
こ
の
三
事
を

用
て
の
故

に
、
佛
を
見

る
こ

ざ
を
得
る
ざ
、

己
上

は
般
舟
三
昧
經
の
文
を
抄
出
し
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
中
初
の
文
は
善
導
の
觀
念
法
門
に
も
引
用
し
て

(
觀
念
法
門
は

異
本
に
依
る

故
に
文
言
や

瓦
異
る
)
念
佛
三
昧
の
經
證
ε
さ
れ
て
あ
る
。
さ
て
此
經
の
大
體
の
思
想
は
諸
の
欲
想
を
捨

て
諸
法
の
塞
理
を
悟

り
持
戒
清
淨

に
し
て
定
心
を
起
し
、
念
彿
三
昧
に
入
つ
て
見
佛

し
て
、
西
方
淨
土
に
往
生
せ
ん
さ
す
れ
ば
佛
の
威
祕
力
三
昧
力
並
に
行
者
の

本
功
徳
力
に

依
つ
て

見
佛
し
邃
に
往
生
を
得
る
ε
い
ふ
思
想
で
あ
る
。
帥
ち
慧
逋
の
念
佛
は
般
若
皆
室
の
患
想
を
以
て
基
調
、こ
し
之
に
持
戒

禪
定
等
の
修

行
を
加

へ
、
念
佛
三
昧
に
入
ら
ん
S
精
進
す

べ
き

教
で
あ
る
。
故
に
慧
遠
の
念
佛
三
昧
詩
序
に
は
下
の
如
く
に
言
は
れ
て
あ
る

。

念
佛

三
昧

ご
は
何
ぞ
や
、
思
ひ
專
ら
に
し
て
想
寂
す
る
の
謂
な
り
、
思
ひ
專
ら
な
れ
ば
志

一
に
し
て
擁
ま
す
、
想
寂
す
れ
ば

氣
虚
に
し
て

紳
朗
か
な
り
、
曜氣
虚
な
れ
ば
智
そ
の
照
を
恬
す
、
紳
朗
か
な

れ
ば
幽
ε
し
て
徹
せ
ざ
る
な
し
、
斯
の
二
は
乃
ち
是
れ
自
然
の

玄
特
、

叫
に

會
し
て
用
を
致
す
、
是
の
故
に
閑
處
に
靜
思
し

て
物
に
感
じ
靈
に
逋
じ
、
心
を
御
す
る
唯
だ
正
動
に
し
て
微
に
入
る
、
乃
至
、

叉
諸
の
三

昧
そ
の
名
甚
だ
衆
し
、
功
高

ふ
し
て
進
み
易
き

は
念
佛
を
先
、こ
す
、
玄
を
窮
め
寂
を
極
め
、
尊
ん
で
如
來
を
號
ぶ
。
紳
體
合

變
し
て
差
別

な
き
が
故
に
、
今

こ
の
定
に
入
る
者
は
、
昧
然

ε
し
知
を
忘
る
、
乃
至
、

自
然
に
玄
音
の
叩
く
を
察
し
て
心
に
聽
く

ε
き
は
、
塵
累
毎
に

淌

へ
て
滯
情
融
朗
な
り
、
天
下
の
至
妙
に
非
す

ん
ば
、
誰
れ
か
能
く
こ
玉
に
與
か
ら
ん
や
已
上

已
上
は
慧
遠
の
念
佛
三
昧
詩
序
に
顯
は
れ
た
慧

遠
の
念
佛
の
思
想
の
要
點
で
あ
る
。
な
ほ
そ
の
外
に
二
三
の
材
料

は
あ
る
け
れ

さ
も
結
局

こ
れ
位
よ
り
外
に
よ
り
委
し
く
知
る
こ
ε
は
出
來

な
い
。

所
が

こ
の
慧
逡
の
念
佛
は
天
台
の
四
種
三
昧
の

念
佛
に
大
に
影
響
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
。
天
台
大
師
の
傳
記
を
見
る
に
天
台

大
師
は
二
回

_...g_.



ま
で
も
廬
山
に
登

つ
て
慧
遶
の
芳
躅
を
探
つ
た
こ
ご
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
ま
た
師
は
そ
の
臨
終
の
時
、
侍
者
を
呼
ん
で
法
華
經

ざ
無
量
壽
經

ε
を
讀
ま
し
め
往
生
を
願
は
れ
た
ε
い
ふ
こ
ε
が
記

さ
れ
て
あ
る
。
又
摩
討
止
觀
に
は
四
種
三
昧
の
念
佛
が
説
か
れ
て
あ
る
が

そ
の
中
の
常

行
三
昧

ε
い
ふ
の
は
般
舟
三
昧
經
に
原
い
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
摩
訂
止
觀
に
は
斯
ふ
言
は
れ
て
あ
る
。

常
行
三
昧
ε
は
亦
た
般
舟
三
昧
ε
名
く
、
梵
語
に
は
般
舟
ε
い
ひ
、
此
に
は
佛
立
ε
い
ふ
、
佛
立
に
三
義
あ
り
、

「
に
は
佛

の
威
力
、
二

に
は
三
昧
力
、
三
に
は
行
者
の
本
功
徳

力
よ
く
定
中
に
於
て
、
十
方
の
佛
、
其
前
に
在

つ
て
立
ち
給

ふ
を
見
る
、
故
に
佛
立

こ
い
ふ
、
九

十

日
を
期
ご
な
し
、
三
月
を
終

る
ま
で
、
身
常

に
施
行
し
て
、
休
息
す
る
こ
ε
を
得
す
、
口
に
常
に
阿

彌
陀
佛
を

唱
し
、
心
に
常
に
阿
彌

陀
佛

を
想

ふ
、
或
は
先
づ
想
ひ
後
に
唱

へ
、
或

は
先
に
唱

へ
後
に
想
ふ
、
想
唱
相
繼
い
で
休
息
せ
し
む

る
こ
マ」な

か
れ
、
こ

れ
こ
の
三
昧

は
、
極
て
能
く
宿
障
を
斷
除
し
。
諸
の
功
徳
に
於
て
、
最
も
第

N
ε
な
す
ご
。

ま
た
こ
の
般
舟

三
昧
經
の
思
想
は
善
導
大
師
に
も
影
響
し
て
ゐ
る
ε
思
ふ
。
新
修
慱
の
第
廿
五
に
は

『
般
舟
行
道

、
禮
佛
方

等
を
以
て
己

が
任

ε
な
す
』

ε
い
ふ
文
が
あ
り
、
同
新
修
慱
の
第
廿
六
に
は

『
慧
蓮
法
師
の
勝
躅
を
欣
ん
で
、
邃
に
廬
山
に
往
て
其
邇
範
を

見
て
、
乃
ち

豁
然
こ
し
て
思
を
塘
す
」
ε
記
さ
れ
て
あ

る
。
叉
觀
念
法
門
に
は

『
般
舟
經
に
依
て
、
念
佛
三
昧
の
法
を
明
す
』
ε
い
ふ
て
般

舟
三
昧
經
の

文
が
諸
所
に
引
用
さ
れ
て
あ
る
。
又
般
舟
讃
に
は

臨。般
舟
三
昧
樂
ε
は
何
ぞ
や
、
答
て
曰
く
、
梵

語
に
は
般
舟

ε
名
け
、
此
に

は
常
行
道
ざ

名
く
、
或
は
七
日
、
九
十
日
、
身
行
無
間
な
る
總
名
な
り
、
三
業
無
間
な
り
故
に
般
舟
ε
名
く
』

ε
い
ふ
て
、
頗
る
天
台
の
常

行
三
昧
に
よ

く
似
て
ゐ
る
。
斷
ち
般
舟
三
昧
を
慧
遠
は
佛
立
三
昧
ε
い
ひ
天
台
は
常
行
三
昧

ご
い
ひ
善
導
は
常
行
道
三
昧

寸」
名
け
た
け
れ
さ
も
其
行
事
は

極
て
相
類
し
て
ゐ
る
。
此
等
の
點
か
ら
考

へ
て
慧
遠
、
天
台
、
善
導
等
、
思
想
關
係
の
甚
だ
深
い
こ
ざ
が
解
る
。

次
に
羅
什
の
思
想
か
ま
た
慧
遠
に
多
大
の
影
響
を
與
た
で
あ
ら

ふ
ε
思
ふ
。
羅
什
が
長
安
に
來
た
時
に
は
、
慧
遠

は
廬
山
か

ら
遙
か
に
長

安
に
書
を
途

つ
て
大
に
歡
迎
の
意
を
表
し
た
。
そ
の
後
頻
繁
に
交
逋
し
て
教
を
乞
ふ
た
ε
い
ふ
こ
ε
は
慧
遠
の
傳
記
に
記
さ
れ

て
あ

る
。
羅

什
が
長
安
に
來
た
の
は
姚
秦
の
弘
始
三
年
の
十
二

月
で
、
(四
〇
一
)
慧
遠
が
廬
山
に
入
つ
て
か
ら
十
七
年
の
後
で
あ

る
。
そ
れ

故
に
慧
纛
の
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念
佛
思
想
は
ほ

穿
確
定
し
た
後
で
あ
ら
ふ
が
、
然

し
ま
た
羅
什
の
思
想
の
影
響
は
决
し
て
少
く
は
な
か
つ
た

ε
思
ふ
。
11;14
ふ
ま

で
も
な
く
羅

什
は
龍
樹
の
著
書
を
多
く
翻
譯
し
た
人
で
帥
ち
般

若
三
論
等
の
思
想
を
主
、こ
し
て
傳

へ
た
人
で
あ
る
か
ら
固
よ
り
般
若
の
研
究

者
で
あ

つ
た

慧
逡
に
は
登
く
早
天
の
雨
で
あ

つ
た
に
違
ひ
な
い
。
加
之
、
か
の
大
乘
大
義
章
の
中
に
般
舟
三
昧
經
の
念
佛
の
事
に
就
て
問
答

し
た
こ
く」
は

前
に
述
べ
た
逋
り
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
佛
の
眞

法
身
、
眞
法
身
の
像
類
、
眞
法
身
の
壽
量
等
に
就

い
て
の
問
答
が

あ
る
。
斯

ふ
し
た
譯
で

ま
だ
こ
の
時
代
に
は
彌
陀
の
佛
身
佛
土
等
が
明
了

に
論
定

さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
か
ら
、
大
に
羅
什
の
指
導
を
受
け
て
そ
れ
等
が

漸
く
深
刻
に

論
究
さ

れ
た
に
違
い
な

い
。
而
し
て
慧
遠

の
寂
後
に
於
て
も
慧
遠
の
後
繼
者
は
あ
つ
た
け
れ
さ
も
ε
て
も
慧
遠
の
時

の
や
う
な

盛
尻
を
見
る

こ
ε
は
出
來
な
か
つ
た
。
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顧晶

曇

鸞

大

師

と

徃

生

論

善
導
流
の
念
佛
の
先
驅
者
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
曇
鸞
大
師
で
あ
る
。
そ
の
曇
鸞
を
淨
土
教
に
導
い
た
の
は
菩
提
流
支
三
藏
で
あ
る
。
菩
提

流
支
が

曇
灘
に
觀
經
を
授
け
て
淨
土
歡
に
歸

せ
し

め
た
S
い
ふ
こ
ε
が
、
善
導
流
の
念
佛
の
支
那
に
起
つ
た
そ
も
く

の
原
因

で
あ
る
。
所

が

そ
の
觀
經
は
誰
れ
の
譯
し
た
經
で
あ
つ
た
か
ε

い
ふ
こ
ε
を
考

へ
て
見
る
に
余

は
そ
れ
は
恐
く
薨
良
耶
舎
の
譯
し
た
經
で
あ

つ
た
ご
思
ふ

何
故
な
れ
ば
、
凡
そ
觀
經
に
は
三
種
の
譯
本
が
あ

る
。
第

N
譯
は
後
漢
の
失
譯
ε
傳

へ
ら
る
玉
も
の
で
、
第
こ
譯
が

豊
良
耶
舍

の
譯
本
、
第

三
譯
は
宋
の
法
秀
の
譯
本
で
あ
る
。
所
が
曇
鸞
の
往
生
論
註
に
は
凡
そ
十
ケ
所
觀
経
の
文
が
引

い
て
あ
る
が
皆
な
蟹
良

耶
舍
の

譯
本
の
文
ば

か
り
で
あ
る
。
此
本
は
宋
の
元
嘉
元
年

(四
二
四
)
に
支
那
に
來
た
蘯
良
耶
舍
か
譯
し
た
も
の
で
、
元
嘉
元
年
は
曇
鸞
が
流
支
か

ら
觀
經
を
授

か
つ
た
梁
の
大
逋
こ
年

(五
二
入
)
よ
り
も
約
百
年
前
で
あ
る
か
ら
曇
鸞
の
頃
既
に
世
に
行
は
れ
て
あ

つ
た
こ
ε
を
想
像
す

る
こ

ε
が
出
來
る

。
叉
淨
影
の
慧
遠
、
嘉
群
の
吉
藏
等
は
皆
な
蘯
良

耶
舍
の
譯
本
に
依
つ
て
觀
經

の
疏
を
書

い
て
ゐ
る
。
叉
道
綽
の
安
樂

集
、
善

導
の
觀
經
の

疏
も
み
な
こ
の
耶
舍
の
譯
本
に
依
つ
た
も
の
で
、

他
の
譯
本
に
依
つ
た
も
の
は

剛
つ
も
な
い
。
斯
ふ
し
た
事
か
ら
考

へ
て
曇
鸞

の
授
か
つ
た



觀
經
は
恐
く
は
琶
良
舍
耶
の
譯
本
で
あ
ら
ふ
ε
推
定
す
る
。
然
し
な
が
ら
こ
れ
は
餘
り
に
獨
斷
の
や
う
に
見
へ
る
が
若

し
も
曇

戀
が

他
譯
の

觀
經
を
受
け
た
な
ら
ば
相
傳
の
書
ε
し
て
最
も
そ
れ
を
重
す
べ
く
、
從
つ
て
そ
れ
を
引
用
す
べ
き
筈
で
あ

る
の
に
全
く

そ
れ
が

な
さ
れ
ぬ
事

か
ら
考

へ
て
斯
樣
に
推
測
す
る
方
が
寧
ろ
爰
當
で
あ
ら

ふ
く」
思
ふ
。
叉
或
は
觀
經
の
譯
本
三
種
の
中
他
の
二
種
は
既

に
そ
の
當

時
に
失
は
れ

て
ゐ
た

の
か
も
解
ら
な
い
。

,

先
に
羅
什
三
蔵
は
、
多
く
龍
樹
の
著
述
並
に
傳
記
等
を
傳
譯
し
た
が
今

こ
の
菩
提
流
支

は
主
ε
し
て
世
親
の
著
逑
を

傳
譯
し

た
Q
善
導
流

の
淨
土
教

こ
し
て
最
も
重
要
な
地
位
を
占
む
る
世

親
の
往
生
論
も
ま
た
そ
の

一
で
あ
る
。
こ
の
本
は
歴
代
三
寳

記
の
説
(
三
卷
及

び
九
卷
)
に

依
れ
ば
北
魏
の
普
泰
元
年

(五
三

一
)
に
譯
し
た
、こ
記
さ
れ
て
あ
り
、
若
し
開
元
釋
教
録
に
依
れ
ば
北
魏
の
永
安
二
年

(五
二
九
)
に
譯
さ
れ
た

ぐ」
云
は
れ
て
あ
る
。
所
が
曇
鸞
が
觀
經
を
授
か
つ
た
の
は

(續
高
僣
傳
第
六
に
依
る
)
梁
の
大
逋
二
年

(五
二
八
)
の
頃
で
あ
る

か
ら
曇
鸞
が

觀
經
を

得
て
か
ら
少
し
後
に
譯
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
さ
れ
ば
曇
鬣
は
か
の
觀
經
を
得
て
後
に
、
ま
た
こ
の
往

生
論
を

得
て
盆

々
淨
土
教
を

研
究
し
て
邃
に
往
生
論
註
を
著
は
さ
れ
た
に
違
ひ
な
い
。

往
生
論
を
調
べ
て
見
る
ご
約
十
七
種
の
經
論
が

引
用
さ
れ
て
あ
る
。
そ
の
中
最
も
多
く
引
か
れ
て
あ
る
の
が
康
信
鎧

の
譯
し

た
無
量
壽
經

で
そ
れ
が
九
ケ
所
、
次
に
蘯
良
耶
舍

の
譯
し
た
觀
無
量
壽
經
で
こ
れ
が
六
ケ
所
、
次
で
法
華
經
が
四
ケ
所
、
十
住
毘
婆
沙
論
、
維
摩
經
餐
の

こ
ケ
所

、
そ
の
他
は
皆
な

}
ケ
所
で
あ
る
が
、
そ

の
中
羅
什
の
譯
し
た
阿
彌
陀
經
が

叫
ケ
所
で
あ
る
。
斯

ふ
し
て
見
て
も
大
經

ε
觀
經
に
最

も
重
き
を
置
か
れ
た
事
が
明
か
で
あ
り
、
特
に
今

日
我
宗
の
正
依
の
經
典
ε
し
て
用
ゆ
る
三
經
が
引
用
さ
れ
て
そ
の
他
の
異
譯

の
三
經
の
名

が

剛
つ
も
顯
は
れ
て
ゐ
な
い
ε
い
ふ
こ
ε
は
大
に
注
意
す

べ
き
事
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
考

へ
て
も
淨
土
正
依
の
三
經
の
組
織
は

、
源
ε
曇
灘

に
起
因

し
そ
れ
が
道
綽
善
導
に
及
び
以
て
今
日
に

至

つ
た
Σ
考

へ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
從
つ
て
淨
土
の
經
典
の
諸
種
の
譯
本

の
中
で
も
曇

戀
流
で

は
こ
の
譯
本
が
最
も
重
ぜ
ら
れ
た
こ
ε
が

解
る
。
し
か
の
み
な
ら
す
、
消
綽
善
導
よ
り
も
先
輩
で
あ
る
か
の
淨
影
の
慧

遠
、
嘉
祚
の

吉
藏
も
ま
た
康
信
鎧
の
譯
本
に
依
て
無
量
壽
經
の
義
疏
を
書
い
た
。
又
觀
經
に
就
て
考

へ
て
み
て
も
淨
影
嘉
群
が
義
疏
を
書
い

た
の
は
憙
良

一 一11-一



耶
舍
の
譯
本
で
あ
つ
た
。
叉
阿
彌
陀
經
も
天
台

大
師
が
疏
を
作
つ
た
の
は
羅
什
譯
の
本
で
あ

つ
た
。

斯
樣

に
曇
欝
が

「
た
び
こ
の
三
經
を
探
用
し
て
、
往
生
論
の
註
釋
を
し
て
か
ら
最
も
權
威
あ
る
諸
の
學
者
が
擧

つ
て

こ
れ
ら

に
依
つ
て
淨

土
教
の
研
究
に
著
手
し
た
ε
い
ふ
こ
ご
は
最
も
注

意
を
要
す
る
こ
ε
で
あ
る
。
け
れ
,こ
も
諸
師
の
解
釋
に
は
大
分
に
誤
り
が
多

か
つ
た
。
後

に
善
導

は
四
帖
の
疏
に
於
て
此
等
を
封
破
さ
れ
て
あ
る
。
そ
の
中
獨
り
道
綽
禪
師
は
最
も
曇

蠻
の
教
行
を
慕
ひ
、
そ
の
著
安
樂

集
の
中
に
於

て
も
多
く
論
註
の
文
を
引
き
、
そ
の
義
を
布
衍
さ
れ
て
あ
る
。
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四

曇

鸞

の

著

述

に

就

て

此
に

叫
言
し
て
お
き
た
い
の
は
曇
鸞
の
著
述
の
事
で
あ
る
。
曇
鸞
の
著
書
は
諸
傳
の
中
み
な
そ
の
名
が
違

つ
て
ゐ

る
。
迦
才

の
淨
土
論
に

依
る
に
、
曇
鸞
は
天
親
菩
薩
の
往
生
論
を
注
解
し
て
、
裁
し
て
兩
卷
-こ
な
し
、
叉
無
量
壽
經
の
奉
讃
、
七
言
の
竭
百
九
十
五
行
、
並
に
問
答

一
卷
を
撰
集
し
て
世
に
流
行
す
ε
記
さ
れ
て
あ
る
。
續
高
僣
傳
に
は
、
曇
鸞
は
禮
淨
土
十
二
偈
を
撰
し
て
龍
樹
の
偈
の
後
に
續

く
、
又
安
樂

。集

兩
卷
を
撰
す
、
廣
く
世
に
流
る
ε
い
つ
て
あ
る
。

こ
の
中
迦
才
の
往
生
論
の
注
解
・こ
續
高
信
傳
の
安
樂
集

-こ
は
同
本
異
名
で
あ
る
。
帥
ち
今
の
往
生
論
註
は
そ
れ
で
あ

る
。
迦

才
の
問
答

一

卷
ε
い
ふ
の
は
現
今
世
に
行
は
る
玉
略
論
安
樂
淨

土
義
で
あ
る
。
こ
の
書
は
享
保
年
聞
、
叡
山
の
靈
察
が
後
世
の
僞
作

で
あ
る

マ」
言
ひ
出
し

て

N
時

は
非
常
に
喧
し
い
問
題
ご
な
つ
た
が
、
近
來
矢
吹
氏
の
集
め
ら
れ
た
燉
煌
寫
經
の
寫
眞
の
中
に
も
現
存
す
る
の
で
そ
の

問
題
は
自
ら

解
决
を

見
る
譯
で
あ
る
。

次
に
迦
才
の
淨
土
論
に
謂
ゆ
る
撫
量
壽
經
奉
讃

ε
い
ふ
の
は
、
安
樂
集
に
も
大
經
讃
若
く
は
大
經
奉
讃
ミ
し
て
引
用
さ
れ
て

あ
る
が
、
現

今
淨
土
宗
全
集
の

N
卷
に
收
め
ら
れ
て
あ
る
讃
阿
彌
陀
佛
偈
Σ
同

N
で
あ
る
。
そ
の
譯

は
こ
の
讃
阿
彌
陀
佛
偈
を
檢
す
る
に
前

後
の
二
篇
か

ら
成
立

し
、
七
言
偈
百
九
十
五
行
か
ら
出
來
て
ゐ

る
。
迦
才
の
淨
土
論
に
い
ふ
所
の
無
量
壽
經
奉
讃

ε
全
く
行
數
が
同

一
で
あ

り
、
叉
安
樂



集

に
奉
讃
の
文
が
引
用
し
て
あ
る
が
、
其
文
が
讃
阿
彌
陀
佛
偶
の
文
ε
全
く
同

一
だ
か
ら
同
文
異
名
で
あ
る
事
が

明
か
で
あ
る
。
叉
續
高
檜

傳
の
禮
淨
土
十
二
偈
ε
い
ふ
の
は
恐
く
は
こ
の
讃

阿
彌
陀
佛
碣
の
事
で
あ
ら
ふ
O
.i...ir譯
は
こ
の
讃
阿
彌
陀
偈
は
前

後
の
二
篇
か
ら
成
り
、
そ

の
前
編
は
十
四
節
か
ら
成
立
し
て
ゐ
る
が
こ
の
前
編
は
十
二
光
佛
を
讃
嘆
し
た
偈
文
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
禮
淨
土
十
二
偶
-こ
は
恐
く
は
禮
淨

土
十

二
光
佛

傷
の
略
稱
で
あ
ら
ふ
。
叉
續
高
僭
傳
に
龍
樹
の
偶
、こ
い
ふ
は
、
善
導
が
六
時
禮
讃
に
願
往
生
禮
讃
偈

、こ
し
て
中
夜

禮
讃

に
引
用

し
た
十
二
節
の
偈
で
あ
ら
ふ
。
斯

ふ
し
た
譯
で
こ

の
爾
傳
に
記
さ
れ
て
あ
る
曇
灘
の
著
述
が
何
れ
も
存
在
し
て
ゐ

る
こ
ご
は
我
宗

ご
し
て
最

も
喜
ぶ
べ
き

こ
ε
で
あ
る
。
曇
灣
が
龍
樹
並
に
世

親
に
準
じ
て
斯
樣
に
西
方
淨
土
の
讃
歌
を
作

つ
て
、
願
生
の
儀
式
を
行
は
れ
た
こ
ご
は
竈

に
後
の
善
導
を
し
て
禮
生
禮
讃

の
讃
文
を
大
成
せ
し
む
る
原
由
を
な
し
た
も
の
ε
考

へ
る
。
こ
れ
ま
た
淨
土
教
徒

ε
し
て
最
も

悦
ば
し
い
事

で
あ

る
。

」五

道

綽

禪

師

と

安

樂

集

道
綽
褌
師
の
安
鮗
集
は
淨
土
往
生
要
義
要
文
集

、こ
も
云
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
續
高
僭
傳
の
道
綽
の
傳
に

『
道
綽
、
淨
土
論

二
卷
を
著
は

す
、
逡
く
は
龍
樹
天
親
を
談
じ
、
近
く
は
曇
鸞
慧
遠
に
及
ぶ
、
淨
土
を
遵
崇
し
て
明
か
に
昌
言
を
示
す
』
ε
言
は
れ
て
あ

る
の
は
そ
の
意
で

あ

る
。
三
經
の
中
で
は
觀
經
を
中
心
ご
し
た
も
の

で
あ
ら
ふ
。
そ
の
事
は

M
寸
見
た
ば
か
り
で
は
解
ら
な
い
が

諸
の
經
論
を
引

用
す
る
中
、

ロ

特
に

觀
經
の
文
を
引
く
時
に
は
い
つ
も
此
觀
經
・こ
い
ふ
て
特
に
些

こ
い
ふ
字
が
添

へ
ら
れ
て
あ
る
事
や
、
ま
た
安
樂
集

の
上
卷

に
今
此
觀
經

は
觀
佛
三
昧
を
以
て
宗

ε
な
す
。
若
し
所
觀
を
論
す
れ
ば
依
正
二
報
に
過
ぎ
す
・こ
言
は
れ
て
あ
る
こ
ε
か
ら
考

へ
て
、
觀
經
を

中
心
こ
し
た

書
で
あ
る
こ
ご
が
解
る
・こ
思
ふ
。
道
綽
が
三
經
の
中
特
に
觀
經
を
中
心
ご
さ
れ
た
の
は
何
故
で
あ

る
か
ご
言
へ
ば

、
曇

鸞
の
淨

土
歸

入
は
觀

經
の
授
受
に
始
ま
り
、
叉
觀
經
は
淨
土
往
生
の
實

行
の
方
面
が
委
し
く
論
か
れ
て
あ

る
か
ら
で
あ
ら
ふ
。
叉
范
綽
の
傳
を

(續

高
僭
傳
第

二

十
卷

)
見
る
に
、
無
量
壽
觀
經
を
講
す
る
こ
・こ
殆

ん
さ
二
百
遍
で
あ

つ
た
ε
書
い
て
あ

る
。
道
綽
が
斯
樣
に
深
く
觀

經
を
研
究

さ
.れ
た
結
果
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そ
の
結
晶
・こ
し
て
こ
の
安
樂
集
が
出
來
た
の
で
あ

る
。

け

れ
・こ
も
此
集
の
著
逋
の
醴
裁
は
决
し
て
文

々
句
々
の
詭
明
で
は
な
く
て
、
淨
土
教
に
關
す
る
す
べ
て
の
經
論
の
研

究
の
結

果
、
並
に
そ

の
頃

喧
し
か
つ
た
淨
土
教
に
關
す
る
重
要
な
問
題
及
び
そ
の
解
决
の
要
義
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
若
し
經
論
の
種

類
か
ら
い

へ

ば
、

六
十
餘
種
の
經
論
を
引

い
て
辨
難
會
逋
し
て

西
方
淨
土
往
生
を
勸
め
淨
土
教
の
眞
意
を
發
揮
せ
ん
ξ
努
め
ら
れ
て
あ
る
。

今
そ
の
中
主
要
な
問
題
を
述
れ
ば

、
信
行
禪
師

の
喧
し
く
言
は
れ
た
末
世
思
想
か
ら
來
る
時
機
の
問
題
、
觀
經
に
就
て
淨
影

の
觀
佛
爲
宗

或

は
嘉
群
の
因
果
爲
宗
設
に
對
す
る
觀
佛
念
佛
爲
宗

の
問
題
、
大
經
及
び
觀
經
の
疏
に
於
て
淨
影
等
が
圭
張
す
る
化
身
化
土
に

封
す
る
報
身

報
土

の
詭
、
無
相
大
乘
家
に
對
す
る
有
相
無
相
の
論

、
攝
論
家
に
對
す
る
會
逋
別
時
意
の
論
、
及
び
兜
率
西
方
の
勝

劣
等
を
論

明
し
、
古
來

の
高
僣
、
淨
教
歸
入
の
事
實
、
諸
經
に
多
く
念
佛

を
勸
む
る
事
、
念
佛
の
種
々
の
利
濤
等

諸
種
の
事
項
を
論
證
し
て
淨
土
往
生

を
策
勵
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

惟

ふ
に
當
時
は
陳
隋
の
後
を
受
け
て
、
佛
教
の

研
究
が
漸
く
盛

ん
で
あ
つ
た
爲
に
諸
種
の
教
義
幾
多
の
問
題
が
遺
憾
な
く
討
議
さ
れ
、
特

に
淨
土
歡
は
曇
濕
に
依
つ
て

一
た
び
烽
火
を
擧
げ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
淨
影
、
嘉
群
等
の
他
宗
の
英
傑
が
大
經
觀
經
等
の
疏
を

作
り
叉
攝
論

家
等

の
諡
も
出
で
玉
曇
勲
の
淨
土
教
に
對
し
て
は
頗
る
不
利
の
點
が
多
か
つ
た
の
で
、
道
綽
は
大
に
之
を
慨

き
そ
れ
等
の
障
難

を
排
除
し
て

曇

鸞
の
眞
意
を
發
揮

せ
ん
ーこ
努
め
ら
れ
た
結
晶
か
帥
ち
こ
の
安
樂
集
こ
卷
で
あ
る
。

こ

・
に

N
言
述
べ
て
お
き
た
い
ε
思

ふ
の
は
曇

蠻
道
綽
の
淨
土
思
想
の
系
統
で
あ
る
。
續
高
信

傳
に
依
る
に
、
曇

鸞
は
廣
く

内
外
の
經
典

を

研
究
し
た
が
特
に
四
論
及
び
浬
槃
經
の
佛
性
義

を
深
く
研
究

さ
れ
た
ε
記
噂
れ
て
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
當
時
最
も
盛
ん
で
あ

つ
た
四
論
宗

の
系
統
に
屡
す
る
人
で
あ
ら
ふ
。
若

し
然
れ
ば
曇
灘
は
、
龍
樹
の
思
想
を
そ
の
中
心
-こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
從
つ
て
ま
た
龍
樹

の
十
住
毘
婆

沙
論
な
ご
に
も
私
淑
さ
れ
た
こ
ご

・
思
ふ
。
郎
ち
曇
鸞
は
龍
樹
世
親
の
思
想
を
承
け
て
廬

山
流

ε
は
別
に
新
ら
し
い
淨
土
教
義

を
創
唱
し
道

綽
善

導
流
の
基
礎
を
な
し
た
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
曇
灣
の
諸
傳
の
中
に
い
つ
れ
も
龍
樹
に
關
す

る
諡
話
が
記
さ
れ

て
あ
る
が

、
廬
山
の
慧
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遠
に
關
す
る
何
等
の
記
事
を
も
見
出
さ
な
い
。
ま
た
地
理
上
か
ら
考

へ
て
も
廬
山
・こ
井
州
ご
は
南
北
遙
か
に
隔
た
り

、
特
に
昔

時
の
不
便
の

際

で
國

は
南
北
兩
朝
に
分
れ
て
ゐ
た
時
だ
か
ら
殆

ん
さ
交
渉
が
な
か
つ
た
で
あ
ら
ふ
。

所

が
道
綽
善
導
に
な
る
ε
や

・
そ
の
趣
を
異
に
す
る
。
道
綽
は
固
よ
り
曇
驚
の
後
繼
者
で
、
そ
の
教
義

は
曇
鷺
に

異
る
べ
き

筈
は
な
い
が

恰
も
隋
末
初
唐
の
際
で
國
は
南
北
統

N
せ
ら
れ
交
邇
は
最

も
便
利
で
あ
り
諸
宗
は
續

々
勃
興
し
、
高
僣
續
出
し
て
高

爾
な
議
論

を

戰
は
す

ーこ

い
ふ
時
で
あ
る
か
ら
曇
鸞

よ
り
も
餘
程
思
想
が
複

雜
に
な
つ
て
ゐ
た
に
逹
い
な
い
。
帥
ち
曇

蠻
の
時
に
は
未
だ
起
ら
な
か
つ
た

淨
影
、
嘉
群

天
台

等
の
思
想
が
今
は

「
大
勢
力
・こ
し
て
影
響
を
與

へ
た
に
違
い
な

い
。
さ
れ
ば
道
綽
の
時
に
於
て
は
あ
ら
ゆ
る
思
想
が
合
流

し
て
。
道
綽

の
念
佛

思
想
を
構
成
し
た
も
の
ぐ」言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
敵
に
、
續
高
信
傳
の
記
者
道
宣
は
道
綽
は
淨
土
論

(
安
樂
を
指
す

)
二
卷
を
著

は
す

、
遠
く
は
龍
樹
天
親
を
談
じ
,
近
く
は
曇
臠
慧
蓮

に
及
ぶ
く」
稱
讃
し
た
。
善
導
大
師

ま
た
そ
の
後
を
受
け
て
彌

よ
出
藍
の
徳
を
顯
は
し

古

今
楷
定

(統
正
)
の
義
を
發
揮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

六

善

導

大

師

の

淨

土

敷

前

に
も
逋
べ
た
如
く
、
支
那
の
淨
土
教
は
釋
信

顯
巳
來
善
導
に
至
る
ま
で
殆
ん
,ご
三
百
年
の
間
に
、
徐
々
ε
し
て
そ
の
教
義

が
進
展
し
た

特
に
善
導

の
頃
は
唐
の
全
盛
時
代
で
内
に
は
制
度

の
改
革
あ
り
外
に
は
四
方
の
征
服
あ
り
、
領
土
は
盆

々
擴
大
し
、

西
域
諸
國

ε
の
交
逋
彌

よ
頻
繁
に
、
諸
種
の
思
想
並
に
宗
教
の
傳
來
あ
り

、
叉
沸
教
は
六
朝
己
來
盛
ん
に
研
究
せ
ら
れ
た
教
義
が
漸
く
圓
熟
し
て
諸
宗

の
成
立
を
見

む

る
に
至
り
、
龍
象
林
の
如
く
對
立
し
て
蘭
菊
そ
の
美
を
競
ふ
の
時
で
あ

つ
た
。
こ
の
時
に
方

つ
て
學
解
、こ
い
ひ
道
行

こ
い
ひ
は

た
文
才
S
い

ひ
巍

然
ε
し
て
高
く
雲
表
に
聳

へ
た
聖
者

は
獨
り
善
導
大
師
で
あ
つ
た
。
善
導
の
事
蹟
は
こ

・
に
語
る
必
要
が
あ
る
ま
い
。
ま

た
そ
の
教
義

を
委
く
逋
ぶ
る
餘
白
を
も
た
な
い
。
唯
だ
私

こ
し

て
は
善
導
の
著
書
は
我
が
淨
土
教
理
史
上

さ
ん
な
地
位
を
保
つ
も

の
で
あ
る

か
ご
い
ふ
こ

ε
を
逑
べ
な
く
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
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善
導

の
著
書

の
最
も
重
要
な
も
の
は
五
部
九
卷

で
あ
る
。
こ
の
外
に
彌
陀
義

ε
い
ふ
も
の
が
百
卷
あ

つ
た
こ
傳

へ
ら
れ
て
あ

る
が
そ
れ
は

現
今
傳
は
ら
な
い
。
叉
念
佛
鏡
こ
卷

、
並
に
臨
終

正
念
訣

嚇
卷
が
あ
る
が

、
そ
れ
は
恐
く
は
今
の
善
導
の
著
述
で
は
な

い
。
だ

か
ら
今
は
唯

だ
か

の
五
部
九
卷

の
み
に
就
て
少
し
述
べ
て
見
た

い
ε
思
ふ
。

善
導
流

の
人

々
が
觀
緇
を
中
心
、こ
さ
れ
た
こ
ご
は
曇
鸞
己
來

「
貫
し
て
ゐ
る
。
五
部
九
卷

の
中
、
四
帖
の
疏

は
全
く
觀
經
の

疏
で
あ
つ
て

s

善
導

が
最
も
心
血
を
注

い
で
淨
土
教
の
眞
意
を
發
揚

し
宗
義
を
發
衣
せ
ら
れ
た
名
著
で
あ

る
。

帥
ち
古
來

諸
宗
の
高
信
學
者
に

依
つ
て
誤
解

せ
ら
れ
た
諸
の
教
義
、
論
難
せ
ら
れ
た
幾
多
の
問

題
、
井
に
曇
鸞
道
綽
等
に
依
つ
て
未
だ
解
决
を

見
な
か
つ
た
數
多

の
重
要
事

項
、
若
く
は

善
導
當
時
の
諸
宗
の
學
者
の
異
見
等
は
此
の
書

に

依
て
全
く
解
决
を
見
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
善
導
自
ら
も
全
く
古
今
を
楷
定

(
統
正
)
し

た
ε
い
ふ
自
信
力
の
あ

つ
た
著
述
で
,
し
か
も
そ
れ
が
彌
陀
の
直
論
ε
同

同
の
價
値
を
有
す
る
も
の
、こ
自
信
せ
ら
れ
た
書
物
で

あ

る
。
故
に

善
導
自
ら
此
疏
の
終
り
の
散
善
峩
の
後
序
に
、
そ

の
意
を
明
か
に
し
て
云
く
,

『
敬
て

}
切
有
縁

の
知
識
等
に
白
す

、
余
は
既

に
是
れ
生
死

の
凡
夫
、
智
慧
淺
短
な
り
、
然

る
に
佛
教
幽
微
な

れ
ば

,
敢
て
た
や
す
く
異
解
を
生
ぜ
じ
ーこ
て
、
邃
に
郎
ち
心
を
標

し
願
を
結

し
て
靈
驗
を

請
求
す
、
ま
さ
に
心
を

い
た
し
て
法
界
の

N
切
の
三
寳

、
釋
迦
牟
尼
佛
、
阿
彌
陀
佛
、
觀
音
勢
至
及
び

一
切
の
莊
嚴

相
等
に
南

無
歸
命
し
奉

る
。
某

、

广善
導
)
今
こ
の
觀
經
の
要
義
を
出
し
て
,
古
今
を
楷
定
せ
ん
ε
欲
す
、
若
し
三
世
の
諸
佛
、
釋
迦
佛

、
阿
彌
陀
佛
等

の
大
悲

の

願
意
に
か
な
は
ば

、
願
く
は
夢
中
に
於
て
、
上
に

願
ひ
し
所
の
如
き

}
切
の
境
界
の
諸
相
を
見
る
こ
ε
を
得
せ
し
め
給

へ
-丶丶

佛
像
の
前
に

於
て
願
を
結
し
己
て
,
日
別
に
阿
彌
陀
經
を
誦
す

る
こ
ε
三
遍
、
阿
彌
陀
佛
を
念
す
る
こ
三

二
萬
遍
し
て
、
至
心
に
發
願
す
。

印
ち
そ
の
夜

に
夢

み
た
り
、
西
方
の
察
中
の
上
の
如
き
の
諸
相

の
境
界
、
悉
く
皆
な
顯
覗
す
、
雜
色
の
寳
山
、
重
百
重
千
し
、
種

々
の
光
明
あ
り
て
下
の

地
を
照
し
て
地
金
色
の
如
し
、
中
に
諸
佛
菩
薩
あ

つ
て
或
は
座
し
或
は
默
し
、
或
は
身
手
を
動
か
し
、
或
は
住
し
て
動
か
ざ
る
者
あ
り
,
既

に
こ
の
相
を
見
て
、
合
掌
立
觀
す
る
こ
ε
、
や

・
久

ふ
し
て
乃
ち
覺
む
。
覺

め
己
て
欣
喜
に
勝

へ
す
、
こ

・
に
義
門

を
條
録
す

、
こ
れ
よ
り

已
後

は
、
毎
夜
夢
中
に
常
に

同
僭
あ

つ
て
,
來

つ
て
玄
義
科
文
を
指
授
す

、
既
に
了
り
た
れ
ば
更
に
ま
た
見
へ
す
、
後
時
に
脱

本
し
竟

つ
て
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騨

ま
た
更
に
至
心
に
七
日
を
要
期
し
て
日
別
に
阿
彌
陀
經
を
誦
す
る
こ
ご
十
遍
、
阿
彌
陀
佛
を
念
ず
る
こ
・こ
三
萬
遍
、
初
夜
・こ
後

夜
に
は
彼
の

佛

の
國
土
の
莊
嚴
等
の
相
を
觀
想
し
て
、
誠
心
に
歸
命
す
る
こ
ーこ
も
つ
ば
ら
上
の
法
の
如
く
せ
り
。
そ
の
夜
斷
ち
夢

む
ら
く
、

三
具
の
禮
輪

道
の
邊
り
に
獨
り
轉
す
、
忽
ち

一
人
の
白
き
駱
駝

に
乘
る
者
あ
り
、
來

り
前

ん
て
勸
め
ら
る

・
に
、
師
.
努
め
て
决

定
し
て
往

生
す
べ
し
、

退
轉
す
る
こ
ε
な
か
れ
、
こ
の
界
は
穢
悪
に
し
て
苦
み
多
し
、
い
た
く
貧
樂
す
る
こ
ε
な
か
れ
、こ
。
答
て
曰
く
、
大
に
賢
者
の

好
心
な
る
視

誨
を
蒙
り
ぬ
、
某
、
畢
命
を
期
ε
し
て
敢
て
懈
慢

の
心
を
生
ぜ
す
ご
。

中
略

上
來
の
あ
ら
ゆ
る
靈
相
は
本
心
物
の
爲
に
し
て
己

身
の
爲
に
せ

す
、
既

に
こ
の
相
を
蒙
れ
り
,
敢
て
隱
城
せ
す
、

謹
ん
で
.以
て
義
の
後
に
申
呈
し
て
、
聞
を
末
代
に
被
ら
し
む
願
く

は
含
靈
を

し
て
之
を
聞

て
信
を
生
じ
、
有
識
の
視
る
者
を
し
て
、
西
に
歸

せ
し
め
ん
、こ
す
、
こ
の
功
徳
を
以
て
衆
生
に
回
施
す
,
悉
く
菩
提

心
を

發
し

て
慈
心
を
も

つ
て

相
向
ひ
、
佛
眼
を
以
て
相
看
て
、
菩
提
ま
で
眷
屬
ε
な
り
、
眞
の
善
知
識
ε
な
つ
て
、
同
く
淨
國
に
歸
し
共
に
佛
道
を
成

ぜ
ん
、
こ
の

義

巳
に
證
を
請
ふ
て
定
め
竟
ん
ぬ
、

一
句

一
字
も

加
減
す
べ
か
ら
す
、
寫
さ
ん
ε
す
る
者
は
も
つ
ば
ら
經
法
の
如
く
せ
よ
、」
ε

述

べ
ら
れ
て

あ

る
。
こ
の
言
に
依
る
も
如
何
に
自
信
力
あ
り
權
威
あ
る
著
書

で
あ
る
か
は
明
か
で
あ
る
。
故
に
こ
の
疏
は
、
古
今
楷
定
の
疏

ご
稱
し
て
最

も
象

重
さ
れ
て
あ

る
。
帥
ち
古
來
久
し

い
問
、
支
那
に
行
は
れ
た
淨
土
教
は
こ
の
疏
に
依
つ
て
全
く
大
成
さ
れ
た
の
で
あ

つ
た

。
我
宗
の
宗

組
法
然

上
人
が
、
印
度
支
那
に
於
け
る
淨
土
の
列

祺
の
中
に
も
特
に
善
導

の

剛
師
を
選
ん
で
淨
土

}
宗
を
開
創
し
、
自
ら
叫
ん

で
偏
依
善
導

ε
仰
せ
ら
れ
た
の
も
そ
れ
が
爲
で
あ
る
。

七

五

部

九

卷

の

概

説

五
部
九
卷
を
大
別
し
て
二
S
な
す
こ
ε
が
出
來

る
。
帥
ち
解
義
分
ε
行
義
分
で
あ
る
。
解
義
分

ご
は
帥
ち
四
帖
の
疏
で
觀
經

一
部
の
文
義

を
委

し
く
解
釋
し
た
も
の
で
、
帥
ち
玄
義
分

嚇
卷

、
序
分
義

輔
卷
～
定
善
義

一
卷
、
散
善
義

】
卷

で
あ

る
。
こ
の
中

玄
義
分
は

文
前
に
觀
經

の
幽
玄
な
る
旨
を
説
き
顯
は
し
、
經
論
の
相
違
、

諸
師
の
異
詭
等
を
解
决
し
た
も
の
で
あ
る
。
序
分
義
、
定
善
峩
、
散
善
義
は

、
文
に
依
て
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義
を
釋
し
た
の
で
こ
の
中
自
ら
五
分
ε
な
る
。

唱
に
序
分
、
こ
に
正
宗
分
、
三
に
得
盆
分
、
四
に
流
逋
分
、
五
に
耆
闘
會
分
で
あ
る
。
序
分

は
序

分
義
に
之
を
明
か
し
、
正
宗
分
は
二
に
分
れ
、
定
善

の
+
三
觀
は
定
善
義
に
之
を
明
か
し
、
散
善
の
三
幅
九
品
等
は
散
善

義
に
明
さ
れ

て
あ

る
。
ま
た
得
盒
、
流
逋
、
耆
闍
會
の
三
も
み
な
こ
の
散
善
義
の
中
に
諡
か
れ
て
あ
る
。

次

に
行
儀
分
に
就
て
言

へ
ば
、
こ
の
中
教
法
ε
行
法
マ」
の
こ
に
分
け
る
こ
ご
が
出
來
る
。
帥
ち
觀
念
法
門
に
は
、
觀
佛
三
昧

、
念
佛
三
昧

等
の
教
ε
行
霊
倶
に
明
さ
れ
て
あ

る
が
、
他
の
三
部
に
比
し
て
委
し
く
教
法
が
明
さ
れ
て
あ
る
か
ち
、
之
を
教
法
ε
す
る
こ
ε
が
出
來
る
他

の
三
部
は
主
ε
し
行
法
が
明
さ
れ
て
あ
る
が
そ
の
中
往
生
禮
讃
は
蕁
常
行
法
、
般
舟
讃

は
別
隊
行
法
、
法
事
讃
は
臨
時
行
法
ε
見
る
こ
ε
が

出
來

る
。
今
圖
を
以
つ
て
示
せ
ば
下
の
如
で
あ
る
。

五
部
九
卷
1

i
文
前
玄
義

玄

義

分
-

序

分

義

定

善

義

散

善

義
1
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i
解

義

分

1

ー

行

儀

分

1
八

1
依
文
釋
莪
1

1
教

法

1

・行

1
序

分

　

ま

　

轜
鸚
山

ー
尋
常
行
法

1
四

帖

疏

法
宀
羅

籬

五

部

九

卷

の

前

後

鑼
∵

部

書

ま
つ
解
行
の
坎
第
か
ら
四
帖
疏
は
觀
經
の
文
義
を
解
釋
し
た
も
の
だ
か
ら
ま
つ
初
に
お
き
、
他
の
四
部
は
行
儀
を
明
か
し
た
も
ω
だ
か
ら

後
に
お
く
こ
の
四
部
の
中
で
五
種
正
行
の
次
第
に
凖
じ
て
法
事
讃
は
阿
彌
陀
を
讀
誦
す
る
行
法
で
あ
る
か
ら
最
初
に
之
を
お
き
、
觀
念
法
門

は
觀
察
等
を
明
す
故
に
訳
に
お
き
、
往
生
禮
讃
は
禮
拜
の
儀
式
を
明
す
ゆ
へ
に
そ
の
次
に
お
き
、
般
舟
讃
は
讃
嘆
の
行
を
明
す
故
に
最
後
に



之
を
お
く
ーこ
い
ふ
こ
,こ
が

、
三
砠
記
主
上
人
の
法
事
讃
私
記
上
に
明
さ
れ
て
あ
る
。
然
し
な
が
ら
此
は

吋
應
の
分
別

で
若
し
委
し
く
論
す
る

な
ら
ば

、
禮
讃
は
身
業
禮
拜
口
業
讃
嘆
を
明
し
、
觀
念
法
門
は
觀
佛
三
昧

、こ
念
佛
三
昧
、こ
を
明
し
般
舟
讃
は
讃
嘆
を

明
か
し
法
事
讃
は
讀
誦

ε
讃
嘆

、こ
供
養
ご
が
明
さ
れ
て
あ

る
。
又
こ
の
行
儀
分
の
中
に
唯
だ
正
行
の
み
が
明
さ
れ
て
、
雜
行
の
儀
式
が
明
さ

れ
て
な

い
の
は
、
此
宗

は
正
行
を
專
に
し
て
雜
行
を
斥
ふ
か
ら
で
あ
る
ーこ
い
ふ
こ
ご
が
、
三
組
の
禮
讃
私
記
に
記
さ
れ
て
あ
る
Q
今
圖
を
以
て
示
せ
ば

下
の
如
し
。

五
部
の
前
後

1

1
觀

經

疏

法

事

讃

觀
念
法
門

往
生
禮
讃

-
般

舟

讃

讀

誦

正

行
-

觀

察

正

行

禮

拜

正

行

讃
嘆
供
養
正
行
ー

教

門

1
行

門

今

こ
の
中
に
稱
名
正
行
を
配
當
し
な

い
理
由

は
、
稱
名
念
佛
は
四
部
何
れ
に
も
共
逋
す
る
か
ら
で
あ
る
。

九

觀
經
疏
に
就
て
霽
導
と
諸
師
と
の
意
見
の
相
建

觀
經
の
疏
釋
に
就
て
諸
師
ε
善
導
-こ
の
間

に
大
に
意
見
の
相
違
が
あ
る
。
こ
の
事
は
齋
藤
唯
信
氏
の
淨
土
教
史
の
中
に
や

・
委
し
く
逋
べ

ら
れ
て
あ

る
が
今
そ
の
重
要
な
も
の
の
み
を
扱
抄
し
て
諸
氏
の
參
考
に
供
し
た

い
ε
思
ふ
。

M
、
三
分
五
分
の
異

淨
影
等
の
諸
師
は
、
觀
經

鳳
部
を
序
正
流
通
の
三
分
ε
し
た
。
所
が
豊
暑
守
は
觀
經

叫
部
を
序

分
、
正
宗
分

、
得
盆
分

流
通
分
、
耆
闍
會
分
の
五
分
・こ
し
た
。

二
、
こ
縁
七
縁

の
異

淨
影
等
は
序
分
を
禁
父
、
禁
母
の
二
縁

ε
し
た
。
然
る
に
善
導
は
そ
れ
を
化
前
、
禁
父
、
禁

母
、
厭
苦
、

欣
淨
、
散

善
顯
行
、
定
善

示
觀
の
七
縁

ε
し
た
。
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三
、
定
散
配
屬
の
異

諸
師
は
+
三
觀
を
す
べ
て
定
証
ミ
」し
三
編
を
以
て
散
善

こ
し
た
。
然

る
に
善
導
は
前

+
三
觀
を
定
善
-こ
し
後
の
三
觀

を
散
善

¶こ
し
た
。

四
、
定
散
致
請
の
異

諸
師
は
教
我
思
惟
は
散
善
、
教
我
正
受
は
定
善
を
請
ふ
意
味
-こ
し
て
定
散
共
に
韋
提

の
致
請

ε
解
釋
し
た
。
然

る
に

善
導
は
教
我
思
惟
も
教
我
正
受
も
共
に
定
善
を
請
ふ
こ
ε
ε
解

し
て
、
定
善
の

一
門
は
韋
提

の
致
講
で

あ
る
が
散
善

の

}
門
は
釋
尊
自
ら
開
詭
し
給

ふ
た
も
の
で
あ
る
ーこ
し
た
。

五
、

一
宗
二
宗
の
異

諸
師
は
觀
經
は
觀
佛
三
昧
爲
宗
・こ
し
た
。
が
善
導
は
觀
經

～
經
の
中
に
兩
宗
が
あ
る
、こ
詭
き
、

釋
迦
教
要
門
か
ち
云

へ
ば
觀
佛
三
昧
爲
宗
で
あ
る
が

彌
陀
教
弘
願
門
所
の
方
か
ら
言

へ
ば
念
佛
三
昧
爲
宗
で
あ

る
。
故
に

隔
經
に
兩
宗
が

あ
る
、こ
解
釋
し
た
。

六
、

吋
教
二
教
の
異

淨
影
等

は
、
觀
經
は
釋
迦
が
彌
陀
の
淨
土
の
依
正
二
報
を
觀
す

る
こ
ε
を
詭
か
れ
た
經
で
あ

る
ーこ
し
て

、

叫
尊

嚇
教

-こ
解
釋
し
た
。
然
る
に
善
導
は
釋
迦
は
定
散
を
説
き
、
彌
陀
は
弘
願
を
顯
は
す
故
に
二
箪
二
教
で
あ

る

ε
し
た
。

七
、
身
土
報
應
の
異

諸
師
は
彌
陀
は
應
身
、
極
樂
は
應
土
で
あ
る
・こ
し
善
導
は
報
身
報
土
マ」
解
し
た
。

八
、
九
品
凡
聖
の
異

諸
師

は
觀
經

の
九
品
は
凡
聖
に
逋
す
ε
解
し
た
。
そ
の
中
淨
影
は
、
上
々
品
は
四
五
六
地
の
菩

薩
、
上

中
品
は
初
こ

三
地
の
菩
薩
、
上
下
晶
は
十
住
十
行
+
廻
向
の
菩
薩
、
中
三
品
は
小
乘

の
人
、
下
三
品
は
始
覺

大
乘
の
人

ε
し
た
。

然
る
に
警
導
は
九
品
み
な
凡
夫
ε
解
釋
し
た
。

九
、
三

心
逋
局
の
異

諸
師
は
三
心
は
唯
だ
上
三
品
に
逋
す
れ
・こ
も
、
下
六
品
に
は
逋
ぜ
す
ご
し
た
。
然
る
に
善
導

は
三
心
は
上
々
品
の
經

文
に
あ
る
も
、
下
八
品
に
逋
す
る
は
勿
論
定
善
十
三
觀

に
も
通
す

ーこ
釋
し
た
。

十
、
稱
名
の
通
不
逋

の
異

諸
師
は
下
三
品
の
稱
名
は
、
唯
下
三
品
に
限
る
、こ
し
た
。
然
る
に
善
導
は
經
文
に
は
下
三
品
に
稱
名
を
詭
く
も

そ
の
實
上
六
品
に
逋
す
ε
し
た
。

己
上
は
極
て
主
要
な
る
も
の
の
み
を
墨
け
た
が
、
そ
の
外
な
ほ
多
く
の
相
違
が
あ

る
が
,
斯
の
如
く
善
導
が
古
今
獨
歩
の
才
能
を
以
つ
て

觀
經
の
眞
相
を
發
揚
し
、
彌
陀
教
の
眞
意
を
發
見
し
て
古
今
の
誤
謬
を
楷
定
せ
ら
れ
た
も
の
が

踟
ち
こ
の
五
部
九
卷

で
あ
る
。

'
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