
趙
宋
天
台
と
浄
土
教

(中

山
)

趙

宋

天

台

と

浄

土

教

-

そ
の
実
践
面
に

つ
い
て
-

中

山

正

晃

一

江
南
の
盧
山
白
蓮
社
に
お
こ
っ
た
慧
遠
の
浄
土
教
は
、
天
台
止
観
の

四
種
三
昧

の
実
践
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
、
こ
れ
が
中
唐
天
台
か
ら
趙
宋

天
台

へ
と
伝
統
を
も

っ
て
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
曇
鷺
に
よ
っ
て
華
北

の
井
州
石
壁
玄
中
寺
に
お
こ
っ
た
浄
土
教
は
、
初
唐
の
道
紳

・
善
導
ら

に
よ
っ
て
、
末
法
の
時
機
相
応
の
実
践
運
動
と
し
て
、
帝
都
長
安
に
進

出
し
、
大
寺
の
浄
土
院
を
拠
点
と
し
て
、
長
安
は
じ
め
天
下
各
州
の
開

元

・
竜
興

の
官
寺
を
通
じ
て
地
方
に
伝
播
し
た
。

こ
れ
ら
南
北
両
地
の

浄
土
教
思
想
の
交
流
の
形
態
は
、
趙
宋
天
台
に
お
け
る
十
六
観
堂
の
実

践
の
上
に
み
と
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

中
唐
天
台
の
六
祖
荊
渓
湛
然
 
(七
一
一
1
七
八
二
)
 は
、
天
台
三
大
部

の
研
鑛
を
な
し
、
「諸
教
の
讃
ず
る
と
こ
ろ
、
多
く

弥
陀

に
在

り
」
と

の
名
句
を

の
こ
し
て
、
四
種
三
昧

の
実
践
に
阿
弥
陀
仏
を
主
尊
と
し
て

専
念
称
名
し
、
天
台
教
観
の
上
に
浄
土
教
的
思
想
と
信
仰
を
認
容
す
る

態
度
を
と

っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
前
後
に

「
天
台
十
疑
論
」
、
「
観
無
量
寿

経
疏
」
、
「
阿
弥
陀
経
疏
」
な
ど
が
出
現
す
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
南
北

浄
土
教
の
交
流
の
所
産
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

趙
宋
天
台
で
は
天
台
五
小
部
の
研
究
が
数
学

の
中

心

で
あ

っ
た
の

で
、
天
台
観
経
疏
が
趙
宋
天
台
の
教
観
二
門
を
確
立
す
る
上
で
重
要
な

地
位
を
占
め
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
教
学
を
樹
立
し
た
の
が
四
明
延
慶

院

の
法
智
大
師
知
礼
 
(九
六
〇
ー

一
〇
二
八
)
 の

「
観
経
融

心
解
」
(
一

巻
)
と

「
観
経
疏
妙
宗
砂
」
(三
巻
)
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
主
に

天
台
十
疑
論
の
立
場
か
ら
そ
の
実
践
行
儀
を
明
示
し
た
も
の
が
、
杭
州

天
竺
寺
の
慈
雲
遵
式
繊
主
 
(九
六
一ニ
ー

一
〇
三
二
)
 の

「
往
生
浄
土
臓
願

儀
」
と

「
往
生
浄
土
決
疑
行
願
法
門
」
の
各

一
巻

で
あ
る
。
と
り
わ
け

四
明
知
礼
の

「
観
経
疏
妙
宗
砂
」
は
、
天
台
止
観

に
も
と
つ
い
て
、
観

経
の
十
六
観
法
 
(修
観
法
)
 を
論
じ
た
も
の
で
あ

る
が
、

そ
の
な
か
で

知
礼
は
、
「本
性
弥
陀

・
唯
心
浄
土
」
と
い
う
、

自
己

の
弥
陀

の
身
土

に
関
す
る
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

こ
れ
が
や
が

て
趙
宋
天
台
に
お
け
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る
浄
土
教
学
の
モ
ッ
ト
ー
と
な
り
、
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
天
台
学

者
や
道
俗

に
重
大
な
思
想
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
入
宋
僧
俊
祷
法
師
 
(
一
一
六
六
-
一
二
二
七
)
 は
、
北
峰
宗
印

和
尚
か
ら
法
語
と
唯
心
浄
土
説
を
授
か

っ
て
、
こ
れ
を
我
国

に
請
来

し
、
洛
東
泉
涌
寺
に
趙
宋
天
台
の
伝
統
を
も
つ
十
六
観
堂
を
移
植
し
て

い
る
。
こ
こ
に
知
礼
の
説
く

「
本
性
弥
陀

・
唯
心
浄
土
」
の
思
想
は
、

趙
宋
天
台
に
お
こ
っ
た
弥
陀
教
観
の
実
践
道
場
と
し
て
の
十
六
観
堂
に

お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
て
い
た
か
。
ま
た
泉
涌
俊
彷
に
ょ
っ

て
将
来
さ
れ
た
趙
宋
天
台
に
お
け
る
浄
土
教
の
実
践
行
儀
は
、
ど
の
よ

う
な
形
態
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
現

(
1
)

存
す
る
俊
茄
法
師
の
遺
文
、
『
清
衆
規
式
井
十
六
観
堂
記
』
の
な
か

で

も
、
と
り
わ
け
俊
彷
と
同
じ
く
北
峰
宗
印
門
下
の
筆
頭
と
し
て
、
ま
た

四
教
儀
備
釈
の
著
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
、
南
宋
の
天
竺
住
持

・
古
雲

(
2
)

元
粋
の
述
作
に
な
る

「観
堂
長
期
修
戯
規
式
」
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に

よ

っ
て
、

そ
の
実
践
面
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

晩
唐
五
代
に
散
侠
し
た
天
台
章
琉
は
、
呉
越
国
王
銭
氏
の
外
護
の
も

と
に
高
麗
や
日
本
に
そ
の
逸
書
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ

る
趙
宋
天
台
の
復
興
を
み
た
。

そ
れ
は
唐
の
中
興
天
台
が
天
台
三
大
部

の
記
を
も

っ
て
、
教
学
の
中
心
と
し
た
の
に
対
比
し
て
、
天
台
五
小
部

の
究
研
に
そ
の
中
心
が
移
り
、

こ
れ
が
山
家
山
外
二
派

の
論
争

と
し

て
、
そ
の
特
色
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。

源
清

・
慶
昭
の
あ
と
に
つ
づ
く
、
山
外
派

の
孤
山
智
円

は
、
「観
経

疏
刊
正
記
」
二
巻

(侠
)
を
著
わ
し
て
、
観
経
に
と
く
十
六
観
は
す

べ

て
事
観
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
か
ね
て
か
ら
五
小
部

の

研
究
は
あ
く
ま
で
三
大
部
の
教
学
に
立
脚
し
、

そ
の
実
践
に

つ
い
て
も

天
台
止
観
の
立
場
を
厳
守
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す

る
山
家
派
か
ら
は
、

浄
覚
仁
岳
が
智
円
の
刊
正
記
を
批
判
し
て
、
こ
こ
に
止
観
を
尋
求
す
べ

き
文
の
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
か
か
る
両
派

の
論
議
は
、
天
台
観
経

疏
を
中
心
と
し
て
、
観
経
に
説
く
十
六
観
を
め
ぐ

っ
て
複
雑
な
見
解

の

相
違
を
み
る
の
で
あ
る
。

大
中
祥
符
七
年
 
(
一
〇

一
四
)
 知
礼
は
、
「
観
経
融
心
解
」

一
巻

を
著

わ
し
て
、

一
心
三
観
と
四
種
浄
土
の
宗
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。

の
ち
に

門
人
の
浄
覚
仁
岳
と
広
智
尚
賢
と
の
あ
い
だ
に
、
観
心
か
観
仏
か
の
論

争
を
ひ
き
お
こ
し
、
そ
の
判
決
を
師
の
知
礼
に
求

め
た
。
そ
の
と
き
知

礼
は
心
性
に
よ
っ
て
か
の
浄
土

の
依
正
二
報
を
観
察
す
る
約
心
観
仏
の

説
を
た
て
、
こ
の
見
解
を
天
薦
五
年
 
(
一
〇
一
二
)

「天
台
観
経
疏
妙
宗

砂
」
三
巻
に
詳
述
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

止
観
の
観
心
を
重
視

す
る
山
家
派
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
観
経
に
説

く
十
六
観
は
、
摩
詞
止

観
に
み
る
四
種
三
昧
の
う
ち
、
浄
土
の
行
と
し
て
の
般
舟
三
昧
に
類
す

る
が
、
弥
陀
浄
土
の
依
正
二
報
を
所
縁
と
し
て
観
ず
る
こ
と
は
、
観
法

と
し
て
は
理
観
で
あ
る
と
主
張
し
、
天
台
観
経
疏
の

「
心
観
為
宗

・
実

相
為
体
」
に
よ
っ
て
約
心
観
仏
の
論
理
を
た
て
た
の
で
あ
る
。
し
か
る

趙
宋
天
台
と
浄
土
教

(
中

山
)
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趙
宋

天
台

と
浄
土
教

(
中

山
)

に
こ
う
し
た
観
法
の
実
践
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
弥
陀
の
依
正
の

事
相
を
観

ず
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
理
観
を
修
証
す
る
こ
と
の
む
つ
か
し

さ
が
指
摘

さ
れ
た
た
め
、
そ
の
著
に
は
、
理
の
妙
観
を
正
行
と
し
、
浄

業
事
戯
を
助
行
と
し
て
倶
に
修
す
べ
き
旨
を
力
説
し
て
い
る
。
そ
の
点

に
つ
い
て

は
知
礼

は
、
す
で
に
大
中
祥
符
五
年
 
(
一
〇
一
二
)
 十
月
、

み
ず
か
ら

「結
念
仏
会
疏
」
を
作
り
、
道
俗
を
勧
化
し
て
翌
年
二
月
十

一
日
に
四
明
延
慶
院
に
お
い
て
念
仏
施
戒
会
を
は
じ
め
て
い
る
。
そ
れ

は
道
俗

一
万
人
を
結
縁
し
て
阿
弥
陀
仏
を
称
念
し
、
菩
提
心
を
お
こ
し

て
浄
土
に
往
生
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
疏
に
よ
れ
ば
、

ま

ず
会
首
二
百
十
人
が
各
自
に
四
十
八
人
を
募

っ
て
、
そ
の
一
人

々
々
が

念
仏
繊
願

暦
子
に
毎
日
の
念
仏
の
数
を
記
載
し
、
次
の
二
月
十
五
月
の

念
仏
会
の
と
き
に
、
そ
の
暦
子
と
浄
財
四
十
八
文
を
携
え
て
、
四
明
延

慶
院

の
念
仏
会
に
参
加
す
る
作
法
で
あ
る
。

こ
れ
が
常
例
の
年
中
行
事

と
な
り
、
年
と
と
も
に
盛
行
し
、
そ
の
延
慶
院

の
念
仏
道
場
は
常
設
の

浄
土
院
、

十
六
観
堂
と
し
て
発
達
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
念
仏
会
は
北

宋
か
ら
南
宋
に
至
る
ま
で
百
九
十
年
の
伝
統

を
も

っ
て
行
な
わ

れ
た

が
、
爾
来
江
南
の
両
漸
地
方
で
は
在
処
の
寺
院
に
十
六
観
堂
を
た
て
、

あ
る
い
は
九
品
道
場
を
設
け
る
こ
と
が
盛
ん
で
あ
る
。
天
台
観
経
疏
の

研
究
は
、
事
観
と
理
観
、
観
心
と
観
仏
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
山
家

・
山

外
両
派
の
対
峙
と
な

っ
た
が
、

そ
の
実
践
面
に
お
い
て
は
四
明
延
慶
寺

の
浄
土
院
な
ど
を
拠
点
と
し
て
、
結
社
念
仏
の
形
態
を
も
っ
て
広
く
道

俗
の
あ
い
だ
に
浄
土
教
信
仰
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

こ
れ
は

天
台
宗

の
み
が
独
占
す
る
こ
と
な
く
、
禅
宗
や
律
宗
な
ど
諸
宗
の
あ
い

だ
に
も
普
及
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
っ
た
。

三

鎌
倉
時
代
、
我
国
の
僧
風
を
な
げ
き
律
学
を
求
め
て
宋
土
に
渡

っ
た

俊
祷
は
、
在
宋
十
二
年
か
の
地
に
お
い
て
禅
教
律

の
三
宗
を
兼
学
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
明
州
奉
化

の
雪
賢
中
厳

や
南
宋

の
行
都
臨
安

の
近

郊
、
径
山
の
蒙
庵
元
聡
禅
師
に
つ
い
て
禅
学
を
修
め
、
四
明
の
景
福
寺

に
霊
芝
元
照
の
法
系
に
属
す
る
如
庵
了
宏
に
師
事
し
て
律
法
を
学
び
、

北
峰
宗
印
講
師
の
名
声
を
き
い
て
、
は
る
ば
る
漸
西

の
秀
州
華
亭
県
の

超
果
寺
天
台
教
院
に
い
た
り
、
宗
印
の
輪
下
に
入
っ
て
前
後
八
年
に
わ

た
り
趙
宋
天
台
の
教
観
二
門
を
精
究
し
た
の
で
あ
る
。

北
峰
宗
印
 (
二

四
四
-
一
二
一
三
)
 は
、
山
家

山
外
両
派

の
謹
論
を

お
こ
し
た
趙
宋
天
台
の
上
で
は
、
山
家
派

の
四
明
知
礼

の
門
下
、
南
屏

梵
藤

の
第
五
世

・
竹
奄
可
観
の
法
嗣
で
あ
る
。

こ
の
南
屏
系
の
学
風
は

四
明
天
台

の
正
統
派
を
継
承
し
な
が
ら
、
当
時
全
盛
を
き
わ
め
た
南
宋

禅
と
の
調
和
を
は
か
り
、
天
台
と
禅
と
を
兼
修

す
る
態
度
が
と
ら
れ
て

い
た
。
宗
印
は
可
観
の
門
に
入
っ
て
天
台

の
教
観
を
修
め
た
の
ち
、
師

の
命
に
よ
り
臨
済
禅
の
五
祖
法
演
の
会
下
に
参

じ
て
印
可
を
得
た
と
言

う
か
ら
、
よ
ほ
ど
禅
宗

へ
の
関
心
が
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

南
宋

の
宗
鑑
の

「釈
門
正
統
」
(巻
七
)
に
は
、
天
台
祖
承
の
な
か
に

北
峰
宗
印
の
弟
子
と
し
て
、
日
本
俊
祷
と
古
雲

元
粋

の
二
人
を
あ
げ
て
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い
る
が
、

こ
と
に
元
粋
は
、
か

つ
て
俊
花
が
臨
安
府

に
出
京
し
、
天
竺

寺
に
滞
在
し
た
と
き
、
こ
の
寺
の
住
持
で
あ

っ
た
の
で
、

一
層
ふ
か
く

親
交
を
結
ん
で
お
り
、
建
保
二
年
 
(
一
二
一
四
)
 夏
、

そ
の
前
年

に
示

寂
し
た
北
峰
宗
印
の
真
影
を
、
留
学
僧
、
良
祐
の
帰
朝
す
る
の
に
託
し

て
、
俊
祷
に
贈

っ
て
い
る
ほ
ど
の
間
柄
で
あ

っ
た
。

宋
代

の
仏
教
は
、
教
禅
和
合

・
禅
浄

一
致
の
宗
風
が
大
勢
を
し
め
、

こ
と
に
霊
芝
元
照
に
よ
る
戒
律

の
復
興
運
動

の
影
響

を
う
け
て
か
ら

は
、
教

・
禅

・
浄

・
律
(の
四
宗
兼
学
の
傾
向
が

さ
か
ん
に
な

っ
て
き

た
。
入
宋
僧
俊
彷
が
教
え
を
う
け
た
如
庵
了
宏
や
北
峰
宗
印
に
し
て

も
、
た
だ
単
な
る
律
や
天
台

の
学
匠
で
は
な
く
、
浄
土
教
や
禅
に
関
し

て
も
深
い
造
詣
を
も

っ
て
い
た
の
で
、
俊
彷
は
前
後
十
二
年
に
わ
た
る

入
宋
求
法
の
あ
い
だ
に
、
か
か
る
宋
代
の
諸
宗
融
合
の
学
風
を
身
に
つ

け
て
、
諸
宗

に
わ
た
る
関
係
文
献
を
ひ
ろ
く
収
集
し
て
帰
朝
し
た
の
で

あ
る
。

四

俊
花
は
す
で
に
入
宋
の
と
き
、
江
南
の
両
漸
地
方
の
諸
寺
院
に
あ
る

十
六
観
堂
の
実
情
を

つ
ぶ
さ
に
見
聞
し
た
の
で
、
こ
れ
を
東
山
の
勝
地

を
ト
し
て
創
建

せ
ん
と
、
建
保
三
年
 
(
一
二
一
五
)
「清
衆
規

式
」
と

「東
林
十
六
観
堂
勧
進
疏
」
を
起
草
し
て
い
る
。
け
だ
し
こ
の
勧
進
疏

に
は
、
か
の
親
攣
聖
人
の

『
教
行
信
証
』
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
、

南
宋
の
宗
暁

の

「楽
邦
文
類
」
(五
巻
)
が
参
考
と
さ
れ
て
お
り
、
な
か

で
も
そ
の
巻
三
の
記
碑
に
収
め
ら
れ
る
楊
傑

の
浄
慈
七
宝
弥
陀
像
記

・

建
弥
陀
宝
閣
記
や
陳
灌
の
延
慶
寺
浄
土
院
記
、

清
哲
の
延
慶
重
修
浄
土

院
記
や
元
照
の
開
元
寺
三
聖
立
像
記

・
無
量
院
造
弥
陀
像
記
な
ど
が
そ

の
基
礎
資
料
と
な

っ
て
い
る
。

建
保
六
年
 
(
一
二
一
八
)
 夏
、
か
ね
て
俊
花

の
志
願

で
あ

っ
た
清
衆

規
式
と
東
林
十
六
観
堂
は
、
東
山
泉
涌
寺
の
伽
藍

の
う
ち
に
と
り
入
れ

ら
れ
て
実
現
す

る
は

こ
び
と
な

っ
た
。
泉
涌
寺

の

「
清
衆
規
式
」
に

は
、
「別
場
の
戯
悔
と
は
四
種
三
昧
お
よ
び
六
時

に
真
言
行

を
修

す
る

こ
と
な
り
」
と
し
て
、
承
久
二
年
 
(
一
二
二
〇
)
 二
月

の

「
殿
堂
房
寮

色
目
」
に
は
、
そ
の
道
場
建
造
物
と
し
て
十
六
観
院
と
真
言
院
を
あ
げ

て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、

こ
の
十
六
観
院
は
念
仏
三
昧
の
寂
室
で
あ
り
、

深
禅
観
慧
の
道
場
で

あ
る
。
中
央
に
弥
陀
殿
を
た
て
て
こ
れ
を
主
尊
と
な
し
、

こ
れ
を
め
ぐ

っ
て
十
六
の
観
堂
の
部
屋
ご
と
に
阿
弥
陀
仏
の
三
尺
の
立
像
を
安
置
し

て
修
繊
の
道
場
と
す
る
。

一
人
の
行
者
は
三
ケ
年
を
期
限
と
し
て
寺
門

の
外
に
出
ず
、
春
秋
の
二
季
は
六
時

の
修
俄
と
四
時
の
坐
禅
、
夏
冬
の

二
季
は
三
時
の
修
繊
と
二
時
の
坐
禅
を
し
て
、
随
時
不
退
の
修
行
を
営

む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
央
の
弥
陀
宝
殿

の
前
に
は
蓮
池
を
う
が

っ
て
西

方
浄
土
の
宝
池
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
う
し
ろ
に
阿
弥
陀
仏
の
聖
像
を
尊

崇
し
て
、

こ
の
行
法
の
不
退
堅
固
な
る
こ
と
を
祈
念
す
る
も
の
で
あ
る

と
述

べ
、
委
曲
は

「
十
六
観
堂
勧
進
疏
」
に
あ
り
と
註
記
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
真
言
院
は
長
日
喩
伽
の
行
法
を
修

し
、
あ
る
い
は
随
時

趙
宋
天
台
と
浄
土
教

(中

山
)
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に
受
法
灌
頂
な
ど
を
こ
の
院
に
お
い
て
行
な
う
べ
き
も
の
と
し
た
。
入

宋
僧
俊
彷
に
よ
っ
て
泉
涌
寺
に
移
植
さ
れ
た
十
六
観
堂
は
、
真
言
院
に

対
す
る
天
台

止
観

の
道
場

で
あ
っ
た
。

五

天
薦
元
年
 
(
一
〇
一
七
)
 知
礼
は
同
志
十
人

と
と
も
に
、
焚
身
供
養

の
誓
い
を
立

て
、
法
華
三
昧
を
修
し
た
と
き
、
翰
林
学
士
楊
億

は
知
礼

を
諫
め
て
、

そ
の
意
思
を
翻
す
こ
と
を
請
う
た
書
簡
を
贈

っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
す

る
返
書
の
中
で
、
知
礼
は

「
唯
心
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ

と
を
求
め
、
本
性
の
弥
陀
を
見
ん
こ
と
を
願
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

こ
に
言
う

「
本
性
弥
陀

・
唯
心
浄
土
」
の
思
想
は
、
さ
き
の
観
経
疏
妙

宗
砂
に
説
か
れ
た
約
心
観
仏
説
が
そ
の
根
拠
と
な

っ
て
お
り
、

こ
れ
が

趙
宋
天
台
に
お
こ
っ
た
十
六
観
堂
の
実
践

の
眼
目
で
あ

っ
た
。

嘉
定
三
年

(
一
二
一
○
)
俊
祷

は
、
秀
州
華
亭
県

の
超
果
寺
天
台
教

院
に
お
い
て
、
北
峰
宗
印
和
尚
か
ら
師
資
相
伝
の
法
門
と
し
て
、
北
峰

法
語
と
唯
心
浄
土
説
を
授
か

っ
て
い
る
が
、
北
峰
和
尚
は
こ
の
と
き
浄

土
説
と
と
も

に
、
遵
式
の
浄
土
決
疑
行
願

の
一
本
を
俊
花
に
託
し
て
、

唯
心
浄
土
の
説
を
生
涯

つ
く
し
て
安
養
に
帰
す
る
誓

い
を
立

て

て
い

る
。
こ
れ
は
さ
き
の
往
生
浄
土
繊
願
儀
と
と
も
に
十
六
観
堂
に
お
け
る

長
期
修
繊
の
行
儀
と
な

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
帰
朝
後
、
嘉
禄
三
年

(
一
ニ
ニ
七
)
三
月
十
三
日
、
俊
祷
は
こ
の
唯
心
浄
土
説
を
書
写
し
て
、

九
条
道
家
に
授
け
た
が
、
そ
の
末
尾
に

「唯
心
の
西
方
に
生
じ
て
、
本

性

の
弥
陀
を
見
る
符
契
と
な
す
」
と
の
旨
を
記
し
て
い
る
。

こ
れ
が
泉

涌
寺
俊
祷
法
師
の
思
想
と
信
仰

の
帰
結
で
あ

っ
た
。

六

古
雲
元
粋
の
述
作

「
観
堂
長
期
修
繊
規
式
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
趙
宋
天
台
に
お
け
る
十
六
観
堂
の
実
践
の
在
り
方

を
窺
う
に
、
修
繊
の
行
儀
は
差
別
し
た
弥
陀
繊
法
だ
け
で
な
く
、

ひ
ろ

く
戒
定
慧
の
三
学
を
含
む
四
種
三
昧
が
修
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
が
言
わ
ば

弥
陀
繊
法
に
よ

っ
て
統

一
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
四
明
天

台
の
法
華
繊
法
と
弥
陀
繊
法
と
は
表
裏

一
体
の
も

の
で
あ
り
、
そ
の
実

践
の
眼
目
と
な

っ
た
の
が

「
本
性
弥
陀
、
唯
心
浄
土
」
の
思
想
で
あ

っ

た
。

こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
趙
宋
天
台
と
浄
土
教
の
相
即

一
致
の
す
が
た
が

看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
国
の
俊
花
法
師
に
よ

っ
て
東
山
泉
涌
寺
の

十
六
観
堂
に
移
植
さ
れ
た
諸
種
の
繊
法
は
、
宋
土

の
風
を
そ
の
ま
ま
伝

え
た
も
の
で
、
そ
れ
は
四
種
三
昧
の

一
つ
と
い
っ
た
相
対
的
な
取
り
あ

げ
方
で
は
な
く
、

こ
れ
を
全
面
的
に
移
植
し
た
と
こ
ろ
に
俊
茄
自
身
の

面
目
が
あ

っ
た
。

こ
れ
が
鎌
倉
時
代
の
浄
土
教
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
た
か
は
、
別
に
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
少
ぐ
と
も
親
鷺
聖

人
の
思
想
形
成
の
上
に
多
大
の
寄
与
を
な
し
た
こ
と
は
銘
記
す
べ
き
で

あ
る
。
要
す
る
に
泉
涌
俊
彷
に
よ
る
趙
宋
天
台
浄
土
教
の
実
践
面
の
受

容
の
帰
結
は
、

こ
の
十
六
観
堂
の
長
繊
儀
に
あ

っ
た
と
言
え
る
わ
け
で

あ
る
。
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1

「
清
衆
規

式
井

十
六
観

堂
記
」

は
、
俊
祷
法
師
が
泉
涌
寺

の
殿

堂

と
そ

の
行
儀

を
大
宋

の
規
模

に
倣

っ
て
施
行

し
た
記
録
集

で
、

こ
れ
に
は
泉
涌

寺
、
野

申
寺

お
よ
び
竜
谷
大
学

図
書
館
 
(
妙
観
院
旧
蔵
本
)
 に
所
蔵
す

る

江
戸
時
代

の
古

写
本
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
野
中
寺
本

に
よ
る
と
、

そ
の
内

容
は
、

一
、
清
衆
規
式
 

建
保
三
年

八
月

日

二
、
泉
涌
寺
遺
嘱
詰
文
 

嘉
禄

三
年
三
月
十

二
日

三
、
泉
涌
寺
殿
堂
房
色

目
 
承
久

二
年

二
月
十
日

四
、
後
架
禁
制
 

方
丈
在
判

五
、
禁
常
住
物
借
用
 

方
丈
在
判
 

承
久
三
年
八
月
十
六
日

六
、

法
塔

後
屏
風
銘
 

嘉
禄

二
年
四
月
八
日

七
、

論
旨
 

嘉
禄
三
年
八
月
十
七

日
前
土
佐
守
在
判

◎
八
、

観
堂
長
期
修
戯
規
式
 

南
宋
宝
慶
元
年
六
月
八
日
 

天
竺
元
粋
述

九
、

先
師
北
峰
和
尚
法
語
 

嘉
禄
三
年
三
月
十
日
 

俊
花
謹
書

十
、
北
峰
伝
付
唯

心
浄
土
説
 

嘉
禄
三
年

三
月
十
二
日
 
俊
茄

謹
書

十

一
、
義
鈷
不
可
刹
那

無
此
君
 
嘉
禄

三
年

正
月
十

九
日
 
俊

笏
謹
書

十

二
、
泉
涌
寺
僧
職
次
第
 

嘉
禄

三
年

三
月

六
日

十

三
、
泉
涌
寺
作
法
 

鐘

・
鼓

・
板

十
四
、

首
座
大
衆

遺
詰
 

嘉
禄

三
年

三
月
八

日

十
五
、

東
林
十
六
観
堂
 
(
勧
進
疏
)

建
保
三
年
八
月

日

の
十
五
文
を
集

め

て
、
首
尾

の
二
文
を
も

っ
て
題
名

と
し
て
い
る
。
泉
涌

寺
開
山
俊
祷
律

師

の
遺
文
を
、

寛
永
元
年
 
(
一
六

二
四
)
 十

二
月
、
架
秀

が
法
音
院

の
写
本

か
ら
転
写

し
、

こ
れ

に
増
補

し
た
も

の
で
あ
る
。

な
お

本
書

は
、
先
年

土
橋

秀
高

教
授
が
戒
律
章
疏
に
関
す

る
資
料
調
査

を
さ
れ

た
と
き
、
た

ま
た
ま
河
内
野
中
律
寺

で
発
見
さ
れ
、

す

で
に
公
開

さ
れ
た

も

の
で
あ

る
。
『
鎌
倉
仏
教
成
立

の
研
究

俊
花
律

師
』

(資

料
篇
)
1

俊
彷
律
師
遺
文
-

参
照

2

宝
慶
元
年
 
(
一
二
二
五
)
 六
月
八
日
、

天
竺
住
持
元
粋
述

「
観
堂
長
期

修
臓
規
式
」

一
巻
は
、

俊
彷

の
帰
朝
後
十
数
年
を
経
た
法
師

の
晩
年

に
成

る
も

の
で
あ

る
。
そ

の
内
容

は
、

一
謹
護
身
口
、

二
存
心
発
心
、

三
精
習

経
繊
、

四
厳
事
道
場
、

五
正
明
修
行
を
略
述
し

て
、
観
堂

に
お

い
て
長
期

の
修
俄
を
な
す
者

へ
の
規
式

と
し

た
。
本
書

の
奥
書

に
、

「
日
本
建
長
二

年

(
一
二
五
〇
)
暮
春
四
月
五

日
、
泉
涌
寺
住
持
智
鏡
自
筆

書
写
、
此
文
以

置
観
堂
方
来
行
人
依
而
勿
違
而
已
」
と
あ
る
。

暦
仁
元
年

(
一
二
三
八
)

智
鏡

は
入
宋

し
て
律
を
伝
え
、

ま

た
浄
土
教
を
学
ん

で
帰
朝
し
、

の
ち

に

泉
涌
寺
第
四
世

の
講
席
を

つ
い
で
そ
の
学

ぶ
と

こ
ろ
を
弘
通

し
て

い
る
。

こ
れ

は
智
鏡
が
入
宋
し
た
と
き
請
来
し

て
、
泉
涌
寺
十
六
観

堂
に
掲
げ

て

行
人

の
誠
め
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
紙
幅

の
都
合

上
、
本

文

と

そ

の

説
明

は
省
略
す
る
)

(龍
谷
大
学
教
授
)

趙
宋
天
台
と
浄
土
教

(中

山
)
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