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菊

村

紀

彦

親
黛
は
、
基
調
と
し
て
の
浄
土
教
思
想
を
大
き
く
展
開
さ
せ
た
。

そ

の
こ
と
は
、
既
に
先
覚
諸
師
の
ご
指
摘
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
小
論
文

に
お
い
て
は
、
原
点
を
参
照
し
な
が
ら
仏
教
学
的
立
場
で
考
察
し
た
い

と
思
う
。

内
容
を
大
別
す
れ
ば
、
次
の
三
項

目
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

二
、
は

「浄
土
観
」
、
二
、
は

「
阿
弥
陀
仏

観
」
、
三
、
は

「
自
然
観
」
で
あ

る
。浄

土
の
問
題
は
、
無
論
、
浄
土
教
信
仰
上
根
本
の
も
の
で
あ
る
。

こ

の
国
が
敗
戦
す
る
ま
で
は
、
浄
土
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
タ
ヴ
ー
に
な

っ
て
い
た
。
金
子
大
栄
師
は
、

そ
の
著
書
名
に

「
浄
土
の
観
念
」
と
し

(1
)

た
だ
け
で
宗
籍
剥
奪
さ
れ
、
大
学
か
ら
追
放
と
い
う
き
び
し
い
処
分
を

受
け
た
こ
と
で
も
、
如
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
親
鷺
は
七
世
紀
ほ
ど

前
か
ら
既
に
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「教
行
信
証
」
で
は
、
三
部
経
を
そ
れ
ぞ
れ
真
仏
土

・
化
身
土
に
あ

て
は
め
て
い
る
。
「
無
量
寿
経
」

の
説
く
世
界

(
こ
こ
で
は
極
楽
の
形
相
で

は
な
く
、
四
+
八
願
と
い
っ
た
思
想
体
系
)
を
、
「真
仏
土
」
と
し
て
い
る
。

「
按
二真
仏
土
一者
、
仏
者
則
是
不
可
思
議
光
如
来
、
土
者
亦
是
無
量
光

明
土
也

(真
仏
土
巻
)
」
と
あ
る
。
そ
れ
は

「則
酬

二報
大
悲
誓
願
一故
日
二

真
仏
土
一」
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
大
悲

の
誓
願
そ
の
も

の
が
、
真
仏

土
の
核
な
の
で
あ
る
。
金
銀
や
宝
石
の
眩
い
い
わ
ゆ
る
形
あ
る
極
楽
浄

(
2
)

土
を
意
味
し
な
い
。
同
じ

「
真
仏
土
巻
」
に
は
善
導

の

「
法
事
讃
」
が

引
用
さ
れ
て
い
る
。
「極
楽
無
為
浬
桀
界
」
で
あ
る
。
浬
梨

と

い
う
表

あ
ん
じ
ん

現
か
ら
、
単
に
精
神
界
の
み
の
安
心
と
読
み
取

る
思
考
が
、
明
治
以
後

に
出
現
す
る
。
た
し
か
に
、
精
神
の
救
済
を
究
極
の
目
的
と
す
る
こ
と

が
、
宗
教
の
本
義
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
仏
教
そ

の
も
の
が
、
そ
う
な
の
で
あ
る
か
ら
…
…
。

し
か
し
、
親
攣

の
真
仏
土
を
考
え
る
時
、

こ
の

「法
事
讃
」
よ
り
さ

き
に
引
用
さ
れ
て
い
る

「観
経
疏
」
の

「
玄
義
分
」
に
注
目
し
た
い
。

こ
こ
で
は
、
浄
土
が
阿
弥
陀
仏
の
報
土
で
あ
る

こ
と
の
論
証
に
違
い
な

(
3
)

い
が
、
重
要
な
点
は
、
空
性
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
先
に
浄
土
を
三

種
に
分
類
し
た
。

一
、
は
、
経
典
に
説
か
れ
て

い
る
浄
土
、

二
、
は
、

念
仏
に
よ

っ
て
感
得
せ
ら
れ
る
浄
土
、
三
、

は
、
空
性

の
浄
土
で
あ

親
鷺

に
お
け
る
浄
土
教
思
想

の
展
開
 
(
菊

村
)
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親
攣
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
の
展
開
 (菊

村
)

る
。
親
鷲

の
い
わ
れ
る
真
仏
土
は
、

こ
の
二
類
に
当
ろ
う
。

つ
ま
り
、

無
為
浬
梨
界
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
空
性
な
る
浄
土
と
い
っ
て

し
ま
え
ば
、
パ
ト
ス
と
し
て
の
宗
教
に
は
該
当
で
き
な
く
な
る
か
ら
、

浬
架
を
説

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
「玄
義
文
」
を
読
み
進

ん
で
ゆ

く
と
、
「
摩
詞
般
若
波
羅
蜜
経
」
の

「浬
繋
非
化
品
」
に
出
逢

う
。
善

導
の
引
用
で
あ
る
か
ら
親
鷺
は
、

い
わ
ゆ
る
孫
び
き
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、

こ
こ
に
極
め
て
重
要
な
浄
土
論
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
の
分

類
に
従
え
ば
、
三
類
で
あ
る
。
核
心
は
、
「諸
法
性
常
空
、
性
空
即
是

浬
葉
」
と
い
う
部
分
だ
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
須
菩
提

(S
u
b
h
u
t
i
)

の

問
い
に
釈
尊
が
、
「
新
発
意
菩
薩
、
聞
二
是

一
切
法
皆
畢
意
性
空
、

乃
至

浬
繋
亦
皆
如
7
化
者
、
心
則
驚
怖
」
と
答
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
空
性
の
浄
土
は
、
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

浄
土
教
は
、
曇
攣
に
至

っ
て
空
思
想
で
釈
す
と
い
う
思
考
を
残
し
て
は

(4
)

い
る
が
、

禅
系
統
と
は
異
な
り
、

一
般
的
と
は

い
え
な

い
。
「彼
浄
土

是
阿
弥
陀
如
来
清
浄
本
願
無
生
生
」
と
い

っ
て
も
理
解
は
む
ず
か
し
か

ろ
う
。

そ
の
故
に
、
称
名
念
仏
と
い
う
易
行
を
前
面
に
押
し
出
し
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
親
鷺
は
、
空
性
の
部
分
を
引
用
し
て
い

る
け
れ
ど
、
し
か
し
、
結
釈
文
に
は
浄
土
が

「報
土
」
で
あ
り
、
真
仏

土
と
は

「
無
量
光
明
土
」
で
あ
る
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

三
類
に
関
す
る
限
り
、
親
鷺
は
、
決
し
て
展
開
し
て
は
い
な
い
。

大
き
な
展
開
は
、
真
仏
土
と
化
身
土
に
分
け
た
浄
土
論
で
あ
ろ
う
。

化
身
土
は

「
観
経
浄
土
是
也
」
や

「
不
定
聚
機
難
思
往
生
阿
弥
陀
経
心

也
L
で
あ
る
。
「愚
禿
紗
」
に
よ
れ
ば
、
「無
量
寿
経
」
は
難
思
議
往
生
、

「
観
経
」
は
讐
樹
林
下
往
生
、
「
阿
弥
陀
経
」

は
難
恵

往
生

と
し
て

い

る
。
難
思
議
が
、
十
八
願
を
あ
ら
わ
す
に
対
し
、
墾
樹
林
は
二
十
願
、

難
思
は
十
九
願
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

親
鷺
は

「法
事
讃
」
か

ら
の
引
用
を
記
し
て
い
る
が
、

し
か
し
、
善
導

の
三
往
生
は
、
三
部
経

を
当
て
は
め
た
も
の
で
は
な
く
、
後
尾
に

「
楽
」
と
い
う
文
字
が
付
せ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
も
、
単
に
安
楽

・
安
養
を
意
味
す
る
も
の

で
、
三
往
生
を
差
別
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
三
部
経
に
当
て
は
め

た
の
は
、
や
は
り
、
親
鷲
の
展
開
に
他
な
か
ろ
う
。
難
思
議
も
、
難
思

も
、
梵
語

の

(
a
c
i
n
t
y
a
)

の
漢
訳
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
語
源
的
に

は
同
意
で
あ
る
。
不
可
思
議
も
、
不
思
議
も

(
a
c
i
n
t
y
a
)

の
漢
訳

が

一

般
的
だ
が
、
親
鷺
は
、
前
者
を
仏

(真
如
)
に
、
後
者

を
文
字
通

り
に

(5
)

解
釈
、
展
開
さ
せ
た
こ
と
は
、
か

つ
て
本
紀
要

に
記
し
た
。

次
に
、
阿
弥
陀
仏
観
で
あ
る
。
親
鷺
が

「
無
量
寿
経
」
下
巻
の

「
聞
二

其
名
号

二信
心
歓
喜
、
乃
至

一
念
、

至
心
廻
向
」

の

「
至
心
に
廻
向
す
」

(6
)

を

「至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
え
り
」
と
い
う
送
り
仮
名
を
付
し
て
い

る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
動
詞
で
は
な
く
、
他

動
詞
的
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
を
あ
ら
わ
す
の
に
、

い
ち
ば
ん
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
あ
ろ
う
。
他
力

を

い
い
得

て
妙

で
あ

る
。
送
り
仮
名
を
自
由
に
つ
け
る
の
は
日
本
独
特
の
手
法
で
天
台
で
は

転
声
釈
と
呼
ぶ
。
比
叡
山
出
身
の
親
鷺
が
、
た
と
え

「法
華
経
」
を
捨

象
し
た
に
せ
よ
転
声
釈
と
い
う
思
考
方
式
を
身

に
つ
け
て
い
た
と
し
て
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も
何
等
不
思
議
で
は
な

い
。
廻
向
は
、
梵
語

の

(
p
a
r
i
n
a
m
a
n
a
)

の
漢

訳
で
あ
る
。
善
行
を
為
し
て
得
た
悟
り
を
衆
生
に
ふ
り
向
け
、
功
徳
を

与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
完
全
を
あ
ら
わ
す

p
a
r
iと
い
う
副
詞

と

転
ず
る
と
い
う
動
詞
の
n
a
m
a
t
i
が
復
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
親

攣
は
、
し
か
し
、
廻
向
を
功
徳

(
g
u
n
a
)
の
よ
う
に
展
開
さ
せ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
廻
向
は
、
極
め
て
重
要
な
浄
土
教
概
念
な
の
で
、
ひ
と
た
び
原

典
に
立
ち
か
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
試
み
に

「
無
量
寿
経
」

(7
)

の
原
典
を
開
け
ば
、

こ
の
漢
訳
経
典
下
巻
の

「衆
生

(念
仏
)
往
生
の

因
」
と
は
、
か
な
り
の
距
た
り
が
あ
る
こ
と
が
分
明
す
る
。

「
い
か
な
る
衆
生
も
、
阿
弥
陀
如
来
の
名
を
聞
き
、
聞
き
終

っ
て
、
た

と
え
、
た
だ

一
度
で
も
清
浄
の
深
い
信
心
を
発
起
す
る
な
ら
ば
、
み
な

こ
と
ご
と
く
正
定
聚
に
位
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

原
典
に
は
、
廻
向
な
る
こ
と
ば
は
出
て
い
な
い
。
し
か
し
、
e
k
a
c
i
t
-

(8
)

t
o
t
p
a
d
a
m

と
あ
る
か
ら
、

一
念
な
の
で
あ
る
。
ま
さ

に
法
然

の

二

念
に
て
も
生
ず
L

の
、
あ
の
一
念

に
相
応
す

る
。
た
だ

し

「
無
量
寿

経
」
の

「
願
生
彼
国
、
即
得
往
生
、
住
不
退
転
」
と
は
、
至
心
に
廻
向

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
不
退
転
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
本
願
他
力
の
思
想
を
徹
底
さ
せ
る
に
は
、
仏
の
方
か
ら
廻
向
す

る
と
い
う
表
現
ほ
ど
適
切
な
も
の
は
な
か
ろ
う
。
親
黛
の

「
廻
向
し
た

ま
え
り
」
は
、
た
と
え
梵
語
原
典
に
、
廻
向
な
る

こ
と
ば
が
な
く
て
も

一
念
で
正
定
聚
に
達
す
る
と
い
う
強
い
誓
願
の
表

徴

で
は
な

か
ろ
う

(8
)

か
。
「
本
願
招
喚
の
勅
命
」
は
、
帰
命
の
釈
と
し
て
い
る
が
、
「
廻
向
し

た
ま
え
り
」
の
志
向
で
あ
る
。

二
念
イ

コ
ー
ル
廻
向
と
考
え
て
も
よ
か

ろ
う
か
と
思
う
。

親
黛
の
日
本
的
解
釈
と
は
い
え
、

こ
の
読
み
か
え
は
、
仏
教
の
根
幹

を
な
す

「
仏
に
よ
る
救
済
」
を
、
他
力
易
行
門
の
う
え
に
照
射
し
た
見

事
な
展
開
で
あ
る
。
単
に
転
声
釈
と
い
う
以
上
に

ス
ヶ
ー
ル
の
大
き
な

表
現
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
化
身
土
巻
に
は

「論

語
」
を
読
み
か
え
し

て
い
る
他
、
漢
字
圏
の
妙
味
を
生
か
し
て
、

ひ
た
す
ら
本
願
他
力
を
鼓

吹
し
て
い
る
。

自
然
観
と
し
て
は
、
親
鷺
八
十
六
歳
の
頃
、
関
東

の
弟
子
に
送

っ
た

(
1
0
)

消
息
が
、
従
来

の
印
度

・
中
国
で
概
念
と
な

っ
た
自
然
を
著
し
く
展
開

さ
せ
て
い
る
。
「
無
上
仏
と
も
う
す
は
、
か
た
ち
も
な
く
ま

し
ま
す
。

か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
ゆ
え
に
自
然
と
は
も
う
す
な
り
…
…
阿
弥
陀
仏

は
、
自
然
の
よ
う
を
し

(知
)
ら
せ
ん
り
よ
う

(料
)
な
り
」

阿
弥
陀
仏
と
い
う
浄
土
教
主
の
名
前
も
、

こ
こ
で
は
無
上
仏
と
な

っ

て
い
る
。
浄
土
教
と
は
、
仏
の
本
願
を
信
じ
て
、
念
仏
し
て
救
わ
れ
る

と
い
う
教
え
で
あ
る
。
論
理
で
は
な
い
。
そ

こ

で

「
義
な

き
を
義
と

す
」
と
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り

「仏
智
の
不
思
議

と
は
」
義
な
き
も
の

親
黛

に
お
け
る
浄

土
教
思
想

の
展
開
 
(
菊

村
)
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親
鷺

に
お
け

る
浄

土
教
思
想

の
展
開
 
(
菊

村
)

(
1
1
)

で
あ

っ
て
、
自
然
な
の
で
あ
る
。
元
来
、
阿
弥
陀
仏
は
、
絵
画
的
で
あ

り
、
超
人
的
存
在
と
し
て
画
か
れ
て
い
る
。
浄
土
経
典
を
読
む
限
り
、

そ
の
こ
と
は
否
定
す

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
数
え
切

れ
な
い
人
た
ち
が
救
わ
れ
た
の
だ
か
ら
…
…
。
し
か
し
、
経

典
の
深
奥

に
流
れ
る
も
の
、
強

い
て
い
う
な
ら
哲
学
的
要
素
を
感
得
せ

ね
ば
な
る
ま
い
。
浄
土
教
と
い
う
宗
教
が
、
仏
教
と
い
う
名

の
旗
印
し

を
持

つ
以
上
、
何
等
か
の
ロ
ゴ
ス
を
持

つ
て

い
る
は
ず

で
あ

る
。
ま

た
、
演
繹
(さ
れ
る
こ
と
も
必
要
な
は
ず
だ
。

親
黛
は
、
そ
の
晩
年

に
お
い
て
自
然
法
爾
を
法
悦
と
し
て
い
る
。

こ

れ
は
、
恐
ら
く
青

・
壮
年
時
代
か
ら
大
き
く
展
開
し
た
こ
と
を
意
味
す

(
1
2
)

る
。
た
だ
し
、
「
浄
土
文
類
聚
紗
」
で
は
、
実
相
と
あ
る
。
「寂
滅
す
な

わ
ち
こ
れ
実
相
。
実
相
す
な
わ
ち
こ
れ
法
性
、
法
性
す
な
わ
ち
こ
れ
真

如
、
真
如
す
な
わ
ち
こ
れ

一
如
な
り
」

こ
こ
で
は

実
相
、

つ
ま
り
自
然
な
る
も
の
は
、
真
如
法
性
だ
と
考

え
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
を
法
身
仏
、
真
如
法
性
に
と
ら
え
て
い
る
と
こ

ろ
に
注
甘

し
た
い
。
色
も
形
も
な

い
仏
。
そ
れ

は
、
し
か
し
、

一
般

の
、
形
あ
る
仏

へ
の
信
仰
者
に
は
と
惑
い
を
感
じ
る
に
違
い
な
い
。
そ

こ
で
こ
の

「自
然
法
爾

の
法
語
」
を
親
鷺
の
直
説
と
せ
ぬ
宗
門
も
あ

っ

た
よ
う
だ
。
ふ
り
か
え

っ
て
現
代
人
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
親
鷺

の
分

析
的

・
怜
倒
な
こ
の
指
摘
は
、
多
大
の
説
得
力
を
持

つ
と
い
え
よ
う
。

浄
土
教
信
仰
不
毛
を
伝
え
ら
れ
る
折
柄
、
親
黛
の
思
考
に
還
る
こ
と
が

必
須
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
、

「
義

な

き

を
義

と

す

」

と

い
う

パ

ト

ス
も
尊

重

せ

ね

ば

な

る

ま

い
。

さ

も

な

け

れ

ば
、

せ

っ
か
く
、

親

鷺

の
展

開

し
た

広

大

な
視

野

を
遮

る

こ
と

に
な

ろ
う
。

浄

土

教

を
単

な

る
形

而

上

学

に

し

て

は

な

ら

な

い

の

で
あ

る
。

1
 

一
九

二
八
年
六
月

大
谷

大
学
追
放
事
件
。

2

「
法
事
讃
」
下
巻
。

3

「
印
度
学
仏
教
学
研
究
」

二
十
八
巻

一
号
。

4
 
曇
鷺

「
浄
土
論
註
」
下
巻
。

5

「
印
度
学
仏
教
学
研
究
」

二
十
五
巻

二
号
。

6

「
教
行
信
証
」
信
巻

で
は

「
廻
向

せ
し
め
た
ま
え
り
」

と
あ

る

が

「
浄

土
文
類
聚
砂
」

で
は

「
廻
向

し
た
ま
え
り
」

と
し
て
い
る
。

7

「
S
u
k
h
a
v
a
t
i
-
v
y
u
h
a
」

足
利

本

の
四
十

二
頁
漢
訳

「
無
量
寿
経
」

下
巻

「
衆
生
往
生

の
因
」
。

8

「
百
四
十

五
箇
条
問
答
」

所
載
。

9

「
教
行
信
証
」
行
巻

た
だ
し
善
導

「
観
経
疏
」
散

善

義

巻

「
二
河
白

道
」

よ
り

10

「
末
燈
砂
」

五
通

「
自
然
法
爾

の
法
語
」
。

11

「
観
無
量
寿
経
」

「
阿
弥
陀
経
」
。鴨

12

「
浄
土
文
類
聚
砂
」
「
無
量
寿
経
」

の
自
然

の
部
分
を
私
釈
。

(
日
本
仏
教
思
想
研

究
所
長
)
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