
往
還
二
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浄
土

菊

村

紀

彦

往
相

・
還
相
の
二
廻
向
を
浄
土
教
の
真
実
相
と
し
て
取
り
あ
げ
た
の

は
、
本
邦

で
は
親
鶯
以
外
に
見
当
た
ら
な
い
。

親
鶯
は
、
中
国
僧
曇
鶯
の

「
浄
土
論
註
」
下
巻
を
引
用
し
て

「謹
按

浄
土
真
宗
、
有
二
種
廻
向
、

一
者
往
相
、

二
者

還

相
」
を

「教

行

信

証
」
の
教
巻
昌
頭
に
掲
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
古
来
こ
の
二
廻
向
の
解
釈
に
つ
い
て
は
晦
渋
で
、
現
代
仏

教
学
に
対
応
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
往
相
に
つ
い
て
は
菩
薩
行
と
考
え

ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
が
、
浄
土
往
生
し
た
後
に
、
ふ
た
た
び
稼
土
に
帰

還
し
、
衆
生
済
度
を
為
す
と
い
う
思
考
は
、
難
解
で
あ
ろ
う
。
浄
土
教

(1
)

の
旗
印
し
は
あ
く
ま
で

「
欣
求
浄
土
」
で
あ
り
、

「
厭
離
稼
土
」
で
あ

る
か
ら
だ
。

一
般
的
に
考
え
れ
ば
、
称
名
念
仏
に
よ

っ
て
浄
土

へ
往
生
し
、
仏
と

な

っ
た
身

を
現
世
に
立
ち
戻

っ
て
他
者
を
救
済
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
も
し
も
そ
う
な
ら
ば
、
物
理
的
に
見
て
不
可
解
で
あ
る
。
体
失

往
生
故
で
あ
る
。
た
し
か
に

「
歎
異
抄
」
四
章
に
そ
の
連
動
と
見
ら
れ

る
節
が
な
い
で
も
な
い
。

「浄
土
の
慈
悲
と
い
う
は
、
念
仏
し
て
い
そ

ぎ
仏
に
な
り
て
大
慈
大
悲
を
も

っ
て
、
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益

す
る
を
い
う
べ
き
な
り
。
今
生
に
い
か
に
い
と

お
し
不
便
と
お
も
う
と

も
存
知
の
ご
と
く
た
す
け
が
た
け
れ
ば
、

こ
の
慈
悲
始
終
な
し
。
し
か

れ
ば
念
仏
も
う
す
の
み
ぞ
す
え
と
お
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
そ
う
ろ
う

べ
き
」
と
あ
る
。
「
い
そ
ぎ
仏
に
な
る
」
と
は
、

そ
も
そ
も
如
何

な

る

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
浄
土
教
を
直
載
的
に
い
え
ば
、
凡
夫
の
直
入
と
い

う
易
行
門
に
他
な
ら
な
い
。
凡
夫
…
…
在
家
人
と
は
仏
に
な
る
ぺ
き
機

根
を
持
た
ぬ
性
格

の
も
の
だ
。

こ
の
点
い
わ
ゆ

る
中
期
大
乗
に
お
い
て

説
か
れ
る

「如
来
蔵
思
想
」
と
は

一
線
を
画
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
修

行
を
し
て
仏
に
成
ろ
う
と
い
う
聖
道
門
と
は
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
。

仏

に
な
れ
な
い
衆
生
の
救
済
を
目
的
と
す
る
宗
教
が
浄
土
教
と
い
え
よ

う
。

こ
の
世
で
成
仏
 
(非
体
失
)
 で
き
な
い
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
本
願
他

力

に
よ

っ
て
彼
岸

に
お
い
て
浄
土
に
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
「
い
そ
ぎ
仏
に
な
る
」
こ
と
は
彼
岸
に
お
い
て
は

不

可

能
な
の
で
あ
る
。

親
鷲

に
つ
い
て
い
え
ば
、
還
相
廻
向
の
具
体
的
記
述
は
殆
ど
為
さ
れ

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
巻
第

二
號

卒
成
元
年
十
二
月
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て
い
な
い
が

「
教
行
信
証
」
証
巻
に

「浄
土
論
註
」
の
原
文
を
引
用
し

て
い
る
。
「還
相
者
生
彼
土
己
得
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
方
便
力
成
就
、
回

入
生
死
稠
林
、
教
化

一
切
衆
生
、
共
向
仏
道
。
若
往
若
還
皆
為
抜
衆
生

渡
生
死
海
。
是
故
言
回
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
」

こ
の
大
悲
心
が
、
廻
向
の
源
泉
で
あ
る
か
ら
、
還
相

の
み
な
ら
ず
、

往
相
も
ま
た
仏
の
本
願
力
で
あ
ろ
う
。
「
行
巻
」
「
正

信

念

仏

偶
」
の

「往
還
廻
向
は
他
力
に
由
る
」

の
七
字
が
光
る
。
往
還
二
廻
向
が
、
衆

生
力
に
よ

っ
て
顕
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
智
願

廻
向

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
明
さ
れ
よ
う
。
こ
う
考
え
れ
ば
、

往
還

の
本
質
が
見
え
て
く
る
。
な
お
、
親
鶯
は
、
宗

教

と

し

て

「
真

宗
」
(教
団
名
で
は
な
い
)
 に
つ
い
て

「
そ
れ
真
宗

の
教
行
信
証
を
案

ず

れ
ば
、
如
来
の
大
悲
廻
向

の
利
益
な
り
」
と
記
述
し
て

い
る
。
(証
巻
)

ま
た
こ
の
項
で

「
無
量
寿
経
」
上
巻
の
四
十
八
願
中

の
二
十
三
願
か
ら

「利
他
教
化
地
の
益
」
が
出
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

二
十
二
願

は
、
「
必
至
補
処
の
願
」
と
も
呼
び
、

こ
こ

で
は
阿
弥
陀
仏

で
は
な
く
普
賢
の
徳
と
な
っ
て
い
る
点
が
や
や
異
な
る
。
も

っ
と
も
、

普
賢
行
と
法
蔵
菩
薩

の
五
劫
思
惟
の
精
神
構
造
と
は
相
違
し
な
い
こ
と

は
い
う
ま

で
も
な
か
ろ
う
。
普
賢
行
は

「
理

・
定

・
行
」

で
あ

る

か

ら
、
基
本
姿
勢
に
お
い
て
は
菩
薩
行
で
あ
り
、
衆
生

へ
の
教
化

・
救
済

で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。

(2
)

こ
の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
真
宗
教
学
者
香
月
院
深
励
が
既
に
指
摘

し
て
い
る
。

廻
向
と
云
う
は
願
生
の
行
者
の
利
他
廻
向
で
衆
生
済
度
の
こ
と
、
そ
の
衆

生
済
度
に
二
種
の
相
が
あ
り
て
、
今
因
の
五
念
門

の
中
の
第
五
の
廻
向
門
は

娑
婆
に
あ
り
て
自
信
教
人
信
常
行
大
悲
で
衆
生
を
済
度
す
る
は
往
相

の
廻

向
、
又
果
の
五
門
の
中
の
第
五
の
薗
林
遊
戯
地
門
は
、
浄
土
に
生
じ
終
わ
り

て
後
の
衆
生
済
度
じ
ゃ
に
よ
り
て
還
相
廻
向
な
り

廻
向
は
、
行
者

の
利
他
廻
向
、
衆
生
済
度
と
あ
る
。
現
世
に
お
い
て

念
仏
者
が
、
自
身
だ
け
で
な
く
他
人
に
も
す
す
め
る
と
い
う
行
為
が
往

相
廻
向
で
あ
る
こ
と
は
納
得
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
還
相
廻
向
と
な

る
と

「浄
土
に
生
じ
終
わ
り
て
後
の
衆
生
済
度

」
と
し
て
い
る
。
還
相

の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
は

「
依
法

不
依
人
」
で
、
近
代
仏

教
学
の
眼
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
い
た
い
、
曇
鷲
の

「
五
念

門
」
や

「五
功
徳
門
」
に
対
す
る
釈
は
、
実
に
独
創
的
と
い
え
よ
う
。

こ
の
師
に
は
ロ
ゴ
ス
(
l
o
g
o
s
)

と
パ
ト
ス

(
p
a
t
h
o
s
)

の
二
面
が
あ
り
、

そ
れ
で
い
て
少
し
も
背
反
せ
ぬ
と
こ
ろ
に
魅
力
が
あ
る

の
だ
。
「
因
の

五
念
門
」
の
う
ち
廻
向
を
往
相
に

「果
の
功
徳
門
」
の

「
薗
林
遊
戯
地

門
」
を
還
相
に
考
察
し
た
の
は
、
如
何
に
も
浄
土
教
的
で
あ
ろ
う
。
し

(3
)

か
し
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
空
性
論
を
展
開
し
、

「彼
の
浄
土

は
是
阿
弥

陀
如
来

の
清
浄
本
願
無
生
の
生
」
な
り
と
い
い
、
「真
実
知
恵
と

は
実

相
の
知
恵
な
り
。
実
相
は
無
相
な
る
が
故
に
真
智
は
無
知
な
り
。
無
為

法
身
と
は
法
性
身
な
り
。
法
性
寂
滅
な
る
が
故

に
法
身
無
相
な
り
。
無

相
の
故
に
能
く
相
な
ら
ざ
る
無
し
」
と
い
う
思
考
は
、
親
鷺
の
提
唱
す

る

「
真
仏
土
」
に
近
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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さ
て
深
励
は

「
入
即
往
、
出
即
還
」
と
い
う
単
純
な
形
式
的
な
思
考

を
排
し
て

い
る
。
「因
の
第
五
門
を
還
相
と
の
給
う
事
は
な

し
、
然
れ

ば
果
の
第

五
門

の
出
は
還
相
な
れ
ど
も
、
因
の
第
五
門

の
出
は
還
相
で

は
な
い
に
よ
っ
て
出
を
還
相
と
云
う
事
は
な
き
也
…
…
往
還
の
二
相
は

た
だ
衆
生

の
往
生
に
あ
る
事
な
り
。
往
相
は
衆
生
が
浄
土

へ
往
生
す
る

事
、
還
相

は
衆
生
が
浄
土

へ
生
じ
て
再
び
稜
国

へ
か
え
る
事
と
い
う
は

『
信
巻
』

の
御
引
文

の
御
点
あ
き
ら
か
な
事
な
り
。
廻
向
の
言
を
我
が

祖

(親
鷲
)
は
弥
陀

の
廻
向
と
し
給
え
ど
も
、
往
還
の
二
相

を
弥
陀
に

約
す
る
と

い
う
事
と
は
決
し
て
な
き
事
な
り
と
知
る
べ
し
」

深
励
は
、
往
還
二
廻
向
と
あ

っ
て
も
、
廻
向
は
阿
弥
陀
仏
に
あ
り
、

往
還
は
衆
生
の
側
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
仏
の

「
自

利
円
満
を
往
相
と
名
ず
け
、
阿
弥
陀
如
来
報
応
化
種

々
の
身
を
示
現
す

と
云
う
」
考
え
か
た
は

「浄
土
論
」
に
も

「浄
土
論
註
」
に
も
、
親
鶯

の
私
釈
に
も
」
な
い
と
い
い
切

っ
て
い
る
。
廻
向
は

「他
力
に
由
る
」

も
の
だ
が
、
往
相

・
還
相
は
、
あ
く
ま
で
衆
生

の
精
進
に
よ
る
も
の
に

違
い
な
か
ろ
う
。

よ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

た
だ
往
還
二
廻
向
の
う
ち
還
相
に
つ
い
て
は
現
実
的
に
も
具
体
性
に

(4
)

も
欠
け
る
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
浄
土
教
と
い
う

「普
遍
の

法
、
特
殊

の
機
」
で
あ
る
な
ら
往
相
は
念
仏
往
生
と
い
う
普
遍
の
法
で

あ
る
が
、

還
相
は
特
殊

の
機
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
念
仏
往
生
は
、

輪
廻

・
転
生
と
い
っ
た

一
種
の
苦
悩
を
絶
ち
、
倶
会

一
処
の
世
界
に
生

(5
)

ず
る
の
で
あ
る
。
二

切

の
業
繋
も
の
ぞ
こ
り
ぬ
」
と
い
う
完
成

世

界

に
違
い
な
い
。
浄
土
は
、
俗
な
表
現
を
す
れ
ば

「
こ
れ
で
お
し
ま
い
」

の
世
界
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
境
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ふ
た
た
び

娑
婆
に
還
来
し
て
衆
生
済
度
に
向
か
う
の
が
還
相
で
あ
る
。
こ
れ
は
自

利
利
他
と
い
う
大
乗
思
想
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
底

に
阿
弥
陀
仏
の
大
悲

心
が
作
用
し
て
い
る
。
「
法
蔵
魂
」
と
い
う
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

(6
)

こ
こ
で
思

い
出
さ
せ
る
の
は
、
印
度
古
代
思
想

の

「
二
道
五
火
説
」

で
あ
る
。
比
較
さ
せ
て
見
た
い
。
た
だ
し
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
往

還
を

「
ガ
タ

・
プ
ラ
テ
ィ
ヤ
ー
ガ
テ
ィ
カ
タ
ー

(
g
a
t
a
-
p
r
a
a
t
a
)

と
呼
ぶ
が
、
さ
ほ
ど
深
意
を
含
む
こ
と
ば
で
は
な
い
。
単
な
る
往
復
の

義
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
廻
向
 (
p
a
r
i
n
a
m
a
n
a
)
 

の
思
想
が
入

っ
て
い
な

い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
印
度
古
代
思
想
の
う
ち

「
チ
ャ
ー
ン

ド
ー
ギ

ャ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
」
を
出
典
と
し
て
ヤ
ー
ジ

ユ
ニ
ャ
ヴ

ァ

ル
キ
ャ
説
の

「
二
道
五
火
説
」
が
興
味
深
い
。
二
道
と
は

「
神
道
」
と

「祖
道
」
で
あ
る
。

「神
道

(
s
e
v
a
-
y
a
n
a
)

」
と
は

「真
理
を
正
し
く
信
知
す
る

人

は
、

死
後
、
火
葬

の
煙
り
に
よ
っ
て
上
昇
し
、
太
陽

・
月
を
経
て
梵

の
世
界

に
到
達
す
る
道
」
で
あ
り
、
「祖
道

(
p
i
t
r
-
y
a
n
a
)

」
と
は

「
死
後

に
お

い
て
、
ま
ず
月
の
世
界
に
到
達
し
た
後
、
虚
空

・
風

・
煙

・
霧

・
雲

・

雨
と
な
っ
て
地
上
に
下
り
、
食
物
と
な
っ
て
人
間
の
胎
内
に
入
る
」
道

す
じ
を
い
う
。
「無
量
寿
経
」
の
二
十
二
願

・
必
至
補
処

の
願

に
や

や

近
似
し
て
い
る
の
が
神
道
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
輪
廻
し
て
ゆ
く

「
祖

往
還
二
廻
向
と
浄
土

(菊

村
)
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(菊

村
)

道
」
は
、

一
種
の
迷
い
の
世
界
で
あ
る
か
ら
還
相
の
廻
向
と
は
い
え
な

い
。
わ
た
し
は
、
印
度
古
代
思
想
に
往
還
二
廻
向
を
求
め
て
い
る
わ
け

で
は
決
し
て
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
分
類
は
い
か
に
も
東
洋
的
精
神
主

義
に
基
ず

く
も
の
で
あ
り
、

パ
ト
ス
の
所
産
に
違
い
な
い
に
し
て
も
、

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
な
ど
と
は
根
本
的
に
相
違
し
て
い
る
こ
と

は
興

味

深

い
。仏

教
経
典
…
…
浄
土
教
経
典
に
往
還
二
廻
向
を
直
接
法
と
し
て
説

い

て
い
る
も

の
な
い
。
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に

「
無
量
寿
経
」
上
巻

の

二
十
二
願

に
説
く
必
至
補
処
の
願
で
あ
ろ
う
。
仏
国
土
に
生
じ
た
も
の

は

「恒
沙
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
無
上
正
真
道
を
立
せ
し
め
、
常
倫

に
超
出
し
、
諸
地
の
行
、
現
前
し
、
普
賢

の
徳
を
修
習
」
す
る
人
と
い

う
表
現
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

「他
方
仏
土
の
諸
菩
薩
衆
」
が
阿

弥
陀
仏
の
浄
土
に
来
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
該
経
典

に
見

る
限

り
、
既
に
菩
薩
と
な

っ
た
衆
の
こ
と
で
あ
る
。
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
果

し
て
他
方
仏
国
土

へ
の
往
生
は
、
念
仏
往
生
な
の
か
、
あ
る
い
は
聖
道

門
の
修
行
を
積
ん
だ
菩
薩
な
の
か
分
明
し
な
い
の
で
あ
る
。
聖
道
門
に

依
る
菩
薩
で
あ
れ
ぽ
、
念
仏
往
生
の
易
行
門
た
る
往
相
と
は
い
え
な
い

で
は
あ
る
ま
い
か
。
単
に
浄
土
に
向
う
相
と
い
う
な
ら
ば
た
と
え
、
他

方
仏
土
か
ら
で
も
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
来
生
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
往

相
で
あ
ろ
う
が
、
聖
道
門
の
修
行
と
念
仏
に
よ
る
往
生
と
は
往
生
の
基

本
が
異
な
る
か
ら
だ
。

(
7
)

こ

の
点
、

サ
ソ

ス

ク
リ

ヅ
ト

に
ょ

る

原
典

(足

利
本
)
は
、

さ
す

が

に

正
確
で
あ
る
。
「
も
し
も
、

わ
た
し
が
世
尊
 
(世
自
在
王
仏
)
、
覚

り

を

得
た
時
に
、
か
の
仏
国
土
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
衆
生
が
、
す
べ
て
無
上

正
等
覚
に
お
い
て

一
生
補
処
で
な
い
な
ら
ば
正
覚
を
取
ら
な
い
」
と
あ

る
。

こ
こ
で
は
、
他
方

の
仏
土
か
ら
来
生
し
た
菩
薩
衆
で
は
な
く
、
ダ

イ
レ
ク
ト
に
往
生
し
た
人
、

つ
ま
り
往
相
な
の
で
あ
る
。
智
願
廻
向
に

よ
る
往
生
だ
か
ら
、
全
く
問
題
は
な
い
。

他

の
浄
土
経
典
に
至
っ
て
は
、
「無
量
寿
経
」

ほ
ど
で
は
な
い
。
「仏

説
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
薩
楼
仏
檀
過
度
人
道
経

(
支
謙
訳
)」
で
は
、
法
蔵

菩
薩
が
経
を
説
き
道
を
行
ず
る
の
で
あ

っ
て
還
相
の
菩
薩
で
は
な
い
。

「無
量
清
浄
平
等
覚
経
 (支
婁
迦
識
訳
)
で
は

「
不

一
生
等
」
で
あ
れ
ぽ

「我
不
作
仏
」
と
あ
る
か
ら
還
相
で
は
な

い
。
「
大
乗
無
量
寿
荘
厳
経

(法
賢
訳
)」
で
は
十
五

・
十
六
願
に
や
や
還
相

の
菩
薩
に
近

い
形
が
見

受
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

一
生
補
処
を
願
わ
な
い
菩
薩
が

「普
賢
行
」

を
修
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
曇
驚

の
い
う
還
相
廻
向
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
か
ど
う
か
、
疑
問
に
考
え
ら
れ
る
。

曇
鷲
が
二
廻
向
の
原
典
と
し
た
の
は
、
世
親

の

「浄
土
論
」
の
五
念

門
に
あ
る
こ
と
は
先
に
も
ふ
れ
た
が

「礼
拝

・
讃
嘆

・
作
願

・
観
察

・

廻
向
」
の
う
ち
の
廻
向
に
こ
の
師
が
天
才
的
な
ひ
ら
め
き
を
感
じ
た
の

で
あ
ろ
う
。
因
と
し
て
の
五
念
門

の
な
か
の
廻
向
は
ま
さ
し
く
往
相
に

他
な
ら
な
い
。
廻
向
は
、
こ
の
場
合
、
法
蔵
菩
薩
の
大
慈
悲
心
に
基
ず

く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
廻
向
な
る
本
願
他
力

の
性
格
を
よ
く
あ
ら
わ

し
て
い
る
。
親
鷲
は
、

一
層
明
晰
に
記
述
し
た
。

以
下

(「
入
出
二
門
偶
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頒
」
)い

か
ん
が
廻
向
し
た
ま
う
、
心
に
作
願
し
た
ま
い
き
。
苦
悩
の
二
切
衆
生

を
捨
て
た
ま
わ
ざ
れ
ば
廻
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た

ま
え
る
が
故
に
功
徳
を
ほ
ど
こ
し
た
ま
え
り

曇
鷲
は
、
廻
向
そ
の
も
の
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
で
あ
り
、
五
念
門

を
行
ず
る
人
そ
の
も
の
の
力
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
親
驚

は

「菩
薩

は
五
種
の
門
に
入
出
し
て
自
利
利
他

の
行
成
就

し

た

ま

え

り
」
と
説
き
、

こ
の
菩
薩
行
が
法
蔵
の
道
そ
の
も
の
で
あ
る
と
釈
し
た

の
で
あ
る
。

ま
た
、

出
の
原
典
は
果

の
第
五
門
、
薗
林
遊
戯
地
門
と
思
考
し
た
曇

鶯
は
、
阿
弥
陀
仏

の
智
願
廻
向
で
は
あ

っ
て
も
、
法
蔵
の
修
行
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
行
ず
る
人

の
た
め
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
親
鷺
と
は
や
や
焦
点
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
よ
く

考
え
て
み
れ
ぽ
、
法
蔵
菩
薩
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
か
ら
、
五
念
門
を
修

す
る
時
点

に
は
、
菩
薩
行
で
、
大
悲
心
の
成
就

は
、
浄
土
と
い
う
仏
国

土
建
設
に
依

っ
て
完
成
す
る
。
浄
土
と
い
う
場
が
あ

っ
て
こ
そ
阿
弥
陀

仏
た
ら
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
。
菩
薩
行
は
、
浄
土
教
の
場
合
、
自
利
利

他
と
い
っ
て
も
、
観
音

・
地
蔵
な
ど
と
は
違
い
、
強

い
て
い
う
な
ら
ぽ

直
接
法
で
は
な
く
、

間
接
法
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
手
で
衆
生
を
救

済
す
る
の
で
は
な
く
、

阿
弥
陀
仏
に
願
う
も
の
で
あ
る
。
念
仏
は
、
自

力
で
寂
滅

・
禅
定
し
て
浬
桀

の
境
地
を
得
る
の
で
は
な
く
、
救
わ
れ
て

い
る
こ
と

の
よ
ろ
こ
び
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
念
仏
者

は
、
確
か
に
大
行
で
あ
り
、
大
信
で
あ
り
、
極
難
信
と
い
わ
れ
る
が
、

信
心
徹
到
し
て
も
自
身
が
菩
薩
と
な
る
道
で
は
な
い
。
も
し
も
、
菩
薩

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
浄
土
に
往
生
し
た
時
点
で

あ
ろ
う
。
現
世
に
お
い
て
は
菩
薩
と
な
り
得
な

い
衆
生
が
救
済
さ
れ
る

易
行
門
な
の
だ
。

い
っ
て
み
れ
ぽ
、
念
仏
者
は
不
退
の
位
に
住
す
の
だ

か
ら
、
そ
れ
は
正
定
聚
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
幾
人
の
念
仏
者
が
正
定

聚
の
位
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
か
。
ま
さ
に
蓮
如
の
い
う

「
国
に

一
人
か
、
郡
に
ひ
と
り
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
、
し
か
し
、
文
章
の
表
現
に
お
い
て
…
…
こ
と
に
日
本

で
は
イ
ー
ジ
ー
に
使
わ
れ
る
。
前
記
蓮
如
の
こ
と
ば
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
ま
た

「歎
異
抄
」
に
も

「
い
そ
ぎ
仏
と
な
り
て
」
と
い
う
よ
う

な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
影
響
は
現
代
に
も

つ
づ
き
、
遺
体

の
こ
と

を
こ
の
国
で
は
仏
と
呼
ぶ
傾
向
が
見
え
る
。
パ
ト
ス
と
し
て
は
理
解
で

き
る
が
、
少
く
と
も
浄
土
思
想
と
は
い
え
な
か
ろ
う
。

浄
土
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
死
者
は
す
べ
て
浄
土

に
到
達
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

極
楽
の
蓮
台
に
お
い

て
待

っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
通

り
、
浄
土
往
生
は
既

定
の
事
実
か
の
よ
う
に
安
易
に
使
わ
れ
る
。
単
な
る
こ
と
ば
の
綾
と
い

う
こ
と
が
判

っ
て
い
て
も
、
成
仏
と
は
馴
染
む
も

の
で
は
な

い

と

思

う
。
小
見
だ
が

「往
生
と
は
浄
土
教
、
成
仏
は
聖
道
教
の
表
現
」
で
は

な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
法
然
は

「往
生
は
易
く
、
成
仏
は
難
し
」
と

(8
)

説
き
、
現
代
の
親
鷲
学
者
で
は
曽
我
量
深

・
金
子
大
栄
両
教
授
は
、
そ

往
還
二
廻
向
と
浄
土
 
(菊

村
)
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往
還
二
廻
向
と
浄
土

(菊

村
)

れ
そ
れ
次

の
よ
う
に
釈
し
て
い
る
。

曽
我
氏

は

「往
生
を
真
実
に
生
き
る
こ
と
」
と
し
、
「成
仏

は

娑
婆

世
界
で
も

っ
て
修
行
し
て
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
は
ず
が
な

い
」
と
二
局
化
し
て
分
別
し
、
往
生
を
現
世
に
、
成
仏
は
来
世
に
と
い

う
考
え
を
示
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
金
子
氏
は

「
往
生
は
凡
夫
が
念

仏
に
よ
っ
て
感
得
す
る
境
地
、
成
仏
は
聖
者
の
ゆ
き

つ
く
道
と
釈
し
」

必
ず
し
も
成
仏
を
以
て
体
失
と
は
思
考
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

往
生
を
非
体
失
で
、
「往
き
て
生
き
る
」
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
両

氏

と

も
同
じ
で
あ
る
。
さ
き
の
法
然
と
も

一
致
す
る
。
(但
し
法
然
の
場
合
は
、

往
き
て
生
れ
る

・
浄
土
に
生
じ
る
と
い
う
解
釈
を
し
た
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
感
じ
ら
れ
る
)

こ
の
よ
う
に
往
生
と
い
い
、
成
仏
と
い
っ
て
も
そ

の
解
釈
は

一
定
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
漢
字
な
る
も
の
は
微
妙
で
あ
り
、
他

種
他
様
な
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
だ
と
思
う
。

さ
て
、
往
還
二
廻
向
の
浄
土
と
は
如
何
な
る
場
所
で
あ
ろ
う
か
。
浄

土
経
典
に
は
、
浄
土
か
ら
娑
婆

へ
の
帰
還
に
つ
い
て
は
甚
だ
消
極
的
と

い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
本
来
浄
土
は
、
窮
極
の
地
点
で
あ
る
か
ら
だ
。

し
か
し
な
が
ら
浄
土
教
が
大
乗
仏
教

の
旗
印
し
を
持

つ
限
り
、
自
利
利

他
の
要
素
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
古
代
印
度
思
想

に
お
け
る

「神
路
」
に
近
い
も
の
に
な
ろ
う
。
浄
土
に
来
生
し
た
衆
生

は

二

切

の
業
繋
も
の
ぞ
こ
り
」
、
「業
垢
を
の
ぞ
き
解
脱
」
す
る
の
で

あ
る
。
印
度
思
想
的
に
い
え
ば
、
輪
廻
の
苦
悩
か
ら
脱
却
し
た
世
界
な

(9
)

の
だ
。
寂
静
で
あ
り
、
「無
為
浬
藥
界
」
な
の
で
あ
る
。
ま
し
て

や

曇

驚
の
い
う

「無
生
の
生
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ぼ
や
は
り
空
性
の
感
覚

(
1
0
)

も
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
曽
て
浄
土
を
三
種
に
分
類
し
た
。

一
、
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
浄
土
。

二
、
念
仏
に
依
り
感
得
さ
れ
る
浄
土
。

三
、
空
性
の
浄
土
。

日
本
仏
教
で
は

一
、
二
が
主
流
で
あ
る
。
浄
土
系
列
の
寺
院
が
こ
の

国
最
大
最
多
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
三
の
空
性
論
を
展
開
す
る
こ
と
は

極
め
て
難
し
か
ろ
う
。
し
か
し
、
現
代
の
仏
教
学
が
原
典
対
照
の
時
代

で
あ
り
、
漢
訳
経
典
の
翻
訳
ミ
ス
が
指
摘
さ
れ
る
風
潮
が
 (学
問
的
に
見

て
)
あ
る
以
上
、
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
の
で
あ
る
。

逆
に
い

え
ば
寺
院
仏
教
が
、
現
代
人
の
心
を
動
か
す
だ
け
の
力
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
悲
愴
な
形
相
を
呈
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、
空
な
る
思
想
に
魅
か
れ
て
仏
門
に
帰
す
人
が
増
加
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
無
論
、
空
な
る
思
想
を
単
な
る
虚
無
に
受
け
取
る
向

き
も
あ
り
、
危
険
な
面
が
あ
る
こ
と
も
事
実
だ
が
、
真
実
の
念
仏
の
意

義
を
解
せ
ず
、
単
な
る
口
称

の
み
の
念
仏
も
ま
た
同
じ
で
あ
ろ
う
。
曇

驚
の
説
く
空

・
無
相

の
浄
土
と
は
、
根
本
思
想

と
し
て
の
浄
土
教
に
背

反
し
な
い
も
の
か
。
親
驚
は
、
浄
土
を
空
相
で
釈
し
て
は
い
な
い
。
し

か
し
、
真
仏
土
巻
で
前
記

「浄
土
論
註
」
や

「
浬
藥
経
」
を
引
用
し
て

い
る
。
殊
に

「浬
築
経
」
の

「真
解
脱
者
不
生

不
滅
、
是
故
解
脱
即
是

如
来
」
は
、
拙
論

の
二
、
三
に
当
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「迦

葉

品
」
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は
お
び
た
だ
し
い
等
号
に
よ
る
肯
定
は
驚
異
的
で
あ
る
。
(漢
訳
経
典
)

「無
量

の
名
」
と
は

「
浬
桀

の
ご
と
し
、
ま
た
浬
繋
と
名
ず
く
、
無

生
と
名
ず
く
、
無
出
と
名
ず
く
」
以
下
、
無
為

・
帰
依

・
窟
宅

・
解
脱

・
光
明

・
灯
明

・
彼
岸

・
無
畏

・
無
退

・
安
処

・
寂
静

・
無
相

・
無
二

・
二
行

・
清
涼

・
無
闇

・
無
擬

・
無
諄

・
無
濁

・
広
大

・
甘
露

.
吉
祥

・
無
量
名
」
と
つ
づ
く
。
こ
こ
で
は
煩
悩
と
解
脱
が
同

一
線
上
に
並
ん

で
い
る
。

「煩
悩
即
菩
提
」
と
い
う
う
が

っ
た
解
釈
の
要
は
な
か
ろ
う
。

「
煩
悩
」
も

「解
脱
」
も
入
浬
架
の
要
因
で
あ
る
か
ら

一
見
異
な
っ
た

文
字
も
止
楊
 (
a
u
f
h
e
v
e
)
 

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
仏
教
経
典
の
奥
ゆ
き
が

あ
ろ
う
。
親
鶯
は
、
真
仏
土
巻
に
お
い
て
、
単
に
阿
弥
陀
仏
の
性
格
や

仏
国
土
を
讃
仰
す
る
の
で
は
な
く
て
、
無
為
浬
架
界
と
し
て
の
場
、
念

仏
に
よ
っ
て
感
得
さ
れ
る
知
恵
の
開
顕
さ
れ
た
世
界
、
安
ら
ぎ
の
世
界

を
思
考
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
親
鷺
は

「大
般

若
経
」
の
浬
葉
悲
化
品
か
ら
釈
尊
と
須
菩
提
の
問
答
部
分
を
引
用
し
て

い
る
。
こ

こ
で
は
空
性
が
た
だ
よ
う
。
注
目
さ
れ
ね
ば

な

る

ま

い
。

(善
導

「
観
経
流
」
玄
義
分
よ
り
)

一
切
法
は
み
な
こ
れ
化
な
り
…
…
有
仏
無
仏
・
諸
法
の
性
常
に
空
な
り
。

性
空
な
る
、
す
な
わ
ち
こ
れ
浬
葉
な
り
…
…
か
く
の
ご
と
し
、
諸
法
は
平
等

に
し
て
声
聞
の
所
作
に
あ
ら
ず
、
内
至
性
空
な
れ
ば
即
ち
こ
れ
浬
繋
な
り

「
教
行
信
証
」
真
仏
土
巻
に
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
が
散
り
ぽ
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
徹
底
し
た
西
方

へ
の
信
仰
者
と
し
て
の
善

導
、

法
然
を
し
て

「
遍
依
善
導
」
と
い
わ
し
め
た
善
導
の
学
問
的
面
を

冷
徹
に
観
て
ゆ
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
「空
性
論
」
を
唐
時
代
の
流

行

と

の
み
考
え
て
釈
す
る
こ
と
は
、
誤
診
で
は
な
い
で
あ

ろ

う

か
。
し

か

し
、
親
驚
は
、
こ
れ
以
上
の
引
用
も
な
く
、
私
釈
も
こ
の
部
分
に
関
し

て
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
後

「
観
経
疏
」
序
分
義

・
定
善
義

・
「
法
事

讃
」
の
他
、
憬
興

の

「述
文
賛
」
を
引
用
し
、
結
句
、
私
釈
は

「
安
養

浄
刹
は
真

の
報
土
な
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
」
も

の
で
あ
り
、
「安

楽

仏

国
に
い
た
れ
ば
、

即
ち
必
ず
仏
性
を
あ
ら
わ
す
。
本
願
力
の
廻
向
に
依

る
が
故
に
」
と
な

っ
て
い
る
。
浄
土
に
往
生
し
た
人
が
、
本
願
他
力
の

廻
向
に
依

っ
て
仏
性
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。

し
て
み
れ
ば
、
還
相
廻

向

の
起
点
は
仏
性
を
あ
ら
わ
す
他
に
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
仏

性
を
あ
ら
わ
し
て
も
、

ふ
た
た
び
娑
婆
に
還

っ
て
教
化
す
る
と
は
限
ら

な
い
。
浄
土
に
止
往
し
、
阿
弥
陀
仏
の
真
説
を
聴
聞
す
る
だ
け
の
衆
も

あ
ろ
う
。
還
相
の
菩
薩
と
は

一
体
ど
う
い
う
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
空
性

の
浄
土
か
ら
の
還
来
は
あ
り
得
な
い
か
ら
だ
。

親
鷺
は
、
具
体
的
に
還
相
廻
向
を
記
述
し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、

パ
ト
ス
と
し
て
の
和
讃
に
は
明
確
に
謳

っ
て
い
る
。

「還
相
の
廻
向
と
と
く
こ
と
は
利
他
教
化
の
果
を
え
し
め

す
な
わ
ち
諸
有

に
廻
入
し
て
普
賢
の
徳
を
修
す
る
な
り
」
(「高
僧
和
讃
」
曇
驚
編
)

浄
土
か
ら
有
情

の
世
界

へ
の
還
来
を
計

っ
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
廻
向
な
る
も

の
が
仏
の
大
慈
悲
心
に
基
ず
く
も
の
で
あ
る
な
ら

還
相
即
大
悲
心
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
和
讃
で

い
え
ぽ
、
往
相
を
謳

っ

た
も
の
が
更
に
そ

の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

往
還
二
廻
向
と
浄
土

(菊

村
)
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「往
相

の
廻
向
と
と
く
こ
と
は
弥
陀
の
方
便
と
き
い
た
り

悲
願
の
信
行
え

し
む
れ
ば

生
死
す
な
わ
ち
浬
繋
な
り
」

廻
向
,と
は
、
こ
こ
で
は
方
便
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
大

慈
悲
心
に
基
困
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
生
死
即
浬
繋

と
い
う
浄
土
教
ら
し
い
思
想
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
十
八
願

の
至
心
信
楽
欲
生
の
信
を
全
う
し
、
念
仏
を
称
え
る
人
の
路
が
明
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
往
相
も
還
相
も
要
す
る
に
同
じ
次
元
な
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
現
実
生
活

の
な
か
に
坤
吟
し
て
い
る
人
間
と
い
う
名
の

衆
生
は
、
往
相
廻
向
の
み
を
感
じ
、
還
相
に
つ
い
て
は
、
感
触
さ
え
も

遠
い
世
界

で
あ
る
。
た
だ
思
う
こ
と
は
感
触
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
で

(
1
1)

は
あ
る
ま

い
か
。
わ
た
し
は
曽
て

「還
相
廻
向
を
論
ず
る
こ
と
の
困
難

さ
は
…
…
文
献
を
収
集
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
純
粋
に
定
義
し
た
う

え
で
、
そ

の
実
践
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
だ
。

し
ょ
せ
ん
、
『歎
異
抄
』

の

『念
仏
も
う
す

の
み
ぞ
、
す
え
と
お
り
た
る
大
慈
悲
心
』
と
い
う
響

き
を
聞
く

の
み
で
あ
る
…
…

『
仏
の
か
た
よ
り
廻
向
し
た
も
う
』
と
こ

ろ
か
ら
発
す
る
念
仏
を
聞
思
す
る
と
こ
ろ
に
還
相
の
風
韻
が
聞
こ
え
て

く
る
他
は
、
ま
さ
に
言
亡
慮
絶
、
漸
塊

の
心
が
み
な
ぎ
る
ぼ
か
り
で
あ

る
」
と
記
し
た
。

そ
れ
は
、
現
在
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
こ
と
に
、
還
相
廻
向
は

極
難
信
で
あ
る
。
わ
た
し
は
浄
土
教
思
想
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
表
現

し
た
い
。

「地
獄

は
実
存
を
超
え
た
実
存
、
浄
土
は
パ
ト
ス
を
超

え

た

バ

ト

ス
」

と
。

い

ま
還

相

廻

向

を
強

い

て

い
う

な

ら
、

そ

れ

は

「
ロ
ゴ

ス
を

超

え

た

ロ
ゴ

ス
」

で
あ

ろ

う
。

1
 
源
信

「往
生

要
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」
。

2
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励

「
註
論
講
苑
」
。

3
 
曇
驚

「
浄
土
論
註
」
下
巻
。

4
 
金
子
大
栄
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「
普
遍

の
法
・特
殊

の
機
」

大
谷

大
学
真

宗
学
研
究
室
。

5
 
親
鷲

「
讃
阿
弥
陀
仏
偶
和
讃
」
。

6
 
s
.
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d
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m
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e
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よ
る
。

7
 
足
利
本
十

二
頁
参
照
。

但
し
原
典

で
は
二
十

一
願
目
に
当

た
る
。

8
 

曽
我
量
深

・
金
子
大
栄
著

「
往
生
と
成
仏
」

岡
崎
教
務
所
。

9
 
善

導

「
法
事
讃
」
。

10

「
印
度
学
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教
学
研
究
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第

二
十

八
巻

一
号

百
二
十

八
頁
所
載
。
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菊

村
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彦
著

「
親
驚

教
行
信
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の
世
界
」

二
百
入
十
九
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キ
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親
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思
想
、
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行
信
証
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思
想
研
究
所
長
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