
『選
択
集
』
思
想
の
一
展
開

-

『
選
択
集
』
と

『
選
択
密
要
決
』
を
手
に
し
て-
-

奥 

村 

玄 

祐

一
 

元
祖
法
然
上
人(

一
ー
三
ニ
ー
ニ
ニ 

ニ)

太
子
と
い
え
ば
聖
徳
太
子
、

大
師
と
い
え
ば
弘
法
大
師
、

元
祖
と
い
え
ば
法
然
上
人
、

開
山
と
い
え
ば
親
鸞
聖
人
、

と
い
う
言
葉
を
今 

も
よ
く
耳
に
す
る
が
、

こ
れ
ほ
ど
身
近
か
に
、
親
し
く
な
つ
か
し
く
心
温
ま
る
こ
と
ば
は' 

ほ
か
に
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
う
。

な
る 

ほ
ど
太
子
と
よ
ば
れ
る
人
も
多
い
が
、

聖
徳
太
子
は
之
を
取
り
き
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

弘
法
大
師
も
大
師
号
を
取
り
き
っ
て
い 

ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

元
祖
は
法
然
上
人
、

開
山
は
親
鸞
聖
人(

一
ー
七
三
——

ー
二
六
二)

が
取
り
き
り
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
四
師
は
何
れ 

も
信
仰
的
に
今
も
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
の
と
も
し
び
と
も
な
り
暮
し
の
中
の
支
え
と
も
な
り' 

聖
徳
太
子
は
和
国
の
教
主
と
し
て
太
子
堂 

信
仰
と
な
り
、

弘
法
大
師
に
は
ハ
十
八
カ
所
の
信
仰
が
生
れ
、

元
祖
の
御
忌
会
、

開
山
の
報
恩
講
な
ど
と
直
接
間
接
に
深
い
関
係
に
お
か 

れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

又
、

大
師
も
元
祖
も
開
山
も
ま
た
聖
徳
太
子
に
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

こ
の
四
師 

の
中
で
、

元
祖
と
開
山
と
は
師
弟
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
念
仏
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら 

れ
て
い
る
。

こ
こ
で
改
め
て
元
祖
が
元
祖
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
立
教
開
宗
の
時
点
に
お
け
る
元
祖
の
行
実
を
見
る
と' 

日

本

の

名

著

『
法
然
』

の
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年

譜

に

は

「
一
ー
七
五' 

安
元
元
年
、
法
然
四
十
三
歳' 

春
、
専
修
念
仏
に
帰
入
す
る
。
比
叡
西
塔
黒
谷
を
出
て
西
山
広
谷
に
移
り
や
が 

⑹

て
東
山
大
谷
に
住
む
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
勅
修
伝
』

も'

「
承

安

五

年(

七
月
二
十
八
日
安
元
と
改
元)

春' 

生
年
四
十
三
、

た
ち
ど
こ
ろ 

に
余
行
を
す
て
ゝ
ー
向
に
念
仏
し
給
ひ
け
り
。
」
と
伝
え
て
お
り'

元
祖
の
諸
伝
は
等
し
く
こ
の
年
を
以
て
公
認
の
事
実
と
し
て
浄
土
宗
の 

紀
元
と
さ
れ
て
い
る
。

正
に
今
を
去
る
ハ
百
年
前
に
当
る
こ
と
に
な
る
。

元
祖
が
黒
谷
か
ら
西
山
広
谷
へ' 

広
谷
か
ら
東
山
大
谷
へ
と
移 

転

さ

れ

た

点

に

関

し
て

は

『
勅
修
伝
』

及
び
其
の
他
の
諸
伝
の
叙
述
は
何
れ
も
簡
単
で
あ
る
が
、

『
法
然
』

で
は
、
 

㈠

「
当
時
京
都
は
東
山
を
背
に
す
る
左
京
が
次
第
に
栄
え
て
人
家
密
集
す
る
と
こ
ろ
、

西
山
を
背
に
し
た
右
京
は
湿
地
の
多
い
過
疎 

地
区
と
な
っ
て
い
た
。
」

㈡
 

「
西
山
の
広
谷
に
あ
っ
た
念
仏
聖
の
庵
—

こ

れ

は

遊

蓮

房

円

照(

少
納
言
藤
原
通
憲
入
道
信
西
の
子)

の
念
仏
道
場
で
あ
っ
た
と
認
め 

(9)

ら
れ
る
。
—
中
略
—

身
を
よ
せ
る
住
所
も
も
た
ぬ
法
然
は
同
門
の
法
弟
信
空
か
ら
、

西
山
広
谷
の
円
照
の
庵
を
紹
介
さ
れ
た
も
の
か 

も
し
れ
ぬ
。
」

㈢

「
法
然
が
西
山
の
広
谷
か
ら
東
山
吉
水
大
谷
の
房
舎
に
移
っ
た
の
は
円
照
の
没
し
た
治
承
元
年(

一
ー
七
七)

か
ら
ま
も
な
い
年
で 

あ
っ
た
ろ
う
。

円
照
か
ら
譲
ら
れ
た
広
谷
の
庵
を
移
築
し
、

中
の
房
に
住
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
法
然
四
十
六
、

七
歳 

の
こ
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
」

㈣
 

「
法

然

の

住

居
は

加
茂
の
河
原
屋(
相
国
寺
附
近)

小

松

殿
(

小
松
殿
松
林
院)

な
ど
転
々
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
も
っ
と
も
長
く
住 

ん
だ
の
は
大
谷
の
住
房
で
あ
り
八
十
歳
で
示
寂
し
た
の
も
こ
の
地
で
あ
っ
た
。
」

と
、
最
も
新
し
く
元
祖
の
行
実
を
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

『
勅
修
伝
』

で
は
元
祖
の
住
房
に
つ
い
て
、

吉
水
の
い
ほ
り
、

大
谷
の
禅
房
の
名 

を
あ
げ
て
い
る
が
、
建

久

九

年(

ー
ー
九
八)

頃

は

元

祖

は

「
大
谷
上
人
」

と
よ
ば
れ' 

住

房

は

「
大
谷
の
禅
房
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と 

が
、

元
祖
の
弟
子
証
空
善
恵
房(

一
ー
七
七I

一
ニ
四
七 

浄
土
宗
西
山
流
の
祖)

の

『
選
択
密
要
決
』
巻
第
一
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。

『
勅
修
伝
』
第
六
で
は
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「
大

谷

は

上

人(

元
祖)

往
生
の
地
な
り
け
り
。

か
の
跡
い
ま
に
あ
り
け
り
。
東
西
三
丈
余
り' 

南
北
十
丈
ば
か
り
、

こ
の
う
ち
に
た 

て
ら
れ
け
ん' 

坊
舎
い
く
ほ
ど
の
か
ま
へ
に
か
あ
ら
ん
と
見
え
た
リ
。

そ
の
節
険
の
ほ
ど
も
お
も
い
や
ら
れ
て
あ
わ
れ
に
た
と
く
ぞ 

侍
る
。

い
ま
の
御
影
堂
の
あ
と
こ
れ
な
り
。
」

と
記
し
て
い
る
が' 

『
勅
修
伝
』

は
元
祖
の
示
寂
後
ハ
十
有
余
年
を
経
た
正
安
元
年(

ー
ニ
九
九)

に' 

朝
廷
に
献
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る 

か
ら' 

そ
の
当
時
は
伝
文
の
如
く
荒
廃
の
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

元
祖
示
寂
後
生
じ
た
い
ろ
い
ろ
の
厄
難
、

法
難
等
と
考
え
合
わ
せ
る 

と
ほ
ぼ
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

⑫
 

的 

⑭
 

元
禄
時
代

の

仏

教

史

家

師

蠻
は

『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
第
十
三
に
於
い
て' 

元
祖
に
関
す
る
行
実
の
資
料
十
六
部
を
典
拠
に
し
て

「
京
兆 

大
谷
寺
沙
門
源
空
伝
」
を
一
千
有
余
言
を
費
し
て
そ
の
概
要
を
叙
述
し
て
い
る
が
、

元

禄

十

年(

一
六
九
七)

元
祖
に
円
光
大
師
号
が
下
賜 

さ
れ
た
こ
と
を
附
記
し
て
い
る
か
ら
、

こ
の
源
空
伝
は
そ
の
後
に
記
述
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ

し

て

最

後

に

「
空
公
黒
衣
節
険
、 

僧
官
に
昇
ら
ず
、
謹
律
息
心
、
全
く
人
我
の
相
無
し
。
決
定
心
を
乗
り' 

称
名
門
に
入
り
、

他
力
本
願
を
以
て
撃
発
勧
掖
、

一
家
の
業
を 

創
立
す
。

誅
誅
た
る
法
裔
慎
め' 

先
祖
の
志
に
違
う
な
か
れ
」

と
賛
文
を
附
し
て
い
る
。

こ
れ
等
の
記
事
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

元 

祖
の
住
居
が
極
め
て
貧
弱
で' 

衣
の
生
活
も
共
に
節
険
そ
の
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
法
衣
に
就
い 

て
は
徹
頭
徹
尾
黒
衣
主
義
で
、
外

出

の

際

は

「
草
履
ば
き
」

で
、 

皇
室
、
貴
族
の
宮
廷
、 

館
へ
の
出
入
り
も
、
無
位
無
官
の
黒
衣
の
僧
で 

あ
っ
た
。
正
に
黒
衣
節
険
の
生
活
の
姿
で
あ
っ
て
、

元
祖
と
い
え
ば
黒
衣
の
聖
像
が
蘇
っ
て
く
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

二

『
選
択
集
』
の
撰
述
と
勘
文
の
役
者
証
空
善
恵

師
蠻
は

前

述

の

源

空

伝
と

同

様

に

『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
第
十
四
に
証
空
善
恵
に
関
す
る
資
料
ハ
種
を
研
究
し
て

「
城
州
三
鉛
寺
沙
門
証 

空
伝
」

を
残
し
て
い
る
。
使
用
文
字
は
源
空
伝
と
略
ぼ
同
数
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
事
項
的
に
そ
の
教
学
面
に
関
す
る
行
実
を
摘
記 

す
る
と
、⑷

彼
は
十
四
歳
で
元
祖
の
吉
水
房
に
入
り
剃
髪
得
度
し
、
特
に
元
祖
の
意
を
加
え
て
の
指
導
教
育
を
受
け
た
。
何
二
十
二
歳
で
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菩
薩
の
大
戒
を
受
け
、
専
念
の
旨
を
伝
え
、
の
元
祖
に
二
十
余
年
間
随
従
し
て' 

善
導
の
五
部
九
巻
の
釈
義
を
聞
き
、㈡

二
十
三
歳
で
九

⑲
 

蚀

6¢ 

条

兼

実

の

弟

に

召

さ

れ

て

『
選
択
集
』
を
講
じ' 

求

め

に

応

じ

て

『
私
記
』

十
巻
を
述
べ' 

的
天
台
教
学
を
願
蓮
に
学
び
、
心
密
教
を
政 

饵 

妬 

春
に
受
け
、⑴

叡
山
座
主
慈
円
に
随
っ
て
琢
磨
す
る
こ
と
久
し
く
、㊉

公
円
に
就
い
て
灌
頂
法
を
承
け' り

『
梵
網
経
』

を
研
究
す
る
な 

ど
、

実
に
幅
広
く
諸
宗
の
教
学
を
身
に
つ
け
た
こ
と
、

口

建

保

五

年(

ニ

ニ

七)

仁

和

寺

に

遊

ん

で

『
般
舟
三
昧
行
道
往
生
讃
』
(

善
導 

讃)

を
発
見
し
て
、

彼
が
主
張
し
て
い
た
平
日
の
所
説
が
こ
の
讃
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
披
露
し
て
、

名
卿
藤
原
公
継
よ
り
、

そ
の
先 

見

の

明

あ

り

と

し

て

「
証
空
は
弥
天
の
道
安
な
り
」

と
評
価
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

初
め
小
坂
に
住
し
て
い
た
が
建
保
の
季 

に
西
山
三
鉛
寺
に
遷
居
し' 

盛
ん
に㈠

浄
教
を
説
き' 
㈡

顕
密
の
要
義
、㈢

円
頓
の
戒
法
を
機
に
随
っ
て
説
授
し
た
と
記
し
て
い
る
。
後 

の
所
説
を
住
居
に
因
ん
で
西
山
流
と
称
し' 

彼
は
西
山
流
祖
と
仰
が
れ
て
い
る
。(

こ
れ
よ
り
証
空
善
恵
を
流
祖
と
よ
ぶ
。) 

『
浄
土
法
門
源
流
章
』

に
は
、

『
選
択
集
』

に
関
し
て

㈠
 

「
人
皇
ハ
十
二
代
、
後
鳥
羽
天
皇
の
御
宇
、
建
久
九
年
歳
次
戊
午' 

時
に
源
空
年
六
十
六' 

選

択

本

願

念

仏

集

一

巻(
開
し
て
二
巻 

と
な
す)

を
録
し' 

浄
土
宗
を
建
て
、

大
い
に
義
理
を
顕
す
。

此
よ
り
已
後
浄
教
甚
だ
昌
な
り
。

貴
賤
俱
に
修
し
都
鄙
咸
な
遵
う
。
」 

㈡
 

「
善
導
の
所
製
を
尋
ね
、

果
し
て
観
経
の
疏
、
礼
讃
、

法

事

讃

等(
般
舟
讃
ほ
彼
の
世
に
未
だ
獲
ず)

幷
に
研
究
精
詳
し
て
義
理
に
通 

達
す
。

乃
ち
善
導
和
尚
を
以
て
所
依
の
宗
師
と
な
し
、

選
択
集
の
中
に
具
さ
に
此
の
義
を
明
す
。
爾
し
て
よ
り
已
来
浄
土
の
教
行
華 

夷
に
弘
通
す
る
こ
と
勝
げ
て
計
う
べ
か
ら
ず
。

偏
え
に
是
れ
源
空
上
人
秉
持
の
功
な
る
も
の
な
り
。
」 

又
流
祖
と
の
関
連
事
項
と
し
て
ゝ

「
証

空
(

道
号
善
恵)

幼

年

よ

り

源

空

上

人(

道
号
法
然)

に
随
い
浄
教
を
学
習
し
、
義
途
を
精
詳
す
、

源
空
上
人
選
択
集
を
作
る
。
証 

空
年
二
十
三
に
し
て
勘
文
の
役
た
り
。
深
く
彼
の
義
に
達
す
。
」 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
選
択
集
』

撰
述
の
年
時
に
つ
い
て
は
、
従
来
諸
説
の
あ
る
所
で
あ
る
が
、
勘
文
の
役
を
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る 

流
祖
は
ゝ
元
祖
の
示
寂
後
二
十
三
年
、
嘉

禎

元

年(

一
ニ
三
五)

五

十

九

歳

に

有

名

な

『
選
択
密
要
決
』

五
巻
を
著
し
て
、
親

し

く

『
選
択
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集
』

を
祖
述
し
て
い
る
が' 

そ
の
第
一
の
初
め
に
於
い
て
、

こ

の

『
選
択
集
』

撰
述
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

㈠
 

「
こ
の
集
は
月
輪
禅
定
殿
下
、

毎
月
授
戒
し
給
い' 

上
人
を
し
て
参
ら
し
め
ら
る
。

然
る
に
六
十
余
の
時' 

暇
を
申
し
て
籠
居
す
。
 

証
空
を
以
て
代
官
に
進
め
ら
る
。
之
に
よ
り
て
、

時
に
殿
下
の
禅
閣
よ
り
仰
せ
あ
り
て
云
わ
く
、
面
謁
の
こ
と
希
に
し
て
願
心
に
疑 

あ
り
。

往
生
の
信
心
を
増
進
せ
し
め
ん
が
為
に
抄
物
を
記
し
賜
わ
る
べ
し
。
之
に
よ
り
上
人
六
十
六
の
春
建
久
九
年(

一
ー
九
八)

戊 

午
之
月
、
此
の
文
を
撰
せ
ら
る
。
」

㈡
 

「
之
を
簡
ぶ
時
、

人
を
簡
び
て
座
に
在
ら
し
め
ず
、
真
観
あ
り
て
法
門
の
義
を
談
じ
、
証
空
あ
り
て
経
釈
の
要
文
を
引
き
、
安
楽 

あ
り
て
筆
を
執
り
て
之
を
書
く
。

此
の
外
人
を
簡
び
て
座
に
在
か
れ
ず
。
」

㈢
 

「
第
二
章
に
至
り
て
安
楽
筆
を
閣
き
て
云
わ
く'

此
を
選
び
て
之
を
作
る
の
座
に
召
さ
れ
て
執
筆
す
る
こ
と
、
是
れ
生
涯
の
面
目 

な
り
と
。

上
人
云
わ
く
、
後
世
に
於
て
名
を
称
せ
ら
れ
ん
と
欲
す
る
か
。

以
て
其
器
量
と
為
す
。
今
執
筆
せ
し
む
と
雖
ど
も' 

其
心 

正
し
か
ら
ず
、

仍
て
第
三
章
よ
り
は
真
観
に
執
筆
せ
し
め
、

安
楽
を
棄
て
ら
る
。

か
く
の
如
く
日
々
座
々
の
問
答
あ
り
。

問
事
多
端 

な
れ
ば
之
を
記
さ
ず
。
」

㈣
 

「
上
人
此
文
を
選
ば
れ
披
露
す
る
に
よ
り
て
、

天
下
の
人' 

智
恵
第
一
の
法
然
律
徳
と
称
す
。
」 

と
。

こ
の
流
祖
の
記
述
に
は
、

「
証
空
あ
り
て
経
釈
の
要
文
を
引
き
」

と
自
称
自
記
し
て
い
る
が' 

凝
然
は
こ
の
事
実
を
以
て
勘
文
の
役 

の
典
拠
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勘

文

と

は

「
か
も
ん
」
或

は

「
か
ん
も
ん
」

と
も
読
ま
れ
、

曾

っ

て

は

諸

道(

明
法
道
、
明
経
道
、
天
文 

道
、
曆
道
、
医
道
等)

の
家
に
よ
り' 

ま
た
は
時
代
に
よ
り'

吉
例
古
実
な
ど
を
調
べ
て
一
定
の
書
式
を
以
て
上
申
す
る
項
目
、
典
拠
等
を
記 

し

て

「
勘
申
如
件
」
と
書
き'

自
己
の
官
位
姓
名
な
ど
書
く
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
流
祖
は
勘
文
の
形
式
に
準
じ
て
、

元

祖

の

『
選 

択
集
』
撰
述
の
座
に
侍
し
て

「
経
釈
の
要
文
」
、
典
拠
等
を
元
祖
の
諮
問
に
対
し
て
勘
申
さ
れ
た
も
の
と
考
察
せ
ら
れ
る
。

元
祖
は
数
多
い 

門
弟
の
中
か
ら
、

人
選
を
し
て
流
祖
を
始
め
、
真
観' 

安
楽
の
三
資
を
撰
述
の
座
に
侍
ら
せ
て' 

日
々
座
々
、

質
疑
問
答
を
重
ね
て
、

ー
 

師

と

三

資

協

力

し

て

『
選
択
集
』

一
部
の
書
を
大
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
誌
し
て
い
る
。
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勘
文
の
役
の
こ
と
は
流
祖
自
ら
記
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
凝
然
も
此
の
旨
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は' 

前
述
の
よ
う
に
流
祖
一
代
の
教
学
面 

の
う
ち
、
吉
水
入
室
以
来
、

元
祖
が
偏
依
善
導
の
心
を
以
て

研
究
さ
れ
た
『
観
経
疏
』

の
釈
義
を
、
朝
夕
心
を
潜
め
て
九
年
間
に
わ
た
っ 

て
聴
講
さ
れ
、

身
に
つ
け
て
、
師
の
代
講
を
つ
と
め
ら
れ
た
行
実
と
照
し
合
せ
て
見
る
と
虚
言
で
は
な
く
、

こ
の
事
項
は
高
く
評
価
さ
れ 

る
べ
き
点
で
あ
る
。
師
蠻
は' 

流

祖

を

深

く

研

究

し

て

「
若
し
夫
れ
伝
法
の
先
や
、

学
業
の
優
や
、
檀
興
の
広
や
、 

浄
修
の
勤
は' 

善
恵 

師
に
於
て
吾
れ
心
よ
り
愛
す
。

今
は
只
史
法
に
拠
る
の
み
」

と
誌
し
て
証
空
伝
を
結
ん
で
い
る
が' 

流
祖
評
価
の
最
適
の
語
句
と
思
わ
れ 

る
。九

条

兼

実

の

こ

と

は

『
元
享
釈
書
』

で
は
藤
相
国
兼
実
と
記
さ
れ
、

『
勅
修
伝
』

で
は
月
輪
殿
、

月
輪
禅
閤
、
禅
定
殿
下' 

ま
た
は
単 

に
殿
下
な
ど
と
記
さ
れ
、
前
後
十
六
回
も
取
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
元
祖
に
深
く
帰
依
し
専
修
念
仏
沙
門
円
証
と
な
り' 

元
祖
と
の
交 

流
も
し
げ
く'

師
弟
の
関
係
も
特
に
深
く
、

元
祖
が
こ
の
人
の
懇
請
に
応
じ
て
こ
の
書
を
撰
述
さ
れ
た
こ
と
は
、

元
祖
自
ら
こ
の
書
の
巻 

末
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
師
三
資
の
陣
容
を
以
て' 

日
々
座
々
の
質
疑
応
答
を
重
ね
て' 

そ
の
日
数
は
不
明
で
あ
る
が
精 

魂
を
傾
け'

真

実

を

こ

め

て

自

ら

「
選
択
本
願
念
仏
集 

南
無
阿
弥
陀
仏 

往
生
之
業
念
仏
為
先
」

の
ニ
行
二
十
一
字
を
書
し
て
撰
述
さ 

れ
た
の
が' 

こ

の

『
選
択
集
』

一
部
十
六
章
で
あ
る
。

三

霊

典

『
選
択
集
』
の
思
想

『
選
択
集
』

は
確
か
に
浄
土
立
教
開
宗
の
書
で
あ
る
。

こ
の
書
は
元
祖
の
立
教
開
宗
の
時
点
か
ら
二
十
二
年
を
経
て
撰
述
さ
れ
た
も
の 

で
あ
る
が' 

現
実
的
に
み
て
専
修
念
仏
の
禅
房
生
活
も
、

黒
衣
節
険
の
う
ち
に' 

自
行
の
思
索
と
体
験
を
重
ね
、
多
く
の
門
弟
を
育
成
し
、 

各
階
層
に
わ
た
る
多
く
の
帰
信
者
を
得
て
、
他
の
行
も
推
進
さ
れ
、
齢
も
還
曆
を
過
ぎ
て' 

法
臘
を
加
え' 

人
格
的
に
も
円
熟
の
時
代
に 

入
っ
た
と
察
せ
ら
る
る
時
点
に
於
い
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
が
こ
の
一
部
の
撰
述
構
成
の
上
に
使
用
言
語 

の
上
に
無
駄
な
く
教
理
教
義
の
上
に
欠
く
る
所
な
く
、
浄
土
宗
学' 

元
祖
の
教
学
の
根
本
聖
典
と
し
て
稀
に
見
る
立
教
開
宗
の
書
と
い
う
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こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
書
が
撰
述
さ
れ
て
か
ら
十
三
年
を
す
ぎ
て
建
暦
元
年(

ー
ニ
ー
ー)

始

め

て

『
選
択
集
』

が
梓
行
さ
れ
る
時
に
際
し 

て
、

平
基
親
は
、
歓
喜
と
感
激
を
こ
め
て
そ
の
序
文
を
記
し
て
い
る
が
、

そ
の
文
中
で

「
我
等
何
の
幸
あ
り
て
、
斯
の
霊
典
に
遇
え
る
。

万
劫
に
ー
た
び
聞
く
、
寧
ぞ
身
命
を
惜
し
ま
ん
や
。

然
り
と
雖
も
秘
密
壇
の
行
人 

は
之
を
閣
く
べ
し
。
定
慧
優
に
備
り
て
、

即
身
の
観
を
凝
せ
ば
な
り
。

大
小
乗
の
学
者
は
之
を
操
り
難
し
。
戒
聞
精
進
に
し
て
随
心 

の
法
を
愛
す
れ
ば
な
り
。
惟
る
に
願
生
念
仏
の
衆
生
に
於
て
は
、
道
俗
貴
賤
誰
か
帰
せ
ざ
ら
ん
。
喜
し
き
か
な
、
天
祐
け
神
護
り
て 

濁
世
の
法
潤
否
命
に
早
く
通
ず
。
時
な
る
か
な' 

君
感
じ
臣
悦
び
て
浄
土
の
宗
教
嘉
運
大
い
に
啓
く
、
茲
に
因
っ
て
壁
に
埋
め
よ
の 

誡
を
知
る
と
雖
ど
も
、
還
っ
て
版
に
彫
す
る
の
印
を
貽
す
。

あ
ゝ
、
玄
元
聖
祖
の
五
千
言' 

令
尹
な
く
上
下
の
典
を
著
す
、

選
択
本 

願
十
六
章
、
門
徒
将
に
摺
写
の
益
を
得
ん
と
欲
す' 

徳
を
思
う
の
志
、
古
今
惟
れ
同
じ
き
者
か' 

時

に

辛

未

の

歳(
建
曆
元
年)

建
子 

の

月(

十
一
月)

聊
か
意
樹
を
勒
し
て
来
葉
に
伝
え
ん
こ
と
を
と
尔
か
云
う
。
」 

と
誌
し
て
い
る
。

こ

れ

に
よ
る
と
平
基
親
は
こ

の
『
選
択
集
』

を
老
子
の
場
合
に
比
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
を
し
て
こ
の
序
文
を
誌 

さ
し
め
た
も
の
は
何
か
。
当

時

の

人

々

は

既

に

こ

の

『
選
択
集
』

を
霊
典
視
し' 

敬
読
拝
読
し
、
尊
重
し
た
こ
と
が
連
想
さ
れ
る
。
尔
来

勧

『
選
択
集
』

の
版
行
は
数
を
重
ね
、

明
治
以
前
の
開
版
で
世
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
七
十
余
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
に
開
版 

さ
せ
た
も
の
は
何
か
。

二
つ
の
疑
問
に
答
え

る
も

の
は

『
選
択
集
』

そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
換

言

す

る

な

ら

ば

『
選
択
集
』

一
部
に
流
れ 

て
い
る
元
祖
の
専
修
念
仏
の
教
で
あ
り
、

超
世
の
大
慈
悲
で
あ
る
弥
陀
の
本
願
の
念
仏
で
あ
る
。

『
新
調
選
択
本
願
念
仏
集
』

に
よ
っ
て 

そ
の
表
現
の
構
成
、

形
式
、
字
組
等
は
前
述
の
よ
う
に
題
号
二
十
一
字
を
二
行
に
刻
し
、

十
六
章
各
章
の
表
章
は
一
字
下
げ
、

経
釈
の
要 

文
は
一
字
上
げ
て
題
号
に
並
べ
、

私
釈
は
一
字
下
げ
、

漢
文
を
以
て
叙
述
し' 

第
一
章
よ
り
第
八
章
に
至
る
を
上
巻
と
し
、

そ
の
丁
数
五 

十
八
丁
、

一
 

丁
の
左
右
を
ハ
行
に
定
め
、

一
行
の
字
数
を
十
七
字
と
し
約
一
万
三
千
五
百
余
字
、
第
九
章
よ
り
を
下
巻
と
し
、

そ
の
丁
数 

三
十
九
丁'

使
用
文
字
約
八
千
二
百
余
字
、

こ

れ

は

い

は

ゆ

る

『
選
択
集
』

独
自
の
構
成
形
式
と
い
う
べ
く'

こ

の

こ

と

は

流

祖

の

『
選 

択
密
要
決
』

に
よ
っ
て
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
と
同
時
に
、

一
貫
し
て
元
祖
撰
述
の
配
慮
が
『
選
択
集
』

開
版
の
上
に
も
一
定
不
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変
に
尊
重
維
持
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
霊
典
を
し
て
霊
典
た
ら
し
め
る
所
以
の
一
っ
と
も
解
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

『
選
択
集
』

の
思
想
は
題
号
の
示
す
通
り
本
願
念
仏
を
選
択
す
る
思
想
で
あ
る
が
ゝ
具
体
的
に
簡
単
に
そ
れ
を
い
う
な
ら
ば
元
祖
が
自

ら
、

「
計
れ
ば
そ
れ
速
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
せ
ば
二
種
の
勝
法
の
中
に
は
且
く
聖
道
門
を
閣
き
て
選
ん
で
浄
土
門
に
入
れ
。
浄
土
門 

に
入
ら
ん
と
欲
せ
ば' 

正
雑
ニ
行
の
中
に
は
、

且
く
諸
の
雑
行
を
抛
ち
て
選
ん
で
正
行
に
帰
す
べ
し
。

正
行
を
修
せ
ん
と
欲
せ
ば
正 

助
二
業
の
中
に
は
、
猶
助
業
を
傍
に
し
、

選

ん

で

正

定(

の
業)

を
専
ら
に
す
べ
し
。

正
定
の
業
と
は
即
ち
こ
れ
仏
名
を
称
す
る
な 

り
。
名
を
称
す
れ
ば
必
ず
生
ず
る
こ
と
を
得' 

仏
の
本
願
に
依
る
が
故
な
り
。
」 

と
命
令
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
、

い
わ
ゆ
る
廃
立
思
想
—

廃
立
、
傍
正
、
助
正
の
三
重
—

で
即
ち
選
択
思
想
で
茜
る
。
 

こ

の
こ
と
は
具
体
的
に
い
え
ば
『
安
楽
集
』
(

道
綽
者)

『
観
経
疏
』
(
善
導
著)

の
思
想
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
選
択
思
想
を
更 

に
経
典
に
求
め
て
、

「
凡
そ
三
経
の
意
を
案
ず
る
に
諸
行
の
中
に
念
仏
を
選
択
し
て
、

も
て
旨
帰
と
す
」

と
前
提
し
て' 

ハ
選
択
が
第
十 

六
章
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
思
想
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
全
文
を
便
宣
上
図
式
す
る
と
次
頁
の
よ
う
に
な
る
。
 

次
頁
の
図
の
経
名
は
元
祖
が
第
一
章
私
釈
に
於
い
て'

『
雙
巻
経
』(
無
量
寿
経)

、
『
観
経
』'

『
阿
弥
陀
経
』

は

「
正
し
く
往
生
浄
土
を
明 

せ
る
の
教
」

と
判
定
し
て
浄
土
の
三
部
経
と
し
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
り'

『
般
舟
三
昧
経
』
は

『
阿
弥
陀
経
』

と
同
様
に
仏
自
開
の
旨 

趣
に
よ
っ
て
同
列
に
し
て
ハ
選
択
の
一
典
拠
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ハ
選
択
は
何
れ
も
仏
の
選
択
し
給
う
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て. 

弥
陀
の
選
択
が
四
、

釈
迦
の
選
択
が
三
、
諸

仏
(

六
方
恒
沙
の
諸
仏)

の
選
択
は
ー
と
教
判
し
て
、

三
経
通
申
し
て
、

三
仏
心
を
等
し
く
し 

て
結
語
の
よ
う
に
念
仏
—
南
無
阿
弥
陀
仏
—

の
一
行
を
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
思
想
の 

背

景

と

な

っ

た

も

の

は

『
観
経
疏
』

玄
義
分
序
題
門
の
二
尊
二
教
、
遣
喚
一
致
の
玄
玄
の
思
想
で' 

元
祖
か
ら
見
れ
ば
徹
頭
徹
尾
終
始
ー 

貫
し
て
偏
依
善
導
一
師
の
思
想
で
、

元

祖

は

自

ら

『
選
択
集
』

巻

末

に

『
観
経
疏
』

観
、
善
導
観
を
示
し
て
、

『
観
経
疏
』

は

「
弥
陀
の 

直
説
」
で
あ
り
、

「
西
方
の
指
南
」
書
で
あ
り' 

念

仏

行

者

の

「
目
足
」

で
あ
る
か
ら
珍
敬
せ
よ
と
教
え' 

「
善
導
は
弥
陀
の
化
身
で
あ
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(

経
名)

雙

巻

観

(

ハ
選
択)

(

旨

趣
)

(

仏
の
選
択)

(

結

語
)

洵

選

択

本

願

—
法
然
比
丘
の
選
択
し
給
う
往
生
の
行

選

択

讃

歎

—
釈
迦
、
念
仏
を
当
知
一
念
無
上
功
徳
と
讃
歎
す

選

択

留

教

—
釈
迦
唯
念
仏
の
一
法
を
留
む

屋
コ
ゝ
耳
、
文
，
弥
陀
の
光
明
は
唯
念
仏
の
衆
生
を
照
ら
し
て
摂

1

扌

も

馬 

取
不
捨
し
給
う

経2

的

阿

弥

陀

経
!

旧

般
舟
三
昧
経!

⑴

童

で

匕

貢 

弥
陀
の
化
仏
念
仏
を
選
択
し
て
汝
称
仏
名
故
諸 

選

択

彳

讃

—
罪
消
滅
我
来
迎
汝
と
い
う

屢I

ご
冨 

定
散
の
諸
行
を
明
す
と
い
へ
ど
も
唯
独
り
念
仏 

逼

扌

的

雇

の

一

行

を

付

属

す

產

尺

疋

或

此

の

経

の

中

に

、
念
仏
往
生
を
説
き
給
う
に
至 

選

択

証

誠

—
り
、
六
方
の
諸
仏
之
を
証
誠
す

弥
陀
自
ら
説
き
て
我
国
に
来
生
せ
ん
と
欲
せ
ん 

選
択 

我

名

—
も
の
は
、
常
に
我
名
を
念
じ
て
休
息
あ
る
こ
と

莫
れ

弥
陀
の
選
択

㈠
㈣
㈤
⑴

囂

選

択

六
方
諸
仏
の

選
択

的

三
経
共
に
念
仏
を
選
び
て

宗
致
と
す
る

仏
、
心
を
同
じ
く
し
て
念 

仏
の
一
行
を
選
択
す
る

り' 

四
十
ハ
願
の
法
王
な
り' 

専
修
念
仏
の
導
師
な
り
」

と
帰
依
し
信
仰
し
て
、

元
祖
自
ら
自
行
化
他(

生
活)

の
依
憑
と
さ
れ
ゝ
「
貧
道
 ゝ

昔
、 

茲
の
典
を
披
閲
し
粗
素
意
を
識
リ
立
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
捨
て
ゝ
こ
ゝ
に
念
仏
に
帰
し
て
、

そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
今
日
に
至
る
ま
で 

自
行
化
他' 

念
仏
を
繹
と
す
」

と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
建
久
九
年
元
祖
六
十
六
歳
『
選
択
集
』

撰
述
時
の
感
懐
で
あ
っ
た
と
考
え 

ら
れ
る
が
、
流

祖

は

『
選
択
密
要
決
』
巻
第
五
の
巻
末
で
、

元

祖

が

「
茲
の
典
を
披
閲
し
」

と

「
粗
素
意
を
識
り
」

の
字
句
に
就
い
て 

㈠
 

「
導

和

尚
(

善
導
の
こ
と)

の
観
経
の
疏
四
巻
は
未
だ
和
朝
に
至
ら
ず
、
淳

和

の

御

宇(
淳
和
天
皇
代)

に

智

者

大

師(

智
証
大
師
の
誤 

記)

将
来
す
と
い
う
。
先
師
此
疏
の
由
来
を
知
ら
ず
し
て
日
来
ろ
年
月
を
送
り
て
、
今
此
疏
に
遇
う
て
始
め
て
他
力
往
生
を
覚
れ
り
。
」
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㈡

「
上
人
深
く
凡
夫
の
出
離
を
求
む
。

八
宗
九
宗
の
内
法
、

外
法
の
深
奥
を
探
り
見
る
と
雖
も
遂
に
其
意
を
得
ず
し
て
、

一
代
の
聖 

教
を
見
る
こ
と
一
遍
、
出
離
は
極
楽
往
生
に
あ
り
。

又
一
遍
披
き
見
る
に
出
離
の
見
乱
る
。

又
一
遍
、
其
度
に
弥
陀
を
称
念
し
て
当 

に
極
楽
に
往
生
す
。

漣
か
に
観
定
し
了
ん
ぬ
。
」

㈢
 

「
経
を
以
て
此
の
義
を
立
て
ゝ
人
を
勧
め
ん
に
其
憚
り
あ
り
。
故
に
震
旦
の
人
師
の
釈
を
尋
ね
て' 

之
れ
に
就
き
て
念
仏
を
勧
め 

ん
が
為
め
に
権
に
三
国
を
求
む
と
雖
ど
も
委
し
く
念
仏
の
安
心
を
開
演
し
て
論
釈
す
る
も
の
な
し
。

故
に
我
朝
の
先
徳
た
り
と
雖
ど 

も
恵
心
の
往
生
要
集
に
、
念
仏
の
行
儀
委
細
に
之
を
明
す
と
い
う
。

鎮
に
開
見
す
る
と
こ
ろ
に
往
生
階
位
の
下
に
云
わ
く'

観
経
の 

善
導
禅
師
の
玄
義
分
に' 

大
小
乗
、
方
便
以
前
の
凡
夫
を
以
て
九
品
の
位
を
別
ち
所
師
所
判
の
深
高
な
る
を
許
さ
ず' 

又
、
経
論
多 

く
之
に
依
り
て
義
を
判
ず
。
」

㈣
 

「
菌
城
寺
の
経
蔵
よ
り
観
経
疏
四
巻
之
れ
を
得
て' 

其
の
後
往
生
要
集
を
閣
き
て' 

偏
え
に
昼
夜
此
疏
を
拝
し
て
感
涙
禁
じ
が
た 

く
、
文
の
上
に
垂
落
す
。

上
人
云
わ
く
、
我
れ
寿
を
全
う
し
て
今
此
文
に
逢
う
。
若
先
に
死
し
て
此
の
他
力
の
往
生
を
見
ず
ん
ば
、
 

地
獄
に
墮
す
べ
し
。

此
文
に
逢
え
る
が
故
に
今
悪
道
に
堕
す
べ
か
ら
ず
。
今
に
至
り
て
寿
を
持
ち
て
之
に
逢
う
こ
と
生
々
世
々
の
宿
縁
、

日
来
求
む
る 

所
、
今
既
に
之
を
覚
れ
り
。
此
の
文
に
遇
わ
ざ
り
し
故
に
今
生
死
に
流
転
し
て
穢
土
を
離
れ
ざ
る
な
り
。
」 

と
元
祖
の
こ
と
ば
を
伝
え
て
い
る
が
、

元

祖

の

『
観
経
疏
』
観
、
善
導
観
の
感
懐
の
言
葉
と
流
祖
の
祖
述
に
示
さ
れ
て
い
る
先
師
、

上
人 

(

元
祖)

の

言

葉
と
を

照
合
せ

る
と

『
選
択
集
』
思
想
の
底
に
流
れ
て
い
る
思
想
が
、
ま
た
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
一
層
深
め
ら
れ
て 

い
く
よ
う
で
あ
る
。

と
同
時
に
元
祖
の
心
の
中
に
宿
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
善
導
の
尊
像
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
よ
う
で
、

こ
の 

こ
と
は
元
祖
の
門
下
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
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四

『
選
択
密
要
決
』

の
思
想

流

祖

の

『
観
経
秘
法
集
』
巻

第

二

十

の

巻

末

を

見

る

と

「
先
師
源
空
上
人
の
本
意
を
注
し
加
う
る
所
な
り
」

と
し
て
、

注
し
加
え
ら
れ 

た
書
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、㈠

当
麻
曼
陀
羅
十
巻㈡

観

経

秘

決

集

二

十

巻(

玄
義
分
注
、
序
分
義
注
、
定
善
義
注
、
散
善
義
注
各 

五
巻)
㈢

選
択
本
願
念
仏
集
注
五
巻
、

是

を

『
密
要
決
』

と
名
づ
く
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

従

っ

て

『
密
要
決
』
は

元

祖

の

『
選
択
集
』
を 

註
解
さ
れ
た
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

元

祖

の

『
選
択
集
』

は
浄
土 
(

宗)

の
本
疏
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
流
祖
が
、
自
ら
筆
を
取
っ 

て
そ
の
本
疏
を
注
釈
さ
れ
た
末
書
が
『
選
択
密
要
決
』
で
あ
る
。(

以
下
密
要
決
と
い
う
。)

此
の
書
の
著
作
年
時
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が 

西
山
年
譜
要
紀(

籠
谷
沙
門
撰
、
延
宝
七
年(

ニ
ハ
七
九)
)

に
よ
る
と' 

嘉
禎
元
年(

ー
二
三
五)

流
祖
五
十
九
歳
の
時
と
記
さ
れ
て
い
る
。
流
祖 

は

宝

治

元

年(

一
ニ
四
七)

十
一
月
二
十
六
日
七
十
一
歳
を
以
て
示
寂
さ
れ
て
い
る
が
、

一
代
の
著
作
を
見
る
と
、

四
十
五
部
百
ハ
十
巻
十 

一
紙
に
及
ん
で
い
る
が
、
そ
の
中
に
於
て
、
こ

の

『
密
要
決
』

五
巻
を
始
め
、
『
当
麻
曼
陀
羅
注
』

十
巻
、
『
観
経
秘
決
集
』

二
十
巻
、
『
四 

十
八
願
要
釈
鈔
』

ニ
巻
、

『
修
業
要
決
』

一
巻
の
計
三
十
八
巻
の
み
が
特
に
他
の
教
相
抄
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
対
し
て
事
相
抄
と
よ
ば
れ 

て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
、

こ

の

『
密
要
決
』

は
そ
の
随
一
と
さ
れ
て
い
る
。

『
密
要
決
』

が
い
わ
ゆ
る
事
相
抄
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
勿
論
そ
の
内
容
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ

の

『
密
要
決
』

は
、
流
祖
が 

浄

土

事

相

流

の

法

門

を

以
て

『
選
択
集
』
を
釈
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、

そ
の
内
容
を
見
る
と' 

初
め
に
三
箇
の
題
目
あ
り
と
し
て
、
之 

を
来
迎'

念
仏
、
定
散
に
配
し
、
次
に
撰
述
の
因
縁
を
述
べ
、
次
に
十
六
章
段
に
於
け
る
表
章
、
本
文
、

私
釈
の
体
裁
を
弁
じ
、
後
に
本
文 

を
注
釈
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が' 

そ
の
釈
述
に
臨
ん
で
特
殊
の
用
語
—
特
殊
名
目
—
を
以
て
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち㈠

唯
智
恵
—
慈 

悲
智
恵
一
唯
慈
悲
、㈡

定
散
—
念
仏
—

来
迎' 
㈢

能
譬
—
衆
譬
—
所
譬
の
三
種
三
重
の
名
目
の
九
語
句
を
以
て
注
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で 

あ
る
。

こ

の
よ
う
に
し
て
注
解
さ
れ
た
こ
の
『
密
要
決
』

の

内

容

を

『
選
択
集
』

と
の
関
連
に
於
て
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
図
解 

す
る
こ
と
が
出
来
る
。
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(
観 

経) 

観
無
量
寿
経 

(
慈
悲
智
恵)

確無徐 

智售巻 

恿経色

人

師

2
)

(

事
相
典
拠)

散観

無 

善量

寿 

義経

西往 

方生 

要礼 

決讃

往散観

生無

善量 
礼寿 

讃義経

観散観 

含無 
'、善量 

法寿 

門義経

無 

量 

寿 

経 

下

往無 

生量

寿 
礼経 

讃下

盈

量 

寿 

経 

下

観往無 

念生量

寿 
法礼経 

門讃上

往散

生
善 

礼

讃義

安

楽

集

3)

(

経

疏

書

典

拠)

第

十

誌

章

第

九

四

修

章

第

八

三
心
章

一
第

七

摂光 
取明 
章

第

六 

念止 
仏住

第

五

利念 
益仏 
章

第

四

念三 
仏輩 
章

第

念本 
仏願

第

二正 
行雑 
章

第

浄聖 
土道

匚3

色

来
迎
の
観
、
化
讃
を
以
て
観
音
観
と
す
。
 

念
仏
は
観
音
慈
悲
の
行
な
れ
ば
化
讃
す
。

四
修
を
以
て
第
九
観
と
す
。

三
経
の
教
の
外
を
浄
土
の
来
迎
と
な
す
。

三
心
を
以
て
第
八
観
と
す
。
 

於
現
身
中
得
念
仏
三
昧
は
三
心
の
法
門
で
あ
る
。

摂
取
を
以
て
第
七
観
と
す
。
住
立
の
仏
体
を
顕
わ
す
が
故
に
。

止
住
を
以
て
宝
楼
と
な
す
。

仏
法
の
味
を
作
り
て
利
益
と
す
、
利
益
を
以
て
宝
池
観
と
す
。

散
善
に
定
散
の
諸
善
を
納
め
て
三
輩
念
仏
往
生
と
い
う
。

(
真
観)

本
願
を
以
て
第
三
の
地
と
す
。
還
住
仏
頂
の
国
土
を
超
世
の
土
と
い

—
畫

」
逼

法

門

を

明

す

、
衆
譬
の
廃
立
を
作
り
て
選
択
と

—
道
綽
—
聽

齧

土

を

別

た

ず

。

嘗

5

十

観

観

九 

真 

身 

観

八

像 

想 

観

七 

華 

座 

観

宝 

楼 

観

五

宝

池 

観

四 

宝 

樹 

観

宝

地

観

水 

想 

観

日 

想 

観

2
)

〇

善)
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(
引
用
回
数)

(

小 

経) 

阿

弥

陀

経 

(

唯

慈

悲
)

法阿

弥 
事
陀

讃経

往観

生念 

礼法 

讃門

五法往観 

会生念 

法事
事礼法 

讃讃讃門

阿

弥

陀

経

散観

無 

善量

寿 

義経

散観

無 

善量

寿 

義経

第
十 

約 

鳶号

章

第

十

五1

早

第
十
四

11
章

第
十
三
II
章

第 
士

仏属

第

十

一

〇

章

名
号
附
属
を
以
て
下
輩
観
と
す
。
 

下
輩
の
悪
機
の
上
に
名
号
を
明
す
が
故
。

すば護 証
誠
を
以
て
上
輩
観
と
す
。
六
方
恒
沙
の
諸
仏
は
証
誠
に
他
力
往
生 

の
行
を
以
て
す
る
が
故
。

多
善
根
を
以
て
雑
想
観
と
な
す
。

念
仏
に
大
、
多
、
勝
の
三
義
あ
り
て
、
智
恵
、
慈
悲
、
慈
悲
智
恵
と 

を
雑
想
と
い
う
。

附
属
を
以
て
普
観
と
な
す
。
 

普
往
生
を
以
て
阿
難
に
附
属
す
。

雑
善
を
廃
し
て
念
仏
を
取
る
。

士

下 

輩 

観

十 
五 

中 

輩 

観

十 
四

上

輩

観

±

雑

想

観

普 

想 

観

十

勢

至

観

五
、
 

五
会
法
事
讃
——

一
回

六
、
 

西

方

要

決

——

一
回

三 二
安 三 具 観

楽 部 経

集
1

回

十 

回 
ハ

疏
1
七

回

1
-
-
-
-

観 

経
—
五
回

/
/ \

\

雙

巻

(

参
考
、
西
山
全
書
第
二
巻
解
題)
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右

の

図

の

う

ち(
2

欄

は

流

祖

が

『
選
択
集
』

の
表
章
、

本
文
私
釈
の
意
を
以
て
名
付
け
ら
れ
た
独
自
の
十
六
章
名
で
あ
る
。

(2) 

欄

は

元

祖

が

『
選
択
集
』

の
各
章
に
引
用
さ
れ
た
要
文
の
経
疏
、
書

の

典

拠

を

羅

列

し

て

『
選
択
集
』
が

浄

土

三

部

経

『
観
経
疏
』

中
心 

で
撰
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
立
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
(

人)

・(

已)

欄

は

『
選
択
集
』

が
流
祖
に
よ
っ
て
事
相
釈
さ
れ
て
い
る 

こ

と

を

示

し

た

も

の

で(
<
0

欄
は
特
に
仏
徳
の
智
恵
と
慈
悲
の
徳
目
を
特
に
事
相
名
目
と
し
て
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ 

る
と
共
に
、

人

師

と

あ

る

の

は

『
安
楽
集
』

の
著
者
道
綽
と
、

『
観
経
疏
』

を
述
べ
ら
れ
た
善
導
の
両
師
は
、
浄
土
の
文
を
立
て' 

宗
義 

法
則
——
唯
智
恵
、
慈
悲
智
恵
—
唯
慈
悲
を
顕
わ
さ
れ
た
人
師
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

丘)

欄

は

『
観
経
』
(
散
善
縁
の
下)

に
、

「
我
今
汝
が
為
に
広
く
衆
譬
を
説
か
ん
」

と

し
て

説

か

れ

た

も

の

が

『
観
経
』

十
六
観
で 

あ

る

と

説

相

を

『
観
経
疏
』

の
釈
義
に
基
き
、
之
れ
を
事
相
の
眼
を
以
て
衆
譬
の
法
門
な
り
と
事
相
化
さ
れ
た
流
祖
が
『
選
択
集
』

一
部 

十

六

章

段

は

『
観
経
』

十
六
観
の
意
を
顕
わ
す
も
の
と
し
て
第
一
章
段
よ
り
、
『
観
経
』
十
六
観
の
日
観
等
に
配
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示 

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

人
師
の
仮
観
と
あ
る
の
は
、
仏
を
以
て
真
観
と
す
る
に
対
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ

し

て(3
)
(

。)

欄
は
教

〃 //巻〃 // 〃巻巻
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(
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決
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相
の
法
門
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
(

人)
(

丘)

の
事
相
の
法
門
と
の
関
連
を
極
め
て
取
意
的
に
記
し
た
も
の
が 
(

〇) 

欄
で
あ
る
。

す 

な

わ

ち
(

〇)

欄
の
旨
趣
に
立
っ
て' 

『
選
択
集
』

各
章
に
お
け
る
元
祖
の
真
意
、

『
選
択
集
』

一
部
に
流
れ
て
い
る
宗
意
を
、
衆
譬
の 

法
門
た
る
事
相
釈
を

さ
れ

た
の
が

『
密
要
決
』
で
あ
る
。

そ
し
て
真
意
祖
述
の
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
流
祖
独
特
の
注
釈
法
で
あ 

る
。
即

ち

具

体

的

に

い

え

ば

「
〇
〇
事
」

と
し
て
重
要
と
考
え
ら
れ
た
、
文
字
、

項

目

等

を

『
選
択
集
』

か
ら
摘
出
し
て
、

い
わ
ゆ
る 

特
殊
名
目
—

事
相
名
目
—

を

以
て

注

釈

さ
れ

た
も

の
が

『
密
要
決
』

で
あ
る
。

全
巻
通
じ
て

流

祖
が

摘

出

さ
れ

た

「
事
」
(

事
項)

の
数
を
見
る
と
前
頁
の
表
の
よ
う
に
統
計
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

流
祖
は「

今
浄
土
の
一
宗
に
慈
悲
、
智
恵
、

定
散' 

念
仏' 

来
迎
と
い
う
名
目
あ
り
。

是
を
博
士
と
な
し
て
一
宗
の
旨
趣
を
悟
る
べ
き
な 

り
。
」(
観
経
秘
決
集
巻
第
一)

と
教
え
、

且
つ
、

「
鏡
を
機
と
す
。
発
三
心
は
明
鏡
の
如
し
。

十
方
衆
生
皆
往
生
す
べ
き
が
故
な
り
。

是
を
定
散
の
機
と
云
う
。

万
機
定
散
の
二
機
よ 

り
外
に
無
し
。

影
を
以
て
念
仏
は
衆
生
の
三
業
に
称
う
る
に
喩
う
。

影
は
名
な
る
故
な
り
。
自
見
面
像
を
以
て
来
迎
に
譬
う
。
我
が 

目
を
以
て
我
が
面
を
見
ざ
る
が
如
く
、

自
力
を
以
て
仏
の
来
迎
を
見
る
べ
か
ら
ざ
る
に
譬
う
。

是
を
三
重
の
法
門
と
言
う
。

謂
く' 

鏡
、

影
、
面
な
り
。

即
ち
定
散
、

念
仏
、
来
迎
と
云
う
。
如
執
明
鏡
自
見
面
像
是
れ
な
り
。

こ
の
三
重
の
法
門
を
以
て
世
間
出
世
の 

一
切
の
万
法
を
摂
す
。
」(

観
経
秘
決
集
巻
第
一)

と
説
明
さ
れ
、
衆
譬
の
法
門
に
つ
い
て
は' 

衆
譬
の
二
字
は
多
く
の
譬
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
は
譬
う
る
物
—
能
譬
、
譬
え
ら
れ 

る
も
の
——
所
譬
の
関
係
成
立
か
ら' 

衆
譬
を
開
け
ば
能
譬
・
所
譬
の
理
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
べ
き
で' 

流
祖
は
こ
の
関
係
—
衆
譬
の 

法
門
に
つ
い
て

「
一
経(
観
経)

に
つ
い
て
序
を
能
譬
と
な
し
、

正
宗
を
所
譬
と
な
す
。

又
正
宗
と
能
譬
と
な
し
、

得
益
を
所
譬
と
な
す
。

又
得
益
を
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能
譬
と
な
し
ゝ
流
通
を
所
譬
と
な
す
。

又
流
通
を
能
譬
と
な
し
ゝ
耆
闍
会
を
所
譬
と
な
す
。

又
、
耆
闍
会
を
能
譬
と
な
し
、

臨
終
を 

所
譬
と
な
す
。

又
、

平
生
を
能
譬
と
な
し
、

往
生
を
所
譬
と
な
す
。

又
、 

娑
婆
を
能
譬
と
な
し
、
極
楽
を
所
譬
と
な
す
。

又
諸
経
を 

能
譬
と
な
し
、
智
恵
と
い
い
、

観
経
を
所
譬
と
な
し
、
慈
悲
と
云
う
。

又
、

観
経
を
能
譬
と
な
し
、
念
仏
を
所
譬
と
な
す
。

又
、
念 

仏
を
能
譬
と
な
し
、
来
迎
を
所
譬
と
な
す
。

是
の
如
く
重
々
に
立
て

上
げ
立
て

下
し
て

臨
命
終
の
時
に
親
り
弥
陀
観
音
勢
至
無
数 

の
聖
衆
を
拝
見
し
て
来
迎
に
預
り
て
、
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
を
所
譬
と
な
す
。
広
説
衆
譬
は
こ
の
義
を
明
す
。
」(

観
経
秘
決
集
巻
第 

一)

と
衆
譬
の
法
門
を
教
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
見
て
来
た
三
種
三
重
の
名
目
の
関
係
を
ま
と
め
て
見
る
と
次
の
よ
う
に
図
解
す
る
こ
と
が
出 

来
る
。

浄
土
宗(

西
山
流)

の
法
門 

(

流

祖

の

教

学
)

I

三

(
密

要

決

巻

第

五
)

——

四

唯
慈
悲
—
慈
悲
智
恵 

定

散

—
念 

仏 

能

譬

—
衆 

譬 

鏡 

——
影

(

一
重)

(

二
重)

唯
慈
悲
—(
体) 

来

迎

—(

相) 

所

譬

——(

用) 

面 

——(

譬) 

(

三
重)

(
1
線
は
釣
を
表
わ
す)

右
図
の
名
目
の
意
味
概
念
を
一
言
す
る
と'

鯛

㈠

智
恵
と
は
諸
仏
の
智
恵
か
ら
出
た
一
切
の
法
門
を
智
恵
と
な
し
、

弥
陀
の
慈
悲
か
ら
出
た
法
門
を
慈
悲
と
名
づ
け
、

こ
の
慈
悲
の
法

門
に
智
恵
の
法
門
が
摂
め
ら
れ
た
法
門
が
慈
悲
智
恵
の
法
門
で
あ
る
。

㈡

定
散
と
は
一
切
衆
生
の
義
を
示
し
、
念
仏
と
は
衆
生
が
来
迎
の
阿
弥
陀
仏
と
一
致
一
体
一
如
と
な
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
る
義
を 

云
い
、 

来
迎
と
は
大
慈
大
悲
の
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
往
生
の
行
体
と
な
っ
て
衆
生
を
来
迎
す
る
義
を
示
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
名
目
の
義 

を
以
て' 

『
密
要
決
』

一
部
五
巻
の
二
百
二
十
一
の
事(
事
項)

を

理

解

会

得

す

れ

ば

『
選
択
集
』

の
真
意
が
理
解
し
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
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る
。

し
か
し
此
等
の
名
目
は' 

流
祖
が
教
義
表
現
の
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ

の

名

目

は

何

れ

も

『
観
経
疏
』

の
中 

の
語
句
で
あ
っ
て
教
相
教
義
を
語
る
語
句
で
あ
る
が
、

流

祖

が

『
観
経
疏
』

及

び

『
当
麻
曼
陀
羅
』

の
研
究
か
ら
語
句
の
事
相
的
新
義
を 

発
見
し
て
、

い
わ
ゆ
る
特
殊
名
目
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ

の

こ

と

は

『
密
要
決
』
第

四

に

「
選
択
と
曼
陀 

羅
と
其
意
是
れ
ー
な
り
」

と
記
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
察
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

従
っ
て
名
目
に
は
教
相
義
と
事
相
義
の
二
面
あ
る 

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ

て

『
選
択
集
』

に
も
事
相
の
義
が
奥
深
く
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
流
祖
が
卓
見
的
に
三
種
三
重 

の
名
目
を
以
て
是
れ
を
表
現
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
名
目
に
事
相
教
相
の
二
義
が
あ
る
よ
う
に
、

ま

た

そ

れ

は

同

時

に

『
選
択
集
』 

に
も
事
教
二
相
の
二
法
門
の
あ
る
こ
と
は' 

流

祖

は

「
事
」

の

な

か

で

所

々

『
選
択
集
』

の
上
に
元
祖
が
教
判
論
に
採
用
さ
れ
た
廃
立
、 

傍
正
、 

助
正
の
三
重
の
法
門
を
以
て
一
応
祖
述
し
、
然
る
後' 

事
相
の
名
目
を
用
い
て
祖
述
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
、
暫
く
は
事
相
、
教
相
と
区
別
さ
れ
て
も
長
く
別
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
流
祖
は
元
祖
の
ハ 

選
択
に
対
し
て
、

「
選
択
に
七
義
」

あ
り
と
し
て
祖
述
さ
れ
て
い
る
が
、

取
意
し
て
七
義
を
見
る
と
、
 

ー
、
浄
土 
(

三
悪
道
の
な
い
世
界)

を

選

択

し

て

娑

婆(

三
悪
道
の
世
界)

を
廃
す
。

二
、
 

仏
(

仏
果)

を

選

択

し

て

凡

夫(
煩
悩
の
穢
身)

を
廃
す
。

三
、
 

行
(
仏
の
行)

を

選

択

し

て

願(
機
の
願)

を
廃
す
。

四
、
 

極

楽
(

如
来
別
指
西
方
国)

を
選
択
し
て
九
方
を
廃
す
。

五
、
 

弥

陀
(

我
建
超
世
題 

必
至
無
上
道
、
斯
願
不
満
足
、
誓
不
成
正
覚)

を
選
択
し
て
、

諸

仏(

弥
陀
に
及
ば
ざ
る
仏)

を
廃
す
。

六
、
 

散

善
(

自
開
散
善
顕
住
立
仏
体)

を

選

択

し
て

定
善(

思
惟
正
受)

を
廃
す
。

七
、
 

来

迎
(

選
択
本
願
念
仏
の
来
迎)

を
選
択
し
て
、
諸

行
(

定
散
の
諸
行)

を
廃
す
。

「
こ

の
七
義
は

諸
教
に
無
き
が
故
に
「
超
世
の
慈
悲
」

と
い
う
。
」

と
注
解
さ
れ
て
い
る
。

「
超
世
の
慈
悲
」

の

ほ

か

『
密
要
決
』

で
は 

ま

た

「
弥
陀
超
世
の
慈
悲
」

と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、

『
密
要
決
』

と

同

類

の

事

相

抄

「
四
十
八
願
要
釈
鈔
」
巻
下
を
見
る
と
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㈠
 

「
凡
そ
四
十
ハ
願
は
四
十
ハ
の
超
世
を
造
り
四
十
八
重
を
以
て
、

一
人
の
往
生
の
安
心
を
教
え
て
一
字
一
句
に
皆
無
量
の
義
を
含 

み
て
智
願
深
広
な
り
。
是
用
い
て
悟
り
難
し
。
今
報
身
の
頂
き
の
上
に' 

九
方
西
方
を
雙
べ
仏
頂
に
還
住
す
。
故
に
智
恵
の
上
に
慈 

悲
超
世
を
造
る
。

九
方
西
方
智
恵
の
上
に
在
る
は
三
身
同
じ
く
、

意
有
縁
に
赴
く
時
法
界
に
臨
む
の
故
に
四
十
ハ
願
の
前
に
は
機
と 

し
て
嫌
う
者
無
し
。
善
悪
皆
摂
す
る
な
り
。

三
身
門
は
智
恵
を
因
と
為
す
故
に
諸
仏
の
別
願
は
、

此
の
四
十
ハ
の
超
世
な
し
。
故
に 

果
の
慈
悲
を
超
世
と
な
す
。
此

の

経(
無
量
寿
経)

に
於
て
、

訳
者
は
四
十
ハ
願
を
以
て
甚
深
殊
勝
に
訳
せ
ら
る
故
に
最
も
広
大
無
辺 

の
智
海
た
る
べ
し
。
応
に
知
る
べ
し
。
」

㈡
 

「
此
の
四
十
ハ
願
は
諸
仏
の
別
願
に
超
ゆ
。
是
れ
超
世
の
本
願
な
り
。

五
劫
思
惟
の
本
願
は
義
理
甚
深
、
功
徳
広
大
な
り
。
」 

等
と
事
相
の
句
調
を
以
て
釈
述
さ
れ
て
い
る
が
、

『
密
要
決
』

の
選
択
の
七
義
と
全
く
異
文
同
意
で
あ
る
。

以

上

『
密
要
決
』

の
概
要
を 

見
て
来
た
が
、
流
祖
が

勘
文
の
役
を
奉
仕
し
て

撰
述
さ
れ
た
『
選
択
集
』
、

立

教

開

宗

の

書

と

い
わ

れ

る

『
選
択
集
』
、
浄
土
宗
学
の
教
相 

判

釈

を

示

す

『
選
択
集
』
、
凡

夫

往

生

の

道

を

示

さ

れ

た

『
選
択
集
』
、

本

願

念

仏

を

示

さ

れ

た

『
選
択
集
』

を
深
く
広
く
研
究
し
、

こ
れ 

こ
そ
元
祖
の
真
意
を
表
顕
す
る
も
の
な
り
と
い
う
自
信
を
以
て' 

浄
土
事
相
の
法
門
を
以
て

選
択
集
注
と

し
て

『
密
要
決
』

を
記
さ
れ
た 

こ
と
は
、
『
選
択
集
』

思
想
に
新
し
い
一
面
を
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
密
要
決
』

を
通
し
て
こ
そ
宗 

祖

の

真

意

『
選
択
集
』

の
奥
義
に
も
達
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ

ら

に

『
選
択
密
要
決
』

は
前
に
見
た
よ
う
に
選
択
本
願 

念
仏
集
注
で
あ
る
が
、
流

祖

が

「
密
は
念
仏
な
り
」
(
巻

第

こ

「
娑
婆
浄
土
を
分
別
し
て
、 

而
も
浄
土
を
取
り
、

娑
婆
を
棄
つ
。
是
を
要 

決
と
為
す
」
(
巻
第
こ
と
注
解
さ
れ
て

い
る
と
こ

ろ
を

見
る
と'

『
選
択
密
要
決
』

は
注
解
の
目
標
は
元
祖
と
同
じ
く
念
仏
を
選
取
し
て
、 

娑

婆

か
ら

浄

土

へ

の

道
を

示
す

『
選
択
集
』

の
末
書
と
し
て
特
に
名
づ
け
ら
れ
た
書
名
と
受
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

ま

た

こ

こ

に

『
選
択 

集
』

思
想
の
一
展
開
面
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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附

記

去
る
四
月
二
十
四
日
、
同
信
、
同
縁
、
同
伴
、
相
具
し
て
仏
都
京
に
上
っ
て
浄
土
宗
の
寺
院
セ
ン
タ
ー
た
る
総
本
山
、
誓
願
寺
、
禅
林
寺
、
光
明 

寺
、
知
恩
院
な
ど
元
祖
法
然
上
人
ゆ
か
り
の
祖
山
に
修
せ
ら
れ
た
浄
土
立
教
開
宗
八
百
年
記
念
慶
讃
大
法
要
詣
で
を
し
、
千
載
一
遇
の
思
を
し
て
末 

席
に
坐
す
る
嘉
縁
に
恵
ま
れ
た
。
目
の
さ
め
る
よ
う
な
荘
厳
、
け
ん
ら
ん
た
る
荘
厳
衣
の
僧
職
の
読
経
の
中
中
に
静
か
に
流
る
る
称
名
の
声
を
耳
に 

し
な
が
ら
、

黒
衣
節
険
の
元
祖
法
然
上
人
像
を
拝
し
て
感
な
き
能
わ
ず
、

独
り
、

我
が
胸
に
開
宗
の
意
義
を
考
え
、

一
生
に
二
度
浄
土
立
教
開
宗 

の
記
念
法
要(
前
回
は
立
教
開
宗
七
百
五
十
年
記
念)

に
遭
遇
し
得
た
喜
び
を
か
み
し
め
て
、
線
香
花
火
の
よ
う
に
終
っ
た
感
の
す
る
心
の
中
に
、
元
祖 

法
然
上
人
の
遺
言
と
も
見
る
べ
き
『
選
択
集
』
の
一
端
を
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
こ
の
拙
文
で
あ
り
、
元
祖
法
然
上
人
へ
の
リ
ポ
ー
ト
で
も
あ 

る
。
御
講
評
を
賜
わ
る
よ
う
希
求
す
る
次
第
で
あ
る
。

(

注)

⑴
 

日
本
仏
教
史
の
研
究(

大
屋
徳
城
著)

第
二
巻
参
照
。

⑵
 

弘
法
大
師
行
状
記(

国
文
東
方
仏
教
叢
書
伝
記
部
上)

参
照
。

⑶

浄
土
在
家
勤
行
式
に
元
祖
円
光
大
師
上
酬
慈
恩
と
誌
す
。

⑷

蓮
如
上
人
御
文
章
四
帖
目
な
ど
参
照
。

⑸
 

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
、
中
央
公
論
社
発
行
、
塚
本
善
隆
編
集
。

⑹
 

勅
修
法
然
上
人
行
状
画
図
の
略
称
。

⑺
 

法
然
上
人
全
集(
望
月
信
享
、
黒
田
真
洞
共
著)

附
録
伝
記
参
照
。

⑻

勅
修
伝
第
四
十
四
参
照
。

⑼

勅
修
伝
第
七
、
法
水
分
流
記
参
照
。

鮒
西
山
上
人
縁
起
、
法
水
分
流
記
参
照
。

(11)
創
立
時
代
の
浄
土
教(

大
屋
徳
城
著
日
本
仏
教
史
の
研
究
、
川) 

参
照
。

的 

臨
済
宗
の
学
匠
、
宝
永
七
年
寂
、
仏
教
大
辞
彙
参
照
。
 

㈣
 

大
日
本
仏
教
全
書(

本
朝
高
僧
伝
第
一)

参
照
。

⑭
 

本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
四
巻
、
黒
谷
源
空
上
人
伝
、
法
然
上
人
私
日 

記
、

拾
遺
古
徳
伝
九
巻
、

法
然
上
人
伝
記
九
巻
、

法
然
上
人
行
状 

画
図
四
十
八
巻
、
法
然
上
人
伝
十
巻
、
法
然
上
人
秘
伝
三
巻
、
正
源 

明
義
抄
九
巻
、

浄
土
法
門
源
流
章
、

私
聚
百
因
縁
集
ハ
、

塵
添
豔 

囊
鈔
第
二
十
、
元
亨
釈
書
第
五
、
浄
土
真
宗
附
法
伝
、
東
国
高
僧
伝 

第
八
、
浄
土
鎮
流
祖
伝
第
一
の
十
六
部
。

阳

「
法
然
」
四
ニ
頁
。

的 

浄
土
法
門
源
流
章
、

師
資
相
承
、

法
然
上
人
行
状
画
図
第
四
十 

七
、
西
山
鑑
智
国
師
図
絵
全
伝
、
西
山
三
鉛
寺
伝
持
次
第
、
浄
土
承 

継
譜
、
東
国
高
僧
伝
第
九
、
浄
土
伝
燈
総
系
譜
巻
下
の
ハ
部
。
 

劭 

西
山
上
人
縁
起(

国
文
東
方
仏
教
叢
書
伝
記
、
上)

参
照
。
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的 

続
高
僧
伝
巻
二
十
七
、
瑞
応
删
伝
、
新
修
往
生
伝
「
善
導
大
師
の 

研
究
」
(

浄
宗
会
編)

高
祖
善
導
大
師(

望
月
信
亨
述)

高
祖
善
導 

絵

伝
(

浄
宗
会
、
井
川
定
慶
述)

参
照
。

的 

私
記
十
巻
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
っ
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
 

如 

西
山
上
人
縁
起
で
は
「
太
子
御
陵
の
願
蓮
」
と
記
さ
る
。

㈤
 

西
山
上
人
縁
起
で
は
「
法
曼
院
相
実
法
印
の
上
足
の
弟
子
政
春
阿 

闍
梨
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

網 

西
山
上
人
縁
起
で
は
「
吉
水
の
大
僧
正
慈
鎮
和
尚
」
と
あ
る
。

㈣
 

西
山
上
人
縁
起
で
は
「
仰
木
の
公
丹
僧
正
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
 

包 

勅
修
伝
、
第
十
二
巻
参
照
。

㈱
 

西
山
証
空
上
人(

森
英
純
著)

参
照
。

漪
法
水
分
流
記
参
照
。

勿 

応
長
元
年(

ニ
ー
ニ
ー)

、
東
大
寺
戒
壇
院
沙
門
凝
然
七
十
二
歳 

時
の
作
。

闵 

二
十
三
歳
説
は
誤
記
で
二
十
二
歳
説
が
正
当
で
あ
る
。
 

西 

浄
土
法
門
源
流
章
解
説(

住
田
智
見
述)

百
九
十
二
頁
参
照
。

算 

真
観
房
感
西
の
こ
と(

勅
修
伝
第
十
一
、
法
水
分
流
記
参
照) 

的 

安
楽
房
遵
西
の
こ
と(

勅
修
伝
第
十
一
、
法
水
分
流
記
参
照) 

的
日
本
史
大
辞
典
参
照
。

的 

元
亨
二
年(

一
三
ニ
ニ)

虎
関
師
錬
の
著
。
 

的 

法
然
上
人
全
集
、

「
法
然
」
六
一
頁
、
参
照
。

絢
勅
修
伝
第
二
十
九
巻
、
法
水
分
流
記
参
照
。

鮒 

玄
元
聖
祖
は
、
唐
代
老
子
に
奉
り
し
尊
号
の
こ
と
、
即
ち
老
子
の

こ
と
。
周
代
の
哲
学
者
、
道
家
の
祖
、
姓
は
李
、
名
は
耳
、
字
は
伯 

陽
、
乱
世
を
逃
れ
て
関(

函
谷
関)

に
至
っ
た
時
、
関
の
令
尹
喜
が 

道
を
求
め
た
の
で
「
道
徳
五
千
言
」

「
老
子
道
徳
経
」
を
説
い
た
と 

い
わ
れ
る
。
(

大
漢
和
辞
典)

参
照
。

的 

法
然
上
人
集(

日
本
古
典
全
集)

解
題
参
照
。

開 

元
禄
九
年(

一
六
九
六)

正
月
沙
門
義
山
の
刻
す
る
も
の
。
洛
陽 

誓
願
寺
六
十
一
世
の
学
匠
純
格
超
然
等
随
喜
捐
貲
助
刻
す
。
同
書
跋 

新
撰
日
本
仏
教
年
表(

橋
川
正
著)

、
仏
教
大
年
表(

望
月
信
亨
著) 

参
照
。

絢 

こ
の
文
は
「
略
選
択
」
と
い
わ
れ
る
。(
法
然
六
十
二
頁)

参
照
。
 

ぬ 

道
綽
の
教
義
と
現
代
の
二
批
判(

近
松
尊
了
著)

参
照
。

約 

園
城
寺
の
こ
と
、
長
等
山
三
井
寺
と
号
す
、
滋
賀
県
大
津
市
に
あ 

り
。
天
台
宗
寺
門
派
の
総
本
山
。

為 

天
台
宗
、

首
楞
厳
院
源
信
撰
、

三
巻
、

本
末
を
分
ち
て
六
巻
と 

す
。
略
し
て
要
集
と
い
う
。

為
西
山
全
書
第
一
巻
の
解
題
参
照
。

3
:

 

西
山
全
書
第
二
巻
の
解
題
参
照
。

紺
浄
土
宗
西
山
派
学
匠
著
述
目
録(

泉
学
洋
篇)
(

西
山
学
報
第
九 

号)

参
照
。

的
西
山
全
書
第
二
巻
参
照
。

幼
西
山
全
書
第
一
巻
、
観
経
秘
決
集
解
題
参
照
。
 

糾 

西
鎮
教
義
概
論(
杉
紫
朗
著)

参
考
。

関

西

山

全

書

第

二

巻(

四
十
八
願
要
釈
鈔)

参
照
。
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