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研
究
ノ
ー
ト

明
恵
上
人
高
弁
が
『
推
邪
輪
』
及
び
『
樅
邪
輪
荘
厳
記
』
を
著

わ
し
て
、
法
然
上
人
の
念
佛
義
を
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
恵
が
法
然
を
批
判
す
る
に

当
っ
て
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
た
の
は
、
唐
の
善
導
の
教
え
で
あ
る
と

自
ら
明
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
法
然

も
専
修
念
佛
の
宣
揚
に
当
り
、
ひ
た
す
ら
善
導
の
教
え
を
仰
い
で

い
る
こ
と
を
内
外
に
關
明
し
、
事
実
そ
の
独
立
宣
言
の
書
と
も
言

わ
る
べ
き
『
選
択
本
願
念
佛
集
』
の
中
で
も
、
「
偏
え
に
善
導
一

師
に
依
る
」
と
明
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
明
恵
に
あ

っ
て
は
、
我
こ
そ
、
念
佛
の
理
解
に
お
い
て
、
善
導
の
意
を
正
し

く
汲
ん
で
い
る
と
自
ら
確
信
し
て
い
る
形
跡
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

明
恵
上
人
の
念
仏
観

『
推
邪
輪
』
（
巻
上
）
に
は
、
一
向
専
修
宗
の
立
場
に
擬
せ
ら
れ
た

反
論
に
答
え
て
次
の
よ
う
に
述
籍
へ
て
い
る
。

ニ
テ

ノ
ヲ
ス
ト
テ

我
入
二
念
佛
宗
一
以
二
善
導
道
紳
等
所
製
一
為
二
依
鵺
境
於
二
此
選

二
ヒ
モ
リ
ト
ナ
ル
シ
ヒ
ゼ
バ
ノ
ー
ゾ
チ
一
一
ソ

択
集
一
設
錐
レ
有
二
何
邪
義
一
若
相
二
順
善
導
等
義
一
者
、
何
強
噴
〕

ヲ

ル
’
一
ス
ル
ニ
ノ
ヲ
ク
シ
ノ
セ
テ
ノ
ー

汝
乎
。
然
披
二
閲
善
導
釈
｜
全
無
二
此
義
韮
汝
任
二
自
邪
心
一

ス
ノ
ヲ

ノ
ニ
ノ
ク
ノ

レ

續
二
善
導
正
義
↓
…
：
・
是
故
適
所
し
引
経
論
文
人
師
釈
唯
是
為

ゼ
ン
ガ
ノ
ヲ
ヒ
モ
リ
ト
ノ
パ
ヒ
ゼ

成
二
善
導
宗
義
一
也
。
設
雌
レ
為
二
自
宗
高
祖
解
釈
一
不
し
相
二
順

ノ
一
一
テ

サ
ヲ
テ
ヲ
一
〈
卜

善
導
雅
音
甥
置
而
不
し
出
し
之
。
善
導
引
二
華
厳
為
し
証
。

こ
れ
に
て
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
明
恵
も
念
佛
の
教
え
に
自
分
な

り
に
参
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
、
そ
の
指
南
を
善
導

・
道
緯
等
の
諸
師
の
著
述
に
仰
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
自
分
の
『
選
択
集
』
批
判
の
拠
り
ど
こ

ろ
も
、
善
導
を
尺
度
と
し
て
い
る
と
い
う
事
を
は
っ
き
り
と
言
明

坂
東

性

純
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し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
行
間
に
は
、
善
導
の
正
意
を
享
け
て
い

る
の
は
正
に
己
れ
で
あ
っ
て
、
法
然
は
そ
れ
を
曲
解
し
て
い
る
と

い
う
満
々
た
る
自
負
心
す
ら
見
て
と
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
善
導

大
師
で
す
ら
宗
義
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
、
『
華
厳
経
』
を
依
用

し
て
い
る
と
言
っ
て
『
観
経
疏
』
（
玄
義
分
）
の
中
の
念
佛
三
味
の

解
釈
の
く
だ
り
で
、
善
導
が
六
十
華
厳
中
の
功
徳
雲
比
丘
の
善
財

に
た
い
す
る
説
法
を
援
用
し
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
、
暗
に
華

厳
の
菩
提
心
義
に
立
つ
自
己
の
念
佛
解
釈
を
正
当
化
し
て
さ
え
い

る
の
で
あ
る
。

法
然
逝
世
の
あ
と
と
い
う
事
実
と
も
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
が
、
明
恵
の
法
然
批
判
は
総
体
的
に
一
方
通
行
の
感
な
き
を
得

な
い
。
し
か
も
十
分
に
相
手
の
立
場
を
汲
み
と
っ
た
上
で
の
批
判

で
な
い
感
が
深
い
。
両
者
の
浄
土
教
観
、
わ
け
て
も
念
佛
観
の
距

た
り
の
根
元
は
、
広
く
は
聖
・
浄
二
門
の
人
間
観
や
修
道
観
の
開

き
に
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
殊
に
両
者
の
善
導
の
念
佛
義

解
釈
の
相
違
に
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

明
恵
の
思
想
的
背
景
を
一
瞥
し
て
み
る
と
、
先
づ
東
大
寺
に
お

け
る
伝
統
的
な
賢
首
系
華
厳
教
学
の
従
順
な
祖
述
者
と
し
て
出
発

し
つ
つ
、
同
時
に
勧
修
寺
流
の
真
言
の
両
部
灌
頂
を
小
野
の
興
然

か
ら
受
け
て
い
る
。
後
に
李
通
玄
系
の
実
践
的
な
華
厳
に
共
鳴
し

て
、
思
想
上
の
変
化
を
経
験
し
、
絶
え
ず
禅
観
を
修
し
、
門
弟
に
は

華
厳
・
戒
律
を
し
ば
し
ば
講
じ
て
い
る
。
後
年
法
然
の
専
修
念
佛

義
が
高
揚
さ
れ
る
や
、
善
導
を
中
心
と
す
る
念
佛
義
を
自
ら
も
深

く
学
ん
だ
が
～
曇
鶯
系
の
浄
土
思
想
の
影
響
は
殆
ん
ど
認
め
ら
れ

ぬ
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
他
に
釈
迦
・
弥
勒
・
春
日
明
神
信
仰
等
も

加
わ
り
、
生
涯
に
多
彩
な
思
想
内
容
を
示
し
た
が
、
そ
の
教
学
の
骨

格
は
あ
く
ま
で
も
華
厳
・
真
言
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

明
恵
は
往
生
成
佛
の
道
と
し
て
の
浄
土
念
佛
義
を
解
脱
へ
の
正

当
な
道
筋
の
一
つ
と
認
め
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
法
然
が

善
導
を
享
け
て
唱
道
し
た
称
名
念
佛
そ
れ
自
体
も
、
決
し
て
明
恵

の
否
認
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
『
推
邪
輪
』

（
巻
上
）
の
序
に
当
る
箇
処
で
も
、
自
ら
明
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ノ
ー
ヒ
セ
ノ
ヲ
モ

カ
ノ
ニ
モ
テ
ハ

ノ

是
故
不
し
非
二
称
名
行
如
不
レ
背
二
善
導
釈
圭
於
二
正
念
正
見
念

二
ク
リ

シ
ズ
シ
ル
ノ
ヲ

佛
者
一
悉
奉
二
帰
命
頂
礼
弐
必
可
レ
蒙
二
来
世
引
導
や

こ
の
言
葉
が
明
瞭
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
明
恵
は
‐
称
名
自

体
が
悪
い
と
い
う
の
で
は
勿
論
な
く
、
ま
た
法
然
が
善
導
を
拠
り

ど
こ
ろ
と
し
た
事
実
を
何
ら
不
当
と
断
じ
た
わ
け
で
も
な
く
、
む

し
ろ
正
し
い
念
佛
の
実
践
者
に
は
、
深
く
敬
意
を
表
す
る
に
や
ぶ

さ
か
で
な
い
と
述
寺
へ
、
そ
の
よ
う
な
人
が
も
し
存
在
す
る
な
ら
ば
、

来
世
の
引
導
を
仰
い
で
も
よ
い
と
す
ら
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
す

ぐ
そ
の
後
で
、
法
然
の
こ
の
害
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
き
よ
う
に

と
て
、
近
代
女
人
等
の
念
佛
者
に
向
っ
て
、
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ク
テ
ヲ
ス

ｒ
須
下
拱
レ
手
念
佛
塑

シ

と
言
っ
て
勧
励
ま
で
し
て
い
る
。

明
恵
の
『
選
択
集
』
批
判
そ
れ
自
体
も
、
従
っ
て
、
浄
土
教
乃

至
称
名
念
佛
そ
の
も
の
の
批
判
で
は
な
く
、
菩
提
心
を
諸
行
と
並

べ
て
こ
れ
を
棄
捨
し
、
念
佛
の
み
を
選
取
す
る
こ
と
を
唱
道
し
た

法
然
の
念
佛
の
受
け
と
り
方
を
難
じ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
明

恵
の
数
多
い
著
作
の
中
で
、
彼
の
浄
土
念
佛
の
最
も
よ
く
閲
明
さ

れ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
こ
の
『
選
択
集
』
論
難
の
害
と
し
て
著

わ
さ
れ
た
『
推
邪
輪
』
及
び
『
荘
厳
記
』
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は

元
来
、
法
然
の
念
佛
義
に
た
い
す
る
破
邪
的
性
格
を
も
っ
た
著
述

で
あ
る
が
、
諸
処
に
明
恵
自
身
の
念
佛
義
が
明
瞭
に
表
明
さ
れ
て

い
る
点
、
明
恵
の
念
佛
観
を
探
る
上
で
最
も
貴
重
な
文
献
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
へ
の
批
判
は
自
ら
自
己
へ

と
向
わ
ざ
る
を
得
ぬ
の
は
自
然
の
趨
勢
で
あ
る
。
明
恵
は
法
然
の

念
佛
義
を
厳
し
く
批
判
し
つ
つ
、
一
方
法
然
か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
も

多
大
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
明
ら
か
な
顕
わ
れ
と
し
て
、

相
継
い
で
著
わ
さ
れ
た
『
三
時
三
宝
礼
釈
』
と
『
自
行
三
時
礼
功

徳
義
』
が
あ
る
。

’
一

前
者
は
、
建
保
三
年
（
三
二
五
）
十
一
月
二
十
五
日
（
四
十
三
歳
）

に
、
後
者
は
、
建
保
四
年
（
二
二
六
）
十
月
五
日
（
四
十
四
歳
）
に
、

共
に
高
山
寺
で
製
作
さ
れ
て
い
る
。
『
推
邪
輪
』
と
『
荘
厳
記
』
は
、

建
暦
二
年
（
二
二
三
の
十
一
月
二
十
三
日
（
四
十
歳
）
及
び
建
保

元
年
（
二
二
三
）
の
六
月
二
十
二
日
（
四
十
一
歳
）
に
相
継
い
で
作

ら
れ
て
い
る
。
『
推
邪
輪
」
と
『
荘
厳
記
』
を
破
邪
の
書
と
す
れ

ば
、
『
礼
釈
』
と
『
功
徳
義
』
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
顕
正
の

書
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
中
間
、
す
な
わ

ち
、
建
保
三
年
（
二
二
五
）
正
月
に
、
ほ
ん
の
一
月
の
間
に
相
継

い
で
書
か
れ
た
の
が
所
謂
る
「
四
座
講
式
」
で
、
こ
れ
は
、
舎
利
、

遺
跡
、
十
六
羅
漢
、
浬
樂
の
徳
を
讃
嘆
し
た
四
つ
の
講
式
で
、
こ

の
一
連
の
講
式
自
体
に
も
、
弥
陀
を
憧
慢
し
た
法
然
、
釈
迦
を
崇

め
た
明
恵
の
鮮
や
か
な
対
照
が
見
ら
れ
、
両
者
の
佛
教
観
の
相
違

を
示
唆
し
て
い
る
点
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し

て
、
明
恵
の
破
邪
を
踏
ま
え
た
顕
正
の
表
現
の
余
り
に
も
速
や
か

な
呈
示
に
は
、
深
い
内
的
必
然
性
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な

わ
ち
、
『
擢
邪
輪
』
『
荘
厳
記
』
二
著
の
う
ち
で
明
恵
が
展
開
し

た
十
六
の
過
失
を
巡
る
法
然
の
念
佛
義
批
判
は
、
い
わ
ば
、
一
種

の
、
自
己
の
念
佛
義
創
造
を
余
儀
な
か
ら
し
め
ら
れ
た
過
程
と
な

っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実
は
、
そ
の
ま
ま
、
明

恵
が
法
然
の
念
佛
義
を
考
察
す
る
過
程
に
お
い
て
、
い
か
に
深
い

精
神
的
影
響
を
蒙
っ
た
か
を
反
証
す
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
点
か
ら
し
て
も
、
三
宝
の
名
号
本
尊
は
、
法
然
の
念
佛
義
に

触
発
さ
れ
て
、
明
恵
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
華
厳
・
真
言
流
の
本
尊

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
を
毎
日
三
時
に
九
返
の
礼
拝
を
伴

っ
て
称
え
る
行
業
は
、
明
恵
流
の
称
名
念
佛
の
行
と
も
称
せ
ら
れ

う
る
で
あ
ろ
う
。

事
実
こ
の
三
宝
の
名
号
本
尊
の
形
式
は
、
佛
法
僧
三
宝
の
梵
字

を
上
に
頂
き
、
中
央
の
蓮
の
花
弁
の
上
に
「
南
無
同
相
別
相
住
持

佛
法
僧
三
宝
」
の
十
三
字
を
上
下
に
並
べ
、
そ
の
両
側
の
上
下
に
、

都
合
四
つ
因
位
の
菩
提
心
の
名
号
を
配
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

四
つ
の
菩
提
心
の
名
称
は
、
『
華
厳
経
』
中
に
説
か
れ
て
い
る
二

十
種
菩
提
心
の
中
か
ら
選
び
取
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
如
来
の

四
智
に
配
当
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
右
上
の

万
相
荘
厳
金
剛
界
心
は
大
円
鏡
智
に
、
右
下
の
大
勇
猛
瞳
智
慧
蔵

心
は
平
等
性
智
に
、
左
上
の
如
那
羅
延
堅
固
瞳
心
は
妙
観
察
智
に
、

左
下
の
如
衆
生
海
不
可
尽
心
は
成
所
作
智
に
順
ず
る
も
の
で
あ
る

し
、
中
央
の
十
三
字
の
三
宝
の
名
号
は
法
界
体
性
智
の
意
味
で
あ

る
と
す
る
点
な
ど
は
、
正
に
真
言
密
教
の
五
智
の
思
想
及
び
曼
茶

羅
か
ら
の
発
想
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
形
式
は
密
教
の
曼
茶
羅
に
軌
範
を
仰
い
で
は
い
る
も
の
の
、

内
容
は
所
帰
の
三
宝
を
ぱ
礼
拝
す
る
と
こ
ろ
の
、
さ
と
り
の
種
子

た
る
能
帰
の
菩
提
心
で
あ
る
。
明
恵
は
『
礼
釈
』
の
中
で
何
故
果

徳
の
四
智
を
礼
拝
せ
ず
に
＄
因
位
の
菩
提
心
を
礼
拝
す
る
の
で
あ

る
か
と
い
う
問
い
を
出
し
て
、
『
法
界
無
差
別
論
』
の
文
を
引
き
、

そ
れ
は
恰
も
三
日
月
を
拝
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
煩
悩
の
中

い
だ

か
ら
菩
提
心
を
出
す
こ
と
は
実
に
尊
む
鎌
へ
き
こ
と
で
あ
る
。
佛
果

の
尊
い
こ
と
は
満
月
の
鮮
や
か
な
よ
う
な
も
の
で
、
言
う
ま
で
も

な
い
と
答
え
て
い
る
。
明
恵
は
こ
の
よ
う
に
三
宝
に
南
無
す
る
心

は
菩
提
心
に
相
応
す
る
と
し
て
、
こ
の
名
号
本
尊
を
案
出
し
、
こ

れ
ら
二
つ
の
釈
文
の
中
で
そ
の
意
義
を
繧
々
と
説
明
し
て
い
る
が
、

要
は
菩
提
心
の
礼
拝
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

三
宝
礼
の
意
義
を
述
べ
た
二
著
の
中
、
『
礼
釈
』
の
方
は
、
建

保
三
年
（
一
二
一
五
）
十
一
月
二
十
五
日
の
夜
中
の
午
前
四
時
頃
、

栂
尾
の
練
若
台
の
草
庵
で
、
寒
気
身
に
迫
る
中
を
、
明
恵
が
松
風

の
音
を
耳
に
し
な
が
ら
書
き
綴
っ
た
も
の
で
、
必
ず
し
も
側
に
侍

っ
た
門
弟
に
書
き
と
ら
せ
た
も
の
と
解
す
る
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
こ
の
『
礼
釈
』
の
、
問
答
を
処
々
に
挾
ん
で
論
を

進
め
る
方
法
は
、
『
推
邪
輪
』
等
の
著
作
の
様
式
と
軌
を
一
に
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
三
宝
礼
の
本
尊
が
、

い
か
に
華
厳
・
真
言
の
教
義
の
奥
深
い
道
理
を
踏
ま
え
て
創
案
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
見
る
誰
し
も
が
率
直
に
感
ず

る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
余
り
に
も
複
雑
・
煩
墳
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
れ
が
在
家
の
男
女
に
も
依
用
さ
れ
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る
こ
と
が
当
初
か
ら
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
法

然
の
唱
道
し
て
い
た
六
字
の
名
号
の
執
持
の
簡
潔
性
・
易
行
性
、

し
た
が
っ
て
大
衆
性
と
は
余
り
に
も
懸
隔
が
あ
り
す
ぎ
る
こ
と
は
、

誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
明
恵
は
こ
の
短
所
に
ど
う
対
処
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
宝
礼
の
儀
礼
の
特
質
は
、
こ
の
複
雑
な
曼
茶
羅
様
の
三
宝
の

名
号
本
尊
に
向
っ
て
、
礼
拝
す
る
と
い
う
身
業
を
強
調
し
た
点
で

あ
ろ
う
。
口
に
三
宝
の
名
号
を
称
え
た
り
す
る
こ
と
が
第
二
義
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
『
礼
釈
』
の
後
の
方
に
出
て
く
る
在
家
の

男
子
に
擬
せ
ら
れ
た
人
物
か
ら
の
問
い
に
答
え
る
中
で
、

心
ノ
内
二
敬
重
ノ
儀
ア
レ
バ
、
ロ
ニ
ァ
ラ
ハ
サ
ズ
ト
モ
足
ヌ

ベ
シ
Ｏ

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
宝
本

尊
の
前
に
華
。
香
・
菓
子
等
、
時
に
よ
っ
て
は
衣
類
。
履
物
ま
で

も
、
任
意
に
供
え
て
、
礼
拝
す
る
に
際
し
、

在
家
ノ
男
子
女
人
〈
南
無
三
宝
後
生
タ
ス
ヶ
サ
セ
給
ヘ
ト
イ

た
れ

ハ
ン
ニ
足
り
。

と
述
奈
へ
て
い
る
よ
う
に
↑
最
も
簡
略
で
と
な
え
易
い
唱
え
言
葉
を

薦
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
は
僧
分
で
あ
る
明
惠

自
身
の
よ
う
に

能
施
所
施
及
施
物
於
三
世
中
無
所
得

我
等
安
住
最
勝
心
供
養
一
切
佛
法
僧

と
唱
え
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
更
に
簡
略
に
し
た
と
い
わ

れ
る

南
無
三
宝
菩
提
心
現
当
二
世
所
願
円
満

と
さ
え
在
家
の
人
び
と
に
唱
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
始
め

か
ら
無
理
で
あ
る
こ
と
を
十
分
心
得
て
の
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
こ
と
に
上
の
四
句
の
文
の
最
終
の
三
字
は
、
明
恵
自
身

の
創
意
で
あ
る
こ
と
を
明
し
て
、

但
終
リ
ノ
十
方
佛
ノ
三
字
ヲ
改
メ
テ
佛
法
僧
ト
ナ
セ
ル
也
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
唱
え
文
句
を
三
宝
本
尊
に
合
致
せ
し
め

ん
が
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
供
養
を
伴
な
う

礼
拝
の
所
作
を
ぱ
、
明
恵
は
高
山
寺
の
住
僧
と
共
に
自
ら
多
年
実

践
し
て
き
た
と
て
、

同
宿
ノ
小
僧
等
此
事
ヲ
学
デ
行
ヲ
ツ
ト
メ
テ
多
ク
ノ
年
ヲ
ツ

ー
メ
Ⅶ
ソ
○

と
述
懐
し
て
い
る
が
、
明
恵
の
熱
意
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
が
、
山

門
外
の
道
俗
の
間
で
、
い
か
程
の
普
遍
性
、
永
続
性
を
持
ち
え
た

か
は
甚
だ
疑
問
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
『
推
邪
輪
』
及
び
『
荘
厳
記
』
に
見
ら
れ
る
明
恵
の
浄

三
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土
教
観
を
、
そ
の
念
佛
論
、
往
生
観
と
の
関
連
に
お
い
て
一
瞥
し
、

そ
の
特
質
を
見
定
め
て
見
た
い
。
総
じ
て
明
恵
の
浄
土
観
は
、
唯

心
論
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
に
先
づ
注
意
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

明
恵
は
『
推
邪
輪
』
に
お
い
て
、

レ
テ
ノ

ヲ
ク
ト

ー
プ

ヲ

夫
以
二
無
漏
浄
識
所
変
一
名
二
浄
土
や
」
．
：
…
以
二
有
漏
識
所
変
一

ス
ト

ル
ニ
ト
チ
し
’
一
ノ
ハ

為
二
械
土
率
…
…
然
浄
識
者
即
是
菩
提
心
也
。
故
一
切
浄
土

一
プ

ヲ
ス
ト

以
二
菩
提
心
一
為
二
正
因
一
也
。

と
述
寺
へ
、
ま
た
更
に
、

ニ
ヌ
ノ
ハ
ヲ
ス
ト
シ
ン
ラ
バ

明
知
。
浄
土
因
果
皆
菩
提
心
為
し
体
。
若
不
レ
爾
者
、
浄
土
不
し

‐
刀
ラ
ス

ニ
ル
レ

可
二
成
立
圭
・
・
・
…
当
し
知
。
浄
識
乃
至
無
漏
心
者
、
是
菩
提

ノ
一
一
ノ
シ

テ

ヲ
シ
テ
卜

心
也
。
是
故
初
心
行
者
、
亦
以
二
菩
提
心
一
為
二
正
因
一
得
二
往

ヲ

レ
バ

モ
シ
ル
ノ

生
や
．
．
…
然
者
菩
提
心
、
最
可
レ
為
二
浄
土
正
因
韮

と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
浄
土
そ
の
も
の
の
体
が
無
漏
の
浄

識
が
現
わ
し
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
浄
識
と
は
菩
提
心
に
他
な
ら

ぬ
か
ら
、
菩
提
心
こ
そ
が
浄
土
往
生
の
正
因
で
あ
る
と
言
っ
て
↑

称
名
念
佛
を
正
因
と
し
て
掲
げ
る
法
然
に
対
し
て
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
明
恵
の
主
張
は
、
浄
土
の
因
果
は
菩
提
心
で
あ
る
と
い
う
一

貫
し
た
信
念
に
基
づ
い
て
お
り
、
往
生
に
関
し
て
は
、
「
菩
提
心

正
因
」
を
あ
く
ま
で
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は

唯
識
思
想
を
媒
介
と
し
た
華
厳
の
唯
心
縁
起
に
基
づ
く
浄
土
観
で

あ
り
、
三
界
唯
心
の
教
義
に
基
づ
い
て
唯
心
の
浄
土
を
立
て
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
念
佛
門
の
指
方
立
相
の
西
方
浄

土
観
と
は
自
ら
異
っ
た
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

浄
土
教
の
西
方
浄
土
義
を
一
般
の
浄
土
義
に
置
き
換
え
て
理
解
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
明
恵
は
、
法
然
の
称
名
念
佛
義
を
批
判
し
て
、
同
じ
く

『
推
邪
輪
』
（
巻
上
）
に
、

ニ
ヌ

ハ
レ

ハ
ザ
ル
ル
ノ
ミ
ー
ー
二

明
知
。
内
心
是
正
因
也
。
往
生
之
業
非
一
二
唯
限
二
口
称
一
也
。

シ

ニ
ラ
バ
ヲ
テ
ヲ
シ
ス
ト

・
・
・
…
若
口
称
之
外
取
二
内
心
一
者
、
以
二
内
心
一
可
レ
為
二
正
因
や

〈
チ
レ

ロ
称
即
是
助
業
也
。

と
述
零
へ
て
い
る
が
、
称
名
を
正
定
業
と
し
た
善
導
・
法
然
の
立
場

と
は
全
く
逆
の
見
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
即
ち
明
恵
に
よ

れ
ば
、
口
称
は
内
心
の
補
助
的
行
為
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
自
ら

観
勝
称
劣
の
立
場
に
連
な
る
も
の
で
あ
り
、
末
世
の
凡
夫
の
た
め

の
教
え
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
口
称
を
重
視
し
た
善
導
・
法
然

流
の
念
佛
義
と
は
、
全
く
対
耽
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
る
Ｑ
こ
の
見
方
は
、
明
恵
の
、
念
佛
は
口
称
で
な

く
心
念
で
あ
る
と
い
う
次
の
よ
う
な
発
言
に
も
よ
く
表
わ
れ
て
い

づ
（
》
Ｏ

ソ
フ
ト

チ
ル
ー
ノ
ー
フ

凡
言
レ
念
者
、
明
記
不
忘
之
称
、
即
在
し
心
也
。
是
故
言
二
念

シ
ク
ス
ヲ

佛
一
者
、
正
指
二
心
念
一
之
言
也
。
（
同
書
・
巻
上
）

明
恵
が
観
勝
称
劣
の
立
場
を
最
も
明
確
に
表
明
し
て
い
る
の
は
、

頁ワ
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恐
ら
く
、
同
じ
く
巻
上
に
見
ら
れ
る
次
の
発
言
で
あ
ろ
う
。

ノ
ー
ー
ハ
ズ
リ
ニ
ス
ル
ヲ
へ
（
ク
ノ
プ
ヲ
ズ

称
名
位
必
有
下
専
二
念
佛
一
心
畢
譽
如
下
世
人
呼
レ
人
時
、
必

ガ
ス
ル
ヲ
モ
シ
ノ
ハ
ヲ
ズ
ス
ル

有
中
専
二
念
其
人
一
之
心
如
此
亦
如
し
是
。
口
称
念
想
必
具
足

モ
リ
．
卜
ス
ル
ハ
テ
ヲ
ス
ト
ノ
二

也
。
雛
し
然
両
種
相
対
時
、
以
二
念
心
一
為
し
勝
、
内
門
転
故
。

テ
ヲ
ス
ト

ノ
一
一

以
二
称
名
一
為
し
劣
、
外
門
転
故
。

こ
の
様
に
明
恵
は
、
念
を
称
よ
り
勝
れ
て
い
る
と
見
る
理
由
は
、

心
が
称
名
の
場
合
は
外
側
に
向
っ
て
働
き
、
念
心
の
場
合
は
内
面

に
働
く
か
ら
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
念
佛
と

菩
提
心
と
を
相
対
せ
し
め
る
時
は
、
菩
提
心
こ
そ
が
主
体
で
あ
っ

て
、
専
念
弥
陀
は
従
属
的
な
地
位
に
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
と

し
て
、
菩
提
心
を
捨
て
て
念
佛
を
取
っ
た
法
然
を
批
判
し
て
、
明

恵
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

ハ
レ
ノ
レ
ハ
レ

発
菩
提
心
、
是
佛
道
正
因
、
是
体
声
也
。
専
念
弥
陀
、
是
往

ノ

レ

テ
ヲ
ル
ヲ
シ
レ
テ
ヲ
ム
ル
ガ
ヲ

生
別
行
、
是
業
声
也
。
汝
捨
レ
休
取
レ
業
。
如
二
離
し
火
求
診
煙
。

シ
フ
シ
フ

可
レ
咲
可
レ
咲
・

こ
の
よ
う
に
明
恵
は
菩
提
心
を
本
体
と
し
、
称
名
念
佛
を
そ
の

業
作
と
見
、
本
体
な
く
し
て
業
作
は
も
と
よ
り
考
え
ら
れ
ぬ
か
ら
、

菩
提
心
を
棄
捨
し
て
念
佛
を
唱
道
し
た
法
然
を
、
「
火
を
離
れ
て

煙
を
求
」
め
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
潮
笑
し
て
い
る
。

『
推
邪
輪
』
第
三
段
の
末
尾
に
、
明
恵
は
、

レ
パ
チ
シ
シ
テ
ガ
ヲ
フ
ー
ー
モ
ス
ト
カ
ン
ト

然
則
可
下
翻
二
汝
言
一
云
釦
佛
意
正
直
雛
し
欲
し
説
二
菩
提
心
丼

ノ
ヲ
テ
ー
ー

ク

ノ
ヲ

大
菩
提
行
式
随
し
機
一
往
説
二
称
名
等
易
行
一
也
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
第
三
段
の
冒
頭
に
引
用
し
た

法
然
の
言
葉

ク
テ
ノ
一
一
く
ぺ
ヲ

〈
ニ
モ
ス
ト
カ
ン
ト

且
依
二
善
導
一
意
一
而
謂
レ
之
者
、
原
夫
佛
意
正
直
雌
し
欲
し
説
ニ

ヲ
テ
ニ
キ

ノ
ヲ

唯
念
佛
之
行
↓
随
し
機
一
往
説
二
菩
提
心
等
諸
行
？
：
…

を
逆
転
せ
し
め
た
も
の
で
、
こ
こ
に
明
恵
が
『
推
邪
輪
』
及
び

『
荘
厳
記
』
に
お
い
て
、
乃
至
、
自
己
の
思
想
全
体
に
お
い
て
持

し
て
い
た
根
本
的
立
場
が
、
明
瞭
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
明
恵
に
よ
る
法
然
の
念
佛
義
批
判

の
最
も
基
本
的
な
点
は
、
明
恵
自
身
は
善
導
を
正
し
く
受
け
と
め

た
と
自
認
し
て
い
た
が
‐
明
恵
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
見
る
と
、

『
観
経
』
の
解
釈
に
お
い
て
古
今
偕
定
を
遂
行
し
、
浄
土
教
史
上

劃
期
的
な
念
佛
義
を
唱
道
し
た
善
導
の
真
意
が
、
全
く
汲
み
と
ら

れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
明
恵
自
身
は
そ
の
自
負
に
反

し
て
、
善
導
の
立
場
を
全
く
顛
倒
し
て
受
け
と
っ
て
一
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

明
恵
に
見
ら
れ
る
雲
鴬
系
の
念
佛
思
想
の
影
響
の
痕
跡
は
、
殆

ん
ど
皆
無
に
等
し
い
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
往
生
思
想
に
関

し
て
も
、
「
生
即
無
生
‐
｜
と
い
っ
た
受
け
と
り
方
は
な
さ
れ
て
い

な
い
が
、
「
遺
訓
』
に
見
え
る
「
我
は
後
生
た
す
か
ら
ん
と
云
者

に
非
ず
、
た
目
現
世
に
先
あ
る
ゞ
へ
き
や
う
に
て
あ
ら
ん
と
云
者
な

58



り
」
と
い
う
日
頃
の
述
懐
や' 

「我

は

当

時(

現
在)

よ
り
住
都 

率
と
存
ず
る
な
り
」(

『
上
人
之
事
』)

と
い
う
信
念
の
披
瀝
に
は
、 

彼
土
得
生
を
願
生
す
る
姿
勢
よ
り
は
、
現
世
を
重
視
す
る
方
向
が 

伺
わ
れ
る
。
明
恵
に
と
っ
て
は
、
恐
ら
く
、
弥
勒
の
浄
土
や
盧
舎 

那
佛
の
蓮
華
台
蔵
世
界
は
、
何
よ
り
も
先
づ
、
あ
る
べ
き
や
う
に

あ
り
た
い
と
い
う
自
己
の
住
す
る
現
世
の
背
景
、
も
し
く
は
基
盤 

と
し
て
の
意
義
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
恵 

に
お
い
て
は
、
念
佛
は
、
菩
提
心
の
現
世
に
お
け
る
表
現
の
一
形 

態
で
あ
り
、
か
つ
菩
提
心
を
育
成•

助
成
す
る
た
め
の
手
だ
て
の 

一
つ
に
す
ぎ
ぬ
と
見
做
さ
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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