
天
台
真
盛
宗
を
代
表
す
る
学
匠
の
一
人
閑
庵
色
井
秀
讓
師
が
、
書
名
に

掲
げ
ら
れ
た
主
題
に
関
し
て
、
戦
前
か
ら
最
近
に
至
る
ま
で
の
た
ゆ
ま
ぬ

研
究
活
動
の
成
果
を
集
成
し
、
さ
ら
に
新
た
な
考
究
を
加
え
ら
れ
た
も
の
。

六
百
・
ヘ
ー
ジ
に
近
い
大
冊
で
、
整
然
と
組
織
さ
れ
た
二
篇
十
章
よ
り
成
る
。

そ
の
第
一
篇
（
第
一
’
六
章
）
は
浄
土
念
佛
の
原
典
と
見
ら
れ
る
大
無
量

寿
経
に
つ
い
て
の
論
究
で
あ
り
、
そ
の
第
二
篇
（
第
七
’
十
章
）
は
そ
れ

か
ら
展
開
し
た
後
世
の
念
佛
行
の
種
盈
な
教
説
に
つ
い
て
の
論
究
で
あ
る
。

第
一
篇
第
一
章
成
立
次
第
考
で
は
、
主
と
し
て
、
本
願
文
の
比
較
と
経

全
体
の
構
成
の
比
較
と
の
二
視
点
か
ら
し
て
、
大
経
諸
本
の
成
立
の
順
序

を
考
察
す
る
。
そ
の
結
論
は
、
呉
本
が
第
一
に
出
、
次
に
そ
れ
に
則
っ
て

漢
本
が
（
筆
者
は
以
上
二
本
を
甲
類
と
呼
ぶ
）
、
そ
し
て
そ
の
願
数
を
倍
加

し
た
魏
本
が
中
間
に
位
し
、
そ
の
構
成
を
か
な
り
改
め
て
唐
本
が
、
そ
れ

に
二
、
三
の
改
訂
を
加
え
て
梵
・
蔵
本
が
、
最
後
に
や
や
異
質
な
宋
本
が

成
っ
た
（
筆
者
は
唐
本
以
下
を
乙
類
と
呼
ぶ
）
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

１
１

書
評
・
紹
介

Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
’
０
１
１
１
１
１
１

色
井
秀
讓
著

「
浄
土
念
佛
源
流
考
」

１
大
無
量
寿
経
と
そ
の
周
辺
Ｉ

櫻
部
建

第
二
章
原
始
形
態
考
で
は
、
現
存
最
古
の
呉
訳
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
仮
に
「
阿
弥
陀
佛
二
十
四
願
経
」
「
極
楽
荘
厳
経
」
「
過
度
人
道
経
」

と
名
づ
け
得
べ
き
三
つ
の
経
典
が
存
在
し
た
こ
と
を
〃
想
定
″
し
、
そ
の

三
経
が
結
合
し
た
と
こ
ろ
に
呉
訳
の
原
本
が
成
立
し
た
、
と
す
る
。
そ
し

て
、
そ
の
三
の
中
、
「
極
楽
荘
厳
経
」
こ
そ
が
大
経
の
原
始
形
態
と
考
え

ら
れ
る
も
の
で
、
他
の
二
は
そ
れ
を
素
材
と
し
て
〃
編
纂
″
さ
れ
た
と
見

ら
れ
る
、
と
説
く
。
い
わ
ゆ
る
三
毒
五
悪
段
は
「
過
度
人
道
経
」
よ
り
由

来
し
て
本
来
呉
本
大
経
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
廃
悪
修
善

を
説
く
積
極
的
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。

第
三
章
は
往
生
本
願
考
で
、
大
経
に
説
か
れ
る
多
数
の
本
願
の
中
で
そ

の
中
核
と
な
る
と
見
ら
れ
る
「
往
生
本
願
」
す
な
わ
ち
往
生
者
の
往
生
す

る
因
由
を
説
く
諸
願
（
呉
訳
に
お
い
て
は
第
四
’
七
願
、
魏
訳
に
お
い
て

は
第
十
七
’
二
十
願
、
等
）
を
、
さ
ら
に
、
直
接
そ
の
因
由
を
示
す
「
生

因
本
願
」
と
生
因
を
動
か
す
も
と
と
な
る
も
の
を
示
す
「
諸
佛
称
揚
願
」

と
そ
れ
ら
に
密
接
に
関
係
す
る
「
臨
終
来
迎
願
」
と
の
三
種
に
分
類
し
て
、

諸
本
の
上
に
見
ら
れ
る
そ
れ
ら
の
形
態
の
変
遷
と
そ
の
意
味
と
を
考
察
す

つ
（
》
Ｏ

第
四
章
三
輩
往
生
考
で
は
、
生
因
本
願
の
成
就
文
と
さ
れ
る
「
三
輩
往

生
の
文
」
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
「
諸
佛
称
揚
願
の
成
就
文
（
こ
れ
は
魏

訳
以
降
に
出
現
す
る
）
」
「
三
輩
往
生
総
説
文
（
ふ
つ
う
に
は
「
第
十
八
願

成
就
文
」
と
い
わ
れ
る
も
の
）
」
「
疑
惑
往
生
の
文
（
呉
・
漢
訳
で
は
「
三

輩
往
生
の
文
」
と
結
び
つ
い
て
存
す
る
が
、
魏
訳
以
後
の
諸
本
で
は
経
の

末
尾
に
近
い
所
に
置
か
れ
て
い
る
。
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
版
梵
文
で
第
四
十

一
章
）
」
と
に
つ
い
て
、
詳
細
に
分
析
的
な
比
較
考
察
を
な
し
、
三
輩
往
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生
思
想
が
呉
・
漢
訳
か
ら
宋
訳
に
至
る
間
に
四
様
の
変
化
を
示
し
な
が
ら

四
段
階
に
（
呉
・
漢
本
↓
魏
本
↓
唐
・
梵
・
蔵
本
↓
宋
本
）
展
開
し
た
と

説
く
。第

五
章
背
後
的
思
想
考
の
初
め
の
二
節
で
は
、
大
経
の
中
心
で
あ
る
往

生
思
想
の
背
景
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
種
灸
な
思
想
が
、
初
期
（
呉
・
漢

本
）
と
後
期
と
に
分
け
て
、
論
ぜ
ら
れ
る
。
初
期
に
は
、
現
世
利
益
と

奇
蹟
を
語
る
俗
信
的
思
想
や
、
阿
羅
漢
の
立
場
を
是
認
す
る
小
乗
思
想
の

〃
残
存
″
や
、
誓
願
・
六
度
・
供
養
諸
佛
・
不
退
位
な
ど
を
内
容
と
す
る

素
朴
な
初
期
大
乗
思
想
な
ど
を
基
層
と
し
て
、
そ
の
上
に
感
覚
的
な
原
始

的
浄
土
観
や
崇
佛
思
想
を
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
廃
悪
修
善
を
強
調
す
る
因

果
応
報
的
道
徳
思
想
と
般
若
空
を
意
識
す
る
以
前
の
原
初
的
空
思
想
と
を

置
く
と
い
う
思
想
構
造
が
認
め
ら
れ
る
。
後
期
に
至
る
と
、
そ
の
空
思
想

は
深
ま
っ
て
般
若
空
の
思
想
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
空
思
想
の
進
展
深

化
を
反
映
す
る
の
が
、
呉
・
漢
訳
に
頻
出
し
魏
訳
以
後
漸
減
す
る
「
自
然
」

の
語
と
、
逆
に
宋
訳
に
顕
著
に
現
わ
れ
る
「
無
」
の
語
の
用
例
で
あ
る
。

ま
た
、
廃
悪
修
善
因
果
応
報
の
思
想
は
、
魏
訳
以
後
の
諸
本
に
お
い
て
も

依
然
と
し
て
そ
の
背
後
に
見
ら
れ
る
が
、
唐
訳
以
下
で
は
世
間
的
な
道
徳

を
抑
え
て
出
世
間
的
な
徳
行
を
盛
り
上
げ
、
そ
れ
を
植
諸
徳
本
・
善
根
回

向
に
統
一
し
て
お
り
、
そ
の
植
諸
徳
本
も
ま
た
般
若
空
的
な
反
省
の
上
に

立
つ
無
相
無
著
の
行
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
著
者
の
論
旨
で
あ
る
。
第
五

章
第
三
節
般
舟
三
昧
思
想
の
項
で
論
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
「
般
舟
三
昧
経
』

に
は
明
ら
か
に
阿
弥
陀
佛
経
典
の
影
響
が
見
出
さ
れ
る
が
大
経
に
は
般
舟

三
昧
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
結
論

と
し
て
、
呉
・
漢
本
に
お
い
て
般
舟
三
昧
思
想
の
影
響
は
い
ま
だ
萠
芽
的

で
あ
る
が
、
魏
本
以
下
の
四
十
八
願
系
諸
本
に
至
る
と
、
佛
を
億
念
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
（
臨
終
時
と
い
う
特
殊
な
状
況
に
限
定
さ
れ
る
が
）
佛
が

行
者
の
前
に
立
つ
と
い
う
こ
と
を
説
く
点
に
、
本
格
的
な
般
舟
三
昧
思
想

の
影
響
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
。

第
六
章
往
生
思
想
考
は
大
経
の
中
心
で
あ
る
往
生
思
想
を
と
り
あ
げ
、

こ
こ
で
も
諸
本
の
文
の
分
析
的
考
察
に
立
っ
て
、
そ
の
思
想
の
歴
史
的
展

開
の
段
階
を
論
理
的
な
次
第
を
追
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

歴
史
的
に
最
も
先
立
つ
呉
訳
三
輩
往
生
文
（
漢
訳
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
）
に

は
、
佛
教
一
般
に
通
ず
る
法
則
に
従
っ
て
極
楽
往
生
を
語
ろ
う
と
す
る
性

格
が
顕
著
で
、
自
業
自
得
の
因
果
応
報
の
観
念
や
出
家
重
視
の
傾
向
が
強

く
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
呉
訳
の
往
生
本
願
の
中
の
諸
佛
称
揚
の
願
に

は
、
聞
名
に
よ
っ
て
往
生
の
可
能
性
が
立
て
ら
れ
る
と
い
う
点
で
業
の
因

果
の
法
則
を
超
え
よ
う
と
す
る
考
え
が
見
ら
れ
、
同
時
に
そ
こ
に
往
生
を

在
家
救
済
の
道
と
し
て
よ
り
明
確
に
捉
え
よ
う
と
す
る
動
き
も
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
漢
訳
の
往
生
本
願
で
は
本
願
の
対
機
の
範
囲
を
拡
大
す
る
方
向
に

さ
ら
に
一
歩
が
進
め
ら
れ
、
出
家
優
位
の
観
念
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
却
っ

て
悔
過
に
よ
る
悪
人
救
済
の
道
を
開
い
て
い
る
。
次
の
魏
訳
で
は
、
第
十

八
願
の
独
立
（
呉
・
漢
訳
で
は
諸
佛
称
揚
願
の
後
半
に
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
の
独
立
を
著
者
は
聞
名
思
想
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
結
果
と
見

る
）
・
生
因
本
願
の
一
本
化
（
呉
訳
第
五
・
六
・
七
願
、
漢
訳
第
十
九
・
十

八
願
が
魏
訳
第
二
十
願
に
一
本
化
さ
れ
た
と
著
者
は
見
る
）
・
生
因
と
し

て
の
一
向
専
念
無
量
寿
佛
・
因
果
応
報
の
観
念
の
比
重
の
低
下
・
般
舟
三

味
思
想
の
明
ら
か
な
影
響
な
ど
注
目
す
寺
へ
き
新
し
い
要
素
が
現
わ
れ
る
。

唐
訳
で
は
三
毒
五
悪
段
が
消
失
し
、
世
俗
的
倫
理
や
出
世
間
的
行
修
と
住
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生
と
の
結
合
が
薄
れ
、
因
果
応
報
の
観
念
の
比
重
は
さ
ら
に
低
下
す
る
。

宋
訳
で
は
、
生
因
本
願
と
来
迎
本
願
が
合
し
て
一
生
因
願
と
な
る
か
ら
す

ぺ
て
の
衆
生
は
同
一
往
生
を
得
べ
き
こ
と
と
な
り
、
そ
の
生
因
は
ま
た
名

号
の
憶
念
に
統
一
さ
れ
て
い
る
、
な
ど
の
点
に
往
生
思
想
と
し
て
さ
ら
に

進
展
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
往
生
思
想
の
展
開
の
経
過
の
中
で
、
往
生

の
対
機
は
よ
り
ひ
ろ
く
善
悪
凡
夫
人
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
生
因
と
し
て
の

広
い
多
難
な
行
業
は
よ
り
簡
易
な
そ
れ
（
専
念
無
量
寿
佛
と
か
名
号
憶
念

と
か
）
へ
と
集
約
さ
れ
て
ゆ
き
、
そ
こ
に
や
が
て
後
世
に
他
力
易
行
道
思

想
の
咲
き
い
ず
べ
き
素
因
を
十
分
に
含
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
経
自
体
で

は
そ
の
開
花
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
大
経
諸
本
展
開
の
歴
史
の
限
り

で
は
つ
い
に
称
名
念
佛
を
生
因
と
す
る
往
生
思
想
は
現
わ
れ
出
な
か
っ
た
、

と
す
る
の
が
著
者
の
見
解
で
あ
る
。

第
二
篇
は
「
浄
土
念
佛
編
」
と
標
題
さ
れ
る
が
、
大
経
以
後
の
諸
経
論

に
見
え
る
浄
土
念
佛
思
想
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
第
七
章
執
持
名
号
考
が

『
阿
弥
陀
経
」
を
、
第
八
章
易
行
念
佛
考
が
「
十
住
毘
婆
沙
論
』
を
、
第

九
章
五
念
門
念
佛
考
が
「
往
生
論
』
を
、
第
十
章
観
想
念
佛
考
が
『
観
佛

三
味
海
経
』
『
観
無
量
寿
経
』
お
よ
び
善
導
の
諸
釈
を
論
究
す
る
。

第
七
章
に
は
、
小
経
構
成
の
素
材
と
し
て
先
に
挙
げ
た
「
極
楽
荘
厳
経
」

の
原
型
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
大
胆
な
推
定
も
あ
っ
て
注
目
を
惹
く
が
、

結
論
と
し
て
、
小
経
の
趣
意
は
「
佛
説
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ

た
阿
弥
陀
佛
の
名
号
を
、
（
佛
説
を
信
受
し
て
、
）
憶
念
し
発
願
願
生
す
れ

ば
、
不
退
転
を
得
て
往
生
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ

に
あ
る
、
と
説
く
。
往
生
に
つ
い
て
善
根
の
価
値
を
低
く
み
名
号
の
憶
念

を
唯
一
の
生
因
と
し
た
こ
と
、
願
生
に
よ
っ
て
不
退
転
を
得
ら
れ
る
と
し

た
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
経
の
特
異
の
説
示
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

第
八
章
で
は
、
十
住
論
の
念
佛
思
想
は
易
行
品
と
念
佛
品
以
下
の
六
品

と
に
見
え
そ
こ
で
は
念
佛
三
味
と
般
舟
三
昧
と
が
密
接
に
一
つ
に
結
び
つ

い
て
い
る
こ
と
、
十
住
論
は
「
漸
之
転
進
の
菩
薩
‐
一
す
な
わ
ち
（
主
と
し

て
在
家
の
）
鈍
根
の
菩
薩
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
本
来
初
二
地
の
釈

ま
で
で
完
結
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
十
住
論
・
智
度
論
の
著
者
が

依
用
し
た
浄
土
経
典
の
中
、
般
舟
三
昧
経
は
現
存
『
大
集
経
賢
護
分
」
に

近
く
、
大
経
は
魏
訳
に
近
く
、
小
経
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
十
住

論
に
説
か
れ
る
初
地
の
特
相
は
阿
惟
越
致
と
観
見
諸
佛
す
な
わ
ち
股
舟
三

昧
と
で
あ
り
、
前
者
は
易
行
品
に
後
者
は
念
佛
品
以
下
で
の
六
品
に
明
か

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
論
の
念
佛
思
想
は
初
地
観
全
体
が
念
佛
に
集
約

さ
れ
る
ご
と
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
論
で
は
般
舟
経
の
所
説
を
超
え
て
般

舟
三
味
に
色
身
の
念
佛
・
法
身
の
念
佛
・
実
相
の
念
佛
と
い
う
三
段
階
を

立
て
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
を
集
約
し
て
十
号
念
佛
を
説
く
の
で
あ
る
か
ら
、

般
舟
三
味
は
如
来
の
十
号
に
よ
る
諸
佛
の
念
観
に
帰
着
す
る
と
見
ら
れ
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
般
舟
三
昧
を
念
佛
三
昧
と
し
て
取
り
上
げ
、
佛
の
憶
念

を
名
号
の
憶
念
に
し
ぼ
り
、
称
名
憶
念
を
も
っ
て
易
行
の
中
心
と
し
つ
つ

こ
れ
に
聞
名
・
信
受
・
称
讃
・
礼
拝
を
結
び
つ
け
た
も
の
が
十
住
論
の
念

佛
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
お
称
名
憶
念
を
中
心
と
し
た
整
然
た
る
体
系
を

成
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
が
論
じ
ら
れ
る
。

第
九
章
に
著
者
は
説
く
。
無
著
・
世
親
の
佛
教
思
想
か
ら
い
え
ば
願
生

は
方
便
説
と
い
う
尋
へ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
聡
伽
佛
教
の
地
雌
に
載

せ
て
職
伽
佛
教
と
同
じ
道
を
歩
ま
せ
る
の
が
〃
世
親
の
祈
り
″
で
あ
っ
た
。

方
便
説
に
す
ぎ
な
か
っ
た
極
楽
願
生
を
正
系
の
琉
伽
佛
教
と
し
て
組
織
立
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て
た
の
が
『
往
生
論
」
で
あ
る
。
龍
樹
に
お
い
て
は
未
だ
無
組
織
で
あ
っ

た
念
佛
に
、
礼
拝
・
讃
嘆
を
前
提
と
し
作
願
・
観
察
を
中
核
と
し
回
向
を

後
得
智
的
展
開
と
す
る
体
系
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
念
佛
が
初

め
て
〃
組
成
″
さ
れ
、
そ
こ
に
新
た
に
観
察
が
浄
土
念
佛
に
お
け
る
重
要

な
要
素
と
し
て
着
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
。

第
十
章
で
は
、
『
観
佛
三
昧
海
経
」
と
『
観
無
量
寿
経
』
と
を
比
較
し

て
、
海
経
が
観
想
の
対
象
を
佛
身
に
限
る
の
に
観
経
は
佛
身
・
佛
土
に
亘

る
点
、
海
経
の
観
想
は
佛
一
般
に
関
す
る
が
観
経
で
は
阿
弥
陀
一
佛
に
限

ら
れ
る
点
、
海
経
の
観
想
の
解
説
に
比
し
て
観
経
の
そ
れ
は
遙
か
に
組
織

的
で
あ
る
点
な
ど
の
相
違
は
見
ら
れ
る
が
、
両
経
に
は
深
い
つ
な
が
り
が

あ
る
、
と
す
る
。
そ
れ
は
と
も
に
未
来
世
凡
夫
の
た
め
の
教
説
で
あ
り
、

と
も
に
佛
身
観
か
ら
佛
心
観
へ
と
進
む
も
の
で
あ
り
、
と
も
に
佛
観
想
の

根
源
を
能
観
者
の
主
体
性
に
繋
る
も
の
と
し
そ
れ
に
よ
っ
て
凡
夫
に
佛
観

想
の
可
能
性
を
確
立
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
著
者
の
見
解
で
あ
る
。
ま

た
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
般
舟
三
昧
と
観
佛
三
昧
と
の
間
に
は
決
定
的
な
相

違
が
あ
る
。
前
者
は
な
お
佛
在
世
時
を
遠
く
隔
た
ら
な
い
時
期
に
あ
っ
て
、

在
世
時
の
佛
弟
子
が
な
し
た
と
同
様
な
佛
と
の
現
前
の
値
見
を
期
待
し
て

い
る
。
後
者
は
佛
を
去
る
こ
と
遠
い
時
代
に
あ
っ
て
遙
か
か
な
た
の
佛
を

願
求
し
想
望
し
て
眼
前
に
そ
の
相
を
描
く
の
で
あ
る
、
と
。
大
経
の
一
向

専
念
無
量
寿
佛
に
も
小
経
の
執
持
名
号
に
も
五
念
門
の
中
の
讃
嘆
門
に
も

観
佛
三
昧
行
に
も
称
名
念
佛
へ
の
契
機
は
ひ
そ
ん
で
は
い
る
が
、
そ
れ
が

以
上
、
か
り
そ
め
な
内
容
要
約
を
与
え
た
が
、
そ
れ
か
ら
知
ら
れ
る
よ

う
に
、
こ
の
研
究
は
綿
密
な
分
析
的
推
論
に
基
づ
い
て
、
創
見
に
富
ん
だ

新
奇
な
主
張
を
数
食
提
示
し
て
い
る
。
著
者
は
、
従
来
諸
家
の
研
究
に
時

に
見
出
さ
れ
た
よ
う
に
の
ち
の
浄
土
教
の
宗
学
的
見
地
を
大
経
解
釈
や
初

期
浄
土
思
想
解
釈
の
中
に
も
ち
込
む
こ
と
を
厳
に
退
け
、
歴
史
的
順
序
を

追
っ
‐
て
そ
の
思
想
展
開
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
が
、

こ
の
魅
力
あ
る
書
は
今
後
の
初
期
浄
土
思
想
研
究
の
上
に
新
た
な
幾
多
の

問
題
を
提
起
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
昭
和
五
十
三
年
二
月
、
百
華
苑
Ａ
５
版
、
五
九
五
頁
、
七
、
○
○
○
円
）

顕
然
と
し
て
来
る
の
は
中
国
の
浄
土
念
佛
の
祖
師
ら
に
よ
る
。
曇
鴬
・
道

紳
ら
は
な
お
、
三
昧
的
念
佛
か
ら
の
脱
皮
を
目
指
し
て
称
名
念
佛
を
摸
索

し
て
い
る
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
善
導
に
至
っ
て
、
つ
い
に
三
昧

か
ち
脱
却
し
た
称
名
念
佛
観
が
確
立
さ
れ
た
。
著
者
は
そ
れ
を
新
し
い
念

佛
思
想
展
開
の
原
点
と
見
る
と
共
に
、
源
流
的
な
浄
土
念
佛
観
の
終
焉
と

見
る
の
で
あ
る
。

附
記
こ
の
害
の
中
に
、
般
舟
三
昧
経
諸
本
の
成
立
の
順
序
を
論
ず

る
箇
処
で
、
か
っ
て
発
表
し
た
拙
論
に
対
す
る
示
教
が
あ
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
の
卑
見
は
「
同
朋
佛
教
」
第
十
二
号
に
載
せ
た
の
で
、
参

照
を
得
れ
ば
幸
甚
。
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