
恵
心
僧
都
源
信
の
著
わ
し
た
『
往
生
要
集
』
が
平
安
中
期
以
後
の
日
本
の
思
想
界
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
周
知
の
よ
う
に
多
大
な
る
も

の
が
あ
る
。
佛
教
渡
来
以
後
、
最
も
広
い
層
に
惨
透
し
、
依
用
さ
れ
た
大
乗
経
典
は
一
般
に
『
法
華
経
』
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
聖
徳

太
子
が
こ
れ
を
重
視
し
て
註
釈
を
施
さ
れ
た
こ
と
が
一
つ
の
契
機
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
奈
良
時
代
に
は
「
金
光
明

経
』
『
仁
王
経
』
と
並
ん
で
護
国
三
経
の
一
つ
と
し
て
『
法
華
経
』
は
広
く
用
い
ら
れ
、
書
写
・
読
訶
さ
れ
た
が
、
伝
教
大
師
の
天
台

宗
開
創
と
共
に
、
平
安
初
期
よ
り
こ
の
か
た
日
本
全
土
に
普
及
す
る
に
至
っ
た
。
源
信
は
そ
の
『
法
華
経
』
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
日

本
天
台
宗
の
流
れ
を
汲
む
学
僧
で
あ
っ
た
が
、
学
解
の
み
に
満
足
せ
ず
、
深
く
己
れ
の
罪
業
を
凝
視
し
て
求
道
の
志
を
燃
や
し
、
阿
弥

陀
佛
の
西
方
浄
土
を
願
生
す
る
身
と
な
り
、
後
世
、
朝
題
Ⅱ
・
夕
念
仏
の
実
践
を
基
礁
と
す
る
天
台
浄
土
教
の
代
表
者
と
し
て
仰
が
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
源
信
の
天
台
浄
土
教
の
理
論
と
実
践
の
中
味
が
極
め
て
組
織
的
に
集
大
成
さ
れ
た
も
の
が
『
往
生
要
集
』
一

部
三
巻
で
あ
る
。
『
往
生
要
集
』
は
後
の
浄
土
教
大
成
者
・
法
然
、
更
に
法
然
の
思
想
を
発
展
せ
し
め
た
親
瀧
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
。
法
然
は
『
往
生
要
集
』
の
註
釈
四
部
を
著
わ
し
、
そ
の
主
著
『
選
択
本
願
念
佛
集
』
の
巻
頭
に
、
『
要
集
』
（
総
結
要

『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
菜
思
想
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行
）
中
の
言
葉
Ｉ
往
生
の
業
は
、
念
佛
を
も
っ
て
本
と
為
す
Ｉ
を
標
し
て
い
る
。
親
搦
は
源
信
を
七
高
僧
の
一
人
に
数
え
‘
『
高

僧
和
讃
』
の
中
で
そ
の
徳
を
ば
十
首
を
捧
げ
て
讃
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
源
信
は
も
と
も
と
天
台
宗
の
学
僧
で
あ
り
、
そ
の
学

系
を
天
台
教
学
に
汲
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
唱
道
し
た
念
佛
は
、
観
心
と
称
名
、
双
方
の
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
所
に
そ
の
特

色
が
見
ら
れ
る
。
法
然
は
中
国
の
善
導
流
の
念
佛
に
強
く
影
響
を
蒙
っ
て
お
り
、
親
鶯
の
思
想
は
善
導
に
加
え
て
曇
鴬
の
教
学
に
負
う

と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
一
方
、
源
信
に
対
す
る
曇
鶯
・
善
導
の
影
響
は
さ
ほ
ど
で
も
な
い
。
む
し
ろ
道
紳
・
迦
才
に
加
え
て
～
智
頻
・
慧

遠
の
諸
師
の
浄
土
教
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
。
『
往
生
要
集
』
と
言
え
ば
、
一
般
に
は
地
獄
・
極
楽
の
思
想
を
説
い
た
本
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
の
み
見
ら
れ
る
時
、
「
往
生
の
肝
要
」
を
説
き
明
か
し
た
文
章
の
類
集
と
い
う
こ
の
害
の
本
来
的
な
性
格

が
全
く
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
事
実
、
一
般
の
人
び
と
の
間
で
は
、
『
要
集
』
は
、
専
ら
善
因
楽
果
、
悪
因
苦
果

の
道
徳
的
教
説
を
説
い
た
本
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
地
獄
、
極
楽
の
描
写
は
、
「
要
集
』
に

お
い
て
は
～
実
際
は
念
佛
の
必
要
性
や
功
徳
を
説
き
明
か
し
、
そ
の
実
践
を
薦
め
る
と
い
う
そ
の
本
来
の
意
図
か
ら
云
え
ば
、
埜
本
テ

ー
マ
に
対
す
る
ほ
ん
の
導
入
部
に
す
ぎ
な
い
。
で
は
、
『
往
生
要
集
』
は
今
日
ま
で
何
故
主
に
地
獄
・
極
楽
を
説
い
た
本
と
し
て
の
み

見
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
言
う
迄
も
な
く
、
そ
の
冒
頭
に
展
開
さ
れ
る
凄
惨
で
酸
鼻
を
極
め
た
地
獄
の
具
体
的
描
写
や

豪
華
絢
燗
た
る
浄
土
の
華
麗
に
し
て
精
級
な
叙
述
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
こ
の
両
者
の
対
照
は
余
り
に
も
鮮
や
か
で
あ
る
。
念

佛
が
主
と
し
て
心
の
内
面
に
重
き
を
置
く
無
相
の
境
界
で
あ
る
と
す
れ
ば
～
地
獄
・
極
楽
は
主
と
し
て
感
覚
に
訴
え
る
有
相
の
世
界
で

あ
る
が
た
め
、
後
者
の
方
が
言
わ
ば
大
衆
受
け
が
す
る
こ
と
は
理
の
当
然
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

『
往
生
要
集
』
は
「
要
集
」
と
い
う
言
葉
の
示
す
通
り
、
源
信
自
身
の
言
葉
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
大
部
分
は
も
ろ
も
ろ
の
経
・

諭
・
釈
の
文
章
で
、
浄
土
往
生
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
わ
り
合
い
の
あ
る
も
の
を
類
集
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
念
佛
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思
想
は
勿
論
の
こ
と
、
地
獄
・
極
楽
の
イ
メ
ー
等
シ
で
さ
え
も
源
信
自
身
の
創
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
古
来
の
文
献
か
ら
の

引
用
・
紹
介
に
す
ぎ
な
い
。
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
す
で
に
『
大
智
度
論
』
な
ど
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す

る
と
、
か
な
り
夙
く
か
ら
佛
教
教
義
の
中
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
ハ
ラ
モ
ン
教
の
教
義
の
中
に

す
で
に
あ
っ
た
も
の
を
、
佛
教
が
依
用
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
恐
ら
く
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
中
の
地
獄
の

イ
メ
ー
ジ
の
根
源
と
帰
一
す
る
事
も
考
え
ら
れ
る
が
、
明
暗
・
善
悪
な
ど
の
厳
し
い
二
元
論
に
立
つ
と
言
わ
れ
る
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
な

ど
に
発
祥
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
な
ど
も
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
未
だ
に
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い

地
獄
の
章
に
お
い
て
は
八
熱
地
獄
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
八
寒
地
獄
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
何
を
採
り
何
を
採
ら
ぬ

か
は
そ
の
編
者
の
個
性
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
八
熱
地
獄
を
以
て
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ
を
浮
び
上
ら
せ
た
計
ら
い
は
源
信
独
自
の
も

の
と
言
っ
て
よ
い
。
素
材
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
、
佛
教
一
般
あ
る
い
は
、
ハ
ラ
モ
ン
教
に
通
ず
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
『
要
集
』
に
選
び

取
ら
れ
た
限
り
で
の
地
獄
の
と
り
合
わ
せ
と
取
扱
わ
れ
方
は
、
源
信
独
自
の
も
の
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
八
寒
地
獄
が
省
か
れ

八
熱
地
獄
の
み
が
採
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
辺
り
の
極
寒
を
知
ら
ぬ
、
気
候
が
比
較
的
温
暖
な
日
本
と
い
う
風
土
に
住
ま

う
人
び
と
に
た
い
し
て
は
、
八
寒
地
獄
で
は
現
実
性
に
乏
し
い
が
た
め
と
い
う
配
慮
も
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
「
八
熱

地
獄
が
す
な
わ
ち
地
獄
で
あ
る
」
と
い
う
日
本
人
の
間
に
今
や
常
識
の
よ
う
に
な
っ
た
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
す
で
に
八
寒
地
獄
を
ぱ

「
之
を
述
ぶ
る
に
暹
あ
ら
ず
」
と
し
て
省
い
た
源
信
の
取
捨
に
よ
っ
て
限
定
を
受
け
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
の
限
り
に
お
い
て

中
味
は
古
来
の
誰
に
も
属
さ
ぬ
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
『
往
生
要
集
』
に
示
さ
れ
た
地
獄
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
「
源
信
の
地

獄
」
と
言
い
う
る
所
以
は
正
に
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
『
要
集
』
の
殊
に
大
門
第
一
と
第
二
に
相
当
す
る
地
獄
を
主
と
し
た
六
道
迷
界
の
描
写
と
極
楽
浄
土
の
依
正
の
表

『
往
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に
お
け
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現
は
、
一
つ
に
は
こ
の
書
の
冒
頭
に
位
す
る
た
め
と
、
二
つ
に
は
そ
の
余
り
に
も
鮮
か
な
対
照
の
た
め
↑
全
巻
の
印
象
を
奪
い
去
っ
て

し
ま
っ
た
感
が
あ
る
事
は
至
極
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
要
集
』
は
決
し
て
単
な
る
勧
善
懲
悪
の
思
想
を
鼓
吹
す
る

、
、

こ
と
を
目
ざ
し
た
書
で
は
な
い
こ
と
は
、
『
往
生
要
集
』
な
る
書
名
に
歴
然
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
往
生
は
浄
土
往
生
で
あ
り
↑
三
界
．

六
道
の
迷
界
を
超
え
て
、
超
越
的
な
さ
と
り
の
世
界
に
往
き
生
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
『
要
集
』
が
勧
善
懲
悪
の
倫
理
・
道

徳
的
教
え
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
往
生
と
い
う
宗
教
的
要
因
は
元
よ
り
不
要
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
人
間

の
道
徳
的
・
宗
教
的
心
情
は
、
形
は
い
か
よ
う
に
あ
れ
、
人
生
苦
を
契
機
と
し
て
起
る
も
の
で
あ
る
。
人
生
苦
に
直
面
し
た
時
、
人
は

自
己
の
現
在
の
あ
り
方
、
そ
れ
に
伴
い
必
然
的
に
自
己
の
こ
れ
ま
で
の
あ
り
方
と
行
く
末
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
現
状

が
現
状
の
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
必
要
は
全
く
な
く
～
未
来
に
改
変
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
事
、
人
間
に
は
そ
の
途
が

開
か
れ
て
い
る
事
を
知
る
や
、
各
自
有
縁
の
方
法
に
よ
り
、
運
命
改
善
に
向
っ
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
絶
望
の

余
り
凡
て
の
努
力
を
諦
め
放
棄
し
て
、
虚
無
的
な
生
き
方
に
身
を
委
ね
る
も
の
は
、
運
命
論
的
な
常
見
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自

ら
知
ら
ず
し
て
宿
業
は
決
し
て
変
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
い
う
決
定
論
を
選
び
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
宿
業
変
革
の
道
に
乗

り
出
し
た
者
の
取
る
方
途
の
性
格
に
は
二
つ
の
種
類
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
つ
は
個
人
及
び
対
人
関
係
の
あ
り
方
（
身
・
口
・
意
の
三

業
）
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
道
徳
・
倫
理
的
な
生
き
方
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
宿
業
変
革
を
目
ざ
す
宗

教
的
生
き
方
で
あ
る
。
前
者
は
必
ず
し
も
超
越
的
な
も
の
に
よ
ら
ず
、
自
力
的
で
、
対
症
療
法
的
な
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
結
果
を
志

向
す
る
に
反
し
、
後
者
は
、
必
ず
超
越
的
な
も
の
に
よ
り
、
従
っ
て
他
力
的
で
、
根
本
療
法
的
な
性
格
を
も
ち
、
即
刻
の
効
果
を
期
待

せ
ず
、
寧
ろ
万
徳
の
因
を
ひ
た
す
ら
修
得
せ
ん
と
努
め
る
生
き
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
往
生
要
集
』
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
明

ら
か
に
念
佛
に
よ
っ
て
往
生
浄
土
を
目
ざ
す
宗
教
行
を
す
す
め
る
後
者
の
道
で
あ
っ
た
。
道
徳
・
倫
理
に
よ
っ
て
運
命
や
宿
業
を
改
変
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し
よ
う
と
試
み
る
方
途
は
、
必
然
的
に
自
力
の
精
進
努
力
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
＄
こ
の
道
は
源
信
の
取
る
と
こ
ろ
で
は
な
か

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
『
要
集
』
の
序
文
に
お
い
て
源
信
は
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

顕
密
の
教
法
は
、
そ
の
文
、
一
に
あ
ら
ず
。
事
理
の
業
因
、
そ
の
行
こ
れ
多
し
。
利
智
精
進
の
人
は
、
い
ま
だ
難
し
と
為
さ
ざ
ら
ん

も
、
予
が
如
き
頑
魯
の
者
、
あ
に
敢
て
せ
ん
や
。
こ
の
故
に
、
念
佛
の
一
門
に
依
り
て
、
い
さ
さ
か
経
論
の
要
文
を
集
む
。
こ
れ
を

披
い
て
こ
れ
を
修
む
る
に
、
覚
り
易
く
行
ひ
易
か
ら
ん
。

こ
の
よ
う
に
『
要
集
』
は
、
念
佛
と
い
う
宗
教
的
行
為
を
そ
の
要
と
し
て
類
集
さ
れ
た
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
思
想
的
根
幹

は
道
徳
・
倫
理
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も
宗
教
的
な
も
の
が
そ
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
一
般
の
人
び
と
の
間
に
広
く
知
ら
れ
、
抜
き
難
い
印
象
を
与
え
た
六
道
の
厭
相
は
、
『
要
集
』
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置

を
占
め
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
義
を
担
っ
て
い
る
の
て
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
「
基
本
テ
ー
マ
に
対
す
る
導
入
部
」
の
役
割
り
を
も
つ
も

の
と
述
《
へ
た
が
、
こ
の
間
の
消
息
は
著
者
源
信
自
身
の
言
葉
に
最
も
よ
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
大
文
第
一
厭
離
械
土
篇
の
末
尾
の

惣
じ
て
厭
相
を
結
ぶ
件
り
で
、
源
信
は
、

問
ふ
。
何
等
の
相
を
以
て
厭
心
を
生
ず
令
へ
き
や
。

答
ふ
。
も
し
広
く
観
ぜ
ん
と
欲
さ
ば
、
前
の
所
説
の
如
き
六
道
の
因
果
・
不
浄
・
苦
等
な
り
。

と
述
諜
へ
て
い
る
。
こ
の
問
答
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
、
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
六
道
の
因
果
や
、
こ
と
に
人
道
の
不
浄
相
・
苦
相
を
説

い
て
き
た
の
は
、
人
び
と
に
厭
離
微
土
の
心
を
生
ぜ
し
め
ん
が
た
め
て
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
六
道
等
の
具
体
的
描
写
は
、
生
死
の
世

界
の
苦
に
し
て
厭
う
雫
へ
き
実
相
を
如
実
に
内
観
す
る
よ
す
が
と
し
て
示
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
厭
離
稼
土
の
消
極
的
な
悲
観

主
義
に
留
ま
る
の
で
な
く
、
欣
求
浄
土
の
積
極
的
・
能
動
的
な
姿
勢
に
転
じ
さ
せ
る
た
め
の
契
機
と
し
て
六
道
内
観
を
薦
め
て
い
る
所
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と
こ
ろ
で
『
要
集
』
の
大
文
第
一
は
厭
離
稼
土
と
名
づ
け
ら
れ
、
大
文
第
二
は
欣
求
浄
土
と
題
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
苦
に
し

て
無
常
な
る
娑
婆
世
界
の
因
果
が
説
か
れ
、
後
者
は
常
住
な
る
安
楽
世
界
の
果
報
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
源
信
は
欣
浄
の
心
を
起
さ
し

め
る
た
め
に
先
づ
内
観
の
対
象
と
し
て
六
道
等
の
因
果
を
説
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
が
、
『
要
集
』
が
も
し
こ
の
二
段
論
法
に
尽
き
る

も
の
な
ら
ば
、
厭
械
は
欣
浄
の
ほ
ん
の
前
提
に
し
か
す
ぎ
ぬ
も
の
と
な
り
、
大
文
第
三
以
降
は
従
っ
て
さ
し
て
重
要
性
を
も
た
ぬ
も
の

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
を
言
え
ば
、
さ
き
に
も
述
識
へ
た
宿
業
変
革
の
可
能
性
を
見
な
い
虚
無
的
な
心
境
に
埋
没
し
な
い
限

り
、
厭
械
の
心
の
裏
付
け
は
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、
欣
浄
の
心
の
他
は
な
い
筈
で
あ
る
。
厭
微
の
心
の
強
さ
は
そ
の
ま

ま
欣
浄
の
心
の
強
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
厭
稔
の
心
の
増
大
と
欣
浄
の
心
の
墹
大
と
は
全
く
別
の
で
き
ご
と
と
は

言
え
ぬ
道
理
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
大
文
第
三
以
下
は
、
直
接
的
に
せ
よ
、
間
接
的
に
せ
よ
↑
往
生
浄
土
と
い
う
宗
教
的
行
為

の
方
法
論
に
係
わ
り
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
方
法
論
と
し
て
浄
土
の
因
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
文
第
三
以
下
で
源
信

が
説
こ
う
と
し
た
の
は
実
に
現
実
直
視
・
機
の
痛
切
な
自
覚
の
上
に
立
っ
て
宿
業
の
転
換
、
即
ち
救
い
へ
の
道
を
開
示
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
厳
然
た
る
因
果
の
理
法
は
、
実
は
固
定
し
た
抜
き
さ
し
な
ら
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
現
実
的
行
為
の
根
抵
た
る

心
す
な
わ
ち
意
業
の
浄
化
を
根
幹
と
す
る
念
佛
と
い
う
宗
教
的
実
践
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
れ
を
克
服
出
来
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
が
た
め
に
は
、
単
に
表
面
的
行
為
を
改
め
る
道
徳
。
倫
理
的
レ
ベ
ル
で
の
実
践
で
は
間
に
合
わ
ず
、
深
い
内
観
を
伴
な
う
超

越
的
宗
教
行
に
よ
る
心
清
浄
の
道
で
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
源
信
自
身
、
己
が
身
に
省
み
て
、
痛
切
に
感
じ
と
っ
て
い
た
の

以
が
こ
の
簡
潔
な
問
答
か
ら
よ
く
看
取
で
き
よ
う
。
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で
あ
ろ
う
。
源
信
が
か
く
も
重
視
し
、
ま
た
そ
れ
か
た
め
『
往
生
要
集
』
の
名
を
人
口
に
謄
灸
せ
し
め
た
厭
離
微
土
・
欣
求
浄
土
の
二

篇
は
、
後
の
法
然
に
よ
っ
て
「
往
生
の
要
に
非
ず
。
捨
て
て
取
ら
ず
」
（
｜
霊
要
』
）
と
し
て
一
顧
だ
に
さ
れ
ぬ
運
命
を
も
つ
が
、
こ
れ
は

む
し
ろ
難
解
な
佛
教
教
義
を
民
衆
に
近
づ
け
、
厭
微
欣
浄
の
心
を
喚
起
す
る
任
務
が
『
要
集
』
に
よ
っ
て
己
に
果
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

を
逆
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
法
然
の
仕
事
は
、
む
し
ろ
大
文
第
四
の
正
修
念
佛
、
大
文
第
五
の
助
念
の
方
法
と
い
う
念
佛
の
実
践

に
重
点
が
移
さ
れ
、
往
生
の
業
と
し
て
の
念
佛
一
本
に
搾
ら
れ
て
行
っ
た
が
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
源
信
の
『
要
集
』
と
い
う
前

提
を
踏
ま
え
て
始
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
も
そ
も
浄
土
往
生
の
教
え
は
救
済
の
教
え
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
そ
し
て
こ
の
救
済
・
解
脱
は
体
験
す
る
も
の
の
側
に

熾
烈
な
解
脱
へ
の
欲
求
が
な
け
れ
ば
も
と
よ
り
成
就
す
る
こ
と
は
望
め
な
い
道
理
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
こ
の
欲
求
が
世
俗
の
物
事
に

気
を
紛
ら
さ
れ
て
希
薄
の
ま
ま
に
留
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
迷
い
の
世
界
の
特
質
は
、
無
常
の
世
を
常
体
と
思
い
、
苦
か
ら

眼
を
背
け
て
楽
を
追
い
求
め
、
実
体
な
き
も
の
に
実
体
を
求
め
、
不
浄
を
浄
と
思
う
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
ぱ

覚
者
は
常
・
楽
・
我
・
浄
の
四
顛
倒
と
指
摘
し
、
真
の
常
・
楽
・
我
・
浄
は
浬
樂
界
に
の
み
属
す
る
こ
と
を
説
い
て
止
ま
な
い
。
こ
の

形
な
き
浬
梁
界
に
形
を
付
与
し
て
浄
土
と
し
て
表
わ
し
、
こ
の
浄
土
を
欣
求
せ
し
め
る
て
だ
て
と
し
て
六
道
等
の
苦
相
を
説
い
た
の
で

あ
る
と
源
信
は
言
う
。
こ
の
六
道
と
て
も
、
こ
の
娑
婆
世
界
と
は
別
の
も
の
で
は
な
く
、
衆
生
は
日
頃
正
に
そ
の
中
に
生
活
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
苦
や
不
満
を
の
み
感
じ
つ
つ
、
そ
の
因
っ
て
来
る
所
以
を
知
ら
ぬ
儘
に
生
死
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

こ
の
苦
の
因
っ
て
来
る
所
を
明
示
し
、
窮
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
輪
廻
に
止
め
を
さ
す
の
は
覚
者
の
役
割
で
あ
る
が
、
そ
の
先
づ
第
一

の
方
法
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
誰
に
で
も
納
得
し
易
い
因
果
応
報
の
道
理
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
脱
の
方
法
が
表
面
的
行
為
の
改

変
に
の
み
留
ま
る
な
ら
ば
、
宗
教
的
教
え
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
抜
本
的
な
出
離
解
脱
の
道
は
行
為
を
生
み
出
す
心
の
変
革
に
こ
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と
出
離
・
解
脱
へ
の
熾
烈
な
訴
え
か
け
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
『
要
集
』
が
決
し
て
こ
の
娑
婆
世
界
内
に
お
け
る
行
為
の

改
変
を
目
ざ
す
道
徳
・
倫
理
的
な
性
格
の
教
え
を
説
く
も
の
で
は
な
く
、
三
界
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
真
の
根
元
的
な
解
決
あ
り
と
す
る

そ
あ
り
、
『
往
生
要
集
』
で
薦
め
ら
れ
る
こ
の
心
変
革
の
道
は
、
観
心
か
口
称
か
の
性
格
に
ま
た
が
る
念
佛
の
道
で
あ
っ
た
。
以
下
は

『
要
集
』
の
業
諭
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
具
体
的
に
そ
の
教
え
の
性
格
を
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

源
信
は
人
道
の
特
質
を
不
浄
、
苦
、
無
常
の
三
つ
の
相
に
分
け
て
説
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
不
浄
・
苦
・
無
常
の
自
覚
の
あ
り
う

る
こ
と
が
人
間
の
人
間
た
る
所
以
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
道
の
結
び
で
、

当
に
知
る
べ
し
、
も
ろ
も
ろ
の
余
の
苦
患
は
、
或
は
免
る
る
者
あ
ら
ん
も
、
無
常
の
一
事
は
、
終
に
避
く
る
処
な
き
を
。
す
、
へ
か
ら

く
、
説
の
如
く
修
行
し
て
常
楽
の
果
を
欣
求
す
等
へ
し
。

と
述
べ
、
又
総
結
厭
相
の
件
り
に
お
い
て
『
宝
積
経
』
の
偶
を
引
き
、

汝
自
ら
罪
を
作
り
て
い
ま
自
ら
来
る
。
業
報
自
ら
招
い
て
代
る
者
な
し
。
父
母
・
妻
子
も
能
く
救
ふ
も
の
な
し
。
た
だ
当
に
出
離
の

因
を
勤
修
す
。
へ
し
。
こ
の
故
に
応
に
珈
鎖
の
業
を
捨
て
、
善
く
遠
離
を
知
り
て
安
楽
を
求
む
く
し
。

と
薦
め
、
ま
た
こ
の
箇
所
の
結
び
に
お
い
て
、

当
に
知
る
ゞ
へ
し
＄
苦
海
を
離
れ
て
浄
土
に
往
生
す
、
へ
き
は
、
た
だ
今
生
の
み
に
あ
る
こ
と
を
。
し
か
る
に
我
等
、
頭
に
は
霜
雪
を
戴

き
、
心
俗
塵
に
染
み
て
、
一
生
は
尽
く
と
い
へ
ど
も
希
望
は
尽
き
ず
。
遂
に
白
日
の
下
を
辞
し
て
、
独
り
黄
泉
の
底
に
入
ら
ん
と
す

る
時
、
多
百
瞼
繕
那
の
洞
然
た
る
猛
火
の
中
に
堕
ち
て
、
天
に
呼
ば
は
り
地
を
扣
く
と
い
へ
ど
も
、
更
に
何
の
益
か
あ
ら
ん
や
。
願

は
く
は
も
ろ
も
ろ
の
行
者
、
疾
く
厭
離
の
心
を
生
じ
て
、
速
か
に
出
要
の
路
に
随
へ
・
宝
の
山
に
入
り
て
手
を
空
し
く
し
て
帰
る
こ

と
な
か
れ
。
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宗
教
的
教
説
を
宣
布
し
て
い
る
何
よ
り
も
の
証
左
で
あ
る
。
『
要
集
』
は
人
を
し
て
出
離
へ
の
方
向
か
ら
遠
ざ
け
、
輪
廻
の
世
界
に
繋

縛
し
て
や
ま
ぬ
罪
業
を
示
す
に
当
っ
て
、
冒
頭
の
厭
離
糠
土
篇
に
お
い
て
は
、
罪
の
重
さ
を
㈲
地
獄
の
責
め
苦
の
残
忍
さ
、
受
け
る
苦

痛
の
は
げ
し
さ
の
度
合
、
。
落
ち
る
地
獄
の
深
さ
、
⑤
そ
の
地
獄
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
時
間
の
長
さ
等
に
よ
り
、
具
体
的
に
且
つ
象

徴
的
に
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
因
果
応
報
の
鉄
則
を
如
実
に
読
者
に
訴
え
か
け
て
い
る
。
象
徴
的
と
言
う
の
は
、
酷
熱
の
中
で
も
平

然
と
し
て
い
る
獄
卒
の
存
在
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
現
実
的
で
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
世
の
在
り
方
に
な
ぞ
ら
え
て
表

現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
、
警
愉
的
・
神
話
的
表
象
を
豊
富
に
用
い
て
却
っ
て
現
実
感
を
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

罪
が
加
重
さ
れ
る
に
従
っ
て
地
表
か
ら
下
方
へ
と
規
則
的
に
段
階
を
下
げ
る
地
獄
の
排
列
の
仕
方
や
、
距
離
や
時
間
の
数
値
な
ど
の
変

化
は
か
な
り
機
械
的
・
人
為
的
な
臭
さ
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
現
に
地
獄
の
責
め
苦
に
さ
い
な
ま
れ

つ
つ
あ
る
一
般
名
詞
で
呼
ば
れ
る
罪
人
に
対
す
る
覚
者
の
教
誠
の
言
葉
が
、
獄
卒
の
口
を
籍
り
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
獄

卒
の
訓
誠
の
言
葉
と
苦
し
む
罪
人
の
愚
痴
の
気
を
帯
び
た
僅
か
な
言
葉
は
、
い
わ
ば
シ
ル
エ
ッ
ト
で
展
開
さ
れ
る
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
の

場
面
に
も
等
し
い
凄
惨
な
地
獄
図
絵
に
、
一
種
の
次
元
の
違
い
の
感
覚
を
賦
与
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
例
え
ば
、
黒
繩
地
獄
の
獄
卒
は

罪
人
に
た
い
し
て
、

心
は
こ
れ
第
一
の
怨
な
り
。
こ
の
怨
、
最
も
悪
と
な
す
。
こ
の
怨
、
能
く
人
を
縛
り
、
送
り
て
閻
羅
の
処
に
到
ら
し
む
。
汝
、
独
り

地
獄
に
焼
か
れ
、
悪
業
の
為
に
食
は
る
。
妻
子
・
兄
弟
等
の
親
巻
も
救
ふ
こ
と
あ
た
は
ず
。

と
呵
噴
す
る
。
こ
れ
は
『
要
集
』
の
こ
の
地
獄
に
お
い
て
響
く
唯
一
の
い
わ
ば
天
来
の
声
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
心
業
重
視

の
思
想
が
盛
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
心
こ
そ
、
身
・
口
二
業
に
先
立
っ
て
業
を
形
成
す
る
上
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
す
も
の

で
あ
る
故
＄
地
獄
の
業
を
感
ず
る
上
に
お
い
て
も
第
一
の
怨
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
獄
卒
の
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お
の
れ
あ
い
け
ん
た
ぱ
か

己
、
愛
絹
に
誰
ら
れ
て
悪
・
不
善
の
業
を
作
り
、
今
悪
業
の
報
を
受
く
。
何
が
故
ぞ
我
を
順
り
恨
む
。

と
言
い
返
し
、
さ
ら
に
語
を
継
い
で
、

汝
、
本
悪
業
を
作
り
て
欲
痴
の
為
に
証
ら
る
。
か
の
時
な
ん
ぞ
悔
い
ざ
る
。
今
悔
ゆ
と
も
何
の
及
ぶ
所
ぞ
。

と
教
誠
を
垂
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
苦
果
を
費
し
た
悪
業
の
本
質
が
心
業
た
る
欲
痴
に
あ
る
こ
と
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し

こ
こ
で
は
も
う
一
つ
、
欲
痴
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
凡
夫
の
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
苦
な
る
業
果

を
受
け
る
ま
で
は
、
自
己
の
所
行
が
悪
な
る
こ
と
に
気
づ
か
ぬ
と
い
う
悲
し
む
ゞ
へ
き
現
実
で
あ
る
。
苦
果
を
受
け
て
か
ら
で
は
遅
き
に

失
す
る
こ
と
は
当
然
の
理
で
あ
る
が
、
果
を
見
て
は
じ
め
て
因
に
遡
及
し
て
思
い
当
る
の
は
凡
夫
の
常
で
あ
る
。
因
中
に
果
の
見
え
ぬ

こ
と
は
凡
夫
の
情
な
い
実
状
な
の
で
あ
る
。
因
の
中
に
果
を
見
る
こ
と
は
；
佛
の
知
見
を
以
て
し
て
始
め
て
出
来
う
る
こ
と
に
遠
い
な

汝
、
な
ん
ぞ
悲
心
な
き
、

と
い
う
恨
み
言
に
答
え
て
、

他
の
発
言
が
総
じ
て
皆
、
自
業
自
得
の
因
果
応
報
の
道
理
を
説
く
に
急
な
る
こ
と
と
対
比
し
て
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た
『
要
集
』
全
体

の
宗
教
的
性
格
を
伺
う
上
に
か
な
り
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
業
自
得
の
鉄
則
は
衆
合
地
獄
の
獄
卒
に

よ
り
次
の
よ
う
に
端
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

異
人
の
作
れ
る
悪
も
て
異
人
、
苦
の
報
を
受
く
る
に
あ
ら
ず
。
自
業
自
得
の
果
な
り
。
衆
生
皆
か
く
の
如
し
。

自
己
の
業
の
報
い
は
自
己
が
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
他
人
の
業
の
果
を
自
己
が
代
っ
て
受
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
㈲
縁
な
き
衆
生
を
救
う
こ
と
が
で
き
ぬ
こ
と
、
。
凡
ゆ
る
衆
生
を
救
い
つ
く
す
こ
と
が
で
き
ぬ
こ

と
と
並
ん
で
、
佛
の
三
不
能
の
一
つ
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
叫
喚
地
獄
の
閻
羅
人
（
獄
卒
）
は
、
罪
人
の
、

あ
わ
れ
み

汝
、
な
ん
ぞ
悲
心
な
き
、
ま
た
な
ん
ぞ
寂
静
な
ら
ざ
る
。
我
は
こ
れ
悲
心
の
器
、
我
に
お
い
て
な
ん
ぞ
悲
な
き
や
。

三
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こ
こ
に
は
地
獄
の
劫
火
が
燃
や
し
て
い
る
も
の
は
悪
業
に
他
な
ら
ぬ
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
地
獄
で
燃
え
る
も
の
は
自
我

の
み
」
と
い
う
「
テ
オ
ロ
ギ
ア
・
ゲ
ル
マ
ニ
カ
』
（
三
四
章
）
の
言
葉
を
想
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
中
「
火
の
焼
く
は
則
ち
減
す
べ

し
。
業
の
焼
く
は
減
す
零
へ
か
ら
ず
」
と
あ
る
の
は
、
一
体
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
普
通
の
燃
え
る
も
の
は
、
燃
え
尽
き
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
業
の
燃
え
る
こ
と
は
滅
尽
す
る
こ
と
が
な
い
と
は
運
命
論
的
な
響
き
を
宿
し
て
い
る
か
に
思
え
る
が
、
一
体

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
「
悪
業
の
余
習
の
残
存
す
る
限
り
は
」
と
い
う
条
件
付
き
の
立

言
に
違
い
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
地
獄
は
業
感
の
境
界
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
灼
熱
の
さ
中
で
も
何
ら
そ
の
熱
さ
を
感
ず
る

こ
と
な
く
超
然
と
し
て
い
る
獄
卒
の
存
在
が
想
起
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
体
何
故
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
獄
卒
は
焼
か
れ
る
、
へ
き

対
象
た
る
悪
業
の
余
習
を
全
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
が
暗
為
裡
に
想
定
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
宿
業
の
差
異
あ
る
が

た
め
、
同
一
の
環
境
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
罪
人
は
地
獄
の
劫
火
に
焼
か
れ
る
身
と
な
っ
て
お
り
、
一
方
獄
卒
の
方
は
地
獄
を
地
獄
と

感
受
せ
ず
、
又
、
そ
う
感
受
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
罪
人
が
、
こ
の
大
焦
熱
の
責
め
苦
を
免
が
れ
る
折
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
悪
業
の
余
習
が
す
っ
か
り
尽
き
果
て
た
時
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
又
さ
ら
に
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
佛
典
に
表
わ
れ
る
地
獄

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
と
異
な
り
、
永
劫
の
処
罰
の
場
所
で
は
な
く
、
浄
罪
界
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
｝
」
の
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い
が
、
こ
の
閻
羅
人
の
言
葉
は
早
く
こ
の
佛
知
見
を
体
得
し
た
身
に
な
る
よ
う
に
と
の
覚
者
の
大
悲
心
を
仮
託
し
た
言
葉
に
違
い
な
い
。

さ
ら
に
大
焦
熱
地
獄
の
閻
羅
人
は
次
の
よ
う
に
呵
噴
し
て
言
う
。

汝
、
地
獄
の
声
を
聞
い
て
、
己
に
か
く
の
如
く
怖
畏
す
。
い
か
に
い
は
ん
や
地
獄
に
焼
か
る
る
こ
と
乾
け
る
薪
草
を
焼
く
が
如
く
な

る
を
や
。
火
の
焼
く
は
こ
れ
焼
く
に
あ
ら
ず
。
悪
業
乃
ち
こ
れ
焼
く
な
り
。
火
の
焼
く
は
則
ち
減
す
べ
し
。
業
の
焼
く
は
減
す
べ
か

ら
ず
。



こ
と
は
、
地
獄
に
お
い
て
罪
人
が
経
な
け
れ
ば
な
ら
画
期
間
が
無
限
で
は
な
く
有
限
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
最
も
永
い
無
間
（
阿
鼻
）
地
獄
の
滞
在
期
間
で
さ
え
一
中
劫
と
さ
れ
て
い
る
位
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
裏
に
は
極
悪
人
で
さ
え
、
救

済
さ
れ
る
望
み
が
絶
無
で
は
な
い
と
い
う
思
想
が
宿
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
佛
教
に
は
キ
リ
ス

ト
教
で
言
う
永
劫
の
呪
咀
の
場
と
し
て
の
地
獄
は
な
く
、
業
を
果
す
中
間
的
場
所
を
ぱ
仮
に
地
獄
と
呼
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

よ
う
に
『
要
集
』
の
中
に
お
け
る
地
獄
の
位
置
は
、
宗
教
的
世
界
に
導
か
れ
る
不
可
欠
の
関
門
と
し
て
、
因
果
応
報
の
理
法
の
徹
底
的

自
覚
を
体
験
す
る
場
所
と
し
て
の
意
義
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
な
く
し
て
凡
夫
が
真
に
宗
教
的
世
界
に
心
の

眼
を
開
く
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
特
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
苦
に
お
い
て
因
果
応
報
の
理
を

徹
見
す
る
こ
と
は
、
凡
夫
に
は
至
難
の
わ
ざ
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
極
め
て
冴
え
た
眼
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、

遺
憾
な
が
ら
こ
れ
は
凡
夫
の
持
ち
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
覚
者
の
眼
を
通
し
て
見
ら

れ
た
現
実
が
呈
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
『
要
集
」
の
冒
頭
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
六
道
の
描
写
は
、
覚
者
に
よ

っ
て
見
ら
れ
た
現
実
に
他
な
ら
ぬ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
正
に
こ
の
故
に
、
凡
夫
に
と
っ
て
至
難
で
あ
る
と
こ
ろ
の
発
菩
提
心

が
喚
起
せ
し
め
ら
れ
、
さ
と
り
の
世
界
に
導
入
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
六
道
を

真
に
自
覚
で
き
た
者
は
、
も
は
や
従
前
の
凡
夫
で
は
な
く
、
す
で
に
さ
と
り
の
境
界
に
触
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

源
信
に
と
っ
て
念
佛
と
は
凡
夫
を
さ
と
り
の
境
界
に
導
く
最
も
主
要
な
た
よ
り
で
あ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
「
往
生
之
業
念

佛
為
本
」
の
宣
言
の
示
す
通
り
で
あ
る
。
業
は
行
に
他
な
ら
ず
、
実
践
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
を
し
て
行
動
に
向
わ

三
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と
述
べ
て
い
る
か
ら
し
て
、
源
信
は
身
口
意
の
三
業
を
た
だ
制
禦
す
る
の
み
な
ら
ば
消
極
的
な
善
行
に
す
ぎ
ぬ
が
、
念
佛
は
積
極
的
な

行
善
で
あ
る
と
の
見
解
を
把
持
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
菩
提
心
及
び
願
は
こ
の
二
善
を
扶
助
す
る
と
言
う
の

『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
業
思
想
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し
め
る
も
の
は
内
心
の
願
い
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
ま
た
業
果
は
身
口
意
の
三
業
の
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、

身
口
を
正
し
て
も
意
に
ま
で
そ
の
変
革
が
及
ば
ぬ
限
り
、
輪
廻
の
悪
循
環
は
絶
ち
難
い
。
主
と
し
て
身
口
の
二
業
に
焦
点
を
当
て
た
道

徳
・
倫
理
的
教
説
の
限
界
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
源
信
は
『
要
集
』
大
文
第
五
の
助
念
の
方
法
の
末
尾
・
第
七
総
結
要

行
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
に
述
令
へ
ら
れ
た
種
々
の
実
践
行
の
中
で
何
れ
が
出
離
解
脱
の
た
め
の
肝
要
な
行
で
あ
る
か
と
の
問
い
を
提
起

し
、
そ
れ
に
答
え
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

大
菩
提
心
と
、
三
業
を
護
る
と
、
深
く
信
じ
、
誠
を
至
し
て
、
常
に
佛
を
念
ず
る
と
は
、
願
に
随
っ
て
決
定
し
て
極
楽
に
生
ず
。

こ
こ
で
は
要
行
と
し
て
複
数
の
行
が
呈
示
せ
ら
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
ぱ
ら
ぱ
ら
の
諸
行
を
か
り
そ
め
に
挙
げ
た
の
で

は
な
く
、
こ
れ
ら
相
互
の
間
に
は
密
接
な
内
面
的
関
連
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
畢
寛
↑
就
中
、
念
佛
に
統
一
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
源
信
は
更
に
語
を
つ
い
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

菩
提
心
の
義
は
、
前
に
具
さ
に
釈
せ
し
が
如
し
。
三
業
の
重
悪
は
能
く
正
道
を
障
ふ
。
故
に
す
零
へ
か
ら
く
こ
れ
を
護
る
蕊
へ
し
。
往
生

の
業
は
念
佛
を
本
と
な
す
。
そ
の
念
佛
の
心
は
、
必
ず
す
ゞ
へ
か
ら
く
理
の
如
く
す
、
へ
し
。
故
に
深
く
信
ず
る
と
、
誠
を
至
す
と
、
‐
常

に
念
ず
る
と
の
三
事
を
具
す
。

こ
の
後
で
源
信
は

扶
助
す
。

惣
じ
て
こ
れ
を
言
は
ぱ
、
三
業
を
護
る
は
こ
れ
止
善
に
し
て
、
佛
を
称
念
す
る
は
こ
れ
行
善
な
り
。
菩
提
心
及
び
願
は
こ
の
二
善
を



は
、
明
ら
か
に
補
助
的
な
役
割
り
と
い
う
よ
り
は
寧
ろ
根
抵
的
役
割
を
も
っ
て
い
る
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
は
、
「
前
に

具
さ
に
釈
せ
し
が
如
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
大
文
第
四
の
正
修
念
佛
の
章
に
お
い
て
は
、
世
親
の
『
往
生
論
』
に
拠
っ
て
五
念

門
を
敷
桁
し
て
述
、
へ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
第
三
作
願
門
を
殊
の
外
重
要
視
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
礼
拝
、
讃
歎
、
廻
向
が
極
め
て
簡

略
に
述
命
へ
ら
れ
て
い
る
に
反
し
、
作
願
門
は
か
な
り
の
紙
数
を
費
し
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
第
四
観
察
門
の
重
視
も

作
願
に
次
い
で
い
る
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
る
。
作
願
は
発
心
の
こ
と
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
発
菩
提
心
の
こ
と
を
指
す
に
他
な
ら
な
い
。

作
願
と
い
う
内
面
的
姿
勢
は
宗
教
的
行
業
の
根
本
を
な
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
点
に
関
し
、
聖
徳
太
子
も
『
勝
鬘
経
義

疏
』
に
お
い
て
「
行
善
の
義
本
帰
依
に
あ
り
」
と
述
べ
、
内
心
の
姿
勢
の
主
導
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
に
思
い
合
わ
せ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
作
願
の
場
合
は
単
な
る
静
的
な
帰
依
・
随
順
の
感
情
と
違
っ
て
積
極
的
な
発
心
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
菩
提
心
を
大

菩
提
心
と
呼
ん
で
念
佛
の
基
盤
に
あ
る
べ
き
も
の
と
見
た
源
信
の
宗
教
的
行
業
の
本
質
に
対
す
る
洞
察
は
誤
ま
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
但
し
他
の
こ
と
と
同
様
、
天
台
の
学
僧
と
し
て
の
源
信
に
と
っ
て
は
、
こ
の
作
願
の
問
題
に
関
し
て
も
、
具
体
的
な
も

の
よ
り
は
抽
象
的
な
側
面
重
視
の
傾
向
を
脱
し
き
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
源
信
は
作
順
と
は
発
菩
提
心
で
あ
る
と
し
て
そ
の
現
実

的
す
が
た
を
四
弘
誓
願
と
し
て
示
し
次
の
よ
う
に
分
別
す
る
。

初
に
、
行
相
と
は
、
惣
じ
て
こ
れ
を
謂
は
ば
佛
に
作
ら
ん
と
願
ふ
心
な
り
。
ま
た
、
上
は
菩
提
を
求
め
、
下
は
衆
生
を
化
す
る
心
と

も
名
づ
く
。
別
し
て
こ
れ
を
謂
は
ぱ
四
弘
誓
願
な
り
。
こ
れ
に
二
種
あ
り
。
一
に
は
、
事
を
縁
と
す
る
四
弘
願
な
り
。
こ
れ
即
ち
衆

生
縁
の
慈
な
り
。
或
は
ま
た
法
縁
の
慈
な
り
。
二
に
は
、
理
を
縁
と
す
る
四
弘
な
り
。
こ
れ
無
縁
の
慈
悲
な
り
。

こ
こ
で
四
弘
誓
願
が
事
を
縁
と
す
る
も
の
と
、
理
を
縁
と
す
る
も
の
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
源
信
は
こ
の
後
で
『
思
益
梵
天
所
間

経
』
の

一
二
一
一
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一
切
の
法
は
法
に
あ
ら
ず
と
知
り
、
一
切
の
衆
生
は
衆
生
に
あ
ら
ず
と
知
る
。
こ
れ
を
菩
薩
の
＄
無
上
菩
提
心
を
発
す
と
名
づ
く
。

の
文
な
ど
を
掲
げ
、
主
と
し
て
般
若
系
の
思
想
を
盛
っ
た
証
文
を
引
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

：
：
：
こ
れ
を
順
理
の
発
心
と
名
づ
く
。
こ
れ
、
最
上
の
菩
提
心
な
り
。

と
理
縁
の
菩
提
心
優
位
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
自
ら
問
答
を
設
け
て
、

問
ふ
。
凡
夫
は
勤
修
す
る
に
堪
へ
ず
。
な
ん
ぞ
虚
し
く
弘
願
を
発
さ
ん
や
。

答
ふ
。
た
と
ひ
勤
修
す
る
に
堪
へ
ざ
ら
ん
も
、
な
ほ
す
録
へ
か
ら
く
悲
願
を
発
す
べ
し
。

と
激
励
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
大
衆
に
呼
び
か
け
て
、
自
ら
を
そ
の
位
置
に
お
い
て
な
し
た
発
言
で
は
な
く
し
て
、
こ
の
時
の
源
信

は
天
台
の
学
匠
と
し
て
の
位
置
に
自
ら
を
置
い
て
、
第
一
義
諦
を
宣
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
問
答
も
見
ら
れ
る
。

問
ふ
。
事
を
縁
と
す
る
誓
願
も
ま
た
勝
れ
た
る
利
あ
り
ゃ
。

答
ふ
。
理
を
縁
と
す
る
に
し
か
ず
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
ま
た
勝
れ
た
る
利
あ
り
。

こ
こ
で
は
単
刀
直
入
に
事
・
理
の
誓
願
の
優
劣
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
源
信
の
理
を
重
視
す
る
立
場
が
明
白
に
伺
わ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
源
信
の
場
合
念
佛
と
並
ん
で
願
わ
し
い
宗
教
行
と
さ
れ
た
餓
悔
滅
罪
の
場
合
も
同
様
で
、
具
体
的
な
物
ご
と
に
則
し
て
行
わ
れ

る
事
餓
と
、
万
物
空
性
の
理
を
観
ず
る
こ
と
を
中
味
と
す
る
理
餓
の
優
劣
に
関
し
て
も
、
「
も
し
一
人
に
約
せ
ば
機
に
順
ず
る
を
勝
と

な
し
、
も
し
汎
爾
に
判
ず
れ
ば
理
峨
を
勝
と
な
す
」
と
述
べ
て
、
理
の
方
を
よ
し
と
し
て
い
る
。
念
佛
自
体
に
関
し
て
も
、
平
生
の
念

佛
の
有
様
を
日
定
業
、
Ｑ
散
業
、
㈲
有
相
業
、
凹
無
相
業
に
分
ち
、
第
四
の
念
佛
を
「
こ
れ
最
上
の
三
昧
な
り
」
と
称
え
て
い
る
。
尤

も
、
い
○
の
定
・
散
の
念
佛
に
関
し
て
も
、
「
態
重
の
心
も
て
念
ず
れ
ば
往
生
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
と
述
。
へ
て
、
そ
の
有
効
性
を

消
極
的
に
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
理
の
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
凡
夫
の
宿
業
克
服
の
道
と
し

『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
業
思
想
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て
の
念
佛
は
、
頗
る
影
の
薄
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

さ
ら
に
源
信
の
念
佛
の
教
説
に
お
い
て
一
際
顕
著
で
あ
る
の
は
臨
終
重
視
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
え
合
わ
せ
ら
る
べ
き
こ
と
は
、
源
信

が
参
加
し
て
い
た
二
十
五
人
か
ら
成
る
毎
月
十
五
日
の
夕
に
行
わ
れ
た
二
十
五
三
味
会
と
い
う
西
方
願
生
者
の
集
ま
り
は
、
互
い
に
病

い
の
看
護
を
し
合
い
、
臨
終
の
十
念
を
正
念
の
中
に
達
成
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
往
生
要
集
』

も
こ
の
集
い
の
指
針
と
し
て
依
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
思
い
合
わ
せ
る
と
き
、
源
信
の
臨
終
正
念
の
強
調
は
当
然
の
こ
と
と
肯
け

る
が
、
源
信
の
こ
の
臨
終
重
視
は
万
人
救
済
を
目
ざ
す
宗
教
的
行
為
と
し
て
の
念
佛
の
根
本
性
格
か
ら
見
ら
れ
る
と
き
、
果
し
て
至
当

な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
ろ
う
。
源
信
は
大
文
第
十
問
答
料
簡
の
章
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
こ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
「
臨
終
の
心
は
力
強
け
れ
ば
能
く
無
量
の
罪
を
減
す
。
尋
常
に
名
を
称
ふ
る
も
、
彼
が
如
く
な
る
、
へ
か
ら
ず
」
と
そ
の
真
剣
さ

の
故
に
減
罪
性
の
高
い
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
「
臨
終
の
十
念
は
こ
れ
往
生
の
勝
縁
な
り
」
と
称
え
、
ま
た
問
答
を
設
け
て
＄

間
ふ
。
臨
終
の
心
念
、
そ
の
力
、
幾
許
な
れ
ば
、
‐
能
く
大
事
を
成
ず
る
や
。

答
ふ
。
そ
の
力
、
百
年
の
業
に
も
勝
る
。

と
そ
の
威
力
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
殊
に
善
導
流
の
教
え
を
汲
ん
で
い
る
後
世
の
法
然
・
親
鴬
の
念
佛
の
性
格
に
照
ら
し
て
見
る

と
き
、
当
時
の
源
信
の
置
か
れ
た
環
境
に
お
け
る
そ
れ
な
り
の
役
割
は
十
分
に
果
し
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
に
せ
よ
、
尚
一

つ
の
大
き
な
限
界
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
源
信
の
臨
終
に
重
き
を
置
く
念
佛
は
、
極
め
て
真
剣
な
、
つ

き
つ
め
た
意
義
を
念
佛
に
賦
与
し
た
代
り
に
、
平
常
の
念
佛
の
意
義
を
ぱ
、
臨
終
へ
の
準
備
と
い
う
役
割
に
落
し
め
、
現
在
の
生
き
方

を
手
段
と
し
て
の
位
置
に
堕
さ
し
め
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
今
．
此
処
に
お
い
て
一
念
一
念
全
き
意
義
を
担
う
念
佛
と
い
う
代

替
の
利
か
ぬ
実
存
的
意
義
を
却
っ
て
念
佛
か
ら
奪
っ
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三
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翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
恥
源
信
の
念
佛
が
曇
賛
の
思
想
に
触
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
生
前
・
死
後
、
地
獄
と
極
楽
、
事
・
理
の

二
元
論
的
性
格
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
縁
由
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
源
信
に
お
い
て
は
、
念
佛
の
他
力
的
性
格
が
十
全
に
打

ち
出
さ
れ
ぬ
儘
で
終
っ
た
き
ら
い
が
濃
厚
で
あ
る
。
そ
の
廻
向
観
も
自
力
的
枠
を
脱
し
き
れ
ず
、
そ
の
性
格
は
自
よ
り
他
へ
の
一
方
通

行
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
源
信
の
念
佛
が
観
・
称
双
方
に
跨
が
る
二
元
性
・
暖
昧
性
の
根
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
日
本
の
浄
土
教
史
上
始
め
て
『
往
生
要
集
』
と
い
う
大
著
を
以
て
念
佛
を
中
心
と
す
る
雄
浬
な
組
織
的
教
学
を
示
し
て
往
生
思

想
を
広
く
普
及
せ
し
め
、
宿
業
克
服
の
道
を
僧
俗
の
広
い
層
に
開
い
た
功
績
は
多
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
は
と
も
あ
れ
、
源
信

の
「
悪
心
を
以
て
の
故
に
三
悪
道
に
堕
ち
、
一
た
び
如
来
を
縁
ず
る
を
以
て
の
故
に
必
ず
混
梁
に
至
る
」
と
い
う
明
る
い
希
望
の
開
示

と
、
「
業
は
願
に
由
っ
て
転
ず
」
と
い
う
確
信
と
は
、
そ
の
念
佛
旭
想
の
永
遠
の
裏
付
け
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
疑
う
、
へ
く
も
な
い
。

『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
業
思
想
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