
江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

安

達

俊

英

佛

教

大

学

一

浄
土
宗
に
お
け
る

現
世
へ
の
祈
り

の
展
開

浄
土
宗
な
ど
の
浄
土
系
諸
宗
派
に
お
け
る

祈
り

と
い
え
ば
、
当
然
、
教
義
的
に
は

阿
弥
陀
仏
へ
の
祈
り

極
楽
往
生
の
祈
り

に
尽
き
る
と
い
っ
て
過
言
で
な
か
ろ
う
。
確
か
に
法
然
も
消
極
的
な
が
ら
現
世
利
益
を
説
い
て
い
る
の
で
、

現
世
へ
の
祈
り

と
い
う

側
面
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
然
に
あ
っ
て
現
世
利
益
は

不
求
自
得

に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
、
法
然
は

や
は
り

現
世
へ
の
祈
り

を
説
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て

１
よ
い
。

こ
の
点
は
法
然
門
下
に
お
い
て
も
基
本
的
に
同
様
で

２
あ
る
。
た
だ
し
、
浄
土
宗
に
あ
っ
て
は
、
二
祖
聖
光
は
ほ
ぼ
法
然
と
全
同
で
あ
る

も
の
の
、
三
祖
良
忠
（
一
一
九
九
｜
一
二
八
七
）
は
少
し
異
な
る
。
良
忠
は

選
択
伝
弘
決
疑
鈔

五
に
お
い
て
、

延
年
転
寿

を
積
極

的
に
望
む
な
ら
そ
れ
は

厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土

の
気
持
ち
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
の
で
往
生
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
述
べ
つ
つ
も
、

人
は
色
々
な
の
で
、
中
に
は
平
生
は
来
世
と
現
世
を
祈
り
、
臨
終
の
時
に
は
往
生
の
み
を
願
っ
て
本
意
を
遂
げ
る
人
も
あ
る
と
説
い
た
後
、

往
生
を
願
わ
ず
に
念
仏
し
て
も

延
年
転
寿

を
得
ら
れ
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、

猶
有

其
益

と
答
え
、
そ
の
文
証
ま
で
提
示

し
て
い
る
（

浄
土
宗
全
書

七
、
三
三
九
頁
下
）。
結
局
、
法
然
の
基
本
的
立
場
は
継
承
し
つ
つ
も
、
念
仏
に
よ
る
現
世
利
益
（
更
に
い
え

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）
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三



ば
現
世
利
益
を
求
め
て
の
念
仏
）
を
認
め
る
方
向
に
一
歩
踏
み
出
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
浄
土
宗
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
室
町
期
に
な
る
と
更
に
強
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
百
万
遍
念
仏
に
よ
る

祈
禱
念
仏

が
行
わ
れ
始

３
め
る
。
そ
の
濫

は
後
醍
醐
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
修
さ
れ
た
知
恩
寺
善
阿
空
円
の
疫
病
退
散
の
た
め
の
百
万
遍
念
仏
（
一
三

三
一
年
）
と
い
わ
れ

４
る
が
、
実
際
、
室
町
以
降
、
祈
禱
目
的
の
百
万
遍
念
仏
の
記
録
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
念
仏
と
現
世
祈
禱

と
の
つ
な
が
り
が
深
ま
っ
て

５
ゆ
く
。
た
だ
し
、
室
町
期
の
学
僧
、
例
え
ば
、
澄
円
・
聖

・
聖

と
い
っ
た
学
僧
は
そ
れ
程
、
祈
禱
念
仏

に
言
及
し
な
い
。

二

江
戸
期
に
お
け
る
現
世
利
益
の
肯
定
派
と
否
定
派

と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
祈
禱
念
仏
が
相
当
に
一
般
化
し
た
ら
し
く
、
い
わ
ゆ
る
学
僧
の
間
に
も
祈
禱
念
仏
の
肯
定
派
と
否
定

派
、
即
ち
念
仏
に
よ
る
現
世
利
益
の
肯
定
派
と
否
定
派
が
生
じ
、
厳
し
い
対
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

６
な
る
。
中
で
も
有
名
な
の
が
否
定
派

の
関
通
（
一
六
九
六
｜
一
七
七
○
）
と
肯
定
派
の
大
我
（
一
七
○
九
｜
一
七
八
二
）・
文
雄
（
一
七
○
○
｜
一
七
六
三
）
と
の
対
論
で

７
あ
る
。

関
通
は

本
願
念
仏
勧
化
本
義

（
一
七
四
八
）
に
お
い
て
、
祈
禱
念
仏
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

〔
資
料
１
〕

今
時
念
仏
を
以
て
、
寿
命
長
遠
、
除
病
安
穏
、
招
福

災
、
求
子
安
産
等
、
種
々
祈
願
の
為
め
に
修
し
、
或
い
は
祈
禱
百
万
遍
と
号

し
、
或
は
祈
禱
十
念
、
或
は
符
水
等
と
名
け
、
自
も
修
し
他
を
も
教
へ
て
行
ぜ
し
む
。
斯
れ
は
こ
れ
安
心
僻
越
す
。（
中
略
）
輪
廻

の
業
な
れ
ば
至
誠
心
欠
け
た
る
念
仏
な
り
。（
中
略
）
今
は
専
ら
宗
の
正
意
に
約
し
て
こ
れ
を
排
斥
す
る
に
、
三
の
由
あ
り
。
謂
く
、

一
に
は
惣
じ
て
厭
穢
欣
浄
の
宗
風
に
合
わ
ざ
る
が
故
に
、
二
に
は
別
し
て
至
誠
深
心
回
向
の
三
心
を
失
却
す
る
が
故
に
、
三
に
は
決

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）

一
四
四



し
て
宗
体
定
判
に

違
す
る
が
故
に
。
弾
劾
せ
ず
ん
ば
有
る
べ
か
ら
ず
。（

雲
介
子
関
通
全
集

三
、
二
〇
九
頁
下
｜
二
一
○
頁
上
）

こ
の
一
文
か
ら
は
、
当
時
、
祈
禱
念
仏
が

寿
命
長
遠
・
除
病
安
穏
・
招
福

災
・
求
子
安
産

と
い
っ
た
様
々
な
現
世
利
益
の
た
め
に

修
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
関
通
は
そ
れ
が

輪
廻
の
業

と
な
り
、

厭
穢
欣
浄
の
宗
風

に
合
わ
な
い
等
の

三
つ
の
理
由
を
も
っ
て
排
斥
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

弾
劾
せ
ず
ん
ば
有
る
べ
か
ら
ず

と
強
く
非
難
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
大
我
は

専
修
祈
禱
論

（
一
七
五
○
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

〔
資
料
２
〕

言

専
修
者
不

可

祈
禱

遠
則

張
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
之
仏
教

近
則
恨

戻
著
香
衣
禱
宝
祚
延
長
之
皇
命

（
二
丁
ウ
）

夫
不

為

祈
禱

者
而
在

其
国

僧
、
是
素

餐

於
国

者
也
。
不

為

祈
禱

者
、
不

可

安

居
我
大
王
国

（
五
丁
オ
）

つ
ま
り
、
祈
禱
念
仏
を
否
定
す
る
者
は
、

香
衣
を
著
し
て
宝
祚
延
長
を
祈
る
べ
し

と
い
う

皇
命

に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

そ
の
よ
う
な
者
は
こ
の
国
に
住
む
べ
き
で
は
な
い
と
反
論
す
る
。
そ
し
て
更
に
大
我
は

宝
祚
延
長

の
み
な
ら
ず
、
他
の
現
世
利
益
に

も
言
及
し
て
、
①
ど
の
よ
う
な

現
世
へ
の
祈
り

に
対
し
て
念
仏
が
有
効
で
あ
る
か
、
②
ま
た
念
仏
三
昧
に
は
息
災
・
増
益
・
敬
愛
・

降
伏
の
益
が
あ
る
が
、
③
そ
れ
を
目
的
と
す
る
場
合
の
念
仏
の
修
し
方
に
つ
い
て
も
か
な
り
詳
し
く
解
説
し
て

８
い
る
。

ま
た
祈
禱
念
仏
が

専
修
念
仏

に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
に
関
し
て
は
、

〔
資
料
３
〕

我
不

以

往
生
念
仏

為

祈
禱

亦
不

以

余
法
余
行

為

祈
禱

但
以

祈
禱
念
仏

作

祈
禱

何
爽

専
修

耶
。（
二
丁
ウ
）

と
い
う
よ
う
に
、
自
分
は
念
仏
以
外
の
行
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
往
生
の
念
仏
と
祈
禱
の
念
仏
を
分
け
、
祈
禱
の
念
仏
に
よ

っ
て
祈
禱
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

専
修

と
抵
触
す
る
こ
と
は
な
い
と
答
え
る
。
そ
し
て
逆
に
、
人
々
は
念
仏
に
祈
禱
の
効
用
が

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）
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四
五



あ
る
の
を
知
ら
ず
し
て
、
現
世
利
益
に
関
し
て
は
念
仏
以
外
の
法
を
用
い
た
り
し
て
、
結
局
、

専
修

か
ら
は
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

え
た
場
合
、
む
し
ろ
祈
禱
念
仏
を
認
め
た
方
が

専
修

の
教
え
に
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
と
説
き
、

何

忘

本
宗

勧

祈
禱

者

也

と
結
ん
で
い
る
（
二
五
丁
ウ
｜
二
六
丁
オ
）。

大
我
と
共
に
関
通
を
批
判
し
た
文
雄
も

専
雑

陶
篇

（
一
七
五
二
）
に
お
い
て
、

鎮
護
国
祚

に
関
し
て

不

禱
則
国
家
之
罪

人
也
。
謹
遵

君
命

者
為

障

礙

専
修

乎

（
十
四
丁
オ
｜
ウ
）〔
資
料
４
〕
と
説
き
、
ま
た

勇
猛
専
精

の
者
は
現
世
利
益
な
ど
望

ま
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
凡
夫
は
浄
土
往
生
を
目
指
し
つ
つ
も
こ
れ
を
望
ん
で
し
ま
う
の
が
普
通
で
あ
り
、
決
し
て
願
生
の
心
を
失
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
る
（
一
四
丁
オ
）。
結
局
、
両
人
と
も

祈
禱
念
仏

が
宗
義
と
抵
触
し
な
い
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
理
証
・
教

証
を
示
し
た
上
で
、
そ
れ
を
積
極
的
に
勧
め
て
い
る
点
で
は
共
通
で
あ
り
、

宝
祚
延
長

を
祈
る
べ
し
と
し
た
り
、
祈
禱
念
仏
の
修
し

方
を
説
い
た
り
す
る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

不
求
自
得

の
域
を
一
歩
踏
み
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

た
だ
、
す
べ
て
の

祈
禱
念
仏

肯
定
派
の
者
が
大
我
や
文
雄
と
同
じ
論
調
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、

急
西

百
万
遍
祈
禱
弁
抄

（
一
七
○
○
）
で
は
念
仏
の
現
世
利
益
を
強
調
し
つ
つ
も
（
上
巻
、
四
七
丁
オ
｜
ウ
な
ど
）、
厭
離
穢
土
・
欣
求

浄
土
が
浄
土
宗
の
本
義
で
あ
り
（
上
巻
、
一
四
丁
ウ
｜
一
五
丁
オ
、
下
巻
、
二
八
丁
ウ
）、
現
世
利
益
は

裏
に
は
含
め
ど
も
、
表
に
せ
ず

（
上
巻
、
二
丁
ウ
）
と
、
一
応
、

不
求
自
得

の
範
囲
内
で
現
世
利
益
を
強
調
す
る
あ
り
方
と
い
え
る
。
ま
た
、
慈
光

浄
業
問
弁

（
一
七
五
三
）
は
現
世
利
益
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
欣
求
浄
土
に
誘
引
す
る
よ
き
機
縁
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
厭
穢
欣
浄
に
の
み
こ

だ
わ
っ
て
、
現
世
利
益
を
廃
す
る
な
ら
せ
っ
か
く
の
方
便
の
機
会
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
述
べ
（
上
巻
、
四
一
丁
ウ
｜
四
二
丁

ウ
）、
一
応
、
現
世
利
益
を

欣
求
浄
土
へ
の
誘
引

と
い
う
方
便
の
範
囲
内
で
勧
め
よ
う
と
し
て

９
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ

現
世
利
益

肯
定
派
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
説
き
方
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
は
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）
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四
六



で
も
念
仏
に
よ
る
現
世
利
益
を
公
然
と
承
認
す
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
っ
て
、

現
世
利
益

否
定
派
の
貞
極
（
一
六
七
七
｜
一
七
五

六
）
の
著
し
た

百
万
遍
勧
誡
鈔

（
一
七
二
八
以
前
成
立
）
に
従
う
な
ら
ば
、
ど
の
説
も
承
認
し
が
た
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現

世
利
益
を
ど
の
よ
う
な
形
で
も
公
然
と
勧
め
る
こ
と
は
結
局
、
穢
土
へ
の
執
着
を
生
む
こ
と
に
な
り
、
欣
求
浄
土
の
思
い
を
妨
げ
、
浄
土

宗
本
来
の
目
的
で
あ
る
往
生
を
失
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（

四
休

貞
極
全
集

下
巻
、
一
五
四
○
頁
下
｜
一
五
四
一
頁

上
、
一
五
四
三
頁
下
｜
一
五
四
四
頁
下
）。

以
上
紹
介
し
た
人
師
の
他
に
も
、

祈
禱
念
仏

否
定
派
と
し
て
は
捨
世
派
の
祖
で
あ
る
称
念
（
一
五
一
三
｜
一
五
五
四
）、
関
通
の
師

で
あ
る
敬
首
（
一
六
八
三
｜
一
七
四
八
）、
関
通
の
流
れ
を
汲
む
大
日
比
の
法
岸
（
一
七
四
四
｜
一
八
一
五
）・
法
洲
（
一
七
六
五
｜
一
八
三
九
）

な
ど
の
諸
師
を
、
逆
に
肯
定
派
と
し
て
は
安
宅
・
曇
海
・
玄
秀
（
い
ず
れ
も
十
八
世
紀
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
主
張
の
大

旨
は
上
述
の
関
通
・
貞
極
と
大
我
・
文
雄
等
の
説
に
お
お
よ
そ
代
表
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
即
ち
、
否
定
派
の
主
張
は
結
局
、
良

忠
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、

現
世
へ
の
祈
り

は

厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土

の
想
い
の
障
害
と
な
り
、
往
生
そ
の
も
の
を
仕
損
じ
る

こ
と
に
な
る
の
で
承
認
し
が
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
一
方
、
肯
定
派
の
主
張
は

国
家
安
泰
・
宝
祚
延
長

を
祈
る
の
は
日
本
国
民

と
し
て
当
然
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
現
世
利
益
を
祈
る
の
も
凡
夫
に
は
仕
方
が
な
い
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
現
世
利
益
は
人
々
を

浄
土
門
へ
誘
引
す
る
方
便
と
な
る
の
で
積
極
的
に
説
き
勧
め
る
べ
き
と
い
う
主
張
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で

10
き
る
。

三

国
家
へ
の
祈
り

現
世
利
益

肯
定
派
と
否
定
派
の
対
論
は
、
そ
の
口
吻
か
ら
し
て
も
誠
に
激
烈
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
否
定
派
と
て

不
求
自
得

の
現
世
利
益
は
認
め
て
い
る
し
、
逆
に
肯
定
派
の
中
に
も
先
述
の
如
く
、
現
世
利
益
は
二
次
的
で
あ
る
こ
と
を
説
く
者
も

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）
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い
た
が
、
そ
れ
で
も
否
定
派
は
現
世
利
益
に
何
ら
か
の
役
割
を
認
め
て
こ
れ
を
肯
定
す
る
者
に
対
し
て
は
す
べ
て
批
判
的
で
あ
り
、
や
は

り
そ
の
対
立
は
決
定
的
で
、
明
確
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
鋭
く
対
立
す
る
両
者
で
あ
っ
た
が
、
意
外
に
も

国
家
へ
の

11
祈
り

に
関
し
て
は
、
そ
の
程
度
や
説
き
方
に

お
い
て
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
そ
れ
を
承
認
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

現
世
利
益

肯
定
派
に
あ
っ
て
は
、
先
ほ
ど
〔
資
料

３
〕
や
〔
資
料
４
〕
で
示
し
た
如
く
、

国
家
安
泰
・
宝
祚
延
長

を
行
わ
な
い
よ
う
な
者
は

こ
の
国
に
住
む
べ
か
ら
ず

と
か

国

家
の
罪
人

と
い
う
よ
う
に
、

国
家
へ
の
祈
り

が
強
く
奨
励
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
文
雄

専
雑

陶
篇

に
端
的
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

〔
資
料
５
〕

流
也
、
不

耕
而
食
不

織
而
衣

須

謝

国
家
恩

（
中
略
）
況
在

官
寺
勅
願
寺

者

乎
。
居

官
舎

食

官
禄

得

ル

ヲ

不

臣
民

乎
。
宜

克

己
奉

禱
鎮
護
国
祚

。
縦
不

住

官
寺

其
称

上
人

者
賜

綸

之
官
僧
也
。
不

禱
則
国
家
之
罪
人
也
。

（
一
四
丁
オ
｜
ウ
）

つ
ま
り
、
僧
侶
は
何
も
耕
さ
ず
し
て
食
し
、
何
も
織
ら
ず
し
て
衣
服
を
着
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
国
の
禄
に
あ
ず
か
る
官
寺
や
勅
願

寺
の
場
合
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
上
人
と
呼
ば
れ
る
者
な
ら
ば
そ
れ
は
官
僧
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
国
に
感
謝
し
、
鎮
護
国
家
を
祈
っ
て
当

然
で
あ
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
護
国
思
想
は
、
肯
定
派
の
中
で
も
大
我
と
文
雄
に
特
に
強
い
と
い
え

12
る
が
、
そ
の
他
の
肯
定
派
の
諸
師
に
も
多

か
れ
少
な
か
れ
指
摘
さ
れ
得
る
。
例
え
ば
、
曇
海

念
仏
三
昧
万
徳
鈔

（
一
七
五
二
）
で
は
王
法
の
威
と
仏
法
の
徳
の
両
者
を
備
え
る

こ
と
の
大
切
さ
を
強
調
し
（
一
一
丁
オ
｜
ウ
）、

今
上
皇
帝
聖
寿
万
安
、
大
樹
尊
君
武
運
長
久

云
々
と
祈
る
べ
し
と
説
く
（
二
十
丁
ウ
｜

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
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二
一
丁
オ
）。
ま
た
慈
光

浄
業
問
弁

で
も
安
穏
に
修
行
で
き
る
の
は
帝
王
将
軍
の
鴻
恩
で
あ
り
、
故
に
山
林
に
卜
居
の
身
で
あ
っ
て

も
鎮
護
国
家
を
祈
ら
な
い
者
は
恩
に
背
く
国
賊
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
上
巻
、
四
十
丁
ウ
）。
更
に
玄
秀

称
念
上
人
行
状
記

（
一
七
六

二
）
巻
下
で
も

祈
禱
念
仏
の
輩
は
乗
彼
本
願
力
定
得
往
生
の
人
と
は
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
還
入
三
悪
の
輩
な
り

と
い
う

え
方
を
批
判

し
、
む
し
ろ

夫
天
下
治
ま
ら
ず
国
乱
れ
た
る
と
き
は
念
仏
修
行
の
障
に
も
な
り
ぬ
ら
ん
。
然
ば
天
下
泰
平
・
宝
祚
延
長
を
祈
る
こ
と
、

我
宗
今
の
通
軌
な
り
。
世
お
さ
ま
ら
ざ
れ
ば
念
仏
修
行
も
か
た
し

〔
資
料
６
〕（

浄
土
宗
全
書

十
七
、
六
七
九
頁
上
｜
下
）
と
主
張

13
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
方
の

現
世
利
益

否
定
派
の
諸
師
も
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
肯
定
派
と
同
様
、

国

家
へ
の
祈
り

を
承
認
す
る
か
、
も
し
く
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
勧
め
る
の
で
あ
る
。
年
代
順
に
そ
れ
を
見
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
ま
ず
最
初

に
貞
極
（
一
六
七
七
｜
一
七
五
六
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
貞
極
は

祝
聖
文

を
根
拠
に
現
世
利
益
を
説
く
説
に
対
し
、

百
万
遍
勧
誡

鈔
選
翼

（
一
七
四
五
）
で
、

〔
資
料
７
〕

或
師
曰
く

我
門
の
念
仏
全
く
是
祈
禱
の
法
な
り
。
経
に
云
く
、
天
下
和
順
・
日
月
清
明
・
災
癘
不
起
・
国
豊
民
安

已
上
。
此
文

を
引
き
て
常
に
現
世
の
利
益
を
勧
む
。
今
曰
く
立
宗
の
本
意
に
違
す
る
の
み
に
非
ず
、
今
此
文
を
も
曲
げ
て
解
釈
す
。（
中
略
）
而

る
に
我
好
む
方
へ
経
文
を
曲
げ
て
、
一
切
の
人
を
し
て
苦
界
に
貪
着
せ
し
め
、
一
期
七
十
年
、
誰
一
人
と
雖
穢
土
を
厭
ひ
、
生
死
を

離
れ
よ
と
勧
む
る
事
な
し
。（

四
休
庵
貞
極
全
集

下
、
一
五
七
一
頁
上
｜
下
）

と
批
判
す
る
一
方
、
浄
土
宗
僧
侶
の
風
儀
粛
正
を
説
く

蓮
門
住
持
訓

（
成
立
年
不
詳
）
の
第
一
条
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
資
料
８
〕

江
戸
期
浄
土
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国
家
の
恩
を
忘
失
せ
ず
、
天
下
安
全
・
宝
祚
延
長
・
武
運
長
久
の
祈
念
、
勤
行
の
度
毎
に
懈
る
こ
と
勿
か
る
べ
し
。
凡
そ
寺
持
は
自

身
を
卑
し
む
べ
か
ら
ず
。
武
士
已
上
君
子
の
心
ば
へ
な
る
べ
し
。
ゆ
め
ゆ
め
商
人
已
下
小
人
の
ふ
る
ま
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
。

（

四
休
庵
貞
極
全
集

中
、
一
四
二
二
頁
下
）

僧
侶
は
武
士
以
上
の
存
在
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
国
家
安
泰
等
を
祈
る
こ
と
、
即
ち

天
下
安
全
・
宝
祚
延
長
・
武
運
長
久
の
祈
念

は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
積
極
的
に
勧
め
て
い
る
。
特
に
こ
れ
が
第
一
条
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
重
要
度

が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な

国
家
へ
の
祈
願

は

現
世
利
益

否
定
派
の
最
右
翼
と
目
さ
れ
る
関
通
に
あ
っ
て
も
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、

国
家
へ
の
祈
願

を
浄
土
教
学
の
上
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
を
明
確
に
し
て
い
る
点
は
貞
極
に
は
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

本
願
念
仏
勧
化
本
義

に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
資
料
９
〕

通
別
の
軌
に
約
し
て
、
宗
意
を
全
ふ
す
と
は
、
謂
く
一
宗
の

梨
法
将
、
高
徳
の
知
識
た
ら
ん
人
は
護
法
扶
宗
光
華
の
為
め
に
、
宝

祚
延
長
・
武
運
鞏
固
・
国
家
安
泰
の
祝
禱
は
、
四
恩
報
謝
、
是
釈
門
の
通
法
な
れ
ば
、
職
と
し
て
欠
く
べ
か
ら
ず
。
出
家
受
戒
の
作

法
、
二
祖
三
仏
会
、
造
像
起
塔
、
落
慶
供
養
、
亡
者
追
福
等
の
法
事
は
、
懶
堕
な
る
べ
か
ら
ず
。
祖
師
の
行
状
、
墳
典
に
明
ら
か
也
。

是
れ
宗
の
別
軌
に
異
な
れ
ば
、
随
自
の
正
意
と
混
淆
す
る
事
勿
れ
。（

雲
介
子
関
通
全
集

三
、
二
二
八
頁
下
）

つ
ま
り
、

国
家
へ
の
祈
り

は
仏
教
に
広
く
通
じ
る

通
軌

で
あ
る
と
す
る
一
方
、
浄
土
宗
の
随
自
意
の
教
え
で
あ
る

専
修
念
仏

の
教
え
は

別
軌

で
あ
る
と
し
て
、
両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り

専
修
念
仏

の
教
え
に
抵
触
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
つ

つ
、

国
家
へ
の
祈
り

を
承
認
し
、
む
し
ろ

職
と
し
て
欠
く
べ
か
ら
ず

と
ま
で
積
極
的
に
こ
れ
を
勧
め
る
の
で
あ
る
。

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
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の
祈
り

（
安
達
俊
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こ
の

国
家
へ
の
祈
り

を

通
軌

と
す
る
こ
と
は
、
実
は
〔
資
料
６
〕
に
見
ら
れ
る
如
く
、

現
世
利
益

肯
定
派
の
玄
秀
も
同

様
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
両
者
に
違
い
は
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
、
違
い
は
肯
定
派
の
諸
師
た
ち
が

国
家
へ
の
祈
り

を
中
心
に
し
つ

つ
も
、
い
わ
ゆ
る

個
人
的
な
現
世
へ
の
祈
り

も

通
軌

と
し
て
認
め
る
の
に
対
し
、
関
通
は

通
軌

と
し
て
は

国
家
へ
の
祈

り

の
み
を
認
め
、

個
人
的
な
現
世
へ
の
祈
り

は

通
軌

で
は
な
く
、

別
軌

の

厭
穢
欣
浄

専
修
念
仏

を
妨
げ
る
以
外

の
何
者
で
も
な
い
と
見
な
す
点
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
同
じ
百
万
遍
念
仏
で
も
、
知
恩
寺
の
善
阿
に
よ
る
疫
病
退
散
の
た
め
の
百
万
遍
念
仏

は

通
軌

で
あ
る
の
で
問
題
な
い
が
、
今
時
の

民
間
祈
禱
の
百
万
遍

は
個
人
的
現
世
利
益
を
求
め
る
が
故
に
別
物
で
あ
り
、
承
認

で
き
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
（

雲
介
子
関
通
全
集

三
、
二
二
八
頁
下
｜
二
二
九
頁
上
）。

こ
れ
と
同
様
の

え
方
は
、
関
通
の
流
れ
を
汲
む
、
大
日
比
の
法
洲
（
一
七
六
五
｜
一
八
三
九
）
に
も
見
ら
れ
る
。
法
洲
は

講
説
大

意

（
成
立
年
不
詳
）
の
中
で
、
念
仏
を
勧
進
す
る
の
に
①
現
世
利
益
の
た
め
だ
け
の
念
仏
、
②
現
当
二
世
を
祈
る
念
仏
、
③
念
仏
は
往
生

の
た
め
に
修
し
、
こ
の
世
の
祈
り
は
そ
れ
以
外
の
方
法
で
と
い
う
三
種
の
不
正
の
勧
進
が
あ
る
と
述
べ
、
①
は
毒
の
み
を
、
②
は
毒
と
薬

を
一
緒
に
、
③
は
毒
と
薬
を
交
互
に
服
用
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
い
ず
れ
も
認
め
が
た
い
と
す
る
（

大
日
比
三
師
講
説
集

上
巻
、
二
○

頁
上
｜
下
）。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
善
導
・
法
然
に
も
念
仏
祈
禱
の
文
が
あ
り
、
宗
門
に
対
す
る
綸
命
に
も

宝
祚
延
長

を
祈
る
べ
き

と
あ
る
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
者
の
批
判
に
答
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
資
料
10
〕

通
別
二
軌
の
法
門
を
さ
え
知
ら
ざ
る
や
、
夫
れ
通
軌
は
釈
門
の
通
法
に
し
て
（
中
略
）。
さ
れ
ば
導
祖
の
回
願
、
及
び
宝
祚
延
長
等

の
祈
願
は
、
仏
法
の
通
軌
、
諸
宗
の
通
法
に
し
て
、
今
論
ず
る
所
の
別
軌
安
心
・
出
離
の
法
に
あ
づ
か
ら
ず
。

江
戸
期
浄
土
宗
に
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け
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（

大
日
比
三
師
講
説
集

上
、
二
一
頁
上
）

法
洲
は
先
に
述
べ
た
如
く
、

念
仏
は
往
生
の
た
め
に
修
し
、
こ
の
世
の
祈
り
は
そ
れ
以
外
の
方
法
で

と
い
う
あ
り
方
に
関
し
て
も
こ

れ
を
否
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
善
導
の

祝
禱
文

の
引
用
や

宝
祚
延
長

等
の
祈
願
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が

こ
の
世
の
祈

り

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
仏
法
の

通
軌

と
し
て
承
認
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
関
通
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
と
い
っ
て
よ

か

14
ろ
う
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
貞
極
・
関
通
・
法
洲
と
い
っ
た

現
世
利
益

否
定
派
の
人
達
は
、

国
家
へ
の
祈
り

を
決
し
て
積
極
的

に
勧
め
る
わ
け
で
な
く
、

通
軌

別
軌

と
い
う
概
念
を
用
い
て

専
修
念
仏

の
教
え
と
抵
触
し
な
い
よ
う
に
努
め
て
は
い
る
の
で

あ
る
が
、
や
は
り
結
果
的
に
、

国
家
へ
の
祈
り

を
承
認
、
或
い
は
勧
奨
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
点
で
は
肯
定
派
の
人

達
と
か
わ
り
が
な
い
と
い
え
る
。

四

国
家
へ
の
祈
り

の
背
景

と
こ
ろ
で
、
こ
の
両
者
の

国
家
へ
の
祈
り

の
勧
奨
を
法
然
や
親
鸞
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
大
き
な
相
違
が

あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
然
や
親
鸞
に
は
基
本
的
に
ほ
と
ん
ど
護
国
思
想
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で

15
あ
る
。
僅
か
に
親
鸞
に
お
い
て
、

か
の
有
名
な
性
信
坊
宛
て
書
状
の
一
節
（

真
宗
聖
教
全
書

二
、
六
九
七
頁
）
が
問
題
に
な
る
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
し
、
関
通
な
ど
は
そ
の
主
著
と
も
い
え
る

燧
囊

に
お
い
て

南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
ふ
る
外
は
、
み
な
妄
念
な
り
。
異
念

な
り
。
わ
が
往
生
の
大
利
を
失
ふ
べ
き
わ
ざ
な
り
と
心
得
て
、
余
の
一
切
の
行
業
を
さ
し
お
き

念
仏
す
べ
き
と
述
べ
（

雲
介
子
関
通
全

集

一
、
一
五
頁
下
）、
法
然
の
教
え
に
か
え
る
べ
き
こ
と
を
強
く
説
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

国
家
へ
の
祈
り

に
関
し
て
は
、

通
軌

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）

一
五
二



と
し
て
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
を
積
極
的
に
説
き
勧
め
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
彼
ら
は

国
家
へ
の
祈
り

だ
け
は
特
別
視
し
た
の
で

あ
ろ

16
う
か
。

お
そ
ら
く
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
僧
侶
が
一
般
庶
民
以
上
に
徳
川
幕
府
と
い
う
安
定
政
権
か
ら
の
恩
恵
を
受
け
て
い
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
の
僧
侶
は
、
徳
川
幕
府
か
ら
朱
印
地
を
賜
っ
て
い
た
寺
院
や
香
華
寺
は
も
と
よ
り
、
一
般
寺
院

も
寺
請
制
度
に
よ
っ
て
幕
府
か
ら
多
大
な
恩
恵
を
受
け
て

17
い
た
。
こ
の
よ
う
に
寺
院
が
国
家
・
社
会
か
ら
多
大
な
恩
恵
を
受
け
て
い
る
以

上
、
そ
の
安
定
を
祈
願
す
る
の
は
当
然
と

え
る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
と
い
え

18
よ
う
。
既
に
紹
介
し
た
諸
資
料
に
お
い
て
、

現
世
利

益

肯
定
派
で
あ
ろ
う
と
否
定
派
で
あ
ろ
う
と

国
恩

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
や
、〔
資
料
５
〕
に
お
い
て
は
僧
侶
は
非

生
産
者
で
あ
る
の
だ
か
ら
国
恩
に
報
い
る
べ
き
と
い
う
主
張
は
、
ま
さ
に
以
上
の
点
を
証
明
す
る
資
料
と
な
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

更
に
、
こ
れ
と
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
儒
教
思
想
の
一
般
庶
民
へ
の

19
浸
透
、
更
に
は
僧
侶
層
へ
の
浸
透
も
そ
の
理
由
と
し
て

え

ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
否
定
派
で
あ
る
法
洲
の

蓮
門
回
向
十
條
弁

（
成
立
年
不
詳
）
に
お
い
て
も
、

日
課
の
勝
益
、
唯
往
生
の
為
に

唱
れ
ば
、
乃
ち
是
主
君
に
忠
、
父
母
に
孝
、
先
祖
に
報
恩
、
兄
を
敬
ひ
、
弟
を
憐
み
、
妻
子
に
真
愛
、
子
孫
を
覆
護
、
眷
属
に
慈
悲
、
朋

友
に
信
、
乃
至
法
界
含
識
平
等
利
益

（

大
日
比
三
師
講
説
集

中
、
九
九
七
頁
上
）〔
資
料
11
〕
と
い
う
よ
う
な
儒
教
の

五
倫

の
教

え
を
想
起
さ
せ
る
表
現
が
あ
り
、
念
仏
思
想
と
儒
教
思
想
の
融
合
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

20
れ
る
。

た
だ
、
儒
教
と
の
関
係
を

え
る
な
ら
、
儒
教
か
ら
の
影
響
と
並
ん
で
、
儒
者
に
よ
る
佛
教
批
判
に
答
え
る
と
い
う
意
味
合
い
も
大
き

か
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
辻
善
之
助

日
本
佛
教
史

近
世
篇
之
四
の
大
半
が

排
仏
思
想

に
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
儒
者
等
か
ら
の
排
仏
論
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
的
な
批
判
の
一
つ
が
、
仏
教

は
仁
・
義
と
い
っ
た
社
会
倫
理
を
重
視
せ
ず
、
む
し
ろ
捨
て
去
っ
て
い
る
と
い
う
と
い
う
批
判
で
あ

21
っ
た
。
お
そ
ら
く

現
世
利
益

肯

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）

一
五
三



定
派
の
大
我
が
儒
・
仏
・
神
の
三
教
の
融
合
を
説
く

鼎
足
論

と
い
う
書
物
を
著
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
批
判
を
意
識
し
た

た
め
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
否
定
派
の
貞
極
も
儒
者
の
批
判
を
大
い
に
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
し
、
関
通
に
お
い
て
は
明
ら
か

に
儒
教
と
の
融
合
が
見
ら

22
れ
る
。〔
資
料
11
〕
で
紹
介
し
た
法
洲
の
言
葉
も
、
或
い
は
儒
者
か
ら
の
批
判
に
答
え
る
意
図
が
そ
の
背
後
に

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
儒
者
か
ら
の
批
判
に
対
し
、
当
時
の
僧
侶
と
し
て
は
国
家
と
の
関
係
や
時
代
思
潮
（
民
衆

意
識
）
を

慮
し
た
場
合
、
そ
れ
を
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
肯
定
派
・
批
判
派
と
も
に
、

国
家
へ
の
祈
り

に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

お

わ

り

に

以
上
、
江
戸
期
の
浄
土
宗
に
お
い
て
、

現
世
利
益

肯
定
派
と
否
定
派
が
存
し
、
相
互
に
鋭
く
対
立
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
両
者
と
も
、

国
家
へ
の
祈
り

に
関
し
て
は
こ
れ
を
承
認
、
或
い
は
奨
励
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
と
し
て

幕
藩
体
制
と
の
関
係
、
及
び
儒
教
精
神
の
浸
透
や
儒
者
か
ら
の
批
判
が

え
う
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
に
国
家
体
制
や
そ
の
時
代
思
潮
（
民
衆
意
識
）
の

23
影
響
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
江
戸
期
の
仏
教
に
あ
っ
て
、
そ

の
影
響
を
最
低
限
に
お
さ
え
つ
つ
宗
祖
の
教
え
を
守
ろ
う
と
し
た
の
が

現
世
利
益

否
定
派
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
影
響
を
積
極
的
に

宗
祖
の
教
え
と
融
合
さ
せ
て
い
こ
う
と
し
た
の
が

現
世
利
益

肯
定
派
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
家
・
社
会
と
い

う
現
実
と
宗
教
的
理
想
の
間
で
揺
れ
動
く
僧
侶
の
姿
が
こ
こ
に
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

24
う
か
。

註 江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）

一
五
四



１

法
然
の
現
世
利
益
観
に
つ
い
て
は
、
大
橋
俊
雄

浄
土
宗
に
お
け
る
現
世
利
益
の
系
譜

（

仏
教
文
化
研
究

一
四
、
一
九
六
八
）、
玉

山
成
元

法
然
と
現
世
利
益

（
日
本
仏
教
研
究
会
編

日
本
宗
教
の
現
世
利
益

、
一
九
七
○
）、
深
貝
慈
孝

法
然
上
人
と

観
念
法
門

特
に
現
世
利
益
に
つ
い
て

（
佛
教
大
学
法
然
上
人
研
究
会
編

浄
土
宗
開
宗
八
百
年
法
然
上
人
研
究

、
一
九
七
五
）
な
ど
を
参

照
の
こ
と
。

２

浅
井
成
海

法
然
と
そ
の
門
弟
の
現
世
利
益
論

（
同

法
然
と
そ
の
門
弟
の
教
義
研
究

永
田
文
昌
堂
、
二
○
○
四
）、
浅
井
成
海

隆

寛
の
現
世
利
益
観

（

印
度
学
仏
教
学
研
究

二
七
｜
二
、
一
九
七
九
）
な
ど
を
参
照
。

３

室
町
期
以
降
の
百
万
遍
念
仏
が
祈
禱
的
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
真
徹

民
間
念
仏
信
仰
の
系
譜

（

印
度
学

仏
教
学
研
究

一
五
｜
二
、
一
九
六
七
）
を
参
照
の
こ
と
。

４

懐
山

浄
統
略
讃

（

続
浄
土
宗
全
書

（
新
）
一
七
）
四
○
七
頁
上
｜
下
。
な
お
、
貞
極

百
万
遍
勧
誡
鈔

に
よ
る
と
百
万
遍
祈
禱

念
仏
を
知
恩
寺
以
外
に
移
修
し
弘
め
た
の
は
、

自
専
法
師

と
い
う
者
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
（

四
休

貞
極
全
集

下
巻
、
一
五
四

○
頁
上
｜
下
）。
そ
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
十
七
世
紀
中
頃
の
こ
と
で
は
な
い
か
と

え
ら
れ
る
。

５

二
祖
聖
光
か
ら
室
町
期
ま
で
の
浄
土
宗
に
お
け
る
現
世
利
益
観
は
、
註
（
１
）
所
載
の
大
橋
論
文
、
二
○
｜
二
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

６

こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
既
に
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
が
存
す
る
。
註
（
１
）
所
載
の
大
橋
論
文
、
二
二
｜
二
四
頁
、
井
川
定
慶

江
戸
時
代
に
於
け
る
仏
教
界
の
粛
正
様
相

（

佛
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要

一
、
一
九
六
八
）
第
四
章
、
長
谷
川
匡
俊

近
世
念
仏
者

集
団
の
行
動
と
思
想

浄
土
宗
の
場
合

（
評
論
社
、
一
九
八
○
）
一
二
六
｜
一
三
七
頁
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

７

こ
の
対
論
に
つ
い
て
は
、
註
（
６
）
所
載
の
諸
論
文
の
他
、
深
貝
慈
孝

浄
土
宗
捨
世
派
（
関
通
流
）
の
研
究

（
同

中
国
浄
土
教
と

浄
土
宗
学
の
研
究

思
文
閣
出
版
、
二
○
○
二
）
に
詳
し
い
。

８

①
に
つ
い
て
は

専
修
祈
禱
論

一
九
丁
ウ
｜
二
六
丁
オ
、
②
に
つ
い
て
は
、
同
一
七
丁
ウ
｜
一
八
丁
オ
、
③
に
つ
い
て
は
、
同
二
六
丁

ウ
｜
二
七
丁
ウ
。
註
（
６
）
所
載
の
長
谷
川
前
掲
書
、
一
三
三
｜
一
三
六
頁
、
参
照
。

９

慈
光

浄
業
問
弁

に
つ
い
て
は
、
註
（
６
）
所
載
の
長
谷
川
前
掲
書
、
一
二
八
頁
、
参
照
。

10

た
だ
し
、
肯
定
派
の
諸
師
が

厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土

を
軽
視
し
た
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
先
に
紹
介
し

た
急
西

百
万
遍
祈
禱
弁
抄

の
他
、
大
我
も
そ
の
著

唯
称
安
心
鏡

（
一
七
四
○
）
で

厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
ノ
想
ニ
住
シ
テ
念
死

念
仏
ス
ベ
シ

（
五
二
丁
ウ
）
と
述
べ
て
い
る
。

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）

一
五
五



11

国
家
へ
の
祈
り

と
い
っ
た
場
合
、
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、

天
下
泰
平

と
い
う
社
会
的
平
安
に
対
す
る
祈
り
、

国
家
安
泰

と
い

う
国
家
体
制
維
持
を
含
む
よ
う
な
祈
り
、
そ
し
て

宝
祚
延
長
・
武
運
長
久

と
い
う
為
政
者
（
天
皇
家
・
徳
川
家
）
の
繁
栄
に
対
す
る
祈

り
に
分
け
ら
れ
よ
う
が
、
現
実
に
は
肯
定
派
も
否
定
派
も
こ
れ
ら
を
あ
ま
り
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
そ
の
内
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
言

及
す
る
場
合
も
、
実
際
に
は
他
の
要
素
も
含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
私
も
以
下
で
は

国
家
へ
の
祈
り

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、

上
記
の
い
ず
れ
を
も
含
め
て
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

12

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
大
我
の
住
し
た
八
幡
の
正
法
寺
が
尾
張
徳
川
家
の
香
華
寺
で
あ
り
、
し
か
も
百
万
遍
知
恩
寺
の
末
寺
で
も
あ
っ
た
こ

と
と
、
ま
た
文
雄
が
住
し
た
了
蓮
寺
も
百
万
遍
知
恩
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
註
（
６
）
所
載
の
井
川
論
文
、
一
二
六

頁
、
一
三
一
頁
、
参
照
。

13

な
お
、
註
（
１
）
所
載
の
大
橋
論
文
、
二
二
頁
で
は
、
こ
の

称
念
上
人
行
状
記

の
一
節
を
称
念
自
身
の
言
葉
と
把
え
て
い
る
が
、
そ

の
前
に
あ
る
木
魚
念
仏
批
判
共
々
、
編
者
で
あ
る
妙
阿
玄
秀
の
言
葉
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

祈
禱
念
仏
の
輩

云
々
の

一
文
は
関
通

本
願
念
仏
勧
化
本
義

の
一
節
（

雲
介
子
関
通
全
集

三
、
二
一
○
頁
下
）
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
と

え
ら
れ
る

が
、
称
念
が
自
身
の
没
後
に
成
立
し
た
関
通
の
著
作
を
引
用
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
称
念
の
言
葉
と
は
見
な
し
が
た
い
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
し
、
称
念
自
身
は

不
求
自
得

の
利
益
は
認
め
る
も
の
の
、
現
世
祈
禱
に
関
し
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
そ
の

こ
と
は

称
念
上
人
行
状
記

に
引
用
さ
れ
る
称
念
自
身
の
言
葉
（

浄
土
宗
全
書

十
七
、
六
七
九
頁
上
段
一
三
行
目
｜
下
段
二
行
目
）

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

14

な
お
、
以
上
の
三
人
の
人
師
の
場
合
は
何
に
よ
っ
て

国
家
へ
の
祈
り

を
行
う
か
が
明
確
で
な
く
、
お
そ
ら
く
〔
資
料
８
〕
の
貞
極
の

勤
行
の
度
毎
に
懈
る
こ
と
勿
か
る
べ
し

と
い
う
言
葉
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
念
仏
を
含
め
た
す
べ
て
の
行
に
よ
っ
て
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
貞
極

蓮
門
住
持
訓

の
増
広
本
と
も
い
え
る
仏
定
（
一
七
三
四
｜
一
八
○
○
）
の

続
蓮
門
住
持
訓

（
一
七
九
九
）

の
第
一
条
で
は
、
明
確
に

四
恩
報
謝
は
釈
門
の
通
軌
。（
中
略
）
須
く
持
戒
称
名
の
功
を
回
し
て
、
日
暮
に
こ
れ
を
酬
い
奉
る
べ
し

（

四
休
庵
貞
極
全
集

中
、
一
四
二
八
頁
上
）
と
称
名
念
仏
の
功
徳
で
祈
る
べ
き
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。

15

梶
村
昇

法
然
・
親
鸞
に
お
け
る
護
国
思
想
に
つ
い
て

（
浄
土
教
思
想
研
究
会
編

浄
土
教

そ
の
伝
統
と
創
造

山
喜
房
佛

書
林
、
一
九
七
二
）、
参
照
。

16

現
世
利
益

否
定
派
は
自
ら
の
た
め
の
祈
り
と
、
自
分
以
外
の
者
（
国
家
・
社
会
を
含
む
）
の
た
め
の
祈
り
に
現
世
利
益
を
二
分
し
、

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）

一
五
六



前
者
の
み
を
否
定
し
、
後
者
は
肯
定
し
た
か
の
ご
と
く
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
自
分
以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
、

国
家
・
社
会
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
な
い
限
り
、
そ
れ
が
個
人
で
あ
れ
ば
祈
禱
は
否
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
法
洲
の

講
説
大
意

で
は

親
子
・
兄
弟
・
眷
属
・
朋
友
等
の
為
に
（
中
略
）
祈
念
立
願
を
な
す

の
も
、

彼
に
代
り
て
祈
念
祈
禱

す
れ
ば
、
結
局
、
現
世
へ
の

執
着
を
生
む
こ
と
に
な
り
、

乗
仏
本
願
の
安
心
を
立
得
る
事

は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
（

大
日
比
三
師
講
説
集

上
、
二
四
頁
下
｜

二
五
頁
上
）。

17

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
三
田
全
信

浄
土
宗
史
の
諸
研
究

（
光
念
寺
、
一
九
五
九
）
四
一
九
｜
四
二
二
頁
、

ア
ジ
ア
仏
教
史
日
本
編
Ⅶ

江
戸
仏
教

（
佼
成
出
版
社
、
一
九
七
二
）
三
一
｜
三
八
頁
、
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

18

国
家
・
社
会
の
安
定
が
、
ひ
い
て
は
自
身
の
安
定
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
思
い
も
、
も
し
か
す
る
と
、

国
家
祈
願

の
背
後
に
存
し
た

か
も
し
れ
な
い
。

19

現
世
利
益
の
肯
定
・
否
定
の
論
争
が
行
わ
れ
た
十
八
世
紀
に
は
主
た
る
儒
学
者
の
多
く
が
出
揃
い
、
少
な
く
と
も

主
君
に
忠
、
父
母
に

孝

と
い
う
観
念
は
、
社
会
倫
理
と
し
て
か
な
り
浸
透
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
浄
瑠
璃
等
の
庶
民
文
学
な
ど
を
見
れ
ば
、

そ
の
こ
と
は
十
分
推
測
さ
れ
え
よ
う
。

20

な
お
、
大
桑
斉
氏
は

日
本
近
世
の
思
想
と
仏
教

（
法
蔵
館
、
一
九
八
九
）
に
お
い
て
、
寺
請
制
度
等
の
成
立
に
は
寺
院
側
の
自
発
的

働
き
か
け
が
存
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
国
家
と
の
関
係
を
積
極
的
に
維
持
し
て
ゆ
く
意
志
が
あ
っ
た
寺
院
側
に
と
っ
て
、
神
・
儒

と
の
習
合
は
必
然
的
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
二
六
六
｜
二
七
一
頁
）。
仏
教
界
全
体
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
捨
世
派
の
関
通
等
と
て
寺
院
に
住
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
時
代
思
潮
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

21

柏
原
祐
泉

近
世
の
排
仏
思
想

（
日
本
思
想
体
系
57

近
世
佛
教
の
思
想

）
五
一
九
｜
五
二
一
頁
、
黒
住
真

近
世
日
本
社
会
と
儒

教

（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
○
○
三
）
一
五
五
、
一
二
三
頁
等
を
参
照
の
こ
と
。

22

註
（
６
）
所
載
の
長
谷
川
前
掲
書
、
一
一
七
｜
一
二
一
頁
、
参
照
。

23

実
は

現
世
利
益

肯
定
派
・
否
定
派
と
も
に
、

追
善
供
養

も
ほ
ぼ
全
面
的
に
承
認
す
る
。
こ
こ
に
も
当
時
の
時
代
思
潮
（
民
衆
意

識
）
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
は
い
ず
れ
別
稿
で
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

24

実
は
本
論
で
紹
介
し
た
諸
師
は
、
肯
定
派
・
否
定
派
を
問
わ
ず
、
そ
の
大
半
が
学
僧
で
あ
り
、
肯
定
派
の
諸
師
と
て
も
、
決
し
て
単
純
な

現
実
追
認
論
者
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
大
我
は
隠
遁
の
志
篤
い
清
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
（
註
（
６
）
所
載
の
井
川
論
文
、

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）

一
五
七



一
二
六
頁
）、
著
書
の

唯
称
安
心
鏡

で
は

正
業
ヲ
旁
ニ
為
テ
、
余
行
ヲ
専
ニ
為
ル
人
オ
ホ
シ

と
嘆
き
（
四
丁
オ
）、
個
人
の
名
前
を

挙
げ
て
の
祈
禱
や
回
向
も
否
定
し
て
い
る
（
四
七
丁
オ
｜
ウ
）。
ま
た
玄
秀
も
捨
世
派
本
山
一
心
院
の
第
四
十
世
で
、
捨
世
派
開
祖
称
念
の

教
え
か
ら
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
状
を
強
く
嘆
い
て
い
た
（

浄
土
宗
全
書

十
七
、
六
七
七
頁
下
｜
六
七
八
頁
下
）
一
人
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
現
世
利
益
を
肯
定
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
時
代
思
潮
（
民
衆
意
識
）
か
ら
の
大
き
な
影
響
が
感
じ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

江
戸
期
浄
土
宗
に
お
け
る

国
家
へ
の
祈
り

（
安
達
俊
英
）

一
五
八
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