
コピー厳禁

⼆
〇
⼆
〇
年
度
 

卒
業
論
⽂ 

     

﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
救
済
の
思
想
に
つ
い
て 

   

Ｌ
１
７
０
１
３
６ 

⼭
内 

⼤
河 

 
 



コピー厳禁

⽬
次 序

論
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１ 

本
論
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３ 

第
⼀
章 

道
綽
の
仏
教
観
と
浄
⼟
教
信
仰
の
特
徴
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３ 

 
第
⼀
節
 

道
綽
の
⽣
き
た
時
代
の
仏
教
と
浄
⼟
教
信
仰
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３ 

 
第
⼆
節
 

道
綽
の
﹃
安
楽
集
﹄
の
著
述
の
背
景
と
そ
の
特
徴
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５ 

第
⼆
章 

﹃
安
楽
集
﹄
の
浄
⼟
教
思
想
の
特
徴―

約
時
被
機
と
准
通
⽴
別―

 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６ 

 
第
⼀
節
 

﹁
約
時
被
機
﹂
に
つ
い
て
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６ 

第
⼆
節
 

﹁
准
通
⽴
別
﹂
に
つ
い
て
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
８ 

第
三
章 

﹃
安
楽
集
﹄
に
説
か
れ
る
有
相
の
浄
⼟
と
来
迎
思
想
の
意
義
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
１ 

 
第
⼀
節
 

﹃
安
楽
集
﹄
に
説
か
れ
る
有
相
の
浄
⼟
と
来
迎
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
１ 

 
第
⼆
節
 

﹃
安
楽
集
﹄
に
説
か
れ
る
来
迎
と
信
⼼
の
関
係
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
３ 

第
四
章 

﹃
安
楽
集
﹄
と
﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
４ 

第
⼀
節
 

﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
４ 

 
第
⼆
節
 

﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
９ 

結
論
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２
３ 

註 参
考
⽂
献 

  



コピー厳禁

 1 

序
論 

 
私
が
何
故
道
綽
と
﹃
安
楽
集
﹄
を
主
に
テ
4
マ
と
し
て
卒
業
論
⽂
を
作
成
す
る
に
⾄
@
た
の
か
と
い
う
経
緯
と
し
て
は
︑
私
が
⼤

学
三
回
⽣
時
に
ゼ
ミ
を
受
講
す
る
に
あ
た
り
浄
⼟
教
理
史
を
選
択
し
た
こ
と
と
︑
そ
の
講
義
の
中
で
﹃
安
楽
集
﹄
を
著
し
た
道
綽
の

思
想
に
興
味
を
持
@
た
か
ら
と
い
う
⼆
つ
の
理
由
で
あ
る
︒
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
︑
私
は
三
回
⽣
で
あ
る
⼀
年
間
ゼ
ミ
や
そ
の
他

の
講
義
で
浄
⼟
教
理
史
に
つ
い
て
学
ん
だ
︒
⼤
学
を
卒
業
す
る
た
め
の
卒
業
論
⽂
を
作
成
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
是
⾮
⼀
年
間
で
習
@

て
き
た
浄
⼟
教
理
史
に
関
連
の
あ
る
内
容
を
⽤
い
て
作
成
を
試
み
た
い
と
考
え
た
の
が
理
由
で
あ
る
︒
次
に
後
者
に
つ
い
て
は
︑
た

と
え
ば
杉
⼭
裕
俊
が
﹁﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
に
つ
い
て
﹂
１

の
内
容
の
中
に
⽰
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
道
綽
の
⾃
⼒
と
他

⼒
は
対
⽴
し
た
存
在
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
浄
⼟
に
往
⽣
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
過
程
な
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
⽅
に
感
銘
を

受
け
た
の
が
理
由
で
あ
る
︒
浄
⼟
教
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
に
つ
い
て
﹃
浄
⼟
真
宗
聖
典
﹄
内
の
巻
末
註
に
意
味
が
⽰
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
は
じ
め
に
︑
⾃
⼒
に
つ
い
て
は
こ
う
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
疑
い
︑
⾃
分
の
修
め
た
⾝
⼝
意(

か
ら
だ
・
⾔
葉
・
⼼)

の
善
根
に
よ
@
て
浄
⼟
へ
往
⽣
し
よ
う
と
す
る
こ

と
︒(

﹃
註
釈
版
﹄
⼀
五
〇
四
⾴) 

 
浄
⼟
教
に
お
け
る
⾃
⼒
と
は
阿
弥
陀
仏
の
⼒
を
信
じ
ず
︑
⾃
分
⾃
⾝
の
修
⾏
に
よ
る
⼒
と
善
⾏
に
よ
@
て
浄
⼟
に
往
⽣
す
る
と
い

う
意
味
で
あ
り
︑
独
り
よ
が
り
な
印
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
次
に
他
⼒
に
つ
い
て
は
こ
う
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

阿
弥
陀
仏
の
本
願
⼒
︒
阿
弥
陀
仏
が
衆
⽣
に
往
⽣
の
因
と
果
を
与
え
て
救
済
す
る
は
た
ら
き
︒
ま
た
︑
は
か
ら
い
な
く
本
願
⼒

に
ま
か
せ
る
こ
と
を
他
⼒
と
も
い
う
︒(

﹃
註
釈
版
﹄
⼀
五
⼀
六
⾴) 
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浄
⼟
教
に
お
け
る
他
⼒
と
は
阿
弥
陀
仏
の
⼒
に
よ
@
て
往
⽣
す
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑
こ
の
場
合
の
他
⼒
や

他
⼒
本
願
と
は
⾃
分
で
は
何
も
考
え
な
い
無
責
任
な
他
⼈
任
せ
と
い
@
た
世
間
で
い
わ
れ
る
悪
い
意
味
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は

な
く
︑
良
い
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
︒
例
え
る
の
で
あ
れ
ば
体
を
鍛
え
る
た
め
に
筋
⾁
の
ト
レ
4
ニ
ン
グ
を
⾏
う
時
に
︑
⾃
分

⼀
⼈
で
筋
ト
レ
の
本
や
動
画
を
⾒
る
な
ど
情
報
を
収
集
し
て
独
学
で
学
び
な
が
ら
ト
レ
4
ニ
ン
グ
を
⾏
う
か
ジ
ム
に
通
い
ト
レ
4
ナ

4
に
実
際
に
教
わ
る
な
ど
サ
ポ
4
ト
し
て
も
ら
い
な
が
ら
⾏
う
か
の
違
い
で
あ
る
︒
⼀
般
で
は
︑
⾃
⼒
・
他
⼒
は
意
味
も
全
く
正
反

対
で
あ
り
相
容
れ
な
い
⼆
つ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
普
通
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
を
違
う
⾓
度
か
ら
視
察
し

⾃
⼒
・
他
⼒
を
結
び
つ
け
て
新
た
な
視
点
を
⾒
つ
け
役
割
を
与
え
る
と
い
@
た
道
綽
の
発
想
及
び
思
考
⼒
は
私
の
頭
の
中
に
は
な
い

柔
軟
性
を
併
せ
持
@
て
お
り
新
鮮
か
つ
斬
新
に
映
@
た
の
で
あ
る
︒
以
上
が
道
綽
と
﹃
安
楽
集
﹄
を
主
に
テ
4
マ
と
し
て
作
成
を
す

る
に
⾄
@
た
経
緯
で
あ
る
︒ 

 
次
に
卒
論
を
作
成
す
る
に
あ
た
@
て
道
綽
と
著
書
で
あ
る
﹃
安
楽
集
﹄
を
研
究
す
る
⽬
的
は
︑﹃
安
楽
集
﹄
の
特
徴
と
は
何
か
や
浄

⼟
の
歴
史
に
お
い
て
道
綽
の
⽣
き
て
い
た
時
代
の
浄
⼟
や
そ
の
中
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
な
ど
︑
そ
れ
ら
に
対
す
る
道
綽
の
思
想
が

他
の
僧
と
⽐
べ
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
@
た
の
か
を
理
解
す
る
た
め
で
あ
る
︒
道
綽
は
⾃
⼒
と
他
⼒
に
新
た
な
意
味
と
役
割
を
与
え

る
こ
と
で
︑
⼆
つ
を
必
要
過
程
に
す
る
と
い
う
浄
⼟
往
⽣
の
重
要
性
を
強
め
か
つ
新
し
い
浄
⼟
の
世
界
を
開
く
に
⾄
@
た
︒
こ
れ
ら

を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
@
て
︑
い
つ
の
時
代
ま
た
は
浄
⼟
の
世
界
に
お
い
て
も
⼈
間
は
様
々
な
発
想
⼒
や
考
え
⽅
︑
時
代
に
対
す
る

⾃
分
の
意
⾒
な
ど
主
体
性
を
持
@
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
実
証
出
来
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
柔
軟
性
を
併
せ
持
@
た
⾃
分
の
考
え

と
意
⾒
を
発
信
す
る
こ
と
が
時
に
よ
@
て
︑
⼀
つ
の
問
題
解
決
に
繋
が
る
可
能
性
へ
と
⾒
出
せ
る
の
で
あ
る
︒
新
し
い
も
の
を
⽣
み
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出
す
た
め
に
は
︑
今
ま
で
に
あ
@
た
も
の
を
崩
し
新
た
に
再
構
築
す
る
こ
と
も
必
然
的
に
な
る
の
で
あ
る
︒
以
上
が
﹃
安
楽
集
﹄
と

道
綽
の
研
究
⽬
的
で
あ
る
︒ 

 
私
は
︑﹃
安
楽
集
﹄
と
道
綽
の
特
徴
を
当
時
の
浄
⼟
思
想
と
道
綽
の
⾃
⼒
と
他
⼒
に
つ
い
て
な
ど
の
思
想
を
併
せ
て
論
ず
る
︒
論
⽂

を
通
し
て
︑
先
述
の
道
綽
と
﹃
安
楽
集
﹄
の
特
徴
は
如
何
な
る
物
で
あ
る
か
を
結
論
に
導
き
出
し
て
い
く
︒ 

   

本
論 

第
⼀
章 

道
綽
の
仏
教
観
と
浄
⼟
教
信
仰
の
特
徴 

 
第
⼀
節
 

道
綽
の
⽣
き
た
時
代
の
仏
教
と
浄
⼟
教
信
仰 

道
綽
の
伝
記
に
つ
い
て
﹃
浄
⼟
真
宗
聖
典
﹄
の
巻
末
註
で
は
こ
の
よ
う
に
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

⼗
四
歳
で
出
家
し
﹃
涅
槃
経
﹄
を
究
め
た
が
︑
⽯
壁
⽞
中
寺
の
曇
鸞
⼤
師(

四
七
⼋―

五
四
⼆)

の
碑
⽂
を
読
み
︑
四
⼗
歳
で
浄

⼟
教
に
帰
依
し
た
と
い
う
︒(

﹃
註
釈
版
﹄
⼀
五
⼀
⼋
⾴) 

 
道
綽
は
現
在
で
い
う
中
学
⼆
︑
三
年
⽣
の
年
齢
で
僧
侶
と
な
り
﹃
涅
槃
経
﹄
を
究
め
た
後
に
︑
曇
鸞
の
碑
⽂
を
読
み
四
⼗
歳
の
時

に
浄
⼟
教
を
⾃
分
⾃
⾝
の
拠
り
所
と
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
次
の
よ
う
に
も
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

以
後
︑
⽇
々
念
仏
を
称
え
る
こ
と
七
万
遍
︑﹃
観
経
﹄
を
講
義
す
る
こ
と
⼆
百
回
以
上
に
及
び
︑
⺠
衆
に
⼩
⾖
念
仏(

⼩
⾖
で
念
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仏
の
数
量
を
数
え
る
こ
と)

を
進
め
た
︒(

﹃
註
釈
版
﹄
⼀
五
⼀
⼋
⾴) 

 
道
綽
は
浄
⼟
教
に
帰
依
し
て
か
ら
七
万
回
念
仏
を
称
え
た
り
⼆
百
回
以
上
の
講
義
を
⾏
う
な
ど
︑
ス
ト
イ
�
ク
に
修
⾏
を
し
続
け

て
き
た
︒
そ
し
て
︑
道
綽
は
⼩
⾖
念
仏
と
い
@
た
そ
の
名
の
通
り
⼩
⾖
を
使
⽤
し
た
少
し
ユ
ニ
4
ク
な
念
仏
⽅
法
を
⺠
衆
に
進
め
る

な
ど
し
て
︑
浄
⼟
教
を
広
め
て
い
@
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
三
浦
⼤
地
の
﹁
道
綽
の
善
知
識
観
﹂
で
は
︑
道
綽
の
思
想
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

私
⾒
に
な
る
が
︑
道
綽
は
特
に
曇
鸞
か
ら
思
想
的
影
響
︑
ま
た
凡
夫
と
し
て
⽣
き
る
仏
弟
⼦
と
し
て
の
姿
勢
を
仰
い
で
い
る
の

で
あ
ろ
う
︒
２ 

道
綽
の
思
想
は
数
⼈
の
僧
の
中
で
特
に
曇
鸞
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
部
分
が
⼤
き
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
が
こ
の
⽂
章
で
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
曇
鸞
に
つ
い
て
煩
悩
に
と
ら
わ
れ
て
お
り
迷
い
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
⽴
場
で
あ

り
な
が
ら
も
仏
弟
⼦
と
し
て
⽣
き
る
姿
に
道
綽
は
尊
敬
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
解
釈
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
道
綽
が
特

に
曇
鸞
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
部
分
は
﹁﹃
安
楽
集
﹄
に
曇
鸞
の
⽂
が
多
く
引
か
れ
て
い
る
﹂
３

こ
と
か
ら
明
⽩
と
な
@

て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
ん
な
道
綽
が
⽣
き
た
時
代
に
お
い
て
浄
⼟
は
ど
の
よ
う
な
⾒
解
を
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
野

村
淳
爾
の
﹁﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
他
⼒
の
⼀
考
察
﹂
で
は
︑
次
の
よ
う
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
︒ 

道
綽
の
時
代
は
往
⽣
思
想
が
執
着
そ
の
も
の
と
い
う
考
え
や
無
相
空
理
の
視
点
か
ら
浄
⼟
願
⽣
を
否
定
す
る
思
想
が
⾮
常
に
⼤

き
な
勢
⼒
と
な
@
て
お
り
︑
浄
⼟
と
い
う
有
相
を
取
る
こ
と
⾃
体
が
執
着
と
同
様
と
考
え
る
⾵
潮
が
強
か
@
た
︒
４ 

こ
れ
に
よ
る
と
︑道
綽
の
時
代
で
は
⾃
分
の
姿
形
や
⼀
切
の
執
着
か
ら
離
れ
た
無
相
思
想
が
当
時
の
マ
ジ
¿
リ
テ
Á
と
な
@
て
お
り
︑
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そ
の
対
と
な
る
浄
⼟
に
⽣
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
有
相
思
想
は
⼤
乗
仏
教
の
空
・
無
相
の
基
盤
か
ら
離
れ
て
い
る
と
否
定
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
り
︑
浄
⼟
そ
の
も
の
が
修
⾏
に
お
い
て
障
害
に
な
る
⼼
の
働
き
と
み
な
す
考
え
が
⼤
き
く
な
@
て
い
た
の
で
あ
る
︒
⾔
い
換

え
れ
ば
︑
浄
⼟
と
い
う
⼀
つ
の
こ
と
に
執
着
し
て
⽣
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
考
え
を
持
@
て
い
る
者
は
だ
さ
い
と
い
う
⾵
潮
が
強
く
な

@
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
道
綽
は
こ
の
よ
う
に
⽰
し
た
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︒ 

こ
の
問
題
に
対
し
て
︑
道
綽
は
他
⼒
を
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
と
い
う
具
体
想
で
⽰
し
︑
⻄
⽅
浄
⼟
の
問
答
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に

よ
り
︑
⻄
⽅
浄
⼟
の
教
え
の
⼤
乗
と
し
て
の
正
当
性
を
⽰
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
５ 

 
道
綽
は
︑
他
⼒
の
原
理
と
は
阿
弥
陀
仏
が
私
達
を
迎
え
に
来
る
こ
と
で
浄
⼟
に
往
⽣
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
と
⽰
し
︑
⻄

⽅
浄
⼟
の
教
え
で
あ
る
⼤
乗
と
の
つ
な
が
り
を
⽰
し
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
無
相
思
想
と
有
相
思
想
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
を
⼀
つ
に

結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
道
綽
は
時
代
の
流
れ
を
真
@
向
か
ら
新
た
な
形
へ
と
変
え
よ
う
と
し
た
︒
⼈
間
は
⼀
般
的
に

⾃
分
の
中
に
あ
る
不
安
と
孤
独
を
拭
い
去
る
た
め
に
意
⾒
が
多
い
内
容
に
つ
い
て
い
く
傾
向
が
あ
る
が
︑
道
綽
は
周
り
の
意
⾒
に
流

さ
れ
る
こ
と
な
く
⾃
分
の
意
⾒
を
新
し
い
答
え
へ
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
︒
そ
ん
な
道
綽
が
著
し
た
﹃
安
楽
集
﹄
と
は
︑
⼀
体
ど

う
い
@
た
特
徴
を
持
@
て
い
る
の
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒ 

 

 
第
⼆
節
 

道
綽
の
﹃
安
楽
集
﹄
の
著
述
の
背
景
と
そ
の
特
徴 

 

﹃
安
楽
集
﹄
に
つ
い
て
﹃
浄
⼟
真
宗
聖
典
﹄
の
巻
末
註
で
は
︑
こ
の
よ
う
に
説
明
が
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

⼗
⼆
章
か
ら
な
る
︒﹃
観
経
﹄
に
も
と
づ
い
て
安
楽
浄
⼟
へ
の
往
⽣
を
勧
め
た
も
の
︒
浄
⼟
教
に
対
す
る
疑
難
に
つ
い
て
問
答
を
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設
け
て
解
釈
し
︑
時
機
相
応
の
法
と
し
て
念
仏
を
勧
め
る
︒(

﹃
註
釈
版
﹄
⼀
四
四
四
⾴) 

 
﹃
安
楽
集
﹄
と
は
︑
道
綽
が
﹃
観
経
﹄
に
も
と
づ
き
安
楽
浄
⼟
へ
の
往
⽣
を
勧
め
る
と
同
時
に
︑
浄
⼟
教
へ
の
疑
問
と
⾮
難
に
問

い
を
求
め
る
こ
と
に
よ
@
て
燃
焼
し
て
い
き
︑
念
仏
を
時
代
と
能
⼒
に
相
応
し
て
い
る
修
⾏
法
と
し
て
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま

た
︑
説
明
に
も
⽰
さ
れ
て
い
る
通
り
⼗
⼆
章
に
分
け
ら
れ
て
構
成
が
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
⼊
江
公
昭
が
﹁﹃
安
楽
集
﹄

に
お
け
る
浄
⼟
理
解
の
⼀
考
察
﹂
に
お
い
て
﹁
道
綽
の
主
著
﹃
安
楽
集
﹄
は
︑﹃
観
経
﹄
の
要
義
を
⽰
し
た
書
物
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
﹂
６

と
⽰
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹃
観
経
﹄
の
重
要
な
趣
旨
を
伝
え
る
こ
と
が
﹃
安
楽
集
﹄
の
主
な
役
割
り
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

要
す
る
に
道
綽
は
︑
浄
⼟
を
批
判
す
る
勢
⼒
が
多
か
@
た
時
代
の
中
で
著
書
を
通
し
て
浄
⼟
教
に
関
す
る
問
題
を
解
消
さ
せ
る
こ
と

に
よ
@
て
浄
⼟
教
に
対
す
る
不
信
感
を
少
し
で
も
な
く
し
て
そ
こ
か
ら
進
ん
で
往
⽣
浄
⼟
の
た
め
の
修
⾏
を
⾏
う
の
が
よ
い
と
考
え

﹃
安
楽
集
﹄
を
著
し
た
の
で
あ
る
︒ 

  

第
⼆
章 

﹃
安
楽
集
﹄
の
浄
⼟
教
思
想
の
特
徴―

約
時
被
機
と
准
通
⽴
別―

 

 
第
⼀
節
 

﹁
約
時
被
機
﹂
に
つ
い
て 

 
内
藤
知
康
が
著
し
た
﹃
安
楽
集
講
読
﹄
で
は
︑﹃
安
楽
集
﹄
の
特
徴
と
し
て
﹁
約
時
被
機
﹂
と
﹁
准
通
⽴
別
﹂
７

を
指
摘
し
て
い
る
︒

初
め
に
約
時
被
機
と
は
︑﹁
仏
教
に
は
種
々
様
々
の
教
法
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
時
機
す
な
わ
ち
時
代
と
根
機
と
の
対
応
を
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
⽅
﹂
８

で
あ
る
と
⽰
し
て
い
る
︒ 
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ま
た
︑
渡
邊
隆
⽣
が
著
し
た
﹃
安
楽
集
要
述
﹄
で
は
約
時
被
機
の
被
と
機
は
﹁
末
法
時
の
機
根(

衆
⽣)

﹂
９

を
指
し
て
お
り
︑
つ
ま

り
は
末
法
時
代
の
衆
⽣
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
以
下
の
よ
う
に
説
明
が
さ
れ
て
い
る
︒ 

道
綽
が
明
確
な
末
法
意
識
を
⾃
覚
し
た
こ
と
に
よ
@
て
︑
仏
教
の
な
か
に
﹁
浄
⼟
の
⼀
⾨
﹂
を
樹
⽴
し
た
と
い
う
こ
と
を
﹃
安

楽
集
﹄
の
教
学
史
的
使
命
と
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
︒
１
０ 

簡
潔
に
ま
と
め
る
と
︑
末
法
の
時
代
に
お
い
て
新
た
に
浄
⼟
教
と
い
う
教
学
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
使
命

で
あ
り
役
割
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
約
時
被
機
の
考
え
⽅
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
説
明
が
さ

れ
て
い
る
︒ 

仏
道
を
歩
も
う
と
す
る
者
は
︑
⾃
ら
の
適
性
を
考
慮
し
て
教
法
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹃
安
楽
集
﹄
に
⽰
さ

れ
る
道
綽
禅
師
の
教
学
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
視
点
が
基
本
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
１
１ 

こ
れ
は
つ
ま
り
︑
約
時
被
機
と
は
仏
教
を
学
ぶ
時
に
⾃
分
の
性
格
を
客
観
視
し
⾃
分
に
合
@
た
内
容
の
教
法
を
選
ぶ
こ
と
と
い
う

意
味
で
あ
る
︒
教
法
の
種
類
は
様
々
で
あ
り
﹁
釈
尊
在
世
の
時
代
や
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
衆
⽣
に
適
し
た
教
法
﹂
１
２

や
﹁
釈
尊
滅
後

は
る
か
後
の
時
代
の
衆
⽣
に
適
し
た
教
法
﹂
１
３

︑
ま
た
﹁
迷
い
か
ら
悟
り
に
向
か
@
て
歩
む
の
に
勝
れ
た
能
⼒
・
素
質
を
持
つ
衆
⽣

に
適
し
た
教
法
﹂
１
４

や
﹁
そ
の
よ
う
な
能
⼒
を
殆
ど
持
た
な
い
か
︑
全
く
持
@
て
い
な
い
衆
⽣
に
適
し
た
教
法
﹂
１
５

な
ど
と
い
@
た

多
く
の
教
法
が
あ
り
︑
⾃
分
に
は
ど
の
教
法
が
合
う
の
か
や
⾃
分
が
い
か
な
る
⼈
間
な
の
か
が
分
か
る
の
で
あ
る
︒
⼈
に
は
性
格
に

よ
@
て
向
き
不
向
き
が
あ
る
︒
今
ま
で
う
け
続
け
て
き
た
教
育
や
周
り
の
環
境
に
よ
@
て
⾃
分
と
い
う
⼈
格
が
形
成
さ
れ
続
け
︑
今

現
在
に
お
け
る
⼈
格
も
と
い
性
格
の
⾃
分
が
こ
の
世
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
⼈
⽣
に
お
い
て
選
択
は
必
須
と
な
る
︒
そ
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れ
に
よ
@
て
⾃
分
と
の
相
性
が
ど
う
い
@
た
も
の
か
が
は
@
き
り
と
な
る
の
で
あ
る
︒
⼤
学
の
講
義
を
受
け
る
と
き
に
お
い
て
も
そ

う
で
あ
る
︒
講
義
に
は
必
須
科
⽬
も
あ
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
科
⽬
は
⾃
分
で
選
択
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒
そ
こ
で
︑
講
義
内
容
を
⾒

て
⾃
分
に
は
ど
の
講
義
が
合
@
て
い
る
の
か
︑
そ
し
て
ど
の
講
義
を
受
け
た
い
か
を
⾃
分
の
性
格
を
分
析
し
配
慮
し
て
選
ぶ
の
で
あ

る
︒
⼤
学
の
ゼ
ミ
を
選
ぶ
と
き
に
お
い
て
も
ど
の
分
野
の
内
容
が
⾃
分
に
合
う
の
か
を
分
析
を
す
る
こ
と
と
な
る
︒
就
職
活
動
に
お

い
て
は
よ
り
細
か
く
⾃
⼰
に
対
す
る
分
析
か
ら
の
職
業
選
択
が
必
須
と
な
る
の
で
あ
る
︒
⾃
分
の
性
格
を
⾃
⼰
分
析
し
て
ど
の
企
業

が
⾃
分
と
マ
�
チ
し
て
い
る
の
か
を
研
究
し
︑
そ
こ
か
ら
エ
ン
ト
リ
4
シ
4
ト
の
添
削
や
⾯
接
練
習
な
ど
就
職
の
た
め
の
対
策
を
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
⾃
分
と
相
性
の
良
い
も
の
を
選
択
す
る
と
い
う
考
え
は
昔
か
ら
存
在
し
て
お
り
︑

現
代
に
お
い
て
も
接
点
と
し
て
通
ず
る
部
分
が
あ
る
︒ 

 

第
⼆
節
 

﹁
准
通
⽴
別
﹂
に
つ
い
て 

 
次
に
准
通
⽴
別
と
は
︑﹁
通
途
を
准
じ
て
別
途
を
⽴
て
る
と
い
う
意
味
﹂
１
６

で
あ
る
︒
通
途
と
は
仏
教
に
お
い
て
⼀
般
的
な
考
え

⽅
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑
別
途
と
は
浄
⼟
真
宗
に
て
独
⾃
の
特
別
な
教
え
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
通
途
・
別
途
の
⽤
法

は
準
拠
で
は
な
く
︑﹁
時
に
通
途
が
聖
道
⾨
⾃
⼒
の
考
え
⽅
︑
別
途
が
浄
⼟
⾨
他
⼒
の
考
え
⽅
を
意
味
し
て
い
る
場
合
も
必
ず
し
も
少

な
く
は
な
い
﹂
１
７

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
⼀
般
的
に
は
他
⼒
が
通
途
で
⾃
⼒
が
別
途
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
く
︑
そ
の
逆
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
渡
邊
隆
⽣
の
﹃
安
楽
集
要
述
﹄
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
が
さ
れ
て

い
る
︒ 
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通
は
道
綽
の
⾔
葉
に
﹁
通
論
家
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
道
綽
当
時
に
お
け
る
⼀
般
仏
教
界
を
指
し
た
と
き
に
は
道
綽
の
﹁
聖
浄
⼆

⾨
﹂
の
⽴
場
で
い
う
聖
道
⾨
仏
教
を
指
す
と
い
え
る
︒
１
８ 

つ
ま
り
道
綽
の
准
通
⽴
別
と
は
通
途
が
聖
道
⾨
⾃
⼒
を
︑
別
途
が
浄
⼟
⾨
他
⼒
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い

て
︑
ま
と
め
て
野
村
淳
爾
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒ 

道
綽
禅
師
の
教
化
法
は
︑
当
時
の
仏
教
界
の
⼤
勢
で
あ
@
た
聖
道
⾨
⾃
⼒
の
考
え
に
従
い
つ
つ
︑
浄
⼟
⾨
他
⼒
の
独
⾃
の
考
え

⽅
を
打
ち
出
す
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
教
化
法
を
准
通
⽴
別
の
語
で
表
現
す
る
の
で
あ
る
︒
１
９ 

ま
た
︑﹃
安
楽
集
要
述
﹄
で
も
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
︒ 

⼀
般
の
通
仏
教
と
の
会
通
を
は
か
り
な
が
ら
浄
⼟
を
別
途
に
独
⽴
せ
し
め
て
末
法
時
の
証
道
を
確
⽴
せ
ん
と
し
た
﹃
安
楽
集
﹄

の
役
割
を
表
現
し
た
と
い
え
る
︒
２
０ 

 
こ
れ
ら
の
説
明
に
よ
る
と
︑
道
綽
の
時
代
で
は
聖
道
⾨
⾃
⼒
が
通
途
で
あ
り
浄
⼟
⾨
他
⼒
が
別
途
で
あ
り
︑
浄
⼟
を
否
定
す
る
勢

⼒
が
強
く
な
@
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
聖
道
⾨
⾃
⼒
と
浄
⼟
⾨
他
⼒
に
つ
い
て
は
︑
杉
⼭
裕
俊
は
法
然
が
著
し
た

﹃
浄
⼟
宗
⼤
意
﹄
に
て
こ
の
よ
う
に
⽰
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
︒
２
１ 

聖
道
⾨
ト
イ
フ
ハ
︑
娑
婆
ノ
得
道
ナ
リ
︑
⾃
⼒
断
惑
出
離
⽣
死
ノ
教
ナ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
︑
凡
夫
ノ
タ
メ
ニ
修
シ
カ
タ
シ
︑
⾏
シ
カ

タ
シ
︒
２
２ 

 
こ
れ
は
︑
聖
道
⾨
と
は
⾃
分
ひ
と
り
の
⼒
だ
け
で
往
⽣
す
る
た
め
に
様
々
な
修
⾏
を
⾏
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
難
し
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
杉
⼭
は
法
然
が
浄
⼟
⾨
他
⼒
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
⽰
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
２
３ 
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浄
⼟
⾨
ト
イ
フ
ハ
︑
極
楽
ノ
得
道
ナ
リ
︑
他
⼒
断
惑
往
⽣
浄
⼟
⾨
ナ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
︑
凡
夫
ノ
タ
メ
ニ
ハ
︑
修
シ
ヤ
ス
ク
⾏
シ
ヤ

ス
シ
︒
２
４ 

 
こ
れ
は
︑
浄
⼟
⾨
は
阿
弥
陀
仏
と
い
う
本
願
⼒
を
借
り
て
浄
⼟
に
往
⽣
す
る
の
で
修
⾏
が
や
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
意

味
か
ら
し
て
聖
道
⾨
の
対
と
な
る
も
の
で
あ
り
⾃
⼒
と
他
⼒
の
違
い
を
明
確
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
准
通
⽴
別

と
は
当
時
マ
ジ
¿
リ
テ
Á
と
な
り
主
流
と
な
@
て
い
た
考
え
に
今
ま
で
通
り
に
従
い
な
が
ら
も
新
し
く
登
場
し
た
独
⾃
の
考
え
を
試

み
と
し
て
取
り
⼊
れ
る
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
試
み
と
い
う
部
分
で
は
︑
現
代
で
も
接
点
が
あ
る
︒
例
え
る
な
ら
ば
︑
料

理
の
調
理
や
味
付
け
に
お
い
て
も
調
理
⽅
法
は
今
ま
で
と
同
じ
⽅
法
で
作
り
︑最
後
の
味
付
け
は
⼀
⾵
変
わ
@
た
隠
し
味
を
つ
け
る
︒

そ
し
て
︑
新
し
く
多
種
多
様
な
味
わ
い
⽅
を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
よ
う
に
古
く
か
ら
の
考
え
と
新
し
い
考
え
と
い
う
⼆
つ

の
要
素
を
合
わ
せ
る
実
験
を
⾏
う
の
で
あ
る
︒ 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
約
時
被
機
と
准
通
⽴
別
は
︑
い
ず
れ
も
意
味
に
お
い
て
現
代
に
通
⽤
す
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る

の
で
あ
る
︒
以
上
が
﹃
安
楽
集
﹄
の
特
徴
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
﹃
安
楽
集
﹄
の
内
容
へ
と
⼊
@
て
い
く
︒
内
容
の
中
で

道
綽
の
思
想
が
如
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
を
具
体
的
に
論
じ
る
︒
ま
た
先
述
に
お
い
て
︑
道
綽
は
無
相
思
想
と
有
相
思
想
に
お

け
る
問
題
に
つ
い
て
説
い
て
き
た
が
そ
れ
に
関
し
て
も
よ
り
詳
し
く
論
じ
る
︒ 
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第
三
章 

﹃
安
楽
集
﹄
に
説
か
れ
る
有
相
の
浄
⼟
と
来
迎
思
想
の
意
義 

 
第
⼀
節
 

﹃
安
楽
集
﹄
に
説
か
れ
る
有
相
の
浄
⼟
と
来
迎 

 
ま
ず
最
初
に
︑
無
相
思
想
と
有
相
思
想
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
︒
先
述
に
て
道
綽
は
⼤
乗
仏
教
の
空
・
無
相
の

基
盤
か
ら
離
れ
て
い
る
と
⾔
わ
れ
る
有
相
思
想
に
つ
い
て
︑
他
⼒
は
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
で
あ
る
と
⽰
し
⻄
⽅
浄
⼟
の
問
答
と
結
び
つ

け
そ
の
教
え
で
あ
る
⼤
乗
と
し
て
の
正
当
性
を
⽰
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
﹃
安
楽
集
﹄
の
第
五
⼤
⾨
・
禅
観
難
易
で
は
こ

の
よ
う
な
問
答
が
さ
れ
て
い
る
︒ 

問
ひ
て
い
わ
く
︑
も
し
⻄
⽅
の
境
界
勝
に
し
て
禅
定
を
な
し
て
感
ず
べ
く
は
︑
こ
の
界
の
⾊
天
は
弱
く
し
て
禅
定
を
な
し
て
招

く
べ
か
ら
ざ
る
や
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
六
五
⾴) 

こ
れ
は
︑
も
し
も
⻄
⽅
の
境
界
は
優
れ
て
い
る
か
ら
浄
⼟
に
集
中
す
る
精
神
と
な
る
修
⾏
を
す
る
こ
と
で
往
⽣
出
来
る
の
で
あ
れ

ば
︑
こ
の
世
界
で
物
質
や
⾁
体
か
ら
脱
却
出
来
て
い
な
い
⾊
界
は
劣
@
て
い
る
の
で
こ
の
修
⾏
を
し
て
浄
⼟
に
往
⽣
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
︒
こ
の
問
い
に
対
し
て
こ
う
答
え
ら
れ
て
い
る
︒ 

答
へ
て
い
わ
く
︑
も
し
修
定
の
因
を
論
ぜ
ば
︑
彼
此
に
該
通
す
︒
し
か
る
に
か
の
界
は
位
こ
れ
不
退
に
し
て
︑
な
ら
び
に
他
⼒

の
持
つ
あ
り
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
六
五
�
⼆
六
六
⾴) 

 
こ
れ
は
︑
も
し
修
⾏
の
原
因
を
い
え
ば
浄
⼟
も
そ
の
他
も
通
じ
て
⽣
ま
れ
る
こ
と
が
出
来
る
が
︑
浄
⼟
は
後
戻
り
す
る
こ
と
の
な

い
場
所
で
阿
弥
陀
仏
の
本
願
⼒
と
い
@
た
他
⼒
の
⽀
え
が
あ
る
か
ら
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
︒こ
の
⽂
の﹁
他

⼒
の
持
つ
あ
り
﹂
と
い
う
部
分
が
︑
⻄
⽅
浄
⼟
は
﹁
阿
弥
陀
仏
の
本
願
⼒
に
よ
り
⽀
え
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
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の
で
あ
り
︑
⻄
⽅
浄
⼟
に
お
け
る
正
当
性
が
道
綽
に
よ
@
て
⽰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
他
に
も
︑
他
⼒
と
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
に
つ

い
て
⽰
し
た
⽂
が
あ
る
︒
第
⼆
⼤
⾨
の
破
異
⾒
邪
執
・
⼼
外
無
法
で
は
こ
の
よ
う
な
⽂
が
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

命
終
の
時
に
す
な
は
ち
現
に
阿
弥
陀
仏
︑
も
ろ
も
ろ
の
聖
衆
と
そ
の
⼈
の
前
に
住
し
た
ま
ふ
を
⾒
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
て
往

⽣
を
得
︒(
﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
⼀
⼀
⾴) 

 
こ
れ
は
つ
ま
り
︑
命
が
終
わ
り
亡
く
な
る
⼈
の
前
に
阿
弥
陀
仏
が
多
く
の
聖
者
達
と
⼀
緒
に
現
れ
る
の
を
そ
の
⼈
が
⾒
て
た
て
ま

つ
る
こ
と
で
往
⽣
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
次
に
第
四
⼤
⾨
の
念
仏
⼤
徳
所
⾏
で
は
こ
の
よ
う
な
⽂
が
⽰
さ
れ

て
い
る
︒ 

こ
の
ゆ
ゑ
に
法
師
命
終
の
時
に
臨
み
て
︑
寺
の
傍
ら
の
左
右
の
道
俗
︑
み
な
幡
華
の
院
に
映
ず
る
を
⾒
︑
こ
と
ご
と
く
異
⾹
・

⾳
楽
迎
接
し
て
往
⽣
を
遂
げ
た
ま
へ
る
を
聞
く
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
四
⼋
⾴) 

 
こ
れ
は
︑
法
師
が
亡
く
な
る
時
に
寺
の
そ
ば
の
左
右
に
い
る
僧
侶
と
俗
⼈
が
全
て
異
な
る
⾹
り
の
す
る
幡
と
花
が
寺
に
映
る
の
を

⾒
て
︑
法
師
は
⾳
楽
に
迎
え
ら
れ
往
⽣
を
遂
げ
る
と
い
う
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
⽂
で
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
第

六
⼤
⾨
の
義
推
で
は
こ
の
よ
う
な
⽂
が
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

命
終
に
臨
み
て
弟
⼦
に
告
げ
て
い
は
く
︑︿
阿
弥
陀
仏
︑
も
ろ
も
ろ
の
聖
衆
と
い
ま
わ
が
前
に
ま
し
ま
す
﹀
と
︒(

﹃
註
釈
版
七

祖
篇
﹄
⼆
七
〇
⾴) 

 
こ
れ
は
︑
法
師
が
亡
く
な
る
前
に
弟
⼦
に
﹁
阿
弥
陀
仏
が
多
く
の
聖
者
と
と
も
に
私
の
前
に
お
ら
れ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
告
げ
て

い
る
の
で
あ
る
︒
法
師
の
弟
⼦
に
対
す
る
発
⾔
は
︑
第
⼆
⼤
⾨
の
破
異
⾒
邪
執
・
⼼
外
無
法
で
⽰
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏
が
聖
者
達
と
や
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@
て
く
る
と
い
う
部
分
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
︒
第
⼆
⼤
⾨
と
第
六
⼤
⾨
の
⽂
で
は
︑
阿
弥
陀
仏
は
⾛
⾺
灯
的
な
存
在
感
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
︒ 

 

 
第
⼆
節
 

﹃
安
楽
集
﹄
に
説
か
れ
る
来
迎
と
信
⼼
の
関
係 

さ
ら
に
︑
第
七
⼤
⾨
の
此
彼
修
道
で
は
こ
の
よ
う
な
⽂
が
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

も
し
発
⼼
し
て
⻄
に
帰
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
︑
ひ
と
へ
に
⼩
時
の
礼
・
観
・
念
等
を
も
つ
て
︑
寿
の
⻑
短
に
随
ひ
て
︑
命
終

の
時
に
臨
め
ば
光
台
迎
接
し
て
︑
迅
く
か
の
⽅
に
⾄
り
て
位
不
退
に
階
ふ
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
七
四
⾴) 

 
こ
れ
は
︑
も
し
も
悟
り
を
得
よ
う
と
す
る
⼼
を
起
こ
し
た
時
に
し
ば
ら
く
礼
拝
・
観
察
・
念
仏
な
ど
の
修
⾏
を
⽣
き
て
い
る
間
に

従
@
て
⾏
え
ば
︑
命
が
終
わ
り
亡
く
な
る
時
に
光
り
輝
く
蓮
台
に
迎
え
ら
れ
そ
こ
か
ら
迅
速
に
か
の
国
に
⾄
り
退
く
こ
と
の
な
い
位

に
適
合
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
第
⼗
⼀
⼤
⾨
の
死
後
受
⽣
勝
劣
で
は
⼆
つ
の
⽂
で
他
⼒
と
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
に

つ
い
て
⽰
さ
れ
て
お
り
︑
ま
ず
⼀
つ
め
の
⽂
で
は
こ
の
よ
う
に
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

も
し
よ
く
信
を
⽣
じ
て
浄
⼟
に
帰
向
し
意
を
策
ま
し
て
専
積
な
れ
ば
︑
命
終
ら
ん
と
欲
す
る
時
︑
阿
弥
陀
仏
︑
観
⾳
聖
衆
と
光

台
を
も
つ
て
⾏
者
を
迎
接
し
た
ま
ふ
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
⼋
⼋
⾴) 

 
こ
れ
は
︑
も
し
も
信
⼼
を
お
こ
し
て
浄
⼟
を
願
う
⼼
の
働
き
を
強
く
し
修
⾏
に
励
め
ば
︑
亡
く
な
る
時
に
阿
弥
陀
仏
と
観
⾳
な
ど

の
聖
衆
達
が
光
り
輝
く
蓮
台
へ
と
迎
え
に
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
次
に
も
う
⼀
つ
の
⽂
で
は
こ
の
よ
う
に
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

も
し
よ
く
信
仏
の
因
縁
を
も
つ
て
浄
⼟
に
⽣
ぜ
ん
と
願
じ
て
︑
所
修
の
⾏
業
な
ら
び
に
み
な
回
向
す
れ
ば
︑
命
終
ら
ん
と
欲
す
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る
時
︑
仏
み
づ
か
ら
来
迎
し
て
死
王
に
⼲
さ
れ
ず
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
⼋
⼋
⾴) 

 
こ
れ
は
︑
仏
を
信
じ
る
因
縁
を
も
@
て
浄
⼟
に
⽣
ま
れ
た
い
と
願
い
そ
の
た
め
の
修
⾏
を
⾏
え
ば
亡
く
な
る
時
に
仏
が
迎
え
に
来

て
く
れ
︑
地
獄
で
閻
魔
⼤
王
に
処
罰
を
下
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
第
⼗
⼀
⼤
⾨
の
⼆
つ
の
⽂
章
は

⾃
分
の
⼼
の
中
で
何
か
悪
い
こ
と
を
企
む
と
い
う
よ
う
な
や
ま
し
い
気
持
ち
を
⼀
切
持
た
ず
に
た
だ
純
粋
に
浄
⼟
に
往
⽣
し
た
い
と

い
う
信
念
だ
け
を
持
ち
︑
修
⾏
を
す
る
こ
と
に
よ
@
て
こ
の
世
を
去
@
た
後
に
地
獄
⾏
き
に
な
り
罰
が
下
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
必
ず

良
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
が
﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
や
他
⼒
に
つ
い
て
⽰
し
た
⽂
で
あ
り
︑

い
ず
れ
も
仏
を
信
じ
て
修
⾏
を
す
れ
ば
亡
く
な
る
時
に
阿
弥
陀
仏
が
お
前
は
よ
く
修
⾏
を
続
け
た
と
迎
え
に
来
て
く
れ
る
と
い
う
頑

張
れ
ば
最
期
に
は
い
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
の
と
同
時
に
⼈
間
の
エ
ゴ
が
如
何
な
る
も
の
か
が
試
さ
れ
る
こ
と
を
⽰
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
上
が
無
相
思
想
と
有
相
思
想
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
︒ 

  

第
四
章 

﹃
安
楽
集
﹄
と
﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒ 

 

第
⼀
節
 

﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒ 

 
次
に
︑﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
仏
教
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
⾃
⼒
・
他
⼒
は
﹃
安
楽
集
﹄
で
は

ど
の
よ
う
の
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
は
じ
め
に
曇
鸞
が
著
し
た
﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
て
説
か
れ
て
い
る
⾃
⼒
と
他
⼒
と
⽐
較

を
す
る
︒
杉
⼭
裕
俊
が
著
し
た
﹁﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
に
つ
い
て
﹂
で
は
︑
曇
鸞
は
⾃
⼒
・
他
⼒
を
﹁
阿
毘
跋
致
獲
得
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の
難
易
性
の
基
準
﹂
と
し
て
﹁
難
易
⼆
道
﹂
２
５

と
⽰
し
て
い
る
︒
阿
毘
跋
致
︑
つ
ま
り
悟
り
を
得
て
か
ら
退
く
こ
と
の
な
い
地
位
を

獲
得
す
る
た
め
の
難
易
度
の
基
準
が
⾃
⼒
・
他
⼒
で
⼤
き
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
単
純
に
⾃
分
⼀
⼈
と
数
⼈
の
ど
ち
ら
か

で
作
業
を
⾏
う
時
に
費
や
す
時
間
と
労
⼒
の
差
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
確
か
に
⾃
⼒
・
他
⼒
と
あ
る
よ
う
に
誰
か
の
助
け
が
あ
る
か
な

い
か
で
は
⼈
⽣
に
お
い
て
使
う
時
間
の
量
は
⼤
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
︑
⼀
⼈
で
⾏
う
よ
り
も
や
は
り
誰
か
の
⼿
助
け
が
何
⼈
か

あ
@
た
⽅
が
作
業
時
間
を
短
縮
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
︒
そ
れ
が
︑
仏
教
の
世
界
に
お
い
て
は
阿
毘
跋
致
と
難
易
⼆
道
と
し
て
⽰
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

難
易
⼆
道
に
つ
い
て
曇
鸞
の
﹃
往
⽣
論
註
﹄
で
は
﹁
五
濁
の
世
︑
無
仏
の
時
代
に
阿
毘
跋
致
を
求
め
る
こ
と
を
難
⾏
道
﹂(

﹃
註
釈

版
七
祖
篇
﹄
四
七
⾴)

と
し
て
お
り
﹁
阿
弥
陀
仏
の
本
願
⼒
に
よ
@
て
浄
⼟
に
往
⽣
し
︑
往
⽣
し
た
後
に
阿
毘
跋
致
を
得
る
と
い
う
道

程
を
易
⾏
道
﹂
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
２
６

︒
難
⾏
道
と
は
五
濁
の
世
︑
つ
ま
り
時
代
や
思
想
な
ど
に
お
い
て
犯
罪
や
戦
争
そ
し
て
裏

切
り
と
い
@
た
⼈
間
の
汚
い
⼿
法
も
厭
わ
な
い
狡
猾
な
⼀
⾯
を
現
在
で
も
報
道
番
組
で
嫌
で
も
頻
繁
に
⾒
受
け
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ

の
数
は
減
少
す
る
こ
と
な
く
増
え
て
い
き
︑
⼀
つ
の
歴
史
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
く
︒
そ
う
い
@
た
⽬
を
背
け
た
く
な
る
よ
う
な
様
々

な
汚
れ
が
存
在
す
る
世
界
で
な
お
か
つ
阿
弥
陀
仏
の
い
な
い
時
代
に
阿
毘
跋
致
の
地
位
を
得
る
た
め
に
⾃
分
⼀
⼈
の
⼒
の
み
で
修
⾏

を
⾏
う
と
い
う
難
し
い
修
⾏
の
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
⼀
⽅
易
⾏
道
と
は
︑
現
世
に
て
阿
毘
跋
致
を
得
る
難
⾏
道
と
違
い

阿
弥
陀
仏
の
本
願
⼒
で
浄
⼟
に
往
⽣
し
た
後
に
阿
毘
跋
致
を
得
る
と
い
う
易
し
い
修
⾏
の
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
に
難
⾏
道
と
易
⾏
道
は
︑
意
味
か
ら
し
て
修
⾏
の
⽅
法
が
異
な
@
て
お
り
完
全
に
対
照
的
な
も
の
と
な
@
て
い
る
の
で
あ
り
︑
⾃

⼒
・
他
⼒
の
⼀
般
的
な
意
味
と
し
て
﹃
往
⽣
論
註
﹄
で
⽰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
易
⾏
道
に
つ
い
て
も
︑﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
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お
け
る
⽬
的
は
﹁﹃
無
量
寿
経
﹄
所
説
の
第
⼗
⼀
︑
⼗
⼋
︑
⼆
⼗
⼆
願
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
本
願
⼒
に
よ
@
て
速
や
か
に
阿
毘
跋
致
を

得
る
﹂
２
７

こ
と
で
あ
る
と
⽰
さ
れ
て
い
る
︒
曇
鸞
は
﹃
無
量
寿
経
﹄
の
所
説
を
⽤
い
て
阿
弥
陀
仏
の
⼒
に
つ
い
て
詳
し
く
⽰
し
て
お

り
︑﹃
往
⽣
論
註
﹄
の
本
⽂
で
は
︑﹁
三
願
的
証
﹂
２
８

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
ず
第
⼗
⼋
願
の
本
⽂
は
こ
う
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
ん
に
︑
⼗
⽅
の
衆
⽣
︑
⼼
を
⾄
し
て
信
楽
し
て
わ
が
国
に
⽣
ぜ
ん
と
欲
し
て
︑
す
な
は
ち
⼗
念
に
⾄
る
ま

で
せ
ん
︒
も
し
⽣
ず
る
こ
と
を
得
ず
は
︑
正
覚
を
取
ら
じ
︒
た
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
を
除
く
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼀
五
六
⾴) 

 
第
⼗
⼋
願
で
は
︑
も
し
も
仏
に
な
@
た
時
に
多
く
の
衆
⽣
が
⼼
か
ら
仏
を
信
じ
喜
び
往
⽣
を
願
@
て
念
仏
を
⾏
い
往
⽣
出
来
な
け

れ
ば
仏
に
は
絶
対
に
な
ら
な
い
︒
た
だ
し
五
逆
と
誹
謗
正
法
を
す
る
者
は
除
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
仏
を
信
じ
て
も
ま

だ
な
お
往
⽣
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
は
悪
⾏
を
働
く
悪
い
⼼
を
持
@
て
い
る
者
や
仏
教
の
教
え
を
貶
す
者
を
除
い
て
ま

ず
な
い
と
い
う
内
容
が
⽰
さ
れ
て
い
る
︒
曇
鸞
は
第
⼗
⼋
願
に
つ
い
て
こ
う
⽰
し
て
い
る
︒ 

仏
願
⼒
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
⼗
念
の
念
仏
を
も
つ
て
す
な
は
ち
往
⽣
を
得
︒
往
⽣
を
得
る
が
ゆ
ゑ
に
︑
す
な
は
ち
三
界
輪
転
の
事

を
勉
る
︒
輪
転
な
き
が
ゆ
ゑ
に
︑
ゆ
ゑ
に
速
や
か
な
る
こ
と
を
得
る
⼀
の
証
な
り
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼀
五
六
⾴) 

曇
鸞
は
︑
仏
の
⼒
に
よ
@
て
⼗
念
念
仏
を
⾏
い
往
⽣
を
得
る
こ
と
が
出
来
︑
そ
れ
に
よ
@
て
欲
や
無
欲
と
い
@
た
三
界
に
迷
う
こ

と
な
く
速
や
か
に
仏
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
︑
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
⼒
を
証
明
す
る
も
の
の
⼀
つ
め
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒﹃
往
⽣
論
註
﹄
で
は
こ
の
⼗
念
念
仏
を
易
⾏
道
の
⾏
法
と
し
て
い
る
︒
次
に
第
⼗
⼀
願
の
本
⽂
は
こ
う
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
ん
に
︑
国
の
う
ち
の
⼈
天
︑
正
定
聚
に
住
し
て
か
な
ら
ず
滅
度
に
⾄
ら
ず
は
︑
正
覚
を
取
ら
じ
︒(

﹃
註
釈

版
七
祖
篇
﹄
⼀
五
六
⾴) 
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第
⼗
⼀
願
で
は
︑
も
し
も
仏
に
な
@
た
時
に
国
中
の
⼈
々
が
仏
に
な
る
と
決
ま
@
て
も
必
ず
⽣
死
の
迷
い
を
超
え
た
悟
り
に
⾄
る

こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
仏
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
内
容
が
⽰
さ
れ
て
い
る
︒
曇
鸞
は
第
⼗
⼀
願
に
つ
い
て
こ
う
⽰
し
て
い
る
︒ 

仏
願
⼒
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
正
定
聚
に
住
す
︒
正
定
聚
に
住
す
る
が
ゆ
ゑ
に
︑
か
な
ら
ず
滅
度
に
⾄
り
て
︑
も
ろ
も
ろ
の
回
伏
の

難
な
し
︒
ゆ
ゑ
に
速
や
か
な
る
こ
と
を
得
る
⼆
の
証
な
り
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼀
五
六
⾴) 

曇
鸞
は
︑
仏
の
⼒
に
よ
@
て
仏
に
な
る
こ
と
が
決
ま
る
の
で
必
ず
⽣
死
の
迷
い
を
超
え
た
悟
り
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
後
戻

り
す
る
こ
と
は
な
く
速
や
か
に
仏
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
︑
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
⼒
を
証
明
す
る
も
の
の
⼆
つ
め
と
主
張
し
て

い
る
︒
最
後
に
第
⼆
⼗
⼆
願
の
本
⽂
は
こ
う
⽰
し
て
い
る
︒ 

た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
ん
に
︑
地
⽅
仏
⼟
の
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
衆
︑
わ
が
国
に
来
⽣
せ
ば
︑
究
竟
し
て
か
な
ら
ず
⼀
⽣
補
処
に
⾄

ら
ん
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼀
五
六
⾴) 

 
こ
こ
で
⼀
度
区
切
り
を
つ
け
る
︒
第
⼆
⼗
⼆
願
で
は
︑
も
し
も
仏
に
な
@
た
時
に
他
の
国
の
菩
薩
達
が
我
が
国
に
誕
⽣
す
れ
ば
次

の
⽣
涯
で
は
必
ず
仏
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
地
位
を
与
え
よ
う
と
い
う
内
容
が
⽰
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
︒ 

そ
の
本
願
の
⾃
在
に
化
す
る
と
こ
ろ
あ
り
て
︑
衆
⽣
の
た
め
の
ゆ
ゑ
に
︑
弘
誓
の
鎧
を
被
て
徳
本
を
積
累
し
︑
⼀
切
を
度
脱
し
︑

諸
仏
の
国
に
遊
び
て
菩
薩
の
⾏
を
修
し
︑
⼗
⽅
の
諸
仏
如
来
を
供
養
し
︑
恒
沙
無
量
の
衆
⽣
を
開
化
し
て
︑
無
上
正
真
の
道
を

⽴
せ
し
め
ん
を
ば
除
く
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼀
五
六
⾴) 

こ
こ
で
も
う
⼀
度
区
切
り
を
つ
け
る
︒
こ
れ
は
︑
た
だ
し
各
⾃
の
希
望
に
よ
り
衆
⽣
を
⾃
在
に
仏
道
に
導
き
利
益
を
与
え
る
た
め

に
ひ
ろ
い
誓
い
を
⽴
て
て
善
⾏
を
⾏
い
全
て
の
者
を
救
う
︒
そ
し
て
︑
仏
の
国
に
多
く
出
か
け
菩
薩
と
し
て
修
⾏
を
⾏
い
⾊
々
な
仏
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を
供
養
し
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
ほ
ど
に
限
り
な
い
数
の
衆
⽣
を
導
き
こ
の
上
な
い
悟
り
を
得
さ
せ
る
こ
と
な
ど
が
⾃
由
に
出
来
る
と
い

う
内
容
を
⽰
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
︒ 

常
倫
諸
地
の
⾏
を
超
出
し
︑
現
前
に
普
賢
の
徳
を
習
得
せ
ん
︒
も
し
し
か
ら
ず
は
︑
正
覚
を
取
ら
じ
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼀

五
六
�
⼀
五
七
⾴) 

こ
れ
は
︑
世
間
並
み
に
菩
薩
の
道
を
超
え
て
修
⾏
を
⾏
う
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
仏
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
内
容
を
⽰
し
て

い
る
︒
曇
鸞
は
第
⼆
⼗
⼆
願
に
つ
い
て
こ
う
⽰
し
て
い
る
︒ 

仏
願
⼒
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
︑
常
倫
諸
地
の
⾏
を
超
出
し
︑
現
前
に
普
賢
の
徳
を
修
得
せ
ん
︒
常
倫
諸
地
の
⾏
を
超
出
す
る
を
も

つ
て
の
ゆ
ゑ
に
︑
ゆ
ゑ
に
速
や
か
な
る
こ
と
を
得
る
三
の
証
な
り
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼀
五
七
⾴) 

曇
鸞
は
仏
の
⼒
に
よ
@
て
修
⾏
を
⾏
う
こ
と
が
出
来
速
や
か
に
仏
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
︑
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
⼒
を
証
明

す
る
も
の
の
三
つ
め
と
主
張
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
三
願
的
証
で
あ
る
︒
こ
の
後
に
曇
鸞
は
﹁
こ
れ
を
も
つ
て
推
す
る
に
︑
他
⼒
を
増

上
縁
と
な
す
︒
し
か
ら
ざ
る
こ
と
を
得
ん
や
︒﹂(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼀
五
七
⾴)

と
ま
と
め
て
い
る
︒
曇
鸞
は
︑
速
や
か
に
仏
に
な

る
こ
と
が
出
来
る
の
は
他
⼒
と
縁
が
あ
る
か
ら
と
⽰
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹃
無
量
寿
経
﹄
の
所
説
と
い
@
た
部
分
を

⽤
い
る
こ
と
に
よ
@
て
⾃
⼒
・
他
⼒
及
び
易
⾏
道
と
難
⾏
道
が
交
わ
る
こ
と
の
な
い
対
と
な
る
⼆
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
曇
鸞

は
よ
り
は
@
き
り
と
顕
著
に
表
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
︑
曇
鸞
が
著
し
た
﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
の
思
想
に
つ
い

て
で
あ
る
︒ 
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第
⼆
節
 

﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒ 

 
さ
て
︑
道
綽
の
⾃
⼒
・
他
⼒
に
つ
い
て
の
考
え
⽅
は
序
論
で
少
し
⽰
し
た
よ
う
に
︑
⼆
つ
の
要
素
に
新
た
な
役
割
を
与
え
た
の
で

あ
る
︒
そ
れ
に
つ
い
て
︑
曇
鸞
の
考
え
⽅
と
⽐
較
し
な
が
ら
論
じ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
杉
⼭
裕
俊
は
道
綽
の
考
え
⽅
に
つ
い
て
こ

の
よ
う
に
⽰
し
て
い
る
︒ 

道
綽
は
易
⾏
道
を
単
に
他
⼒
他
摂
の
法
⾨
を
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
は
⾃
⼒
と
他
⼒
の
両
⾯
が
あ
る
こ
と
を

明
か
し
て
い
る
︒
２
９ 

 
曇
鸞
が
難
易
⼆
道
と
い
う
修
⾏
の
道
程
を
⾃
⼒
・
他
⼒
の
⼆
つ
に
分
け
完
全
に
対
⽴
さ
せ
た
の
に
対
し
て
︑
道
綽
は
易
⾏
道
に
お

い
て
⾃
⼒
・
他
⼒
の
⼆
つ
が
修
⾏
に
お
け
る
⼀
つ
の
道
程
と
し
て
意
味
を
持
つ
役
割
を
担
@
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
⽰
し
て
い
る
の

で
あ
る
︒﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
易
⾏
道
と
は
︑﹁
現
⽣
で
菩
提
⼼
を
発
し
︑
往
⽣
浄
⼟
を
願
い
な
が
ら
⾏
を
移
す
こ
と(

⾃
⼒)

と
臨

終
時
に
阿
弥
陀
仏
の
来
迎(

他
⼒)

に
よ
@
て
浄
⼟
へ
往
⽣
す
る
と
い
う
⼆
つ
の
過
程
を
経
て
成
⽴
す
る
﹂
３
０

と
道
綽
は
⽰
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
現
実
世
界
に
て
悟
り
を
求
め
る
⼼
を
起
こ
し
往
⽣
浄
⼟
を
願
@
て
修
⾏
を
⾏
え
ば
︑
亡
く
な
る
時
に
阿
弥
陀
仏
が
迎
え
に

き
て
浄
⼟
に
往
⽣
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
道
綽
は
⾃
⼒
と
他
⼒
に
新
た
な
意
味
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
︒
道

綽
は
第
三
⼤
⾨
の
難
易
⼆
道
に
て
易
⾏
道
に
つ
い
て
こ
う
⽰
し
て
い
る
︒ 

︿
易
⾏
道
﹀
と
い
ふ
は
︑
い
は
く
︑
信
仏
の
因
縁
を
も
つ
て
浄
⼟
に
⽣
ぜ
ん
と
願
じ
て
︑
⼼
を
起
し
徳
を
⽴
て
︑
も
ろ
も
ろ
の
⾏

業
を
修
す
れ
ば
︑
仏
願
⼒
の
ゆ
ゑ
に
即
便
往
⽣
す
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
三
四
⾴) 

 
こ
れ
は
︑
易
⾏
道
と
は
仏
を
信
じ
浄
⼟
往
⽣
を
願
@
て
悟
り
を
求
め
る
⼼
を
起
こ
し
善
業
を
積
み
重
ね
い
ろ
い
ろ
な
修
⾏
を
⾏
え
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ば
仏
の
⼒
に
よ
@
て
往
⽣
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
道
綽
は
⽰
し
た
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
仏
の
⼒
で
往
⽣
す
る
に
は
︑

こ
れ
ら
の
条
件
が
必
要
と
な
る
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
⼼
を
起
し
徳
を
⽴
て
︑
も
ろ
も
ろ
の
⾏
業
を
修
す
れ
ば
﹂

と
い
う
部
分
は
﹁﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
は
み
ら
れ
な
か
@
た
⼀
⽂
﹂
３
１

で
あ
り
︑
道
綽
は
こ
の
⽂
章
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
@
て
﹁
易
⾏

道
に
お
け
る
発
菩
提
⼼
と
実
践
⾏
の
必
要
性
を
強
調
﹂
３
２

し
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
悟
り
を
求
め
る
⼼
を
起
こ
す
こ
と
と
そ
の
た

め
の
⾏
動
⼒
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
道
綽
は
強
く
指
摘
を
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
易
⾏
道
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
問
答
を
設
け
て

い
る
︒ 

問
ひ
て
い
は
く
︑
菩
提
は
こ
れ
⼀
な
り
︒
修
因
ま
た
不
⼆
な
る
べ
し
︒
な
ん
か
ゆ
ゑ
ぞ
︑
こ
こ
に
あ
り
て
因
を
修
し
て
仏
果
に

向
か
ふ
を
名
づ
け
て
難
⾏
と
な
し
︑
浄
⼟
に
往
⽣
し
て
⼤
菩
提
を
期
す
る
を
す
な
は
ち
易
⾏
道
と
名
づ
く
る
や
︒(

﹃
註
釈
版
七

祖
篇
﹄
⼆
三
四
⾴) 

 
こ
れ
は
︑
悟
り
の
境
地
は
⼀
つ
な
の
で
悟
り
を
得
る
た
め
の
修
⾏
も
⼀
つ
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
︑
何
故
難
⾏
道
と
易
⾏
道
と

い
@
た
⼆
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
を
⽰
し
て
い
る
︒
こ
の
問
い
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
答
え
を
⽰
し
て

い
る
︒ 

答
へ
て
い
は
く
︑
も
ろ
も
ろ
の
⼤
乗
経
に
弁
ず
る
と
こ
ろ
の
⼀
切
の
⾏
法
に
︑
み
な
⾃
⼒
・
他
⼒
︑
⾃
摂
・
他
摂
あ
り
︒
何
者
か

⾃
⼒
︒
た
と
へ
ば
⼈
あ
り
て
⽣
死
を
怖
畏
し
て
︑
発
⼼
出
家
し
て
定
を
集
し
︑
道
を
発
し
て
四
天
下
に
遊
ぶ
が
ご
と
き
を
名
づ

け
て
⾃
⼒
と
な
す
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
三
四
⾴) 

 
こ
れ
は
︑
多
く
の
⼤
乗
経
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
⾏
法
に
は
み
な
⾃
⼒
・
他
⼒
や
⾃
⼒
に
よ
@
て
た
も
つ
こ
と
と
い
う
意
味
で
あ
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る
⾃
摂
・
他
摂
に
よ
@
て
た
も
つ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
他
摂
が
あ
る
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
道
綽
は
︑
曇
鸞

が
著
し
た
﹃
略
論
安
楽
浄
⼟
義
﹄
か
ら
﹁
も
ろ
も
ろ
の
⼤
乗
教
に
弁
ず
る
と
こ
ろ
の
⼀
切
の
⾏
法
に
︑
み
な
⾃
⼒
・
他
⼒
︑
⾃
摂
・

他
摂
あ
り
﹂︵﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
三
四
⾴
︶
３
３

の
⼀
⽂
と
三
願
的
証
直
後
の
⽂
を
引
⽤
し
て
お
り
︑
⾃
⼒
と
他
⼒
に
つ
い
て
⽐
喩

表
現
を
使
⽤
し
解
説
を
し
て
い
る
︒
例
え
ば
⾃
⼒
と
は
︑
迷
う
こ
と
を
恐
れ
た
⼈
間
が
悟
り
を
求
め
る
⼼
を
起
こ
し
て
出
家
を
し
︑

禅
定
を
修
め
神
通
⼒
を
起
こ
し
⾃
由
⾃
在
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
世
界
へ
⾏
く
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
様
な
こ
と
を
⾃
⼒
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒
３
４

ま
た
︑
他
⼒
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
⽰
さ
れ
て
い
る
︒ 

何
者
か
他
⼒
︒
劣
夫
あ
り
て
⼰
⾝
の
⼒
に
信
せ
て
驢
に
擲
り
て
上
ら
ざ
れ
ど
も
︑
も
し
輪
王
に
従
へ
ば
す
な
は
ち
空
に
乗
じ
て

四
天
下
に
遊
ぶ
が
ご
と
し
︒
す
な
は
ち
輪
王
の
威
⼒
の
ゆ
ゑ
に
他
⼒
と
名
づ
く
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
三
四
⾴) 

 
例
え
ば
他
⼒
と
は
︑
下
劣
な
⼈
間
が
⾃
分
の
⼒
で
ロ
バ
に
乗
り
空
を
登
ろ
う
と
し
て
も
登
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
し
か
し
︑
理
想

的
な
王
の
お
出
ま
し
に
従
え
ば
空
に
乗
@
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
世
界
へ
⾏
く
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
す
な
わ
ち
王
の
⼒
に
よ
@
て
実

現
さ
れ
る
と
い
う
様
な
こ
と
を
他
⼒
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
⾃
⼒
・
他
⼒
を
以
下
の
よ
う
に
例
え
た
後
に
道
綽
は
こ
の
よ
う
に
⽰

し
て
い
る
︒ 

こ
こ
に
あ
り
て
⼼
を
起
こ
し
⾏
を
⽴
て
浄
⼟
に
⽣
ぜ
ん
と
願
ず
る
は
︑
こ
れ
は
こ
れ
⾃
⼒
な
り
︒
命
終
の
時
に
臨
み
て
︑
阿
弥

陀
如
来
光
台
迎
接
し
て
︑
つ
ひ
に
往
⽣
を
得
る
を
す
な
は
ち
他
⼒
と
な
す
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
三
四
�
⼆
三
五
⾴) 

 
道
綽
は
︑
悟
り
を
求
め
る
⼼
を
起
こ
し
修
⾏
を
⾏
う
こ
と
が
⾃
⼒
で
あ
る
と
し
︑
亡
く
な
る
時
に
阿
弥
陀
如
来
が
迎
え
に
来
て
往

⽣
す
る
こ
と
を
他
⼒
で
あ
る
と
⽰
し
て
い
る
︒﹁
こ
こ
に
あ
り
�
と
願
ず
る
は
﹂
と
い
う
⼀
⽂
は
﹁
⼼
を
起
こ
し
�
﹂
と
内
容
が
同
じ
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で
あ
る
こ
と
か
ら
﹁
易
⾏
道
に
お
け
る
往
⽣
の
過
程
を
⾃
⼒
・
他
⼒
に
よ
@
て
説
明
し
た
箇
所
﹂
３
５

と
杉
⼭
の
﹁﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け

る
⾃
⼒
と
他
⼒
に
つ
い
て
﹂
で
は
推
察
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
第
三
章
の
第
⼆
節
で
⽰
し
た
第
⼗
⼀
⼤
⾨
の
﹁
も
し
よ
く
信
�

⼲
さ
れ
ず
︒﹂
と
い
う
⽂
も
﹁
願
⽣
者
が
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
蒙
る
た
め
に
は
︑
信
仏
の
因
縁
だ
け
で
は
な
く
︑
⾃
ら
の
⼒
に
よ
@
て

実
践
⾏
を
修
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
﹂
３
６

と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
易
⾏
道
に
お
け
る
⾃
⼒
と
他
⼒
の
両
⾯
性
の
部
分
と
実
践

⾏
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
易
⾏
道
の
⽬
的
に
つ
い
て
﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
⼒
に
よ

り
阿
毘
跋
致
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
が
︑﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
易
⾏
道
の
⽬
的
は
阿
毘
跋
致
の
獲
得
で
は
な
く
﹁
釈
尊
の
教
え
に

従
@
て
浄
⼟
へ
往
⽣
す
る
こ
と
﹂
３
７

で
あ
る
と
⽰
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
第
五
⼤
⾨
に
お
い
て
﹁﹁
仏
教
﹂
や
﹁
⽅
便
﹂
に

も
と
づ
く
往
⽣
浄
⼟
を
第
⼀
に
説
い
て
い
る
﹂
３
８

こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
︒ 

﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
お
い
て
第
⼗
⼋
願
を
拠
り
所
と
し
た
⼗
念
念
仏
が
易
⾏
道
の
⾏
法
で
あ
る
が
︑
道
綽
は
第
三
⼤
⾨
の
聖
浄
⼆
⾨

判
の
最
後
に
易
⾏
道
の
⾏
法
に
つ
い
て
こ
う
⽰
し
て
い
る
︒ 

た
と
ひ
⼀
形
悪
を
造
れ
ど
も
︑
た
だ
よ
く
意
を
繋
け
て
専
精
に
つ
ね
に
よ
く
念
仏
す
れ
ば
︑
⼀
切
の
諸
障
⾃
然
に
消
除
し
て
︑

さ
だ
め
て
往
⽣
を
得
︒(

﹃
註
釈
版
七
祖
篇
﹄
⼆
四
⼆
⾴) 

 
こ
れ
は
︑
た
と
え
悪
を
造
り
続
け
る
⼈
⽣
で
あ
@
て
も
つ
ね
に
念
仏
を
し
続
け
る
こ
と
を
⼼
が
け
れ
ば
︑
修
⾏
を
⾏
う
こ
と
に
お

い
て
邪
魔
に
な
る
も
の
が
⾃
然
と
消
滅
し
必
ず
往
⽣
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹃
安
楽
集
﹄
に
お
い
て

は
︑﹁
阿
弥
陀
仏
に
⼼
を
預
け
︑
た
だ
ひ
た
す
ら
に
念
仏
す
る
﹂
こ
と
が
易
⾏
道
の
⾏
法
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
３
９

ま
た
︑﹃
往
⽣

論
註
﹄
で
⾔
わ
れ
る
⾏
法
が
⼗
念
念
仏
で
あ
る
の
に
対
し
て
﹃
安
楽
集
﹄
で
⾔
わ
れ
る
⾏
法
と
は
た
だ
ひ
た
す
ら
念
仏
に
専
念
し
雑
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念
を
取
り
払
い
⼼
を
澄
ま
せ
る
﹁
念
仏
三
昧
﹂
４
０

で
あ
る
︒ 

念
仏
三
昧
は
道
綽
に
と
@
て
は
﹁
あ
く
ま
で
も
⾃
ら
の
⼒
で
修
す
べ
き
実
践
⾏
﹂
４
１

で
あ
@
て
﹁
⾃
⼒
に
よ
@
て
易
⾏
道
を
歩
み

続
け
る
か
ら
こ
そ
︑
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
に
よ
@
て
浄
⼟
へ
往
⽣
す
る
﹂
の
で
あ
る
︒
４
２

つ
ま
り
︑
道
綽
は
易
⾏
道
と
は
阿
弥
陀
仏
の

⼒
だ
け
で
な
く
⾃
分
の
⼒
も
使
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
︑
道
綽
が
著
し
た
﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・

他
⼒
の
思
想
に
つ
い
て
で
あ
る
︒ 

   

結
論 道

綽
が
﹃
観
経
﹄
に
も
と
づ
き
安
楽
浄
⼟
の
往
⽣
を
勧
め
る
と
共
に
末
法
時
代
に
浄
⼟
教
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
著
し
た
﹃
安
楽

集
﹄
の
特
徴
に
は
︑
仏
教
を
学
ぶ
に
お
い
て
⾃
分
の
性
格
を
客
観
視
し
⾃
分
に
合
@
た
教
法
を
選
ぶ
約
時
被
機
と
主
流
と
な
@
て
い

る
考
え
に
従
い
つ
つ
新
し
い
独
⾃
な
考
え
を
取
り
⼊
れ
る
准
通
⽴
別
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹃
安
楽
集
﹄
の
著
述
の
背
景
に
は
道
綽
の
時

代
に
お
い
て
無
相
思
想
が
マ
ジ
¿
リ
テ
Á
と
な
@
て
お
り
そ
の
対
と
な
る
有
相
思
想
は
⼤
乗
仏
教
の
空
・
無
相
の
基
盤
か
ら
離
れ
て

い
る
と
さ
れ
否
定
さ
れ
て
お
り
︑
浄
⼟
が
修
⾏
に
お
い
て
障
害
と
い
う
⾵
潮
が
強
く
な
@
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
道
綽

は
︑
他
⼒
の
原
理
と
は
阿
弥
陀
仏
が
迎
え
に
来
る
こ
と
で
往
⽣
出
来
る
の
で
あ
り
⻄
⽅
浄
⼟
の
教
え
で
あ
る
⼤
乗
と
の
つ
な
が
り
を

⽰
し
︑
無
相
思
想
と
有
相
思
想
を
⼀
つ
に
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
︒ 
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﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
道
綽
の
⾃
⼒
・
他
⼒
思
想
が
他
の
僧
が
著
し
た
書
物
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
思
想
と
⽐
べ
て
如
何
な
る
も

の
か
に
つ
い
て
︑
は
じ
め
に
曇
鸞
の
著
し
た
﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
と
は
悟
り
を
得
て
か
ら
退
く
こ
と
の
な
い
地
位

で
あ
る
阿
毘
跋
致
を
獲
得
す
る
時
に
お
け
る
難
易
度
の
基
準
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
曇
鸞
は
︑
こ
の
基
準
を
難
易
⼆
道
と
し
て
⾃
分

⼀
⼈
の
⼒
で
修
⾏
を
⾏
う
難
⾏
道
︑
阿
弥
陀
仏
の
本
願
⼒
に
よ
@
て
往
⽣
し
た
後
に
阿
毘
跋
致
を
得
る
易
⾏
道
と
⼆
つ
に
分
別
し
︑

⾃
⼒
・
他
⼒
が
対
照
的
で
あ
り
交
わ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を
⽰
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
易
⾏
道
に
つ
い
て
︑﹃
無
量
寿
経
﹄
所
説
の
第

⼗
⼀
︑
⼗
⼋
︑
⼆
⼗
⼆
願
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
本
願
⼒
に
よ
@
て
阿
毘
跋
致
を
得
る
こ
と
が
⽬
的
で
あ
る
と
⽰
し
て
い
る
︒ 

 
次
に
﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
⾃
⼒
・
他
⼒
と
は
︑
曇
鸞
が
難
易
⼆
道
と
し
て
⾃
⼒
・
他
⼒
を
完
全
に
対
⽴
さ
せ
た
の
に
対
し
て
︑

道
綽
は
易
⾏
道
に
て
⾃
⼒
・
他
⼒
が
修
⾏
に
お
い
て
⼀
つ
の
道
程
と
し
て
役
割
を
担
@
て
い
る
と
⽰
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
安
楽

集
﹄
に
お
け
る
易
⾏
道
は
現
世
に
て
悟
り
を
求
め
る
⼼
を
起
こ
し
往
⽣
浄
⼟
を
願
い
修
⾏
を
⾏
え
ば
亡
く
な
る
時
に
阿
弥
陀
仏
が
迎

え
に
来
て
浄
⼟
に
往
⽣
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹃
往
⽣
論
註
﹄
に
お
け
る
易
⾏
道
の
⾏
法
は
第
⼗
⼋
願
を
拠
り

所
と
す
る
⼗
念
念
仏
で
あ
る
の
に
対
し
﹃
安
楽
集
﹄
に
お
け
る
易
⾏
道
の
⾏
法
は
た
だ
ひ
た
す
ら
念
仏
を
す
る
こ
と
に
専
念
し
雑
念

を
取
り
払
い
⼼
を
澄
ま
せ
る
念
仏
三
昧
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
⾃
⼒
に
よ
り
易
⾏
道
を
歩
み
続
け
る
か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
に
て

浄
⼟
に
往
⽣
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
⾃
⼒
・
他
⼒
の
関
係
性
を
道
綽
は
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 
以
上
の
よ
う
に
︑
道
綽
は
⾃
⼒
・
他
⼒
に
新
た
な
役
割
と
意
味
を
持
た
せ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
道
綽
は
曇
鸞
か
ら
の
影
響
を

特
に
受
け
つ
つ
も
︑
浄
⼟
や
⾃
⼒
・
他
⼒
に
対
す
る
考
え
⽅
を
変
え
て
い
き
道
綽
⾃
⾝
の
思
想
ス
タ
イ
ル
を
﹃
安
楽
集
﹄
と
い
う
書

物
に
す
る
こ
と
で
創
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
︒
⼈
間
は
⽣
き
て
い
る
間
に
様
々
な
も
の
を
⽬
に
し
︑
そ
こ
か
ら
影
響
を
受
け
る
か
受
け
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な
い
か
に
よ
@
て
今
後
の
⼈
⽣
は
⼤
き
く
変
化
す
る
︒
そ
れ
は
︑
仏
教
の
世
界
に
お
い
て
も
ま
た
同
じ
な
の
で
あ
る
︒ 

 
今
後
の
課
題
と
し
て
は
何
故
道
綽
が
曇
鸞
の
影
響
を
特
に
受
け
て
い
る
の
か
を
掘
り
下
げ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
︒
序
論
に
て
道
綽
は
曇
鸞
の
碑
⽂
を
読
み
浄
⼟
教
に
帰
依
し
た
こ
と
や
︑
曇
鸞
の
思
想
や
凡
夫
で
あ
り
な
が
ら
仏
弟
⼦
と
し
て
⽣

き
る
姿
勢
に
尊
敬
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
⽰
し
た
︒
果
た
し
て
︑
道
綽
は
他
の
僧
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
︑

そ
し
て
他
の
僧
か
ら
受
け
た
影
響
は
曇
鸞
か
ら
受
け
た
影
響
と
⽐
べ
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
課
題
と
し
て
探
り
今
回
の
論

⽂
で
書
き
き
れ
な
か
@
た
要
所
を
作
成
す
る
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
機
会
が
あ
る
な
ら
ば
親
鸞
が
⽰
し
た
⾃
⼒
・
他
⼒
と
の
⽐
較
も

⾏
う
次
第
で
あ
る
︒ 
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