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本
論
は
「
『
安
楽
集
』
の
研
究
」
と
題
し
、
中
国
・
隋
唐
代
に
活
躍
し
た
道
綽
の
主
著
『
安
楽
集
』
に

お
け
る
往
生
浄
土
説
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

道
綽
は
法
然
の
浄
土
五
祖
や
親
鸞
の
七
高
僧
と
い
っ
た
日
本
浄
土
教
の
系
譜
に
お
い
て
、
曇
鸞
と
善
導

の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
曇
鸞
の
思
想
を
継
承
し
、
そ
れ
を
善
導
へ
と
橋
渡
し
を
し
た
媒
体
者
と
し
て

そ
の
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
本
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
よ
う
な
道
綽
を
宗
学
的
な
祖

師
研
究
の
範
疇
に
と
ど
め
る
も
の
で
は
な
く
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
道
綽
浄
土
教
の
位
置
づ
け
を
再
考
し
、

従
来
の
定
説
に
対
す
る
批
判
的
な
検
討
を
通
じ
て
、
新
た
な
道
綽
像
を
構
築
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。 

道
綽
の
思
想
研
究
は
今
日
ま
で
断
続
的
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
最
も
大
き
な
成
果
は

山
本
佛
骨
氏
の
専
著
で
あ
る
。
近
年
、
佐
藤
成
順
氏
に
よ
る
慧
瓉
と
そ
の
門
下
に
関
す
る
研
究
、
西
本
照

真
氏
に
よ
る
三
階
教
の
研
究
、
吉
津
宜
英
氏
や
青
木
隆
氏
に
よ
る
地
論
宗
の
研
究
な
ど
、
道
綽
周
辺
の
中

国
仏
教
研
究
が
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
遂
げ
て
ゆ
く
な
か
で
、
道
綽
の
思
想
研
究
は
行
き
詰
ま
り
を
迎
え
た

感
が
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
『
安
楽
集
』
自
体
が
難
読
性
の
高
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
点

が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
㈠
『
無
量
寿
経
』
や
『
涅
槃
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
な
大
乗
経
論
を

博
引
傍
証
す
る
こ
と
、
㈡
そ
れ
ら
の
引
用
が
甚
だ
不
正
確
で
取
意
文
が
き
わ
め
て
多
い
こ
と
に
起
因
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
安
楽
集
』
に
お
け
る
一
六
〇
以
上
の
引
用
文
に
つ
い
て
、
道
綽
の
引
用

意
図
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
テ
キ
ス
ト
全
体
の
総
合
的
な
読
解
が
阻
ま
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
は
『
安
楽
集
』
巻
上
の
主
要
な
教
説
ば
か
り
が
取
り
沙
汰
さ
れ
、

巻
下
に
説
か
れ
る
内
容
も
十
分
に
踏
ま
え
た
教
義
思
想
全
体
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
看
過
さ
れ
て
き
た
き

ら
い
が
あ
る
。 

加
え
て
、
日
本
に
お
い
て
は
道
綽
が
浄
土
五
祖
や
七
高
僧
に
名
を
連
ね
る
祖
師
の
一
人
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
、「
曇
鸞
―
道
綽
」
と
い
う
系
譜
か
ら
、
道
綽
教
学
は
曇
鸞
の
思
想
を
媒
体
と
し
て
理
解
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
法
然
や
親
鸞
を
基
点
と
す
る
宗
学
に
お
い
て
、
曇
鸞
教
学
の
継
承
者

と
い
う
固
定
化
さ
れ
た
道
綽
像
が
形
作
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
道
綽
の
思
想
は
浄
土
教
の
大
成

者
で
あ
る
善
導
と
比
し
て
不
鮮
明
、
あ
る
い
は
不
徹
底
で
あ
る
と
さ
れ
、
凡
入
報
土
説
や
本
願
称
名
念
仏

説
に
純
化
し
た
善
導
教
学
の
前
段
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
今
な

お
多
分
に
残
存
し
て
お
り
、
曇
鸞
と
は
異
な
る
道
綽
独
自
の
教
説
や
『
安
楽
集
』
全
体
に
通
底
す
る
論
旨

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
解
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
問
題
点
を
踏
ま
え
、
本
論
で
は
道
綽
の
浄
土
教
思
想
が
『
安
楽
集
』
に
お
い
て
完
結
し
た
も

の
で
あ
る
と
仮
定
し
、
そ
こ
に
散
説
さ
れ
、
な
お
か
つ
、
こ
れ
ま
で
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
道
綽
の
発

言
に
も
積
極
的
に
焦
点
を
当
て
た
。
ま
た
引
用
文
一
々
の
改
変
を
注
意
深
く
精
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
諸

先
学
と
は
異
な
る
研
究
視
座
か
ら
道
綽
の
往
生
浄
土
説
を
見
直
し
、
そ
の
論
理
構
造
が
有
す
る
独
自
性
を

追
究
し
て
ゆ
く
こ
と
を
主
眼
と
し
た
。 

な
お
、
道
綽
独
自
の
思
想
を
抽
出
す
る
た
め
に
は
、
曇
鸞
の
思
想
と
合
致
す
る
内
容
と
そ
う
で
な
い
内

容
を
切
り
分
け
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
第
一
に
『
安
楽
集
』
が
曇
鸞
著
作
の
影

響
下
で
成
立
し
た
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
れ
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
道
綽
固
有
の
教
説
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
第
二
に
従
来
の
宗
学
に
お
い
て
道
綽
の
学
説
と
さ
れ
て
き
た
聖
浄
二
門
判
、
本
願
念
仏
説
、

自
力
他
力
説
、
念
仏
三
昧
説
な
ど
は
曇
鸞
教
学
を
前
提
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
が
多
い
た
め
、
こ
れ
ら

が
本
当
に
道
綽
の
意
図
を
正
確
に
あ
ら
わ
し
た
概
念
で
あ
る
の
か
を
批
判
的
に
再
検
証
し
た
。
そ
し
て
道

綽
が
提
示
す
る
往
生
浄
土
説
を
「
易
行
道
往
生
説
」
と
呼
称
し
、
そ
の
内
実
は
聖
浄
二
門
判
や
本
願
念
仏

説
で
対
応
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
綽
独
自
の
易
行
道
説
や
念
仏
三
昧
説
、
さ
ら
に
は
仏
土
説
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な
ど
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
理
解
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
以
下
の
五
章
に
わ
た
っ

て
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
一
章
「
『
安
楽
集
』
に
お
け
る
引
用
経
論
と
そ
の
特
徴
」
で
は
、
『
安
楽
集
』
に
引
用
さ
れ
る
大
乗
諸

経
論
を
経
典
・
律
部
・
論
疏
ご
と
に
分
類
し
、
そ
の
分
類
を
通
じ
て
、『
安
楽
集
』
に
お
け
る
最
も
特
徴
的

な
引
用
経
論
が
曇
鸞
の
諸
著
作
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。『
安
楽
集
』
に
お
け
る
曇
鸞
の
影
響
は
教
判
論
、

実
践
論
、
仏
身
論
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
菩
提
心
や
得
生
以
後
の
議
論
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
中
国
浄
土

教
典
籍
の
な
か
で
、
曇
鸞
の
影
響
を
こ
れ
ほ
ど
色
濃
く
残
す
も
の
は
『
安
楽
集
』
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、

道
綽
の
浄
土
教
思
想
は
曇
鸞
と
は
全
く
異
な
る
時
代
環
境
や
教
学
背
景
の
な
か
で
思
索
を
重
ね
て
構
築
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
『
安
楽
集
』
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
敦
煌
文
献
『
無
量
寿
観
経
纉
述
』

を
依
用
し
、
両
書
の
説
示
内
容
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
。 

第
二
章
「
末
法
凡
夫
説
を
背
景
と
し
た
教
判
論
の
成
立
」
で
は
、
道
綽
が
仏
道
修
行
の
実
践
者
と
し
て

考
え
て
い
た
末
法
凡
夫
の
視
点
か
ら
教
判
論
を
再
考
し
た
。
第
一
節
で
は
道
綽
の
教
判
論
の
前
提
と
な
る

衆
生
論
に
つ
い
て
、
当
時
の
一
般
的
な
学
説
で
あ
っ
た
慧
遠
の
凡
夫
説
を
概
観
し
、
そ
の
う
え
で
道
綽
の

凡
夫
理
解
が
善
導
の
よ
う
に
大
乗
菩
薩
道
の
実
践
階
位
上
の
外
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
慧
遠
と

同
様
に
菩
薩
の
階
位
上
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
い
で
輪
廻
無
窮
と
深
厚
善
根

と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
道
綽
の
凡
夫
説
を
検
討
し
、
同
じ
く
有
相
往
生
の
機
類
と
し
て
提
示
さ
れ
る
新

発
意
菩
薩
と
発
願
往
生
心
と
の
関
わ
り
か
ら
、『
安
楽
集
』
に
説
か
れ
る
輪
廻
無
窮
と
深
厚
善
根
と
い
う
二

つ
の
衆
生
論
は
決
し
て
分
断
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
矛
盾
を
抱
え
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し

た
。
す
な
わ
ち
、
輪
廻
無
窮
と
は
あ
く
ま
で
も
願
往
生
心
を
発
す
以
前
の
衆
生
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、

深
厚
善
根
と
は
輪
廻
無
窮
の
衆
生
を
し
て
願
往
生
心
を
発
さ
せ
、
新
発
意
菩
薩
と
し
て
仏
道
を
歩
ま
せ
る

た
め
の
契
機
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
発
願
往
生
心
を
基
点
と
し
た
新
発
意
菩
薩
以
前
か
ら
新

発
意
菩
薩
以
後
へ
の
転
換
こ
そ
が
、
道
綽
の
易
行
道
往
生
説
の
出
発
点
と
な
る
。 

第
二
節
で
は
法
然
以
来
、
定
説
と
さ
れ
続
け
て
き
た
「
道
綽
の
教
判
＝
聖
浄
二
門
判
」
と
い
う
見
解
に

疑
問
を
呈
し
、
末
法
凡
夫
説
に
も
と
づ
く
難
易
二
道
判
と
い
う
視
座
の
も
と
、
道
綽
の
教
判
論
に
つ
い
て

再
検
討
を
行
っ
た
。
特
に
道
綽
は
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
の
難
易
二
道
判
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
仏

教
観
に
も
と
づ
い
て
時
・
機
・
教
の
一
致
の
重
要
性
を
説
き
、
阿
毘
跋
致
の
速
得
で
は
な
く
、
末
法
の
凡

夫
が
往
生
す
る
た
め
に
実
践
可
能
か
否
か
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
、
往
生
浄
土
を
目
的
と
し
た
独
自
の
難

易
二
道
判
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
三
節
で
は
教
判
論
に
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
曇
鸞
と
道
綽
に
お
け
る
自
力
・
他
力
に
つ
い
て
比
較

検
討
を
行
い
、
は
じ
め
に
曇
鸞
の
自
力
・
他
力
が
対
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

一
方
、
道
綽
の
自
力
・
他
力
は
曇
鸞
の
よ
う
に
対
概
念
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
易
行
道
に

お
い
て
一
つ
の
連
続
し
た
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
道
綽
の
易
行
道
と
は
現
生
で
菩

提
心
を
発
し
、
西
方
浄
土
へ
の
往
生
を
願
い
な
が
ら
念
仏
三
昧
を
実
践
す
る
こ
と
（
自
力
）
と
、
そ
の
結

果
、
臨
終
時
に
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
（
他
力
）
を
蒙
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
い
う
二
つ
の
過
程
を
経

て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
道
綽
が
こ
の
よ
う
な
自
力
・
他
力
を
提
示
し
た
背
景
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
大
乗

経
論
を
典
拠
と
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

第
三
章
「
易
行
道
の
実
践
体
系
」
で
は
、
易
行
道
の
実
践
者
が
修
す
べ
き
念
仏
三
昧
の
具
体
的
な
行
実

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
第
一
節
で
は
「
道
綽
の
念
仏
は
曇
鸞
の
十
念
論
を
継
承
、
も
し
く
は
発
展
さ

せ
た
内
容
で
あ
る
」
と
い
う
従
来
の
見
解
に
対
し
、
曇
鸞
の
著
作
中
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
念
仏
と
懺
悔
・



論 文 要 旨 

3 

滅
罪
・
見
仏
と
の
関
連
性
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
綽
が
説
く
念
仏
に
は
懺
悔
行
や
観
察
行
と
い
っ

た
礼
懺
儀
礼
と
し
て
の
側
面
が
多
分
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
併
せ
て
、
道
綽
が
阿
弥
陀
仏
一
仏

を
対
象
と
し
た
仏
名
行
を
提
示
し
た
背
景
に
は
、
主
に
北
朝
か
ら
隋
代
に
か
け
て
盛
行
し
た
仏
名
懺
悔
と

阿
弥
陀
仏
信
仰
と
の
つ
な
が
り
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。 

第
二
節
で
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
念
仏
三
昧
と
五
念
門
の
関
係
に
つ
い
て
検

討
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
称
名
念
仏
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
五
念
門
を
採
用
し
な
か
っ
た
」
と
す
る
先

学
の
見
解
に
疑
問
を
呈
し
、『
安
楽
集
』
に
は
五
念
門
を
構
成
す
る
一
々
の
実
践
行
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
曇
鸞
の
五
念
門
解
釈
が
諸
処
で
依
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
綽
は
仏
道
修
行
と
し
て
の
五
念

門
を
強
く
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
五
念
門
の
よ
う
に
実
践
行
を
類
別
化
せ
ず
、
そ
れ
ら

を
阿
弥
陀
仏
一
仏
に
対
す
る
念
仏
三
昧
に
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
願
生
者
が
修
す
べ
き
実
践
行
を
一

行
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
。 

第
三
節
で
は
第
四
大
門
の
内
容
を
中
心
に
念
仏
三
昧
の
相
状
と
利
益
を
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は
念
仏
三

昧
を
称
名
念
仏
一
行
に
限
定
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
不
可
避
な
問
題
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
大
乗
諸
経
論

に
広
く
説
か
れ
る
念
仏
三
昧
と
は
、
道
綽
に
と
っ
て
菩
薩
行
と
し
て
も
三
昧
行
と
し
て
も
明
確
な
典
拠
を

有
す
る
仏
道
修
行
で
あ
り
、
一
切
行
を
内
包
し
た
最
勝
の
往
生
行
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た

道
綽
の
念
仏
三
昧
は
阿
弥
陀
仏
一
仏
を
対
象
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
身
体
的
行
為
の
総
称
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

包
摂
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
項
目
に
優
劣
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
『
安

楽
集
』
に
お
い
て
念
仏
三
昧
の
相
続
的
な
実
践
を
意
味
す
る
「
常
念
」
の
用
例
を
整
理
し
、
そ
の
語
義
概

念
と
道
綽
の
使
用
意
図
か
ら
、
第
一
大
門
に
示
さ
れ
る
「
称
仏
名
号
」
や
「
称
阿
弥
陀
仏
」
と
い
っ
た
表

現
も
単
な
る
称
名
念
仏
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
な
が
ら
礼
拝
行
や
観
察
行
を
実
践
す
る
仏
名

行
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。 

第
四
章
「
道
綽
の
本
願
理
解
に
つ
い
て
」
で
は
、
大
乗
諸
経
論
を
典
拠
と
す
る
道
綽
の
易
行
道
往
生
説

に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
。
第
一
節
で
は
慧
遠
や

吉
蔵
に
お
け
る
願
文
の
分
類
、
さ
ら
に
は
曇
鸞
の
三
願
的
証
を
概
観
し
つ
つ
、
そ
の
う
え
で
『
安
楽
集
』

に
引
用
さ
れ
る
四
十
八
願
の
用
例
を
再
整
理
し
た
。
こ
れ
ら
の
基
礎
的
な
作
業
を
通
じ
て
、
㈠
『
安
楽
集
』

に
は
曇
鸞
の
よ
う
に
第
十
八
、
十
一
、
二
十
二
願
を
並
列
し
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
も
と
づ
く
大
乗
菩

薩
道
の
展
開
過
程
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
㈡
原
文
を
忠
実
に
引
用
す
る
曇
鸞

に
対
し
て
、
道
綽
は
他
の
大
乗
経
論
と
同
様
、
願
文
に
も
大
幅
な
改
変
を
加
え
て
お
り
、
願
文
に
対
す
る

両
者
の
引
用
態
度
に
は
大
き
な
相
違
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
続
い
て
第
九
大
門
に
お
け
る
諸
願

文
の
引
用
に
つ
い
て
考
察
し
、
道
綽
以
前
の
諸
師
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
浄
土
の
荘
厳
相
を
示
す
願
文
へ

の
着
目
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
得
生
者
の
具
体
的
な
様
相
を
本
願
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
点
に
は
道
綽
の

独
自
性
が
垣
間
み
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
道
綽
が
こ
れ
ら
の
願
文
を
経
証
と
し
て
提
示
し
た
理

由
は
、
西
方
浄
土
へ
の
得
生
者
が
理
想
的
な
大
乗
菩
薩
の
姿
と
な
る
こ
と
を
明
確
に
示
唆
す
る
た
め
で
あ

っ
た
と
推
察
し
、
併
せ
て
五
つ
の
願
文
の
選
定
が
曇
鸞
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
の
教
説
を
受
け
、
道
綽
自
身

が
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
諸
願
文
の
内
容
を
精
査
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

第
二
節
で
は
道
綽
が
最
も
多
く
引
用
し
、
後
世
の
日
本
浄
土
教
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
第
十
八
願

文
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
と
り
わ
け
、『
観
経
』
下
品
下
生
と
の
合
釈
文
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
第

三
大
門
末
尾
の
第
十
八
願
文
に
関
し
て
、『
安
楽
集
』
に
は
複
数
の
経
論
を
統
合
し
、
そ
れ
ら
を
合
釈
し
た

よ
う
な
引
用
文
は
他
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
道
綽
が
九
品
全
体
に
臨
終
時
の
念
仏
に
よ
る
往
生

を
想
定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
他
の
大
乗
経
論
と
同
様
、
末
法
凡
夫
の
立
場
か
ら
道
綽
自
身
が
『
無
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量
寿
経
』
の
願
文
を
改
変
し
た
取
意
文
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
提
示
し
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な

願
文
の
引
用
状
況
か
ら
、『
無
量
寿
経
』
や
願
文
の
み
を
格
別
に
重
視
す
る
よ
う
な
態
度
は
見
受
け
ら
れ
ず
、

道
綽
の
易
行
道
往
生
説
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
み
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
五
章
「
易
行
道
往
生
説
の
論
理
構
造
」
で
は
、
本
願
論
に
か
わ
る
道
綽
の
思
想
基
盤
に
つ
い
て
、『
安

楽
集
』
全
体
を
通
底
す
る
二
諦
説
（
二
諦
大
道
理
）
に
焦
点
を
当
て
、
道
綽
の
易
行
道
往
生
説
が
有
す
る

独
自
の
論
理
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
節
で
は
『
安
楽
集
』
に
お
け
る
「
二
諦
」
の
用
例
を
整
理
し
、

道
綽
に
と
っ
て
第
一
義
諦
と
は
法
身
や
無
相
、
あ
る
い
は
「
仏
地
果
徳
真
如
実
相
第
一
義
空
」
と
定
義
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
世
俗
諦
と
は
色
身
相
好
や
有
相
を
指
し
、
仏
果
に
も
と
づ
い
て
顕
現
さ
れ
る
仏
の
言

説
・
慈
悲
・
救
済
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
道
綽
は
二
諦
説
を
『
往
生
論
註
』
の
二

種
法
身
説
中
に
自
説
と
し
て
加
え
て
い
る
点
か
ら
、
そ
の
内
実
が
有
相
と
無
相
の
相
即
的
な
関
係
に
よ
っ

て
成
り
立
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
道
綽
に
お
け
る
二
諦
説
は
曇
鸞
の
よ
う
に
有
相
と
無
相
の
相

即
的
な
関
係
を
示
す
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
念
仏
三
昧
に
よ
る
凡
夫
の
有
相
往
生
と
い
う
自
ら
の
易
行

道
往
生
説
が
、
二
諦
の
大
道
理
に
順
じ
た
大
乗
仏
教
の
要
路
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
き
わ
め
て

重
要
な
論
理
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
二
節
で
は
二
諦
説
を
援
用
し
た
道
綽
独
自
の
仏
土
論
で
あ
る
境
次
相
接
説
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ

た
。
は
じ
め
に
、
今
日
ま
で
弥
陀
浄
土
低
位
説
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
弥
陀
浄
土
初
門
説
を
、
易
行
道

実
践
者
の
視
点
と
二
諦
説
の
構
造
を
踏
ま
え
た
う
え
で
再
解
釈
し
、
道
綽
に
と
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
西
方
浄

土
が
初
門
で
あ
る
こ
と
の
意
義
と
は
、
現
世
か
ら
来
世
と
い
う
往
生
の
過
程
に
お
い
て
、
唯
一
、
娑
婆
世

界
と
時
空
間
的
に
連
続
し
た
相
接
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
二
諦
の
相
即
的
な
関

係
か
ら
無
相
土
に
も
該
通
す
る
相
土
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
道
綽
は
弥
陀
浄
土
初
門

説
に
よ
っ
て
十
方
浄
土
と
西
方
浄
土
の
優
劣
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
易
行
道
の
得
生

処
は
阿
弥
陀
仏
の
西
方
浄
土
以
外
に
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次

に
娑
婆
穢
土
末
処
説
で
は
、
道
綽
が
娑
婆
世
界
を
穢
土
の
末
処
と
言
い
得
た
理
由
と
し
て
、
釈
尊
の
出
現

と
不
在
と
い
う
二
点
を
指
摘
し
、
釈
尊
の
遺
教
の
ま
ま
に
念
仏
三
昧
を
実
践
し
て
阿
弥
陀
仏
の
西
方
浄
土

に
往
生
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
道
綽
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

以
上
が
本
論
に
お
い
て
指
摘
し
、
ま
た
明
ら
か
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
各
章
で
の
検
討
を
踏
ま

え
、
道
綽
の
易
行
道
往
生
説
が
有
す
る
論
理
構
造
と
そ
の
独
自
性
に
つ
い
て
論
究
し
た
。 

従
来
の
『
安
楽
集
』
研
究
で
は
、
第
一
大
門
所
説
の
末
法
凡
夫
説
と
報
身
報
土
説
、
第
三
大
門
所
説
の

聖
浄
二
門
判
や
第
十
八
願
取
意
文
な
ど
を
通
じ
て
、
本
願
念
仏
説
の
提
唱
者
と
し
て
の
道
綽
像
、
あ
る
い

は
善
導
の
前
提
と
な
る
阿
弥
陀
仏
信
仰
者
と
し
て
の
道
綽
像
ば
か
り
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
す

べ
て
『
選
択
集
』
第
一
章
段
に
提
示
さ
れ
た
『
安
楽
集
』
、
つ
ま
り
は
法
然
に
よ
っ
て
抜
粋
さ
れ
た
『
安
楽

集
』
が
後
世
に
与
え
た
影
響
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
道
綽
本
人
の
意
図
が
そ
の
ま
ま
反
映

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
本
論
で
は
む
し
ろ
中
国
仏
教
史
上
に
お
い
て
は
じ
め
て
二
諦
説
を
背
景
と

し
た
往
生
浄
土
説
、
す
な
わ
ち
易
行
道
往
生
説
を
提
唱
し
た
道
綽
『
安
楽
集
』
の
存
在
を
示
唆
し
得
た
も

の
と
考
え
る
。 

本
論
が
提
示
す
る
道
綽
の
易
行
道
往
生
説
と
は
、
①
い
た
ず
ら
に
輪
廻
を
く
り
返
し
て
き
た
輪
廻
無
窮

の
衆
生
（
第
二
章
第
一
節
）
が
、
②
穢
土
の
末
処
で
あ
る
娑
婆
世
界
（
第
五
章
第
二
節
）
に
お
い
て
、
仏

滅
後
第
四
五
百
年
の
末
法
に
生
を
享
け
、
③
過
去
世
の
宿
善
に
よ
っ
て
浄
土
の
教
え
に
遇
い
（
第
二
章
第

一
節
）
、
④
阿
弥
陀
仏
の
西
方
浄
土
へ
の
往
生
を
願
い
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
発
意
菩
薩
と
な
り
（
第
二
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章
第
一
節
）
、
⑤
大
乗
諸
経
論
が
説
く
ま
ま
に
念
仏
三
昧
を
実
践
し
（
第
三
章
第
三
節
）
、
⑥
臨
終
時
に
は

阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
蒙
り
（
第
二
章
第
三
節
）
、
⑦
ま
ず
は
相
土
と
し
て
具
体
的
な
荘
厳
相
を
有
す
る
西
方

浄
土
へ
往
生
し
て
理
想
的
な
大
乗
菩
薩
と
な
り
（
第
四
章
第
一
節
）
、
⑧
菩
薩
の
階
位
が
進
趣
す
る
に
つ
れ

て
相
土
か
ら
無
相
土
へ
と
通
入
し
（
第
五
章
第
一
節
）
、
⑨
無
相
土
に
お
い
て
第
一
義
空
を
証
得
し
て
仏
果

を
獲
得
す
る
（
第
五
章
第
一
節
）
、
と
い
う
一
連
の
過
程
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
道
綽
は
こ
う
し
た
往
生
浄

土
の
過
程
を
易
行
道
と
総
称
し
て
お
り
、
こ
れ
を
自
ら
の
教
判
と
し
て
も
強
く
主
張
す
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
易
行
道
往
生
説
を
提
唱
し
た
道
綽
は
、
諸
先
学
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
き
た
曇
鸞
教
学
の

継
承
者
、
あ
る
い
は
善
導
に
至
っ
て
結
実
す
る
弥
陀
報
身
報
土
説
や
本
願
称
名
念
仏
説
の
前
提
者
と
は
全

く
別
個
の
存
在
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
逐
一
指
摘
し
た
よ
う
に
、
道
綽
は
大
乗
諸
経
論
を
易
行
道
往
生

説
の
典
拠
と
し
、
大
乗
仏
教
そ
の
も
の
の
論
理
構
造
を
二
諦
説
、
す
な
わ
ち
有
相
と
無
相
の
相
即
的
な
関

係
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
浄
土
教
に
対
す
る
道
綽
の
視
座
と
い
う
も
の
は
決
し
て
阿
弥
陀

仏
の
本
願
の
み
に
傾
倒
し
た
も
の
で
は
な
く
、
得
生
者
の
様
相
を
願
文
に
よ
っ
て
説
明
し
た
こ
と
は
き
わ

め
て
有
意
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
依
二

諸
部
大
乘
一

、
顯
二

念
佛
三
昧
功
能
不
可
思
議
一

也
」
１

と
い
う
言
葉
に

も
顕
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
の
帰
結
と
し
て
浄
土
教
が
存
在
し
、
そ
の
実
践
行
と
し
て
念
仏

三
昧
が
広
く
説
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
末
法
の
凡
夫
に
相
応
す
る
最
勝
の
往
生
行
と
し
て
こ
れ
を
説
き

勧
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
仏
身
論
に
関
し
て
、
道
綽
は
確
か
に
阿
弥
陀
仏
を
報
身
と
規
定
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
浄
土
に
お
い
て
成
仏
し
た
と
い
う
意
味
で
の
報
身
説
（
報
土
成
仏
説
）
で
あ
り
、
本

願
成
就
身
と
し
て
の
報
身
説
で
は
な
い
。
同
じ
く
仏
土
論
に
関
し
て
も
、
境
次
相
接
説
（
第
五
章
第
二
節
）

に
お
い
て
指
摘
し
た
と
お
り
、
道
綽
は
二
諦
説
を
も
と
に
仏
土
を
規
定
し
て
お
り
、
そ
こ
に
も
本
願
と
い

う
概
念
は
希
薄
で
あ
る
。
さ
ら
に
実
践
論
に
関
し
て
、
道
綽
は
仏
名
行
・
懺
悔
行
・
相
好
行
・
本
願
行
と

し
て
、
阿
弥
陀
仏
一
仏
を
対
象
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
行
の
総
称
、
す
な
わ
ち
五
念
門
を
包
摂
す
る
形

で
念
仏
三
昧
を
提
示
し
て
お
り
、
本
願
称
名
念
仏
一
行
に
よ
る
往
生
思
想
の
構
築
は
や
は
り
善
導
を
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
本
論
で
は
曇
鸞
教
学
の
継
承
者
、
あ
る
い
は
本
願
念

仏
の
開
顕
者
と
し
て
の
道
綽
像
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
中
国
が
受
容
し
た
大
乗
仏
教
に
お
い
て
、
念
仏

三
昧
に
よ
る
往
生
浄
土
こ
そ
が
そ
の
究
竟
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
標
榜
し
た
の
が
道
綽
で
あ
り
、
こ
こ
に

あ
ら
ゆ
る
大
乗
仏
教
の
教
義
体
系
と
実
践
体
系
が
念
仏
三
昧
に
集
約
す
る
こ
と
を
創
見
し
た
道
綽
、
言
う

な
れ
ば
「
大
乗
顕
念
仏
三
昧
」
の
提
唱
者
と
い
う
新
た
な
道
綽
像
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

道
綽
が
易
行
道
往
生
説
の
な
か
で
教
示
し
て
い
る
と
お
り
、
『
安
楽
集
』
の
主
旨
と
は
現
生
に
お
い
て

放
逸
や
破
戒
な
ど
の
悪
事
を
犯
し
、
い
た
ず
ら
に
輪
廻
を
く
り
返
す
し
か
な
か
っ
た
衆
生
が
、
大
乗
諸
経

論
の
説
く
ま
ま
に
「
念
仏
三
昧
」
を
実
践
し
、
そ
の
対
象
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
に
わ
が
身
を
投
じ
て
西
方
浄

土
へ
の
往
生
を
願
い
求
め
れ
ば
、
第
七
大
門
に
「
若
得
レ

往
二

生
彌
陀
淨
國
一

、
娑
婆
五
道
一
時
頓
捨
」
２

と

あ
る
よ
う
に
、
娑
婆
世
界
の
五
悪
趣
を
一
瞬
に
し
て
捨
て
去
り
、
速
や
か
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
西
方
浄
土
が
娑
婆
世
界
と
相
接
し
て
い
る
か
ら
可
能
と

な
る
の
で
あ
り
、
ひ
と
た
び
西
方
浄
土
へ
往
生
す
れ
ば
「
一
到
二

彼
國
一

、
即
入
二

正
定
聚
一

」
３

と
あ
る
よ
う

に
必
ず
正
定
聚
を
獲
得
し
、
仏
果
へ
と
向
か
っ
て
大
乗
菩
薩
道
を
退
転
す
る
こ
と
な
く
歩
み
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
曇
鸞
の
よ
う
に
『
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
、
十
一
、
二
十
二
願
と
い
う
阿
弥
陀

仏
の
本
願
の
展
開
過
程
の
み
に
よ
っ
て
大
乗
菩
薩
道
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
道
綽
は
あ
ら
ゆ
る
大
乗
経

論
を
精
査
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
「
念
仏
三
昧
」
と
い
う
実
践
体
系
を
抽
出
し
、
末
法
凡
夫
説
な
ら
び

に
二
諦
説
と
い
う
独
自
の
論
理
構
造
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
教
が
大
乗
仏
教
の
要
路
で
あ
る
と

い
う
真
実
性
を
ど
こ
ま
で
も
追
求
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
典
籍
は
そ
れ
以
前
の
中
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国
仏
教
界
を
見
渡
し
て
も
『
安
楽
集
』
の
み
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
念
仏
三
昧
」
と
い
う
実
践
行
を
念
頭
に

置
い
て
作
成
さ
れ
た
教
義
書
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、『
安
楽
集
』
に
は
全
十
二
大
門
を
通
じ
て
当
時

の
浄
土
教
、
あ
る
い
は
阿
弥
陀
仏
信
仰
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
以
後
、
懐
感

に
至
る
ま
で
の
約
一
〇
〇
年
間
は
こ
の
『
安
楽
集
』
が
隋
唐
代
の
浄
土
教
の
始
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
。 

な
お
、
本
論
で
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
、
『
安
楽
集
』
全
体
の
論
旨
を
支
え
て
い
る
も
の
は
「
二
諦

大
道
理
」
と
称
さ
れ
る
二
諦
説
で
あ
る
。
道
綽
は
『
安
楽
集
』
の
な
か
で
、
①
仏
土
論
（
相
土
と
無
相
土
）
、

②
実
践
論
（
有
相
行
と
無
相
行
）
、
③
往
生
論
（
生
と
無
生
）
、
こ
れ
ら
す
べ
て
に
お
い
て
二
諦
説
を
根
拠

と
す
る
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
。
本
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
曇
鸞
と
の
相
違
に
つ
い
て
、
特
に

②
実
践
論
を
踏
ま
え
て
道
綽
が
易
行
道
の
実
践
体
系
と
し
て
五
念
門
を
採
用
し
な
か
っ
た
点
を
再
考
す
れ

ば
、
五
念
門
と
は
作
願
・
観
察
、
す
な
わ
ち
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
を
主
眼
と
す
る
実
践
体
系
で
あ
り
、
そ

の
内
実
は
観
察
行
を
主
体
と
し
た
有
相
行
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
綽
が
求
め
た
実
践

体
系
は
二
諦
説
に
も
と
づ
く
有
相
行
か
ら
無
相
行
へ
の
展
開
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
五
念
門
の
実
践
項
目

の
み
で
は
二
諦
説
に
対
応
し
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
道
綽
は
第
二
大
門
に
お

い
て
念
仏
三
昧
の
相
状
を
説
明
す
る
際
、『
略
論
安
楽
浄
土
義
』
の
七
種
念
仏
説
を
取
意
引
用
し
、
㈠
『
摂

論
釈
』
に
説
か
れ
る
法
身
念
仏
と
㈡
称
名
念
仏
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
念
仏
三
昧
に
有
相
行
と
無
相

行
の
両
側
面
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
③
往
生
論
に
関
し
て
も
、
第
九
大
門
で
『
往
生
論
註
』

を
取
意
引
用
し
、
「
十
方
人
天
生
二

彼
國
一

者
、
即
與
二

淨
心
菩
薩
一

無
二
。
淨
心
菩
薩
即
與
二

上
地
菩
薩
一

畢
竟

同
得
二

寂
滅
忍
一

」
４

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
得
生
者
を
主
語
と
し
て
明
確
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、

得
生
以
後
の
新
発
意
菩
薩
が
最
終
的
に
は
上
地
の
菩
薩
と
同
様
に
寂
滅
忍
を
獲
得
す
る
と
い
う
有
相
か
ら

無
相
へ
の
進
展
を
強
調
し
、
往
生
浄
土
の
構
造
を
二
諦
説
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
二
諦

説
に
特
化
し
た
浄
土
教
理
解
は
曇
鸞
や
慧
遠
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ま
さ
し
く
道
綽
『
安
楽
集
』

の
み
が
有
す
る
独
自
の
論
理
構
造
で
あ
る
。 

道
綽
の
伝
記
を
ひ
も
解
け
ば
、
『
涅
槃
経
』
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
六
大
徳
相
承
説

か
ら
そ
の
教
学
背
景
に
地
論
南
道
派
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
想
定
で
き
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
道

綽
が
二
諦
説
に
お
い
て
第
一
義
諦
を
解
釈
す
る
際
、
慧
遠
の
よ
う
に
こ
れ
を
如
来
蔵
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
な
く
、『
大
乗
起
信
論
』
と
の
接
点
が
あ
り
な
が
ら
も
如
来
蔵
縁
起
説
を
用
い
る
こ
と
も
せ
ず
、
あ
く
ま

で
も
自
身
の
易
行
道
往
生
説
を
一
貫
し
て
主
張
す
る
点
に
こ
そ
道
綽
の
阿
弥
陀
仏
信
仰
と
そ
の
教
義
体
系

の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
道
綽
は
あ
ら
ゆ
る
大
乗
仏
教
の
教
義
と
実
践
を
阿
弥
陀
仏
信
仰
と

念
仏
三
昧
に
収
斂
し
、
末
法
の
凡
夫
が
実
際
に
往
生
可
能
な
修
道
体
系
を
易
行
道
と
し
て
勧
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
中
国
仏
教
お
よ
び
中
国
浄
土
教
に
お
け
る
『
安
楽
集
』
の
存
在
意
義
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
、
後
に
迦
才
が
『
安
楽
集
』
の
説
示
内
容
を
い
か
に
批
判
し
よ
う
と
も
、
道
綽
の
易
行
道
往
生
説

は
ど
こ
ま
で
も
末
法
凡
夫
の
た
め
に
形
成
さ
れ
た
大
乗
仏
教
の
要
路
と
し
て
、
今
な
お
十
分
な
価
値
を
有

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 【
註
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『
大
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蔵
』
四
七
、
五
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大
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』
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、
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九
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上 
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『
大
正
蔵
』
四
七
、
一
九
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上 
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『
大
正
蔵
』
四
七
、
一
九
頁
下 


