
『無
量
壽
経
論
註
』
成
立

の
精
神
風
土
こ
基
本
的
思
想
材

藤

堂

恭

俊

小

序

法
然
は
そ
の
主
箸

『選
揮
本
願
念
佛
集
』
第

一
章
私
釈
段
の
な
か

で
、
浄
土

一
宗
の
正
依
の
経
典
を
あ
か
し
、
つ
い
で
世
親

の

『無
量

壽
経
論
』
を
も

つ
て

「正
明
往
生
浄
土
」
の
論
書
と
な
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
関
係
上
、

『論
』
に
対
す
る
浄
土
教
徒
の
関
心
は
と
り
わ
け

高
い
お
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
従
来
凸
宗
学
徒
の

『論
』
に
対
す
る

態
度

は

『註
』
を
通
し
て
そ
の
理
解
に
努
め
ん
と
す
る

傾

向

が

瞼

く
、

直
接

『論
』
に
タ
ツ
チ
す
る
こ
と
を
避
け
が
ち
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は

『論
一
に
対
す
る
唯

一
の
註
釈
書
で
あ
る
、
玄
中
寺
曇
驚
の

、
『論
註
』
を
重
要
視
す
る
態
度
の
現
わ
れ
に
外
な
ら
な
い
が
、
は
た

し
て

『論
』

の
勝
義
葡
理
解
を
も
た
ら
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

、
↓
概
は
註
釈
書
と
い
つ
て
も
、
世
親
が
無
箸
の

『撮
大
乗
論
』

°に

『無
量
壽
経
論
註
』
成
立
の
精
油
覗風
土
と
基
本
的
思
想
材

施
釈
し
た

『撮
大
乗
論
繹
』
と
、

『無
量
壽
経
論
』
に
対
す
る
曇
鷺

の

『論
註
』
と
は
、
そ
こ
に

一
線
を
劃
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
前
者
は

『論
』
の
能
表
現
者

の
思
想
的
立
場
に
立
つ
て

の
施
釈
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は

『論
』
を
産
み
出
し
た
イ
ン
ド

と
は
異
る
精
神
風
土
を
も

つ
シ
ナ
に
あ

つ
て
、

『論
』
の
背
景
思
想

に
対
す
る
充
分
な
理
解
な
し
に
施
釈
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
吾

人
が

『論
註
』
に
お
い
て
、
能
表
現
者
の
世
親
が
全
然
予
想
し
得
な

か
つ
た

シ
ナ
に
固
有
な
民
間
信
仰
と
の
接
近
を
看
取
し
た
り
、
曇
灘

の
理
解
は
啓
蒙
的
な
面
や
世
親
的
理
解
に
闘
け
る
諸
点
を
見
出
し
う

る
こ
と
は
、
す
べ
て
こ
の
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ
る
。
然
し
こ
の

こ
と
は
決
し
て
、
『
論
註
』
自
身

の
も

つ
価
値
を
無
視
し
た
り
、
軽
く

評
価
す
る
こ
と
を
意
味
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

『論
』
の
施

釈
に
あ
た
つ
て
重
要
な
面
を
な
す
精
神
風
土
や
、
思
想
材
な
ど
の
上

三
三



に
致
命
的
な
障
壁
を
も

つ
た
曇
鶯
は
、

よ
く
こ
れ
ら
を
克
服

し

て

『論

』
に
あ
つ
て
ま
だ
充
分
に
現
わ
し
出
さ
れ
て
い
な
い
阿
彌
陀
佛

の
願
意
を
開
顕
し
、
大
乗
仏
教
と
り
わ
け
喩
伽
行
の
附
順
的
行
法
と

し
て

の
性
格
に
お
い
て
流
行

・
実
践
さ
れ
て
い
た
浄
土
教
を
そ
の
地

位
か
ら
開
放
し
、
大
乗
仏
教

の
随

一
と
し
て
の
立
場
に
ま
で
昂
め
、

か

つ

『論
』
が
成
立
つ
た
と
は
異
る
精
神
風
土
の
な
か
に
あ

つ
て
、

そ
れ
を
移
植

・
受
容
せ
し
め
る
態
勢
を
形
成
し
た
こ
と
に
対
し
眼
を

覆
わ

ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
拙
稿
は
お
い
て
私
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、

『論
』
の
移
植

・
受
容
が
行
わ
れ
る
場
、
い
い
か
え
れ
ぽ

『論
註
』
が
成
立
す
る
場

は
い
か
に
あ

つ
た
か
、
移
植

・
受
容
に
偉
大
な
功
績
を
は
た
し
た
曇

鷺

の
思
想
的
立
場
や
前
半
生
涯
に
於
け
る
彼
の
体
験
が

『論
』
の
受

容

・
理
解
に
い
か
に
作
用
し
た
か
、
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
解
明
し

よ
う
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は

『論
註
』
は

『論
』
の
も

つ
い
か
な
る

面
に
注
視
し
、
そ
れ
を
強
張
深
化
し
、
叉
逆
に

『論
]
の
も

つ
い
か

な
る
面
は
つ
い
て
理
解

の
貧
困

・
閾
如
を
示
し
て
い
て
い
る
か
、
と

い
う
諸
点
に
関
す
る
解
明

の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

三
四

A

『
論
註
』
が
成
立
す
る

シ
ナ
の
精
神
風
土

先
づ

『論
』
の
移
植
が
行
わ
れ
る
場
、

つ
ま
り

『論
註
』
が
成
立

す
る
精
神
風
土
は
い
か
に
あ

つ
た
か
(A
)
、
又

『論
註
』
主
曇
鷺
の

思
想
的
立
場
や
彼
の
前
半
生
涯
の
体
験
は
い
か
に
あ

つ
た
か
(B
)
、

さ
ら
に
曇
鶯
は

『論
』
の
理
解
を
い
か
な
る
思
想
材
と
の
関
連
の
上

に
進
め
て
行
つ
た
か
(C
)、
と
い
う

一
連

の
問
題
の
解
明
に
努
め
よ

へ

む

う
と
田じ
う

『論
』
と

『論
註
』
と
の
間
に
は
、
そ
れ
ら
が
成
立
し
た
年
代
的

な
距
た
り
や
単
な
る
地
理
的
な
距
離
に
増

し
て
、
そ
れ
以
上
に
大
き

く
両
者
を
引
き
は
な
す
も
の
と
し
て
糟
神
的
風
土
の
差
異
を
あ
げ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に

『論
』
が
移
植
さ
れ
、
受
容
さ
れ
る
シ
ナ

の
社
会
と
民
衆
は
、
伝
統
を
誇
る
儒
教

・
道
教
と
い
う
既
成
の
文
化

を
も

つ
て
い
た
こ
と
を
忘
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
く
と
も

シ

ナ
の
人
人
が
仏
教
を
受
容
し
信
仰
す
る
場
合
、

シ
ナ
に
固
有
な
、
1

ー
仏
教
に
と
つ
て
異
質
的
な
文
化
か
ら
の
影
響
と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
抵
抗
を
廃
除
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
な
こ
と
と
言
わ
な
け
れ

嬢
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
仏
教
に
先
行
す
る
、
既
成
の
シ
ナ
固
有



の
文
化
を
土
台
と
し
て
仏
教
の
理
解

・
信
仰
が
進
め
ら

れ

る

と

い

う
、
言
わ
ば
既
成
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
方
向
の
み
を
指
す

の
で
な

く
、
そ
う
し
た
方
向
と
と
も
に
、
そ
れ
を
超
え
る
と
い
う
別

な
方
向
を
も
も

つ
こ
と
を
指
摘
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ

と
に
よ

つ
て
こ
そ
、

シ
ナ
の
社
会
と
民
衆
の
間
に
仏
教
の
浸
透
が
可

能
で
あ
り
、
仏
教
の
母
国
イ
ン
ド
に
於
け
る
と
は
別
個
な

シ
ナ
の
仏

教

の
面
目
が
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

そ

こ
で
先
づ

『論
註
』
に
は
世
親
が

『論
』
に
お
い
て

一
度
も
ふ

れ
た

こ
と
の
な
い
造
罪
入
の
問
題
が
、
臨
終
と
い
う
特
定
な
、時
聞
的

な
ブ
イ

ル
ド
の
上
で
、
し
か
も

『論
註
』
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を

も
つ
無
量
壽
佛

の
名
号
と
の
関
係
に
於
て
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

『論
註
』
主
は
な
ぜ
こ
う
し
た
問
題
を
取

扱
わ
ね
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は

『論
』
の

受
容
が

な
さ
れ
、

『論
註
』
が
成
立
す
る
場
に
視
野
を
置
き
、
曇
鷺

の
背
後

に
あ

つ
て
そ
う
し
た
問
題
に
注
視
さ
せ
る
な
に
も

の
か
を
探

る
こ
と
に
よ
つ
て
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
先
づ
曇
鷺
の
在
世
し
た
北
.魏
時
代
に
仏
教
徒
に
よ
つ
て
つ
く

ら
れ
た
疑
偽
経
典
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
こ
と
は
、

こ
の
疑
偽
経
典

『紐
豊
里壽
経
論
註
』成
立
の
結
　融
風
土
と
基
本
的
思
想
材

が
北
魏
の
帝
室
あ
る
い
は

一
般
民
衆
の
支
持
、
教
化
を
め
ぐ
り
、
又

そ
の
指
導
権
の
確
立
を
め
ぐ
つ
て
儒

・
仏

・
道
三
教
の
間
に
は
げ
し

い
文
化
戦
を
展
開
し
た
そ
の
第

一
線
に
お
し
出
さ
れ
た
も

の
と

し

て
、
重
要
な
役
割
を
荷
負
う
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、

一
般
民
衆

の
教
化
の
第

一
線
に
出

さ
れ
る
伝
道
文
書
と
い
つ

て
よ
い
疑
偽
経
典
は
、

一
般
民
衆
と
の
接

触
を
求
め
、
そ
の
接
触
を

通
し
て
仏
教
に
導
入
し
よ
う
と
意
図
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
限
り

民
衆
の
精
神
生
活
を
離
れ
た
も
の
で
な
く
、
当
代
の
民
衆
の
精
神
的

要
求
を
反
映
し
て
い
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
曇
鶯
の
背
景
を
な
す

シ
ナ

の
精
神
風
土
の

一
端
を
探
ぐ
る
に
好
都
合

の
資
料
と
言
わ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。
北
魏
太
武
帝

の
廃
仏
殿
釈
の
後
、
第
二
代
目
の
沙
門
統

と
し
て
仏
教
の
復
興
に
活
躍
し
た
曇
曜
の
撰

に
な
る
『
浄
度
三
昧
経
』

に
、八

王
日
、
諸
天
帝
繹
鎭
臣
三
十
二
人
、

四
鎭
大
王
、
司
命
司
鋒
、

伍
羅
大
王
、
八
王
使
者
、
鑑
出
四
布
覆
行
。
復
値
四
王
十
五
日
三

十
日
所
奏
、
案
校
人
民
立
行
善
悪
。
地
獄

王
亦
遣
輔
臣
小
王
、
同

時
倶
出
、
有
罪
師
記
。
前
齋
八
王
日
犯
過
、
幅
強
有
救
。
安
隙
無

他
、
用
福
原
赦
。
到
後
齋
日
重
犯
罪
歎
多
者
減
壽
、
條
名
剋
死
歳

三
五



月
日
關
下
地
獄
。
地
獄
承
文
書
、
師
遣
獄
鬼
持
名
録
名
。
獄
鬼
無

慈
、

死
日
未
到
、
彊
催
作
悪
令
命
促
審
。
幅
多
者
増
壽
釜
算
、
天

遣
善
紳
螢
護
其
身
、
移
下
地
獄
抜
除
罪
名
、
除
死
定
生
後
生
天
上

　
　
　

と
記
述

し
て
い
る
が
、
こ
の
中
、
犯
罪
多
き
も

の
の
寿
を
減
じ
、
そ

の
死
日
を
決
定
し
て
こ
れ
を
地
獄
に
通
告
す
る
と
、
無
慈
悲
な
獄
鬼

は
決
定
さ
れ
た
死
日
を
待
た
ず
し
て
そ

の
命
を
奪
い
地
獄
に
投
ず
る

と
い
う
奪
算

の
説
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
説
は

『抱
朴
予
』
内
篇
巻

六
微
旨
篇

の

『
天
地
有
司
過
之
神
、
随
人
所
犯
軽
重
以
奪
其
算
、
算

　
　

　

減
則
貧
耗
疾
病
、
屡
逢
憂
患
、
算
書
則
人
死
」
と
い
う
の
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
斯
様
な
、
入
の
寿
命
を
そ
の
入
の
犯
し
た

罪
過

の
軽
重
に
よ
つ
て
判
決
す
る
と
い
う
信
仰
は
造
罪
に
関
す
る
緊

張
感
を
昂
め
る
と
と
も
に
、
死
に
対
す
る
恐
怖

・
不
安

・
動
揺
を
か

り
た
て
、

人
を
し
て
悲
痛
の
深
淵
に
つ
き
お
と
す
も
の
で

あ

る
。

『浄
土
三
昧
経
』
は
か
か
る
奪
算
に
対
す
る
恐
怖
に
お
の
の
く
民
衆

に
、受

持
齋
戒
者
、
佛
勅
六
欲
天
王
、
各
差
二
十
五
善
紳
、
常
來
随
逐

守
護
持
戒
之
入
、
亦
不
令
有
諸
悪
鬼
紳
來
横
悩
害
、
亦
無
横
病
死

亡
災
障
、
常
得
安
隙
。

三

六

　
ヨ
　

と
言
い
、
斎
戒
を
受
持
す
る
も
の
に
対
し
て
善
神

の
営
護
す
る
こ
と

を
勧
告
し
、
死
の
恐
怖
か
ら
の
脱
出
を
説
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
さ
ら
に
北
魏
時
代
の
入
が
そ
う
し
た
奪
算
か
ら
の
脱
出
を
求

め
て
い
る

一
文
献
を
あ
げ
て
置
こ
う
と
思
う
。
即
ち
龍
門
石
窟
の
古

陽
洞
に
遺
存
す
る
延
昌
元
年

α
嵩

の

『清
信

士
劉
洛
真
兄
弟
造
彌
勒

像
銘
記
』
に
よ
る
に

延
昌
元
年
歳
次
壬
辰
十

一
月
午
亥
朔
四
日

清
信
士
劉
洛
兄
弟

爲
亡
父
母
造
彌
勒
像
二
魑

使
亡
父
母
託
生
紫
微
安
樂
之
虞

叉

願
七
世
父
母
師
曾
春
属

見
在
居
門
老
者
延
年
少
者
釜
算

使
法

解
相
生

一
時
誠
佛
所
願
如
是

　
　
　

　
ヨ

　

と
銘
記
し
、
亡
父
母
の
兜
率
往
生
と
と
も
に
、
現
存
す
る
も
の
の
益

算
が
願
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
銘
記
は
奪
算
の
恐
怖
に
心
や
す
ら
か
で

な
い

一
般
民
衆
の
心
情
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
み

ず
か
ら
が
日
常
生
活
に
於
て
行
う
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
つ
い
て
悪
の
な

か
ら
ん
こ
と
と
い
う
よ
り
も
、
な
ん
と
か
し
て
善
い
こ
と
を
な
さ
ん

と
す
る
や
る
せ
な
い
心
情
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
叢

に
お
い

て
死
の
恐
怖
と
罪
過
に
関
す
る
緊
張
感
が
い
か
に
強
く
北
魏
時
代
の

民
衆
の
精
神
を
支
配
し
て
い
た
か
が
首
肯
さ
れ
る
と
と
も
に
、
曇
鶯



が
造
罪
人
の
問
題
を
臨
終
と
い
う
特
定

の
時
期
の
上
で
問
題
視
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
背
景
思
想
と
い
う
か
、
必
然
性
が
理
解
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

そ

こ
で
曇
鷺
は
当
代
人
の
精
神
を
支
配
し
た
造
罪
と
死
の
恐
怖
に

つ
い
て
、

い
か
な
る
視
点
に
立
ち
こ
れ
と
と
り
組
ん
だ
で
あ

ろ

う

か
。
即
ち
彼
は

『論
註
」

上
巻
に

問

日
。
業
道
経
言
業
道
如
秤
。
重
者
先
牽
。
如
観
無
量
壽
経
言
有

人
造
五
逆
十
悪
具
諸
不
善
慮
堕
悪
道
経
歴
多
劫
受
無
量
苦
。
臨
命

終
時
遇
善
知
識
教
稽
南
無
無
量
壽
佛
。
如
是
至
心
令
聲
不
経
具
足

十
念
便
得
往
生
安
樂
浮
土
。
部
入
大
乗
正
定
之
聚
畢
寛
不
退
與
三

塗
諸
苦
永
隔
。
先
牽
之
義
於
理
如
何
。
叉
蹟
劫
已
來
備
造
諸
行
。

有
漏
之
法
繋
屡
三
界
。
但
十
念
念
阿
彌
陀
佛
便
出
三
界
繋
業
之
義

復
欲
云
何
。

一

答

日
。
汝
謂
五
逆
十
悪
繋
業
等
爲
重
、
以
下
下
品
人
十
念
爲
輕
、

慮
爲
罪
所
牽
先
堕
地
獄
繋
在
三
界
者
、今
當
以
義
校
量
輕
重
之
義
。

在
心
在
縁
在
決
定
、
不
在
時
節
久
近
多
少
也

と
喧
)そ
の
見
解
を
示
し
て
い
る
.

こ
れ
に
よ
る
は
曇
鷺
は
か
の

『浄
度
三
昧
経
』、
の
疑
偽
経
典
が
示

『無
量
壽
経
払調
註
』成
立
の
精
紳
風
土
と
基
本
的
田心想
材

し
た
と
は
異
り
、
奪
算
説
と
直
接
結
び

つ
け
て
い
な
い
点
が
指
摘
さ

れ
る
と
し
て
も
、

「有
人
造
五
逆
十
悪
具
諸
不
善
、
慮
堕
悪
道
経
歴

多
劫
受
無
量
苦
」
と
い
い
、
さ
ら
に
進
ん
で

「臨
命
終
時
」
と
続
け

て
い
る
こ
と
は
、
奪
算
説
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
と
断
定
を
下
す
に

は
、
そ
れ
を
講
成
す
る
要
素

に
欠
け
る
点

を
持
つ
が
、
さ
り
と
て
全

然
そ
れ
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ

る
。
確
か
に
こ
の

一
文
は
彼
が

『観
無
量
壽
経
』
の
下
下
品
の
説

に

基
づ

い
て
記
述
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
彼
は
こ
の

一
文
を
い
か
な

る
意
図

の
下
に
理
解
し
、
記
述
し
た
か
は
測
り
知
る
こ
と
が
出
来
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
当
代
人
の
一
大
関
心
事
が
造
罪
と
死
と
を
結

び

つ
け
、
そ
の
恐
怖

に
お
の
の
い
て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し

た
こ
と
に
対
す
る
考
慮
を
怠
つ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
か
く

思
考
す
る
時
、
私
は
曇
鶯
が
こ
の

一
文
に
お
い
て
そ
う
し
た
奪
算

の

説
を
肯
定
し
て
い
る
と
み
て
差
支

つ
か
え
な
か
ろ
う
と
思
う
。
即
ち

奪
算
に
悲
痛
の
涙
を
流
す
当
代
入
に
対
す

る
お
も
い
や
り
の
心
が
、

時

に
こ
の

一
文
を
、
造
罪
入
が
み
ず
か
ら

の
寿
命
の
判
決
を
う
け
、

ま
さ
に
獄
鬼
の
た
め
に
地
獄
に
つ
れ
去
ら
れ
よ
う
と
す
る
、
所
謂
こ

の
世
の
最
後
の

一
瞬
と
い
う
よ
う
に
、
読

み
と
つ
た
と
考
え
て
も
よ

三
七



い
で

あ

ろ
う

。

若

し

こ

の

よ
う

な

推

定

が

許

さ

れ

る

と
し

て

も
、

そ

　
ア
　

こ
に
は
多
く
の
疑
偽
経
典
が
示
し
た
増
寿
益
算
を
彼
が
な
ぜ
示
さ
な

か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
提
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
曇
驚
が
奪
算
の
説
に
か
か
わ
り
を
求
め
た
こ
と
と
別
問

題
で
あ
り
、
既
に
彼
は
そ
う
し
た
増
寿
益
算

の
立
場
を
超
え
る
、
所

謂

「出
三
界
」
に
立
つ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ
る
。
今

叢
に
唐

の
道
宣

の
編
纂
に
か
か
る

『績
高
倫
旧傳
』
巻
第
六
に
pl1�
載
さ

れ
る
彼
の
伝
歴
を
繕
く
な
ら
ば
、
彼
が

「出
三
界
」
を
立
場
と
し
た

こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
病
を
え
た
彼
が
仏
教
の
研
究

を
継
続
す
る
に
は
先
づ
健
康
の
回
復
と
不
老
長
寿
が
第

一
で
あ
る
こ

と
を
思
い
、
遠
く
江
南
に
神
仙
の
大
家
陶
弘
景
を
尋
ね
、
仙
経
十
巻

の
伝
授
を
う
け
て
意
気
洋
洋
と
郷
里
に
帰
え
る
途
中
、
帝
都
洛
陽
に

　
　
　

お
い
て
翻
訳
三
蔵
菩
提
流
支
に
面
接
し
、
次
に
示
す
如
き
劇
的
に
し

て
激
的
な
問
答
を
交
わ
し
た
の
で
あ
る
。

驚
往
啓
日
。
佛
法
中
頗
有
長
生
不
老
法
勝
此
土
仙
経
者
乎
。
留
支

唾
地
日
。
是
何
言
鰍
。
非
相
比
也
。
此
方
何
廣
有
長
生
法
。
縦
得

長
年
少
時
不
死
。
終
更
輪
廻
三
有
耳
。
邸
以
観
経
授
之
日
。
此
大

仙
方
。
依
之
修
行
當
得
解
脱
生
死
。
鷺
尋
頂
受
。
所
齎
仙
方
並
火

三
八

焚
之
。

私
こ
の
記
事
の
歴
史
的
事
実
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
な

い
が
、
こ
の
激
的
な
会
話
は
、
浄
土
教
の
信
仰
を
も

つ
た
曇
鷺

の
心

境
が
、
神
仙
の
術
を
求
め
た
時
代
の
そ
れ

と
画
然
と

一
線
を
劃
さ
ね

ば
な
ら
な
い
程
の
開
き

の
あ
る
こ
と
を
、

つ
ま
り
回
心
を
伝
え
る
も

の
と
理
解
さ
れ
る
。

(た
と
い
こ
の
記
事
を
素
直
に
受
け
と
つ
て
も
、

彼
が

「出
三
界
」
を
立
場
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
ら
な

い
。)

畢
寛
す
る
と
こ
ろ
曇
鷺
は
奪
算
に
か
か
わ
り
を
求
め
た
だ
け

で
あ

つ
て
、
奪
算
と
か
益
算
と
か
い
う
こ
と
を
問
題
視
し
た
の
で
は

な
い
。
彼
は
造
罪
を
人
生
に
お
け
る
既
成
事
実
視
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
そ
の
応
報
か
ら
の
開
放
を
取
扱
わ
ん

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
シ
ナ
に
固
有
な
民
間
信
仰
、
言
わ
ぽ
仏
教
外
部
か
ら
受
け
る

と
こ
ろ
の
抵
抗
に
対
し
、
そ
れ
と
の
関
係
を
遮
断
し
て
敵
対
視
す
る

こ
と
で
な
く
、
常
に
仏
教
外
部
の
信
仰
と
か
か
わ
り
を
保
ち
つ
つ
、

終
極
に
お
い
て
そ
れ
を
仏
教
的
世
界
と
い
う
、
よ
り
次
元
の
高
い
世

界
に
翻
転
せ
し
め
る
如
き
態
の
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。

(1

)

『
法

苑
珠

林

』

第

六
十

二
所
収

(-K
正
蔵

5
3

,
7
5
4
,

c
～

7
5
5
,

a
)

(2

)

『
抱
朴

子

』



(3
)

『
観
念
法
門
』
所
収

(浄

Q+　
4
,
2
29
,

b
)

(4
)

水
野

・
長
広
著

『
龍
門
石
窟

の
研
究
y
3
0
5
,

a

こ
の
外
、
定
州
常

山
飽
纂
造

石
浮
図
記

(太
平
真

君
三
年

瞳

鱒)

に

「
父
身
延
年
盆
壽
」

(大

村
西
崖

『
支
那
美
術
史
彫
塑
篇
』
目蕊
)

と
言

い
、
清

信
佛
弟
子
成

休
組
造
観
世

吾
像
記

(興
安

二
年

躰
α
c◎
)

に

「
老
者
延
年
少
者
盆
壽
」

(同
上

一刈
㊤
γ

齋

州
歴
城
崔
承
宗
造
繹

迦
像
記

(太
和
七
年

ら
G。
ω
)
に

「老
年
延
齢
少
者
盆
算
」

(同
上

一c◎O
)

と
ljll�
�
、

そ
れ
ぞ
れ
増
寿
益

算

を
希
念

し
て
い
る
。

(5
)

こ
の
造
像
銘
記

に
は

「爲

亡
父
母
造
彌
勒
像
三

躯
」

と
言

い
、
つ
い

で

「使
亡
父
母
託
生
紫
微
安
樂
之
塵
」

と
い
つ
て
い
る
が
、
そ

の

「託

生
紫
微
」
と
い
う
表
現

に
注
意

し
た
い
。
即

ち

「
紫
微
」

と
い
う
表
現

は

『魏

書
』
繹
老
志

に
、

「
道
家
之
原
出
於
老
子
其
自
言
也
。
先
天
地

ヘ

へ

生

以

資

萬
類

。

上
塵

王

京

爲

瀞

王

之
宗

。

下

在

紫

微

爲

飛

仙

之

主
」
と

言

つ

て

い
る

「
紫
微

」

で
あ

り

、

所

謂

仙

都

・
仙
郷

を
指

し

た

も

の

で
あ

る
。

そ

こ

に
道

教

的

な

理
解

、

受

容

の
あ

と

が
明

確

に
指
摘

さ

れ

る
。

(6

)

浄

全

封

bっ
◎Q
bΩ
噛

9。
～

び

(7

)

宋

の
智

嚴

・
寳

雲

共

訳

と

さ

れ

る

『
四

天

王
経

』

に

は

四
等

心

.
五

戒

・
六
齋

を
あ

げ

(犬
正

蔵

H
μ

H
HO。
"

び
)
、

呉

の
支

謙

訳

と
さ

れ

る

『
三

品
弟

子

経

』

に
も

五
戒

・
六
齋

を

説

ぎ

(大

正

蔵

H8

刈
O
γ

び
)
、

北
魏

曾

曇

靖

の
撰

述

に
か

か

る

『
提

謂

波
利

経

』

に

は

八
戒

齋

を
持
す

べ
き
こ
と
を
示

し

(『法

苑
珠
林
』

巻
第
八
十
八
所
収
i

大

正
蔵

5
3
,
9
3
2
,

c
)
、
又

『
藥

師
瑠
璃
光
経
』

に
は
造
績
命
酔
旛
、

『
無
量
壽
経
論
註
』
成
立

の
精
神

風
土
と
基
本
的
思
想
材

燃

四

十

九
燈

、

放

諸

生
命

を

行
う

べ
き

こ
と

を

示

し

て

い

る
。

(8

)

大

正

蔵
経

α
ρ

ミ

ρ

び
～

o

B

『
論
』
の
理
解
に
お
け
る
基
本
的
思
想
材

曇
鶯
は
世
親
の

『論
』
を
理
解
す
る
に
あ
た
つ
て
い
か
な
る
思
想

材
に
基
ず
き
な
が
ら
進
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
原
典
の
漢
字
訳
に

基
ず
い
て
仏
教
の
理
解
が
進
め
ら
れ
る

シ
ナ
の
仏
教
を

取

扱

う

場

合
、
漢
字
訳
の
歴
皮
か
ら
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
制
約
を
等
閑
視
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
今
の
場
合
、
と
り
わ
け

『論
』
の
理
解
が
進
め

ら
れ
る
に
最
も
適
応
し
た
思
想
材
、
1

つ
ま
り

『論
』
が
成
立
す

る
基
盤
と
し
て
の
喩
伽
行
派

の
教
学
に
関
す
る
原
典
の
漢
字
訳
が
、

既
に
ど
の
程
度
彼
の
た
め
に
仕
度
さ
れ
て

い
た
か
が
、
問
題
視
さ
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
世
親
の
論
書
が

シ
ナ
に
伝
訳
を
み
る
に
至
つ
た
の

は
、

『論
』
の
伝
訳
と
殆
ん
ど
時
を
同
じ
く
す
る
と
い
つ
て
よ
い
。

即
ち
北
魏
が
山
西
の
大
同
か
ら
河
南
の
洛
陽
に
遷
都
し
て
後
、
あ
い

つ
い
で
来
朝
し
た
勒
那
摩
提
、
菩
提
流
支
、
佛
陀
扇
多
に
よ
つ
て
漸

く
、

『十
地
脛
論
』、
『撮
大
乗
論
』、
『唯
識
廿
論
』
な
ど
世
親
及
び

そ
の
系
統
に
属
す
る
論
書

の
伝
訳
を
み
る
に
至

つ
た
の
で
あ
る
。
斯

三
九



様
に
世
親
の
論
書
が
漸
く
漢
字
訳
さ
れ
た
、

言
わ
ば
ま
だ

広

く
普

及
し
て
い
な
い
時
、

し

か

も
世
親
の
論
書
と
い
つ
て
も
ほ
ん
の

一

部
が
漢
字
訳
さ
れ
た
時

に
、

『論
』
の
注
釈
を
試
み
る
の
で
あ
る
か

ら
、

『論
』
の
思
想
的
立
場
に
立
つ
て
理
解
を
進
め
る
こ
と
は
到
底

及
び
も
得
な
い
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
謂

『論
註
』

に
於
て
世
親
的
理
解
に
欠
け
る
点
が
指
摘
さ
れ
る
所
以
も
、
そ
う
し

た
原
典

の
漢
字
訳
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら

な

い
。

(そ
う
し
た
世
親
的
理
解
に
欠
け
る
点
に
つ
い
て
の
論
述
は
別
篇

に

ゆ
ず

ろ
う
と
思
う
)
。

然
し
曇
鷺
が
世
親
の
思
想
的
立
場
に
立
ち
得

な
か

つ
た
と
言
う
こ
と
と
、
洛
陽
に
於
て
訳
出
さ
れ
た
世
親

の
論
書

に
対

し
て
彼
が
と
つ
た
態
度
と
は
お
の
ず
か
ら
別
で
あ
る
こ
と
に
注

意
を
払
つ
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
が

『論
註
』
の

　
ユ
　

な
か
で
示
し
た
自
力

・
他
力
と
い
う
観
点
は
、
既
に
指
摘
し
た
こ
と

も
あ
る
よ
う
に
、
『十
地
経
論
』
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
た
も

の
と

想

定

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
曇
鷺
は
洛
陽
を
離
れ
た
山
西
の
地
に
あ

つ
て
、
漢
字
訳

の
な
つ
た
ば
か
り
の
世
親
の
論
書
に
注
目
し
、
-

そ
れ
が
た
と
い
そ
の
論
の
思
想
立
場
を
理
解
す
る
も
の
で
な
く
、
単

な
る
彼
の
関
心
に
基
ず
く
任
意
な
取
材
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
と
も

四
〇

か
く
そ
こ
か
ら
学
び
と
つ
た
こ
と
は
、
実
に
彼
の
旺
盛
な
探
求
力
以

外
の
な
に
も

の
で
も
な
い
。

し
か
ら
ば
曇
鷺
は
い
か
な
る
思
想
材
に
基
ず
い
て

『論
』
の
理
解

を
進
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
曇
禦

『論
莚

の
開
糞

頭
陶
)

謹
案
龍
樹
菩
薩
十
佳
毘
婆
沙
云

菩
薩
求
阿
砒
蹟
致
有
二
種
道

一
者
難
行
道
二
者
易
行
道

　
ヨ
　

と
い
う
冒
頭
文
と
、

『讃
阿
彌
陀
佛
偶
』

に

大
師
龍
樹
摩
詞
薩

誕
形
像
始
理
頽
綱

關
閉
邪
扇
開
正
轍

是
閻
浮
提

一
切
眼

伏
承
奪
悟
緻
善
地

讐
如
龍
動
雲
必
随

閻
浮
提
放
百
葬
録

南
無
慈
悲
龍
樹
奪

と
い
う
偶
文
と
は
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
に

一
つ
の
重
大
な
鍵
を

な
す
も
の
で
あ
る
。
曇
驚
は
世
親
の

『論
』
を
注
釈
す
る
に
あ
た
つ

て
、
そ
の
冒
頭
に
な
ぜ
龍
樹
の

『十
佳
毘
婆
沙
論
』
易
行
品

の
文
を

置
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
か
。
叉
た
と

い

『讃
阿
彌
陀
佛
偶
』
が

『無
量
壽
経
』
を
奉
讃
す
る
も

の
で
あ

つ
た
と
し
て
も
、
竜
樹
の
讃

仰
に
つ
い
で

『論
』
主
世
親
を
讃
仰
し
て
も
然
る
べ
き
で
あ
る
に
拘



ら
ず
、

世
親
に
対
し
て
何
等
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う

こ

と

は
、
い
か
な
る
理
由
に
も
と
ず
く
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は

彼
の
前
半
生
涯
に
於
て
習
得
し
た
仏
教
的
教
養
、
井
び
に
彼
が
浄
土

教
信
仰

に
入
る
に
際
し
て
受
け
た
最
後
的
な
決
定
的
暗
示
と
関
連
を

持

つ
。
即
ち
『績
高
僧
傳
』巻
第
六
に
記
載
さ
れ
る
曇
鷺
の
伝
に
、
彼

が
四
論
と
仏
性
を
研
鐙
し
た
ー

龍
樹

・
提
婆
の
論
書
と
浬
禦
経
を

学
習

し
そ
れ
ら
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
叉
こ
れ
を
裏
ず

げ
る
如
く

『論
註
』
に
は

『中
論
』
『十
二
門
論
』
『大
智
度
論
』
を

使
用

し
、
特
に

『大
智
度
論
』
か
ら
の
引
用
が
目
立
つ
て
多
い
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
曇
鶯
は
四
論
の
学
究
者
と
し
て
龍
樹
の
論
書

に

親
し
む
と
と
も

に
、
龍
樹

に
尊
敬

の
念
を
払

い
且

つ
彼
に
権
威
を
認

め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
曇
灘
に
よ
る
『
論
』

の
理
解
ボ
龍
樹
の
論
書
を
思
想
材
と
し
、
そ
の
思
想
に
立
脚
し
つ
つ

進
め
ら
れ
た
こ
と
は
何
等
疑
う
余
地
の
な
い
程
当
然
な
こ
と
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
そ
の
前
半
生
涯
に
お
い
て
学
習

し
た
と
こ
ろ
の
仏
教
的
教
養
を

『論
』
の
理
解
の
上
に
活
し
た
こ
と

物
語
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
龍
樹

の
論
書
を
み
ず
か
ら

の
仏
教
的
教
養
と
な
し
得
た
と
言
う
こ
と
は
、

『魏
蟹
目
』
釈
老
志
に

『無
量
壽
経
論
註
』成
立
の
精
紳
風
土
と
基
本
的
思
想
材

「鳩
摩
羅
什
爲
銚
興
所
敬
。
於
長
安
草
堂
寺
。
集
義
學
八
百
人
。
重

諜
経
本
。

(中
略
)
至
今
沙
門
共
所
祀
暫
」

と
記
述
し
て
い
る
よ
う

に
、
鳩
摩
羅
什
に
よ
つ
て
訳
出
さ
れ
た
般
若
系

の
諸
経
と
中
観
系

の

龍
樹
等
の
論
書
と
に
対
す
研
究
が
普
及
し
、
北
.魏
仏
教
界
の
主
流
を

形
成
し
て
い
た
こ
と
を
歴
史
的
背
景
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
義

解

の
傾
向
が
僧
肇
に
負
う
と
こ
ろ
多
い
の
も
亦

『繹
老
志
』
の
伝
、兄

る
如
く

一
般
的
傾
向
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

然
し
曇
鷺
が

『論
註
』
の
冒
頭

に
龍
樹

の

『十
佳
毘
婆
沙
論
』
を

引
用
し
た
こ
と
は
、
単
に
四
論
の
学
究
者
と
し
て
そ
の
師
、
龍
樹
の

釈
論
を
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
解
決
し
得
な
い
問
題
を
宿
し

て
い
る
。

こ
の
周
題
は
曇
鶯
が

い
か
な
る
経
路
を
辿
る
こ
と
に
よ
つ

て
浄
土
教
の
信
仰
に
接
近
し
得
た
か
、
さ
ら
に
又
彼
の
信
仰
を
浄
土

教
の
上
に
決
定
ず
け
た
の
は
何
も
の
で
あ

つ
た
か
、
と
い
う
両

つ
の

問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
見
極
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
先
に
も
ふ

れ
た
よ
う
に
曇
驚
は
四
論
の
な
か
、
と
り
わ
け

『大
智
度
論
』
に
精

通
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が

『論
註
』

の
上
か
ら
想
定
し
得
る
の

で
あ
る
が
、
北
.魏
時
代
に
お
け
る

『大
智

度
論
』
の
研
究
は
、
慧
影

の

『大
智
度
論
疏
』
巻
第
二
十
四
に
、四

一



有
光
統
師
弟
子
道
場
法
師
。
後
嘉
留
支
三
藏
講
論
。
爲
被
三
藏
小

小
瞑
故
。
入
嵩
山
十
年
護
大
智
度
。
已
出
邑
欲
講
此
論
。
干
時
有

一
尼
曾
善
樂
護
此
論
。
故
途
爲
檀
越
渤
化
令
此
法
師
講
。
智
度
之

興

正
在
此
人

　
る

　

と
伝
、兄
て
い
る
の
に
よ
る
と
、
道
場
に
始
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ

の
点
曇
鶯
と
そ
の
専
攻
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。

こ
の
こ
と
は
直
ち
に
両
者
を
結
ぶ
こ
と
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
道
場
は
慧
光
の
弟
子
で
あ
り
、
後
に
菩
提
流
支
に
就
い
て

学
ん
だ
人
で
あ
る
か
ら
、

『大
智
度
論
』
の
研
究
と
言

つ
て
も
慧
影

の

『
大
智
度
論
疏
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
地
論
宗
の
思
想
に
よ
る

『大
智
度
論
』
の
理
解
を
そ
の
学
風
と
し
た
と
も
想
定
さ
れ
、
又
曇

驚
の
寂
年
代
が
不
確
実
な
た
め
、
そ
の
受
学
の
時
期
を
想
定
し
か
ね

る
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
も
か
く
道
場
は

『大
智
度
論
』
の
研

究
者

で
あ
る
と
と
も
に
、
他
面
浄
土
教
に
関
連
を
も

つ
五
通
憂
茶
羅

の
所
持
者
で
あ
る
と
い
う

一
面
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な

ら

な

い
。

五
通
曼
茶
羅
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
必
要
も
な
か
ろ
う
が
、

『集
紳
州
三
寳
感
通
録
』
巻
露

よ
れ
ば

「天
研=
雛

肇

五
通
菩

薩

往
生
安
樂
界
講
阿
彌
陀
佛

娑
婆
衆
生
願
生
澤
土

無
佛
形
像

四

二

願
力
莫
由

請
乗
降
許
」
と
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
五
通
菩
薩
の
要

請
に
応
じ
て

「
一
佛
五
十
菩
薩
、
各
坐
蓮
華
在
樹
葉
上
」
と
い
う
態

を
現
じ
た
も
の
を
写
し
と
つ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
五
通
曼
茶
羅

は

道

芝

つ
い

て
明

憲

が

伝

告

、

叉

',i?　

(5
4
1
～

6
0
9
)

が
道

詮

よ

　
ア

　

り
伝
受
し
て
い
る
記
録
が
あ
り
、
さ
ら
に
イ
ラ
ン
族
出
身

の
画
工
曹

仲
達
に
よ

つ
藷

毒

の
模
写
さ
れ
狩

で
あ
る
・
こ
う
し
た

『大

智
度
論
』
の
研
究
者

の
間

に
こ
の
曼
茶
羅
が
伝
受
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
浄
土
教
信
仰
が

『
大
智
度
論
』
の
研
究
者
に
よ
つ
て
信
奉
さ
れ

て
い
た
事
実
を
伝
・兄
る
も
の
で
あ
り
、

道
詮
の
如
き
は

『大
智
度

論
』
を
研
究
し
龍
樹
を
以
て
師
宗
と
な
す

こ
と
に
よ

つ
て
浄
土
牲
生

　
　
　

を
期
し
て
い
る
程
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
例
外
も
あ
ろ
う
が
両
者
の
結

ば
れ
る
の
が
こ
の
時
代
の

一
般
的
傾
向
で
あ
つ
た
と
想
定
し
て
よ
か

ろ
う
と
患
う
。

さ
て
曇
鷺
が
い
か
な
る
経
路
を
辿

つ
て
浄
土
教
の
信
仰
に
接
近
し

た
か
と
い
う
こ
と
は
、
道
宣
の
記
述
す
る
如
き
菩
提
流
支
と
の
劇
的

に
し
て
激
的
な
説
に
そ
の
事
実
性
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
私
に
と
つ

て
甚
だ
と
き
難
い
問
題
で
あ
る
。
私
は
私
な
り
に
曇
驚
の
前
半
生
涯

の
伝
歴
と
彼
を
し
て
浄
土
教
に
決
定
ず
け
た
も
の
と
の
関
連
に
お
い



て
、

こ
の
問
題
に
対
す
る

一
応
の
解
答
を
導
び
き
出
し
た
い

と

思

う
。
曇
鶯
が
神
仙
の
術
を
陶
弘
景
か
ら
学
び
と
つ
た
の
は
、
健
康

の

　ね
　

回
復

を
待

つ
て
仏
教
の
研
鐙
に
専
心
せ
ん
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の

で
、

別
に
他
意
あ
つ
て
の
こ
と
で
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は

後

に
、

こ
の
現
身
の
生
命
を
.時
間
的
に
永
続
す
る
と
い
う
神
仙
的
な

意
図

と
、
生
死
を
超
え
る
こ
と
を
教
示
す
る
仏
教
の
根
本
的
意
趣
と

の
間

に
撞
着
を
感
ず
る
こ
と
が
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
想
定

を
許
容
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
が
思
考
さ
れ
る
。
神
仙
の
術

を
捨
て
さ
る
こ
と
は
仏
教
の
意
趣
に
順
ず
る
こ
と
で
あ
る
が
、
自
分

の
身

の
死
滅
を
招
く
こ
と
と
な
る
で
は
な
い
か
、
生
死
を
超
え
る
自

覚
が
自
分
自
身
の
内
に
確
立
す
る
ま
で
は
、
た
と
え
仏
教
に
反
す
る

行

い
で
あ
る
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
神
仙
の
術
に
頼
ら
ね
ば
な
ら

な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
、
矛
盾

・
撞
着
と
知
り
な
が

ら
も

い
つ
れ
を
も
捨
て
得
な
い
苦
悩
、
精
神
的
動
揺
が
彼
の
上
に
心

的
危
機
を
構
成
す
る
に
至
る
。

つ
ま
り
神
仙
の
術
を
実
施
す
る
こ
と

は
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
生
死
を
超
え
る
道
に
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
、

さ
り
と
て
神
仙
の
術
を
捨
て
さ
れ
ば
生
死
を
超
え
る
自
覚
を
待

つ
ま

で
も
な
く
死
滅
し
て
し
ま
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
、
と

『無
量
壽
経
論
註
』成
立
の
精
融
風
土
と
基
本
前
思
想
材

い
う
切
実
な
心
情
で
あ
り
、

『論
註
』
に
い
う

「無
佛
」
と
は
か
か

る
心
的
状
態
を
表
現
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
も
か
く
こ
の
苦
悩

の
深
淵
を
打
ち
や
ぶ
る
こ
と
が
彼
に
と

つ
て
大
き
い
課
題
と
な
つ
て

い
た
も
の
と
思
う
。
こ
の
時
、
曇
鷺
の
眼

に
止
ま

つ
た
の
は
菩
提
流

支
に
よ
つ
て
洛
陽
で
漢
字
訳
さ
れ
た
。

如
來
滅
度
後

夫
來
當
有
人

大
慧
汝
諦
嘉

有
人
持
我
法

於

南
大
國
中

有
大
徳
比
丘

名
龍
樹
菩
薩

能
破
有
無
見

爲
人

説
我
法

大
莱
無
上
法

謹
得
歓
喜
地

牲
生
安
樂
國

　
け
　

と
い
う

『
入
樗
伽
経
』
巻
第
九
の
懸
記

で
な
か
つ
た
か
。
み
ず
か
ら

が
尊
敬
し
、
そ
の
論
著
に
親
し
ん
で
い
る
龍
樹
が
安
楽
国
に
牲
生
し

て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
曇
驚
に
い
か
な

る
示
唆
を
与
え
る
こ
と
と

な

つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
曇
鷺
は
か
つ
て
研
究
し
た

『大
智
度
論
』
や

『十
住
毘
婆
沙
論
』
に
お
い
て
散
見
し
た
こ
と
の
あ
る
浄
土
教
説
を

手
が
か
り
と
し
て
彌
陀
経
典
に
接
近
す
る
に
至
つ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
言
わ
ば
み
ず
か
ら
が
師
宗
と
仰
ぎ
、
尊
敬
の
念
を
払
つ
て
い

る
龍
樹
が
安
楽
国
に
往
生
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
曇
鶯
を
し
て

浄
土
教
の
信
仰

に
回
心
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
回
心
は
曇
鶯
が

願
つ
た
と
こ
ろ
の
不
老
長
寿
を

「出
三
界
」
と
い
う
方
向
に
於
て
み

四
三



た
す
も
の
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
龍
樹
が
牲
生
し
た
と
言
わ
れ

る
安
楽
国
は
、
曇
鶯
が

『論
註
』
に
於
て

「無
量
壽
是
安
樂
浮
土
如

來
別
號
」
と
言
つ
て
い
る
よ
う
に
、無
量
寿
仏
の
浄
土
で
あ
り
、不
老

長
寿
を
願
う
彼
に
と
つ
て
無
量
壽
な
る
名
称
は
、
感
覚
的
に
大
変
取

っ
付
き
易
い
、
親
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
み
ず
か
ら

の
回
泌
に
対
し
て
最
後
的
な
決
定
を
与
え
た
龍
樹
の
実

践

的

足

跡

は
、
彼
の
浄
土
教
信
仰
か
ら
切
り
は
な
す
こ
と
の
出
来
な
い
重
要
な

契
機
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

一
層
く
強
く
龍
樹

へ
の
尊
崇
の
念
を
か

り
た
て
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
感
知
せ
ら
れ
る
。
斯
様
な
点
は
、
外
な

ら
ぬ

『論
註
』
の
開
巻
鍔
頭
を

『十
佳
毘
婆
沙
論
』
を
以
て
開
始
せ

し
め
る
曇
鶯
の
心
的
態
度
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
浄
土
教
に
関
す

る
問
題
の
多
く
も
亦
こ
の

『易
行
晶
』
に
端
を
発
し
て
い
る
。
従

つ

て

『論
』
の
理
解
に
関
す
る
考
察
に
は
必
ず

『易
行
品
』

の
参
照
を

怠

つ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
こ
の
外
、

『論
』
の
理
解

に
当
つ
て
重
要
な
基
本
的
思
想
材

と
な
つ
た
も
の
に
、
所
謂
浄
土
三
部
経
の
あ
る
こ
と
を
忘
却
す
る
こ

　
に
　

と
は
出
来
な
い
。
曇
驚
は

『論
註
』
に
お
い
て

此
無
量
壽
経
優
婆
提
舎
蓋
上
術
之
極
致
不
退
之
風
航
也
。
無
量
壽

四
四

是
安
楽
澤
土
如
來
別
號
。
繹
迦
牢
尼
佛
在
王
含
城
及
舎
衛
國
於
大

衆
之
中
読
無
量
壽
佛
荘
嚴
功
徳
。
帥
以
佛
名
號
爲
経
農
。

と
い
う
よ
う
に
、
あ
き
ら
か
に

『論
』

を
以
て
三
経
通
申
の
立
場
に

お
い
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
古
来
よ
り

『論
』
に
つ
い
て
三

経
通
申
、
別
申
の
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
そ
う
し
た
こ
と

に
よ
つ
て
こ
の

『論
』
が
い
か
な
る
経
典
に
順
拠
し
て
願
生
の
心
情

を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
解
決
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
拘

ら
ず
曇
鷺
は
『論
』
の
理
解
を
こ
の
三
経

の
上
に
強
力
に
追
し
進
め
て

い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
こ
れ
ま
で
別
個

に
流
伝
し
て
い
た
こ
の
三
経

を

一
括
し
た
こ
と
は
創
見
と
し
て
尊
重
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
又
こ
の

三
部
経
を
も

つ
て

『論
』
の
理
解
の
基
本
的
思
想
材
と
な
し
た
こ
と

は
、
後
に
論
ず
る
よ
う
に
『論
』
に
お
い
て
未
開
顕
の
阿
彌
陀
佛

の
願

意
を
よ
く
顕
彰
し
、
下
下
品
の
機
に
注

目
し
得
る
所
以
と
な
つ
た
と

言

つ
て
よ
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
点

に
お
い
て
、

『論
註
』
に
お

け
る
浄
土
三
部
経
の
占
む
る
役
割
は

『
大
智
度
論
』
の
そ
れ
に
増
し

て
重
大
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

叉
曇
鶯
は
浄
土
三
部
経
の
経

体
を
名
号
と
し
イ、
と
ら
え
た
こ
と
は
、

『易
行
品
』
の
示
す
称
名
思

想
と
深

い
つ
な
が
り
を
持

つ
も
の
と
言
う
べ
く
、
亦
仏
教
外
の
民
間



信
仰

を
し
て
よ
く

「出
三
界
」
の
方
向

へ
導
き
得
た
の
も
こ
の
名
号

で
あ
る
こ
と
に
思

い
を
致
す
時
、
龍
樹
崇
拝
を
媒
介
と
し
て
回
心
し

た
浄
土
教
信
仰
の
最
高
峰
と
し
て
、
そ
の
至
る
べ
き
と
こ
ろ
に
至
り

つ
い
た
感
を
深
く
す
る
次
第
で
あ
る
。

(-
)

拙
稿

『
僧
肇
と
曇
璽

ー

『
論
註
』

に
お
け
る
鱈
肇

の
役
割
⊥

印

度
学
仏

教
学
研
究
通
巻
第

八
号
所
収
)

(2
)

浄

全

H
"
bQ
H
P

ぴ

(3
)

浄
全

封

bの
μ
N

⇔
～

び

(4
)

続
蔵
経
◎o㎝
り
δ
㎝
"
び
唱
上

(5
)

大
正
蔵

窃
N

腿
b。
ド
"

曽
～

び

(6
)

,「晴
文
開
教
有
沙
門
明
憲

從
高
齊
道
長
法
師
所
得
此

一
本
」

(『
集

榊
州
三
寳
感
通
録
』
巻
中
)

(7
)

「
齊
州

曾
道
詮
齎
書
無

量
壽
像
來
去
。

是
天
竺
鶴
頭
摩
寺

五
通
菩
薩

乗
室
牲
彼
安
樂
世
界
圖
爲
奪
儀
。

既
冥
會
素
情
深
懐
禮
臓
。

乃
観
榊

光
紹
燦

慶
所
希
幸
。

於
是
模
鳥
懇
苦
願
生
彼
土
。

没
歯
爲
念
」

(
『績

高
僧
傳
』
巻
第

十
二
所
牧
、
繹
慧
海
傳
-

大
正
蔵

α
ρ

弩
μ

o
)

(8
)

「時
有
北
斉
雷

工
曹
仲
達
者
。
本
曹
國

人
善
於
丹
青
。

妙
蓋
梵
述
傳

模

西
端
京
邑
所
推
。

故
今
寺
壁
正
陽
皆
其
眞
範
」

(『集
紳
州
三
寳
感

通
録
』
巻
中
)

(9
)

「繹
道
詮
不
知
何
庭
人
。

少
有
學
義
嘉
轡
。

以
智
度
爲
必
要
以
龍
樹

爲
師
宗
。
」

『
三
費
感
鷹
要
略
録
』
巻
下
ー

大
正
蔵

α
到

◎◎
窃
ρ

9

～

び
)

(10
)

「
命
惟

危
脆
不
帝
其
常
。
本
草
諸
経
具
明
正
治
。

長
年
神
仙

往
牲
問

出
。

心
願
所
指
修
習
斯
法
。

果
剋
銑
巳
方
崇
佛
敏
不
亦
善
乎
」

と
言

い
、
又

「
鶯
日
。

欲
學
佛
法
恨
年
命
促
減
。

故
來
遠
造
陶
隠
居
求
諸

仙
術
」

と
述
懐
し
て
い
る
。

(『
績
高
僧
傳
」
巻
第
六
、
繹
曇
鶯
傳
ー

大

正
蔵

α
ρ

ミ

ρ

9
～

び
)

(11
)

大

正
蔵

一
ρ

朝
①
P

鋤

(12

)

浄

全

一u

bっ
δ

輔

曽

四
五




