
如
来
我
と
な
る
。法
蔵
菩
薩(
上)

小 

野 

蓮 

明

一

法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
明
治
時
代
な
ん
か
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
触
れ
な
い
の
が
安
全
だ
と
い
う
よ
う 

な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
と
言
い
、
仏
さ
ま
の
お
慈
悲
と
言
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
本
願
と
い
う
よ
う
な
言 

葉
で
も
、
明
治
時
代
に
は
、
大
体
、
年
の
若
い
方
々
は
使
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
か
ら
、
お
念
仏
な
ん
て
い
う
言
葉
は
も
ち 

ろ
ん
、

こ
れ
は
鬼
門
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
ま
あ
、
考
え
ら
れ
て
お
っ
た
。
宗
学
の
専
門
の
学
問
の
時
だ
け
に
法
蔵
菩
薩
と 

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
清
沢
満
之
先
生
と
か
門
弟
の
方
々
な
ど
は
、

一
般
に
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
に
っ 

い
て
は
、
大
体
考
え
も
し
な
い
し
、
ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
こ
と
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
っ
た
。 

そ
う
い
う
時
に' 

私
だ
け
が
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
っ
た
。

こ
れ
は
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
た
か
と 

い
い
ま
す
と
、
私
は
前
か
ら
『
成
唯
識
論
』
を
愛
読
し
て
お
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
ま
あ
、
少
し
ぐ
ら
い
は
先
生
の 

講
義
を
き
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
体
は
、 

ま
あ
、
自
分
は
自
分
一
流
の
考
え
で
も
っ
て
『
成
唯
識
論
』
と
い
う
も
の

①
 

を
見
て
行
こ
う
と' 

こ
う
い
う
よ
う
に
方
針
を
と
っ
て
お
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
二
十
五
・
二
十
六
日
の
両
日
に
わ
た
っ
て
東
京
大
谷
会
館
で
催
さ
れ
た
曾
我
量
深
先
生
米
寿
記
念
講
演



「法
蔵
菩
薩
」

の
最
初
の
語
り
出
し
の
言
葉
で
あ
る
。

曾
我
量
深
師
は
こ
の
講
演
の
中
で
、
そ
の
青
年
時
代
に
学
ん
だ
唯
識
教
学
、
殊

に

『
成
唯
識
論
』

に
お
け
る
阿
頼
耶
識
に
触
発
さ
れ
長 

養
さ
れ
て
、
「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
な
り
」
と
い
う
、
師
の
根
本
直
覚
に
つ
い
て
鋭
い
思
索
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
成
唯
識 

論
』
に
お
け
る
第
八
識
阿
頼
耶
識
を
説
明
し
な
が
ら
、

『
大
無
量
寿
経
』

の
法
蔵
菩
薩
の
説
話
に
言
及
し' 

法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
で
あ 

り
、
阿
頼
耶
識
は
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
、

師
の
極
め
て
独
創
的
な
体
験
的
己
証
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識 

な
り
」
と
い
う
師
の
根
本
直
覚
は
、
決
し
て
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
く
、
若
い
頃
よ
り
学
ば
れ
た
唯
識
教
学
に
導
か
れ
た
極
め
て
独
創 

的

な

『
大
無
量
寿
経
』
了
解
で
あ
る
。
宗
教
的
自
覚
の
根
本
主
体
を
尋
ね
て' 

そ

れ

は

『
経
』

の
主
体
で
あ
る
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
尋
ね 

当
て
た
こ
の
了
解
は
、
近
代
の
真
宗
教
学
史
に
お
い
て
正
に
画
期
的
な
歴
史
的
意
義
を
も
つ
知
見
で
あ
る
。
曾
我
師
の
真
宗
教
学
、
そ
の 

思
索
的
営
為
は
、
生
涯
を
通
し
て
法
蔵
菩
薩
論
に
貫
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
金
子
大
榮
先
生
が
そ
の
生
涯
を
賭
け
て
、
浄
土
の
問
題
を 

問
い
続
け
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
曾
我
量
深
先
生
は
法
蔵
菩
薩
の
探
究
に
そ
の
生
涯
を
賭
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
よ
く
知
ら
れ 

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

曾
我
量
深
師
は
、

こ
の
講
演
で
、
唯
識
の
第
八
識
阿
頼
耶
識
が
訳
語
の
上
で
「蔵
識
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
て
、
そ
れ
は
法
蔵 

菩

薩

の

「法
蔵
」
と
何
か
思
想
的
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
着
眼
し
て
、

阿
頼
耶
識
は
結
局
「法
蔵
識
」
で
あ
り
、

「
一

②

切
の
蔵
」
で
あ
る
、
と
了
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
曾
我
師
の
こ
の
よ
う
な
了
解
に
対
し
て
様
々
な
批
評
が
出
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ 

が
平
川
彰
博
士
の
「如
来
蔵
と
し
て
の
法
蔵
菩
薩
」
で
あ
る
。
平
川
博
士
は
こ
の
論
稿
の
中
で
、
曾
我
師
の
法
蔵
阿
頼
耶
識
論
を
問
う
て. 

ま

ず

そ

と

巴

3
^
3

と
は
語
原
の
上
か
ら
も
、

ま
た
思
想
的
脈
絡
か
ら
し
て
も' 

決
し
て
同
一
の
も
の
と
解
し
得 

な
い
こ
と
を
論
証
し
、
む
し
ろ
法
蔵
菩
薩
は
如
来
蔵
の
思
想
で
あ
る
、
と
い
う
自
説
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
は' 

そ
の
所
論
に
っ 

い
て
こ
こ
で
論
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
す
で
に
平
川
博
士
の
曾
我
師
へ
の
問
い
を
機
縁
に
、
師
の
法
蔵
阿
頼
耶
識
論
の
立
場
を
明 

ら
か
に
さ
れ
た
も
の
に
、
松
原
祐
善
先
生
の
「
法
蔵
菩
薩
と
阿
弥
陀
仏
」
が
あ
る
。
松
原
先
生
は
、
曾
我
師
の
法
蔵
阿
頼
耶
識
論
に
つ
い



て
、

「曾
我
先
生
が
法
蔵
菩
薩
が
阿
頼
耶
識
と
表
明
さ
れ
て
く
る
に
つ
い
て
は' 

単
に
両
者
の
訳
語
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
き
た 

だ
け
の
も
の
で
な
く
、
ご
自
身
の
宗
教
体
験
の
上
か
ら' 

両
者
が
内
面
的
に
深
い
必
然
的
な
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
お
若
い
時
代
か

⑤

ら
思
索
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
、
平
川
博
士
の
所
論
を
踏
え
つ
つ
曾
我
師
の
根
本
命
題
の
も
つ
根
本
義
を
、
師
の
青
年 

時
代
か
ら
の
思
索
体
験
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
松
原
先
生
は
、
曾
我
師
の
昭
和
二
年
の
論
稿
「如
来
表 

現
の
範
疇
と
し
て
の
三
心
観
」

の
最
初
の
と
こ
ろ
で
、

『
大
無
量
寿
経
』
だ
け
を
一
寸
見
る
と
い
ふ
と
、
法
蔵
菩
薩
と
い
ふ
も
の
は
如
何
に
も
昔
噺
、
神
話
を
読
む
よ
う
で
あ
る
。:

：
： 

自
分
は
愚
直
で
あ
る
も
の
だ
か
ら
し
て
、
其
の
法
蔵
菩
薩
と
い
ふ
も
の
ゝ
正
態
を' 

ど
う
し
て
も
自
分
の
意
識
に
求
め
て
行
か
な
い 

と
い
ふ
と
満
足
出
来
な
い
。
段
々
求
め
求
め
て
私
は
遂
に
『
唯
識
論
』

の
中
に
あ
る
所
の
阿
頼
耶
識
と
い
ふ
も
の
に
於
て
法
蔵
菩
薩 

を
求
め
得
た
と
同
時
に' 

又

『
唯
識
論
』

の
阿
頼
耶
識
と
い
ふ
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
か
う
い
ふ
工
合
に
考
へ
て
、
私

は

『
大
無
量 

寿
経
』

の
法
蔵
菩
薩
に
於
て
之
を
求
め
た
。
だ
か
ら
し
て
『
唯
識
論
』
ば
か
り
読
ん
で
居
っ
て
は
阿
頼
耶
識
が
何
で
あ
る
か
解
ら
ぬ
。
 

又

『
大
無
量
寿
経
』
ば
か
り
読
ん
で
居
っ
て
も
法
蔵
菩
薩
が
何
で
あ
る
か
解
ら
な
い
。

『
大
無
量
寿
経
』

に
説
い
て
あ
る
所
の
法
蔵 

菩

薩

を

『
唯
識
論
』

の
阿
頼
耶
識
の
中
に
求
め
得
る
こ
と
に
よ
っ
て' 

私

は

『
唯
識
論
』

の
阿
頼
耶
識
と
い
ふ
も
の
が
即
ち
法
蔵
菩 

薩
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
之
は
循
環
証
明
法
で
あ
り
ま
す
が' 

又
已
む
を
得
ざ
る
循
環
論
証
で
あ
ら
ふ

⑥
 

と
思
ふ
。

こ
の
二
つ
を
読
み
得
て
成
る
程
と
初
め
て
肯
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
文
を
注
意
し
な
が
ら
、

曾
我
先
生
の
場
合
は
『
大
無
量
寿
経
』

の
法
蔵
菩
薩
の
説
話
の
成
立
根
拠
を
あ
く
ま
で
も
自
己
の
宗
教
的
実
存
に
求
め
ら
れ
て
い 

る
の
で' 

そ
の
問
題
意
識
も' 

学
問
的
姿
勢
に
お
い
て
も
平
川
先
生
の
場
合
と
や
や
異
な
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
曾
我 

先

生

に
は

『
起
信
論
』

の
真
妄
和
合
識
よ
り
も'

『
唯
識
論
』

阿
頼
耶
識
に
こ
そ
自
力
無
効
の
機
の
自
覚
が
信
知
せ
し
め
ら
れ
、
そ 

の
宗
教
的
信
念
の
根
源
的
主
体
者
と
し
て
生
き
た
法
蔵
菩
薩
に
出
会
わ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
曾
我
先
生
に
よ
っ
て



⑦
 

始
め
て
法
蔵
菩
薩
説
話
の
非
神
話
化(

2
0
1

芽
一
！。
〇
暮
3-
畧
)

と
い
う
実
存
的
解
釈
か
示
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
か
と
思
う
。
 

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、

法

蔵

が0
1
1
2
1
1
1

辟

す

な

わ

ち
&

1
3̂
1
1
1
2
1
,

辭5
2
1

と
阿
頼
耶
巴3

7
3

と
は
、

そ
の
語
原
の
上
か
ら
も
、

語
義
の
上 

か
ら
も
、

ま
た
思
想
的
脈
絡
か
ら
し
て
も' 

直
ち
に
同
一
の
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

は

「鉱
床
」
と
か 

「鉱
脈
」

の
意
味
で
あ
り' 

従

っ

て0
1
1

ミ1
1
1
2し

ふ!
^

ミ

は

「法
の
鉱
床
」

「法
の
鉱
脈
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

巴
こ3

は

「
住
処
」 

の
意
味
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
訳
語
の
上
か
ら
は
「
法
蔵
」
と

「蔵
識
」
と
は
相
似
て
い
る
点
が
あ
る
が
、
そ
の
原
語
や
語
義
に
お
い
て 

は
、
全
く
相
違
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
曾
我
師
の
法
蔵
菩
薩
が
阿
頼
耶
識
で
あ
る
と
い
う
了
解
は
、
単
に
両
者
が 

訳
語
の
上
で
似
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
安
易
に
結
合
し
た
の
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、
語
原
や
語
義
や
思
想
的
脈
絡
の
相
違
を
承
知 

し
な
が
ら
も
、
前
掲

の

論

文

「如
来
表
現
の
範
疇
と
し
て
の
三
心
観
」
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に' 

一
見
神
話
的
で
あ
る
法
蔵
説
話
に
つ
い 

て
、

「
そ
の
法
蔵
菩
薩
と
い
う
も
の
を
自
分
の
意
識
に
求
め
て
行
か
な
い
と
満
足
で
き
な
い
」
と
い
う
、

師
の
若
い
時
か
ら
の
思
索
に
培 

わ
れ
て
、
遂

に

『
唯
識
論
』

の
阿
頼
耶
識
に
お
い
て
法
蔵
菩
薩
を
求
め
得
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

『
大
無
量
寿
経
』
を

以

て

『
成
唯
識 

論
』
を
読
み
、

『
成
唯
識
論
』
を

以

て

『
大
無
量
寿
経
』
を
照
ら
す
と
い
う
、

い
わ

ゆ

る

「
循
環
論
証
」
と
い
う
師
独
自
の
内
面
的
論
証 

と
宗
教
体
験
を
通
し
て
、
そ
の
必
然
関
係
を
深
々
と
身
に
頷
か
れ
た
の
で
あ
る
。

阿
頼
耶
識
と
は
、

唯
識
論
で
は
最
も
根
源
的
な
識
の
働
き
で
あ
り
、

心
の
根
底
に
蔵
さ
れ
て
い
る
識
、

つ
ま
り
根
本
識
で
あ
っ
て
、
 

衆
生
の
根
本
主
体
を
現
わ
す
概
念
で
あ
る
。

曾
我
師
は
、

『
成
唯
識
論
』
に
お
け
る
阿
頼
耶
識
は
生
死
流
転
の
衆
生
の
根
本
主
体
、
即
ち 

「真
の
我
」

「純
粋
の
我
」
を
現
わ
す
概
念
で
あ
る
と
い
う
了
解
を
踏
え
て
、

そ

れ

は

『
大
無
量
寿
経
』
に
教
説
さ
れ
る
大
乗
の
仏
道
を 

荷
な
う
根
本
主
体
で
あ
る
法
蔵
菩
薩
、
換
言
す
れ
ば
、
宗
教
的
自
覚
の
主
体
を
現
わ
す
法
蔵
菩
薩
と
同
一
で
あ
る
、
と
直
覚
さ
れ
た
の
で 

あ
る
。
法
蔵
菩
薩
と
は' 

四
十
ハ
の
大
誓
願
を
建
立
し
、
そ
の
本
願
を
満
足
し
て
真
実
の
仏
た
ら
ん
と
す
る
阿
弥
陀
仏
の
因
位
で
あ
っ
て
、
 

そ
の
本
質
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
と
異
な
る
こ
と
の
な
い
菩
薩
で
あ
る
。
従
っ
て
、

い
ま
曾
我
師
が
「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
な
り
」
と
い



う
と
き
、
「罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
」
「煩
悩
成
就
の
凡
夫
」
と
い
わ
れ
る
凡
夫
な
る
も
の
は
、
阿
頼
耶
識
で
あ
る
と
は
い
え
て
も
、
 

法
蔵
菩
薩
が
直
ち
に
「真
の
我
」

「純
粋
の
我
」
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、

む
し
ろ
、

凡
夫
な
る
我
等
と
阿 

弥
陀
仏
の
因
位
法
蔵
菩
薩
と
の
間
に
は
超
え
難
き
大
き
く
深
い
懸
隔
が
あ
り
、
凡
夫
は
法
蔵
菩
薩
の
本
願
に
乗
托
し
て
救
わ
れ
る
よ
り
他 

な
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
曾
我
師
が
「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
な
り
」
と
言
い
切
っ 

た
と
き
に
は
、
法
蔵
菩
薩
は
単
に
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
き
示
さ
れ
る
本
願
の
主
体
と
し
て
の
名
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
の
本 

願
に
喚
び
醒
ま
さ
れ
本
願
に
帰
し
た
一
心
帰
命
の
信
心
と
い
う
宗
教
的
自
覚
の
主
体
の
名
で
も
あ
る
、
と
い
う
直
観
的
自
覚
が
そ
こ
に
あ 

る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
唯
識
論
に
お
け
る
阿
頼
耶
識
の
教
説
に
自
力
無
効
の
自
覚
を
信
知
せ
し
め
ら
れ' 

そ
の
宗
教
的
信
念
の
根
源
的 

主
体
と
し
て
法
蔵
菩
薩
を
生
き
生
き
と
我
が
身
に
体
験
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
な
り
」

——

こ
の
直
観
的
確
信
こ 

そ
、

『
大
無
量
寿
経
』

に
本
願
の
主
体
と
し
て
説
き
示
さ
れ
た
法
蔵
菩
薩
の
最
も
主
体
的
な
了
解
で
あ
り
、

法
蔵
説
話
の
非
神
話
化
で
あ 

る
と
い
え
る
。

二

言
う
ま
で
も
な
く
『
大
無
量
寿
経
』
は
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
行
と
そ
の
成
就
を
説
く
経
典
で
あ
る
。

こ

の

『
経
』

の
叙
述
に
よ
れ 

ば
、
阿
弥
陀
仏
の
因
位
法
蔵
菩
薩
が
世
に
出
現
さ
れ
る
ま
で
、
乃
往
過
去
久
遠
の
昔
、
錠
光
如
来
が
世
に
興
出
し
て
無
量
の
衆
生
を
教
化 

し
度
脱
し
て
、
み
な
仏
道
を
得
せ
し
め
て
滅
度
を
取
ら
し
め
て
以
来
、
五
十
三
仏
の
仏
々
の
伝
統
の
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
の
最
後
に 

出
現
し
た
の
が
世
自
在
王
仏
で
、

こ
の
仏
の
も
と
で
説
法
を
聞
い
て
心
に
悦
予
を
懐
き
無
上
正
真
道
の
意
を
発
し
て
、
国
を
棄
て
王
位
を 

捐
て
て
沙
門
と
な
っ
て
「法
蔵
」
と
名
告
っ
た
の
が
、

法
蔵
比
丘
で
あ
る
と
教
説
さ
れ
て
い
る
。

『
経
』

に
お
け
る
法
蔵
菩
薩
出
現
を
語 

る
こ
の
叙
述
は
、
そ
の
直
接
的
表
現
に
お
い
て
は
恰
も
神
話
的
表
象
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
神
話
的
表
象
を
も
っ
て 

叙
述
さ
れ
て
い
る
法
蔵
説
話
を
通
し
て
、
神
話
的
表
象
の
も
つ
実
存
的
意
味
を
見
出
し
、
説
話
を
実
存
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
極
め



て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
実
存
論
的
に
解
釈
す
る
と
は
、
物
語
を
い
わ
ば
実
存
の
方
向
に
引
き
寄
せ
て
主
体
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
い
て
、

『
聖
書
』 

の
も
つ
神
話
的
表
象
を
実
存
の
方
向
に
引
き
寄
せ
て
実
存
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
提
起
し
た 

の
は
、
ド
イ
ツ
の
神
学
者
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト

マ

ン(

刃

1
3

已
”ヨ
き)

で
あ
っ
た
。

ブ
ル
ト
マ
ン
の
『
聖
書
』

に
お
け
る
神
話
の
非
神
話 

化

石1
1
3
，

1 1
。
〇
^.
讣
ミ
品)

の
主
張
は
、

現
代
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
大
き
な
思
想
的
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
 

彼
の
非
神
話
化
の
提
唱
は
、

『
聖
書
』

の
中
か
ら
神
話
を
取
り
除
い
て
教
え
を
合
理
化
し
、 

現
代
人
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
し
易
い
よ
う 

に
す
る
と
い
う
、
単
純
な
試
み
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
神
話
的
表
象
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
神
話
を
、

い
わ
ば
実
存
の
方
向
に
引
き
寄 

せ
て
実
存
論
的
に
解
釈
し
了
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
『
聖
書
』

の
ケ
リ
ュ
グ
マ(
宣
教)

の
個
 々

の
モ
チ
ー
フ
が
、
古
代
の
神
話
的
世
界
像
や
思
惟
形
式
を
も
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
十
九
世
紀
以
降
の
自
由
主
義
神
学 

が
こ
れ
ら
を
批
判
的
に
選
択
し
削
除
し
、
『
聖
書
』

の
ケ
リ
ュ
グ
マ
自
身
も
削
除
し
て
し
ま
っ
た
誤
り
を
指
摘
し
、

ま
た
同
時
に
神
話
的 

表
象
を
そ
の
ま
ま
容
認
す
る
こ
と
も
否
定
し
、
む
し
ろ
、
 

ケ
リ
ュ
グ
マ
の
神
話
的
表
象
の
積
極
的
解
釈
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
 

神
話
的
表
象
や
神
話
的
世
界
観
を
単
に
客
観
的
に' 

或
は
対
象
的
に
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
実
存
的
意
義
に
向
っ
て
実
存
論
的 

に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
、
強
く
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
神
話
の
非
神
話
化
論
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
 

神
話
は
、
わ
れ
わ
れ
に
単
に
客
観
的
な
神
話
の
世
界
像
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
が
自
己
を
世
界
に
お
い
て
如
何
に
理
解 

し
て
い
る
か
の
自
己
理
解
を
表
象
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
神
話
は
、
 

世
界
観
的
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
学
的
に' 

即
ち
実 

存
論
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
神
話
そ
の
も
の
が
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

神
話
は
確
か
に
そ
の
表
象
、

表
現
に
お
い
て
説
話
的
で
あ
り
神
話
的
で
あ
る
。

し
か
し
、

神
話
に
は
元
来
説
話
的
神
話
的
表
象
や
表 

現
を
用
い
な
け
れ
ば
語
れ
な
い
、

或
は
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
、

あ
る
根
源
的
な
〃
こ
と
〃
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。

神

話

ヱ̂

ー
!。

9
 

9
^
?

〇

と

は

、

も
と
も
と
言
葉
、

ロ
ゴ
ス
を
意
味
す
る
と
い
わ
れ
る
。

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
オ
ッ
ト
ー(

三

〇

ま
)

に
よ
れ
ば
、

ロ
ゴ



ス
(
1
6
X
0
3
)

と

は

「考
え
ら
れ' 

意
味
深
く'

説
得
的
な
」
言
葉
で
あ
り' 

ミ
ュ
ー
ト
ス(

1
1
1
^
1
1
0
5
)

と

は

「
生
じ
た
こ
と
や
生
ず
る
定 

め
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
言
葉
で
あ
り
、
事
実
を
報
じ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
と
な
る
に
違
い
な
い

⑧

言
葉
で
あ
り
、
権
威
あ
る
言
葉
で
あ
る
」
と
い
う
。

一
般
に
表
象
や
表
現
は
言
葉
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
言
葉 

が
何
の
奥
行
き
も
深
さ
も
な
い
単
な
る
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
言
葉
は
宗
教
的
意
味
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
言 

葉
の
宗
教
的
性
格
は
象
徴.

表
象
と
い
わ
れ
る
が
、
象
徴
と
か
表
象
と
は
、
言
葉
が
文
字
や
音
声
以
上
の
も
の
、

つ
ま
り
言
葉
や
音
声
を 

超
え
た
も
の
と
一
つ
に
成
立
し
、
絶
対
超
越
的
な
る
も
の
に
貫
か
れ
、
語
り
現
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
語
り
現
わ
し
、
聞
き
得
ざ 

る
も
の
を
聞
か
し
め
る
、
唯
一
の
方
法
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
 

神
話
的
表
象
や
象
徴
は
本
来
超
越
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
神 

話
は
単
な
る
説
話
を
超
え
た
超
越
的
範
疇
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
神
話
は
、

こ
の
よ
う
に
人
間
存
在
に
と
っ
て
初
源
に
し
て 

根
源
な
る
出
来
事
の
表
象
で
あ
る
限
り
、
神
話
の
も
つ
本
来
的
意
図
は' 

つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
の
”
い
ま
、

こ
こ
”
に
お
け
る
自
己
の
実
存 

性
を
開
示
す
る
本
質
契
機
と
し
て
了
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
が
そ
の
本
来
の
義
を
離
れ
、
神
話
が
超
越
の
範
疇
を
見
失
う
と 

き' 

神
話
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
批
判
さ
れ
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
神
話
は
、
そ
の
神
話
の
も
つ
本 

来
の
意
図
に
従
っ
て
神
話
的
表
象
を
実
存
論
的
に
解
釈
し
、
わ
れ
わ
れ
の
〃
い
ま
、

こ
こ
”
に
お
け
る
自
己
の
実
存
性
を
そ
の
根
源
よ
り 

開
示
す
る
契
機
と
し
て
、
そ
れ
を
了
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
は' 

極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
の
『
聖
書
』
に
お
け
る
神
話
と
『
大
無
量
寿
経
』

の
法
蔵
説
話
と
を
全
く
同
質
の
神
話
と
見
て
、

『
聖 

書
』

の
神
話
の
も
つ
問
題
性
を
直
ち
に
法
蔵
説
話
の
問
題
と
見
做
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
早
計 

で
あ
り
短
慮
な
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
提
起
し
た
よ
う
に
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
教
説
さ
れ
た
法
蔵
説
話
も
、
 

ど
こ
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
の
”
い
ま
、

こ
こ
”
に
お
け
る
自
己
の
実
存
性
を
根
源
的
に
開
示
せ
ん
と
す
る
契
機
と
し
て
了
解
し
よ
う
と
す
る 

こ
と
、
 

即
ち
、
法
蔵
物
語
の
す
べ
て
を
主
体
的
に
、
自
己
の
生
存
在
の
根
源
底
に
お
け
る
信
仰
主
体
の
事
実
と
し
て
、
実
存
的
に
受
け
と 

め
て
了
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
の
出
来
事
が
、
信
心
と
い
う
信
仰
的
自
覚
の
う
ち
に
主
体
的
に



頷
か
れ
る
と
き' 

法
蔵
の
物
語
は
単
な
る
物
語
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
ま
ま
自
己
の
信
仰
主
体
の
事
実
と
し
て
生
き
た
法
蔵
と
し
て
蘇
生 

す
る
の
で
あ
る
。

「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
な
り
」
と
い
う
曾
我
量
深
師
の
か
の
命
題
は
、

何
よ
り
も
法
蔵
説
話
の
実
存
論
的
了
解
、

即 

ち
法
蔵
説
話
の
非
神
話
化
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

「仏
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
」
と
い
っ
て
、
世
尊
が
語
り
始
め
る
法
蔵
出
現
の
物
語
は
、
ま
ず
そ
の
久
遠
の
歴
史
的
背
景
か
ら
語
ら 

れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
経
』

に
お
け
る
そ
の
叙
述
は
、

乃
往
過
去' 

久
遠
無
量
不
可
思
議
無
央
数
劫
に
、
綻
光
如
来
、
世
に
興
出
し
て
、
無
量
の
衆
生
を
教
化
し
度
脱
し
て
、
み
な
道
を 

得
せ
し
め
て
乃
し
滅
度
を
取
り
た
ま
い
き
。
次
に
如
来
ま
し
ま
し
き
。
名
を
ば
光
遠
と
日
う
。
次
を
ば
月
光
と
名
づ
く
。
次
を
ば
旃 

檀
香
と
名
づ
く
。(
中
略)

か
く
の
ご
と
き
の
諸
仏
、
み
な
こ
と
ご
と
く
す
で
に
過
ぎ
た
ま
い
き
。

そ
の
時
に
次
に
仏
ま
し
ま
し
き
。
世
自
在
王
、
如

来

，
応

供

・
等

正

覚

・
明

行

足

・
善

逝

・
世

間

解

・
無

上

士

・
調
御
丈
夫
・
天 

人

師

・
仏

・
世
尊
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る
。
時
に
国
王
ま
し
ま
し
き
。
仏
の
説
法
を
聞
き
て
心
に
悦
予
を
懐
き
、
尋
ち
無
上
正
真
道 

の
意
を
発
し
き
。
国
を
棄
て
、
王
を
捐
て
て
、
行
じ
て
沙
門
と
作
り
、
号
し
て
法
蔵
と
日
い
き
。
高
オ
勇
哲
に
し
て
、
世
と
超
異
せ 

り
。(
『
真
宗
聖
典
』
九
—
十
頁) 

と
教
説
さ
れ
て
い
る
。

法
蔵
菩
薩
の
出
現
を
語
る
こ
の
叙
述
は
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
に
法
蔵
出
現
の
久
遠
の
歴
史
的
背
景
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ 

る
。
曹
魏
の
康
僧
鎧
訳
の
『
無
量
寿
経
』

で
は
、
五
十
三
仏
の
伝
燈
が
、
錠
光
如
来
よ
り
始
ま
っ
て
、
「
次
を
ば:

：:

と
名
づ
く
」(
次
名) 

と
次
第
し
て
、

最
後
に
世
自
在
王
仏
の
出
現
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て

『
無
量
寿
如
来
会
』(
唐
訳)

と

か

『
無
量
寿
荘
厳
経
』 

(
宋
訳)

の
異
訳
の
経
典
で
は
、
 

そ
れ
ぞ
れ

そ
の
時
仏
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
往
昔
阿
僧
祇
無
数
大
劫
を
過
ぎ
て
、
仏
ま
し
ま
し
て
出
現
し
た
ま
え
り
。
号
し
て
燃
燈
と
い 

う
。
彼
の
仏
の
前
に
お
い
て
、
極
め
て
数
量
を
過
ぎ
て
苦
行
仏
ま
し
ま
し
て
世
に
出
興
し
た
ま
う
。
苦
行
仏
の
前
に
復
如
来
ま
し
ま



す
、
号
し
て
月
面
と
な
す:

：:

。(
『
如
来
会
』
，
『
聖
教
全
書
』

一
，
一
八
七
頁)

仏
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く'

過
去
無
量
無
辺
不
可
思
議
阿
僧
祇
劫
の
如
き' 

そ
の
と
き
仏
世
尊
ま
し
ま
し
て
世
に
出
現
し
た
ま
え 

り
。
名
け
て
然
燈
如
来
・
応

・
正
等
覚
と
い
い
き
。
彼
の
然
燈
仏
の
前
に
復
世
尊
ま
し
ま
し
て
世
間
に
出
現
し
た
ま
え
り
、
鉢
囉
多 

波
野
輸
如
来
と
名
づ
く:

：:

。(
『
荘
厳
経
』
，
『
聖
教
全
書
』

一1

二
六
頁) 

と
教
説
さ
れ
て
い
て
、
仏
々
の
伝
燈
が
「彼
の
仏
の
前
に
復:

：:

ま
し
ま
す
、
号
し
て:

：:

と
な
す
」
と
い
う
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
 

異
訳
の
経
典
で
は
、
 

然
燈
仏
を
最
も
近
い
仏
と
し
て
仏
々
の
伝
燈
を
遡
源
し
て' 

世
間
自
在
王
仏
の
も
と
に
法
処
比
丘
が
発
願
し
修
行
さ 

れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に' 

仏
々
の
伝
燈
を
語
る
叙
述
に
お
い
て
、
旧
訳
に
属
す
る
経
典
で
は
「以
後
」
と
さ
れ
、
新
訳 

に
属
す
る
経
典
で
は
逆
に
「
以
前
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
梵

語

の^
3

さ

が

「以
前
」
と

も

「以
後
」
と
も
訳
さ
れ
る 

言
葉
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
旧
訳
と
新
訳
に
つ
い
て
、
後
者
に
お
い
て

「
以
前
」
と
訳
し
て
根
源
仏
で
あ
る
世
間
自
在
王
仏
に
遡
源 

し
て
い
く
思
念
と
、
前
者
に
お
い
て
「
以
後
」
と
訳
し
て
世
自
在
王
仏
を
最
も
近
い
仏
と
解
す
る
思
念
と
に
は' 

五
十
三
仏
の
仏
よ
の
伝 

燈
の
意
義
に
つ
い
て
の
些
か
の
相
違
の
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
し
か
し
い
づ
れ
に
し
て
も
、
法
蔵
菩
薩
出
現
と
そ
の
発
願
の
背
景
に
限 

り
な
き
久
遠
の
歴
史
の
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
法
蔵
菩
薩
出
現
の
久
遠
の
歴
史
は
、
同
時
に 

わ
れ
ら
衆
生
の
流
転
の
久
遠
性
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
。
光
の
歴
史
は
同
時
に
衆
生
の
闇
の
歴
史
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

三

綻
光
如
来
の
原
語
〇
ぎ3

扌
穴
匕2

は
、
異

訳

の

『
如
来
会
』
や

『
荘
厳
経
』

で

「燃
燈
仏
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
燈
火
を
と 

も
す
者
、
燃
灯
」

の
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
綻
光
如
来
も
燃
燈
仏
も
と
も
に
衆
生
の
闇
を
照
ら
す
光
で
あ
る
。

乃
往
過
去
、
久
遠
無
量
不
可
思
議
無
央
数
劫
に
、
錠
光
如
来
、
世
に
興
出
し
て
、
無
量
の
衆
生
を
教
化
し
度
脱
し
て
、
み
な
道
を 

得
せ
し
め
て
乃
し
滅
度
を
取
り
た
ま
い
き
。
次
に
如
来
ま
し
ま
し
き
。
名
を
ば
光
遠
と
日
う
。
次
を
ば
月
光
と
名
づ
く
……

〇



と
教
説
さ
れ
る
五
十
三
仏
の
伝
燈
は
、
何
よ
り
も
無
限
絶
対
の
光
が
時
間
の
闇
に
現
わ
れ
て
、
光
あ
ら
し
め
ん
と
働
く
限
り
な
き
働
き
を 

表
わ
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

「
乃
往
過
去
、
久
遠
無
量
不
可
思
議
無
央
数
劫
」
と
は
時
間
的
表
現
で
あ
る
が' 

し
か
し
そ
れ
は
、
時
を
超
え
た
無
限
、
永
遠
絶
対
の 

働
き
を
表
わ
し
て
い
る
。

一
切
の
時
を
超
え
た
無
限
乃
至
永
遠
絶
対
が
、
時
間
形
式
を
も
っ
て
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
無
限
乃
至 

永
遠
絶
対
が
常
に
時
の
う
ち
に
現
わ
れ
、
時
の
う
ち
に
働
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
と
い
え
る
。
無
限
と
時
間
と
の
相
即
に
お 

い
て
、
錠
光
如
来
の
出
世
が
説
き
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
深
い
意
味
が
あ
る
。
し
か
も
無
限
と
時
間
と
の
相
即
の
歴
史
を
語
る
五
十
三 

仏
の
伝
燈
に
注
意
す
る
と
き
、
そ
の
仏
名
に
光
と
い
う
名
の
仏
名
の
多
い
こ
と
が
殊
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
一
々
の
仏
名
は
、

一
々
の
仏 

名
に
お
い
て
永
遠
な
る
光
が
時
間
に
現
わ
れ
て
時
の
闇
を
照
ら
す
光
の
名
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五
十
三
仏
の
最
後
が
世
自
在
王
仏
で
あ
る 

の
は
、
五
十
三
仏
の
光
の
歴
史
も
結
局
は
世
自
在
王
仏
に
究
竟
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
、
従
っ
て
、

こ
の
世
自
在
王
仏
を
師
仏 

と
し
て
誕
生
す
る
因
位
法
蔵
菩
薩
こ
そ' 

光
の
歴
史
の
う
も
の
最
も
根
源
的
な
歴
史
的
出
来
事
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
歴
史
——

宗
教
的 

自
覚
に
お
け
る
歴
史
は
、
 

永
遠
絶
対
な
る
光
が
相
対
的
時
間
の
う
ち
に
現
わ
れ
、
時
間
の
闇
を
破
っ
て
時
間
を
成
就
す
る
と
こ
ろ
に
始
め 

て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

歴
史
は' 

時
間
の
闇
に
現
わ
れ
て
闇
を
光
と
成
ず
る
絶
対
の
光
の
働
き
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
永
遠
の
光
が
時 

間
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
た
め
に
は
、
 

光
が
相
即
す
る
闇
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
永
遠
な
る
光
を
時
間
の
う
ち
に
現
前
せ
し
め
る
も
の
は 

闇
で
あ
り
、
闇
は
永
遠
な
る
光
を
光
と
し
て
現
前
現
働
せ
し
め
る
場
で
あ
る
。

こ
の
光
と
闇
、
永
遠
と
時
間
と
の
相
即
に' 

最
も
勝
れ
た 

意
味
に
お
け
る
歴
史
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
光
と
闇
、
 

永
遠
と
時
間
の
相
即
に
お
け
る
歴
史
生
成
の
根
源
事
を
語
る
も
の
こ
そ
法
蔵
菩 

薩
の
物
語
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
因
位
・
法
蔵
菩
薩
出
現
の
物
語
は
、
永
遠
の
光
が
時
間
の
闇
に
現
前
し
て
闇
を
光
た
ら
し
め
ん
と
は
た 

ら
く
如
来
の
現
働
の
久
遠
な
る
こ
と
を
如
実
に
語
り
伝
え
て
い
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
わ
れ
ら
衆
生
の
生
死
流
転
の
闇
の
歴
史
の
久
遠 

劫
来
性
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
世
自
在
王
仏
の
前
に
跪
き' 

ひ
た
す
ら
師
仏
の
説
法
を
求
め
る
法
蔵
比
丘
こ
そ
、
救



わ
れ
る
べ
き
闇
の
衆
生
の
相
で
あ
る
と
い
え
る
。
法
蔵
比
丘
、
そ
れ
は
師
仏
の
説
法
に
お
い
て
自
己
の
内
な
る
闇
を
深
く
知
ら
し
め
ら
れ 

た
が
故
に
、

国
を
棄
て
王
位
を
捐
て
て
一
人
の
沙
門
と
な
っ
て
、

「無
上
正
真
道
の
意
」
即
ち
無
上
菩
提
心
を
発
し
て
、

菩
薩
道
を
歩
ま 

ん
と
決
意
し
た
と
き
に
得
た
名
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
闇
な
る
衆
生
を
内
か
ら
破
っ
て
光
た
ら
し
め
ん
と
す
る
真
実
な
る
光
に
出
遇
っ
て. 

無
上
菩
提
心
を
発
し
て
菩
薩
道
に
立
た
ん
と
す
る
求
道
者
の
名
で
あ
る
。

一
人
の
求
道
者
と
な
っ
た
因
位
の
仏
・
法
蔵
菩
薩
の
無
上
の
菩
提
心
と
は
、
「嘆
仏
偈
」
に'

願
わ
く
ば
我
作
仏
し
て
、
聖
法
の
王
と
斉
し
か
ら
ん
。
生
死
を
過
度
し
て
、
解
脱
せ
ず
と
い
う
こ
と
な
か
ら
し
む
。
布

施

・
調
意 

・
戒

・
忍

・
精
進
、
か
く
の
ご
と
き
の
三
昧
、
 

智
慧
上
れ
た
り
と
せ
ん
。
吾
誓
う
、
仏
を
得
ん
に
、
普
く
こ
の
願
を
行
ぜ
ん
。

一
切 

の
恐
懼
に
、
た
め
に
大
安
を
作
さ
ん
。(
『
真
宗
聖
典
』

ー
ー
——
二
頁) 

と
い
い
、
更
に
、
そ
の
菩
薩
の
菩
提
心
は
、
荘
厳
浄
土
の
願
と
し
て
展
開
し
て
、
 

我
仏
に
作
ら
ん' 

国
土
を
し
て
第
一
な
ら
し
め
ん
。
そ
の
衆
、
奇
妙
に
し
て
、
道
場' 

超
絶
な
ら
ん
。
国
泥
疽
の
ご
と
く
し
て
、
 

等
双
な
け
ん
。
我
当
に
哀
愍
し
て
、

一
切
を
度
脱
せ
ん
。
十
方
よ
り
来
生
せ
ん
も
の
、
心
悦
ば
し
め
て
清
浄
な
ら
ん
。
す
で
に
我
が 

国
に
到
り
て
、
快
楽
安
穏
な
ら
ん
。(
同
・
ー
ニ
ー
三
頁)

と
示
さ
れ
、
最
後
に
、

た
と
い
、
身
を
も
ろ
も
ろ
の
苦
毒
の
中
に
止
る
と
も
、
我
が
行
、
精
進
に
し
て' 

忍
び
て
終
に
悔
い
じ
。(

同
・
一
三
頁) 

と
誓
い
結
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
十
八
願
を
誓
い
終
っ
た
後
の
「重
誓
偈
」
に
は
、
 

我
、
超
世
の
願
を
建
つ
、
必
ず
無
上
道
に
至
ら
ん
、

こ
の
願
満
足
せ
ず
は
、
誓
う
、
正
覚
を
成
ら
じ
。
我
、
無
量
劫
に
お
い
て
、
 

大
施
主
と
な
り
て' 

普
く
も
ろ
も
ろ
の
貧
苦
を
済
わ
ず
は
、
誓
う
、
正
覚
を
成
ら
じ
。
我' 

仏
道
を
成
る
に
至
り
て
、
名
声
十
方
に 

超
え
ん
。
究
竟
し
て
聞
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
は
、
誓
う
、
正
覚
を
成
ら
じ
。(

同1

一
五
頁)

と
誓
い
、



衆
の
た
め
に
法
蔵
を
聞
き
て
、
広
く
功
徳
の
宝
を
施
せ
ん
。
常
に
大
衆
の
中
に
し
て
、
法
を
説
き
て
師
子
吼
せ
ん
。
(

同1

一
五
— 

六
頁)

と
い
っ
て
、
そ
こ
に
極
め
て
崇
高
な
無
上
仏
道
の
志
願
が
説
き
示
さ
れ
て
い
る
。
「
一
切
の
恐
懼
に
、
た
め
に
大
安
を
作
さ
ん
」
と
い
い
、
 

「衆
の
た
め
に
法
蔵
を
開
き
て
、

広
く
功
徳
の
宝
を
施
せ
ん
」
と
い
う
誓
願
は
、

「普
共
諸
衆
生 

往
生
安
楽
国
」

の
志
願
を
湛
え
た
大 

乗
の
仏
道
の
志
願
で
あ
り
、
大
乗
の
菩
提
心
で
あ
る
。

法
蔵
菩
薩
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
無
上
仏
道
の
志
願
の
発
起
こ
そ
、
時
を
超
え
た
永
遠
な
る
光
が
時
間
の
う
ち
に
現
前
し' 

時
の
う
ち 

に
生
き
る
も
の
が
永
遠
の
光
を
時
間
に
お
い
て
捉
え
る
歴
史
の
始
源
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

一
切
の
貧
苦
を
救
う
真
実
の
法
の
光
は
、
常 

に
救
わ
れ
る
べ
き
苦
悩
の
衆
生
に
即
し
て
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
光
の
法
の
歴
史
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
の
因
位
法
蔵
菩 

薩
の
発
願
と
修
行
の
説
話
は
、
何
よ
り
も
苦
悩
の
衆
生
に
即
し
て
常
に
光
り
輝
く
法
の
歴
史
が
形
成
さ
れ
て
い
く
様
相
を
具
体
的
に
説
き 

示
す
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
、
 

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
行
の
物
語
は
、
信
心
と
い
う
信
仰
的
自
覚
の
内
面
に
深
く
頷
か
れ
た
生
き
た 

歴
史
的
事
実
で
る
。
生
死
苦
悩
の
現
実
に
生
き
る
我
ら
衆
生
に
と
っ
て
は
超
越
的
で
あ
る
法
蔵
の
無
上
仏
道
の
志
願
が
、
菩
薩
の
精
神
と 

し
て
教
説
さ
れ
て
い
る
の
み
で
な
く'

む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
菩
提
心
が
、

一
切
苦
悩
の
群
生
海
を
機
と
す
る
誓
願
に
お
い
て
、
我
ら
衆 

生
の
一
人
一
人
の
上
に
信
心
と
し
て
実
現
し
成
就
す
る
と
い
う' 

極
め
て
貴
重
な
仏
道
を
説
き
開
い
て
い
る
経
典
が
『
大
無
量
寿
経
』
で 

あ
る
。
法
蔵
の
名
に
お
い
て
説
き
示
さ
れ
た
無
上
菩
提
心
は
、
生
死
海
に
沈
没
す
る
我
ら
衆
生
に
と
っ
て
は
確
か
に
超
越
的
な
菩
薩
の
願 

心
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
法
蔵
を
自
証
す
る
本
願
の
信
に
お
い
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
如
来
の
願
心
の
回
向
成
就
と
し
て
の
本
願
の
信 

に
お
い
て
は' 

如
来
の
願
心
と
衆
生
の
信
心
と
は
決
し
て
別
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
一
如
で
あ
る
こ
と
を
証
知
さ
れ 

た
の
が
、
親

鸞

の

『
大
無
量
寿
経
』

の
了
解
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩!

そ

れ

は

『
大
無
量
寿
経
』

の
無
上
仏
道
の
願
心
の
主
体
を
あ
ら
わ 

す
名
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
信
心
と
い
う
宗
教
的
自
覚
の
主
体
を
現
わ
す
名
で
あ
る
、
と
い
う
頷
き
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
、



法
蔵
菩
薩
と
は
、
本
願
の
成
就
と
し
て
現
前
し
現
働
す
る
如
来
の
因
位
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
は
た
ら
き
に
お
け
る
如
来
を
生
み
出
す
根
源 

乃
至
根
拠
と
し
て' 

極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
因
位
の
仏
名
で
あ
っ
た
。

親
鸞
は
阿
弥
陀
如
来
の
体
を
光
明
無
量
・
寿
命
無
量
と
了
解
さ
れ
た
。
如
来
の
体
が
光
寿
二
無
量
で
あ
り
、
そ
の
智
慧
海
が
深
広
無
涯 

底
な
る
無
上
涅
槃
界
と
し
て
了
解
さ
れ
る
限
り
、
如
来
は' 

無
始
已
来
無
明
海
に
流
転
し
衆
苦
輪
に
繫
縛
さ
れ
て
い
る
衆
生
に
と
っ
て
は
、
 

超
越
的
で
あ
り
彼
岸
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
如
来
が
ど
こ
ま
で
も
絶
対
な
る
も
の
と
し
て
苦
悩
の
衆
生
の
現
実
性 

を
超
え
た
も
と
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
実
の
如
来
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
、
 

も
ろ
も
ろ
の
庶
類
の
た
め
に
請
せ
ざ
る
友
と
作
る
。
群
生
を
荷
負
し
て
こ
れ
を
重
担
と
す
。
如
来
の
甚
深
の
法
蔵
を
受
持
し
、
仏 

の
種
性
を
護
り
て
常
に
絶
え
ざ
ら
し
む
。
大
悲
を
興
し
て
衆
生
を
愍
れ
み
、
慈
弁
を
演
べ
、
法
眼
を
授
く
。(
『
真
宗
聖
典
』
六
頁) 

と
教
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
如
来
は
常
に
我
ら
衆
生
の
「
不
請
の
友
」
と
な
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
如
、
真
如
は
、
真
に
絶
対 

的
な
る
が
故
に
、
却
っ
て
苦
悩
の
「群
生
を
荷
負
し
」
、
「大
悲
を
興
し
て
衆
生
を
愍
れ
み
、
慈
弁
を
演
べ' 

法
眼
を
授
」
け
よ
う
と
し
て
、
 

如
来
す
る
の
で
あ
る
。

一
如
は
一
如
に
背
き
続
け
る
沈
迷
の
群
生
を
大
悲
し
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
上
に
真
如
な
る
無
上
涅
槃
界 

の
世
界
を
実
現
せ
ん
と
し
て
、
 

如
よ
り
来
生
す
る
と
こ
ろ
に
一
如
の
本
来
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

四

『
教
行
信
証
』
「証
巻
」

の
最
初
の
御
自
釈
の
文
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
往
相
の
証
果
は
「
利
他
円
満
の
妙
位
、
無
上
涅
槃
の
極
果
」 

で
あ
る
が
、
「煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
」
で
あ
る
我
ら
に
「往
相
回
向
の
心
行
を
獲
」
せ
し
め
て
、
「無
上
涅
槃
の
極
果
」
 

に
入
ら
し
め
る
た
め
に
は
、

一
如
は
一
如
の
自
己
限
定
乃
至
は
自
己
否
定
と
し
て
、

「如
よ
り
来
生
し
て
、

報
・
応
・
化
種
種
の
身
を
示 

し
現
わ
し
」
て
、

一
如
が
一
如
た
る
ま
ま
に
苦
悩
の
衆
生
そ
れ
自
体
と
な
っ
て
苦
悩
を
共
に
生
き
、
も
っ
て
衆
生
を
転
廻
し
て
一
如
な
る 

無
上
涅
槃
界
に
還
帰
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
一
如
の
如
来
性
、
は
た
ら
き
に
お
け
る
如
来
の
如
来
性
を
明
ら
に
す
る
も
の
、



夭
悲
心
の
現
働
に
お
け
る
「如
—
来
」
を
生
み
出
す
根
源
を
、
『
大
無
量
寿
経
』

は
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
し
て
教
説
す
る
の
で
あ
る
。

ま 

こ
と
に
一
如
が
一
如
で
あ
る
た
め
に
は
、
煩
悩
成
就
、
生
死
罪
濁
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
在
り
方
に
お
い
て
あ
る
衆
生
の
迷
妄
性
を
、
そ
の 

根
底
よ
り
絶
対
的
に
否
定
し' 

よ
く
転
廻
し
て
絶
対
の
一
如
に
還
帰
せ
し
め
な
け
れ
ば
、

一
如
は
一
如
た
る
こ
と
を
満
足
し
成
就
す
る
こ 

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

一
如
は
絶
対
真
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
絶
対
で
あ
り
得
る
の
は' 

現
実
の
迷
妄
な
る
衆
生
を
一
如
真 

実
に
還
帰
せ
し
め
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
 

一
如
絶
対
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

一
如
真
実
が
絶
対
と
し
て
、
相
対
な
る
衆
生
に
対
す
る 

と
い
う
こ
と' 

そ
の
こ
と
自
体
が' 

一
如
が
一
如
で
あ
る
こ
と
の
否
定
、
乃
至
は
自
己
限
定
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
如
が
一
如
と 

し
て
自
己
実
現
し
自
己
成
就
す
る
た
め
に
は
、

一
如
が
一
如
た
る
こ
と
を
否
定
し
て
一
切
群
生
海
の
生
死
勤
苦
の
底
の
底
ま
で
自
ら
を
没 

し
来
っ
て
、
生
死
勤
苦
の
本
を
抜
い
て
一
切
群
生
海
を
一
如
真
実
に
還
帰
せ
し
め
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
な
し
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
に
、
-

如
が
如
よ
り
来
生
し
て
「
如
—
来
」
す
る
は
た
ら
き
こ
そ
、
 

一
如
が
如
へ
還
来
し' 

如
に
還
帰
せ
ん
と
す
る
「如
ド
来
」 

す
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
一
如
の
「如̂

来
」
す
る
は
た
ら
き' 

即
ち
、
如
が
如
よ
り
来
生
し
て
如
に
還
帰
す
る 

「如
?;
来
」
す
る
は
た
ら
き' 

は
た
ら
き
に
お
け
る
如
来
の
如
来
性
を
明
す
も
の
こ
そ' 

如
来
の
因
位
・
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
 

そ
の
よ
う
な
如
来
の
如
来
性
に
つ
い
て
、

親

鸞

は

『
唯
信
鈔
文
意
』
に

善

導

の

「極
楽
無
為
涅
槃
界
」(
『
法
事
讃
』)

の
文
を
釈
す
る
中 

で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
涅
槃
」
を
ば
、
滅
度
と
い
う' 

無
為
と
い
う
、
安
楽
と
い
う
、
常
楽
と
い
う' 

実
相
と
い
う
、
法
身
と
い
う
、
法
性
と
い
う
、
 

真
如
と
い
う' 

一
如
と
い
う
、
 

仏
性
と
い
う
。
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。

こ
の
如
来' 

微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
え
り
。
す
な 

わ
ち
、

一
切
群
生
海
の
心
な
り
。

こ
の
心
に
誓
願
を
信
楽
す
る
が
ゆ
え
に' 

こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
。
仏
性
す
な
わ
ち
法
性 

な
り
。
法
性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
、
法
身
は' 

い
ろ
も
な
し
、
 

か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、

こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
、

こ 

と
ば
も
た
え
た
り
。

こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
も
う
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り 

た
ま
い
て
、
不
可
思
議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た
ま
う
御
か
た
ち
を
ば
、
世
親
菩
薩
は
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
な
づ



け
た
て
ま
つ
り
た
ま
え
り
。

こ
の
如
来
を
報
身
と
も
う
す
。
誓
願
の
業
因
に
む
く
い
た
ま
え
る
が
ゆ
え
に
、
報
身
如
来
と
も
う
す
な 

り
。
報
と
も
う
す
は' 

た
ね
に
む
く
い
た
る
な
り
。

こ
の
報
身
よ
り' 

応
化
等
の
無
量
無
数
の
身
を
あ
ら
わ
し
て' 

微
塵
世
界
に
無 

碍
の
智
慧
光
を
は
な
た
し
め
た
ま
う
ゆ
え
に' 

尽
十
方
無
碍
光
仏
と
も
う
す
ひ
か
り
に
て' 

か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
、
 

い
ろ
も
ま
し 

ま
さ
ず
。
無
明
の
や
み
を
は
ら
い
、
悪
業
に
さ
え
ら
れ
ず
。

こ
の
ゆ
え
に
、
無
碍
光
と
も
う
す
な
り
。
無
碍
は
、
さ
わ
り
な
し
と
も 

う
す
。
し
か
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
は
、
光
明
な
り
。
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
と
し
る
べ
し
。(
『
真
宗
聖
典
』
五
五
四
頁) 

ま
た
、
『
一
念
多
念
文
意
』
で

は

「
本
願
一
乗
円
融
無
碍
真
実
功
徳
大
宝
海
」

の
語
を
釈
す
る
中
で
、
 

真
実
功
徳
と
も
う
す
は
、
名
号
な
り
。

一
実
真
如
の
妙
理
、
円
満
せ
る
が
ゆ
え
に
、
大
宝
海
に
た
と
え
た
ま
う
な
り
。

一
実
真
如 

と
も
う
す
は
、
無
上
大
涅
槃
な
り
。
涅
槃
す
な
わ
ち
法
性
な
り
。
法
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
宝
海
と
も
う
す
は
、
よ
ろ
ず
の
衆
生 

を
き
ら
わ
ず
、
さ
わ
り
な
く
、

へ
だ
て
ず
、
 

み
ち
び
き
た
ま
う
を
、
大
海
の
み
ず
の
へ
だ
て
な
き
に
た
と
え
た
ま
え
る
な
り
。

こ
の 

一
如
宝
海
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
た
ま
い
て
、
 

無
碍
の
ち
か
い
を
お
こ
し
た
ま
う
を
た
ね
と
し
て
、
阿 

弥
陀
仏
と
、
な
り
た
ま
う
が
ゆ
え
に' 

報
身
如
来
と
も
う
す
な
り
。

こ
れ
を
尽
十
方
無
碍
光
仏
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
れ
る
な
り
。

こ 

の
如
来
を' 

南
無
不
可
思
議
光
仏
と
も
も
う
す
な
り
。

こ
の
如
来
を
方
便
法
身
と
は
も
う
す
な
り
。
方
便
と
も
う
す
は
、
 

か
た
ち
を 

あ
ら
わ
し
、
御
な
を
し
め
し
て
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
う
を
も
う
す
な
り
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
仏
な
り
。

こ
の
如
来
は
、
光
明
な 

り
。
光
明
は
智
慧
な
り
。
智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
。
智
慧
ま
た
か
た
ち
な
け
れ
ば
、
不
可
思
議
光
仏
と
も
う
す
な
り
。

こ
の 

如
来
、
十
方
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
え
る
が
ゆ
え
に
、
無
辺
光
仏
と
も
う
す
。
し
か
れ
ば
、
世
親
菩
薩
は
、
尺
十
方
無
碍
光
如 

来
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
え
り
。(
『
真
宗
聖
典
』
五
四
三
頁)

と
述
べ
て
い
る
。

『
唯
信
鈔
文
意
』
と

『
一
念
多
念
文
意
』

の
こ
の
両
文
は
、

と
も
に
親
鸞
の
如
来
観
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
 

い
ま
問
題
と
し
た
い
の
は
、

一
如
よ
り
の
来
生
と
し
て
の
法
蔵
菩
薩
、
そ
の
発
願
と
成
就
を
語
る
こ
の
文
の
了
解
で
あ
る
。
 

一
如
と
あ
ら
わ
さ
れ
る
世
界
は
、

「
い
ろ
も
な
し
、

か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
」

ぬ
言
亡
慮
絶
の
絶
対
超
越
の
世
界
で
あ
る
が
、

し
か
し
同



時
に
、
そ

れ

は

「す
な
わ
ち
如
来
」
と

し

て

「微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
」
、
「す
な
わ
ち
一
切
群
生
海
の
心
」
で
あ
る
と
い
う
。

一
如
は
真 

実
絶
対
な
る
が
故
に
、

一
如
に
背
く
も
の
を
包
み
、
在
り
得
べ
か
ら
ざ
る
在
り
方
に
お
い
て
在
る
衆
生
の
根
底
に
ま
で
自
ら
を
没
し
切
っ 

て
そ
れ
自
体
と
な
り
、
も
っ
て
よ
く
衆
生
を
転
廻
し
て
本
来
の
一
如
な
る
無
上
涅
槃
界
に
還
帰
せ
し
め
ん
と
す
る
は
た
ら
き
こ
そ
、

一
如 

の
本
来
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
如
を
し
て
如
よ
り
来
生
せ
し
め
て
法
蔵
菩
薩
と
名
告
ら
し
め
、
無
碍
の
誓
い
を
発
起
せ
し
め
る
契
機
は
、
 

偏
え
に
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
た
如
来
に
お
い
て
内
観
さ
れ
た
一
切
群
生
海
の
無
明
性
で
あ
る
。

親

鸞

は

『
唯
信
鈔
文
意
』

に

「来
迎
」

の

「来
」
を
訳
し
て
、

「来
」
は
、
か
え
る
と
い
う
、
き
た
ら
し
む
と
い
う
。
法
性
の
み
や
こ
へ
、
む
か
え
い
て
、
き
た
ら
し
め
、
か
え
ら
し
む
と
い
う
。
 

法
性
の
み
や
こ
よ
り' 

衆
生
利
益
の
た
め
に
、

こ
の
娑
婆
界
に
き
た
る
ゆ
え
に
、
「来
」
を
き
た
る
と
い
う
な
り
。
法
性
の
さ
と
り 

を
ひ
ら
く
ゆ
え
に'

「来
」
を
か
え
る
と
い
う
な
り
。(
『
真
宗
聖
典
』
五
五
一
頁
・
傍
点
筆
者) 

と
言
っ
て
、

「来
」
に

「
き
た
る
」
と

「
か
え
る
」

の
二
義
を
見
出
し
て
い
る
が
、

い
ま
如
来
の
「
来
」

に
も
そ
の
意
義
を
見
る
こ
と
が

か
え

で
き
よ
う
。
如
来
と
は
、 

親
鸞
に
と
っ
て
は
、
如
か
ら
来
た
り' 

如
に
来
る
、
 

一
如
そ
の
も
の
の
す
が
た
を
現
わ
す
言
葉
で
あ
り' 

は
た 

ら
き
そ
の
も
の
を
現
わ
す
言
葉
で
あ
る
。

一

如
が
如
—
来
す
る
の
は' 

如
匸
来
す
る
こ
と
の
他
で
は
な
く'

そ

の

「如̂

来
」

の
は
た
ら 

き
の
具
体
性
を
現
わ
す
も
の
が
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
行
で
あ
る
。
従
っ
て
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、

一
如
と
い
っ
て
も
、
如
来
と
い
っ 

て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
自
明
な
る
も
の
と
し
て
客
観
的
存
在
乃
至
は
実
在
を
表
わ
す
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ
は
本
願
の
信
の
内
面
に
明

 々

白
々
と
自
証
さ
れ
頷
か
れ
た
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
る
。
世
親
が
い
み
じ
く
も
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
表
白
さ
れ
た
よ
う
に
、
限 

り
な
き
光
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
本
願
の
信
に
頷
か
れ
た
は
た
ら
き
に
お
け
る
一
如
の
開
顕
、
そ
れ
が
前
掲
の
『
唯
信
鈔
文
意
』
と

『
一
 

念
多
念
文
意
』

の
文
で
あ
る
。

親
鸞
は
、
は
た
ら
き
に
お
け
る
如
来
を
、

世
親
の
表
白
に
従
っ
て
、

「
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
告 

白
し' 

そ
の

帰
命

に

「本
願
招
喚
の
勅
命
」
な
る
大
悲
願
心
の
現
働
を
深
々
と
感
得
し
た
の
で
あ
る
。
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
、
そ 

れ
は
苦
悩
の
生
死
海
に
沈
迷
す
る
衆
生
に
と
っ
て
は
超
越
的
な
如
来
の
名
で
あ
る
、
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
は
わ
れ
ら
衆
生
の
信
心
の
最



も
具
体
的
な
る
表
現
で
あ
る
。
如
来
は
、
は
た
ら
き
に
お
け
る
如
来
に
目
覚
め
た
「
一
切
群
生
海
の
心
」
を
離
れ
て
、
別
に
存
在
す
る
も 

の
と
は
い
え
な
い
。

「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
は
、
ま
さ
に
は
た
ら
き
に
お
け
る
如
来
、
生
け
る
如
来
の
自
証
で
あ
る
。

は
た
ら 

き
に
お
け
る
如
来
、
生
け
る
如
来
こ
そ
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
行
と
、
そ
の
成
就
で
あ
る
。(
未
完)

註①

曾
我
量
深
『
法
蔵
菩
薩
』
二
九
——
三
〇
頁
。

② 

同

前

・
四
五
頁
。

③
 

恵
谷
隆
戒
古
稀
記
念
論
文
集
『
浄
土
教
の
思
想
と
文
化
』
所
収
。

④
 

『
講
座 

親
鸞
の
思
想2
』
所
収
。
本
稿
の
一
節
は
、
松
原
祐
善
「
法
蔵
菩
薩
と
阿
弥
陀
仏
」
に
多
く
の
教
示
を
得
た
。

⑤ 

松
原
祐
善
「
法
蔵
菩
薩
と
阿
弥
陀
仏
」

一
〇
ハ
頁
。

⑥ 

『
曾
我
量
深
選
集
』
第
五
巻
一
五
ハ
頁
。

⑦ 

松
原
前
掲
論
文
・
一
ー
〇
頁
。

⑧
 

『
宗
教
学
辞
典
』
四
四
四
頁
。


