
霊
山
を
没
し
て
王
宮
に
出
づ

!

浄

土

の

経

典
(

三)

—

金

子

大

栄

一

浄
土
の
経
典
は' 

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
説
法
の
場
を
異
に
し
て
い
る
。

『
大
経
』
は
霊
鷲
山
、

『
観
経
』
は
王
宮
、

『
小
経
』
は
祇
園
精
舎
、
 

に
於
て
で
あ
る
。
そ
の
場
の
異
な
る
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
三
部
の
経
典
の
性
格
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
普
遍
の
法
を
明
ら 

か
に
す
る
『
大
経
』
は
、
霊
鷲
山
に
於
て
説
か
れ
た
。
こ
こ
は
『
法
華
経
』
に 

於
ー-
阿
僧
祇
劫-

常
在
一
一
霊
鷲
山 

及
余
諸
住
処
ー
衆
生
見--
劫

尽

大

火

所

〉焼
時 

我
此
土
安
穏 

天
人
常
充
満 

と
あ
る
所
で
あ
る
。
常
在
霊
鷲
山
と
い
い
我
此
土
安
穏
と
い
う
。
そ
れ
は
畢
竟
大
乗
精
神
は
永
遠
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で 

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
仏
陀
釈
迦
を
思
慕
す
る
も
の
は
霊
鷲
山
を
景
仰
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
自
然
の
感
情
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ 

れ
が
玄
奘
の
『
大
唐
西
域
記
』
の
記
事
に
於
て

「
宮
城
の
東
北
に
行
く
こ
と
十
四
五
里
に
し
て
姑
栗
陀
羅
矩
吒
山
10¢
鑫
孵
粗
叽
屮
詆
臓
详
は
ふ
。
に
至
る
。
北
山
の
陽
に
接
し
て
孤 

標
特
起
せ
り
。
既
に
鷲
鳥
を
棲
ま
し
め' 

ま
た
高
台
に
類
す
。
空
翠
は
相
映
じ
て
濃
淡
は
色
を
分
て
り
。
如
来
の
御
世
は
五
十
年
に
垂 

な
ん
と
し
て
多
く
此
の
山
に
居
っ
て
妙
法
を
広
説
せ
り
。
頻
毗
娑
羅
王
は
法
を
聞
か
ん
が
為
の
故
に
、
人
徒
を
興
発
し
て
山
麓
よ
り
峯
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岑
に
至
る
ま
で
、
谷
に
跨
が
り
、
巌
を
陵
ぎ
、
石
を
編
み
て
階
を
為
れ
り
。
広
さ
十
余
歩
、
長
さ
は
五
六
里
あ
り
。
中
路
に
二
つ
の
小 

窣
堵
波
あ
り
。

一
は
下
乗
と
謂
ふ
、
即
ち
五
は
此
に
至
り
徒
行
し
て
進
む
な
り
。

一
は
退
凡
と
謂
ふ' 

即
ち
凡
夫
を
簡
び
て
同
位
せ
し 

め
ざ
る
な
り
、

其
の
山
頂
は
則
ち
東
西
は
長
く
南
北
は
狭
し
。

崖
の
西
垂
に
甑
精
舎
な
り
、

高
広
奇
制
に
し
て
東
に
其
の
戸
を
闢
け 

り
。
如
来
は
在
昔
多
く
居
っ
て
説
法
せ
り
。
今
日
説
法
の
像
を
作
る
。
量
は
如
来
の
身
に
等
し
。
」 

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
事
実
は
果
し
て
多
く
の
大
乗
経
典
は
霊
山
に
於
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、

ど
う
か
は
問
題
で
あ
ろ 

う
。
ま
た
今
日
も
玄
奘
の
伝
う
る
よ
う
に
遺
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
印
度
へ
の
旅
行
者
に
聞
き
た
い
こ
と
で
あ
る
。
と
も 

あ
れ
、

『
西
域
記
』
の
内
容
は
伝
説
で
あ
る
と
し
て
も' 

そ
れ
を
遺
跡
と
し
て
造
営
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
印
度
仏
教
徒
の
釈
尊
に 

対
す
る
追
慕
の
情
の
深
さ
を
現
わ
す
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
霊
山
に
於
て
『
大
無
量
寿
経
』
は
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
『
観
無
量
寿
経
』
は' 

そ
の
霊
山
を
没
し
て
王
宮
に
出
で
て
説
か
れ
た
。
大
乗
教
も
そ
の
普
遍
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
為
に 

は
、
特
殊
の
機
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
は
、

『
観
経
』
に
三
度
、
耆
闍
崛 

山
の
名
が
出
づ
る
こ
と
で
あ
る
。
初

は

「
一
時
、
仏' 

王
舎
城
耆
闍
崛
山
の
中
に
あ
り
」
と
い
う
。
そ
の
記
事
は
善
導
の
着
眼
せ
る
よ
う 

に
一
代
仏
教
を
化
前
序
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
次

は

「
仏' 

耆
闍
崛
山
よ
り
王
宮
に
没
し
て
出
づ
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
句 

こ

そ

『
観
経
』
の
性
格
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
第
三
に
「
世
尊' 

足' 

虚
空
を
歩
み
て' 

耆
闍
崛
山
に
還
り 

た
ま
う
」
と
い
う
経
意
も
窺
わ
れ
る
。
阿
難
は
霊
山
に
あ
る
大
衆
の
た
め
に
王
宮
に
あ
り
し
こ
と
を
再
説
し
た
。
そ
れ
だ
け
霊
山
と
王
宮 

と
の
関
係
が
深
い
意
味
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

二

こ
こ
で
し
か
ら
ば
王
宮
に
降
臨
せ
ら
れ
る
時' 

霊
山
で
は
い
か
な
る
経
が
説
か
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
せ
ら
れ
る
こ
と
と 

な
っ
た
。
そ
し
て
真
宗
の
伝
統
教
学
で
は' 

そ
れ
こ
そ
『
法
華
経
』
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
四
十
余
年
未
顕
真
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実
と
い
う
法
華
宗
の
説
に
対
し
て' 

『
観
経
』
は
法
華
同
時
の
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
為
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て 

文
献
学
的
に
論
議
せ
ら
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
れ
ど
そ
れ
故
に
宗
義
学
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
と
は
い
え
ぬ
で 

あ
ろ
う
。
日
本
仏
教
史
上
に
は
『
法
華
経
』
中
心
の
時
代
は
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
の
内
に
あ
り
て
浄
土
教
の
独
立
的
意
義
を
明
ら
か
に
し 

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
於
て
立
て
ら
れ
た
列
祖
の
教
学
で
あ
る
こ
と
に
於
て' 

尊
重
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ 

れ

は

『
口
伝
鈔
』
に
説
き
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、

『
御
文
』
に
於
て'

「
こ
れ
に
よ
り
て
、
む
か
し
釈
尊
、
霊
鷲
山
に
ま
し
ま
し
て' 

一
乗
法
華
の
妙
典
を
と
か
れ
し
と
き
、
提
婆
・
阿
闍
世
の
逆
害
を
を
こ 

し
、
釈
迦
、

韋
提
を
し
て
安
養
を
ね
が
は
し
め
た
ま
ひ
し
に
よ
り
て' 

か
た
じ
け
な
く
も
、

霊
山
法
華
の
会
座
を
没
し
て
王
宮
に
降 

臨
し
て' 

韋
提
希
夫
人
の
た
め
に
浄
土
の
教
を
ひ
ろ
め
ま
し
ま
し
し
に
よ
り
て' 

弥
陀
の
本
願
こ
の
と
き
に
あ
た
り
て
さ
か
ん
な
り
。
 

こ
の
ゆ
へ
に
法
華
と
念
仏
と
同
時
の
教
と
い
へ
る
こ
と
は
、
こ
の
い
は
れ
な
り
。」

と
伝
え
ら
れ
て
深
い
感
銘
を
与
う
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
余
経
を
考
慮
に
入
れ
ず' 

専
ら
浄
土
の
法
を
説
く
も
の
と
し
て
経
典
を
読
む
も
の
に
は' 

「
霊
山
を
没
し
て
王
宮
に
出
づ
」 

と
い
う
こ
と
は
『
大
』

『
観
』
二
経
の
内
面
的
関
係
を
表
示
す
る
も
の
の
如
く
感
知
せ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
韋
提
希
も
曾
て
は
『
大
経
』
を 

聴
聞
し
て
お
ら
な
け
れ
ば
、

『
観
経
』
の
対
機
と
な
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
於
て
は
、
二
経
の
説
時
に
は
相
当 

の
間
距
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ

れ

ど

『
観
経
』

の
機
と
な
ら
な
け
れ
ば
『
大
経
』
の
法
に
徹
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

し
た
が
っ
て 

『
大
経
』
は

『
観
経
』
を
別
開
し
て
『
観
経
』
を
摂
容
し
な
け
れ
ば
完
成
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
親
鸞
は
『
観
』

『
小
』
ニ
経
の
こ 

こ
ろ
を
『
大
経
和
讃
』
に
摂
め
ら
れ
た
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
教
行
信
証
』
も
ま
た
三
部
の
経
典
を
真
実
方
便
と
分
ち
つ
つ' 

そ 

の
全
体
を
顕
真
実
教
行
証
文
類
と
し
て
『
大
経
』
に
帰
一
し
て
筋
る
。
こ
れ
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
も
の
は
『
華
厳
経
』
の
釈
家
の
見
解
で 

あ
る
。
そ
の
説
法
の
時
処
を
問
題
と
す
れ
ば
前
後
二
分
の
経
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
七
処
ハ
会
を
す
べ
て
成
道
最
初
の
説
と
せ 

ら
れ
た
。
そ
こ
に
凡
そ
大
乗
経
典
に
出
没
動
静
を
語
る
こ
と
は
教
義
を
寄
顕
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
時
処
の
記
録
を
本
と
す
る
も
の
で
な
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い
こ
と
が
了
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
仏
教
に
よ
り
て
道
を
学
ぶ
も
の
の
心
が
け
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
法 

華
同
時
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
意
味
に
於
て
感
銘
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
く
て
、
た
だ
会
時
に
拘
泥
す
る
こ
と
と
な
れ
ば' 

宗
派
争
い
の
本
と
な
り
て
、
か
え
っ
て
仏
祖
の
意
に
反
む
く
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
「
霊
山
を
没
し
て
王
宮
に
出
づ
」
を
標 

識
と
し
指
針
と
し
て
『
大
』

『
観
』
二
経
を
見
る
眼
と
す
る
こ
と
は
、
経
意
の
領
解
と
し
て
認
容
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う 

か
。

「
仏
の
所
住
」
を
没
し
て
「
凡
夫
の
所
住
」
に
出
づ
。
こ
れ
に
依
り
て
『
観
経
』
に
は
隠
彰
顕
密
の
義
あ
り
と
い
う
こ
と
も' 

何
等 

の
無
理
も
な
く
領
解
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
先
づ
以
て
決
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
韋
提
希
も
『
大
経
』
を
聴
聞
し
て
い
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
釈
尊
の
眉
間
に
現
わ
れ
た
る
金
台
の
内
に
、
特

に

「
わ
れ
今
、
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
所
に
生
れ
ん
と
楽 

う
」
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
釈
尊
の
神
力
に
よ
り
て
選
ば
し
め
ら
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
と
し
て
も
、
韋
提
希
に 

曾
て
聴
聞
す
る
『
大
経
』
の
思
い
出
が
無
け
れ
ば
不
自
然
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
経
説
の
進
む
に
し
た
が
い
韋
提 

希
は
住
立
空
中
の
弥
陀
を
拝
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
も
ま
た
「
こ
れ
本' 

法
蔵
比
丘
の
宿
願
力
な
り
」
と
語
り
て' 

『
大
経
』
を
思
い
起
さ
し
め' 

そ
し
て
そ
の
願
力
こ
そ
大
慈
悲
の
仏
心
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
に
は
説
く
釈
尊
と
聞
く
韋
提
希
と
の
お
の
ず
か
ら
な
る
感
応
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
れ
ば
『
観
経
』
に
説
く
浄
土
の
荘
厳
功
徳
は
韋
提
希
の
想
観
を
導
び
き
出
し
て
の
も
の
で
は
あ
る
が' 

そ
の
想
観
を
呼
び
起
す
こ 

と
の
で
き
た
こ
と
は
、

『
大
経
』
の
説
を
聴
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
呼
応
に
於
て
『
観
経
』
は
普
遍
の
法 

を
説
く
『
大
経
』
に
対
す
る
特
殊
の
機
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三

『
大
経
』
は
従"

法
向
“機
の
教
で
あ
り
、

『
観
経
』
は
従
“
機
向
“
法
の
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
方
向
は
当
然
値
遇
せ
ね
ば
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な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
れ
ど
実
際
は
そ
の
出
会
は
甚
だ
稀
で
あ
る
。

従
法
の
向
機
と
従
機
の
向
法
と
は
多
く
す
れ
違
い
に
な
り
勝 

で
あ
る
。
両
者
は
対
向
し
な
が
ら
感
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
こ
そ
求
道
者
の
悩
み
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
で
あ 

ろ
う
か
。

韋
提
希
は
『
大
経
』
の
会
座
に
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
は
王
后
と
し
て
釈
尊
の
説
法
を
素
直
に
聞
く
こ
と
が
で
き
た
に
違
い
な
い
。
さ
れ 

ど
提
婆
・
阿
闍
世
の
逆
害
に
よ
り
て
、

一
転
し
て
苦
悩
の
人
生
を
経
験
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
曾
て
の
聞
法
も
間
に
合
わ
な
く
な
っ
た
こ 

と
も
当
然
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
苦
悩
に
大
悲
同
感
せ
る
仏
陀
は
、̂:
年
提
の
不
信
を
咎
め
る
こ
と
が
で
き
な
か 

っ
た
。

か
え
っ
て
そ
の
心
想
の
羸
劣
で
あ
る
こ
と
を
、

特
に
憐
愍
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
『
観
経
』
に
於
て 

は
、
仏
陀
も
ま
た
韋
提
希
の
身
に
な
り
て
救
い
の
道
を
求
め
つ
つ
そ
れ
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
こ
で
特
に
思
い
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
韋
提
希
の
求
め
た
る
も
の
は
浄
土
の
想
観
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
学
的
予
定
観
念
あ
る
も
の 

は' 

仏
陀
は
何
故
に
こ
こ
で
本
願
念
仏
の
旨
を
説
か
れ
な
か
っ
た
か
を
問
題
と
し
よ
う
と
す
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
全
く
韋
提
希
の
心
事
を 

理
解
せ
ぬ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
苦
悩
の
衆
生
の
求
め
る
も
の
は' 

浄
土
の
安
楽
で
あ
る
。
韋
提
希
に
取
り
て
は
『
大 

経
』
の
思
い
出
も
本
願
念
仏
の
こ
と
で
は
な
く
、
安
楽
浄
土
の
欣
慕
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
「
わ
れ
に
思
惟
を
教
え
た
ま
え
、
我
に
正
受
を 

教
え
た
ま
え
」
と
い
う
こ
と
も' 

畢
竟
は
浄
土
の
想
観
を
求
め
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
仏
陀
は
こ
の
要
求
に
応
じ
て
定
善
十 

三
観
を
説
か
れ
た
。
善
導
に
依
れ
ば' 

そ
れ
は
韋
提
希
が
定
善
の
機
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
韋
提
希
と
い
う 

個
人
の
こ
と
で
は
な
い
。
人
生
に
苦
悩
す
る
も
の
は
定
善
の
機
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
惟
・
正
受
と
い
う
も' 

「
ど
う
思
っ
た 

ら
よ
い
か
、
 

ど
う
し
た
ら
お
ち
つ
け
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
即
ち
定
善
の
機
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

さ
れ
ど
そ
の
よ
う
な
定
善
は
、
息
“慮
凝
“
心
を
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら' 

成
就
し
が
た
い
。
厳
し
く
邪
観
を
戒
し
め
正
観
を
勧
め 

ら
れ
る
こ
と
も
、
定
善
は
凡
夫
の
要
求
す
る
よ
う
に
は
満
足
し
得
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
彰
わ
さ
る
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
散
善 

九
品
の
経
説
と
も
な
っ
た
。
そ
の
散
善
は
「
仏
の
自
開
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
韋
提
希
は
定
善
を
求
め
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
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実
は
散
乱
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
せ
ん
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
定
善
を
求
む
る
も
の
は
散
乱
の
機
で
あ
る
。
そ
の
事
実
を
思
い
知 

ら
し
め
る
為
に
九
品
の
往
生
が
説
か
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
依
り
て
定
散
二
善
を
求
め
て
も
、
畢
竟
は
一
生
造
悪
の
凡
夫
と
思
い
知
り
て 

称
南
無
阿
弥
陀
仏
の
他
に
救
い
の
道
な
き
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
『
観
経
』
は
機
法
の
対
向
を
感
応
へ
と
導
び
く
た
め
に
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
大
悲
の
誘
引
と
い
う
も
の
が
感
ぜ 

ら
れ
る
。
ま
た
そ
こ
に
「
教
は
頓
に
し
て
根
は
漸
機
な
り
」
と
い
う
事
実
も
思
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
宗
祖
に
於
け
る
『
観 

経
』
観
の
惣
べ
て
が
領
解
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
霊
山
を
没
し
て
王
宮
に
出
づ
」
、
 

そ
れ
が
『
観
経
』
に
隠
顕
あ
り
と
い 

う
着
眼
点
と
な
る
の
で
あ
る
。四

こ
こ
で
三
経
に
お
け
る
対
告
衆
を
思
う
。

『
口
伝
鈔
』
で
は
ゝ
「
大
無
量
寿
経
は
法
の
真
実
な
る
と
こ
ろ
を
と
き
あ
ら
は
し
て
対
機
は 

み
な
権
機
な
り
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。
そ
の
権
機
と
は
声
聞
弟
子
と
共
に
大
乗
の
菩
薩
が
集
会
せ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
で 

あ
ろ
う
。

『
大
経
』
の
聴
衆
と
し
て
の
菩
薩
は' 

み
な
釈
尊
と
そ
の
徳
を
同
う
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
権
化
の
聖
者
と
い
わ 

ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ど
『
大
経
』
の
対
告
衆
は' 

そ
れ
ら
の
聖
賢
で
は
な
く'

聞
持
第
一
と
い
わ
れ
た
る
阿
難
で
あ
る
。
時
に
は
未
離 

欲
の
弟
子
と
い
わ
れ
た
る
そ
の
人
で
あ
る
。
そ
の
阿
難
が
来
集
せ
る
聖
賢
の
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
い
か
な
る
智 

徳
あ
る
も
の
で
も
、
浄
土
の
教
に
対
し
て
は
、
た
だ
つ
つ
し
ん
で
聴
聞
す
る
の
他
な
い
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が 

ま
た
、
そ
れ
ら
の
聖
賢
こ
そ
浄
土
教
の
普
遍
真
実
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

す
で
に
周
知
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
大
経
』

は
上
巻
に
如
来
浄
土
の
因
果
を
説
き
、

下
巻
に
は
衆
生
往
生
の
因
果
を
顕
わ
す
も
の 

で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
衆
生
往
生
の
因
果
の
原
理
と
な
る
も
の
は
如
来
浄
土
の
因
果
で
あ
り
、
 

如
来
浄
土
の
因
果
を
成
就
す
る
も
の
は
衆
生 

往
生
の
因
果
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
衆
生
往
生
の
因
果
は
如
来
浄
土
の
因
果
の
廻
向
で
あ
り
、
如
来
浄
土
の

18



因
果
に
帰
入
す
る
他
に
衆
生
住
生
の
因
果
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に 

『
大
経
』 

に
依
り
て
開
顕
せ
ら
れ
た
る 

『
教
行
信
証
』
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
そ
の
道
理
を
端
的
に
顕
わ
さ
れ
た
る
も
の
こ
そ
、

「
念
仏
往
生
の
本
願
」
で
あ
っ
た
。

「
設
我
得
仏
十
方
衆
生
」
と
願
を
か 

け

「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
誓
わ
れ
た
。
そ
れ
は
往
生
浄
土
の
法
を
無
視
し
て
は
菩
薩
道
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た 

が
っ
て
諸
仏
の
こ
こ
ろ
は
阿
弥
陀
で
あ
る
か
ぎ
り
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
は
一
切
菩
薩
の
本
願
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
『
大
経
』 

は
第
十
八
願
の
開
説
で
あ
る
と
領
解
さ
れ
て
来
た
所
以
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
『
大
経
』
こ
そ
全
仏
教
の
帰
趣
を
説
く
も
の
で
あ 

る
と
い
わ
れ
る
べ
き
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
殊
の
智,

普
賢
の
行
を
求
め
る
も
の
に
取
り
て
は
、
心
か
ら
同
証
せ
ね
ば
な
ら 

ぬ
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
文
殊
・
普
賢
も
諸
大
乗
経
に
お
い
て
は
弥
陀
の
代
説
者
で
あ
っ
た
。
世
尊
は
舎
利
弗
・
須
菩
提
等
の
弟
子
た
ち
の
請
法
に
対
し
て 

も' 

『
大
経
』
に
於
け
る
阿
難
に
対
す
る
よ
う
に' 

そ

の

「
問
」
を
嘉
納
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に 

『
大
経
』
に
あ
り
て
は'

「
阿
難
の
問
を
ほ
め
た
ま
い
、
」
こ
れ
に
依
り
て
如
来
自
身
の
出
世
の
本
意
を
遂
げ
る
こ
と
を
喜
ば
れ
た
の
で
あ 

る
。
こ
れ
即
ち
阿
難
を
対
告
衆
と
す
る
こ
と
に
依
り
て
聞
法
第
一
な
る
こ
と
を
顕
わ
さ
る
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
共
に
後
に
弥
勒
を 

呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
ま
た
後
の
世
へ
の
流
通
を
補
処
の
菩
薩
に
依
嘱
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
『
観
経
』
の
対
告
衆
は' 

夫
人
韋
提
希
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
教
説
は
特
に
現
に
苦
悩
し
つ
つ
あ
る
個
人
に
対
し
て 

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
れ
ど
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
教
説
そ
の
も
の
も
個
人
的
の
も
の
で
あ
る
の 

で
は
な
い
。
そ
の
韋
提
希
の
苦
悩
こ
そ
煩
悩
具
足
の
凡
夫
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
代
表
的
意
識
は
韋
提
夫
人
の
上
に 

も
あ
っ
た
。

「
時
に
韋
提
希' 

仏
に
白
し
て
言
は
く
、
世
尊
、
 

わ
が
如
き
は
今
、
仏
力
を
以
て
の
故
に
彼
の
国
土
を
見
る
。
若
し
仏
滅
の
後
の
も
ろ 

も
ろ
の
衆
生
等
は
、
汚
悪
不
善
に
し
て
五
苦
に
逼
ら
れ
ん
。
い
か
ん
が
、
当
に
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
世
界
を
見
る
べ
き
」
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こ
の
問
は
自
身
の
問
題
を
忘
れ
て
他
事
を
心
配
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
こ
そ
凡
夫
ご
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
凡 

夫
は
利
己
心
は
・
強
く
あ
っ
て
も
個
人
主
義
者
と
は
な
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
身
に
救
い
の
道
が
開
け
れ
ば' 

「
私
は
そ
れ
で
よ 

ろ
し
い
が
、
他
の
人
々
も
そ
れ
で
い
け
る
で
し
ょ
う
か
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。
韋
提
希
の
問
も
こ
の
凡
夫
ご
こ
ろ
に
依
る
も 

の
と
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
生
死
解
脱
を
徹
底
的
に
自
己
の
問
題
と
し' 

あ
る
い
は
専
ら
利
他
教
化
を
道
徳
と
す
る
も 

の
は
智
者
で
あ
り
徳
者
で
あ
る
。
煩
悩
の
絶
え
な
い
凡
夫
に
あ
り
て
は' 

自
身
の
問
題
と
し
て
他
人
の
こ
と
も
心
に
か
か
る
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
依
り
に
釈
尊
の
説
法
も
ま
た
韋
提
希
に
対
し
つ
つ
、
苦
悩
の
衆
生
を
念
頭
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
そ
の 

経
説
が
特
に' 

仏
・
阿
難
及
び
韋
提
希
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
阿
難
が
陪
聴
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
韋
提
希
に 

取
り
て
も
心
強
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
世
尊
も
ま
た
阿
難
に
語
る
が
如
き
態
度
に
於
て
韋
提
希
に
聞
か
し
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に 

心
境
の
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
阿
難
が
霊
鷲
山
に
還
り
て
経
説
を
再
演
し
た
。
こ
れ
に
依
り
て
特
殊
の
機
に
応
じ
て 

の
教
説
が
普
遍
の
意
味
を
も
っ
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

五

こ
う
し
て
霊
山
を
没
し
て
王
宮
に
出
で
し
釈
尊
は' 

王
宮
か
ら
霊
山
へ
と
還
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
出
没
こ
そ
『
大
』

『
観
』
二
経 

の
対
応
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
こ
に
「
大
経-

観
経
、
顕
の
義
に
よ
れ
ば
異
な
り
、
彰
の
義
に
よ
れ
ば
ー
な
り
」
と
い 

う
事
実
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
顕
の
義
は
対
向
で
あ
り
、
そ
の
彰
の
義
は
感
応
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
対
向
を
感
応
で
あ
ら
し
め 

よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
『
観
経
』
の
教
説
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
顕
彰
二
義
と
い
っ
て
も' 

別
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
彰
と 

は
顕
説
の
含
み
で
あ
る
。

言
外
の
意
味
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、

言
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

言
葉
の
ひ
び
き
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
本 

音
で
あ
る
。
だ
か
ら
隠
・
密
で
あ
っ
て
も
彰
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彰
の
義
に
依
れ
ば
一
つ
で
あ
る
こ
と
は' 

顕
の
義
に
依 

れ
ば
異
で
あ
る
こ
と
に
於
て
感
知
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
親
鸞
は
挙
示
し
て
い
う
、
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㈠

こ
こ
を
以
て
経
に
は
教
我
観
於
清
浄
業
処
と
い
へ
り
。
清
浄
業
処
と
い
ふ
は
す
な
は
ち
こ
れ
本
願
成
就
の
報
土
な
り
。
 

㈡

教
我
思
惟
と
い
ふ
は
即
ち
方
便
な
り
。
教
我
正
受
と
い
ふ
は
即
ち
金
剛
の
真
心
な
り
。

㈢
 

諦
観
彼
国
浄
業
成
者
と
い
へ
り
。
本
願
成
就
の
尽
十
方
無
碍
光
如
来
を
観
知
す
べ
し
と
な
り
。

㈣

広
説
衆
譬
と
い
へ
り
。
す
な
は
ち
十
三
観
こ
れ
な
り
。

㈤

汝
是
凡
夫
心
想
羸
劣
と
い
へ
り
。
す
な
は
ち
こ
れ
悪
人
往
生
の
機
た
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
。
 

的
諸
仏
如
来
有
異
方
便
と
い
へ
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
定
散
の
諸
善
は
方
便
の
教
た
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
。

旧 

以
仏
力
故
見
彼
国
土
と
い
へ
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
他
力
の
意
を
顕
は
す
。

⑴
 

若
仏
滅
後
諸
衆
生
等
と
い
へ
り
。
す
な
は
ち
こ
れ
未
来
の
衆
生' 

往
生
の
正
機
た
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
。

的 

若
有
合
者
名
為
廉
想
と
い
へ
り
。
こ
れ
定
観
成
じ
が
た
き
こ
と
を
あ
ら
は
す
。

5

:

於
現
身
中
得
念
仏
三
昧
と
い
へ
り
。
す
な
は
ち
こ
れ
定
観
成
就
の
益
は' 

念
仏
三
昧
を
う
る
を
も
て
観
の
益
と
す
る
こ
と
を
あ
ら 

は
す
。
す
な
は
ち
観
門
を
も
て
方
便
の
教
と
せ
る
な
り
。

国 

発
三
種
心
即
便
往
生
と
い
へ
り
。
ま
た
復
有
三
種
衆
生
当
得
往
生
と
い
へ
り
。
こ
れ
ら
の
文
に
よ
る
に' 

三
輩
に
つ
い
て
三
種
の 

三
心
あ
り
。
ま
た
二
種
の
往
生
あ
り
。
良
に
知
り
ぬ
、
こ
れ
、
い
ま
し
こ
の
経
に
顕
彰
隠
密
の
義
あ
る
こ
と
を
。
二
経
の
三
心
ま 

さ
に
ー
異
を
談
ぜ
ん
と
す
。
よ
く
思
量
す
べ
き
な
り
。

と
。
こ
の
う
ち
先
ず
心
ひ
か
る
る
も
の
は㈠

と㈢

と
で
あ
る
。
苦
悩
に
迫
ら
れ
て
い
る
韋
提
希
は
、
「極
楽
は
た
の
し
む
と
聞
き
て
願
う
」 

て
い
る
の
で
は
な
い
。
ひ
た
す
ら
清
浄
業
処
と
し
て
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
現
在
の
業
障
を
懺
悔
す
る
心
あ
る
も
の
と
見
ね 

ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
韋
提
希
の
願
の
底
に
は' 

『
大
経
』
に
説
か
れ
た
る
「
本
願
成
就
の
報
土
」
が
思
い
出
さ
れ
て
い
る
も
の
と 

察
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
依
り
て
釈
迦
も
ま
た
諦
観
彼
国
浄
業
成
者
と
説
い
て
本
願
成
就
の
尽
十
方 

無
碍
光
如
来
を
観
知
す
べ
き
こ
と
を
思
い
知
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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さ
れ
ど
当
面
の
韋
提
希
は
定
善
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
経
の
顕
説
は
定
散
の
諸
善
と
な
っ
て
は
い
る
が' 

そ
の
間
に 

も
そ
れ
は
方
便
で
あ
る
こ
と
は㈣
㊇

に
彰
わ
さ
れ
て
あ
り' 

そ
の
底
意
は
如①

の
如
く
念
仏
三
昧
に
帰
せ
し
め
る
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ 

れ
に
依
り
て㈤

は①

を
代
表
し
て
往
生
の
正
機
で
あ
る
と
思
い
知
れ
ば' 

教
我
思
惟
、
教
我
正
受
と
い
う
こ
と
も㈡

の
よ
う
に
領
解
す
べ 

き
こ
と
は
、
極
め
て
自
然
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
親
鸞
の
解
釈
に
は
何
等
の
煩
鎖
さ
は
な
く
、
唯
一
す
じ
の
心
が
貫 

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
宗
祖
の
領
解
に
於
て
特
に
重
要
な
る
も
の
は
最
後
の
三
輩
三
心' 

二
種
往
生
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
上
品
に
説
か
れ
た
る
至
誠 

心

・
深

心

・
廻
向
発
願
心
は'

定
善
を
も
通
摂
し' 

下
下
品
に
及
ぶ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
顕
説
よ
り
見
れ
ば
、

そ
の
三 

心
は
往
生
人
の
発
起
す
べ
き
も
の
で
あ
り' 

一
者
・
二
者
・
三
者
と
数
え
上
げ
ら
れ
て
あ
る
か
ら' 

自
利
各
別
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら 

ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
れ
が
一
生
造
悪
の
下
品
に
も
要
求
さ
れ
て
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
隠
彰
の
意
が
な
く
て
は
な
ら
な 

い
。
こ
こ
に
は
そ
の
要
求
に
よ
り
て
か
え
っ
て
そ
の
能
な
き
を
知
ら
し
め
、
そ
こ
に
は
悲
願
の
廻
向
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
せ
ん
が
た
め 

と
い
う
実
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
依
り
て
『
観
経
』
は
所
詮
、
 

定
散
諸
機
各
別
の 

自
力
の
三
心
ひ
る
が
へ
し 

如
来
利
他
の
信
心
に 

通
入
せ
ん
と
ね
が
ふ
べ
し 

と
勧
め
ら
れ
る
他
な
い
も
の
と
領
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六

し
か
る
に
そ
の
『
観
経
』
は' 

第
十
九
の
修
諸
功
徳
の
願
を
開
設
せ
る
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
願
に
は
発
菩
提
心
修
諸
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功
徳
と
あ
る
か
ら
、
聖
道
自
力
を
頼
む
行
者
を
往
生
浄
土
へ
と
誘
引
す
る
為
の
も
の
と
思
い
習
わ
せ
ら
れ
た
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
誤
り
で
な 

い
と
し
て
も' 

恐
ら
く
願
の
真
意
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
願
に
十
方
衆
生
と
い
う
は
、
聖
道
自
力
を
た
の
む
も
の
で
は
な
い
。
自
力 

聖
道
に
ま
よ
う
も
の
で
あ
る
。
自
力
を
た
の
む
者
に
は
臨
終
の
正
念
を
期
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
ま
た
そ
の
修
行
す
る
と
こ
ろ
の
諸 

善
は
雑
行
雑
修
で
あ
る
と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
臨
終
の
来
迎
を
望
む
、
そ
れ
は
凡
夫
で
あ
る
。
そ
れ
は
迷
う
心
に
於
て
行
う
か
ぎ
り
、
 

万
行
諸
善
み
な
雑
行
雑
修
で
あ
る
。
た
と
え
一
行
を
専
修
し
て
も
雑
心
の
迷
い
あ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
第
十
九 

願
の
十
方
衆
生
と
い
う
は
、
真
実
に
願
心
に
感
応
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
実
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ 

即
ち
第
十
八
願
心
に
徹
し
得
な
い
衆
生
で
あ
る
。

思
う
に
如
来
の
本
願
と
は
唯
だ
一
つ
で
あ
る
。
願
う
心
の
一
筋
が
四
十
八
願
と
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
法
然
の
一
願 

建
立
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
親
鸞
が
教
・
行
・
信

・
証
に' 

ま
た
二
廻
向
そ
の
他
に
そ
れ
ぞ
れ
本
願
を
顕 

わ
せ
る
こ
と
は
、
畢
竟
は
唯
だ
一
つ
の
願
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
そ
の
唯
だ
一
筋
に 

願
を
か
け
ら
れ
た
も
の
は
十
方
衆
生
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
三
願
の
十
方
衆
生
は
別
な
も
の
で
な
い
に
違
い
は
な
い
。
誓
を
か
け
て
念
仏
往 

生
せ
よ
と
願
い
し
十
方
衆
生
と
は
、
定
散
二
善
に
迷
う
者
た
ち
で
あ
る
。
苦
悩
の
有
情
は
、
そ
れ
を
大
悲
し
て
の
本
願
に
感
応
せ
ず
、
か 

え
っ
て
苦
悩
の
故
に
定
散
に
迷
う
の
で
あ
る
。
定
散
と
は
畢
竟
已
に
い
う
よ
う
に
、

「
ど
う
思
っ
た
ら
よ
い
か
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」 

と
い
う
心
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
定
散
に
迷
う
衆
生
の
為
に
臨
終
現
前
の
願
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
真
実
方
便
の
願
と 

い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
実
に
依
る
方
便
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
良
に
教
は
頓
に
し
て
根
は
漸
機
な
り
」
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
定
散
ニ
善
の
成
り
難
き
を
知
り
て
専
修
念
仏 

の
身
に
な
り
て
も' 

「
行
は
専
に
し
て
心
は
間
雑
す
」
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
向
機
の
法
と
向
法
の
機
と
は
対
向
し
つ
つ
も
感
応
す 

る
こ
と
は
甚
だ
稀
で
あ
る
。
そ
こ
に
値
遇
の
難
さ
が
あ
る
。
そ
れ
が
極
難
信
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
極
難
信
で
あ
る
こ
と 

を
極
説
す
る
は
『
阿
弥
陀
経
』
で
あ
る
。
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七

し
か
る
に
そ
の
『
小
経
』
は

『
大
経
』
の
法
と
『
観
経
』
の
機
と
を
合
説
す
る
も
の
と
伝
承
せ
ら
れ
た
。
さ
れ
ど
そ
の
合
説
と
は
機
法 

の
感
応
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
感
応
を
与
う
る
も
の
は
、
専
修
念
仏
の
他
な
き
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
称
名
念 

仏
は
必
ず
し
も
信
心
を
具
す
る
も
の
で
は
な
い
が' 

真
実
信
心
の
依
り
て
立
つ
と
こ
ろ
は
称
名
念
仏
の
他
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か 

に
す
る
も
の
が
『
阿
弥
陀
経
』
で
あ
る
。
そ
こ
に
着
眼
す
れ
ば
こ
の
経
の
宗
要
は
、
た
だ
一
句
の
「
執
持
名
号
」
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

『
大
経
』
に
あ
り
て
は
聞
其
名
号
で
あ
り
、

『
観
経
』
で
は
称
念
名
号
で
あ
っ
た
。
そ
の
聞
其
名
号
は
名
号
に
於
て
直
ち
に
大
悲
の
願
心 

を
感
じ
、
そ
の
称
念
名
号
は
称
名
に
於
て
苦
悩
の
解
脱
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
小
経
』
の
執
持
名
号
は' 

ま
さ
に 

機
法
の
対
向
に
於
て
感
応
を
求
め
し
め
る
も
の
で
も
る
。

そ

の

『
小
経
』
は
舎
利
弗
を
対
告
衆
と
し
て
祇
園
精
舎
に
於
て
説
か
れ
た
。
こ
の
場
合' 

祇
園
精
舎
と
は
専
修
念
仏
の
道
場
と
解
し
て 

よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
舎
利
弗
に
代
表
せ
ら
れ
る
も
の
は
釈
尊
の
弟
子
た
ち
で
あ
っ
て
、
 

菩
薩
大
衆
で
も
な
く' 

一
切
衆
生
で
も 

な
い
。
い
わ
ば
「
一
室
の
行
者
」
で
あ
る
。
親
鸞
に
取
り
て
は
法
然
門
下
の
人
・
で
あ
り' 

有
縁
の
同
朋
で
あ
る
。
そ
こ
に
最
も
必
要
な 

る
も
の
は' 

執
持
名
号
に
一
心
不
乱
な
る
こ
と
で
あ
る
。
若
し
執
持
名
号
を
忘
る
れ
ば
本
願
真
実
と
い
う
も' 

た
だ
道
理
を
語
る
も
の
に 

他
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
苦
の
救
い
と
い
っ
て
も' 

徒
ら
に
実
際
を
悲
し
む
こ
と
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
執
持
名 

号
に
依
り
て
の
み' 

そ
こ
に
大
悲
の
願
心
を
感
じ' 

苦
悩
の
人
生
に
も
意
味
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
だ
け
執
持
名
号
に
は
定
散
心
の
雑
わ
る
こ
と
が
誡
し
め
ら
れ
る
。

「
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
は
非
行
非
善
」
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ 

ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
は
常
に
深
自
悔
責
が
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
。

悔
責
と
は
懺
悔
の
心
を
失
わ
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

親
鸞
は 

『
観
経
』
に
準
知
す
る
に
『
小
経
』

に
も
隠
顕
あ
り
と
領
解
し' 

果
遂
の
願
に
よ
り
て
三
願
転
入
の
表
白
を
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
は
す
べ 

て
、
そ
の
深
自
悔
責
の
心
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
う
し
て
『
阿
弥
陀
経
』
の
要
旨
は
、
十
方
恒
沙
の
諸
仏
の
証
誠
護
念
に
よ
る
極
難
信
の
法
と
し
て
執
持
名
号
を
説
く
も
の
に
他
な
ら 

ぬ
も
の
で
あ
る
。
信
心
は
明
ら
か
に
建
立
自
心
で
あ
り' 

自
己
決
定
で
あ
り
、

「
面
々
の
は
か
ら
い
」
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
さ
れ
ど 

そ
れ
は
決
し
て
「
独
り
よ
が
り
」
で
あ
り
、
自
己
満
足
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
広
く
同
信
・
同
行
を
求
め
る
こ
と
、
そ
れ 

は
自
然
の
情
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
る
に
そ
の
同
信
・
同
行
を
求
め
る
心
は' 

即
ち
諸
仏
の
証
誠
護
念
を
待
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
諸
仏
の
証
誠
護
念
に
依 

り
て
、
か
え
り
て
本
願
の
名
号
の
い
か
に
極
難
信
で
あ
る
か
を
思
い
知
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
諸
仏
は
い
ず
こ
に 

あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
今
、

そ
れ
を
推
求
す
る
根
気
は
な
い
。

た

だ

「
勧
め
す
で
に
恒
沙
の
勧
め
な
れ 

ば
、
信
も
ま
た
恒
沙
の
信
な
り
」
と
い
う
親
鸞
の
語
に
名
状
し
が
た
い
感
銘
を
覚
え' 

特
に
念
仏
の
教
団
の
意
義
に
も
思
い
及
ぼ
さ
し
め 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

執
持
名
号
に
於
て
深
自
悔
責
す
る
。
そ
の
極
難
信
の
真
宗
こ
そ
顕
真
実
の
法
と
し
て' 

普
遍
の
意
味
を
も
つ
一
切
衆
生
の
帰
依
と
な
る 

の
で
あ
る
。
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