
聞

と

観

と

の

感

応

!

浄

土

の

経

典
(

四)I
金

子

大

栄

一

『
大
経
』
の
浄
土
は
音
楽
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
、
読
誦
す
る
者
に
お
の
ず
か
ら
感
知
せ
ら
れ
る
。
今
で
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
と
い 

っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
浄
土
の
風
光
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
も
の
は
特
に
樹
林
と
水
流
と
で
あ
る
が' 

両
者
と
も
に
楽
器
と
な
り 

て
音
楽
を
奏
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
の
体
は
仏
の
本
願
の
音
声
で
あ
る
と
い
う
『
華
厳
経
』
の
説
と
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
し
か
れ 

ば' 

「
弥
陀
の
本
国
は
四
十
ハ
願
な
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
善
導
の
言
葉
も
、
そ
の
心
と
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
本
願
は
言
葉
で
あ 

る
。
し
た
が
っ
て
音
芦
を
も
つ
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
ら
は
ゝ
そ
の
本
願
の
御
言
を
聞
く
時
に
は
必
ず
そ
の
音
声
を
感
ぜ
ね 

ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
本
願
を
聞
く
と
は
い
わ
れ
な
い
。
本
願
を
聞
く
も
の
は
必
ず
そ
の
音
声
を
感
ず
る
。
そ
の
音 

声
の
世
界
が
即
ち
浄
土
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
、
七
宝
樹
林
の
経
説
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
清
風
時
に
発
り
て
五
つ
の
音
声
を
出
す
ゝ
微
妙
の
宮
商
自
然
に
相
和
せ 

り
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
宗
祖
の
和
讃
と
な
り
て
「
清
浄
勲
を
礼
す
べ
し
」
と
嘆
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
清
浄
勲
が
即
ち
阿
弥 

陀
仏
の
名
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
清
浄
楽
も
本
願
功
徳
聚
も
阿
弥
陀
仏
の
名
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
浄
土
と
は
本
願
の
名
号
の
世
界
で
あ
る
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と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
本
願
の
名
号
の
音
芦
感
を
与
う
る
も
の
、
そ
れ
が
浄
土
で
あ
る
。
 

し
か
れ
ば
そ
の
音
声
は
い
か
な
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
道
場
樹
の
経
説
に
於
て
更
に
感
銘
の
深
い
も
の
が
あ
る
。
 

「
微
風
徐
く
動
き
て
諸
の
枝
葉
を
吹
く
に
無
量
の
妙
法
音
声
を
演
出
す
。
そ
の
声
流
布
し
て
諸
仏
国
に
徧
す
。
そ
の
音
を
聞
く
者
は
深
法 

忍
を
得' 

不
退
転
に
住
す
。
仏
道
を
成
ず
る
に
至
る
ま
で
耳
根
清
徹
に
し
て
苦
患
に
あ
わ
ず:

：:

」
と
説
き
進
め
て
「
そ
の
楽
声
、
法
音 

に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。
清
揚
哀
亮
に
し
て
微
妙
和
雅
な
り
」
と
結
ば
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
音
楽
感
の
尽
く
る
こ
と
な
き
こ
と
を
現
わ
す
も 

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
そ
の
清
揚
哀
亮
微
妙
和
雅
の
二
句
、

『
大
経
』
義
寂
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
如
来
の
ハ
音
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ハ 

音
に
つ
い
て
は' 

已
に
幾
度
も
考
究
し
た(
安
居
講
義
『
大
経
聞
思
録
』
等)

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
仏
の
説
法
に
於
け
る
ハ
音
惕
妙 

響
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
現
存
の
梵
本
で
は
そ
れ
が
浄
土
の
河
川
の
水
流
の
音
楽
と
し
て' 

「
こ
れ
ら
の
大
河
か
ら
響
き
わ
た 

る
音
は
深
味
を
帯
び' 

(

ブ
ッ
ダ
の
声
の
よ
う
に)

聴
取
し
識
別
し
や
す
く
、
清
ら
か
で
、
耳
に
快
く'

心
を
癒
し
、
愛
ら
し
く'

甘
美 

で
魅
力
的
で
あ
り
、
気
持
よ
く'

耳
に
逆
ら
わ
ず' 

不
思
議
な
ほ
ど
静
か
で
あ
り' 

無
心
で
あ
る
」(

岩
本
裕
氏
訳)

。
そ
れ
は
従
来
、
如 

来
の
ハ
音
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
水
流
の
音
声
も
「
ブ
ッ
ダ
の
声
の
よ
う
に
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
そ
れ
が
『
大
経
』
で
は
樹
林
の
音
声
と
し
て(

一)

清
(

二)

揚
(

暢
ま
た
は
徹)
(

三)

亠
X

(

四)

亮
(

五)

微
(

六)

妙 

(

七)

和
(

八)

雅
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
ま
た㈠

清
徹㈡

哀
亮㈢

微
妙㈣

和
雅
の
四
対
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
仏
教
の
音
楽
の
あ
る
べ
き
性 

格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
れ
ど
こ
こ
で
は' 

そ
の
推
求
は
盖
控
え
た
い
。
と
も
あ
れ
、 

こ
の
ハ
音
は
音
色
に 

関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
経
文
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
音
声
の
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
水
流
の
音
声
と
し 

て

「
或
は
仏
の
声
を
聞
き
、
或
は
法
の
声
を
聞
き
、
或
は
僧
の
声
を
聞
き
、
或
は
寂
静
の
声
、
空
無
我
の
声
、
大
慈
悲
の
声' 

波
羅
蜜
の 

声
、
或
は
十
力
無
畏
不
共
法
の
声
、
諸
通
慧
の
声
、
無
所
作
の
声' 

不
起
滅
の
声
、

無
生
忍
の
声
乃
至
甘
露
灌
頂
衆
の
妙
法
の
声
」
と
い
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う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
音
色
で
は
な
い
が
、

し
か
し
説
法
の
言
葉
で
も
な
い
。

説
法
の
言
葉
に
依
り
て
与
え
ら
れ
る
感
情
内
容
で
あ 

る
。
言
い
換
え
れ
ば
流
水
が
説
法
す
る
の
で
は
な
く
、
流
水
に
於
て
法
悦
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
そ
れ
は
音
楽
に
於
け
る 

曲
調
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も' 

そ
れ
は
歌
詞
そ
の
も
の
で
は
な
く'

ま
た
単
な
る
音
色
で
も
な
い
。
そ
し
て 

そ
の
歌
詞
と
な
る
も
の
は
説
法
の
言
葉
で
あ
る
。

こ
う
し
て
浄
土
は
音
楽
の
世
界
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

し
か
る
に
そ
の
音
声
は
本
願
の
体
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
本
願
と
は
四
十
ハ
願
で
あ
り
、
 

特
に
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
願
で
あ
る
。
十 

方
衆
生
を
呼
ん
で
至
心
信
楽
欲
生
我
国
と
願
を
か
け
、
若
不
生
者
不
取
正
覚
と
誓
わ
れ
た
。
そ
の
誓
願
の
音
声
の
世
界'

そ
れ
が
浄
土
で 

あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
音
声
と
は
本
願
の
言
葉
に
於
て
感
知
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

願
言
は
仏
心
の
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
表
現
と
は
即
ち
言
葉
と
な
り
て
現
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
な
し
に
は
仏 

心
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
願
言
を
領
解
す
る
こ
と
は
尤
も
肝
要
の
こ
と
と
い
わ 

ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
の
願
言
に
於
て
も
そ
れ
に
伴
う
願
音
を
聞
か
な
け
れ
ば' 

真
に
願
心
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
な 

い
。
言
葉
は
同
じ
く
と
も
そ
の
音
声
に
依
り
て
心
は
異
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
言
葉
を
聞
く
と
い
っ
て
も
実
は
そ
れ
に
依
り
て
心 

音
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ず
る
と
い
っ
て
も' 

そ
の
願
言
を
了
解
す
る
に
止
ら
ず' 

必
ず
そ
の
心
音
を
聞
く
も
の
で 

な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
ら
は
ど
う
し
て
そ
の
願
心
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
い
ろ
い 

ろ
の
問
題
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
る
に
『
大
経
』
の
説
意
に
依
れ
ば' 

そ
れ
こ
そ
聞
其
名
号
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
因
位
の
本
願
、
果
上
の
名
号 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
経
説
を
聞
く
も
の
に
取
り
て
は
、
本
願
は
仏
言
で
あ
り
名
号
は
仏
音
で
あ
る
と
領
受
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
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で
あ
ろ
う
か
。
名
号
と
は
本
願
の
心
音
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
本
願
と
は
名
号
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て 

本
願
の
心
音
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
聞
其
名
号
の
外
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
名
号
の
意
味
を
知
ろ
う
と
す
れ
ば
、
か
え
っ
て
本
願
の
言
葉 

を
領
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
即
ち
「本
願
や
名
号
、
名
号
や
本
願
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
『
教
行
信
証
』
の

「
信
巻
」
の
祖
釈
は
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
。
本
願
の
三
信
は' 

そ
の
体
名
号
の
他
に
は
な
い
。
真
実 

心

・
大
悲
心
・
廻
向
心
に
依
り
て
名
号
は
成
就
せ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
本
願
の
成
就
は
聞
其
名
号
の
他
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
れ 

ば

「
一
念
と
い
う
は
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
わ
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
わ
す
」
と
い
う
は
、
願
音
を
聞
い
て
の
感
応
で
あ
ろ 

う
。
そ
れ
は
感
応
な
れ
ば
こ
そ
時
剋
の
極
促
の
一
念
で
あ
り
、
広
大
難
思
の
慶
心
で
あ
る
。
し
か
る
に
親
鸞
は
そ
の
聞
其
名
号
の
経
文
を 

解
釈
し
て
「
聞
と
い
う
は
衆
生
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
を
聞
と
い
う
」
と
い
わ
れ
た
。
こ
れ
即
ち
名
号 

の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
本
願
の
御
言
を
思
う
他
な
い
こ
と
を
顕
わ
さ
る
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
本
願
の
文
は
願
意
を 

顕
わ
す
言
葉
で
あ
り
、
成
就
の
文
は
そ
の
願
言
に
伴
う
仏
音
声
を
彰
わ
す
も
の
と
領
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
名
号
と
は 

名
告
で
あ
る
。
即
ち
本
願
の
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
名
号
を
聞
か
な
い
も
の
は
、
真
実
に
本
願
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ 

ろ
う
。

「
真
実
の
信
心
は
必
ず
名
号
を
具
う
」
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
『
大
経
』
で
は
本
願
の
名
号
を
聞
信
す
る
こ
と
に
依
り
て
浄
土
に
生
る
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
浄
土
は 

音
楽
の
世
界
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
そ
の
音
楽
は
本
願
の
名
号
を
聞
信
す
る
も
の
に
内
観
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
聞
と
は 

耳
根
清
徹
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
聞
に
よ
り
て
仏
心
の
慈
悲
と
智
慧
と
の
哀
亮
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
涅
槃
へ
の
微
妙
と
人
間
へ
の 

和
雅
と
が
受
用
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
れ
ば'

「
仏
の
声
を
き
き' 

乃
至
衆
の
妙
法
の
声
を
き
く
」
と
い
う
こ
と
も
す
べ
て
聞
其
名
号
の
功
徳
の
他
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
名 

号
を
聞
く
こ
と
は
、
即
ち
仏
の
声
を
き
く
こ
と
で
あ
る
。
波
羅
蜜
の
声
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
空
無
我
の
声
を
き
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し 

て
そ
れ
ら
の
功
徳
を
受
用
す
る
の
で
あ
る
。
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し
か
る
に
そ
の
聞
其
名
号
は
『
観
経
』
に
於
て
は
称
名
念
仏
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
間
に
取
り
て
の
実
際
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
で 

あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
こ
で
聞
よ
り
観
へ
と
経
意
を
た
ず
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

三

『
大
経
』
の
浄
土
は
音
楽
の
世
界
で
あ
る
に
対
し
て
『
観
経
』
の
浄
土
は
絵
画
の
世
界
で
あ
る
。
私
は
曾
て
遠
山
寺
を
背
景
と
し
て
タ 

暮
を
画
い
た
暮
鐘
と
題
す
る
絵
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
光
景
は
今
も
眼
に
浮
ぶ
。
ミ
レ
ー
の
夕
の
祈
り
も
題
名
は
晚
鐘
で
あ
る
。
い 

ず
れ
も
何
所
か
ら
と
も
な
く
鐘
の
音
が
響
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
今
こ
こ
に
日
没
観
か
ら
始
ま
る
『
観
無
量
寿
経
』
を
思 

い
合
わ
さ
し
め
る
の
で
あ
る
。

善
導
は
日
想
観
に
於
て
方
処
と
業
障
と
光
明
と
の
三
識
知
を
説
か
れ
た
。
そ
の
方
処
識
知
と
は
浄
土
は
西
方
に
あ
る
こ
と
を
指
示
す
る 

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
浄
土
は
西
方
に
あ
り
と
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
涅 

槃
こ
そ
人
生
の
終
帰
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
何
故
に
最
初
に
日
想
観
が
説
か
れ
た
か
の
意
味
が 

明
ら
か
で
な
い
。
日
没
は
涅
槃
を
想
観
せ
し
め
る
。
そ
れ
が
出
発
点
と
な
り
て
定
善
十
三
観
は
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
水
想 

観
以
後
の
す
べ
て
は
浄
土
は
涅
槃
界
で
あ
る
こ
と
を
想
観
せ
し
め
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
於
て
日
想
観
は
仮
観
で 

あ
る
と
し
て
も
、
方
便
観
と
し
て
最
も
重
要
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
以
て
次
の
水
想
観
は' 

特
に
業
障
識
知
の
場
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
晩
鐘
の
絵
は
、
懺
悔
を
現
わ
し
て
い
る
。
し
か
る
に
今
特 

に
そ
れ
を
水
想
観
に
於
て
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
所
以
は
、
浄
土
は
純
粋
感
情
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
想
わ
れ
る
か
ら 

で
あ
る
。
水
想
観
と
い
っ
て
も
実
は
地
想
観
で
あ
る
。
地
想
観
が
先
ず
以
て
水
想
観
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
清
浄
の
大
地
を
象
徴 

す
る
も
の
で
あ
る
。
浄
土
は
清
浄
業
処
で
あ
り
、
こ
の
世
の
生
活
を
懺
悔
せ
し
め
る
場
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
以
て
推
す
に
次
で
説
か
れ
て
い
る
宝
樹
・
宝
池
等
の
浄
土
の
依
報
観
は
、
す
べ
て
人
間
生
活
を
懺
悔
せ
し
め
る
も
の
と
思
わ
れ
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る
。
特
に
宝
樹
観
に
於
て
人
間
の
業
を
、
宝
池
観
に
於
て
人
間
の
感
覚
を
反
省
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
そ
の
経
文
の
一 

ー
が
わ
た
し
に
了
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

『
観
経
』
の
文
学
的
表
現
は
到
底
う
か
が
い
知
る
を
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
恐
ら
く 

経
文
そ
の
も
の
も
思
想
的
に
推
求
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
素
直
な
ら
感
情
に
於
て
頷
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ 

ば
宝
樹
と
い
い
宝
池
と
い
う
、
そ
の
宝
と
は
、
無
漏
を
意
味
す
と
い
う
善
導
の
指
示
を
便
り
に
浄
土
を
思
慕
す
る
の
他
な
い
の
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
そ
の
想
観
の
う
ち
に
あ
り
て
特
に
心
ひ
か
れ
る
も
の
は' 

し
ば
し
ば
空
中
の
音
楽
が
聞
え
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
水
想
観
で 

は
ハ
種
の
清
風
が
無
量
の
楽
器
を
鼓
っ
て' 

苦

・
空
,

無
常
・
無
我
の
音
を
演
出
す
る
。
宝
池
観
で
は
水
の
流
れ
が
「
そ
の
声
微
妙
に
し 

て
苦
・
空

・
無
常
・
無
我
を
演
出
す
」
る
。
宝
楼
観
で
は
虚
空
に
懸
処
す
る
楽
器
が
「
鼓
せ
ず
し
て
自
ら
鳴
り
」
て
念
仏
・
念
法

・
念
比 

丘
僧
を
説
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
絵
画
の
う
ち
に
音
声
を
き
く
の
感
あ
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
音
声 

が
特
に
苦
・
空

・
無
常
・
無
我
で
あ
る
こ
と
は
聞
く
も
の
の
身
に
浸
む
も
の
の
如
く
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
生
活
の
懺
悔
と
感
応
す
る 

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
生
活
の
懺
悔
と
苦:

空,

無
常
・
無
我
と
の
交
感
、
そ
れ
こ
そ
浄
土
を
願
う
も
の
の
心
境
で
あ
る
。
そ 

し
て
そ
こ
に
念
仏
・
念
法

・
念
僧
の
声
を
き
く
の
で
あ
る
。

四

こ
う
し
て
定
善
は
浄
土
観
か
ら
阿
弥
陀
仏
観
へ
と
移
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
別
し
て
光
明
識
知
の
展
開
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
光
明 

は
夕
空
を
照
ら
す
涅
槃
の
光
で
あ
る
。
そ
れ
が
華
座
観
か
ら
始
め
ら
れ
た
こ
と
は' 

浄
土
を
華
座
と
す
る
も
の
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
い 

う
こ
と
を
彰
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
衆
生
の
往
生
す
る
と
こ
ろ' 

そ
こ
が
如
来
の
成
仏
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
心
に
て
見
れ
ば' 

こ 

の
華
座
に
於
て
「
こ
の
妙
華
は
こ
れ
本' 

法
蔵
比
丘
の
願
力
の
所
成
な
り
」
と
説
か
れ
た
微
意
も
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
世
親 

も' 

「
如
来
浄
華
の
衆
は' 

正
覚
の
華
よ
り
化
生
す
」
と
讃
嘆
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
華
座
観
に
入
る
に
当
り
て
阿
弥
陀
仏
は
空 

中
に
住
立
せ
ら
れ
た
。
釈
尊
の
除
苦
悩
法
の
声
に
応
じ
て
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
以
下
雑
想
観
に
至
る
ま
で' 

す
べ
て
は
除
苦
悩
法
の
展
開
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と
領
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
空
中
の
住
立
は
、
浄
土
観
が
地
想
観
か
ら
始
ま
る
も
の
と
対
応
し
て
懺
悔
と
讃
嘆
と
の
交
感
を
与 

う
る
も
の
で
は
な
い 
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
阿
弥
陀
仏
観
に
於
て
像
観
が
あ
る
。
そ
れ
は
仏
身
に
対
し
て
は
特
に
想
観
の
必
要
な
る
こ
と
を
彰
わ
す
も
の
で
あ
る
。
仏
像
と
は 

仏
身
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
に
仏
身
に
対
面
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
対
し
て
特
に
重
要
な
る
意
味
を
も
つ
も
の 

で
あ
る
。
ま
こ
と
は
想
観
を
し
て
究
り
な
か
ら
し
む
る
も
の
は
仏
像
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
想
観
即
像
観
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ 

れ
に
依
り
て
「
諸
仏
如
来
は
こ
れ
法
界
の
身
な
り' 

一
切
衆
生
の
心
想
の
中
に
入
り
た
ま
え
り
」
と
説
か
れ
た
。
そ
れ
は
如
来
は
衆
生
心 

中
に
内
在
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。

「
心
に
仏
を
想
う
時
」
そ
の
心
は
「
三
十
二
相
・
ハ
十
随
形
好
」
よ
り
外
に
何
も
の
も 

な
い
も
の
と
な
る
。
そ
の
心
は
仏
と
な
り
、
そ
の
心
は
仏
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
諸
仏
正
徧
知
海
は
心
想
よ
り
生
ず
」
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
已
に
い
う
よ
う
に
想
観
は
常
に
想
観
を
超
え
て
あ
る
も
の
が
思
慕
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
像
観
は
常
に
真
身 

観
を
想
念
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
像
観
に
次
で
真
身
観
が
説
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
「
仏
身
の
高
さ 

六
十
万
億
那
由
他
恆
河
沙
由
旬
」
で
あ
り' 

「
仏
眼
は
四
大
海
水
の
如
し
」
と
説
か
れ
て
い
る
限
り
に
於
て
な
お
方
便
化
身
と
い
わ
ね
ば 

な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
真
仏
は
不
可
思
議
光
如
来
な
り
と
領
解
し
た
親
鸞
は
『
観
経
』
の
真
身
観
の
仏
は
是
れ
方
便
化
身
で
あ
る
と
顕
わ 

さ
れ
た
。
こ
れ
恐
ら
く
真
身
観
の
仏
と
い
う
も
畢
竟
は
想
観
の
内
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

さ
れ
ど
真
身
観
の
経
説
に
は'

明
ら
か
に
想
観
を
超
え
た
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
「光
明
徧
照' 

十
方
世
界' 

念
仏
衆
生
、
摂
取
不
捨
」 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
特
に
「
た
だ
憶
想
し
て
心
眼
を
し
て
見
せ
し
む.
へ
き
」
も
の
と
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
「
仏
身
を
観 

る
も
の
は
仏
心
を
見
る
」
も
の
と
な
り' 

そ
の
仏
心
と
は
大
慈
悲
で
あ
り' 

「
無
縁
の
慈
を
以
て
諸
の
衆
生
を
摂
す
」
る
も
の
で
あ
る
こ 

と
が
説
き
顕
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
観
仏
三
昧
も
念
仏
三
昧
へ
と
帰
入
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
『
大
経
』
の 

説
教
と
思
い
合
わ
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

仏
心
は
大
慈
悲
で
あ
る
。
そ
の
性
格
は
無
縁
の
慈
で
あ
る
。
そ
れ
は
衆
生
縁
の
慈
悲
と
法
縁
の
慈
悲
と
を
超
え
て
そ
れ
を
包
み
、
そ
れ
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に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
衆
生
縁
の
慈
悲
を
代
表
す
る
も
の
は
観
音
で
あ
り' 

法
縁
の
慈
悲
を
現
わ
す
も
の
は
勢
至
で
あ 

る
。
こ
れ
に
依
り
て
観
音
観
と
勢
至
観
と
が
説
か
る
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
れ
ば
観
音
観
に
於
て
は
、
そ
の
御
手
よ
り
柔
軟
の
光
い
で 

て
普
ね
く
一
切
を
照
ら
し' 

そ
の
宝
手
を
以
て
衆
生
を
接
引
せ
ら
れ
る
有
難
さ
を
思
い
、
勢
至
観
に
於
て
は' 

そ
の
行
に
於
て
、
そ
の
坐 

に
於
て' 

国
土
を
動
揺
せ
し
め
妙
法
を
説
い
て
苦
の
衆
生
を
度
す
る
厳
し
さ
を
思
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
無
縁
の
大
悲 

を
感
ず
る
こ
と
も
衆
生
縁
・
法
縁
を
手
が
か
り
に
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
最
後
の
普
観
と
雑
想
観
と
を
思
う
に
、
そ
れ
は
浄
土
観
と
如
来
観
と
を
結
ぶ
も
の
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
普 

観
は
浄
土
に
於
け
る
往
生
観
で
あ
り' 

そ
の
雑
想
観
は
如
来
観
に
於
け
る
無
碍
自
在
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
観
に
よ
り
て
限
り 

な
く
想
観
せ
ら
れ
た
定
善
も' 

極
め
て
手
近
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五

し
か
る
に
次
で
説
か
れ
る
散
善
と
思
い
合
わ
せ
ば
こ
の
普
観
と
雑
想
観
と
は
定
善
観
こ
そ
往
生
浄
土
を
願
う
心
理
的
根
拠
で
あ
る
こ
と 

を
彰
わ
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
散
善
を
行
う
も
の
は
定
善
を
求
め
る
も
の
と
別
な
者
で
は
な
い
。
二
善
は
一
機
に
よ
り
て
行
わ 

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
浄
土
を
欣
慕
す
る
想
観
が
現
実
な
る
往
生
行
の
根
拠
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
散
善
九
品
の
性
格 

を
も
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
こ
に
は
九
品
の
別
は
あ
っ
て
も
、
浄
土
の
涅
槃
は
畢
竟
一
如
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て 

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
立
場
に
於
て
九
品
の
別
あ
る
こ
と
は
、
尊
重
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
浄
土
の
往
生
に
於
て
さ
と
り 

に
別
な
き
こ
と
を
彰
わ
す
も
の
は
普
観
で
あ
り
、
そ
の
往
生
の
根
機
の
差
別
に
碍
り
な
き
こ
と
を
語
る
も
の
は
雑
想
観
で
あ
る
。
こ
う
し 

て
普
観
と
雑
想
観
と
は
散
善
行
を
呼
起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
散
善
も
ま
た
「
観
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

往
生
の
根
機
に
九
品
の
別
は
あ
っ
て
も' 

浄
土
の
さ
と
り
は
一
如
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
観
経
』
の
教
説
に
於
て
お
の
ず
か
ら
感
知
せ
ら 

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
九
品
の
別
を
説
か
れ
た
教
意
に
平
等
の
慈
悲
が
受
容
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
上
品
の
往
生
人
は
自
身
を
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上
品
と
し
て
徹
底
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
下
品
の
往
生
人
を
も
親
し
き
同
行
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で.
あ
ろ
う
。
下
品
の
往
生
人
は
自
身
の
下
品 

で
あ
る
こ
と
を
覚
知
す
る
こ
と
に
於
て' 

上
品
の
往
生
人
を
善
知
識
と
し
て
尊
重
せ
し
め
ら
れ
る
。
し
か
れ
ば
来
迎
そ
の
他
に
九
品
の
別 

は
あ
り
て
も
、
そ
こ
に
大
悲
応
現
の
一
つ
心
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
普
観
と
雑
想
観
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
か
ら 

で
あ
る
。
そ
こ
に
普
観
に
於
け
る
無
量
寿
仏
が
観
音
勢
至
と
共
に
「
常
に
こ
の
行
人
の
所
に
来
る
」
と
い
い' 

雑
想
観
に
於
け
る
「
阿
弥 

陀
仏
神
通
如
意
」
と
あ
る
教
意
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
眼
を
開
け
ば
九
品
の
往
生
人
は' 

す
べ
て
教
界
の
部
員
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
『
大
経
』
の
三
輩
往
生
人
と
の 

対
応
が
も
る
。
古
来' 

三
輩
と
九
品
と
の
同
別
が
問
題
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
れ
ど
両
方
の
経
文
を
調
査
す
る
こ
と
に
な
れ
ば' 

徒
ら
に 

煩
雑
を
加
う
る
の
み
で
あ
る
。
三
輩
と
九
品
と
は
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
大
経
』
に
説
く
三
輩
の
往
生
人
は
明
ら
か
に 

教
法
の
世
界
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
輩
は
出
家
の
僧
侶
で
あ
り
、

中
輩
は
在
家
の
護
法
者
で
あ
り' 

下
輩
は
一
般
の
信
者
で
あ 

る
。
そ
し
て
三
者
い
ず
れ
も
菩
提
心
を
発
し' 

専
念
無
量
寿
仏
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
浄
土
教
の
世
界
は
成
立
す
る
の
で
あ 

る
。
真
宗
の
教
団
と
い
う
も' 

こ
の
理
想
の
下
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
普
遍
の
法
を
説
く
『
大
経
』
に
於
て
は
当
然
の
こ 

と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
九
品
の
往
生
人
を
三
輩
に
対
応
せ
し
め
る
こ
と
に
な
れ
ば' 

『
観
経
』
の
上
輩
三
品
、
中
輩
の
上
中
二
品
は
『
大
経
』
の 

上
輩
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
上
三
品
は
僧
侶
の
道
で
あ
り
た
い
。
自
利
利
他
の
大
乗
精
神
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ど
偏
え
に
自 

身
の
道
の
み
を
求
め
る
声
聞
自
利
の
僧
侶
も
场
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
と
す
れ
ば
『
大
経
』

の
中
輩
に
相
当
す
る 

『
観
経
』
の
九
品
に
は
た
だ
中
下
品
の
み
と
な
る
。
そ
こ
に
は
不
整
合
の
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
更
に
下
三
品
に
至
り
て
は
『
大
経
』
の 

下
輩
に
対
応
せ
し
め
る
こ
と
は
全
く
無
理
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ど
唯
知
作
悪
の
凡
夫
を
も
下
輩
の
往
生
人
と
摂
入
す
る
と
こ
ろ 

に
教
界
の
理
想
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
せ
ば
条
理
の
通
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
九
品
は
三
輩
に
摂
ま
る
と
解
せ
ら
れ 

て
来
た
伝
統
の
心
も
頷
ず
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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さ
れ
ど
九
品
そ
の
も
の
は' 

そ
の
よ
う
に
眼
を
外
に
向
け
し
め
る
も
の
で
は
な
く'

内
に
省
み
て
自
身
を
見
出
さ
し
め
る
も
の
で
あ 

る
。
九
品
を
歴
観
せ
し
め
ら
れ
て' 

わ
が
身
は
い
ず
こ
に
あ
り
や
を
思
い
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
殊
の
機
と
し
て
の
自
己 

発
見
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
歴
観
を
行
え
る
も
の
は
道
綽
で
あ
っ
た
。

「若
し
大
乗
に
よ
れ
ば
真
如
実
相
第
一
義
空'

曾
て
未
だ
心
を 

措
か
ず
」
と
説
き
始
め
て
「
若
し
起
悪
造
罪
を
論
ぜ
ば
何
ぞ
暴
風
駛
雨
に
異
な
ら
ん
や
」
に
終
帰
し
て
い
る
。
こ
れ
即
ち
九
品
を
歴
観
し 

て
見
出
し
た
る
自
身
は
下
品
の
悪
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
諸
仏
の
大
慈
、
勧
め
て
浄
土
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
も 

こ
れ
に
依
る
の
で
あ
る
。

こ
の
自
己
反
省
は
善
導
の
『
観
経
』
に
於
け
る
至
誠
心
，
深
心
・
廻
向
発
願
心
の
三
心
釈
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
心
は
往
生
人
と 

し
て
必
ず
発
す
べ
き
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
れ
ば
そ
れ
は
上
品
上
生
の
所
で
説
か
れ
て
は
い
る
が' 

下
品
下
生
に
も
通
ず
る
も
の 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
依
り
て
善
導
は
下
品
の
悪
人
の
身
と
な
っ
て' 

そ
の
三
心
を
読
み
取
ろ
う
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

そ
れ
が
至
誠
心
の
経
説
に
於
て
虚
仮
不
実
を
痛
感
し
、
出
離
の
縁
な
き
身
と
知
る
深
心
と
な
り' 

そ
し
て
そ
の
立
場
に
あ
ら
し
め
ら
れ
て 

こ
そ
発
願
廻
向
し
て
浄
土
往
生
を
期
す
る
他
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

六

こ
こ
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は' 

道
綽
、
善
導
の
領
解
に
は
、
悪
人
の
反
省
が
如
来
の
本
願
に
感
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
道
綽
で
は 

「
た
と
え
ー
生
悪
を
造
る
も
命
終
の
時
に
臨
ん
で
十
念
相
続
し
て
わ
が
名
を
称
せ
ん
に
、
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
い
う
も 

の' 

そ
れ
が
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
。
善
導
に
あ
り
て
は
「
自
身
は
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫' 

曠
劫
已
来
つ
ね
に
没
し
つ
ね
に
流
転
し
て
出 

離
の
縁
な
し
と
深
信
す
る
」
こ
と
に
於
て
「
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
い
な
く
慮
り
な
く
彼
の
願
力
に
乗
ず 

れ
ば
必
ず
往
生
す
る
こ
と
を
得
と
深
信
す
る
」
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
機
法
の
対
応
で
は
な
い
。
相
応
と
い
う 

も
順
応
と
い
う
も
、
そ
の
底
に
感
応
あ
り
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
そ
の
感
応
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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思
う
に
そ
の
感
応
を
呼
び
起
せ
る
も
の
こ
そ
下
品
に
説
か
れ
た
る
称
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
ろ
う
。
汝
た
だ
称
名
せ
よ
。
そ
れ
に
も
ま
さ 

る
救
い
は
な
く'

感
激
は
な
い
。
そ
の
感
激
に
於
て
善
導
に
は
念
仏
往
生
の
願
に
於
け
る
至
心
信
楽
は
た
だ
称
我
名
号
の
他
な
き
も
の
と 

領
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
敢
て
至
心
信
楽
の
身
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
は' 

畢
竟
本
願
に
感
応
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
念
仏
し
て
往 

生
を
願
う
、
そ
れ
が
至
心
信
楽
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
願
に
感
応
す
る
も
の
は
た
だ
念
仏
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
だ
念
仏
は
即
ち
称 

我
名
号
の
本
願
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
称
名
に
於
て
本
願
に
感
応
せ
し
め
る
も
の
は
名
号
の
功
徳
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な 

ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
聞
其
名
号
と
称
名
念
仏
と
の
呼
応
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
名
号
と
称
名
と
が' 

曇
鸞
に
あ
り
て
は' 

相
応
，
不
相
応
の
問
題
と
な
っ
た
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
の
名
号
に
は
破
暗
満
願
の
徳 

が
具
わ
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
称
名
憶
念
す
れ
ど
も
無
明
な
お
あ
り
て
所
願
を
満
た
さ
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
如
来
は
こ 

れ
実
相
身
で
あ
り' 

為
物
身
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
実
体
思
想
に
執
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
弥 

陀
の
名
号
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
だ
か
ら
仏
に
あ
り
て
も
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
り' 

衆
生
に
あ
り
て
も
南
無
阿
弥
陀
仏
で
茴
る
。
し 

か
る
に
南
無
と
阿
弥
陀
仏
と
結
び
つ
け
る
も
の
が
称
名
で
あ
る
と
思
う
と
こ
ろ
に
不
如
実
修
行
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で 

あ
ろ
う
。
如
来
は
こ
の
身
の
た
め
に
は
主
体
と
な
り
た
も
う
。
そ
れ
が
実
相
身
で
あ
る
。
如
来
は
衆
生
を
以
て
自
身
と
せ
ら
れ
る
。
そ
れ 

が
為
物
身
で
あ
る
。
弥
陀
の
名
号
は
正
し
く
そ
の
肉
体
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
を
知
る
も
の
は
、
念
仏
の
信 

心
に
於
て
お
の
ず
か
ら
淳
一
相
続
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
即
ち
名
号
と
称
名
と
の
相
応
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
相
応
と
は
内 

に
感
応
あ
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
感
応
な
け
れ
ば
相
応
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
の
感
応
は
ま
た
順
応
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
善
導
に
於
て
最
も
親
し
い
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
仏
三
随
順
は
善 

導
教
学
の
中
心
で
あ
る
。
法
然
を
し
て
廻
心
せ
し
め
た
「
一
向
専
念
無
量
寿
仏
、
行
住
坐
臥
不
問
時
節
久
近
、
念
・
不
捨
者
、
是
名
正
定 

之
業' 

順
彼
仏
願
故
」
と
い
う
も
念
仏
と
本
願
と
の
順
応
に
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
順
応
は
下
品
の
機
に
感
応
さ
れ
て
の
も
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
反
応
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
願
の
有
難
さ
を
説
い
て
も
上
品
の
機
に
は
反
応
が
な
い
。
そ
れ
は
た
と
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え
順
応
と
思
わ
れ
て
も
感
応
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
そ
の
感
応
は
称
名
念
仏
に
於
て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
感
応
は
『
大
経
』
に
於
て
は
聞
其
名
号
に
於
て
開
発
せ
ら
れ 

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
今
『
観
経
』
に
於
て
は
称
名
念
仏
の
身
に
現
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
念
仏
は
定 

善
の
帰
趣
で
あ
り
、
称
名
は
散
善
の
究
極
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
『
大
』

『
観
』
二
経
の
対
応
は
畢
竟
聞
其
名
号
と
称
名
念
仏
と
の
感
応
と 

い
う
こ
と
に
帰
一
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
曇
鸞
の
相
応
不
相
応
の
問
題
も' 

善
導
の
順
応
反
応
の
意
味
も
こ
れ
に
依
り
て
了
解
さ
れ
る
の
で 

あ
る
。

し
か
れ
ば
聞
其
名
号
と
称
名
念
仏
と
の
感
応
は
い
か
に
し
て
信
楽
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
呼
応
と
い
わ
る
べ
き
も
の
で 

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
感
知
せ
し
め
る
も
の
は
、
ニ
河
譬
で
あ
る
。

「
す
で
に
こ
の
道
あ
り
、
 

必
ず
度
る
べ
し
」
と
称
名
念
仏
で
あ 

る
。

「
汝
一
心
正
念
に
し
て
直
に
来
れ
、
わ
れ
よ
く
汝
を
護
ら
ん
」
の
声
を
き
く
、
そ
れ
は
聞
其
名
号
で
あ
る
。
こ
う
し
て
想
観
の
終
極 

は
称
名
念
仏
と
な
り
て
聞
其
名
号
の
本
願
に
感
応
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
呼
応
が
宗
祖
の
名
号
釈
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は' 

も
は
や
説
明
す
る
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
善
導
の' 

「
南
無
と
い
う
は 

帰
命
な
り' 

ま
た
こ
れ
発
願
廻
向
の
義
な
り
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
は
即
ち
そ
の
行
な
り:

：;

」
と
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、

「
帰
命 

と
い
う
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
。
発
願
廻
向
と
い
う
は
如
来
す
で
に
発
願
し
て
衆
生
の
行
を
廻
施
し
た
も
う
の
心
な
り
。
即
是
其
行
と 

い
う
は
選
択
本
願
こ
れ
な
り:

：:

」
と
領
受
せ
ら
れ
た
宗
祖
の
信
境
に
は
称
名
と
名
号
と
の
感
応
が
あ
っ
た
。

「
信
楽
開
発
の
時
尅
の
極 

促
」
と
い
う
も
「
広
大
難
思
の
慶
心
」
と
い
う
も
、
こ
れ
に
依
り
て
身
証
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
称
名
念
仏
と
聞
其
名
号
と
の
呼
応
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

し
か
る
に
称
名
念
仏
す
る
も
の
は
時
処
諸
縁
を
機
と
す
る
も
の
で
あ 

る
。
し
か
れ
ば
ハ
音
・
十
三
声
と
い
う
も
そ
の
機
縁
に
応
じ
て
感
知
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
聞
と
観
と
の
感 

応
の
究
り
な
き
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
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