
指

方

立

相

論

『
観
経
』
第
ハ
像
観
に
は
一
見
浄
土
の
教
義
に
あ
ら
ざ
る
か
の 

ご
と
き
経
説
が
み
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
法
界
身
の
説
が
こ
れ
で
あ 

る
。
も
と
も
と
こ
の
経
は
王
舎
城
の
悲
劇
に
発
端
し
、
国
大
夫
人 

韋
提
希
の
危
急
に
応
ず
る
べ
く
説
き
出
さ
れ
た
経
説
で
あ
る
。
し 

か
も
韋
提
希
は
心
想
羸
劣
の
凡
夫
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、 

末
代
濁 

世
の
わ
れ
ら
と
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
と
し
た
な
ら
ば
釈
尊
の
説 

法
も' 

こ
の
主
題
に
か
な
う
ご
と
く
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
に 

も
か
か
わ
ら
ず
、
経
に
は
し
ば
し
ば
意
表
の
説
が
な
さ
れ
て
い
る 

の
で
あ
っ
て' 

法
界
身
の
経
説
は
ま
さ
し
く
適
例
で
あ
る
と
い
え 

る
。し

か
る
に
こ
の
経
の
こ
の
よ
う
な
構
造
の
う
ち
に
こ
そ
仏
力
異 

方
便
の
世
界
が
彰
わ
さ
れ' 

こ
れ
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
弥
陀
弘
願 

の
た
し
か
め
が
あ
る
所
以
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
が' 

ほ
か
な
ら 

ぬ
善
導
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
こ
の
経
は
複
雑
多
端
な
構

藤 

原 

幸 

章 

造
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
首
尾
一
貫
し
て
そ
の
根
本
主
題
に 

些
か
の
狂
い
も
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(

た 

と
え
ば
「
散
善
義
」
得
益
分
釈
下
参
照)

。
現
に
、 

『
教
行
信
証
』

総 

序
に
み
ら
れ
る
、
浄
邦
縁
熟
・
浄
業
機
彰
を
説
く 

一
文
も' 

ま
さ 

し
く
こ
の
善
導
自
身
の
『
観
経
』
解
釈
を
承
け
た
宗
祖
自
身
の
こ 

の
経
領
解
の
焦
点
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
 

そ
れ
は
確
か
に
そ
う
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ 

ら
ず
法
界
身
の
経
説
に
接
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
岐
路
に
迷
わ 

ざ
る
を
え
な
い
も
の
が
あ
る
。

諸
仏
如
来
は
是
れ
法
界
の
身
な
り
。

一
切
衆
生
の
心
想
の
中
に 

入
り
た
ま
ふ
。
是
の
故
に
汝
等' 

心
に
仏
を
想
ふ
時
、
是
の
心 

即
ち
是
れ
三
十
二
相
八
十
随
形
好
な
り
。
是
の
心
作
仏
ね' 

是 

の
心
是
れ
仏
な
り
。
諸
仏
正
遍
知
海
は
心
想
よ
り
生
ず
。
是
の 

故
に
応
当
に
一
心
に
繫
念
し
て
諦
か
に
彼
の
仏
・
多
陀
阿
伽 

度

・
阿
羅
訶
・
三
藐
三
仏
陀
を
観
ず
べ
し
。

就
中' 

「
是
心
即
是
三
十
二
相
八
十
随
形
好
・
是
心
作
仏
・
是
心
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是
仏
」
と
の
い
い
方
は
、
聖
道
教
義
一
般
と
異
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
 

従
っ
て
そ
れ
は
安
養
浄
刹
の
う
ち
に
し
て
往
生
成
仏
を
期
す
る
浄 

土
門
と
は
真
向
か
ら
矛
盾
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え 

に
現
に
釈
家
の
多
く
は
特
に
こ
の
一
文
を
証
権
と
し
て
、
唯
心
の 

弥
陀
説
を
立
て' 

い
わ
ゆ
る
唯
識
法
身
の
観
や
自
性
清
浄
仏
性
観 

を
も
っ
て'

こ
の
経
の
宗
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
こ
の
経 

説
に
よ
る
か
ぎ
り
、
そ
う
と
し
か
理
解
の
仕
様
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

わ
れ
わ
れ
は
以
下
に
お
い
て
こ
の
文
に
対
す
る
善
導
の
領
解
を 

手
が
か
り
と
し
て
、
浄
土
教
が
常
に
問
わ
れ
て
い
る
指
方
立
相
の 

問
題
に
及
び
た
い
と
思
う
。

二

試
み
に
曇
鸞
に
た
ず
ね
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
曇
鸞
こ
そ 

『
観
経
』
流
伝
の
歴
史
に
登
場
す
る
最
初
の
人
で
あ
り' 

し
か
も 

こ
の
経
文
を
浄
土
門
の
側
に
立
っ
て
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
最
初 

の
人
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
論
註
』
上
巻
身
業
功
徳
釈
下
の 

問
答
が
正
し
く
そ
れ
で
あ
る
が' 

こ
こ
で
曇
鸞
は
観
察
門
の
対
境 

と
し
て
の
真
仏
の
相
好
功
徳
を
確
か
め
ん
と
し
て' 

初

め

に

『
観 

経
』
第
九
真
身
観
の
経
文
に
注
目
し
、
つ
づ
い
て
法
界
身
の
経
説 

を
と
り
あ
げ
る
。
恐
ら
く
、
曇
鸞
自
身
も
こ
の
経
説
に
注
視
せ
ざ 

る
を
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

曇
鸞
に
よ
れ
ば
、

法

界

と

は

「
衆
生
の
心
法
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
衆
生 

の
心
そ
の
も
の
を
さ
す
。
わ
れ
わ
れ
の
心
は
世
間
・
出
世
間
の
ー 

切
諸
法
を
生
ず
る
か
ら
で
あ
っ
て
、 

恰
も
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
が
、
 

眼
根
と
色
・
空
・
明
・
作
意
の
五
つ
の
因
縁
に
よ
っ
て
成
り
立
ち'

そ 

れ
を
眼
界
と
よ
ぶ
の
と
同
様
で
あ
る
。
即
ち
眼
と
い
う
感
覚
器
官 

と
客
観
の
対
境
・
空
間
・光
り
及
び
見
よ
う
と
す
る
意
志
の
五
条
件 

が
成
就
し
て
、
こ
こ
に
眼
界
即
ち
視
覚
が
成
立
す
る
ご
と
く'

衆
生 

の
心
そ
の
も
の
も
能
く
世
間
・
出
世
間
の
一
切
諸
法
を
そ
れ
ぞ
れ 

の
界
別
に
応
じ
て
識
別
、
能
縁
す
る
が
ゆ
え
に'

心
を
さ
し
て
法
界 

と
い
う
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
衆
生
の
心
法
即
ち
法
界
が
仏
身
を
縁 

ず
る
な
ら
ば' 

そ
の
法
界
に
は
所
縁
の
諸
仏
如
来
の
相
好
身
が
生 

ず
る
か
ら' 

か
く
し
て
生
じ
た
仏
身
を
名
け
て
「
法
界
身
」
と
い
う
。
 

さ
れ
ば
こ
こ
で
法
界
身
と
は
〃
衆
生
能
縁
の
心
想
に
生
ず
る
仏
の 

相
好
身"

の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
経
に
は
「
諸
仏
如
来 

是
法
界
身
入
一
切
衆
生
心
想
中
」
と
説
く
。
と
こ
ろ
で
先
の
眼
界 

の
場
合' 

眼
が
視
覚
の
み
を
起
し
て
他
の
味
覚
等
に
は
関
ら
な
い 

ご
と
く
、
仏
の
相
好
身
も
た
だ
衆
生
の
心
想
に
の
み
現
じ
て
他
縁 

を
行
じ
な
い
。
従
っ
て
も
し
わ
れ
わ
れ
が
仏
身
を
想
わ
な
い
な
ら 

ば
仏
身
も
ま
た
現
ず
る
こ
と
が
な
い
。
恰
も
水
清
け
れ
ば
則
ち
像 

現
じ
、
 

清
か
ら
ざ
れ
ば
現
ぜ
ざ
る
が
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
「
水
」
と 

は
衆
生
の
心
法
を'

「
清
し
」
と
は
仏
身
を
想
う
状
態
を
、
「
像
」
と
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は
仏
身
を
さ
す
喩
で
あ
る
。
さ
れ
ば
仏
身
は
衆
生
の
心
の
外
に
は 

現
じ
な
い
け
れ
ど
も' 

も
し
心
清
か
ら
ざ
れ
ば
現
ず
る
べ
く
も
な 

い
。

「
水
清
し
」
と
は
清
浄
な
る
衆
生
の
心
想' 

即
ち
他
力
の
淳 

心
を
喩
顕
し
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
こ
の
場
合
水
と
像
と
が
本
来 

不
一
で
あ
り
つ
つ
し
か
も
像
が
水
に
現
ず
れ
ば' 

そ
の
ま
ま
水
像 

不
異
で
あ
る
ご
と
く'

衆
生
の
心
と
仏
身
と
は
も
と
も
と
不
一
で 

あ
り
な
が
ら' 

わ
れ
わ
れ
が
他
力
の
純
心
に
仏
身
を
想
う
な
ら
ば' 

こ
の
と
き
心
と
仏
と
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
不
異
で
あ
る
と
い
う
こ 

と
が
で
き
る
。，
さ
れ
ば
か
く
の
ご
と
き
心
・
仏
不
異
の
状
態
を
さ 

し
て
経
に
は
「
是

心

即

是

三

十

二

相

」
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

元
来
三
十
二
相
の
仏
身
と
衆
の
心
法' 

仏
と
衆
生
、
機
と
法
と
は 

体
別
不
一
で
あ
る
け
れ
ど
も' 

純
一
な
る
信
心
の
当
体
そ
の
も
の 

に
お
い
て
は
心
・
仏' 

機

・
法
は
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

「
故
に
仏
の
相
好
の
身
即
ち
是
れ
心
想
と
言
へ
る
な
り
」
と
い
わ 

れ
る
所
以
で
あ
る
。

「
水
清
し
」
と
喩
え
ら
れ
る
純
一
の
浄
信
に 

お
い
て
は
、
機
・
法
は
本
来
不
一
で
あ
り
な
が
ら
常
に
不
異
一
体 

と
い
う
根
本
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
当
面
の 

「
是
心
作
仏
是
心
是
仏
」
の
経
語
に
つ
い
て
も
、
か
く
の
ご
と
き 

領
解
に
立
つ
曇
鸞
に
お
い
て
は' 

も
は
や
自
明
の
道
理
で
あ
っ
た
。
 

即
ち
仏
と
凡
夫
と
体
別
不
一
で
あ
り
な
が
ら
、
 

も
し
衆
生
の
心
に 

仏
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
仏
は
即
ち
衆
生
の
心
中
に
現
じ
て
こ
こ
に

仏
心
と
凡
心
は
相
即
し' 

不
異
一
体
と
な
る
が
ゆ
え
に
「
是
心
作 

仏
」
と
い
う
ほ
か
は
な
く
、
こ
の
ゆ
え
に
ま
た
信
心
の
当
体
は'

そ 

の

ま

ま

「
是
心
是
仏
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば 

「
火
は
木
よ
り
出
で
て' 

火' 

木
を
離
る
る
こ
と
を
得
ず
。」
「
木 

を
離
れ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
則
ち
能
く
木
を
焼
」
き' 

か
く
し
て 

「
木
は
火
の
為
に
焼
か
れ
て
木
即
ち
火
と
為
る
」
が
ご
と
く
で
あ 

る
。
こ
こ
に
「
木
」
と
は
衆
生
の
心
即
ち
凡
心
を
さ
し' 

「
火
」
と 

は

「
仏
心
」
そ
の
も
の
を
さ
す
こ
と
い
う
ま
で
も
な
く'

も
っ
て 

わ
れ
わ
れ
は
純
一
の
信
心
に
お
け
る
機
法
・
仏
凡' 

不

一

・
不
異 

の
関
り
合
い
を
知
る
に
充
分
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
曇
鸞
の
法
界
身
釈
は
像
観
の
経
説
を
縁
と
し
て' 

要 

す
る
に
他
力
真
実
信
心
の
構
造
を
鋭
く
解
明
し
た
も
の
と
み
ら
れ 

る
の
で
あ
っ
て
、
曇
鸞
に
と
っ
て
こ
の
経
文
こ
そ
浄
土
門
他
力
信 

心
の
内
実
を
確
か
め
る
た
め
の
有
力
な
証
権
で
あ
っ
た
と
考
え
ら 

れ
る
の
で
あ
る
。

三

『
観
経
』
像
観
初
め
の
法
界
身
の
経
説
は' 

早
く
六
世
紀
の
初
頭
、
 

雁
門
の
大
師
曇
鸞
に
よ
っ
て
既
に
浄
土
門
本
来
の
方
向
が
決
定
せ 

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
ま
さ
し
く
肉
付
け
せ
ら
れ
る
ま 

で
に
は
な
お
し
ば
ら
く
の
時
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
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え
ば
、
あ
れ
ほ
ど
深
く
曇
鸞
に
私
淑
し
た
道
綽
に
お
い
て
さ
え
も
、
 

『
安
楽
集
』
が
も
と
も
と
『
観
経
』
の
直
釈
そ
の
も
の
で
な
か
っ
た
た 

め
か' 

曇
鸞
の
こ
の
解
釈
も
遂
に
注
目
せ
ら
れ
る
に
は
至
ら
な
か 

っ
た
。
況
ん
や
聖
道
系
の
釈
家
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で 

あ
っ
た
。
い
ま
試
み
に
嘉
祥
吉
蔵
の
『
観
経
義
疏
』
に
よ
る
な
ら
ば
、
 

「
法
界
身
と
は
法
身
仏
な
り
。
三
十
二
相
と
は
是
れ
応
身
な
り
。
 

機
に
二
種
あ
る
が
故
に
経
に
二
説
を
説
く
。
」

こ
の
ゆ
え
に
能
力 

高
き
も
の
は
法
身
を' 

然
ら
ざ
る
も
の
は
応
身
を
見
る
と
い
う
の 

で
あ
っ
て' 

浄
影
慧
遠
の
ご
と
き
は
明
瞭
に
「
此
の
中
の(
像
観) 

所
観
は
是
れ
応
身
な
り
」(
『
観
経
義
疏
』
末)

と
断
言
す
る
と
こ
ろ 

で
あ
る
。
従
っ
て
も
し
こ
れ
ら
の
釈
家
に
よ
る
な
ら
ば
、
『
観
経
』 

も
所
詮
は
具
縛
の
凡
愚
の
た
め
の
便
宜
的
な
従
属
説
に
と
ど
ま
る 

ほ
か
は
な
く
、
か
く
て
は
根
本
的
に
『
観
経
』
そ
の
も
の
の
存
在 

意
義
す
ら
も
危
く
す
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 

し
か
る
に
こ
の
経
は
既
に
王
城
の
悲
劇
を
縁
と
し
て
説
き
お
こ 

さ
れ
た
。
経
の
要
諦
は
憂
悩
の
韋
提
の
た
め
に
そ
の
憂
悩
を
除
く 

法
を
明
ら
か
に
し' 

さ
ら
に
未
来
世
一
切
大
衆
の
為
に
清
浄
業
を 

説
か
ん
と
す
る
に
あ
る
。
所
詮
こ
の
経
は
た
だ
愚
悪
の
衆
生
の
す 

く
い
を
説
く
よ
り
ほ
か
に
は
な
い
。
仏
は
唯
常
没
の
衆
生
の
た
め 

に
の
み
説
き
た
も
う
の
で
あ
っ
て' 

大
小
の
聖
人
の
た
め
で
は
な 

い
。
大
悲
は
正
に
没
溺
の
衆
生
に
注
が
れ
る
か
ら
で
あ
る
。先
覚
者

曇
鸞
も
既
に
下
品
凡
夫
の
他
力
往
生
を
確
立
し
て
い
る(
『
論
註
』
の 

根
本
主
題
〇
但
し
曇
鸞
の
そ
れ
は
『
観
経
』
そ
の
も
の
の
直
釈
で
は 

な
い
こ
と
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
曇
鸞
の
す
ぐ 

れ
た
解
釈
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

こ
の
経
の
存
在
意
義
そ
の
も
の
も 

聖
道
的
理
解
盛
行
の
中
に
埋
没
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

善
導
大
師
こ
の
危
さ
を
知
る
が
ゆ
え
に
直
接
『
観
経
』

一
巻
を 

註
解
し
つ
つ' 

先
覚
曇
鸞
の
着
眼
を
う
け
て
上
記
聖
道
諸
師
の
理 

解
に
対
し
て' 

厳
し
い
批
判
を
企
て
る
。
そ
れ
は
善
導
浄
土
教
に 

お
け
る
要
論
中
の
要
論
で
あ
る
が' 

今
は
特
に
要
点
だ
け
を
辿
る 

こ
と
と
し
よ
う
。

「
諸
仏
如
来
」
よ

り

下

「
心
想
中
」
に
至
る
已
来
は' 

正
し
く 

諸
仏
の
大
慈' 

心
に
応
じ
て
即
ち
現
じ
た
ま
ふ
こ
と
を
明
す
。
 

斯
の
勝
益
有
る
が
故
に
汝
を
勧
め
て
之
を
想
は
し
む
。
 

こ
れ
が
法
界
身
の
経
文
に
対
す
る
善
導
の
基
本
領
解
で
あ
る
。
文 

中' 

「
諸
仏
の
大
慈
」
と

は

経

の

「
諸
仏
如
来
是
法
界
身
」
を
、
 

「
心
に
応
じ
て
即
ち
現
じ
た
ま
ふ
」
と

は

「
入
一
切
衆
生
心
想
中
」 

を' 

「
斯
の
勝
益
あ
る
が
故
に
」
以
下
は' 

「
是
故
汝
等
心
想
仏 

時
」
以
下
の
経
文
に
対
す
る
見
通
し
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
既
に 

こ
の
通
釈
を
聞
く
だ
け
で
も' 

善
導
の
釈
意
が
聖
道
釈
家
の
そ
れ 

と
全
く
対
庶
す
る
所
以
を
察
知
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

善
導
に
よ
れ
ば' 

お

よ

そ

「
諸
仏
如
来
」
と
は
そ
れ
が
仏
と
い
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わ
れ
る
か
ぎ
り' 

悲
智
円
満
の
そ
の
果
徳
を
傾
け
て
全
法
界
衆
生 

界
に
応
ぜ
ざ
る
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
師
の
法
界 

身
の
解
釈
は' 

こ
こ
か
ら
次
の
如
く
の
べ
ら
れ
て
ゆ
く
。

⑴

法
界
と
言
ふ
は
三
の
義
十
め
り
。

ー
に
は
心
遍
す
る
が
故
に
法
界 

を
解
る
。
二
に
は
身
遍
す
る
が
故
に
法
界
を
解
る
。
三
に
は
障
礙 

な
き
が
故
に
法
界
を
解
る
。
正
く
は
心
到
る
に
由
る
が
故
に
身 

亦
随
て
到
る
。
身
は
心
に
随
ふ
が
故
に
是
法
界
身
と
言
ふ
な
り
。
 

⑵

济
界
と
言
ふ
は
是
れ
所
化
之
境' 

即
ち
衆
生
界
な
り
。
身
と
言 

ふ
は
是
れ
能
化
之
身' 

即
ち
諸
仏
の
身
な
り
。

こ
の
中' 
⑴

文
の
三
遍
の
釈
中' 

心
遍
・
身
遍
の
二
義
は' 

正
し 

く
『
論
註
』
か
ら
承
け
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
即
ち
『
論
註
』
下
巻
終 

り

に

近

く

「
無
上
正
遍
道
」

の

釈

中

「
遍
」
に
つ
い
て
曇
鸞
自
ら 

語
る
中
に
、
「
遍
に
二
種
あ
り
。
一
に
は
聖
心
遍
く 

一
切
の
法
を
知 

ろ
し
め
す
。
二
に
は
法
身
遍
く
法
界
に
満
つ
る
な
り
。
若
し
は
身
、
 

若
し
は
心' 

遍
せ
ざ
る
こ
と
は
な
き
な
り
」
と
の
釈
文
が
こ
れ
で 

あ
っ
て
、
善

導

は

『
諭
註
』

の
心
・
身
二
遍
を
こ
こ
に
う
け
つ
つ
、
 

さ
ら
に
み
ず
か
ら
無
障
礙
遍
の
一
を
加
え' 

以
て
仏
の
方
か
ら
全 

衆
生
界
に
無
礙
自
在
に
応
遍
す
る
仏
力
大
悲
を
積
極
的
に
開
顕
し 

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
つ
づ
く⑵

文
に
は' 

こ
れ 

を
う
け
て
更
に
積
極
的
に
、

「
法
界
」
と
は
所
化
の
衆
生
界
を
指 

し' 

「
身
」
と
は
能
化
の
仏
身
そ
の
も
の
を
さ
す
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。
か
く
し
て
法
界
身
と
は' 

善
導
に
よ
れ
ば
能
化
所
化
一
体 

に
成
就
し
て' 

所
化
の
衆
生
界
を
必
ず
摂
化
せ
ず
ば
や
ま
な
い
能 

化
の
仏
身(

心)

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
こ

そ
「
十
方
衆 

生:

：:

若
不
生
者
不
取
正
覚
」

の
仏
身
で
あ
り' 

「
尽
十
方
無
碍 

光
如
来
」
で
あ
る
と
い
わ
ん
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ 

ま

た

『
論
註
』

に
つ
な
が
る
解
釈
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
特
に
先
掲 

し

た

『
論
註
』

の
法
界
身
釈
に' 

衆
生
の
心
法
を
法
界
と
解
し
て. 

心
能
く
仏
の
相
好
身
を
生
ず
る
故
に
仏
身
を
法
界
身
と
い
う
と
定 

め
た
解
釈
か
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
善
導
は
「
入
一
切
衆
生 

心
想
中
」
と
の
経
文
に
対
し
て
も'

衆
生
念
を
起
し
て
諸
仏
を
見
ん
と
願
ず
る
に
由
て' 

仏
即
ち
無 

礙
の
智
を
以
て
即
ち
能
く
知
り
た
ま
へ
り
。
彼
の
想
心
の
中
に 

入
り
て
現
じ
た
ま
ふ
。

等
と' 

こ
こ
で
も
ま
た
曇
鸞
の
領
解
に
相
応
す
る
解
釈
を
な
す
の 

で
あ
る
。

か
く
し
て
善
導
の
法
界
身
釈
は
直
接
曇
鸞
の
そ
れ
に
導
か
れ
て. 

諸
師
の
唯
識
法
身
の
観
や
無
想
離
念
の
観
に
対
し
、
以
て
浄
土
門 

本
来
の
具
体
的
な
事
観
の
立
場
を
顕
示
し
つ
つ
、
こ
れ
を
通
し
て 

仏
は
ま
さ
し
く
わ
れ
わ
れ
の
た
め
の
仏
に
ほ
か
な
ら
な
い
所
以
を 

明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
是
心
即
是
三
十
二
相
」
等
の
経
文
に
対
し
て
も'

「
心' 

ー
ー
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の
相
を
縁
ず
る
に
由
る
が
故
に
即
ち
ー
ー
の
相
現
ず
。
心
若
し
縁 

ぜ
ず
ば
衆
相
見
る
べ
か
ら
ず
。
但
し
自
心
に
想
作
す
れ
ば
即
ち
心 

に
応
じ
て
現
ず
。
故
に
是
心
即
是
三
十
二
相
と
言
ふ
な
り
。
」

と 

い
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
特
に
先
掲
の
『
註
』
文

に

「
水
清
け 

れ
ば
則
ち
色
像
現
ず
。

」
と
喩
顕
し
た
あ
の
一
文
を
思
わ
ざ 

る
を
え
な
い
も
の
が
あ
る
。

か
く
し
て
問
題
の
「
是
心
作
仏
是
心
是
仏
」

の
経
文
に
つ
い
て 

も' 

ま
た
次
の
如
く
い
う
。

是
心
作
仏
と
言
ふ
は' 

自
ら
の
信
心
に
依
て
縁
相
す
れ
ば
作
の 

如
く
な
り
。

是
心
是
仏
と
言
ふ
は
心
能
く
仏
を
想
へ
ば
、
想
に
依
て
仏
身
現 

ず
。
即
ち
是
の
心
仏
な
り
。
此
の
心
を
離
れ
て
外
に
更
に
異
仏 

な
き
者
な
り
。

こ
こ
に
い
う
「
自
ら
の
信
心
」
と
は
善
導
自
身' 

『
観
経
』

の 

「
観
」
に

つ
い
て

「
観
と
言
ふ
は
照
な
り
」
と
い
い
、
照
と
は
「
常 

に
浄
信
心
の
手
を
以
て
、
以
て
智
慧
の
輝
を
持
ち
、
彼
の
弥
陀
の 

正
依
等
の
事
を
照
す
な
り
」
と
解
釈
す
る
中
の
「浄
信
心
の
手
」 

を

指

す(

「
玄
義
分
」
釈
名
門
〇
こ
の
こ
と
は
ま
た
『
観
念
法
門
』
見 

仏
増
上
縁
釈
下
の
「
自
の
三
心
力
」
を
も
思
わ
し
め
る
。
即

ち

「
至 

誠
心
・信
心
・
願
心
」
で
あ
っ
て' 

そ
れ
は
上
上
品
の
「
至
誠
心
・ 

深

心

・
廻
向
発
願
心
」
に
相
当
す
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
い
う
「
自

ら
の
信
心
」
と
は
即
ち
こ
の
三
心
を
意
味
す
る
こ
と
自
明
で
あ
る
。
 

か

く
し
て

「
是
心
作
仏
」
と
い
う
も
信
心
の
事
実
と
し
て
体
験
せ 

ら
れ
る
機
法
・
仏
凡' 

不
二
不
異
の
義
辺
を
さ
し
た
も
の
で
あ
っ 

て
、
そ
れ
は
ま
た
曇
鸞
の
是
心
作
仏
の
釈
文
に
、
「
心
能
く
作
仏
す
」
 

と
あ
っ
た
一
文
に
基
く
善
導
自
身
の
詳
解
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で 

あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
善
導
は' 

た
と
え
ば
浄
影
慧
遠
の
ご
と
く 

「
作
仏
」
を
も
っ
て
直
ち
に
「
成
仏
」

の
意
と
は
解
す
る
こ
と
な 

く
、
先
掲
の
ご
と
く
こ
れ
を
「
自
ら
の
信
心
に
依
て
縁
相
す
れ
ば 

作
の
如
く
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て' 

そ
れ
は
要
す
る
に
衆
生 

観
想
の
心
、
 

即
ち
浄
信
心
と
か
三
心
等
と
示
さ
れ
る
真
実
信
心
に 

お
け
る' 

機
法
一
体
能
所
不
二
の
体
験
的
世
界
を
語
る
も
の
に
ほ 

か
な
ら
な
い
。
「
是
心
是
仏
」
の
釈
は
こ
れ
を
さ
ら
に
積
極
的
に
い 

い
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
こ
に 

い

う

「
此
の
心
を
離
れ
て
外
に
更
に
異
仏
な
き
者
な
り
」

と
の 

「
此
の
心
」
は
、
ま
た
さ
き
の
「
自
ら
の
信
心
」
に
外
な
ら
ず
、
 

そ
も
そ
も
こ
の
釈
自
体
が
既
に
ま
た' 

『
論
註
』
木
火
の
喩
を
承 

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は' 

前
に
掲
げ
た
『
註
』
文
に
顧
れ
ば
明
ら 

か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
善
導
法
界
身 

釈
の
中
核
が
、
浄
信
心
の
体
験
的
領
域
そ
の
も
の
に
あ
る
事
実
を 

う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
最
後
に
「
諸
仏
正
遍
知
海
従
心
想
生
」
の
経
文
に
つ
い
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て
も
上
来
を
う
け
つ
つ
こ
れ
を
簡
明
に
領
解
し
終
る
や
、
恰
も
満 

を
持
す
る
が
ご
と
く
端
を
改
め
て
聖
道
釈
家
の
異
解
を
叱
陀
す
る
。
 

或
は
行
者
有
て
、
此
の
一
門
之
義
を
将
て' 

唯
識
法
身
之
観
を 

作
し' 

或
は
自
性
清
浄
仏
性
の
観
を
作
す
は' 

其
の
意
甚
だ
錯 

れ
り
。
絶
へ
て
少
分
も
相
ひ
似
た
る
こ
と
無
し
。
既
に
像
を
想 

へ
と
言
ひ
て
三
十
二
相
を
仮
立
せ
る
は' 

真
如
法
界
の
身' 

豈 

に
相
有
て
縁
ず
可
く'

身
有
て
取
る
可
け
む
や
。
然
も
法
身
は 

色
無
し
、
眼
対
に
絶
へ
た
り
。
更
に
類
と
し
て
方
ぶ
可
き
こ
と 

無
し
。
故
に
虚
空
を
取
て' 

以
て
法
身
之
体
に
喩
ふ
る
な
り
。
 

又
今
此
の
観
門
は' 

等
し
く
唯
方
を
指
し
相
を
立
て' 

心
を
住 

せ
し
め
て
境
を
取
ら
し
む
。
撼
べ
て
無
相
離
念
を
明
さ
ず
。
如 

来
懸
に
末
代
罪
濁
の
凡
夫
、
相
を
立
て
心
を
住
せ
し
む
る
す
ら
、
 

尚
得
る
こ
と
能
は
ず
。
何
に
況
む
や
相
を
離
れ
て
事
を
求
め
む 

は
、
 

術
通
無
き
人
の
空
に
居
し
て
舎
を
立
て
む
が
如
似
し
と
。
 

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
善
導
の
指
方
立
相
論
で
あ
る
。
既
に
法
界
身 

と
は
心
・
身

・
無
障
礙
の
ゆ
え
に' 

円
満
無
礙
智
を
も
っ
て
常
に 

能
く
遍
く
法
界
衆
生
界
の
清
浄
信
心
に
応
じ' 

衆
生
に
請
わ
る
る 

前
に
向
う
か
ら
こ
こ
ま
で
来
り
迎
え
る
仏
で
あ
り
、
偏
え
に
常
没 

の
衆
生
の
た
め
に
す
る
仏
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
所
詮
「
本
願
を
捨 

て
ず
来
り
て
大
悲
に
応
じ
」'

「
唯
念
仏
の
衆
生
を
観
し
て
摂
取
し 

て
捨
て
た
ま
は
」
ざ
る
大
慈
悲
そ
の
も
の
で
あ
り
、
尽
十
方
無
礙

光
如
来
そ
の
も
の
を
指
す
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
 

仏
身
を
観
る
を
以
て
の
故
に
亦
仏
心
を
見
る
。
仏
心
と
は
大
慈 

悲
是
な
り
。
無
縁
の
慈
を
以
て
諸
の
衆
生
を
摂
す
。
 

と
は' 

真
身
観
の
明
説
で
あ
る
。
か
く
し
て
法
界
身
の
経
説
は
仏 

心
大
慈
悲
そ
の
も
の
が' 

法
界
の
衆
生
の
清
浄
信
心
と
し
て
自
ら 

を
現
成
し
ゅ
く
信
心
の
体
験
的
世
界
を' 

『
観
経
』
当
面
の
経
説 

に
し
た
が
い
つ
つ
仏
身
能
観
の
側
か
ら
開
説
し
た
も
の
と
い
う
こ 

と
か
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『
教
行
信
証
』
信
巻
に
は
願
成
就
の
一
念
を
転
釈
し
終
る
や
、
 

次

に

『
論
註
』

の
無
上
菩
提
心
義
を
引
き
、

つ
づ
い
て
特
に
い
ま 

の
曇
鸞
・
善
導
の
是
心
作
仏
・
是
心
是
仏
の
釈
文
を
略
抄
し
て
、
 

信
心
即
ち
金
剛
真
心' 

一
心
即
ち
大
菩
提
心
の
義
を
証
明
し' 

終 

っ

て

「
三
心
即
ち
ー
心
な
り
。

一
心
即
ち
金
剛
真
心
之
義
答
へ
畢 

ん
ぬ
」
と
自
釈
を
以
て
上
来
が
結
ば
れ
て
い
る
。
天
親
論
主
の
ー 

心
は
曇
鸞
に
お
い
て
菩
提
心
と
せ
ら
れ
、
菩
提
心
は
さ
ら
に
願
作 

仏
心
・
度
衆
生
心
に
開
か
れ
て
い
る
。
宗
祖
に
よ
れ
ば
恐
ら
く
法 

界
身
の
経
説
に
と
く
「
是
心
作
仏
」
と

は

「
願
作
仏
心
」
に
当
り
、
 

「
是
心
是
仏
」
は

「
度
衆
生
心
」
で
あ
る
と
領
解
せ
ら
れ
た
の
で 

あ
ろ
う
か
。
成
就
の
一
念
の
転
釈
に
は
、

願
成
就
の
一
念
は
即
ち
是
れ
真
実
信
心
な
り
。
真
実
信
心
は
即 

ち
こ
れ
金
剛
心:

：:

願
作
仏
心:

：:

度
衆
生
心:

：:

衆
生
を
摂
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取
し
て
安
楽
浄
土
へ
生
ぜ
し
む
る
心:

：:

大
菩
提
心:

：:

大
慈 

悲
心
な
り
。
是
の
心
即
ち
是
れ
無
量
光
明
慧
に
由
て
生
ず
る
が 

故
に
、
願
海
平
等
な
る
が
故
に
発
心
等
し:

：:

大
慈
悲
は
是
れ 

仏
道
の
正
因
な
る
が
故
に
。

と
い
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
願
作
・
度
生
の
大
菩
提
心
は
即
ち
大
慈 

悲
心
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
無
量
光
明
慧
に
由
っ
て
生
ず
る
と
こ
ろ 

と
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
こ
れ
こ
そ
わ
れ
ら
愚
凡
の
自
発
の
心
で 

は
な
く
、
ひ
と
え
に
こ
こ
ま
で
来
た
る
大
悲
の
仏
心
の
現
成
そ
の 

も
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば' 

金
剛
心
も
大
菩
提
心
も
仏
力
の 

廻
向
で
あ
り' 

従
っ
て
是
心
作
仏
も
是
心
是
仏
も
ま
た
同
じ̂

仏 

力
の
廻
向
で
あ
る
。

い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
作
意
と
不
作 

意
と
に
常
に
能
く
遍
く
法
界
の
心
を
知
り
た
も
う
」
尺
十
方
無
礙 

光
如
来
の' 

本
願
の
招
喚
で
あ
り
、
勅
命
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
 

か
の
二
河
の
譬
喩
に
お
け
る
西
岸
上
の
人
の
喚
び
声
に
外
な
ら
な 

い
。
と
し
た
な
ら
ば' 

ど
う
し
て
こ
れ
が
唯
識
法
身
の
観
や
自
性 

清
浄
仏
性
の
観
等' 

無
想
離
念
の
境
と
い
え
よ
う
か
。
そ
れ
こ
そ 

ま
さ
に
曇
鸞
が
「
水
清
け
れ
ば
色
像
現
ず
」
る
と
喩
顕
し
た
ご
と 

く
、
浄
信
心
の
智
慧
に
し
て
は
じ
め
て
う
な
ず
か
れ
る
世
界
で
も 

る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
今

こ

の

『
観
経
』

の

「
観
門 

は
方
を
指
し
相
を
立
」
て
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
善
導
に
お 

い
て
法
界
身
の
経
説
を
疏
釈
す
る
中
に
、
敢
て
指
方
立
相
の
義
が

た
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。

四

さ
て
し
か
ら
ば
指
方
は
何
が
ゆ
え
に
西
方
に
限
定
せ
ら
れ
る
の 

で
あ
ろ
う
か
。
既

に

『
大
経
』

に
は
仏
身
に
つ
い
て
光
明
無
量
な 

ら
ん' 

寿
命
無
量
な
ら
ん
と
誓
わ
れ' 

ま
た
仏
土
に
つ
い
て
「
恢 

廓
曠
蕩
不
可
限
極
」
と
も
説
か
れ
て
い
る
。

「
究
竟
せ
る
こ
と
虚 

空
の
如
く
広
大
に
し
て
辺
際
な
し
」
と
は
、

『
浄
土
論
』

の
明
説 

で
あ
ク' 

宗
祖
ま
た
特
に
「
無
量
光
明
土
」
と
い
い
切
っ
て
い
ら 

れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
方
に
お
い
て
は
、
同

じ

く

『
大
経
』 

を
は
じ
め
と
し
て
『
観
経
』
，
『
弥
陀
経
』

と
も
に
西
方
浄
土
を
説 

か
ざ
る
は
な
い
。
就
中
、

『
阿
弥
陀
経
』
に

は

「
是
よ
り
西
方' 

十
万
億
の
仏
土
を
過
ぎ
て
世
界
あ
り
」
等
と
明
説
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

ま
こ
と
に
願
生
西
方
は
浄
土
教
者
を
貫
く
根
本
信
念
で
あ
る
。
こ 

の
ゆ
え
に
但
に
善
導
の
み
な
ら
ず' 

浄
土
門
の
祖
師
い
ず
れ
も
西 

方
を
い
わ
ざ
る
は
な
く'

宗

祖

ま

た

「
西
方
不
可
思
議
尊
」
(

「文 

類
正
信
偈
」)

に
帰
敬
せ
ら
れ
る
。

し
か
る
に
浄
土
は
何
故
に
ひ
と 

え
に
西
方
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

浄
土
教
は
「
安
養
浄
刹
に
於
い
て
入
聖
証
果
」
を
期
す
る
教
え
で 

あ
り
、
他
土
に
お
い
て
得
証
す
る
が
ゆ
え
に
浄
土
教
と
い
わ
れ
る
。
 

し
た
が
っ
て
若
し
も
こ
の
教
か
ら
往
生
浄
土
の
信
仰
が
失
わ
れ
た
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と
す
る
な
ら
ば '

も
は
や
浄
土
教
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
も
と
よ 

り
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
こ
と
を
基
本
的
に
は
理
解
す
る
人
と 

い
え
ど
も' 

浄
土
を
限
っ
て
西
方
に
の
み
指
す
こ
の
教
の
教
義
に 

対
し
て
は
、
少
か
ら
ざ
る
惑
い
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
も
の 

が
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
浄
土
門
の
祖
師
方
も' 

し 

ば
し
ば
指
向
西
方
の
教
義
を
問
い
つ
つ
自
身
の
う
な
ず
き
を
み
つ 

け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
道
綽
の
場
合' 

次
の
ご
と
く
自
問
自
答
し
て
い
る
こ 

と
は
、
周
ね
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

問
ふ
て
日
く
。
何
故
に
要
ら
ず
面
を
西
に
向
け
て
坐
礼
念
観
す 

る
こ
と
を
須
ふ
る
や
。

答
へ
て
日
く
。
閻
浮
提
は
日
出
ず
る
処
を
生
と
名
け
、
没
す
る 

処
を
死
と
名
く
る
と
云
ふ
を
以
て
、
死
地
に
藉
れ
ば
神
明
の
趣 

入
、
其
の
相
助
便
な
り
。
是
の
故
に
法
蔵
菩
薩
願
じ
て
成
仏
し
、
 

西
に
在
り
て
衆
生
を
悲
接
し
た
ま
ふ
。
坐
観
礼
念
等
に
由
て
面 

を
仏
に
向
ふ
る
は
、
是
れ
世
の
礼
儀
に
随
ふ
な
り
。
 

と
。
又
、

『
須
弥
四
域
経
』
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
も
い
う
。
 

日
月
星
辰
二
十
ハ
宿
の
西
へ
行
く
所
以
は' 

一
切
の
諸
天
人
民 

尽
く
共
に
阿
弥
陀
仏
を
稽
首
す
る
な
り
。
是
を
以
て
日
月
星
辰 

皆
悉
く
心
を
傾
け
て
彼
に
向
ふ
故
に
、
西
に
流
る
る
な
り
と 

(
『
安
楽
集
』
巻
下)

。

道
綽
の
こ
の
解
釈
は
、
西
方
の
問
題
が
問
わ
れ
る
場
合
、
常
に 

注
目
せ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が' 

要
す
る
に
そ
れ
は
人
間 

の
生
活
感
情
の
自
然
に
基
く
解
答
で
あ
っ
て' 

論
理
的
に
そ
の
底 

を
き
わ
め
ん
と
す
る
姿
勢
で
は
な
い
。
既
に
こ
の
こ
と
自
体
、
浄 

土
の
も
つ
本
来
的
性
格
を
暗
示
す
る
も
の
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

浄
土
は
何
故
に
西
に
あ
る
か
と
の
問
は' 

ど
こ
ま
で
論
議
を
重
ね 

て
み
て
も' 

所
詮
は
戯
論
の
世
界
に
空
し
い
循
環
論
を
く
り
か
え 

す
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば' 

も
し
浄
土
は
東
に
あ 

り
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
何
故
に
東
に
あ
る
か
と
問
わ
ず 

に
は
い
ら
れ
な
い
し
、

こ
の
こ
と
は
南
に
あ
っ
て
も
北
に
あ
っ
て 

も
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
も
し
浄
土
は
確
か 

に
十
万
億
仏
土
の
西
に
あ
る
も
の
と
し
て
も
、
十
一
万
億
の
仏
土 

か
ら
い
う
な
ら
ば
逆
に
東
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で 

あ
ろ
う
。

『
涅
槃
経
』

に
説
く
西
方
四(

三)

十
二
恒
沙
由
旬
の 

釈
迦
仏
無
勝
荘
厳
の
浄
土
か
ら
み
る
な
ら
ば' 

一
体
ど
の
よ
う
に 

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

の
み
な
ら
ず
『
大
経
』

の

「
往
覲
偈
」 

に
は' 

東
方
を
は
じ
め
南
西
北
四
維
上
下
の
十
方
恒
沙
の
諸
仏
国 

か
ら
，
無
数
の
菩
薩
衆
が
阿
弥
陀
仏
国
に
往
覲
す
る
と
説
き' 

さ 

ら

に

『
阿
弥
陀
経
』
に
は
六
方
諸
仏
の
証
誠
を
説
く
。
と
す
る
な 

ら
ば' 

西
方
一
処
と
い
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
は
い
よ
い
よ
去
就
に
迷 

う
ほ
か
は
な
い
こ
と
と
な
る
で
亠
め
ろ
う
。
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か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
所
詮
、
東
岸
上
の
勧
め
に
従
っ
て
ゝ
た 

だ
西
に
向
っ
て
歩
む
ほ
か
に
は
別
の
途
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
の
一
生
を
通
じ
て
あ
れ
ほ
ど
に
深
く
は
げ
し
く
願
生
西
方
の
惇 

情
に
生
き
ぬ
い
た
善
導
も' 

浄
土
は
何
故
に
西
に
あ
る
か
を' 

直 

接
に
問
う
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
し
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
 

「
定
善
義
」
日
観
の
疏
文
に
提
起
し
た
、

い
わ
ゆ
る
日
観
三
意
の
第 

一'

方
処
識
知
の
文
が
僅
か
に
こ
れ
に
当
る
と
い
え
よ
う
か
。
そ 

れ
は
仏
が
韋
提
希
を
し
て
殊
更
に
日
を
観
ぜ
し
め
ら
れ
る
所
由
を 

解
明
す
る
に' 

三
意
を
も
っ
て
す
る
中
の
第
一
意
の
文
で
あ
る
。
 

ー
に
は
衆
生
を
し
て
境
を
識
り
心
を
住
せ
し
め
ん
と
欲
し
て
、
 

方
を
指
す
こ
と
在
る
こ
と
有
り
。
冬
夏
の
両
時
を
取
ら
ず
、 

唯 

春
秋
の
二
際
を
取
る
。
其
の
日
正
東
よ
り
出
で
直
西
に
没
す
。
 

弥
陀
仏
国
は
日
没
の
処
に
当
っ
て' 

直
ち
に
西
に
十
万
億
刹
を 

超
過
す
る
即
ち
是
な
り
。

(
第
二
・
第
三
意
及
び
『
礼
讃
』
前
序
の
一
行
三
昧
釈
下
等
参
照) 

こ
の
文
義
は
基
本
的
に
先
の
道
綽
を
う
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ 

れ
以
上
に
出
た
も
の
で
は
な
い
。
恐
ら
く
善
導
は
師
道
綽
が
企
て 

た
人
間
の
自
然
の
生
活
感
情
に
訴
え
た
領
解
に
満
ち
足
り
て' 

も 

は
や
そ
れ
以
上
に
推
求
す
る
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

何
と
な
れ
ば
、
善
導
は
現
に
具
足
煩
悩
の
凡
夫
で
あ
り
流
転
三
界 

の
下
凡
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
釈
迦
は
来
り
て
こ
の
土
に
出
現
し'

ひ
と
え
に
願
生
西
方
の
一
路
を
指
勧
せ
ら
れ
る
。
末
代
罪
濁
の
わ 

れ
ら
は
た
だ
こ
の
仏
語
に
順
ず
る
の
み
、
つ
つ
し
む
べ
き
は
自
ら 

思
い
上
っ
て
仏
語
に
そ
む
き' 

往
生
の
大
益
を
う
し
な
う
こ
と
で 

あ
る
。
宗
祖
も
こ
れ
を
う
け
て
、

「
西
路
を
指
授
せ
し
か
ど
も 

自
障
障
他
せ
し
ほ
ど
に
曠
劫
已
来
も
い
た
づ
ら
に
む
な
し
く 

こ
そ
は
す
ぎ
に
け
れ
」
(

「善
導
和
讃
」)

と
歎
か
れ
て
い
る
ご
と
く 

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
善
導
の
こ
の
姿
勢
は
、
師
の
道
綽
に
こ
れ
を
う
け
さ 

ら
に
曇
鸞
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
道
綽
は
先
に
引
掲
し
た 

日
没
死
地
の
喩
文
に
つ
づ
い
て' 

も
し
こ
れ
聖
人
な
ら
ば
敢
て
方 

処
を
宀
疋
め
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
わ
れ
ら
凡
夫
人 

に
と
っ
て
は
、
西
方
浄
土
の
一
路
こ
そ
出
離
生
死
の
要
道
で
な
け 

れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
い' 

曇
鸞
に
お
い
て
も
ま
た
『
安
楽
集
』
巻
下 

が
伝
え
て
い
る
ご
と
く'

宗
祖
も
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
満
腔
の
同 

感
を
よ
せ
つ
つ
讃
詠
せ
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、

「
吾
既
に
凡
夫
智 

慧
浅
短
な
り
」
と
の
自
覚
に
立
っ
て' 

ひ
と
り
意
を
西
に
注
い
だ 

の
で
あ
っ
た
。
即
ち
宗
祖
は
い
う
。

世
俗
の
君
子
幸
臨
し 

勅
し
て
浄
土
の
ゆ
へ
を
と
ふ 

十
方
仏 

国
浄
土
な
り
な
に
に
よ
り
て
か
西
に
あ
る 

鸞
師
こ
た
へ
て
の
た
ま
は
く
わ
が
身
は
智
慧
あ
さ
く
し
て 

い
ま
だ
地
位
に
い
ら
ざ
れ
ば
念
力
ひ
と
し
く
お
よ
ば
れ
ず
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(

「曇
鸞
和
讃
」) 

弥
陀
仏
国
何
に
よ
っ
て
か
西
に
あ
る
と
の
問
は
、
か
く
し
て
常 

に
こ
の
根
本
姿
勢
か
ら
答
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
根
本 

姿
勢
と
は' 

も
し
善
導
に
よ
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
た

だ

一

つ

「
無 

有
出
離
之
縁
」
の
わ
が
身
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
指
方
立
相
の
義 

は
こ
こ
に
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
も
し
然
ら
ざ
れ
ば' 

果
て
し
な 

き
戯
論
と
永
劫
の
輪
廻
が
つ
づ
く
の
み
で
も
ろ
う
。

五

「
玄
義
分
」
序
題
門
は
浄
土
教
興
起
の
必
然
性
と
そ
の
存
立
の 

意
義
と
を
の
べ
て' 

善

導

『
観
経
疏
』
全
体
の
序
章
を
な
し
て
い 

る
。
従
っ
て
そ
れ
は
ま
た
当
然' 

上
述
し
た
浄
土
教
の
根
本
姿
勢 

に
関
り
を
も
つ
。
さ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
最
後
に
こ
れ
を
一
瞥
し
て 

小
論
を
結
ぶ
こ
と
と
し
よ
う
。

こ
こ
に
は
初
め
に
大
乗
仏
教
の
基
本
原
理
と
し
て
の
法
性
真
如 

か
ら
論
を
す
す
め
て
い
る
。

真
如
は
広
大
無
辺
で
あ
っ
て
、

世 

間

・
出
世
間
の
諸
法
を
は
じ
め' 

法
界
凡
聖
の
す
べ
て
に
遍
満
せ 

ざ
る
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
全
法
界
の
諸
法
存
立
の
根
源
的 

原
理
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
辺
広
大
の
ゆ
え
に
五
乗
も
十 

聖
も
遂
に
そ
の
辺
際
を
き
わ
め
難
く'

況
ん
や
垢
障
覆
深
の
わ
れ 

ら
は
こ
れ
を
顕
照
す
る
に
そ
の
由
も
な
い
。
こ
の
た
め
釈
迦
は
こ

の
界
に
来
り
て
漸
頓
八
万
四
千
の
聖
道
教
門
を
開
示
し' 

人
々
を 

し
て
真
如
海
に
悟
入
せ
し
め
ん
と
す
る
。
し
か
る
に
障
り
重
き
わ 

れ
ら
凡
惑
は' 

な
お
か
つ
ハ
万
四
千
の
教
益
か
ら
漏
れ
る
ほ
か
は 

な
い
。
か
く
し
て
こ
の
漏
れ
た
も
の
そ
の
も
の
の
す
く
い
を
明
ら 

か
に
す
る
べ
く
、

『
観
経
』
浄
土
教
は
広
開
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
か
っ
た
。
即
ち
こ
こ
に
こ
そ
『
観
経
』
開
説
の
必
然
性
と
浄 

土
教
存
立
の
本
質
的
意
義
が
あ
る
。
こ
の
た
め
釈
迦
は
こ
こ
に
要 

門
を
と
い
て
こ
の
界
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
発
遣
し
、
弥
陀
は
弘
願
を 

も
っ
て
彼
の
国
か
ら
来
迎
す
る
。
わ
れ
ら
は
今
現
に
ま
さ
し
く
二 

尊
遣
喚
の
中
間
に
あ
る
。
よ
ろ
し
く
釈
迦
の
発
遣
の
ま
ま
に
弥
陀 

の
招
喚
に
帰
し
て' 

速
か
に
か
の
法
性
常
楽
を
証
す
べ
き
で
あ
る
、
 

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
法
性
真
如
の
深
理
は
五
乗
や
十
聖 

ど
こ
ろ
か' 

補
処
の
弥
勒
す
ら
こ
れ
を
了
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な 

い
。
唯
仏
独
明
了
で
あ
り' 

唯
仏
与
仏
の
知
見
で
あ
る
か
ら
で
あ 

る
。
し
か
も
こ
れ
を
敢
て
自
ら
明
了
な
ら
し
め
ん
と
す
る
と
こ
ろ 

に
聖
道
ハ
万
四
千
の
教
法
が
難
行
と
せ
ら
れ
る
所
以
が
あ
る
。
し 

か
る
に
聖
道
の
諸
教
が
「
垢
障
覆
深
」
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ま 

さ
し
く
難
行
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
と
き
、 

初
め
て
他
力
易
行
浄
土 

の
一
門
が
「
門
余
の
大
道
」
と
し
て
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

い
な
、
 

開
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時' 

仏
は
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も
は
や
単
な
る
覚
者
で
も
な
く
、
も
と
よ
り
わ
れ
ら
の
到
り
つ
く 

べ
き
理
想
像
で
も
な
い
。
仏
と
は
善
導
も
い
う
ご
と
く
自
覚
と
覚 

他
と
覚
行
窮
満
の
徳
に
名
け
ら
れ
る(

「
玄
義
分
」
釈
名
門)

。
そ
れ 

は
実
智
と
権
智
と
二
智
円
満
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
さ
れ 

ば
自
覚
の
実
智
と
覚
他
の
権
智
と
完
全
に
円
満
し
な
け
れ
ば
浄
土 

門
の
仏
で
は
な
い
。
仏
は
実
智
も
っ
て
自
ら
覚
る
の
み
な
ら
ず' 

ま
た
権
智
も
っ
て
自
ら
覚
り
え
な
い
も
の
を
よ
く
覚
ら
し
め
ず
ば 

や
ま
な
い
。
こ
こ
に
自
ら
覚
り
え
な
い
も
の
と
は
、
ハ
万
四
千
の 

教
益
に
も
れ
た
わ
れ
ら
そ
の
も
の
を
さ
す
。
覚
り
え
ぬ
も
の
を
し 

て
よ
く
覚
り
に
到
ら
し
め
る
は
た
ら
き' 

こ
れ
を
他
力
と
い
い
大 

願
業
力
と
い
い
、
ま
た
権
智
と
い
う
。
さ
れ
ば
浄
土
門
は
仏
の
覚 

他
権
智
の
上
に
立
つ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
但
し
権
智
の
ゆ
え
に 

わ
れ
わ
れ
は
早
ま
っ
て' 

単
な
る
便
宜
の
た
め
の
方
便
道
と
考
え 

て
は
な
ら
な
い
。
実
智
も
権
智
も
仏
智
真
実
の
両
面
で
あ
る
か
ら 

で
あ
っ
て' 

そ
れ
は
法
性
法
身
と
方
便
法
身
が
一
つ
の
仏
身
か
ら 

開
か
れ
る
の
と
全
く
同
様
で
あ
る(
『
論
註
』
巻
下)

。
さ
れ
ば
実
智 

も
権
智
も
共
に
真
実
で
は
あ
る
が
、
無
辺
の
実
智
や
形
色
を
こ
え 

た
法
性
法
身
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
遙
か
に
わ
れ
わ
れ
の
境
涯
を
超 

え
る
。
仏
が
も
し
、
た

だ

に

「
寂
用
湛
然
」
た
る
法
性
真
如
と
し 

て
と
ど
ま
る
の
み
で
あ
る
な
ら
ば' 

ひ
と
り
で
は
証
る
こ
と
が
で 

き
な
い
わ
れ
わ
れ
に
は
、
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
こ
と
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
む
し
ろ
自
ら
覚
り
え
な
い
凡
惑
を
し
て
西
方
浄 

土
に
生
ぜ
し
め' 

彼
の
法
性
常
楽
を
証
せ
し
め
ず
ば
や
ま
ぬ
仏
覚 

他
の
権
智' 

方
便
法
身
の
大
願
業
力
こ
そ
、
わ

れ

ら

「
信
外
の
軽 

毛
」
に
と
っ
て
は
な
に
よ
り
も
親
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

そ
れ
ゆ
え
に
釈
迦
は
此
の
方
に
し
て
わ
れ
ら
に
勧
む
る
に
偏
え
に 

西
方
を
も
っ
て
せ
ら
れ
る
。
垢
障
の
わ
れ
ら
の
急
ぐ
べ
き
は
釈
尊 

の
指
勧
に
順
じ
て
、
西
に

向

っ
て

「
此
の
道
」
を
ひ
た
む
き
に
尋 

ね
行
く
こ
と
で
あ
る
。
既
に
し
て
西
の
岸
に
到
り
終
れ
ば' 

そ
の 

ま
ま
に
し
て
法
性
真
如
界
で
あ
り
、
 

宗
祖
の
い
わ
れ
る
無
量
光
明 

土
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
西
も
な
く
東
も
な
く' 

相
も
無
相
も
す
べ
て
が
咸
同
一
類
で
あ
る
。
念
力
ひ
と
し
く
お
よ 

ば
れ
ぬ
下
凡
の
わ
れ
ら
も
、
念
を
西
方
の
一
処
に
か
け
、
方
か
ら 

入
り
て
遂
に
無
方
の
世
界
に
到
ら
し
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
序 

題
門
は
次
の
如
く
結
ば
れ
て
い
る
。

仏
の
密
意
弘
深
に
し
て
教
門
に
て
は
暁
り
難
し
。
三
賢
十
聖
も 

測
り
て
闕
ふ
所
に
弗
ず
。
況
ん
や
我
れ
信
外
の
軽
毛
な
り
、
敢 

て
旨
趣
を
知
ら
ん
や
。
仰
い
で
惟
ん
み
れ
ば
釈
迦
は
此
の
方
に 

し
て
発
遣
し
、
弥
陀
は
即
ち
彼
の
国
よ
り
来
迎
す
。
彼
に
喚
ひ 

此
に
遣
る
。
豈
去
か
ざ
る
容
け
ん
也
。
唯
勤
心
に
法
に
奉
へ
て 

畢
命
を
期
と
し
て
、
此
の
穢
身
を
捨
て
、
即
ち
彼
の
法
性
之
常 

楽
を
証
す
可
し
。
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指
方
立
相
の
義
こ
こ
に
き
わ
ま
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 

か
く
し
て
指
方
立
相
の
論
は
わ
れ
わ
れ
が
出
離
之
縁
あ
る
こ
と 

な
き
身
と
信
知
せ
ら
れ' 

そ
れ
ゆ
え
に
仏
は
法
界
身
と
し
て
特
に 

わ
れ
ら
流
転
の
身
の
た
め
の
仏
と
し
て
う
な
ず
か
れ
る
な
ら
ば
、
 

お
の
ず
か
ら
に
解
か
れ
て
ゆ
く
問
題
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い 

要

は

「
無
有
出
離
之
縁
」
の
わ
が
身
と
信
ら
か
に
知
る
こ
と
一
つ 

に
か
か
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
善
導
が
指
方
立
相
論
を

立
論
す
る
に
当
っ
て
「
末
代
罪
濁
の
凡
夫
」

の
自
覚
を
強
調
し' 

こ
の
も
の
を
特
に
空
に
あ
っ
て
舎
を
建
て
る
能
力
な
き
「
術
通
な 

き
人
」
に
喩
え
顕
わ
し
た
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
上 

述
し
た
道
綽
や
曇
鸞
な
ど
、
お
よ
そ
指
向
西
方
の
教
義
が
み
ず
か 

ら
に
問
わ
れ
た
浄
土
の
先
覚
に' 

一
貫
し
た
根
本
姿
勢
が
常
に
こ 

こ
に
あ
っ
た
事
実
を' 

い
ま
改
め
て
か
え
り
み
る
べ
き
で
あ
る
。

曇
鸞
法
師
の
如
き
は
、
康
存
の
日
常
に
浄
土
を
修
す
。
亦
毎
に
世
俗
の
君
子
有
り
て
、
来
り
て
法
師
を
呵
し
て
い
わ
く
、 

十
方
仏
国
皆
な
浄
土
た
り' 

法
師
何
ぞ
乃
ち
独
り
意
を
西
に
注
む
る
や
、
豈
に
偏
見
の
生
に
あ
ら
ず
や
と
。
法
師
こ
た
え 

て
い
わ
く
、
五
口'

す
で
に
凡
夫
に
し
て
智
慧
浅
短
な
り
。
未
だ
地
位
に
入
ら
ず
、
念
力
均
し
く
す
べ
け
ん
や
、
草
を
置
き 

て
牛
を
引
く
に
恆
に
心
を
槽
鰹
に
つ
な
ぐ
べ
き
が
ご
と
し
、 

豈
に
縦
放
に
し
て
全
く
帰
す
る
と
こ
ろ
無
き
こ
と
を
得
ん
や

と
。
(

『
安
楽
集
』
巻
下)
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