
報
身
に
つ
い
て
の
一
考
察

・特
に
因
願
酬
報
の
意
義
を
中
心
と
し
て!

幡

谷
 

明

一

昨

年
(

昭
和
四
十
七
年)

の
十
月
十
三
日
、
大
谷
大
学
の
開
学
記
念
日
に
あ
た
り
、

「
仏
身
観
の
思
想
史
的
展
開
」
と
い
う
講
題
の
も 

と
で
、

山
口
益
博
士
の
記
念
講
演
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
講
演
の
詳
細
な
内
容
は
、

す
で
に
、

『
日
本
学
士
院
紀
要
』(
第
三
十
巻
第
三
号) 

な

ら

び

に

『
仏
教
学
セ
ミ
ナI
』(
第
十
七
号)

に
発
表
せ
ら
れ
て
い
る
。

山
口
益
博
士
は
、
そ
こ
で' 

文
献
研
究
に
基
礎
を
置
く
、

い
わ
ゆ
る
実
証
的
宗
教
史
観
に
立
脚
し
た
、
近
代
仏
教
学
の
方
法
論
に
よ
る 

仏
身
観
の
研
究
業
績
に
つ
い
て
展
望
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
特
に
龍
樹
や
無
着
，
世
親
に
よ
っ
て
確
立
せ
ら
れ
た
、
大
乗
の
仏
道
体
系
に
立 

脚
し
て
、
仏
身
論
の
中
心
課
題
で
あ
る
報
身
の
意
義
に
つ
き
、
思
想
史
的
な
解
明
を
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
仏
陀
に
よ 

っ
て
覚
証
せ
ら
れ
た
、
縁
起
の
道
理
の
究
極
的
な
在
り
方
と
し
て
の
般
若
波
羅
蜜
多
の
方
軌' 

す
な
わ
ち
戯
論
寂
滅
な
る
空
性
勝
義
諦
が 

世
間
的
実
用
で
・
あ
る
世
俗
諦
と
し
て
顕
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
切
の
衆
生
は
そ
の
教
法
の
本
源
で
あ
る
空
性
真
如
に
還
帰
せ
し
め
ら
れ 

て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
根
本
道
理
に
基
づ
い
て
、
そ
の
内
面
的
展
開
過
程
を
、
も
っ
と
も
根
源
的
・
具
体
的
な
態
で
も
っ
て 

解
明
せ
ら
れ
た
も
の
が' 

法
身
と
色
身
の
二
身
説
と
し
て
表
示
さ
れ
る
仏
身
論
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
龍
樹
の
般
若
中
観
説
に
お
い
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て
確
立
せ
ら
れ
た
、 

そ
の
般
若
波
羅
蜜
多
の
方
軌
に
立
脚
し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
空
性
勝
義
諦
の
知
覚
を' 

転
識
得
智
に
よ
る
見
道
へ
の 

悟
入' 

そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
修
習
・
数
習
に
よ
る
修
道
の
展
開
と
い
う
態
で
も
っ
て
、
更
に
徹
底
し
て
い
っ
た
も
の
が
無
着,

世
親
に
よ 

る
瑜
伽
唯
識
説
に
他
な
ら
な
い
が
、
般
若
中
観
説
か
ら
瑜
伽
唯
識
説
へ
の
思
想
的
展
開
と
並
行
し
て' 

仏
身
論
は
二
身
説
か
ら
報
身
を
中 

心
と
す
る
三
身
説
に
展
開
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
乗
仏
教
に
お
け
る
仏
身
観
が
大
成
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

す
な
わ
ち
、
般
若
波
羅
蜜
多
の
方
軌
は
、
実
践
的
に
は
、
出
世
間
無
分
別
智
の
後
得
清
浄
世
間
智
へ
の
展
開
と
い
う
無
住
処
涅
槃
の
行
と 

し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、

不
住
生
死
・
不
住
涅
槃
と
い
う
よ
う
に
、
住
の
二
重
の
否
定
と
い
う
態
で
も
っ
て
表
わ
さ
れ
る
無
分
別
智
の
働
き 

を
、
仏
身
の
上
で
明
ら
か
に
し
た
も
の
が
報
身
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
解
説
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

「
無
分
別
智
は
虚
空
際
を
尺
く
し
、
十
方
法
界
を
尽
く
し
、
限
り
な
く
窮
め
ら
れ
て
ゆ
く
点
で
、
無
分
別
智
は
光
明
無
量
と
称
せ
ら
れ 

る
。
そ
し
て
そ
の
智
慧
に
よ
っ
て
清
浄
世
間
智
が
は
た
ら
い
て
、
人
間
の
我
執
に
基
く
煩
悩
の
世
間
を
打
破
し
、
世
間
を
清
浄
化
し
て
ゆ 

く
。
そ
れ
が
智
慧
の
大
悲
と
し
て
の
転
回
で
あ
る
。
…
…
そ
し
て
、
大
悲
の
対
象
で
あ
る
一
切
衆
生
と
い
う
、
生
き
と
し
生
け
る
者
と
は
、 

限
り
な
い
人
間
の
歴
史
の
展
開
で
あ
る
か
ら
、
無
限
の
歴
史
の
展
開
に
従
っ
て
は
た
ら
く
清
浄
世
間
智
の
大
悲
は
寿
命
無
量
と
称
せ
ら
れ 

る
。
そ
の
光
明
無
量
と
寿
命
無
量
と
い
う
こ
と
が
、
菩
薩
に
お
け
る
無
住
処
涅
槃
の
実
践
の
態
で
あ
り
、
そ

れ

が

阿

弥

陀

亦

の

本
 

願
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
報
身
仏
と
い
う
仏
身
観
が
現
わ
れ
て' 

二
身
法
が
三
身
法
と
な
っ
た
と
い
う
報
身
仏
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を 

い
う
の
で
あ
る
。
」

そ
し
て
、

「(

そ
の)

4
0
1
^

!

の
本
願
と
し
て
の
仏
の
精
神
が
人
間
の
上
に
顕
現
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
受
用
身
・
報
身
で
あ
り' 

人 

間
の
世
界
の
上
へ
ま
ど
か
に
流
れ
行
わ
れ
た
の
が
釈
迦
応
化
身
の
説
法
で
あ
る
」

こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
、 

そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、 

「
旧
来
の
仏
教
学
界
で
は' 

二
身
と
い
え
ば
二
身
と
い
う
こ
と
に
規
定
し' 

三
身
と
い
え
ば
三
身
と
い
う
こ
と
に
規
定
し
、4

0
2
1
1
1

粋8
 

に
融
通
の
つ
か
な
い
考
え
方
で
あ
っ
た
こ
と
」
に
対
し
て
、
深
い
反
省
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

山
口
益
博
士
の
提
起
せ
ら
れ
た
仏
身
史
観
は
、
先

づ

「
般
若
中
観
と
瑜
伽
唯
識
と
が
別
個
の
教
説
で
あ
る
か
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
て
…
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…
そ

こ

に

二

つ

の

宗

義

学

が

発

生

し

て

」

い
た
旧
来
の
仏
教
学
に
対
し
て
ゝ
そ
の
誤
り
を
指
摘
し' 

般
若
波
羅
蜜
多
の
方 

軌
に
基
づ
く
大
乗
の
仏
道
体
系
を
明
解
に
せ
ら
れ
る
と
共
に' 

そ
こ
か
ら
更
に
、6
〇
^
!
!

匚0

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
旧
来
の
仏
教
界 

に
お
け
る
仏
身
観
の
誤
り
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
大
乗
の
仏
道
体
系
の
上
に
立
っ
て
、
そ
れ
の
も
つ
本
来
の
動
的
な
意
義
を
解
明
せ
ら
れ
た
も 

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
仏
身
論
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
つ
の
明
確
な
方
向
付
け
を
提
示
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り'

そ
れ
に
よ
っ
て 

大
乗
仏
教
と
し
て
の
浄
土
教
に
対
す
る-

つ
の
明
解
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
深
々
の
謝
意
を
表
わ
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
 

た
だ
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
山
口
益
博
士
に
よ
っ
て
、

『
こ
の
報
身
仏
と
い
う
場
合
の
「
報
」

の
語
に
対
す
る
中
国
仏
教
者
の
解 

釈

で

は

「
因
願
酬
報
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
解
釈
に
は
す
っ
き
り
し
な
い
も
の
が
残
る
』
と
い
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
山 

口
博
士
は
、
 

そ
れ
に
つ
い
て'

「
原
語
的
に
は' 

報
身
仏
は' 

梵
文
入
楞
伽
経
に
出
て
い
る
果
報
仏
匕
吕
好
〇"艮

一
一

质
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
 

果
報
と
い
う
こ
と
は
、

こ
こ
に
具
体
的
な
人
間
存
在
が
得
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
の
転
識
得
智
の
領
域
に
あ
っ
て
の
も
の
が 

ら
と
し
て
は
、
や
は
り
清
浄
世
間
智
で
あ
り
、
そ
の
得
ら
れ
方
は
、
清
浄
世
間
智
が
無
分
別
智
と
な
ら
び
は
た
ら
く
無
住
処
涅
槃
の
実
践 

を
内
容
と
す
る
。
従
っ
て' 

報
身
仏
と
は
光
明
無
量
寿
命
無
量
の4

111

キ£1

の
本
願
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で 

は
、
何

故

「
因
願
酬
報
」
と
い
う
伝
統
的
な
解
釈
に
つ
い
て
疑
問
を
も
た
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
必
ら
ず
し
も
明
瞭
に
さ
れ
て
い
る
と 

は
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

報
身
に
つ
い
て
の
「
因
願
酬
報
」
と
い
う
解
釈
は
、
後
に
論
述
す
る
ご
と
く
、
恐
ら
く
は
中
国
の
浄
影
あ
た
り
か
ら
始
ま
る
も
の
と
思 

わ
れ
る
が
、
表
現
に
お
い
て
は
、
親
鸞
も
ま
た
そ
の
伝
統
的
解
釈
を
承
け
継
い
で
い
る
こ
と
は
、

『
教
行
信
証
』 

「
真
仏
土
巻
」

の
劈
頭 

に' 

次
の
ご
と
く
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
謹
ん
で
真
仏
土
を
按
ず
れ
ば
、
仏
は
則
ち
是
れ
不
可
思
議
光
如
来
な
り
、
土
は
亦
是
れ
無
量
光
明
土
な
り
、 

然
れ
ば
則
ち
大
悲
の
誓 

願
に
酬
報
す
る
が
故
に
、
真
の
報
仏
土
と
日
ふ
な
り
。
既
に
し
て
願
有
す
、

即
ち
光
明
，
寿
命
の
願
是
れ
な
り
。
」 

そ
し
て
、
そ
れ
は
、

「
真
仏
土
巻
」
の
結
釈
に
お
い
て
も
、
次
の
ご
と
く
示
さ
れ
て
い
る
。
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「
夫
れ
報
を
按
ず
れ
ば
、
如
来
の
願
海
に
由
り
て
果
成
の
土
を
酬
報
し
た
ま
へ
り' 

故
に
報
と
日
ふ
な
り
。
然
る
に
願
海
に
就
き
て
、
 

真
有
り
仮
有
り
、
是
を
以
て' 

復
仏
土
に
就
き
て' 

真
有
り
仮
有
り' 

選
択
本
願
の
正
因
に
由
り
て' 

真
仏
土
を
成
就
せ
り
。:

：:

既 

に
以
っ
て
、
真
仮
皆
是
れ
大
悲
の
願
海
に
酬
報
せ
り
、
故
に
知
ん
ぬ
、
報
仏
土
な
り
と
い
う
こ
と
を
。
良
に
仮
の
仏
土
の
業
因
千
差
な 

れ
ば' 

土
復
応
に
千
差
な
る
べ
し
、

是
を
方
便
化
身
・
化
土
と
名
づ
く
、

真
・
仮
を
知
ら
ざ
る
に
由
り
て
如
来
広
大
の
恩
徳
を
迷
失 

す
。-

」

「
真
仏
土
巻
」
に
見
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
表
現
を
通
し
て
、
親

05
が
因
願
酬
報
と
い
う
こ
と
に
対
し
い
か
に
深
い
関
心
を
も
ち
、
重
要
な 

意
義
を
与
え
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、

山
口
博
士
が
何
故' 

因
願
酬
報
と
い
う
こ
と
を
疑
問
視 

さ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
知
り
た
い
と
思
う
が' 

す
で
に
発
表
せ
ら
れ
た
論
文
に
よ
る
限
り
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
了
承
す
る
こ
と
は 

困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
そ
れ
が
、
山
口
博
士
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
は
別
問
題
と
し
て
、
因
願
酬
報
と
い 

う
こ
と
の
意
義
は
深
く
追
求
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
山
口
益
博
士
の
提
言
を
縁
と
し
て' 

あ
ら
た
め
て
、
因 

願
酬
報
の
意
味
に
つ
い
て
窺
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
た
の
が' 

小
論
執
筆
の
動
機
で
あ
る
。

二

仏
教
の
思
想
に
お
い
て
、
仏
身
観
の
問
題
は
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
占
め
て
お
り' 

あ
る
意
味
で
は
、
仏
教
の
歴
史
的
展
開
は
、
そ 

の
ま
ま
仏
身
観
の
展
開
で
あ
る
と
い
っ
て
も' 

決
し
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

仏
陀
世
尊
に
よ
っ
て' 

永
遠
の
根
本
真
理
で
あ
る
縁
起
の
理
法
が
覚
証
せ
ら
れ' 

そ
の
甚
深
難
解
の
法
が
思
想
言
説
を
も
っ
て
広
く
衆 

生
の
上
に
公
開
せ
ら
れ
た
と
い
う
出
来
事
の
も
つ
意
義
は
、
極
め
て
大
き
い
。

「
如
来
世
に
出
ず
る
も
出
で
ざ
る
も
、
法
は
永
遠
に
し
て 

常
住
な
り
」
と
説
か
れ
る
こ
と
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
っ
た
仏
教
の
真
理
の
独
自
性
を
表
わ
し
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て 

仏
陀
世
尊
の
出
現
と
い
う
歴
史
的
出
来
事
の
も
つ
意
義
を
、
軽
視
し
た
り
、
あ
る
い
は
否
定
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
て
い
い
筈
は
な
い
。
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仏
陀
の
出
現
に
よ
っ
て
、
根
本
真
理
で
あ
る
法
が
説
き
明
か
さ
れ
た
こ
と
は
、

一
切
の
衆
生
が
成
仏
す
る
こ
と
の
出
来
る
道
が
、
始
め
て 

歴
史
の
上
に
教
え
と
し
て
開
き
示
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り' 

も
し
仏
陀
世
尊
の
出
現
と
、
そ
の
教
法
の
開
説
が
な
か
っ
た 

な
ら
ば
、

生
死
の
迷
い
か
ら
解
脱
し
て
涅
槃
の
さ
と
り
を
開
く
、

人
間
に
と
っ
て
の
究
極
的
な
自
覚
道
は
、

遂
に
人
類
の
上
に
開
か
れ 

る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
故
に
仏
教
の
歴
史
は
、
仏
陀
世
尊
に
対
す
る
限
り
な
き
尊
敬
思
慕
の
念
に
よ
っ
て
展
開
し
て
き
た
も
の 

で
あ
り
、
仏
陀
の
入
滅
後
、
偉
大
な
る
人
類
の
教
主
を
失
え
る
仏
弟
子
の
悲
し
み
の
中
か
ら
、
次
第
に
仏
陀
が
神
格
化
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
 

そ
の
与
え
ら
れ
た
教
法
に
お
け
る
永
遠
不
滅
の
仏
陀
と
の
出
会
い
が
求
め
ら
れ
て
き
た
の
は
、
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
て 

如
来
出
現
の
意
義
は' 

色

身
(

生
身
”
歴
史
的
人
物
と
し
て
の
仏
陀)

と

法

身(

歴
史
を
超
え
た
常
住
真
実
の
仏
陀)

の
二
身
説
と
し
て 

明
ら
か
・
に
せ
ら
れ' 

そ
し
て
そ
れ
は
更
に
法
身
，
報

身

，
応
身
の
三
身' 

あ
る
い
は' 

自
性
身
・
受
用
身
・
変
化
身
の
三
身
説
と
し
て
表 

わ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二
身
説
か
ら
三
身
説
へ
の
展
開
が
、
大
乗
仏
教
の
上
で
は' 

龍
樹
の
般
若
中
観
説
か
ら
無
着
，
世
親
の 

瑜
伽
唯
識
説
へ
の
展
開
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
山
口
益
博
士
の
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
身
説 

の
中
軸
と
な
る
報
身
，
受
用
身
は
、
瑜
伽
唯
識
説
に
お
い
て
深
く
内
面
的
に
追
求
せ
ら
れ
た' 

人
間
の
深
層
意
識
に
お
け
る
自
我
心
の
問 

題
と
の
対
応
性
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ 

る
と
す
れ
ば' 

報

身

，
受
用
身
の
意
義
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
、
人
間
に
お
け
る
も
っ
と
も
根
源
的
な
自
我
心
の
問
題
に
つ
い
て
問
う
こ 

と
と
別
の
も
の
で
は
な
く
、
人
間
を
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
と
し
て
徹
底
的
に
見
究
め
た
浄
土
教
に
お
い
て
、
報

身

・
受
用
身
の
意 

義
が
も
っ
と
も
深
く
解
明
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
理
由
の
一
面
も
、
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
 

報
身
の
原
語
は
、

『
入
楞
伽
経
』
な
ど
に
説
か
れ
たV

も
骨3

,1
X
！巳

!一
夕V

も
详
孑
窈
卷
で
あ
る
こ
と
は' 

す
で
に
西
尾
京
雄
氏
な
ど 

に
よ
っ
て
注
意
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
舟
橋
一
哉
博
士
は
『
曇
鸞
の
浄
土
論
註
』(

二
六
頁)

の
中
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
ご
と
く
解
説
せ 

ら
れ
て
い
る
。
『
「
果
報
」
が

「
迷
い
の
生
に
属
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
る
と' 

報
身
仏
の
性
格
を
決
め
る
上
に 

お
い
て
、
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
来
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
因
向
果
の
仏
に
お
い
て
は
、
「
報
身
仏
」
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
ず
、
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た
だ
従
果
向
因
の
仏
に
お
い
て
の
み
ゝ
「
報
身
仏
」
が
有
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
』
そ
れ
は
、
報

身
が

等
流

身(

已

ヨ

と

 

表
わ
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も' 

領
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
報
身
と
同
じ
位
態
に
あ
る
仏
身
が
、 

別
の
経
論
で
は' 

受

用

身(

蛊
き
〇-
ーー〇̂.
一
@

岳
心
巴
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
受
用
身
と
は
、
「
願
と
行
と
の
結
果
と
し
て' 

清
浄
国
土
と
法 

と
を
享
受
す
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
り' 

『
荘
厳
経
論
』
な
ど
に
よ
る
と'

「
自
ら
の
法
楽
を
他
に
わ
か
ち
他
に
説
法
す
る
」
、
他
受 

用
と
い
う
こ
と
が
そ
の
特
質
と
せ
ら
れ
て
い
る
。(

山
口
益
仏
教
学
文
集
上
、
一
九〇—

一
九
一
頁
註⑴

参
照)

そ
れ
に
関
し
て
長
尾
雅
人
博
士
は 

「
仏
身
論
を
め
ぐ
り
て
」(
哲
学
研
究
第
五
ニ
ー
号)

と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
そ
の
受
用
身
に
は
、
二
重
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指 

摘
し
て
、
そ
れ
を
次
の
ご
と
く
論
証
せ
ら
れ
て
い
る
。

『
自
性
身
が
全
く
抽
象
的
原
理
的
で
あ
り
、
絶
対
不
動
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
受
用
身
は
何
よ
り
も
法
の
享
受
者
な
の
で
あ
る
。:

：
： 

不
動
な
る
自
性
身
に
は
、
享
受
と
い
う
動
は
あ
り
え
な
い
。
法
の
享
受
が
あ
る
た
め
に
は
、
自
性
身
は
そ
の
絶
対
の
座
を
一
歩
下
っ
て
、
 

具
象
的
相
対
的
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
空
性
で
あ
り
法
界
で
あ
る
よ
う
な
座
か
ら
下
り
て
、
浄
土
が
そ
こ
に
現
成
し
、
願
と
行
と 

を
伴
い
、
そ
れ
ら
を
原
因
と
し
て
仏
陀
が
結
果
す
る
と
い
う
、
報
身
の
姿
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
安
慧
は
「
自
性
身
が 

さ
と
り
を
開
く
よ
う
な
在
り
方' 

そ
れ
が
受
用
身
で
あ
る
」
と
さ
え
説
い
て
い
る
。
……

自
性
身
が
本
覚
で
あ
る
の
に
対
す
れ
ば
、
受
用 

身
は
い
わ
ば
始
覚
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
の
救
い
は
、

こ
の
よ
う
な
受
用
身
に
お
い
て
成
立
つ
の
で
あ
っ
て' 

自
性
身
に
お
い
て
で
は 

な
い
。
自
性
身
の
具
象
化
と
し
て
の
受
用
身
は
、
ま
た
等
流
身
と
も
よ
ば
れ
る
。:

：:

そ
れ
は
大
悲
が
結
晶
し
て
説
法
と
な
り' 

そ
の
よ 

う
な
も
の
と
し
て
法
界
が
自
己
を
顕
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
』

か
く
て
、
受
用
身
に
は
、

「
一
方
で
は
人
間
仏
・
変
化
身
を
超
越
す
る
方
向
が
あ
り
、
他
方
で
は
絶
対
で
あ
る
自
性
身
の
具
象
化
と
い 

う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
受
用
身
は
、
超
越
的
で
あ
る
と
共
に
具
象
的
、
歴
史
的
で
あ
る
と
共
に
超
歴
史
的
と
い
う
二
重
の
性
格
を
荷 

う
こ
と
と
な
る
」

こ
と
が
語
ら
れ
る
。

先
き
に
引
用
し
た
山
口
益
博
士
の
所
説
で
は
、
無

分

別

智(

法
身)

。
清

浄

世

間

智(

報

身

，
受
用
身)

0

応
化
身
の
説
法
と
い
う
、
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般
若
波
羅
蜜
多
の
方
軌
に
基
づ
く
等
流
身
の
面
が
主
と
し
て
強
調
せ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
長
尾
雅
人
博
士
の
論
証
で
は
、

三
身
説
に 

お
い
て
占
め
る
受
用
身
の
中
軸
的
意
義
が' 

殊
に
救
済
論
的
立
場
か
ら
解
明
せ
ら
れ
て
お
り' 

そ
こ
に
視
点
の
上
で
若
干
の
相
違
が
見
ら 

れ
る
が
、

い
づ
れ
も
、
報

身

・
受
用
身
の
も
つ
意
義
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。

三

前
述
の
ご
と
く'

報
身
と
受
用
身
が
別
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
り' 

受
用
身
が
主
と
し
て
仏
に
よ
る
法
の
享
受
と 

い
う
面
を
表
わ
す
の
に
対
し
て' 

報
身
は' 

そ
れ
を' 

そ
の
因
と
し
て
の
菩
薩
に
よ
る
願
と
行
の
面
か
ら
顕
わ
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と 

が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
中
国
仏
教
に
お
け
る
訳
語
に
つ
い
て
見
る
と
、
報
身
の
語
は
主
と
し
て
菩
提
流
支
に
よ
っ
て
訳
出
せ
ら
れ 

た
も
の
の
上
に
見
出
さ
れ
、
受
用
身
の
語
は
真
諦
，
玄
奘
に
よ
る
訳
出
経
典
の
上
に
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、 

流
支
の
訳
出
し
た
楞
伽 

経

・
十
地
経
論
・
法
華
経
論
・
般
若
経
論
等
に
は
報
仏
の
語
が
あ
り' 

真
諦
訳
の
摂
大
乗
論
釈
、
お
よ
び
玄
奘
訳
の
仏
地
経
論
に
は
受
用 

身
の
語
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
恐
ら
く
原
語
の
相
違
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
訳
出
者
の
問
題
で
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

報
身
が
菩
薩
の
願
行
に
よ
っ
て
酬
報
し
た
仏
を
表
わ
す
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
報
身
の
意
義
に
つ
い
て
説
き
示
さ
れ
た
『
大
無
量
寿
経
』 

等
の
上
に
明
ら
か
で
あ
る
が' 

報
身
に
お
け
る
因
願
酬
報
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
、
盛
ん
に
論
議
が
展
開
せ
ら
れ
た
の
は
、
中
国
の
隋
唐
時 

代
で
あ
り
、
恐
ら
く
浄
影
あ
た
り
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

浄

影

の

『
大
乗
義
章
』

は
、
嘉

祥

の

『
大
乗
玄
論
』
と
並
ん
で
、
中
国
に
お
け
る
代
表
的
な
仏
教
概
論
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が' 

そ
の
第
十
九
巻
に
は
、
仏

身

・
仏
土
論
に
関
す
る
極
め
て
詳
細
綿
密
な
解
釈
が
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
当
面
の
問
題
で
あ
る
仏 

身
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
第
百
十
九
章
で
あ
り
、
浄
影
は
そ
こ
で
三
身
の
名
義
を
解
釈
し
て
、
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
 

三
仏
は
、
す
べ
て
法
に
依
っ
て
成
就
し
た
も
の
で
あ
り' 

功
徳
の
法
を
も
っ
て
成
就
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て' 

俱
に
法
身
と
呼
ば
れ
、
 

因
に
酬
い
た
果
報
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
俱
に
報
身
と
言
わ
れ
、
衆
生
の
情
に
応
随
し
て
三
を
顕
示
し
、
諸
々
の
衆
生
を
し
て
同
じ
く
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見
出
せ
し
め
る
ご
と
に
お
い
て'

俱
に
応
化
身
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ゝ
三
仏
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
為
に' 

隠
顕
し
て
名
を
異 

に
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
三
仏
の
特
質
に
つ
き
、
そ
れ
を
次
の
ご
と
く
規
定
し
て
い
る
。

「
法
仏
は
是
れ
体
に
し
て
、
本
法
を
顕
わ
し
て
成
ず
、
証
法
の
義
顕
な
る
が
故
に
、
偏
え
に
法
と
名
く
。
報
仏
は
是
れ
相
に
し
て
本
と 

無
く
今
有
り
、
方
便
の
修
生
酬
因
の
義
顕
な
る
が
故
に
、
偏
え
に
報
と
名
く
、
応
仏
は
是
れ
用
に
し
て
、
化
用
物
に
随
っ
て
、
応
成
の
義 

顕
な
る
が
故
に' 

偏
え
に
応
と
名
く
」
と
。

こ
こ
に
、

「方
便
の
修
生
酬
因
の
義
顕
な
る
が
故
に
、
偏
え
に
報
と
名
く
」
と
あ
る
の
は
、
先
き
の
報
身
仏
の
解
説
を
要
約
し
て
示
し 

た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は' 

次
の
ご
と
く
示
さ
れ
て
い
る
。

「
報
身
仏
と
は
、
酬
因
を
報
と
な
す
。
有
作
の
行
徳
は
本
無
く
今
有
り
、
方
便
の
修
生
な
り
、
修
生
の
徳
、
因
に
酬
ゆ
る
を
報
と
名
け
、
 

報
徳
の
体
は
こ
れ
を
名
け
て
身
と
な
す
、

又
徳
聚
積
す
る
を
亦
名
け
て
身
と
な
す' 

報
身
の
覚
照
、

こ
れ
を
名
け
て
仏
と
な
す
。
真
心
の 

体
、
本
隠
れ
今
顕
わ
る
る
を
、
説
い
て
法
仏
と
な
す
、
此
の
真
心
の
体
、
縁
の
為
に
薰
発
せ
ら
れ
て
諸
々
の
功
徳
生
ず
る
を
、
ま
さ
に
報 

仏
と
名
く
。
法
仏
は
金
の
如
く
、
報
仏
は
金
の
荘
厳
具
と
作
る
が
如
し
。:

：:

報
無
く
ん
ば
法
則
ち
顕
わ
れ
ず
、
但
法
を
顕
わ
さ
し
む
れ 

ば
、
必
ら
ず
報
有
っ
て
生
ず' 

故
に
報
仏
を
立
つ
。

又
復
、
法
仏
は
心
性
の
照
明
に
し
て
事
用
に
非
ざ
る
が
為
の
故
に
報
仏
を
須
う
。
金 

は
浄
な
り
と
雖
も
、
中
に
衣
食
あ
ら
ざ
る
が
如
し
、
故
に
須
ら
く
こ
れ
を
用
い
て
荘
厳
具
と
作
す
べ
し
。:

：:

」
 

こ
れ
は
、
実
報
土
に
つ
い
て' 

次
の
ご
と
く
解
説
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
全
く
相
対
応
す
る
。

「実
報
土
と
は
、
菩
薩
、
前
の
法
性
土
を
顕
わ
す
時
、
曠
く
法
界
無
尽
の
行
業
を
修
し
、
此
の
浄
業
の
勲
発
の
力
を
以
て
、
彼
の
無
辺 

の
浄
法
界
処
に
お
い
て
、
無
量
の
殊
異
荘
厳
の
事
起
る
を
実
報
土
と
名
く
。:

：:

実
報
の
土
は
、
諸
度
等
の
行
を
以
っ
て
正
因
と
な
し
、 

親
生
を
以
て
の
故
に
法
性
を
縁
と
す
。:

：:

報
土
の
因
は
、
本
無
の
法
体
、
但
向
前
の
法
土
の
因
の
上
に
お
い
て
、
本
よ
り
已
来
、 

そ
の 

縁
起
可
生
の
義
有
っ
て
、
縁
に
遇
っ
て
便
ち
生
ず
、
礦
中
の
金
は
喩
に
従
っ
て
こ
れ
に
名
く
、
是
の
義
如
何
、
世
間
に
人
の
呼
喚
有
れ
ば
、
 

則
ち
響
の
応
ず
る
有
る
が
ご
と
し
、

此
も
亦
是
の
ご
と
し' 

衆
生
の
機
感
は
義
呼
喚
の
ご
と
く
、

如
来
示
化
事
は' 

響
の
応
ず
る
に
同
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じ
。
故
に
名
け
て
応
と
為
す
。

〔
法
仏
は
唯
理
法
を
知
り
ゝ
報
仏
は
理
及
び
自
行
の
法
を
矩
る
〕
応
仏
は
理
を
知
り
ゝ
亦
自
行 

及
び
化
他
の
法
を
知
る
。
通
じ
て
一
切
を
縁
じ
て
衆
生
を
化
す
る
が
故
に
。
…
…
」 

前
上
の
引
文
に
よ
っ
て
、
浄
影
の
報
身
，
報
土
論
の
大
体
は
把
握
せ
ら
れ
る
が
、
問
題
は' 

浄

影

が

『
大
乗
義
章
』
『
無
量
寿
経
義
疏
』 

『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
等
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
の
浄
土
を
応
身
・
応
土
と
解
釈
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

い
ま
浄
影
の
一
般
的
な
応
身
・
応
土
論
を
、

『
大
乗
義
章
』
に
よ
っ
て
窺
う
と
、
応
身
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
次
の
ご
と
く
解
釈
し
て 

い
る
。

「
応
身
仏
と
は
、
感
化
を
応
と
な
す
、
感
化
の
中
、
な
お
し
浄
珠
の
ご
と
く
、
能
く
衆
生
に
随
っ
て
、
種
々
に
異
現
じ
、
用
に
欠
少
無 

き
を
円
応
土
と
名
く
」
と
規
定
し
、
そ
の
因
に
同
類
因
と
異
類
因
の
二
種
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が' 

そ
の
前
者
に
つ
い
て' 

次
の 

ご
と
く
述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
。

「
ー
に
は
同
類
因' 

還
っ
て
応
行
を
以
て
応
因
と
な
す
、
諸
仏
如
来
は
土
を
得
る
こ
と
す
で
に
久
し
く
、
現
に
諸
行
を
修
し
て
仏
国
を 

荘
厳
す' 

弥
陀
仏
国
は
現
に
四
十
ハ
の
弘
誓
の
願
及
び
諸
々
の
所
行
を
修
し
て' 

西
方
世
界
を
荘
厳
す
る
が
ご
と
し
。:

：:

」 

こ
れ
に
よ
っ
て' 

浄
影
は
阿
弥
陀
の
浄
土
を
報
土
と
せ
ず
、
応
土
と
見
做
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、 

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
 

応
土
と
見
る
根
本
の
理
由
を
、
阿
弥
陀
の
浄
土
は
凡
夫
の
往
生
す
る
世
界
で
あ
る
か
ら
と
い
う
点
に
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
浄
土
を
相
の
上
か
ら
、
事
と
相
と
真
の
三
土
に
分
ち
、
事
の
浄
土
は
凡
夫
所
居
の
土
で
あ
り
、
相
の
浄
土
は
声
聞 

・
菩
薩
所
居
の
土
で
あ
る
の
に
対
し
、
真
の
浄
土
は
初
地
以
上
乃
至
諸
仏
所
居
の
土
を
指
す
と
し
て
、
そ
の
相
違
を
往
生
す
る
者
に
よ
っ 

て
段
階
的
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
が' 

注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
浄
影
は
そ
こ
で
、
事
の
浄
土
に
つ
い
て
、
凡 

夫
求
有
の
浄
業
所
得
の
土
と
、
凡
夫
求
出
の
善
根
所
得
の
土
の
二
種
を
分
ち
、
そ
の
後
者
に
つ
い
て
、

「
安
楽
国
衆
香
界
等
の
ご
と
し
、 

出
世
の
善
業
に
従
っ
て
得
る
に
由
る
が
故
に
、
受
用
の
時
、
能
く
出
道
を
生
ず
、
衆
の
香
飯
の
そ
れ
食
す
る
こ
と
有
る
者
は
、
惑
を
滅
し 

て
道
を
生
ず
る
が
ご
と
し
」
と
解
説
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て' 

阿
弥
陀
の
浄
土
は
、
天
界
の
ご
と
く'

そ
れ
を
受
用
し
終
わ
っ
た
ら
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再
び
三
有
の
煩
悩
結
業
を
生
じ
て
生
死
を
出
離
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
こ
ろ
の
、
凡
夫
求
有
の
浄
業
所
得
の
土
と
は
異
な
り
、

再
び
三 

有
に
還
来
す
る
こ
と
の
な
い
世
界
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
相
の
浄
土
や
真
の
浄
土
に
比
較
し
て 

極
め
て
低
い
価
値
・
功
徳
を
も
っ
た
浄
土
と
見
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
無
量
寿
経
義
疏
』
や

『
観
無
量
寿
経
義
疏
』
、 

殊
に
後
者
に
お
い
て
、

阿
弥
陀
の
浄
土
を
応
身
，
応
土
と
す
る
浄
影
の
見
解
は
更
に
具
体
的
に
示
さ
れ
て
お
り
、

神
子
上
恵
竜
博
士
は 

『
弥
陀
身
土
思
想
展
開
史
論
』
に
お
い
て
、
そ
の
理
論
的
根
拠
を
、
次
の
五
由
に
よ
っ
て
解
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

㈠
 

『
観
音
授
記
経
』
に
説
か
れ
た
弥
陀
入
滅
の
文
に
拠
っ
て
、
阿
弥
陀
を
有
量
寿
の
応
身
仏
と
す
る
。

㈡
 

『
浄
土
三
経
』
に
説
か
れ
た
阿
弥
陀
は
、
有
相
有
量
で
あ
り
、
そ
の
限
り
は
応
身
仏
で
あ
る
と
決
択
す
る
。
 

㈢
 

『
観
経
』
に
説
か
れ
た
観
法
は
、
事
観
で
あ
る
故
に
、
そ
の
所
観
の
仏
は
応
身
仏
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

㈣
 

『
観
経
』
に
阿
弥
陀
の
来
迎
を
説
く
こ
と
は' 

そ
れ
が
応
身
仏
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

㈤
 

『
観
経
』
は
唯
識
法
身
観
，
自
性
清
浄
仏
性
観
を
成
就
す
る
為
の
経
典
で
あ
る
と
す
る
。

そ
の
よ
う
に' 

浄
影
が
弥
陀
の
浄
土
を
応
身
，
応
土
と
見
做
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
し 

か
し
、
そ
の
立
論
の
根
本
的
立
場
が
、
先
き
に
触
れ
た
凡
夫
入
報
を
認
め
な
い
と
い
う
人
間
観
の
問
題
に
基
因
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ 

り' 

そ
れ
こ
そ
浄
土
教
に
と
っ
て
決
定
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

四

浄
影
を
始
め
と
す
る
聖
道
門
の
側
か
ら
の
弥
陀
応
身
説
に
対
し
て
は' 

浄
土
教
の
立
場
か
ら
道
綽
・
善
導
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
解
答
が
な 

さ
れ
て
い
る
が
、
殊
に
善
導
に
よ
っ
て
、
是
報
非
化
の
立
場
が
徹
底
し
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
こ
と
は' 

周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
 

す
な
わ
ち
善
導
は
、

聖
道
諸
師
の
見
解
に
対
し
、

先
づ 

『
大
乗
同
性
経
』

を
以
て
報
仏
報
土
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し' 

『
観
音
授
記 

経
』

の
説
に
対
し
て
は
、

『
大
品
般
若
経
』(

涅
槃
如
化
品)

の
文
に
よ
っ
て
、

経
典
に
弥
陀
入
滅
の
相
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
涅
槃
如
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化
の
相
に
依
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
方
便
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
真
の
入
滅
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
し
て
い 

る
。
そ
し
て
更
に
、
応
身
・
報
身
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
訳
経
者
の
訳
語
例
を
挙
げ
て
、
そ
れ
が
眼
目
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘 

し
、

『
観
経
』
に
示
さ
れ
た
来
迎
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
弥
陀
と
化
仏
と
い
う
主
伴
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
注
意 

し
て
、
弥
陀
の
報
身
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
な
ど
、

一
々
そ
の
誤
解
を
正
す
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
今
こ
こ
で
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て 

詳
細
に
解
説
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が' 

そ
れ
に
よ
っ
て
善
導
の
苦
心
の
跡
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
論
証
は
、
聖
道
門
に
対
し
て
浄
土
門
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
確
か
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
相
違
な 

い
が
、

「
行
を
学
ば
ん
と
す
る
者
は
、
す
べ
か
ら
く
有
縁
の
法
に
よ
れ
」
と
い
う
、

『
観
経
疏
』
を
一
貫
す
る
根
本
的
な
態
度
表
明
に
見 

ら
れ
る
ご
と
く
、
徹
底
し
て
、
宗
教
的
実
存
の
確
立
を
目
指
し
た
善
導
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
思
わ

れ
な
い
。
善
導
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
彼
が
歴
史
的
課
題
と
し
て
提
起
し
た
、
次
の
問
答
に
示
さ
れ
た
こ
と
を
、 

い
か
に
し
て
徹
底
的
に
明
ら
か
に
す
る
か
と
い
う
一
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
問
ふ
て
日
く'

彼
の
仏
及
び
土
、
既
に
報
と
言
は
ば
、
報
法
は
高
妙
に
し
て
小
聖
は
階
い
難
し
、
垢
障
の
凡
夫
、

云
何
が
入
る
こ
と 

を
得
ん
や
。

答
へ
て
日
く
、
も
し
衆
生
の
垢
障
を
論
ぜ
ば
、
欣
趣
し
難
し
、

正
し
く
仏
願
に
託
す
る
に
由
っ
て' 

以
て
強
縁
と
作
り
て' 

五
乗
を
し 

て
斉
し
く
入
ら
し
む
る
こ
と
を
致
す
。
」

こ
の
問
い
は' 

た
だ
当
時
に
お
け
る
聖
道
諸
師
の
側
か
ら
の
問
い
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は' 

善
導
自
身
に
と
っ
て

の
根
本
課
題
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
れ
は' 

聖
道
門
の
側
か
ら
の
問
い
で
あ
る
と
共
に
、
善
導
自
身
に
と 

っ
て
の
根
本
課
題
で
あ
っ
た
と
了
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
聖
道
の
諸
師
の
見
解
に
よ
る
と' 

報
土
は
高
妙
の
さ
と
り
の 

世
界
で
あ
っ
て' 

到
底
無
知
造
悪
の
凡
夫
が
往
生
し
得
る
世
界
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
善
導
に
お
い
て
も
ま
た
、
別
の
意
味
で 

認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
も
し
衆
生
の
垢
障
を
論
ぜ
ば
、
欣
趣
し
難
し
」
と
い
う
断
定
は
、
そ
れ
を
表
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わ
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
、

「
決
定
し
て
深
く
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来' 

常
に
没
し
常
に
流
転
し 

て' 

出
離
の
縁
無
き
身
と
信
ず
」
と
表
白
せ
ら
れ
た
、
機
の
深
信
を
見
出
す
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
勝
手
な
解
釈
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

わ
た
く
し
は
決
し
て
そ
う
と
は
思
わ
な
い
。
そ
し
て' 

そ
の
よ
う
に
こ
の
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
続
く
、

「
正
し
く 

仏
願
に
託
す
る
に
由
っ
て' 

以
て
強
縁
と
作
り
て' 

五
乗
を
し
て
斉
し
く
入
ら
し
む
る
こ
と
を
致
す
」
と
い
う
答
え
の
中
に
、

「
決
定
し 

て
深
く
彼
の
阿
弥
陀
仏
、
四
十
八
願
を
も
て
衆
生
を
摂
受
し
た
ま
ふ' 

疑
ひ
無
く
慮
り
無
く
、
彼
の
願
力
に
乗
じ
て
定
ん
で
往
生
を
得
と 

信
ず
」
と
表
白
さ
れ
た
、
法
の
深
信
を
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
て' 

善
導
に
お
い
て
、
凡
夫
入
報
と
い
う
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
不
可
思
議
な
出
来
事
は' 

機
法
二
種
の
深
信
に
お
い
て
始
め
て
廻 

向
さ
れ
る
も
の
と
し
て
受
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は' 

「
善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ' 

い
は
ん 

や
悪
人
を
や
」
と
い
う
、
世
間
的
倫
理
の
立
場
や
聖
道
門
的
理
想
主
義
的
立
場
か
ら
は
、
恐
ら
く
逆
説
と
い
う
よ
り
他
は
な
い
信
心
確
立 

の
地
平
に
お
い
て
の
み
、
始
め
て
明
ら
か
に
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

報
身
の
浄
土
が
因
願
酬
報
の
仏
身
・
仏
土
を
表
わ
す
こ
と
は
、
概
念
的
に
は
す
で
に
浄
影
な
ど
に
よ
っ
て
も
指
摘
せ
ら
れ
た
ご
と
く
で 

あ
る
が
、
善
導
に
と
っ
て
、
阿
弥
陀
の
浄
土
は' 

ま
さ
し
く
別
願
酬
報
と
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り' 

念
仏
の
行
に
よ
る
凡
夫 

の
往
生
を
誓
わ
れ
た
阿
弥
陀
の
選
択
本
願
に
よ
っ
て
の
み
成
就
せ
ら
れ
た
報
身
・
報
土
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
は
凡 

夫
の
往
生
を
誓
願
の
内
容
と
す
る
別
願
の
酬
報
で
あ
る
限
り
、
凡
夫
の
往
生
を
離
れ
て
別
に
報
身
・
報
土
が
実
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の 

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
酬
報
と
い
う
こ
と
は' 

仏
の
本
願
の
成
就
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
凡
夫
に
お
け
る 

往
生
の
願
心
の
成
就
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

こ

に

「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
誓
わ
れ
た
本
願
の
も
つ
二
重
性
が 

あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

親
鸞
の
仏
身
・
仏
土
論
は
、
か
か
る
善
導
教
学
を
継
承
し
、
更
に
そ
れ
を
内
面
的
論
理
的
に
徹
底
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言 

う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち' 

親
鸞
の
立
場
は' 

善
導
の
徹
底
し
た
救
済
論
で
あ
る
二
種
深
信
に
立
脚
し
て
、

凡
夫
入
報
と
い
う
不
可
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思
議
な
宗
教
的
自
覚
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
世
親
・
曇
鸞
に
よ
っ
て
開
顕
せ
ら
れ
た
願
心
荘
厳
の
論
理
に
従
っ
て' 

象
徴
的 

な
表
現
形
態
を
と
っ
た
浄
土
が
、
そ
の
ま
ま
大
涅
槃
界
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
真
理
を
徹
底
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
の
上
に
見
出 

す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
特
に
親
營
に
お
け
る
浄
土
観
の
特
色
は
、
源
信
の
指
教
に
導
び
か
れ
て
、
報
中
の
化
土
と
い
う
独
自
な
世
界 

を
、
浄
土
の
さ
と
り
を
求
め
る
信
心
の
純
・
不
純
の
問
題
と
い
う
、
極
め
て
内
面
的
な
自
覚
を
通
し
て
、
深
く
究
明
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ 

に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
如
来
に
よ
る
報
身
，
報
土
と
い
う
因
願
酬
報
の
働
き
は
、
更
に
応
身
，
応
土
と
い
う
衆
生
の
現
実
に
具 

体
的
に
関
わ
っ
て
く
る
如
来
の
働
き
を
通
し
て
、
真
に
徹
底
せ
ら
れ
果
遂
せ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
す
で
に
浄
影
の
『
大
乗
義
章
』
に
お 

い
て
も
解
明
せ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
だ
、

何
故
報
土
が
化
土
を
そ
の
内
側
に
開
い
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

そ
の 

内
面
的
な
必
然
性
を
浄
土
に
お
け
る
問
題
と
し
て
で
な
く
、
浄
土
を
願
生
す
る
信
心
の
自
覚
の
問
題
と
し
て
、
深
く
主
体
的
に
捉
え
た
の 

は
、
他
な
ら
ぬ
親
鸞
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
親
鸞
は
、
報
土
の
中
に
化
土
が
開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
内
面
的
必
然
性
を
、
信
心
に
纏
綿 

す
る
仏
智
疑
惑
の
心
に
お
い
て
見
出
す
と
共
に' 

そ
の
主
体
的
な
自
覚
を
通
し
て
、
そ
の
よ
う
な
衆
生
を
す
で
に
見
透
さ
れ
、
そ
れ
故
に 

久
遠
劫
来
そ
の
者
の
上
に
働
き
続
け
て
き
た
大
悲
の
願
心
の
内
面
に
見
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
大
悲
の
願
心
を
、
ま
さ
し
く
根
本
の
課
題
と
し
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
が
『
大
経
』
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
次

に

『
大
経
』 

に
説
き
示
さ
れ
た
本
願
の
展
開
を
中
心
に
、
因
願
酬
報
の
意
義
を
窺
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

五

親
鸞
に
よ
り
、
真
実
教
と
し
て
出
会
わ
れ
、
選
び
と
ら
れ
た
『
大
経
』
は
、
仏
の
深
い
促
し
の
聖
意
を
承
け
た
阿
難
の
問
い
を
契
機
と 

し
て
、
ま
さ
に
時
来
っ
て
群
萌
の
上
に
開
説
せ
ら
れ
た
経
典
で
あ
る
。
そ
れ
は
久
し
く
声
聞
意
識
に
執
わ
れ
、
偉
大
な
る
歴
史
的
人
格
、
 

す
な
わ
ち
色
身
と
し
て
の
釈
尊
し
か
拝
見
す
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
阿
難
の
上
に
、
始
め
て
五
徳
現
瑞
と
い
う
相
を
も
っ
て
象
徴
せ
ら 

れ
た
仏
陀
の
内
面
的
自
覚
の
境
地
で
あ
る' 

仏
々
相
念
の
世
界
が
透
視
せ
ら
れ' 

そ
れ
ま
で
偉
大
な
歴
史
的
人
格
色
身
と
し
て
仕
え
て
き
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た
釈
尊
が' 

歴
史
を
超
越
し
た
如
来
の
本
願
海
よ
り
、

こ
の
現
実
界
に
出
現
せ
ら
れ
た
ま
さ
し
く
の
応
化
身
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
得
た 

驚
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

故

に

『
大
経
』

で
は
、
阿
難
の
問
い
に
答
え
て
、
釈
尊
み
づ
か
ら' 

「
如
来
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
す
、
世
に
出
興
す
る 

所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し' 

群
茄
を
拯
い
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
」
と
語
り
告
げ
ら
れ' 

思
想
言
説
を
超
え
た 

正
覚
の
自
内
証
で
あ
る
阿
弥
陀
の
本
願
を
、
出
世
本
懐
と
し
て
開
示
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
人
類
が
久
し
く
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
根
源
の
真
理
が
阿
難
の
問
い
を
ま
っ
て
今
ま
さ
に
そ
れ
が
開
か
れ
る
と
い
う
極
め 

て
緊
迫
し
た
状
況
の
下
で
、

こ
の
経
典
で
は
、
阿
弥
陀
の
選
択
本
願
の
開
顕
と
い
う
一
大
事
因
縁
が
、
人
間
の
思
議
を
超
え
た
法
蔵
説
話 

と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
法
蔵
説
話
が
釈
尊
伝
や
大
乗
菩
薩
道
と
の
深
い
思
想
的
な
関
わ
り
を
も
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は' 

す
で
に
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
せ
ら
れ
た
ご
と
く
で
あ
り
、
そ
の
神
話
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
了
解
が
可
能
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ
こ 

こ
で
い
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
神
話
性
は
、
所
謂
歴
史
以
前
の
神
話
と
は
異
な
っ
て
、
歴
史
を
超
え
た
常
住
真
実
な
る
も
の
が
歴 

史
の
上
に
顕
わ
れ
起
る
と
こ
ろ
に' 

生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
宗
教
的
真
理
の
象
徴
と
し
て
の
神
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

そ
れ
は
、
曽
我
量
深
先
生
に
よ
っ
て
法
蔵
魂
と
表
わ
さ
れ
た
ご
と
く
、
如
来
の
精
神
口
本
願
の
内
面
的
主
体
性
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
人 

間
の
根
源
に
願
往
生
心
と
呼
ば
れ
る
実
存
回
復
の
清
浄
意
欲
を
生
み
出
し
て
く
る
根
源
的
な
力
を
表
象
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ 

の
法
蔵
菩
薩
の
根
本
精
神
を
表
わ
し
た
も
の
こ
そ
、

四
十
八
願
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
法
蔵
菩
薩
に
よ
る
選
択
本
願
の
行
の
展
開
過 

程
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
本
願
を
次
々
と
並
べ
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
人
間
の
相
対
有
限
な
言 

葉
や
思
想
を
超
え
た
根
源
的
真
実
が
、
も
っ
と
も
純
粋
な
言
葉
を
選
択
し' 

自
ら
言
葉
と
な
り
、
言
葉
と
し
て
受
肉
化
す
る
こ
と
に
よ
っ 

て
、
そ
れ
自
体
を
歴
史
の
上
に
顕
現
し
成
就
す
る
と
い
う
不
可
思
議
な
出
来
事
が
そ
こ
に
展
開
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
法
蔵
説
話
に
お
け 

る
五
劫
の
思
惟
・
兆
載
永
劫
の
修
行
と
い
う
こ
と
も
、
本
願
の
具
体
的
な
自
己
表
現
法
と
し
て
の
言
葉
ド
名
号
は
、
深
い
大
悲
の
沈
黙
の 

中
か
ら
自
然
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
て
き
た
行
的
な
言
葉0T
ヨ,

ミ
〇3
)
す
な
わ
ち
大
行
で
あ
る
こ
と
を
表
顕
す
る
も
の
で
あ
る
と
了
解
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す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
そ
の
永
遠
な
る
も
の
の
歴
史
的
現
行
と
い
う
大
行
の
働
き
が
、
四
十
八
願
の
展
開
の
上
に
、
ど
の 

よ
う
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
か
、
問
題
を
そ
の
点
に
限
っ
て
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

四
十
八
願
の
展
開
に
一
つ
の
必
然
性
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
既
に
法
然
の
『
無
量
寿
経
釈
』
に
も
注
意
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ 

り' 

近
年
で
は
金
子
大
栄
先
生
に
よ
っ
て
種
々
の
角
度
か
ら
考
察
せ
ら
れ
指
摘
せ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(

大
無
量
寿
経
講
話-

大 

無
量
寿
経
聞
思
録
参
照)

そ
し
て
更
に
曽
我
量
深
先
生
が
、 

善
導
の
第
十
八
願
加
減
の
文
を
、
本
願
還
元
の
文
、
す
な
わ
ち
唯
一
根
本
の
本 

願
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。(
教
行
信
証
「
信
の
巻
」
聴
記) 

今
そ
れ
ら
の
諸
説
に
依
り
な
が
ら
、

四
十
八
願
の
展
開
を
見
て
ゆ
く
時' 

そ
こ
に
は
次
の
ご
と
き
浄
土
教
に
お
け
る
四
つ
の
根
本
問
題 

が
、
本
願
に
お
け
る
一
筋
の
必
然
的
展
開
と
し
て' 

阴
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。

〈
上
巻
〉 

〈
下
巻
〉

ー
 

必
至
滅
度
の
願:

：: 

第
一
願-
-
-
-
-
-

第
十
一
願I

 

第
十
一
願
成
就
文

二 

如
来
浄
土
の
願:

：
：
(

第
十
一
願)

第
十
二
・
十
三
願!
!

第
十
七
願I

第
十
七
願
成
就
文

三 

衆
生
往
生
の
願:

：
：
(

第
十
七
願)

第
十
八
願
—— 

——
第
二
十
願I

第
十
八
願
成
就
文(

第

十

九1

一
十
願
成
就
文)

四 

還
相
廻
向
の
願:

：: 

第
二
十
一
願-
-
-

第
四
十
ハ
願I

 

第
二
十
二
願
成
就
文

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
内
面
的
必
然
性
を
も
っ
て
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は' 

当
面
の
課
題
で
あ
る
因
願
酬
報
の 

意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
上
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
以
下
そ
の
点
に
つ
い
て
窺
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

㈠

必
至
滅
度
の
願

仏
教
は' 

本
来
的
に
滅
度
卩
大
涅
槃
の
証
得
を' 

究
極
的
関
心
事
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
四
十
八
願
の
初
め
に
示
さ
れ
た
十 

一
願
は
、
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
一
願
か
ら
第
十
願
ま
で
は
、
第
十
一
必
至
滅
度
の
願
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る 

も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
中
、

最
初
の
無
三
悪
趣
の
願
は
、

二
十
四
願
経
を
始
め
と
し
て
す
べ
て
の
大
経
に
共
通
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し
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
大
悲
の
本
願
が
お
こ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
現
実
的
根
拠
乃
至
究
極
の
目
標
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た 

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
の
大
悲
に
お
い
て
、

三
悪
趣
と
し
て
見
出
さ
れ
た
衆
生
の
現
実
こ
そ
は
、
第
三
無
有
好
醜
の
願
・
第
四
悉
皆 

金
色
の
願
に
示
さ
れ
た
ご
と
く
、
個
人
的
乃
至
は
社
会
的
な
差
別
雑
染
相
と
し
て
現
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
三
悪
趣
を
超
え
し 

め' 

そ
し
て
再
び
そ
こ
に
帰
え
ら
し
め
る
こ
と
な
く
、
遂
に
は
無
差
別
平
等
の
大
悲
の
智
慧
を
証
得
せ
し
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
大 

悲
の
本
願
の
目
指
す
究
極
の
目
的
が
あ
る
こ
と
を
、
表
わ
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
本
願
の
大
悲
性
は
、
そ
の
究
極
目
的
が 

い
か
に
し
て
達
成
せ
ら
れ
る
か
、
そ
の
具
体
的
な
行
道
を
選
択
し' 

そ
れ
を
衆
生
の
上
に
廻
向
し
成
就
す
る
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
る
。
 

そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
仏
教
的
理
念
に
留
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
極
め
て
実
践
的
な
課
題
に
対
し
て 

ま
さ
し
く
本
願
そ
れ
自
体
を
も
っ
て
答
え
ら
れ
た
も
の
が
、
仏
道
に
お
け
る
究
極
の
さ
と
り
を
顕
わ
す
、
第
十
一
必
至
滅
度
の
願
よ
り
、 

い
わ
ば
自
己
否
定
的
な
態
を
と
っ
て
、
必
然
的
に
等
流
展
開
し
て
き
た
、
第
十
二
願
以
下
の
願
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
如
来
は
い
か
に
し 

て
衆
生
の
上
に
大
悲
の
本
願
を
成
就
し
よ
う
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈡

如
来
浄
土
の
願

真
如
法
性
、
大
涅
槃
界
と
し
て
の
滅
度
は
、
そ
れ
を
能
動
的
主
体
的
側
面
か
ら
表
わ
せ
ば
、
色
も
な
く
形
も
な
い
自
性
身
，
法
身
の
領 

域
で
あ
る
。
そ
の
法
身
・
自
性
身
が
、
大
悲
の
眼
底
深
く
三
悪
趣
に
沈
淪
す
る
衆
生
海
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
滅
度
そ
の
も
の
か
ら
三 

悪
趣
に
現
わ
れ
来
っ
て' 

固
く
閉
ざ
さ
れ
た
衆
生
身
の
内
面
に
法
身
の
自
覚
を
開
示
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
法
身
・
自
性
身
の
自 

然

・
必
然
的
な
自
己
否
定
の
展
開
が
、
ま
さ
し
く
報
身,

受
用
身
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
清
浄
意
欲
の
精
神
を
表
わ
す
も
の
が 

第

十

二-

十
三
願
に
誓
わ
れ
た
光
明
無
量
，
寿
命
無
量
の
願
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
無
分
別
智
が
清 

浄
世
間
智
と
し
て
働
く
無
住
処
涅
槃
の
行
と
し
て
示
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
故
に' 

そ
こ
で
は
仏
の
位
態
と
し
て
は
、

「
自
性
身
が 

さ
と
り
を
開
く
よ
う
な
在
り
方
」(

荘
厳
経
論
・
安
慧
註)

と
し
て
、
ま
さ
し
く
報
身
，
受
用
身
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
内
面
的
主
体' 

乃
至 

本
願
の
精
神
と
し
て
は' 

従
果
向
因
の
菩
薩
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
よ
り
他
は
な
い
。
そ
れ
は
歴
史
を
超
え
て
常
住
真
実
な
る
阿
弥
陀
が
、
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歴
史
的
現
実
の
只
中
に
あ
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
り
、
南
無
・
帰
命
の
精
神
こ
そ
、
本

来

阿

弥

陀(

真
無
量)

と 

し
て
存
在
す
る
も
の
が
、
ま
さ
に
阿
弥
陀(

真
無
量)

で
あ
る
が
故
に' 

真
に
実
存
的
に
阿
弥
陀
に
な
ろ
う
と
す
る
如
来
の
根
本
意
欲
と 

し
て
の
本
願
の
働
き
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
く
ま
で
も
業
苦
の
地
底
に
生
き
て
働
く
法
蔵
菩
薩
の
精
神
が
見
出
さ
れ
て
く 

る
の
で
あ
る
。
故
に
阿
弥
陀
の
働
き
を
表
わ
す
内
面
的
主
体
と
し
て
の
法
蔵
菩
薩
の
精
神
に
触
れ
る
こ
と
な
し
に
、

三
悪
趣
の
歴
史
的
現 

実
を
彼
岸
に
超
え
て
あ
る
真
無
量
と
し
て
の
阿
弥
陀
に
出
会
う
道
は
、
遂
に
開
か
れ
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
法
蔵
菩
薩
の
精
神
に
触
れ
る 

こ
と
な
く
し
て
、
自
己
の
内
外
に
阿
弥
陀
を
見
る
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば' 

そ
れ
は
恐
ら
く
観
念
的
実
体
的
に
人
間
虚
妄
の
分
別
意
識 

に
よ
っ
て
虚
構
さ
れ
た
偶
像
に
し
か
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち' 

阿
弥
陀
の
世
界
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と
名
告
っ
て
表
わ
れ
る
法 

蔵
菩
薩
は' 

四
十
八
願
の
序
章
と
見
ら
れ
る
「
嘆
仏
偈
」
の
終
り
に
、

「
仮
令
身
を
諸
々
の
苦
毒
の
中
に
お
く
と
も
、
我
が
行
は
精
進
し 

て
終
に
悔
い
ざ
ら
ん
」
と
表
明
さ
れ
た
ご
と
く'

三
悪
趣
・
無
間
地
獄
と
説
か
れ
る
暗
闇
の
底
に
こ
そ
働
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、 

阿
弥
陀
と
の
出
会
い
も
、
地
獄
一
定
の
身
と
い
う
機
の
自
覚
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
の
行
と
は' 

実
に
そ
の
よ 

う
な
如
来
捨
身
の
行
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
る
が
故
に
、
法
蔵
菩
薩
の
精
神
に
喚
び
覚
さ
れ
た
者
は
、
そ
れ
ま
で
自
我
関
心 

に
お
い
て
求
め
続
け
て
き
た
往
生
極
楽
と
い
う
現
実
逃
避
に
よ
る
幸
福
の
追
求
に
他
な
ら
な
い
、
救
い
に
対
す
る
身
勝
手
な
幻
想
を
捨
て 

去
っ
て
、
そ
の
現
実
の
直
下
に
地
獄
一
定
と
我
が
身
の
全
体
を
引
受
け
、
我
が
身
を
そ
こ
に
放
下
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

親
鸞
は
、

『
正
像
末
和
讃
』
に
お
い
て
、

「
超
世
無
上
に
摂
取
し
、
選
択
五
劫
思
惟
し
て
、
光
明
寿
命
の
誓
願
を
、
大
悲
の
本
と
し
た 

ま
へ
り
」
と
領
受
し
て
い
る
が' 

そ
れ
は
第
十
一
必
至
滅
度
の
願
か
ら
、
第
十
二
・
十
三
願
が
開
か
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
 

そ
の
端
的
な
と
こ
ろ
に
深
く
直
入
し
て
、
本
願
の
展
開
に
お
け
る
そ
の
内
面
的
意
義
を
明
確
に
把
握
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で 

あ
ろ
う
。
五
劫
の
思
惟
に
よ
っ
て
選
択
せ
ら
れ
た
本
願
と
は
、
勿
論
四
十
八
願
全
体
の
選
び
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
殊 

に
そ
れ
が
五
劫
の
思
惟
と
表
わ
さ
れ
た
の
は
、
滅
度
と
し
て
の
大
涅
槃
か
ら
、
光
寿
二
無
量
の
願
に
向
け
て
生
き
る
法
蔵
菩
薩
と
し
て
、 

自
己
否
定
的
に
働
い
て
く
る
そ
の
選
び
の
行
の
深
さ
と
確
か
さ
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
故
に
親
鸞
は
、
そ
の
滅
度
か
ら
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の
最
初
に
し
て
、
し
か
も
ま
た
根
本
的
な
本
願
の
展
開
を
表
わ
す
第
十
一'7

十
三
願
を' 

大
悲
の
本
と
仰
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。
 

第
十
二
・
十
三
願
に
誓
わ
れ
た
、
光
寿
二
無
量
の
願
の
働
き
の
具
体
的
な
相
は
、
次
に
第
十
四
声
聞
無
数
の
願
——

第
十
二
願
に
対
応 

し
主
と
し
て
光
明
の
働
き
に
よ
る
、
衆
生
の
往
相
的
側
面
を
表
わ
す
——

と
、
第
十
五
眷
属
長
寿
の
願
——

第
十
三
願
に
対
応
し
、
主
と 

し
て
慈
悲
の
働
き
に
よ
る
衆
生
の
還
相
的
側
面
を
表
わ
す
——

と
し
て
表
わ
さ
れ
、
そ
し
て
更
に
、
そ
れ
ら
の
本
願
の
働
き
に
よ
っ
て
目 

覚
め
た
声
聞
・
眷
属
を
聖
衆
と
し
て
成
立
す
る
浄
土
の
僧
伽
は
、
純
一
無
雑
の
大
乗
善
根
界
で
あ
る
こ
と
を
誓
わ
れ
た
第
十
六
離
譏
嫌
名 

の
願
に
統
摂
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て' 

滅
度
そ
の
も
の
か
ら
表
わ
れ
た
光
寿
二
無
量
の
本
願
の
目
的
は' 

先
づ
も
っ
て
往
還
ニ 

廻
向
と
い
う
無
住
処
涅
槃
の
行
が
、
凡
夫
の
上
に
実
現
せ
ら
れ
て
ゆ
く
、
究
極
的
帰
依
所
と
し
て
の
浄
土
を
、
生
死
の
彼
岸
に
建
立
す
る 

こ
と
に
向
け
て
注
が
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ま
で
第
一
願
以
下
第
十
五
願
ま
で
に
表
わ
さ
れ
た
涅 

槃
の
諸
徳
は
、
す
べ
て
浄
土
の
名
に
お
い
て
、
浄
土
の
徳
と
し
て
包
摂
せ
ら
れ
顕
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
領
受
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち' 

第
一
願
以
下
の
諸
願
に
誓
わ
れ
た
す
べ
て
の
徳
は
、
浄
土
と
い
う
名
の
働
き
を
通
し
て
、
根
源
故
郷
と
も
い
わ
れ
る
浄
土
に
向
け
て
限
り 

な
く
願
生
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
浄
土
の
徳
と
し
て
自
然
に
此
の
身
の
上
に
廻
向
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
と
了
解
す 

る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
実
に
浄
土
が
受
用
土
と
言
わ
れ
る
の
も
、
そ
こ
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
諸
徳
の
す
べ
て
が
悉
く
意
の
ま 

ま
に
受
用
せ
ら
れ
具
足
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、

三
悪
趣
な
か
ら
し
め
ん
と
す
る
本
願
は' 

光
寿
二
無
量
の
徳
を
も
っ
て
報
い
ら
れ
て
ゆ
く 

が
故
に
、
報
土
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
浄
土
は
、
無
始
已
来
三
悪
趣
に
輪
廻
す
る
衆
生
海
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
否
定
的
に
超
越
し
た
方
向
に
、
彼
岸
の
世
界
と
し
て 

見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が' 

そ
れ
は
浄
土
に
招
喚
す
る
如
来
の
名
号
と
し
て' 

衆
生
海
の
上
に
働
き' 

名
号
に
よ
っ
て
喚
び
覚
さ
れ
た 

諸
仏
の
証
明
を
通
し
、
名
号
の
真
実
性
が
歴
史
的
事
実
と
し
て
証
明
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
衆
生
の
上
に
見
出
さ
れ
る
も
の 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
衆
生
の
現
実
に
あ
っ
て
は
、
永
遠
に
未
来
で
あ
る
筈
の
浄
土
が
、
如
来
に
よ
る
名
号
の
働
き
を
通
し
て
こ
の
現
実 

に
往
生
の
信
心
の
内
景
と
し
て
将
来
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
今
、

『
教
行
信
証
』
に
展
開
せ
ら
れ
た
親
鸞
の
論
理
に
従
っ
て
表
わ
す
な
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ら
ば' 

光
寿
二
無
量
な
る
大
悲
の
本
願
に
酬
報
す
る
無
量
光
明
土
と
し
て
の
彼
岸
の
浄
土
は
、
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
大
行
と 

し
て
、
歴
史
の
上
に
現
行
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
可
思
議
光
如
来
に
よ
る
無
量
光
明
土
と
し
て
見
出
さ
れ
る
純
粋
な
宗
教
的
世
界
を
、
無 

限
に
人
生
の
前
面
に
開
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、 

「
行
巻
」
に
明
か
さ
れ
た
帰
命
と
、

「
真
仏
土
巻
」
に 

表
わ
さ
れ
た
帰
入
の
内
的
必
然
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
如
来
の
本
願
は
、
浄
土
と
い
う
究
極
的
帰
依
処
を
衆
生
海
に
開
示
す
る
如
来
の
名
を' 

選
択
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
究
竟 

せ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
本
願
の
名
号
の
謂
わ
れ
を
説
き
明
か
し
た
経
典
で
あ
る
『
大
経
』
の
教
え
が
、
衆
生
に 

よ
っ
て
聞
き
開
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
通
し
て
果
遂
せ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

山
口
益
博
士
は
特
に
そ
の
点
を
強
調
し
て 

「

後

の 

本
願
と
し
て
の
仏
の
精
神
が' 

人
間
の
上
に
顕
現
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
受
用
身
・
報
身
で
あ
り
、
人
間
の
世
界
の
上
へ
ま
ど
か
に
流
れ 

行
わ
れ
た
の
が
釈
迦
応
化
身
の
説
法
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

㈢

衆
生
往
生
の
願

衆
生
を
し
て
無
上
証
果
に
至
ら
し
め
る
悲
願
の
行
た
る
み
名=

本
願
大
悲
の
事
行
と
し
て
の
み
名
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
「
帰
命
と
い
ふ
は
、
 

本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
」
と
、
主
体
的
に
領
解
せ
ら
れ
た
。
如
来
の
表
現
と
し
て
の
名
号
は
、

「
欲
生
我
国
」
と
名
告
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

「
願
生
彼
国
」
と
い
う
衆
生
の
実
存
的
応
答
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
願
行
と
化
し
た
如
来
の
本 

願
は
、
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
が
衆
生
の
願
行
と
し
て
結
実
す
る
と
こ
ろ
に
、
始
め
て
成
就
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
蔵
菩
薩
に
お 

け
る
南
無
、
す

な

わ

ち

「
た
す
け
ん
と
お
ほ
し
め
し
た
ち
け
る
」
願
心
が
、
衆
生
の
南
無
、
す

な

わ

ち

「
念
仏
申
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
心
」 

と
し
て
受
肉
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に'

救
い
の
出
来
事
は
始
め
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
曽
我
先
生
が
「
如
来
我
と
な
り
て
我
を
救
い
給
う
」 

と
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
救
い
の
出
来
事
の
成
立
と
い
う
一
点
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
領
解
す
る
こ
と
が 

出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
、
如
来
に
お
い
て
無
始
已
来
求
め
続
け
ら
れ
て
き
た
本
願
の
究
極
目
的
を
表
わ
す
も
の
こ
そ
、
 

第
十
八
願
に
他
な
ら
な
い
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
第
十
八
願
は' 

名
号
を
選
択
し
た
本
願
の
根
源
を
表
わ
す
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も
の
て
あ
る
と
共
に' 

本
願
の
成
就
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
徹
底
し
て
、
衆
生
の
上
に
唯
一
つ
乗
托
妙
用
の
信
心
を
求
め
続
け
て
止
ま
な
い
大
悲
の
願
心
に
目
覚
め
、
そ

れ

を

「
自
己
一 

人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
挙
身
に
領
受
し
深
信
す
る
こ
と
は
、
無
始
已
来
自
我
意
識
に
よ
り
流
転
し
続
け
て
き
た
衆
生
に
と
っ
て
、
決
し 

て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
否
む
し
ろ
不
可
能
と
い
う
他
は
な
い
出
来
事
に
属
す
る
。
そ
こ
に
曇
鸞
が
い
み
じ
く
も
『
論
註
』
に
お
い
て 

問
う
た
ご
と
く
、
衆
生
の
罪
業
と
如
来
の
大
願
業
力
と
の
厳
し
い
対
決
に
よ
る
決
断
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
り' 

そ
こ
に
第
十
八
願
か
ら
更 

に
第
十
九
・
二
十
の
願
が
開
か
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
る
。
信
心
の
内
面
に
纏
綿
す
る
自
力
の
執
心
を
徹
底
し
て
問
い 

続
け
た
親
鸞
は
、
そ
の
方
便
の
願
の
上
に
こ
そ
本
願
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
感
知
し
、
仮
令
の
誓
い
が
果
遂
の
誓
い
と
し
て
宿
業
の
身
の 

根
源
に
徹
到
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

始
め
て
そ
こ
に
廻
入
・
転
入
と
い
う
態
を
も
っ
て
、

純
粋
な
帰
命
願
生
の
心
が
固
い
自 

我
心
の
殻
を
内
か
ら
破
っ
て
開
か
れ
て
く
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

す

な

わ

ち

『
教
行
信
証
』
に
は
、

自
力
の
限
界
を
通
し
て
、

如 

来
の
救
い
を
願
い
求
め
つ
つ
も
、
な
お
依
然
と
し
て
自
力
の
立
場
そ
の
も
の
は
最
後
ま
で
放
棄
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
容
易
に
放
下
し
去
る 

こ
と
の
出
来
な
い
わ
れ
わ
れ
の
現
実
が' 

余
す
と
こ
ろ
な
く
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
執
拗
な
自
我
心
の
凝
視
を
通
し
て
、 

そ
の
底
に
生
き
て
働
く
本
願
の
深
さ
と
確
か
さ
が
、
極
め
て
鋭
い
自
覚
と
反
省
を
通
し
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
。
親
鸞 

は
、

そ
こ
に
お
い
て
、

自
力
の
限
界
に
お
い
て
自
力
を
超
え
し
め
る
も
の
は
、

た
だ
偏
え
に
第
十
七
願
に
誓
わ
れ
た
諸
仏
善
知
識
と
の 

出
会
い
と
い
う
決
定
的
な
出
来
事
に
依
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
自
ら
の
求
道
の
体
験
を
通
し
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た 

も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
親
鸞
個
人
の
宗
教
体
験
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、

信
心
の
決
定
に
よ
る
宗
教
的
実
存
の
確
立
と
い
う' 

わ
れ 

わ
れ
に
と
っ
て
ま
さ
に
生
死
を
か
け
た
生
涯
の
根
本
課
題
が' 

真
に
解
決
さ
れ
る
唯
一
つ
の
道
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な 

す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
、
信
心
は
そ
れ
自
体
如
来
の
喚
び
か
け
に
よ
っ
て
発
起
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
喚
び
か
け
に
対
す
る
決
断
と 

応
答
を
内
に
包
む
も
の
で
あ
っ
た
。
故
に
信
心
が
徹
底
せ
ら
れ
純
化
せ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
ゝ
信
心
が
喚
び
か
け
に
応
え
て
、
喚
び
か
け
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た
も
の
の
方
向
に
向
け
て
歩
み
出
す
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
願
生
心
に
よ
っ
て
展
開
す
る
往
生
浄
土
の
道
が
無
限 

に
開
か
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
曽
我
量
深
先
生
に
よ
り
、
信
に
死
し
て
願
に
生
き
よ
と
深
い
願
い
を
こ
め
て
教
え
ら
れ
た
独
立
者 

誕
生
の
道
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
信
心
は
願
生
心
と
な
っ
て
自
己
否
定
的
に
そ
れ
自
体
を
自
証
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
自
己
創
造 

力
と
も
い
う
べ
き
願
生
心
と
な
ら
な
い
信
心
は
、
自
我
心
に
よ
っ
て
虚
構
さ
れ
た
観
念
、
精
神
的
自
慰
作
用
で
し
か
あ
り
得
な
い
で
も
ろ
う
。
 

願
生
心
と
は
無
限
に
自
己
を
如
来
と
衆
生
に
対
し
て
開
い
て
ゆ
く
心
で
あ
り' 

そ
れ
を
願
作
仏
心
・
度
衆
生
心
と
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
願
生
心
に
お
い
て
の
み
始
め
て
見
出
さ
れ
、 

闇
の
中
に
開
か
れ
て
く
る
光
明
無
量
の
世
界
こ
そ
が
、
真
実
の
報
土
に 

他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
願
生
浄
土
と
い
う
、
願
生
心
と
報
土
の
不
可
分
離
な
動
的
呼
応
関
係
を
通
し
て' 

本
願
は
無
限
に
本 

願
そ
れ
自
体
を
成
就
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

か
く
て
浄
土
に
願
生
す
る
こ
と
は' 

浄
土
を
通
し
て
働
く
本
願
の
歴
史
的
展
開
と
い
う
仏
事
に
参
加
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
、 

そ
こ
に
往
生
浄
土
の
道
が
そ
の
ま
ま
無
住
処
涅
槃
の
行
を
実
践
す
る
こ
と
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
十
一
願
以
下
の
願
は' 

ま
さ
し
く 

そ
の
よ
う
な
願
生
心
の
必
然
的
展
開
と
し
て
の
大
乗
菩
薩
道
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

㈣

還
相
廻
向
の
願

第
二
十
一
願
・
具
三
十
二
相
の
願
は
、
先
生
の
衆
生
往
生
の
願
を
承
け
て
、
衆
生
の
成
仏
を
表
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
十
二
願 

は' 

成
仏
に
よ
っ
て
果
さ
れ
て
ゆ
く
目
的
を
一
生
補
処
と
還
相
廻
向
と
い
う
二
つ
の
願
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

そ
の
第
二
十
二
願
に
お
い
て' 

ま
さ
し
く
主
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は' 

後
半
の
還
相
廻
向
で
あ
る
が' 

そ
れ
は
初
期
無
量
寿
経
か
ら
、
後 

期
無
量
寿
経
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
化
さ
れ
具
体
化
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
如
来
の
本
願
が' 

大
乗
菩
薩
道 

の
実
践
と
い
う
歴
史
的
，
実
存
的
課
題
に
答
え
つ
つ
展
開
し
て
き
た
跡
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ' 

第
二
十
二
願
以
下 

四
十
八
願
ま
で
の
二
十
七
願
は
、

こ
れ
ま
で
窺
っ
て
き
た
よ
う
な
必
然
的
な
展
開
過
程
を
、
論
理
的
に
秩
序
だ
て
て
見
出
す
こ
と
の
出
来 

な
い
部
分
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
諸
願
が
、
第
二
十
二
願
の
内
容
を
、
自
国
と
他
国
の
菩
薩
に
つ
い
て
広
く
説
き
明
か
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し
、
そ
の
実
現
を
誓
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
還
相
廻
向
の
願
は
、
先
き
に
触
れ
た
寿
命
無
量
の
願
の
働
き
の
内
容
を
表
わ
す
眷
属
長
寿
の
願
と
対
応
し
、
そ
れ
を
更
に
具
体
化 

し
て
顕
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
願
の
内
容
を
照
ら
し
合
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

阿
弥
陀
が
自
ら
法
蔵
菩
薩
と
化
し
て
、
 

滅
度"

涅
槃
よ
り
三
悪
趣
に
向
け
て
如
来
せ
ら
れ
た
ご
と
く'

そ
の
法
蔵
菩
薩
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
念
仏
の
大
行
に
よ
っ
て
喚
び
さ 

ま
さ
れ' 

大
涅
槃
界
と
し
て
の
浄
土
に
往
生
し
成
仏
す
る
者
も
、
滅
度
に
止
ま
る
こ
と
を
捨
て
て
生
死
の
煩
悩
海
中
に
還
来
す
る
の
で
あ 

る
。
す
な
わ
ち
還
相
の
菩
薩
と
は
、
法
蔵
の
精
神
に
共
感
し
法
蔵
の
願
行
に
協
同
し
て
、
本
願
の
実
現
と
い
う
公
け
の
事
行
に
生
き
る
者 

の
在
り
方
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

前
上' 

四
十
八
願
の
展
開
に
つ
い
て
窺
う
こ
と
に
よ
り' 

そ
こ
に
、
必
至
滅
度
の
願
—
如
来
浄
土
の
願
—,

衆
生
往
生
の
願!

還
相
廻
向 

の
願
と
い
う
、
必
然
的
な
展
開
過
程
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
略
述
し
て
き
た
。
四
十
八
願
を
そ
の
よ
う
に
領
解
す
る
こ
と
が
可
能 

で
あ
る
こ
と
は
、

こ
の
経
典
の
下
巻
に
説
き
明
か
さ
れ
た
成
就
文
が
、㈠

第
十
一
願
・㈡

第
十
七
願
・㈢

第
十
八
願
・
第
十
九
願
・
第
二 

十
願
・㈣

第
二
十
二
願
の
五
願
に
要
約
せ
ら
れ
て
お
り
、
順
序
の
上
で
第
二
十
願
と
第
二
十
二
願
の
成
就
が
、
先
き
の
展
開
と
少
し
異
っ 

て
は
い
て
も' 

そ
こ
に
深
く
対
応
し
合
う
も
の
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て' 

了
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
 

そ
れ
に
よ
っ
て
、

四
十
八
願
そ
の
も
の
が' 

ま
さ
し
く
如
来
の
選
択
本
願
の
行
の
必
然
的
展
開
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ 

る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま' 

仏
の
三
身
の
自
ず
か
ら
な
る
展
開
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
こ
と
は' 

既
に
屢
々
触
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

釈
尊
は' 

そ
こ
に
仏
教
に
お
け
る
真
の
宗
教
性
を
見
出
さ
れ
た
が
故
に' 

そ
れ
を
自
ら
の
出
世
本
懐
と
し
て
説
き
明
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
に
、 

山
口
益
傅
士
に
よ
っ
て
指
摘
せ
ら
れ
た
ご
と
く
、
応
化
身
な
る
釈
尊
に
よ
っ
て
、

『
大
経
』
が
説
か
れ
た
こ
と
、
ま
さ
に
そ
の 

こ
と
が' 

光
寿
二
無
量
の
本
願
が
世
間
の
上
に
実
用
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
完
成
せ
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ 

ろ
う
。
故
に
敢
え
て
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、

『
大
経
』
は' 

最
初
に
如
来
の
本
願
を
発
見
し
、
如
来
の
本
願
の
上
に
宗
教
の
真
実
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性
を
見
出
し
、
そ
れ
を
説
き
示
さ
れ
た
釈
尊
の
上
に' 

如
来
の
本
願
が
ま
さ
し
く
現
成
せ
ら
れ
て
い
る
姿
を
見
出
し
た
人
々
に
よ
り
表
わ 

さ
れ
た
経
典
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
『
大
経
』
を
如
是
我
聞
し
た
人
々
に
と
っ
て
、
釈
尊
は 

如
来
の
本
願
の
真
実
な
る
こ
と
を
証
明
し
給
う
証
人
と
し
て
見
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
釈
尊
と
同
じ
く
自
ら
も
本
願
の 

証
人
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
、

こ
の
経
典
は
伝
統
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
疑
う
こ
と
の
出
来
な
い
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
そ
の
歴
史
的
伝
統
と
の
出
会
い
に
お
い
て' 

そ
の
根
本
生
命
で
あ
る
法
蔵
の
願
心
に
触
れ
、
法
蔵
の
願
心
を 

自
ら
の
命
の
願
い
と
し
て
生
き
る
宗
教
的
実
存
と
し
て
、
本
願
の
歴
史
を
生
き
る
身
と
な
る
の
で
あ
る
。
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