
偈

の

こ

こ

ろ

安 

田 

理 

深 

入
出
二
門
と
い
う
こ
と
は' 

「此
の
論
を
亦
『
往
生
論
』
と
日
え
り' 

入
出
二
門
斯
れ
よ
り
出
で
た
り
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に' 

『
浄 

土
論
』
に
根
拠
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
『
浄
土
論
』
の
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば' 

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
『
浄
土
論
』
の
組
織
を 

明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
浄
土
論
』
、
又

は

『
往
生
論
』
と
い
う
の
が
一
般
の
呼
称
で
あ
る
が
、
本
来
の
名
は
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
と
い
う
。
優 

婆
提
舎
と
は
適
訳
が
な
い
の
で
梵
語
の
ま
ま
残
し
て
あ
る
の
で
あ
る
が' 

文
字
通
り
訳
せ
ば
論
議
経' 

つ
ま
り
議
論
す
る
経
と
な
り
ま 

す
。
こ
れ
で
は
誤
解
が
お
き
る
の
で
梵
語
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
を
簡
単
に
い
え
ば
『
願
生
偈
』
、
偈
は
韻
文
と
い
う
意
味
で
す
。
願
生
浄
土
を
述
べ
て
あ
る
偈
文
で 

あ
る
。
歌
で
あ
る
が
、
普
通
の
意
味
の
詩
歌
と
は
違
う
。
「
正
信
偈
」
も
そ
れ
か
ら
出
て
い
る
の
で
す
。
偈
の
伝
統
は
遠
く
は
『
願
生
偈
』 

が
範
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

偈
に
は
讃
嘆
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

「行
巻
」
に
第
十
七
願
が
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
が' 

こ
れ
は
諸
仏
称
讃
と
い
う
意
味
で
す
。
称
は
唱 

で
は
な
い
。
唱
は
口
で
と
な
え
る
こ
と' 

唱
題
目
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が' 

あ
れ
は
日
蓮
上
人
が
始
め
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
で
す
。
 

諸
仏
称
名
は
念
仏
で
す
。
本
願
の
念
仏
は
称
名
念
仏
で
す
。
た
だ
念
仏
と
い
う
と
観
念
の
念
仏
と
な
る
。

『
観
無
量
寿
経
』
の
中
で
観
念 

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
し
て
あ
る
。
念
仏
と
い
う
と
観
念
の
こ
と
、
仏
の
相
を
観
念
す
る
と
い
う
こ
と' 

言
葉
ど
お
り
に
と
る
と
そ
う
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と
れ
る
が' 

し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
本
願
の
念
仏
は
観
念
を
超
え
て
い
る
。
観
念
の
中
に
あ
っ
て' 

観
念
に
即
し
て
念
仏
を
明
ら
か
に 

し
た
ん
で
す
。
念
仏
は
行
で
あ
り
実
践
で
あ
り
ま
す
。
実
践
は
仏
教
の
伝
統
で
は
観
で
表
わ
す
の
で
す
。

『
浄
土
論
』
に
於
て
も
観
察
と 

い
う
言
葉
が
あ
る
。
『
入
出
二
門
偈
』
の
中
に
も
観
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
仏
教
の
伝
統
で
あ
る
。
 

目
的
が
自
ら
方
法
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
仏
教
で
自
覚
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
は
観
で
あ
る
。
行
と
い
え
ば
観
。
往
生
浄
土
の
行
も
行 

で
あ
る
限
り
観
仏
と
い
わ
な
い
と
分
ら
な
い
。

『
観
無
量
寿
経
』
に
は
観
の
字
が
置
か
れ
て
い
る
。
大
小
の
『
無
量
寿
経
』
に
は
観
の
字
が
な
い
。

『
無
量
寿
経
』
は
原
語
で
ア
ミ
ダ 

と
い
う
仏
の
名
が
経
の
名
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
色
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
合
せ
て
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
が
あ
る
。
こ
こ
に
何
か
行 

と
い
う
こ
と
を
特
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
『
観
経
』
が
特
に
中
国
に
お
い
て
有
力
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
経
典 

と
な
っ
て
い
ま
す
。

大
小
の
『
無
量
寿
経
』
は
物
語
り
の
如
く
説
い
て
あ
る
。
大
人
の
読
む
童
話
の
形
で
説
い
て
あ
り
ま
す
。
実
践
問
題
、

つ
ま
り
自
己
を 

明
ら
か
に
す
る
方
法
と
し
て
み
る
と
き
に
童
話
で
は
困
る
。
安
心
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
と
し
て
観
の
字
が
あ
る
の
で
す
。
大
小
の
『
無 

量
寿
経
』
の
精
神
を
実
践
す
る
場
合
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
国
で
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の 

教
が
実
践
さ
れ
た
の
で
す
。

つ
ま
り
『
観
経
』
教
学
と
し
て
本
願
の
思
想
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

そ
れ
が
法
然
上
人
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
——

選
択
本
願
は
念
仏
を
選
択
し
て
本
願
と
す
る
と
い
う
意
味
で
す
が
、
こ
の
中
で
念
仏 

は
本
願
の
念
仏
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
に
大
き
な
主
張
が
あ
り
ま
す
。
選
択
本
願
と
は
『
大
無
量
寿
経
』
に 

語
ら
れ
る
名
で
す
。
こ
れ
は
『
観
経
』
に
も
、

『
阿
弥
陀
経
』
に
も
な
い
。
選
択
本
願
は
四
十
八
願
で
す
が
、
押
し
つ
づ
め
て
み
る
と
念 

仏
往
生
の
願
を
選
択
本
願
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

つ
ま
り
『
観
経
』
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
法
然
、
親
鸞
の
教
学
は
出
発
す
る
の
で 

す
。

『
観
経
』
を
破
っ
て
本
願
が
名
告
り
出
た
の
で
す
。

仏
教
一
般
の
行
と
い
え
ば
観
で
あ
る
。
だ
か
ら
念
仏
が
仏
教
の
実
践
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
観
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
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に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
観
と
い
う
こ
と
の
中
に
念
仏
を
包
ん
で
い
る
。
念
仏
は
法
然
、
親
鸞
の
時
に
至
っ
て
急
に
生
み
出
さ
れ
た
も 

の
で
は
な
い
。
念
仏
は
始
め
か
ら
あ
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
観
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。

念
仏
そ
の
も
の
は
本
願
で
す
。
観
の
中
に
は
入
ら
な
い
。
し
か
し
観
の
中
に
入
ら
ぬ
と
縁
が
な
い
。
仏
教
全
体
が
観
を
立
場
と
し
て
い 

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
立
場
を
認
め
な
い
と
念
仏
す
る
場
所
が
な
い
。
し
か
し
観
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
本
願
は
消
え
て
し
ま
う
。
に
も 

拘
ら
ず
観
に
よ
ら
な
け
れ
ば
縁
が
な
い
。
念
仏
を
語
る
に' 

分
る
よ
う
に
観
と
し
て
示
し
た
の
で
す
。
し
か
し
観
と
い
う
こ
と
に
な
る
と

そ
こ
に
誤
解
が
生
ず
る
恐
れ
が
あ
る
。
誤
解
さ
れ
る
形
で
示
さ
ぬ
と
理
解
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
、
本
願
が
人
間
の 

立
場
に
立
っ
て
、
人
間
を
転
じ
て
本
願
に
向
か
わ
し
め
る
の
で
す
。

『
観
無
量
寿
経
』
の
解
釈
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
善
導
大
師
で
す
。
善
導
は
如
意
を
釈
し
て' 

「㈠

衆
生
の
意
の
如
し
。㈡

仏
の
意
の 

如
し
。」
と
二
重
の
意
味
を
述
べ
て
い
る
。
衆
生
の
意
に
従
っ
て
衆
生
の
意
を
転
じ
て
、

仏
の
意
の
如
く
す
る
。

こ
れ
が
方
便
と
い
う
意 

味
で
す
。
『
観
経
』
に
は
方
便
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
観
と
い
う
こ
と
は
観
を
肯
定
す
る
が
、
又
観
を
転
ず
る
と
い
う
両
義
が
あ
り
ま
す
。
 

だ
か
ら
『
観
経
』
に
は
隠
顕
の
意
義
が
あ
る
。
こ
れ
が
『
観
経
』
の
特
色
で
す
。
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
が
善
導
大
師
で
す
。
 

「善
導
独
明
仏
正
意
」
と
あ
る
が
、
正
意
と
は
如
意
、
仏
意
で
あ
っ
て' 

や
が
て
本
願
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

『
観
経
』
の
解
釈

は
古
来
沢
山
あ
る
。
然
し
そ
の
古
今
の
釈
は
間
違
っ
て
い
る
。
単
に
非
合
理
と
い
う
の
で
な
い
。
学
問
的
で
あ
る
が
仏
の
精
神
を
明
ら
か

に
し
て
お
ら
ぬ
。

『
観
経
』
の
叫
び
を
聞
い
て
お
ら
ぬ' 

そ
れ
を
善
導
は
黙
視
で
き
ぬ
。
昔
の
人
は
今
の
人
と
違
っ
て
本
な
ん
て
作
り
と 

う
な
い
。
で
き
る
な
ら
仏
教
を
語
る
こ
と
は
控
え
た
い
。
自
分
が
仏
教
を
語
る
と
仏
教
を
誤
解
さ
せ
る
。
同
時
に
仏
教
の
意
を
考
え
る
と

沈
黙
で
き
ぬ
。
こ
う
い
う
二
重
の
心
が
動
い
て
い
ま
す
。
善
導
の
解
釈
を
通
し
て
み
る
と
、

『
観
経
』
の
文
自
身
が
立
体
的
で
二
重
の
意 

義
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

念
仏
は
法
然
上
人
の
時
始
め
て
で
き
た
の
で
は
な
い
。
法
然
と
か
親
鸞
と
か
と
い
う
特
定
の
個
人
の
発
案
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
は

じ
め
に
念
仏
あ
り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
経
典
よ
り
以
前
に
本
願
が
あ
る
。
本
願
の
以
前
に
念
仏
が
あ
る
の
で
す
。
人
間
よ
り
先
に
念
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仏
が
あ
る
。
そ
れ
が
念
仏
の
本
来
の
意
義
で
あ
る
。
そ
の
人
間
を
超
え
た
念
仏
を
人
間
の
中
に
包
ん
で
示
し
て
き
た
、
そ
れ
が
長
い
間
の 

歴
史
で
す
。
時
機
到
来
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
時
に' 

今
や
本
願
が
方
便
の
教
学
を
破
っ
て
出
ね
ば
な
ら
ぬ
時
機
が
到
来
し 

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
力
で
念
仏
を
称
え
た
の
で
は
な
い
。
時
が
熟
し
た
の
で
す
。
人
間
の
力
で
仏
法
を
興
隆
さ
せ
る
の 

で
は
な
い
。
念
仏
が
興
る
の
は
人
間
の
力
で
は
な
い
、
時
の
力
で
す
。
法
は
時
を
超
え
る
が' 

法
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
時
で
す
。
時
と 

は
歴
史
的
時
間
で
あ
り' 

時
に
よ
っ
て
歴
史
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

本
願
の
念
仏
が
称
名
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
第
十
七
願
で
す
。
こ
れ
は
十
八
願
に
は
な
い
。
第
十
八
願
に
は
「
至
心
に
信 

楽
し
て' 

我
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
う
て
乃
至
十
念
せ
ん
。」
と
あ
っ
て
、

称
名
せ
よ
と
は
出
て
い
な
い
。

本
来
本
願
の
念
仏
は
称
名
と
い 

う
意
味
で
す
。
称
名
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
願
の
上
で
は
第
十
七
願
が
そ
の
本
来
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
も
し
祢
名
と 

い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
観
仏
と
な
る
で
し
ょ
う
。
観
仏
と
念
仏
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
観
仏
を
超
え
て
い
る
念
仏
が
本
願
の
面
目
で 

す
。し

か
し
、
称
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
唱
で
は
な
い
。
唱
は
声
を
出
す
こ
と
で
す
が
、
称
名
の
称
は
声
を
出
す
こ
と
で
は
な
い
。
称
は
称
量 

す
る' 

度
量' 

つ
ま
り
秤
の
意
味
で
す
。

口
で
と
な
え
る
こ
と
で
象
徴
す
る
が
、 

称
名
の
意
味
は
本
願
の
徳
を
称
讃
す
る
意
味
で
あ
る
。
 

本
願
を
憶
念
す
る
と
共
に
又
そ
の
徳
を
称
讃
す
る
。
念
仏
の
念
は
観
念
の
念
で
な
く
憶
念
す
る
念
で
あ
る
。

称
名
念
仏
が
あ
れ
ば
こ
そ' 

い
つ
で
も
念
仏
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
間
の
い
ろ
い
ろ
な
事
件
に
あ
う
と
念
仏
は
吹
き
飛
ん
で
し
ま 

う
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
自
己
を
失
う
事
件
に
遇
い
つ
つ
称
名
念
仏
に
於
い
て
自
己
に
帰
る
の
で
す
。
ど
ん
な
事
が
あ
っ
て
も
自
己
を
失 

わ
ぬ
の
で
は
な
い
。
念
仏
の
信
心
に
眼
を
開
い
て
も
寒
い
時
は
や
は
り
寒
い
の
で
す
。
困
っ
て
自
己
が
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
困 

・
る
こ
と
に
無
碍
な
の
で
す
。
無
碍
に
自
分
に
帰
る
。
自
分
に
帰
る
と
は
信
心
に
帰
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り' 

そ
の
信
心
に
帰
ら
せ
る
の
は 

念
仏
で
あ
る
。
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信
心
に
つ
い
て
は
い
つ
で
も
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
念
仏
は
い
つ
で
も
で
す
。

「弥
陀
ノ
名
号
ト
ナ
ヘ
ツ
ツ
信
心
マ
コ
ト-
一
 

ウ
ル
ヒ
ト
ハ
」
と
あ
る
で
し
ょ
う
。

「
称
へ
ツ
ツ
」
と
い
っ
て
、
困
っ
た
所
で
出
て
く
る
の
が
念
仏
で
す
。
深
く
考
え
ぬ
と
出
ぬ
の
で
な 

い
。
困
っ
た
と
た
ん
に
い
つ
で
も
念
仏
が
出
て
く
る
。
悲
鳴
を
あ
げ
る
場
で
念
仏
が
出
て
く
る
。
し
か
し
念
仏
は
悲
鳴
で
は
な
い
。
悲
鳴 

に
即
し
て
念
仏
が
出
て
く
る
と
、
悲
鳴
す
る
心
を
転
じ
て
信
心
に
帰
す
の
で
す
。

因
果
関
係
が
つ
か
ぬ
と
出
て
こ
ぬ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
困
っ
た
、
こ
れ
は
ど
う
し
よ
う
と
い
ろ
い
ろ
考
え
て' 

最
後
に
念
仏
だ
と
考 

え
て
出
て
く
る
の
で
な
い
。
困
る
と
た
ん
に
出
る
の
が
念
仏
で
す
。
無
碍
で
す
。
困
る
心
は
煩
悩
で
し
ょ
う
。
煩
悩
と
争
わ
ぬ
の
で
す
。
 

煩
悩
な
ん
か
問
題
に
せ
ぬ
。
本
願
に
帰
せ
ば
煩
悩
は
内
容
に
転
じ
て
く
る
。
煩
悩
を
包
む
と
煩
悩
が
頭
を
下
げ
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
考
え 

て
も
念
仏
は
教
理
で
な
い
こ
と
が
よ
く
分
り
ま
す
。
人
間
の
構
造
が
仏
教
的
に
で
き
て
い
る
の
で
す
。

「念
仏
は
無
碍
の
一
道
な
り
」
と 

は
理
屈
で
は
な
い
。
事
実
が
そ
う
な
の
で
あ
る
。

因
位
の
本
願
に
つ
い
て
は
念
仏
に
よ
っ
て
称
え
る
名
が
大
切
な
ん
で
す
。
念
仏
と
い
う
こ
と
も' 

称
名
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
念
仏 

称
名
の
基
礎
に
名
号
が
あ
る
の
で
す
。
名
号
と
い
う
と
名
詞
の
よ
う
に
考
え
る
が
名
号
は
記
号
で
は
な
い
。
動
詞
な
ん
で
す
。
名
に
な
っ 

た
本
願
で
す
。
本
願
の
名
告
り
、
本
願
の
言
葉
で
す
。
本
願
の
名
前
に
よ
っ
て
本
願
に
触
れ
る
。
本
願
に
触
れ
る
と
は
本
願
の
中
に
自
分 

を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
私
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
本
願
の
言
葉
を
通
し
て
、
そ
の
私
を
機
と
し
て
起
さ
れ
た
本
願
に
触
れ
る
ん
で
す
。
本 

願
に
触
れ
て
信
心
を
た
ま
わ
る
。
だ
か
ら
「
マ
コ
ト
ノ
信
心
ウ
ル
ヒ
ト
ハ
」
と
言
わ
ず
に
「
信
心
マ
コ
ト
ニ
ウ
ル
ヒ
ト
ハ
」
と
言
わ
れ
る 

の
で
あ
る
。
得
か
た
が
ま
こ
と' 

「念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
」
で' 

ま
こ
と
は
念
仏
に
あ
る
。

信
心
は
念
仏
に
た
ま
わ
る
の
で
、
ま
こ
と
の
信
心
と
い
う
。
念
仏
以
外
に
た
ま
わ
ら
た
ら
ま
こ
と
で
な
い
。
念
仏
以
外
と
い
う
と
つ
ま 

り
思
索
で
す
。
念
仏
が
な
か
っ
た
ら
分
別' 

は
か
ら
い
で
信
心
を
つ
く
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
。

つ
く
れ
ぬ
の
で
す
。
も
っ
と
も
、

つ
く 

る
言
、〇
も
あ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
〇
そ
う
い
う
こ
と
で
称
名
念
仏
と
い
う
ん
で
す
。
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法
然
上
人
の
時
に
時
機
到
来
し
た
の
で
し
ょ
う
。
時
の
力
に
よ
っ
て
、
念
仏
が
観
を
破
っ
て
名
告
り
を
あ
げ
て
き
た
。
こ
・
つ
い
う
よ
う 

な
意
味
が
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
い
う
題
目
の
上
に
躍
動
し
て
い
る
。
題
目
自
身
が
も
の
を
い
っ
て
い
る
。
法
然
上
人
の
感
化
を
う
け 

た
と
い
う
こ
と
は
題
目
に
皆
感
動
し
た
の
で
す
。

『
観
経
』
は
中
国
で
力
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
『
観
経
』
が
漢
民
族
の
民
族
性
に
適
応
す
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
大
小
の 

『
無
量
寿
経
』
は
印
度
的
な
の
で
し
ょ
う
。
あ
る
意
味
で
法
然
、
親
鸞
は
仏
教
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
い
え
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ル
ネ
ッ
サ 

ン
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
精
神
に
帰
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
印
度
に
帰
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

つ
ま
り
大
乗
経
典
を
生
み
だ 

し
た
精
神
を
回
復
す
る
意
味
が
あ
り
ま
す
。
大
乗
の
精
神
は
漢
民
族
に
は
容
易
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
大
乗
仏
教
が
教
理
化
し 

た
、

つ
ま
り
観
念
的
で
思
弁
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
大
乗
精
神
を
深
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
精 

神
が
深
い
と
か
広
い
と
か
と
い
う
の
は
、
精
神
が
純
粋
と
い
う
意
味
で
す
。

天
親
菩
薩
の
『
願
生
偈
』
は
一
種
の
讃
歌
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
に
偉
大
な
も
の
に
対
す
る
感
動
で
あ
る
。
そ
れ
が
讃
歌
と
い
う
意
味
で 

あ
る
。
我
等
の
内
に
埋
没
し
て
い
た
精
神
が' 

我
々
を
超
え
て' 

し
か
も
我
々
を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
も
の
を
見
出
し
た
と
い
う
感
動 

で
す
。

偈
は
ガ
ー
タ
ー
、
中
国
語
で
は
頌
と
い
う
。
法
に
対
す
る
感
動
を
表
わ
す
歌' 

個
人
的
な
俳
句
や
短
歌
と
は
違
い
ま
す
。
そ
の
も
と
は 

第
十
七
願
の
諸
仏
咨
嗟
、
讃
え
る
と
い
う
意
味
で
す
。
諸
仏
称
讃
と
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
如
き
も
の
、
宇
苗
的
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
す
。
 

本
願
は
全
法
界
の
諸
仏
を
感
動
せ
し
め
る
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
本
願
は
一
切
衆
生
の
泥
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
。
そ
の
本
願
に
覚
め
て 

み
る
と
、
全
法
界
の
諸
仏
が
称
讃
し
て
や
ま
ぬ
。
本
願
の
偉
大
さ
を
輝
か
し
て
い
る
の
が
十
七
願
の
意
味
で
す
。
そ
の
十
七
願
の
精
神
の 

骥
尾
に
付
し
て
親
鸞
も
う
た
を
歌
っ
た
。

「
正
信
偈
」
は
親
鸞
の
諸
仏
称
讃
で
す
。

『
願
生
偈
』
の
始
め
に
は
「世
尊
よ
、

我
は
一
心
に
尺
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し' 

安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
い
た
て
ま
つ
る
。
」
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と
あ
り
ま
す
。
如
来
に
帰
命
し
て
、
本
願
の
名
の
呼
び
か
け
を
通
し
て' 

そ
の
本
願
の
世
界
に
生
ま
れ
た
い
。
名
に
呼
び
か
け
ら
れ
て' 

本
願
に
覚
め' 

そ
の
本
願
の
精
神
に
生
き
た
い
。
こ
れ
を
願
生
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
他
に
一
心
は
な
い
の
で
す
。
 

尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
語
は
如
来
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
る
の
で
な
い
。
説
明
は
教
理
で
す
。
外
か
ら
考
え
て
お
る
の
で
な
い
。
 

凡
夫
の
言
葉
で
は
称
讃
で
き
な
い
。
諸
仏
称
讃
な
の
で
す
。
如
来
の
徳
へ
の
感
動
が
讃
歌
で
す
。
仏
の
名
が
す
で
に
祢
讃
な
の
で
す
。
念 

仏
と
か
名
号
と
か
に
つ
い
て
、
我
々
は
何
も
感
動
せ
ず
に
使
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
安
売
り
し
て
い
る
。
こ
れ
を
忘
却
し
て
い
る
と
い
う 

の
で
す
。
踏
み
つ
け
て
お
る
の
で
す
。
本
願
を
忘
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
遠
い
所
の
話
で
は
な
い
。
念
仏
ぐ
ら
い
聞
か
ん
で
も
分
っ
て
い 

る
と
思
う
。
話
を
聞
く
の
は
念
仏
の
理
屈
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
。
念
仏
は
有
難
く
な
い
。
そ
れ
で
理
屈
を
つ
け
て
有
難
く
し
よ
う
と
し 

て
い
る
。
念
仏
く
ら
い
で
は
名
誉
に
も
利
益
に
も
な
ら
ぬ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
現
実
を
し
っ
か
り
見
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
我
 々

の
出
発
点
は
そ
こ
し
か
な
い
の
で
す
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
と
こ
れ
は
説
明
で
は
な
い
。
詩
な
ん
で
す
。
感
動
を
表
わ
す
の
で 

す
。

一
心
を
の
べ
て
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
の
で
す
。
尺
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
に
覚
め
た
一
心
が
本
願
に 

対
す
る
深
い
感
動
を
表
わ
す
言
葉
で
す
。

闇
の
中
に
あ
る
本
願
に
覚
め
れ
ば
、
闇
こ
そ
本
願
の
源
泉
で
あ
る
。
闇
の
心
に
覚
め
て
み
れ
ば
光
な
ら
ざ
る
は
な
し
で
す
。
そ
れ
を
闇 

は
見
た
く
な
い
、
光
を
ほ
し
い
と
思
う
。
闇
を
忘
れ
て
光
を
求
め
る
の
は
仏
を
外
に
求
め
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
い
。
自
分
の
よ 

う
に
暗
い
闇
の
中
に
本
願
は
胎
動
し
て
い
る
の
だ
と
闇
に
帰
れ
ば' 

そ
れ
が
光
に
転
じ
て
く
る
の
で
す
。
闇
の
中
に
光
を
見
つ
け
れ
ば
光 

は
自
覚
で
す
。
光
は
仏
の
光
だ
が
照
ら
さ
れ
る
の
は
我
々
で
す
。
照
ら
さ
れ
た
人
が
照
ら
す
光
を
讃
え
る
の
で
す
。
 

一
心
の
眼
を
開
く
と
こ
ろ
に
光
が
我
が
身
に
来
る
。
照
ら
す
、
照
ら
さ
ぬ
は
仏
の
責
任
で
す
。
照
ら
さ
れ
ぬ
の
は
我
々
の
責
任' 

こ
れ 

を
混
同
せ
ぬ
こ
と
で
す
。
照
ら
さ
れ
た
人
が
、
照
ら
さ
れ
た
一
心
を
も
っ
て
照
ら
す
本
願
を
称
讃
し
て
い
る
の
で
す
。
本
願
の
中
に
あ
っ 

て
本
願
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
外
か
ら
い
え
ば
光
で
す
が
光
は
説
明
で
し
ょ
う
。
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親
鸞
に
は
和
讃
が
あ
り
ま
す
。
讃
歌
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
精
神
が
躍
動
し
て
い
る
証
拠
で
す
。
親
鸞
以
後
学
者
は
出
た
が
詩
人
は
出 

な
い
。
善
導
と
か
親
鸞
は
宗
教
詩
人
で
す
。
善
導
に
は
『
法
事
讃
』
と

か

『
般
舟
讃
』
が
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
「
正
信
偈
」
を
も
と 

と
し
て
更
に
「和
讃
」
を
作
ら
れ
た
。
「和
讃
」
を
読
む
と
二
廻
向
と
か
名
号
と
か
『
教
行
信
証
』
と
同
じ
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
『
教 

行
信
証
』
だ
け
見
て
い
る
と
こ
れ
ら
は
教
理
か
と
思
う
け
れ
ど
、

「
和
讃
」
を
見
て
み
る
と
廻
向
と
か
本
願
と
か
は
深
い
感
動
を
も
っ
た 

言
葉
で
す
。

詩
が
消
え
た
と
い
う
こ
と
は
何
か
と
い
う
と
、
本
願
の
精
神
が
教
団
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
教
法
に
よ
っ
て
教
団
が
で
き 

た
が
、
教
団
が
で
き
る
と
教
法
を
利
用
す
る
。
仏
法
に
仕
え
ね
ば
な
ら
ぬ
教
団
が
か
え
っ
て
仏
法
を
手
段
と
し
て
自
分
を
持
続
し
よ
う
と 

す
る
。

つ
ま
り
宗
教
商
売
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
そ
こ
で
は
詩
が
消
え
て
し
ま
う
。
深
い
思
想
に
は
詩
が
あ
り
ま
す
。
近
く
は 

曾
我
先
生
で
す
が
、
先
生
は
歌
を
作
ら
れ
な
か
っ
た
が
論
文
そ
の
も
の
が
歌
と
な
っ
て
い
る
。
思
索
と
詩
と
は
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る 

の
で
す
。

「
正
信
偈
」
で
も
「
願
生
偈
」
で
も
讃
歌
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
讃
歌
で
は
な
い
。
優
婆
提
舎 

な
ん
で
す
。
優
婆
提
舎
と
は
こ
と
ば
だ
け
の
意
味
は
論
議
経
と
い
う
こ
と
で
す
。
論
議
と
は
論
争
、
議
論
す
る
意
味
で
あ
ま
り
良
い
言
葉 

で
は
な
い
。
論
争
は
生
産
せ
ぬ
か
ら
。
議
論
は
敵
を
倒
す
武
器
で
す
。

マ
ル
ク
ス
で
も
科
学
を
武
器
と
す
る
。
学
問
は
階
級
闘
争
の
武
器 

だ
と
主
張
す
る
の
で
す
。
議
論
に
負
け
て
も
帰
命
せ
ぬ
。

一
ぺ
ん
や
ら
れ
た
ら
待
っ
て
お
れ
、
今
に
仕
返
し
し
て
や
る
と
い
う
く
ら
い
の 

も
の
で
す
。
議
論
に
よ
っ
て
立
て
た
も
の
は
又
議
論
に
よ
っ
て
倒
さ
れ
る
。
そ
し
て
又
議
論
を
立
て
る
と
い
う
よ
う
に
終
り
が
な
い
の
で 

す
。
そ
こ
か
ら
は
何
も
出
ぬ
。
だ
か
ら
何
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。

つ
ま
り
無
駄
な
苦
労
な
ん
で
す
。
無
駄
な
こ
と
を
戯
論
と
い
う
の
で 

す
。で

は
黙
っ
て
お
っ
た
ら
よ
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
言
う
べ
き
時
に
は
大
い
に
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
論
議
と
い
っ
て
も
、
論 

議
そ
の
も
の
に
罪
は
な
い
。
論
議
の
裏
に
潜
む
相
手
を
倒
そ
う
と
す
る
気
持' 

こ
れ
が
嫌
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
も
敢
え
て
論
議
せ
ね
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ば
相
手
は
目
を
覚
ま
さ
ぬ
。

他
人
で
は
な
い' 

自
分
が
覚
め
ぬ
。

殴
ら
れ
て
も
か
ま
わ
ぬ
、 

本
当
の
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
と
い
う
の
が 

自
分
で
し
ょ
う
。
殴
ら
れ
る
く
ら
い
言
っ
て
も
ら
わ
ぬ
と
は
っ
き
り
せ
ぬ' 

こ
の
頑
固
な
頭
は
。
そ
う
い
う
精
神
を
菩
提
心
と
い
う
の
で 

す
。
菩
提
心
に
立
っ
て
の
議
論
は
徹
底
的
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
讃
歌
に
は
喜
び
だ
け
で
な
い
、
論
の
意
味
が
あ
る
の
で 

す
。自

覚
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
天
親
菩
薩
ば
か
り
で
な
い
。
善
導
大
師
が
大
切
で
す
。

『
歎
異
抄
』
で
は
二
種
深
信
と
い 

い
ま
す
。
な
ぜ
異
を
歎
ず
る
か
と
い
う
と
二
種
深
信
が
分
ら
ぬ
か
ら
で
す
。
二
種
深
信
く
ら
い
講
議
を
聞
け
ば
分
り
そ
う
な
も
の
だ
が
、
 

そ
の
程
度
な
ら
分
っ
て
い
る
の
で
す
。
深
信
、
深
い
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
。
深
い
と
ど
こ
で
き
め
ま
す
か
。
信
仰
が
深
い
と
か
浅
い
と 

か
無
責
任
に
言
っ
て
い
ま
す
。
源
信
僧
都
は
「我
々
の
信
仰
は
浅
い
。
さ
れ
ど
本
願
は
深
い
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
我
々
の
信
仰
の 

浅
い
こ
と
を
歎
く
な
、
本
願
の
深
い
こ
と
を
思
え
と
。
本
願
が
深
い
こ
と
を
深
信
と
い
う
の
で
す
。
自
己
の
浅
い
こ
と
を
通
し
て
本
願
の 

深
さ
に
感
動
し
て
い
る
の
で
す
。
深
く
わ
か
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
信
知
す
る
と
か
自
覚
す
る
と
か
い
い
ま
す
。
し
か
し
自
覚
し
た 

と
い
え
ば
浅
い
証
拠
で
す
。
自
分
の
浅
い
頭
で
分
っ
た
く
ら
い
で
は
浅
い
。
自
覚
に
は
終
り
が
な
い
。
浅
い
頭
で
自
覚
し
た
こ
と
も
自
覚 

せ
ね
ば
い
け
な
い
。
し
て
み
れ
ば
無
自
覚
で
す
。
無
自
覚
と
い
う
自
覚
は
自
覚
し
た
と
い
う
自
覚
よ
り
も
っ
と
深
い
の
で
す
。
善
導
大
師 

は

「内
愚
外
賢
」
と
い
っ
て' 

内
と
外
と
で
自
覚
が
成
立
し
て
い
る
。
内
も
内
に
お
る
と
知
ら
な
い
な
ら
外
で
す
。
外
も
外
と
知
っ
た
ら 

内
で
す
。
な
ぜ
我
々
に
内
が
分
ら
ぬ
か
と
い
え
ば' 

自
分
が
外
に
お
る
こ
と
が
分
ら
ぬ
か
ら
で
す
。
自
覚
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
 

善
導
大
師
に
は
二
河
喩
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
天
親
菩
薩
の
「願
生
偈
」
に
匹
敵
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
招
喚
の
声 

を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
欲
生
心
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
願
生
と
い
う
の
は
欲
生
に
覚
め
た
の
を
願
生
と
い
う
の
で
す
。
 

天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
は

『
大
無
量
寿
経
』
を
背
景
と
し
て
生
れ
た
『
無
量
寿
経
』
の
論
で
あ
る
。
法
然
上
人
は
三
経
一
論
と
い
う 

こ
と
を
言
わ
れ
た
が
、
し
か
し
『
浄
土
論
』
の
こ
と
に
つ
い
て
は
詳
し
く
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
。

『
無
量
寿
経
』
と
い
う
の
は
本
願
が
人 

間
の
歴
史
の
中
に
顕
わ
れ
た
文
献
で
す
。

『
無
量
寿
経
』
と
い
う
の
は
本
願
に
触
れ
た
人
が
い
な
け
れ
ば
あ
ん
な
経
典
が
生
ま
れ
る
筈
が
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な
い
。
そ
れ
は
本
願
で
な
い
。
本
願
文
で
す
。
本
願
そ
の
も
の
は
言
葉
で
な
い
。
言
葉
は
人
間
の
上
に
あ
る
も
の
で
す
。
感
動
し
た
人
間 

が
そ
の
感
動
を
通
し
て
言
葉
で
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
人
間
が
あ
る
。
人
間
が
あ
る
と
こ
ろ
に
歴
史
が
あ
る
。

『
無
量
寿
経
』
は
本
願
が 

人
間
の
歴
史
と
な
っ
て
い
る
歴
史
的
文
献
の
最
高
の
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
『
無
量
寿
経
』
だ
け
あ
っ
て
も
、
物
語
り
で
す
か
ら
自
覚 

的
に
明
ら
か
に
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
自
覚
的
に
明
ら
か
に
し
た
証
拠
が
『
願
生
偈
』
な
ん
で
す
。

『
願
生
偈
』
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
『
無 

量
寿
経
』
が
自
覚
的
に
解
明
さ
れ
た
証
拠
で
す
。
『
無
量
寿
経
』
の
精
神
が
い
か
に
純
粋
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
か
、

〃
こ
れ
を
見
よ"

。
 

古
典
は
全
て
”
こ
れ
を
見
よ"

と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

〃
こ
の
人
を
見
よ"

と
い
う
の
で
す
。
「
こ
れ
」
と
は
歴
史
で
す
。
 

本
願
は
現
実
の
歴
史
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
証
明
さ
れ
て
い
る
歴
史
を
忘
れ
て
な
ぜ
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
の
か
と
い
う
叫
び
で
す
。
こ
の 

脚
下
の
歴
史
を
見
よ' 

そ
う
い
う
感
動
を
込
め
た
の
が
親
鸞
の
「
正
信
偈
」
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
親
翹
の
信
仰
告
白
で
あ
る
。
『
願
生
偈
』 

も
こ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
た

だ

『
無
量
寿
経
』
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
な
ら
龍
樹
菩
薩
も
そ
う
で
す
。
本
願
の
精
神
が
い 

か
に
純
粋
か
と
い
え
ば
『
浄
土
論
』
な
ん
で
す
。
我
々
が
本
願
に
救
わ
れ
る
こ
と
を
、
我
々
に
先
立
っ
て
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
願
生
偈
』
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
私
の
た
め
に
天
親
菩
薩
が
本
願
を
頂
い
て
く
だ
さ
っ
た' 

こ
れ
が
『
願
生
偈
』 

に
対
す
る
親
鸞
の
態
度
で
す
。

天
親
菩
薩
は
一
心
と
い
い
、
善
導
大
師
は
二
種
深
信
と
い
わ
れ
ま
す
。

一
を
二
に
す
る' 

そ
し
て
一
の
自
覚
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で 

す
。

一
心
が
二
種
深
信
と
い
う
こ
と
が
無
か
っ
た
ら
ど
う
し
て
信
心
を
決
定
す
る
か
。

一
心
と
は
仏
と
私
と
が
一
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が' 

そ
れ
を
混
乱
し
て
単
に
一
つ
と
い
う
の
で
な
く
分
け
て
一
と
い
う
ん
で
す
。
助 

か
ら
ぬ
も
の' 

こ
れ
が
機
の
深
信
。
そ
の
助
か
ら
ぬ
も
の
が
助
か
ら
ぬ
ま
ま
に
助
か
る
、
こ
れ
が
法
の
深
心
と
い
う
こ
と
で
す
。
助
か
ら 

ぬ
自
分
を
恐
れ
な
く
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
す
。
助
か
ら
ぬ
自
分
と
い
う
も
の
の
罪
を
恐
れ
ぬ
の
が
本
願
で
す
。
そ
れ
を
身
を
も
っ
て
証 

明
し
て
く
れ
る
人
が
な
か
っ
た
な
ら
我
々
は
ど
れ
だ
け
迷
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
。
自
分
の
煩
悩
に
ど
れ
だ
け
恐
れ
る
か
。
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ー
を
二
に
し
た
。

一
を
二
に
し
て
ー
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
善
導
大
師
は
二
河
白
道
の
譬
喩
を
も
っ
て
信
仰
の
内
面
性
を
い
い
あ
て 

ら
れ
た
。
こ
こ
に
発
遣
、
招
喚
と
い
う
こ
と
が
出
て
お
る
。

『
願
生
偈
』
で

は

「世
尊
よ
、
我
は
一
心
に
尺
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し 

た
て
ま
つ
る
」
と
出
て
い
る
。
世
尊
と
如
来
が
出
て
く
る
。
世
尊
よ
と
い
う
の
は
本
願
を
説
か
れ
た
『
無
量
寿
経
』
の
教
主
な
の
で
あ
る
。
 

世
尊
の
教
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
本
願
、
そ
の
本
願
成
就
の
如
来
で
す
。
こ
の
二
尊
の
関
係
は
ど
う
か
。
な
ぜ
一
つ
で
は
い
け
な
い 

の
か
。
二
尊
が
あ
る
こ
と
が
大
切
な
ん
で
す
。
発
遣
と
招
喚
と
が
あ
る
。
発
遣
は
外
か
ら' 

招
喚
は
内
か
ら
呼
ぶ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
我
 々

を
動
か
す
。
内
外
か
ら
の
呼
び
声
で
始
め
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を
離
れ
る
の
で
す
。
自
分
の
住
ん
で
い
る
家
を
飛
び
出
す
、
そ
れ
を
飛
躍
と
い 

う
ん
で
す
。
飛
躍
し
た
自
分
を
行
者
と
い
う
ん
で
す
。
本
願
を
行
ず
る
者
、
今
日
の
言
葉
で
い
え
ば
実
存' 

宗
教
的
実
存
者
が
成
り
立
つ 

の
で
あ
る
。
実
存
と
は
二
河
白
道
の
譬
喩
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
が
道
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ニ
ー
チ
ェ
は
橋
と
い
っ
て
い
ま 

す
。
人
間
と
は
人
間
を
超
え
て
い
く
の
が
人
間
の
本
質
で
す
。
人
間
は
人
間
を
超
え
な
け
れ
ば
人
間
に
な
れ
ぬ
。
そ
こ
に
人
間
が
二
重
的 

に
な
る
。

人
間
は
人
間
を
肯
定
す
る
も
の
を
求
め
る
の
で
な
い
。
人
間
を
肯
定
す
る
も
の
を
家
と
い
う
。
人
間
は
人
間
を
肯
定
し
て
自
分
を
幸
福 

に
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
満
足
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
は
欲
の
満
足
で
す
。
人
間
は
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
も
あ
え
て 

す
る
も
の
で
す
。
人
間
は
不
幸
を
避
け
る
も
の
で
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
は
娑
婆
の
浅
い
理
解
で
す
。
人
間
は
不
幸
で 

も
あ
え
て
か
ま
わ
ぬ
も
の
が
ほ
し
い
の
で
す
。
苦
労
を
厭
う
も
の
で
な
い
。
苦
労
に
値
す
る
意
味
が
ほ
し
い
。
そ
れ
が
自
分
を
超
え
る
と 

い
う
こ
と
で
す
。

飛
躍
、
飛
び
超
え
る
、 

自
分
を
超
え
た
所
が
自
分
の
根
拠
に
な
る
。
そ
れ
を
道
と
い
う
の
で
す
。
歩
く
所
が
道
で
し
ょ
う
。
人
間
が
道 

に
な
る
の
で
す
。
無
限
の
道
と
な
る
。
無
限
の
道
を
往
相
、
還
相
と
い
う
の
で
す
。
往
相
の
裏
に
は
還
相
が
あ
る
。
だ
か
ら
無
限
の
道
な 

ん
で
す
。
人
間
が
道
に
な
る
の
を
実
存
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
尊
の
遣
喚
に
よ
っ
て
人
間
が
自
分
を
超
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
声
を
聞
い
た' 

そ
こ
に
人
間
は
自
分
の
根
拠
を
見
出
す
の
で
す
。
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「汝
一
心
正
念
に
し
て
直
に
来
れ' 

我
れ
能
く
汝
を
護
ら
ん
。
」
こ
れ
が
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
な
ん
で
す
。

そ

の

「汝
一
心
正 

念
に
し
て
」
の
汝
の
所
に
世
親
は
自
己
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
仏
に
よ
っ
て
汝
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
、
す
る
と
汝
が
我
と
な
る
。
だ
か 

ら
我
一
心
と
い
う
。
本
願
が
成
就
し
て
天
親
菩
薩
の
一
心
と
な
っ
た
。
本
願
の
我
が
信
心
の
我
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
我
と
汝
が
転
換
す
る 

ん
で
す
。
汝
と
い
う
呼
び
か
け
で
我
が
生
れ
る
。
そ
れ
は
我
を
呼
び
か
け
た
我
で
あ
る
。
そ
こ
に
転
換
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
飛 

躍
と
い
う
の
で
す
。

信
じ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
あ
分
っ
た
と
い
う
こ
と
で
な
い
。
分
っ
た
所
に
生
き
る
こ
と
で
す
。
本
願
を
理
解
し
た
人
は
行
者
で
は
な
い
。
 

理
解
者
は
宗
教
の
フ
ァ
ン
で
す
。
本
願
か
ら
生
ま
れ
て
、
本
願
を
背
負
っ
て
立
つ
か
ら
行
者
と
い
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
同
行' 

同
志
な
ん 

で
す
。
そ
こ
に
共
同
体
が
成
立
す
る
。

つ
ま
り
僧
伽
が
成
り
立
つ
。
そ
れ
は
血
や
性
で
結
ば
れ
た
共
同
体
で
な
い
。
本
願
の
精
神' 

法
に 

よ
っ
て
結
ば
れ
た
共
同
体
で
す
。
そ
こ
に
善
導
が
与
え
た
領
解
に
よ
っ
て
始
め
て
天
親
が
理
解
さ
れ
る
。

「世
尊
我
一
心 

帰
命
尺
十
方 

無
碍
光
如
来
」
と
は
発
遣
に
よ
っ
て
招
喚
に
触
れ
た
体
験
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

善
導
大
師
は
『
観
経
』
を
解
釈
さ
れ
た
ん
で
す
が' 

『
観
経
』
の
序
分
の
中
に
「広
説
衆
譬
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら 

善
導
は
二
河
の
譬
喩
を
作
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
単
な
る
譬
喩
で
な
い
。
譬
喩
の
中
に
あ
っ
て
譬
喩
を
超
え
る
も
の
が
あ
る
。
発
遣
、
 

招
喚
は
譬
喩
の
中
に
あ
っ
て
譬
喩
を
超
え
る
も
の
で
す
。

『
観
経
』
も
ま
た
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
譬
喩
の
面
か
ら
見
る
と
方
便
で
す
が
、
譬
喩
で
な
い
も
の
が
出
て
い
る
意
味
で
真
実
が
顕
わ 

さ
れ
て
い
る
か
ら
隠
顕
と
い
う
。
隠
顕
の
教
説
は
立
体
的
な
ん
で
す
。
譬
喩
経
で
あ
る
こ
と
が
『
観
経
』
の
特
色
で
す
。
こ
れ
は
二
河
喩 

を
説
い
た
善
導
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
論
議
経
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
面
目
で
す
。
十
二
部
経
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が' 

こ
れ
は
広
い
意
味
の
修
多
羅
、
経
を 

あ
ら
わ
す
の
で
す
。
様
式
か
ら
経
典
を
分
け
て
十
二
に
し
た
の
で
す
。
譬
喩
も
論
議
も
そ
う
な
ん
で
す
。
も
と
も
と
仏
説
の
名
な
の
で
す
。
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論
議
と
い
わ
ず
に
論
議
経
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
『
願
生
偈
』
は

「優
婆
提
舎
な
る
願
生
偈
」
と
あ
っ
て
経
典
の
名
を
も
っ
て
論
の
名
と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
満
々
た
る 

確
信
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
自
慢
し
て
お
る
の
で
は
な
い
。

つ
ま
ら
ぬ
も
の
と
い
う
の
は
威
張
り
た
い
か
ら
い
う
の
で 

す
。
我
々
は
つ
ま
ら
ぬ
者
以
上
に
も
っ
と
駄
目
で
す
。
だ
か
ら
仏
全
体
を
も
っ
て
自
己
と
な
す
ん
で
す
。

つ
ま
ら
ぬ
と
い
う
の
は
仏
と
自 

分
と
を
差
別
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
で
は
な
い
。
自
己
は
無
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
本
願
の
確
信
を
も
っ
て
自
己
と
な
す
の
で
す
。
そ
れ 

は
い
ち
ば
ん
謙
譲
な
言
葉
な
ん
で
す
。

”
わ
し
は
つ
ま
ら
ぬ"

と
い
う
の
は
傲
慢
な
言
葉
で
す
。
こ
れ
を
卑
下
慢
と
い
う
の
で
す
。
わ
し 

は
つ
ま
ら
ぬ
と
い
う
人
に
限
っ
て
、
又
つ
ま
ら
ぬ
人
に
会
う
と
威
張
る
。
居
る
所
が
小
さ
い
の
で
す
。

そ
こ
に' 

仏
教
か
ら
生
ま
れ
て
仏
教
を
完
成
す
る
、

『
大
無
量
寿
経
』
よ
り
生
ま
れ
て
『
大
無
量
寿
経
』
を
完
成
す
る
と
い
う
意
味
を 

持
つ
文
は
七
高
僧
の
文
よ
り
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
は
『
浄
土
論
』
で
す
。
唯
一
の
論
で
す
。
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙 

論
』
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
で
な
く
『
十
地
経
』

の
解
釈
な
ん
で
す
。
そ
の
中
で
『
大
無
量
寿
経
』
の
精
神
が
生
き
て 

お
る
証
拠
を
書
い
た
ん
で
す
。

『
願
生
偈
』
は

『
無
量
寿
経
』
の
本
願
に
助
か
っ
て
、
本
願
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
外
か
ら
学
す
る
の 

で
な
く
て
本
願
の
中
に
自
己
を
見
出
し
た
ん
で
す
。
本
願
の
外
か
ら
本
願
を
明
ら
か
に
し
た
人
は
中
国
に
も
沢
山
あ
り
ま
す
。
憬
興
師
の 

解
釈
な
ん
か
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
経
文
を
精
密
に
解
釈
し
て
あ
る
。

し
か
し
、

七
高
僧
に
は
『
無
量
寿
経
』

を
解
釈
し
た
本
は
な
い
。
 

『
浄
土
論
』

は

『
無
量
寿
経
』

の
経
文
を
解
釈
し
た
の
で
な
い
。

そ
の
大
精
神
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
す
。

そ
れ
は
立
場
が
違
う
ん
で 

す
。
外
か
ら
解
釈
す
る
の
は
学
者
の
解
釈
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
天
台
や
華
厳
を
や
め
ず
に
『
無
量
寿
経
』
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
ん 

で
す
。

今
は
そ
う
で
な
い
、 

自
分
に
関
係
さ
せ
る
ん
で
す
。
本
願
を
学
す
る
自
分
を' 

あ
く
ま
で
も
本
願
の
中
に
お
い
て
学
す
る
の
で
す
。
そ 

う
い
う
の
が
純
粋
な
仏
教
学
と
い
う
も
の
で
す
。

『
浄
土
論
』
で
は
論
議
す
る
と
い
う
こ
と
が
学
問
の
意
義
な
ん
で
す
。
論
議
と
は
も
の 

の
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
道
理
を
西
洋
の
言
葉
に
求
め
る
な
ら
ロ
ゴ
ス
で
す
。
道
理
と
い
う
と
中
国
語
で
す
。
漢
民
族
は
道
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を
つ
け
る
ん
で
す
。
印
度
で
は
た
だ
理
と
い
っ
て
あ
る
。
法
爾
の
道
理
、
ど
う
し
て
も
そ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
で
す
。
我
々
は
有 

難
い
と
い
う
感
情
に
救
わ
れ
る
の
じ
ゃ
な
い
。
救
わ
れ
た
人
に
お
こ
る
の
が
感
情
で
す
。
救
わ
れ
る
の
は
道
理
に
救
わ
れ
る
ん
で
す
。
ま 

あ
、
道
理
と
い
っ
て
も
経
済
と
か
数
学
の
道
理
の
よ
う
に
救
わ
れ
ぬ
の
も
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
道
理
は
分
る
こ
と
が
救
わ
れ
る
こ
と
で 

す
。
分
っ
た
け
れ
ど
救
わ
れ
ぬ
と
い
う
の
は
理
屈
で
し
ょ
う
。

道
理
の
も
っ
と
も
具
体
的
な
の
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
道
理
で
す
。
南
無
す
れ
ば
阿
弥
陀
仏
。
機
と
法
と
の 

区
別
が
あ
っ
て
一
つ
。
混
乱
し
て
一
つ
で
は
な
い
。
機
と
法
と
は
全
く
別
な
ん
で
す
。
阿
弥
陀
仏
が
あ
っ
て
我
々
が
南
無
す
る
と
す
る
と. 

そ
れ
は
永
遠
に
二
で
す
。
二
を
一
に
し
よ
う
と
思
っ
て
も
で
き
ぬ
。
し
か
し'

始
め
か
ら
ー
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
二
と 

な
っ
た
。
二
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
い
っ
そ
う
ー
で
す
。
南
無
と
い
え
ば
そ
れ
で
す
ん
で
い
る
ん
で
す
。
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
に
触
れ
て
い
る
。
 

阿
弥
陀
仏
は
光
で
す
。
光
は
何
処
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
南
無
の
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に
な
る
。
南
無
は
本
願
を
あ
ら
わ
す
。
阿
弥
陀
仏
は
果 

を
あ
ら
わ
す
。
因
位
の
本
願
の
体
験
を
南
無
と
い
う
の
で
す
。
因
位
の
本
願
が
我
々
の
上
に
動
く
端
的
を
「機
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
す 

の
で
す
。

本
願
は
ど
う
し
て
我
々
に
触
れ
る
か
。
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
で
す
。

〃
汝"

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
触
れ
て
く
る
の
で
す
。
無
限
に
深 

い
本
願
が
近
く
我
々
に
呼
び
か
け
る
。
本
願
の
外
な
る
我
れ
を
内
に
覚
ま
す
。

〃
汝"

と
い
う
言
葉
を
「
十
方
衆
生
」
と
い
う
ん
で
す
。
 

「
十
方
衆
生
」
と
い
う
の
は
本
願
の
外
の
衆
生
を
内
に
呼
び
か
け
た
ん
で
す
。
十
方
衆
生
は
本
願
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
を
忘
れ
て
本
願
の 

外
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
外
な
る
自
覚
に
よ
っ
て
内
に
帰
え
す
ん
で
す
。
そ
の
端
的
を
機
の
自
覚
と
い
う
の
で
す
。
本
願
は
ど
う 

い
う
と
こ
ろ
に
働
く
か
と
い
え
ば' 

声
と
し
て
働
く
。
声
を
聞
く
と
こ
ろ
に
働
く
ん
で
す
。
念
仏
と
は
本
来
そ
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い 

る
の
で
す
。
呼
び
か
け
ら
れ
た
の
を
南
無
と
い
う
。
帰
命
で
す
。
帰
命
の
外
に
尺
十
方
無
碍
光
は
な
い
ん
で
す
。
呼
び
か
け
を
通
し
て
、
 

呼
び
か
け
た
心
に
覚
め
る
の
を
願
生
と
い
う
の
で
す
。
願
生
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
の
を
帰
命
と
い
う
ん
で
す
。
帰
命
を
通
し
て
内
面
に
触 

れ
る
、
そ
れ
を
一
心
と
い
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
一
心
の
内
容
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
簡
潔
に
要
約
し
て
示
し
て
あ
る
ん
で
す
。
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天
親
菩
薩
の
『
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
を
も
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
面
目
、

つ
ま
り
論
議
経
と
し
て
の
面
目
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で 

す
。
『
観
無
量
寿
経
』
の
方
は
譬
え
を
超
え
た
譬
え
で
す
。
善
導
大
師
の
二
河
喩
は
三
心
釈
に
出
て
い
る
ん
で
す
が
、
三
心
釈
は
『
観
経
』 

か
ら
生
ま
れ
た
「観
経
」
で
す
。
善
導
に
よ
る
「観
無
量
寿
経
」
で
す
。
『
観
経
』
の
教
え
に
触
れ
て
、
善
導
は
そ
こ
か
ら
ま
た
「観
経
」 

を
作
っ
た
。
そ
れ
が
三
心
釈
で
す
。

そ
の
三
心
釈
の
中
に
二
河
喩
を
お
か
れ
た
。

こ

れ

は

『
大
無
量
寿
経
』

の
本
願
に
呼
び
覚
ま
さ
れ 

て ゝ

『
大
無
量
寿
経
』
の
精
神
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
す
。

(

本
稿
は
、
昭
和
四
十
ハ
年
十
月
、
岐
車
県
慈
光
会
主
催
の
「
入
出
二
門
偈
」
の
会
に
お
け
る
第
一
購
の
後
半
の
筆
録
で
あ
る
・
文
責 

編
集
部)
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