
如

の

世

界

観
(
上)

金 

子 

大 

栄

ー
、
対 

話

曾
て
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
仏
教
学
者
と
対
談
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
人
の
名
は
忘
れ
、
名
刺
も
失
し
た
が
思
い
出
は
消
え 

な
い
。
そ
の
話
題
は
今
も
な
お
新
た
な
る
を
覚
え
し
め
る
。

そ
の
人
に
依
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
に
発
生
せ
る
西
洋
の
文
化
は
多
元
的
で
あ
る
。
万
物
の
本
体
は
地
・
水
・
火

・
風
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

を
初
め
と
し
て
、
分
子
が
原
子
と
な
り
素
粒
子
に
な
っ
て
も
多
元
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
印
度
に
は
万
物
一
体
と 

い
う
思
想
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
東
洋
の
文
化
を
代
表
す
る
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
仏
教
は
そ
の
い
ず
れ
で 

も
な
い
。
万
物
の
本
体
は
無
で
あ
る
。

私
は
答
え
た
。
近
時
西
洋
に
も
「無
」
を
説
く
思
想
が
あ
る
こ
と
は
聞
い
て
い
る
。
さ
れ
ど
そ
の
「
無
」
は
仏
教
の
「
空
」
と
は
一
つ 

で
あ
る
か
別
で
あ
る
か
は
私
に
は
解
ら
な
い
。
だ
か
ら
間
違
い
な
い
よ
う
に
い
え
ば
、
仏
教
の
思
想
は
万
物
一
如
で
あ
る
。
如
で
あ
る
。
 

通
訳
は
親
切
で
あ
っ
た
か
ら
、
常
に
了
解
せ
ら
れ
た
と
思
う
て
い
る
。
さ
れ
ど
「
し
か
ら
ば
如
と
は
」
と
問
わ
れ
た
ら
、
い
か
に
答
う 

べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
の
私
自
身
へ
の
問
題
で
あ
る
。

1



二
、
 

如

の

語

義

さ
れ
ど' 

そ
の
後
、
覚
束
な
く
も
梵
英
字
書
を
披
見
し
た
。
如
は
如
来
の
如
で
あ
る
か
ら£
<
±

¢51
で
あ
る
。
そ
れ
に
冃
け5
0

」
一
存6

ヨ 

と
英
訳
さ
れ
て
い
る
。
私
は
先
ず1
讦2

:
/

に
心
ひ
か
れ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
何
々
の
如
し
と
言
い
馴
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て' 

そ
の
如
し
は
何
か
に
つ
い
て
の
執
着
を
離
れ
し
め
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
例
は
喩
え
で
あ
り
、
諭
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
自
他
の
も
っ 

れ
も
、
自
も
他
の
如
く
、
彼
も
我
の
如
し
と
諭
さ
る
れ
ば
自
ず
か
ら
和
解
の
道
が
開
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て' 

如
に
通
ず
れ 

ば
見
聞
覚
知
み
な' 

わ
れ
ら
の
迷
い
を
覚
ま
す
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
如
に
通
ず
る
智
慧
は
即
ち
如
来
で
あ
る
。
如
よ
り
来
り
て 

如
へ
と
去
く
。
そ
れ
が
ま
け1
！̂1
？

一

賞
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
如
と
は
〇
と
受
容
せ
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
そ
う
で
あ
る
と
了
解
す
る
。
そ
こ
に
仏
教
の
智
慧
が 

あ
る
。
同
じ
こ
と
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
、
こ
れ
は
こ
れ
で
は
、
同
意
が
で
き
て
も
了
解
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
般
の
知
識 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
共
力
と
い
っ
て
も
合
力
の
外
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
了
解
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
協
力
と
な
り
て
相 

和
し
、
力
は
倍
加
す
る
の
で
あ
る
。
人
十6

が
人
乂3

と
な
る
の
で
あ
る
。

三
、
 

本

体

と

実

相

こ
こ
に
は
事
物
の
本
体
を
見
究
め
よ
う
と
す
る
西
洋
の
理
性
と
諸
法
の
実
相
を
身
証
し
よ
う
と
す
る
仏
教
の
智
慧
と
の
別
が
あ
る
。
万 

象
に
於
て
そ
の
本
体
を
見
究
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
多
元
か
一
元
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
万
象
の
実 

相
を
見
る
も
の
に
は
、
如
の
み
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

し
た
が
っ
て
理
性
は
論
理
と
し
て
認
識
し' 

智
慧
は
道
理
と
し
て
順
応
す
る
。
理
性
に
取
り
て
は
言
葉
は
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
り 

て
人
間
生
活
は
制
約
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
の
発
見
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
理
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

い
わ
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れ
で
あ
る
。
そ
の
い
わ
れ
を
聞
い
て
頷
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
道
理
で
あ
る
。

私
は
曾
て
あ
る
学
者
の
席
上
に
て
道
理
と
論
理
と
の
同
異
を
質
問
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
道
理
の
分
ら
ぬ
人
間
と
言
わ
る
れ
ば
愧
か
し
い 

が
、
論
理
の
分
ら
ぬ
者
と
い
わ
れ
て
も
赤
面
し
な
い
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
と
問
う
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
か
に
も
愚
問
で
あ
っ
た
ら 

し
く 

一
同
の
笑
い
を
受
け
た
こ
と
で
は
あ
る
が' 

委
細
に
説
明
す
る
人
が
あ
っ
て
略
ぼ
了
解
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ど
何
か
こ
う
感
情 

を
満
足
せ
し
め
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
道
理
を
語
る
も
の
に
取
り
て
は
、

「
言
葉
の
多
き
は
言
葉
の
少
な
き
に
如
か
ず
、
言
葉
の
少
な
き
は
言
葉
の
善
き
に
如
か
ず
」
と 

い
う
こ
と
が
あ
る
。
言
葉
は
表
現
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
言
う
こ
と
の
難
し
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対 

し
て
論
理
に
は
随
筆
よ
り
は
論
文
、
論
文
よ
り
は
著
作
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
言
語
は
組
織
と
系
統
を
以
て
万
人
の
承
認
を
求
め
て
い
る 

か
ら
で
あ
る
。

四
、
認

識

と

頷
 

解

し
か
る
に
、
本
体
の
認
識
は
一
般
の
法
則
の
発
見
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
人
間
の
道
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
依
り
て
個
人
と
い
う
も
個
性
は
無
視
せ
ら
れ
て
一
般
的
の
も
の
と
な
り
、
共
同
生
活
す
べ
き
も
の
と
せ
ら 

れ
て
い
る
。
そ
れ
が
文
化
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
れ
ど
わ
れ
と
言
わ
れ
る
も
の
は
唯
だ
一
つ
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
自
分
は
自
分
と
し
て
生
き
る
為
に
は' 

そ
う
あ
ら
し
め
る
普
遍 

の
道
理
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
普
遍
は
一
般
で
は
な
い
。
だ
か
ら
一
般
は
普
遍
を
包
容
す
る
こ
と 

が
で
き
な
く'

そ
う
あ
ろ
う
と
す
れ
ば' 

近
づ
く
に
し
た
が
っ
て' 

か
え
っ
て
遠
ざ
か
る
を
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
現
代
知
識 

人
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
時
代
は
理
性
の
発
見
せ
る
法
則
に
順
う
こ
と
が
、
副
作
用
を
も
ち
、
逆
効
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に 

悩
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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思
う
に' 

こ
こ
に
は
本
体
を
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る
理
性
は' 

自
然
の
法
則
を
発
見
し' 

自
然
を
利
用
し
、
自
然
を
征
服
し
よ
う
と 

せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
の
智
慧
は
、
自
然
の
実
相
を
畏
敬
し
、
人
間
と
い
っ
て
も
生
物
に
外
な
ら
ぬ 

こ
と
を
感
知
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
感
情
こ
そ
万
象
の
如
に
順
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
如
は
二
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず' 

異 

に
し
て
分
っ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
で
あ
る
。

「
理
は
人
の
作
る
と
こ
ろ
な
り
。
情
は
神
の
知
ろ
し
め
す
と
こ
ろ
な
り
」
。

そ
の
人
の
作
る 

と
こ
ろ
に
論
理
あ
り
、
そ
の
神
の
知
ろ
し
め
す
と
こ
ろ
に
道
理
が.
あ
る
。
こ
う
し
て
私
に
は
依
然
と
し
て' 

論
理
と
道
理
と
が
問
題
と
な 

っ
て 
い
る
よ
う
で
あ
る
。

五
、
観

待

道

理

し
か
れ
ば
道
理
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
経
論
に
は
四
種
の
道
理
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
老
学
、
覚
束
な
い
が
ー 

応
領
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
は
観
待
道
理
ま
た
は
相
待
道
理
と
い
う
。
長
あ
れ
ば
短
あ
り
、
山
あ
れ
ば
谷
あ
り
、
迷
え
る
衆 

生
あ
れ
ば
覚
れ
る
仏
あ
り' 

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
相
対
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く'

ま
た
関
係
し
て
あ
る 

と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
相
対
と
い
い
関
係
と
い
う
は
、
本
体
の
認
識
で
あ
る
。
そ
の
思
想
よ
り
い
え
ば
、
神
の
実
在
も
問
題
と
な
り' 

自
我
の
実
存
も
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
観
待
の
道
理
よ
り
い
え
ば
、
如
来
は
絶
対
者
で
あ
っ
て
も
絶
待
者
で
は
な
い 

で
あ
ろ
う
。

「有
限
よ
り
見
れ
ば
無
限
は
有
限
の
外(

超
え
て)

に
あ
り
。
無
限
よ
り
見
れ
ば
有
限
は
無
限
の
内
に
あ
り
」
。
観
待
の
道 

理
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
一
つ
、

フ
ラ
ン
ス
の
学
者
と
語
り
あ
え
る
思
い
出
が
あ
る
。
そ
の
人
は
「自
分
は
今
、

『
華
厳
経
』
を
読
ん
で
い
る
。
こ
の 

経
に
説
か
れ
て
い
る
如
来
は
超
越
者
で
は
な
く
内
在
者
で
あ
る
」
と
。
私
は
何
の
躊
躇
も
な
く
、
そ
の
通
り
と
答
え
た
。
そ
し
て
改
め
て. 

こ
ち
ら
か
ら
尋
ね
た
。

「
し
か
し
何
故
に
超
越
と
内
在
と
を
分
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
で
は
超
越
す
る
も
の
は 

内
在
し
、
内
在
す
る
も
の
は
超
越
し
て
い
る
と
説
い
て
あ
る
」
。
こ
れ
に
は
微
笑
し
て
首
肯
せ
ら
れ
た
。
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し
か
れ
ば
迷
え
る
衆
生
あ
れ
ば' 

覚
れ
る
仏
も
り
と
い
う
こ
と
も
観
待
の
道
理
で
あ
る
。
南
無
の
衆
生
あ
り
て
、
摂
取
不
捨
の
阿
弥
陀 

仏
が
あ
り
、
若
不
生
者
の
本
願
あ
り
て
、
願
生
浄
土
の
道
が
開
け
る
。
ま
こ
と
に
難
信
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

念
仏
は
衆
生
と
阿
弥
陀
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
念
仏
を
場
と
し
て
、
そ
こ
に
衆
生
あ
り
、
阿
弥
陀
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
依
り
て
思
う
に
、

〃
我
あ
れ
ば
彼
あ
り'

是
あ
れ
ば
非
あ
り
〃
と
い
う
こ
と
も
観
待
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

〃
彼
れ
是
な 

る
時
は' 

則
ち
我
れ
非
な
り
。
我
れ
是
な
る
時
は
則
ち
彼
れ
非
な
り"

と
観
待
し
て
「
是
を
以
て
彼
の
人
は
瞋
る
と
雖
も
還
っ
て
我
が
失 

を
恐
れ
よ
。
我
れ
独
得
た
り
と
雖
も
衆
に
従
ひ
て
同
じ
く
擧
へ
」(
十
七
条
憲
法)

と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
道
理 

に
従
う
道
徳
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
に
法
則
を
認
定
し
実
行
す
る
こ
と
を
道
徳
と
す
る
思
想
と
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
、
作

用

道

理

第
二
は
作
用
道
理' 

字
書
で
は
「因
果
の
関
係
に
お
い
て
存
す
る
作
用
に
つ
い
て
の
道
理
」
と
説
明
し
て
あ
る
。
こ
こ
で
は
因
果
は
法 

則
か
作
用
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
一
般
の
思
想
で
は
法
則
と
し
て
疑.
う
も
の
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
に
は 

一
方
で
は
悪
を
為
せ
ば
必
ず
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
常
識
が
あ
り
、

一
方
で
は
事
物
の
本
体
を
認
識
す
る
原
則
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
の
限
り
、
善
因
楽
果
・
悪
因
苦
果
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
信
ぜ
ら
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
人
道
と
し
て
明
ら
か
で
な
い 

時
に
は' 

天
道
と
し
て
信
ぜ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
現
前
の
事
実
と
し
て
は
、
悪
を
為
す
も
の
必
ず
し
も
苦
し
ま
ず
、
善
を
為 

し
て
、
か
え
っ
て
悩
む
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
か
ら
「
何
が
善
や
ら
何
が
悪
や
ら
分
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
 

「
天
道
是
か
非
か
」
と
い
う
歎
き
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
因
果
に
対
す
る
疑
問
は
本
体
認
識
の
上
に
も
現
わ
れ
て
来
た
。
そ
の
因
果
は
必
然
の
法
則
か
と
疑
わ
れ
て' 

先
験
の
範
疇
と
せ
ら 

れ
、
さ
ら
に
弁
証
法
を
見
出
し
た
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
事
物
を
認
識
す
る
論
理
で
あ
っ
て
、
素
直
に
了
解
さ
れ
る
道
理
で
は
な 

い
。
今
日
で
は
「
法
則
の
進
化
」
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら' 

因
果
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
思
想
を
改
め
ね
ば
な
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ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
に
因
果
の
成
立
は
作
用
の
道
理
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。
そ
れ
は
果
と
は
因
の
作
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
善
因
楽
果
と
は 

楽
は
善
の
作
用
で
あ
る
。
悪
因
苦
果
と
は
苦
は
悪
の
作
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
業
感
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
業
は
そ
の
作
用
と
し
て
感
を
受 

く
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
逆
悪
を
な
せ
ば
地
獄
へ
落
ち
る
と
い
っ
て
も
、
逆
悪
と
地
獄
と
は
別
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
悪
の
作 

用
と
し
て
地
獄
は
あ
る
の
で
あ
る
。
安
楽
は
善
の
作
用
と
し
て
報
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
認
識
を
迫
る
論
理
で
は
な
い
。
素
直
に
了
解
す
べ 

き
道
理
で
あ
る
。

七
、
証

誠

道

理

第
三
に
は
証
誠
道
理' 

解
説
で
は' 

特
に
比
量
と
聖
教
量
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
比
量
と
は
更
に
因
明
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
仏 

教
の
論
理
学
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 

そ
の
因
明
を
語
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
煩
雑
で
あ
っ
て' 

そ
の
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ 

ろ
う
。
唯
一
つ
最
も
重
要
な
る
こ
と
は
、
先
に
説
い
た
「喩
」
と
い
う
も
の
が
、
因
明
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

声
は
無
常
な
る
べ
し
宗 

所
作
性
な
る
が
故
に
因 

瓶
等
の
如
し 

喩

宗
は
自
分
の
意
見
で
あ
る
。
特
に
明
ら
か
に
し
た
い
事
柄
で
あ
る
。

因
は
理
由
で
あ
る
。

思
想
の
根
拠
で
あ
る
。

喩
は
、
そ
の
理
由

(

因)

が

思

想(
宗)

を
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
因
明
に
於
て
は
、
そ
の
喩
こ
そ
最
も
重
要
な
る
も
の
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
喩
が
な
く
、
ま
た
は
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
因
明
は
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
先
に
縷
説
せ
る
「如
」 

の
諭
で
あ
る
。
何
よ
り
も
例
証
が
尊
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
ど
そ
の
例
証
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
例
証
は
自
他
共
許
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
思
想
は
主
張
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者
に
の
み
あ
り
て
強
調
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
声
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
「声
は
常
住
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
思
想 

家
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
れ
ば
例
証
は
証
誠
の
要
求
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
要
求
を
真
実
に
満
足
せ
し
め
る
も
の
は
「仏
説
で 

あ
る
か
ら
」

と
い
う
こ
と
の
外
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

即
ち
聖
教
量
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
聖
教
量
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
例
証
も
ま 

た

「如
」
の
場
を
広
く
す
る
こ
と
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

〃
諸
法
は
無
我
な
り' 

例
え
ば
、
諸
行
の
無
常
な
る
が
如
し
〃
と 

も
い
い
得
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
「
わ
れ
思
う
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
思
想
に
対
し
て' 

五
蘊
仮
和
合
の
故
に
我
な
し
と
い
う 

道
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
相
で
あ
る
。

ハ
、
法

爾

道

理

第
四
に
は
法
爾
の
道
理
、
 

そ
れ
は
仏
に
依
り
て
説
か
れ
る
と
説
か
れ
な
い
と
に
拘
わ
ら
な
い
も
の
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
法
然
は
い
う
。
 

「法
爾
道
理
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
炎
は
空
に
の
ぼ
り
、
水
は
下
り
さ
ま
に
流
る
。
菓
子
の
中
に
す
き
物
あ
り
、
甘
き
物
あ
り
。
こ
れ
等 

は
皆
法
爾
道
理
な
り
。
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
本
願
は
名
号
を
以
て
罪
悪
の
衆
生
を
導
び
か
ん
と
の
誓
ひ
給
た
れ
ば
、
た
だ
一
向
に
念
仏
だ 

に
も
申
せ
ば
仏
の
来
迎
は
法
爾
道
理
に
て
備
は
る
べ
き
な
り
」
。

そ
れ
が
親
鸞
に
継
承
せ
ら
れ
て
自
然
法
爾
と
い
わ
れ
、
法
爾
は
法
の
徳
で
あ
り
、
如
来
の
本
願
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
と
し
て' 

「弥
陀
仏
の
御
ち
か
ひ
の
、
も
と
よ
り
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
の
ま
せ
た
ま
ひ
て' 

む
か
へ
ん
と
は
か 

ら
は
せ
た
ま
ひ
た
る
に
よ
り
て
」

と
あ
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
こ
と
は' 

釈
迦
仏
の
説
で
あ
る
か
ら
弥
陀
の
本
願
が
信
ぜ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
弥
陀
の
本
願
は
真
実
で 

あ
る
か
ら
、
釈
迦
仏
の
説
教
が
信
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
法
爾
の
道
理
で
あ
る
。

さ
れ
ど' 

そ
れ
が
「炎
は
空
に
の
ぼ
り
、
水
は
下
り
さ
ま
に
流
る
」
と
列
挙
さ
れ
、
さ
ら
に
自
然
法
爾
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
於
て
、
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わ
れ
ら
の
環
境
と
な
っ
て
い
る
自
然
を
想
起
せ
し
め
る
。
如
来
の
本
願
と
い
う
も
、
所
詮
は
大
自
然
の
心
で
は
な
い
か
。
さ
れ
ど
わ
れ
ら 

に
感
覚
さ
れ
て
い
る
自
然
は
人
間
の
業
感
で
あ
る
。
人
間
業
の
依
報
と
し
て
の
穢
土
で
あ
る
。
さ
れ
ば
本
願
の
世
界
は
い
ず
こ
に
あ
る
の 

で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
「念
仏
だ
に
も
申
さ
ば
」
が
あ
る
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
の
ま
せ
た
ま
ひ
て
」
が
あ
る
。
大
自
然
は
法
蔵
で
あ
る
。
念
仏
の 

鍵
が
な
く
て
は
開
か
れ
な
い
。
念
仏
し
て
大
自
然
を
見
よ
。
こ
こ
に
純
粋
感
覚
の
世
界
が
あ
る
。
敬
虔
感
情
を
以
て
無
限
な
る
も
の
に
帰 

依
せ
よ
。
そ
こ
に
一
如
の
世
界
が
開
か
れ
る
。
わ
れ
ら
は
そ
の
世
界
へ
と
招
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

し
た
が
っ
て
如
来
の
本
願
は
人
間
の
理
想
で
は
な
い
。
自
然
の
精
神
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
聞
思
し
て
信
受
奉
行
す
る
の
外
な
き
も
の
で 

あ
る
。
浄
土
も
ま
た
聖
道
の
修
行
場
で
は
な
い
。
た
だ
こ
れ
欣
仰
し
願
生
す
べ
き-

如
の
世
界
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
業
感
の
世
界 

と
い
う
も
、
本
願
に
帰
入
す
れ
ば
法
爾
の
道
理
と
し
て
無
為
自
然
と
な
る
。
そ
れ
こ
そ

「
信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば
、
念
仏
成
仏
自
然
な
り
、
自
然
は
す
な
は
ち
報
土
な
り
、
証
大
涅
槃
う
た
が
は
ず
」 

と
い
う
境
地
で
あ
る
。

九
、
菩 

提 

心

さ
れ
ど
、
こ
れ
ら
の
道
理
は
初
め
か
ら
何
人
に
も
知
ら
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
如
」
の
事
実
は
一
切
衆
生
に
あ
り
て
も
、
「
如
来
」
 

の
智
慧
は
学
ば
な
け
れ
ば
現
わ
れ
ず
、
行
わ
な
け
れ
ば
身
に
つ
か
ぬ
。
そ
こ
に
仏
道
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
仏
道
の
志
を
発
す
、
そ 

れ
を
菩
提
心
と
い
う
。
即
ち
道
念
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
道
念
こ
そ
道
理
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

し
か
れ
ば
、
そ
の
道
念
と
は
い
か
よ
う
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
元
の
『
学
道
用
心
集
』
に
依
れ
ば
先
ず
菩
提
心
を
発
す
べ
き
こ
と 

と
し
て
、

〃
無
常
を
観
ぜ
よ
〃
と
説
い
て
い
る
。
そ
の
無
常
と
は
生
死
一
大
事
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
生
と
は
、
死
に
問
い
か
け
ら
れ 

て
、
驚
く
こ
と
な
く
答
え
得
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
れ
ど
、
誰
れ
が
悩
み
な
し
に
そ
の
問
に
答
え
得
る
も
の
が
あ
ろ
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う
。
そ
の
為
に
は
自
身
を
苦
し
め' 

自
殺
を
さ
え
計
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
ど
省
み
れ
ば' 

そ
こ
に
菩
提
心
の
性
格
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
再
生
の
悩
み
で
あ
る
。
菩
提
心
と
は
二
度
生
れ
で
あ
る
。
 

一
度
は
生
物
と
し
て
母
の
胎
内
よ
り
母
を
苦
し
め
て
、
再
生
は
人
間
と
し
て
自
身
を
苦
し
め
て
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
ま
た
菩
提
心
は
名
利
、
愛
欲
を
捨
て
て
出
家
生
活
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
道
心
の
気
品
を
感
ぜ
し
め
る
。
 

伝

教
の
『
願
文
』
を
見
て
も
、
道
元
の
『
学
道
用
心
集
』
を
披
い
て
も
厳
粛
さ
を
感
じ
、
畏
敬
の
念
に
う
た
れ
る
の
は
、
畢
竟
わ
れ
ら
は 

名
利
愛
欲
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
凡
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
出
家
発
心
者
は
聖
者
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

さ
れ
ど
菩
提
心
は
必
ず
生
死
無
常
を
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
た
ち
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
も
の.
は
、
生
死
に
係 

り
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
る
人
間
生
活
の
煩
悩
・
罪
障
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
念
は
必
ず
し
も
出
家
を
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
如 

の
智
慧
を
求
め
て
い
る
も
の
は
、
与
え
ら
れ
た
る
人
間
生
活
の
外
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
か
え
り
み
れ
ば
、
日
本
の
高
僧
に
は
、
生
死
無
常
観
の
さ
ま
で
痛
切
な
き
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
弘
法
・
日 

蓮
に
は
名
利
愛
欲
を
捨
離
せ
よ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
発
心
と
い
う
も
発
願
と
同
じ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
道 

心
と
は
志
願
で
あ
る
。
真
実
の
道
理
を
知
り
た
い
と
い
う
志
願
で
あ
る
。
そ
れ
は
親
鸞
に
於
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

ー
〇
、
わ

れ

ら

の

道

こ
こ
で
私
は
道
念
の
思
考
方
式
と
い
う
も
の
を
問
題
と
し
な
い
。
人
生
は
長
さ
の
み
で
は
な
く'

広
さ
も
あ
り
深
さ
も
あ
る
。
そ
の
長 

さ
に
お
い
て
わ
が
道
を
求
め
、
そ
の
広
さ
に
於
て
わ
れ
ら
の
道
を
た
ず
ね' 

そ
の
深
さ
に
於
て
仏
の
道
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
出
家
発
心
は
、
そ
の
惣
て
を
わ
が
道
と
し
て
、
そ
の
他
に
わ
れ
ら
の
道
も
仏
の
道
も
思
想
さ
れ
て
は
い
な
い
。
仏
道
と
い
う
は
、
 

自
己
を
習
う
の
で
あ
り
、
覚
他
と
い
う
も
他
己
に
自
覚
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
出
家
発
心
の
厳
し
さ
が
あ
る
。
そ
こ
に
自
力
聖
道 

と
い
わ
れ
る
所
以
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
選
ば
れ
た
る
人
と
も
感
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
の
道
・
仏
の
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道
と
い
っ
て
も
、
畢
竟
は
わ
が
道
で
あ
る
。

さ
れ
ど
親
鸞
に
求
め
ら
れ
た
る
も
の
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
我
が
道
と
い
っ
て
も
、
我
等
の
道
で
は
な
い
か
。
人
間
は
個
人
の
集 

合
で
は
な
い
。
群
生
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
で
は
な
い
。
私
た
ち
で
あ
る
。
わ
れ
あ
り
て
わ
れ
ら
あ
る
の
で
は
な
い
。
我
等
あ
り 

て
我
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
仏
の
道
と
い
う
も
、
我
等
の
前
に
開
か
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
 

こ
こ
に
親
鸞
教
学
の
面
目
が
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
も

『
和
讃
』
も
す
べ
て
は
我
等
の
名
に
於
て
語
ら
れ
て
い
る
。
煩
悩
具
足
の
わ
れ 

ら
、
生
死
罪
濁
の
群
生
等
々
で
あ
る
。
た
と
え
親
鸞
と
自
称
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
孤
独
で
は
な
く
、
わ
れ
ら
の
道
に
省
み
て
の
わ
れ 

で
あ
る
。

そ
れ
は
当
面
在
家
生
活
を
せ
ら
れ
た
か
ら
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
れ
ど
そ
れ
に
は
北
陸
東
国
に
流
浪
し
て
庶
民
に
交
わ
り
て 

の
感
情
も
あ
り' 

ま
た
出
家
生
活
そ
の
も
の
に
対
す
る
反
省
も
あ
っ
た
に
違
い
は
な
い
。
さ
ら
に
推
求
す
れ
ば
そ
こ
に
こ
そ
「如
」
の
道 

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
如
は
実
相
で
あ
り
、
真
如
で
あ
り
、

一
如
で
あ
り
、
仏
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
如
よ
り
来
れ
る
智
慧
も
如 

へ
と
去
く
。

「仏
性
即
ち
如
来
」
で
あ
る
。

「
こ
の
如
来' 

微
塵
世
界
に
み
ち̂

^

て
ま
し
ま
す
。
即
ち
一
切
群
生
海
の
心
に
み
ち
た
ま
へ
る
な
り
。
草
木
国
土
こ
と
ご
と
く
み 

な
成
仏
す
と
説
け
り
」(
唯
信
鈔
文
意)

こ
う
し
て
我
等
の
道
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
我
等
即
ち
一
切
群
生
海
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
の
実
体
的
集
合
で
は
な
い
。
群
生
一 

如
の
実
相
で
あ
る
。

十
一
、
浄 

土

そ
の
実
相
の
智
慧
に
依
り
て
見
開
か
れ
た
る
世
界
を
浄
土
と
い
う
。
即
ち
一
如
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
世
界
あ
り
て
一
切
群
生
は
涅
槃 

を
さ
と
る
。
涅
槃
は
動
乱
の
寂
滅
で
あ
る
。
そ
の
処
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
故
に
涅
槃
は
滅
度
で
あ
り
、
無
為
で
あ
り
、
安
楽
で
あ
り
、
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常
楽
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
特
に
涅
槃
界
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
群
生
の
あ
る
べ
き
場
所
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
浄
土 

と
は
群
生
の
在
る
べ
き
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
は
我
が
道
と
求
む
る
も
の
に
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
若
し
我
が
道
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
す 

れ
ば' 

娑
婆
即
浄
土
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
ま
た
は
〃
極
楽
は
楽
し
い
と
き
き
て
願
い
望
む
も
の
〃
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
人 

の
極
楽
は
無
為
涅
槃
界
で
は
な
く'

そ
の
人
の
浄
土
は
場
所
と
し
て
開
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
我
等
の
前
に
開
か
れ
た
る
浄
土
は
娑
婆 

を
超
え
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
願
わ
れ
て
い
る
安
楽
は
、
即
ち
涅
槃
界
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
浄
土
は
我
等
の
道
を
求
む
る
者
の
前
に
開
か
れ
た
る
場
所
で
あ
っ
て
、
わ
が
道
を
求
む
る
者
に
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
で 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
聖
道
の
自
覚
と
い
う
は'

〃
わ
れ
、
我
を
知
る
”
と
い
う
こ
と
の
外
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、 

知
る
我
は
仏
、
 

知
ら
れ
る
我
は
凡
夫
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
大
我
と
小
我
と
い
う
思
想
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
等
の
道
を
求
め
た
親
鸞
に
は
ど 

う
し
て
も
受
容
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
我
が
道
は
そ
の
ま
ま
我
等
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
方
向
の
転
換
が 

要
求
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
方
向
の
転
換
と
は' 

即
ち
見
る
も
の
は
、 

見
ら
れ
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

例
え
ば
月
を
見
る
。
そ
の
視
野
は
極
め
て
狭
い
。
そ
れ
は
我
は
地
上
に
あ
り
、
月
は
天
空
に
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
方
向 

を
転
換
し
て
、
月
わ
れ
を
見
る
と
な
る
。
見
る
我
も
明
ら
か
に
な
り' 

月
の
光
は
葉
末
の
露
に
と
宿
る
こ
と
が
感
知
せ
ら
れ
る
。
視
野
が 

広
く
深
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
転
換
が
我
が
道
が
我
等
の
道
と
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
転
換
に
依
り
て
見
開
か 

れ
た
る
視
野
に
於
て
感
知
さ
れ
た
る
も
の
こ
そ
浄
土
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
浄
土
は
群
生
海
の
あ
る
べ
き
世
界
で
あ
る
。
即
ち
我
等
の
帰
依
す
べ
き
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
が
方
向
転
換
に
依
り
て
見
開
か
れ
た 

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
場
所
と
い
っ
て
も
、
わ
れ
ら
の
居
る
と
こ
ろ
が
変
っ
た
の
で
は
な
く'

ま
た
場
所
を
変
え
る
こ
と
で
も
な
い
。
 

浄
土
の
教
は
長
い
間
、
場
所
を
変
え
る
も
の
の
よ
う
に
思
想
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
が
厭
離
穢
土
，
欣
求
浄
土
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ 

ど
親
鸞
に
取
り
て
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

一
切
群
生
の
涅
槃
す
べ
き
場
所
と
し
て
見
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
厭
離
を 

先
に
す
る
は
聖
道
門
で
あ
り
、
欣
求
を
先
と
す
る
は
浄
土
門
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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