
韋
提
希
に
お
け
る
「未
来
世
」
と
い
う
課
題

一
 

楽 

真 

は

じ

め

に

浄
土
の
教
え
が
語
る
人
間
に
と
っ
て
の
救
い
は
、
狭
く
言
え
ば
人
と
人
と
の
関
係
、
広
く
言
え
ば
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
関
係
の
問
題
を 

離
れ
て
は
な
い
。
そ
れ
故
、
世
間
を
超
え
る
と
言
わ
れ
る
場
合
も
、
世
間
と
没
交
渉
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
世
間
を
超
え
た
眼
を 

も
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
世
間
の
問
題
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
世
間
に
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
世
間
の
中
を
生
き
て
行
く
こ
と
が
で
き 

る
の
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
が
国
を
棄
て
て
、
な
お
も
国
土
を
荘
厳
す
る
願
を
起
こ
す
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
関
係
を
生
き
、
関
係
の
中
で 

苦
悩
す
る
人
間
の
問
題
を
見
つ
め
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

阿
弥
陀
の
浄
土
を
説
く
経
典
や
論
書
に
お
い
て
は
、
浄
土
は
娑
婆
世
界
と
対
比
さ
れ
、
空
間
的
な
世
界
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。 

「
西
方
極
楽
世
界
」
と
い
う
表
現
な
ど
は
、

こ
の
世
と
異
な
る
別
の
世
界
を
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
浄
土
に
お
け
る
関
係
の
在 

り
方
は
、
た

と

え

ば

『浄
土
論
註
』

に

出

る

「
荘
厳
眷
属
功
徳
成
就
」
な
ど
を
見
れ
ば
、

「
眷
属
無
量
」

の
世
界
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。 

こ
こ
に
は
、
浄
土
に
お
い
て
新
た
な
関
係
が
開
か
れ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
身
近
な
こ
と
で
言
え
ば
、
我
々
の
人
間
関
係
の
転
換
を
実 

現

す

る

と

い
う

浄

土

の
は

た
ら

き(

功
徳)

が
語
ら
れ
て
い
る
。
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た
だ
、
浄
土
の
救
い
は
我
々
に
お
け
る
空
間
的
な
関
係
の
転
換
と
い
う
こ
と
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
、
も
う
一
つ
の
面
が
あ
る
と
考
え
ら 

れ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
か
ら
現
在
、
そ
し
て
未
来
と
い
う
時
間
的
な
流
れ
の
中
を
生
き
て
い
る
人
間
の
課
題
に
応
え
る
と
い
う
面
で
あ
る
。 

過
去
を
誇
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
過
去
に
縛
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
未
来
を
夢
見
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
未
来
に
不
安
を
抱
く
場
合
も
あ 

る
。
そ
ん
な
希
望
や
期
待
、
あ
る
い
は
不
安
や
重
圧
と
し
て
過
去
と
未
来
は
現
在
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
現
在
は
過
去
と
未
来
を
内
容 

と
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
時
間
の
中
で
苦
し
み
悩
み
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
い
る
我
々
の
問
題
に
対
し
て
も
浄
土
は
応
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ 

の
こ
と
を
こ
の
小
論
で
は
尋
ね
た
い
。
特

に

『観
経
』

に
見
え
る
韋
提
希
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
韋
提
希
に
起
こ
っ
た
転 

換
が
単
に
人
間
関
係
に
お
け
る
救
い
を
実
現
し
た
だ
け
で
な
く
、
過
去
の
執
わ
れ
か
ら
韋
提
希
を
解
放
し
、
未
来
を
見
通
し
た
現
在
が
開 

か
れ
る
と
い
、つ
救
い
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ー
、
善
導
に
よ
る
「序
分
」
決
定
の
意
義

『観
経
』

に
つ
い
て
の
注
釈
書
は
数
多
い
。
た
だ
、
経
典
が
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
い
こ
と
で
は
な 

い
。
そ
れ
は
親
鸞
が
、

善
導
独
り
、
仏
の
正
意
を
明
か
せ
り
。 

(

『定
本 

教
行
信
証
』
九
〇 

原
漢
文) 

と
述
べ
る
よ
う
に
、

『観
経
』
を
注
釈
し
た
も
の
が
多
い
中
で
、
善

導

の

み

が

『観
経
』
を
説
く
釈
尊
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
と
押
さ 

え
る
通
り
で
あ
る
。
善

導

自

身

も

『観
経
』
を

注

釈

し

た

『観
経
疏
』

に
お
い
て
、

そ
れ
が
し
今
、
此
の
観
経
の
要
義
を
出
し
て
古
今
を
楷
定
せ
ん
と
欲
す
。 

(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
五
五
九 

原
漢
文) 

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
先

行

す

る

『観
経
』

の
注
釈
書
が
仏
意
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、

『観
経
疏
』
を
書
く
必 

要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
再
説
は
し
な
い
が
、

そ
の
課
題
を
概
括
的
に
言
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え
ば
、

『観
経
』

は
誰
の
た
め
に
説
か
れ
た
の
か
、
と
い
う
一
点
に
あ
る
。
そ

の

た

め

に

善

導

は

「玄
義
分
」

に

お

い

て

『観
経
』

の
本 

文
を
注
釈
す
る
に
先
立
っ
て
、

『観
経
』

の
説
意
を
確
か
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
、
上
品
上
生
か
ら
下
品
下
生
に
い
た
る
九
品
に
つ
い 

て
、
従
来
ま
で
の
諸
師
の
解
釈
と
は
全
く
異
な
る
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。

い

わ

ゆ

る

「
九
品
唯
凡
」
と
い
う
見
方
で
あ
る
。 

善
導
に
先
立
つ
諸
師
の
解
釈
は
、
九
品
を
仏
道
修
行
と
い
う
観
点
か
ら
、
九
つ
の
段
階
に
分
け
て
捉
え
た
も
の
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対 

し
て
善
導
は
、
九
品
を
人
間
の
レ
ベ
ル
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
教
え
に
遇
っ
た
か
、
あ
る
い
は
善
や
悪
を
作
る
よ
う
な
縁
に 

遇
っ
た
か
と
い
う
、
遇
縁
の
異
な
り
と
し
て
押
さ
え
、
九
品
と
も
に
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

し
か
も
そ
の
一
々
に 

「
仏
、
世
を
去
り
た
ま
い
て
後
」
と
い
う
言
葉
を
付
し
、
釈
尊
が
入
滅
後
の
凡
夫
の
た
め
に
説
か
れ
た
経
典
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
の

②

で
あ
る
。

こ

れ

は

『観
経
』

の
直
接
の
対
告
衆
で
あ
る
韋
提
希
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
諸

師

が

「無
生
法 

忍
を
得
る
」

こ

と

を

理

由

に

韋

提

希

を

「
聖
者
」
と
位
置
づ
け
る
の
に
対
し
、
善
導
は
ど
こ

ま
で
も
韋
提
希
は

凡
夫
で

あ
る
と
す

る
。 

「
序
分
義
」

に

お

い
て

も

韋

提

希

の

得

る

「無
生
忍
」
が
菩
薩
に
な
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
と
は
異
な
り
、
凡
夫
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の

③

で
あ
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
述
べ 

て
い
る
。

き
わ
め
て
大
雑
把
に
ま
と
め
た
が
、

こ
の
よ
う
な
善
導
の
確
か
め
は
、

『観
経
』

が
ど
こ
ま
で
も
凡
夫
の
た
め
の
説
法
で
あ
る
こ
と
、
 

し

か

も

「
仏
滅
後
」
と
い
う
時
代
を
生
き
る
者
の
た
め
の
説
法
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
仏
滅
後
の
衆 

生
の
た
め
の
説
法
で
あ
る
こ
と
を
経
典
そ
の
も
の
が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次

の

言

葉

ま

で

を

『観
経
』

の

「序 

分
」
と
し
て
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。

時
に
韋
提
希
、
仏
に
白
し
て
言
さ
く
、
世
尊
、
我
が
如
き
は
、

い
ま
仏
力
を
以
て
の
故
に
彼
の
国
土
を
見
た
て
ま
つ
る
。
も
し
仏
滅 

後
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
等
は
、
濁
悪
不
善
に
し
て
五
苦
に
逼
め
ら
れ
ん
。

い
か
に
し
て
か
当
に
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
を
見
た
て
ま 

つ
る
べ
き
。 

(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
五

一

原

漢

文)
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序
分
と
は
、
経
典
を
読
む
際
に
、
そ
の
経
典
が
ど
ん
な
状
況
の
下
で
、
ど
の
よ
う
な
問
題
に
応
答
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
示 

し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ど
こ
ま
で
を
序
分
と
読
む
か
に
よ
っ
て
、

そ
の
経
典
の
課
題
は
異
な
っ
て
見
え
て
く
る
こ
と
に 

な
る
。

『観
経
』

の
場
合
、
た
と
え
ば
、
宮
殿
に
幽
閉
さ
れ
た
韋
提
希
の
前
に
釈
尊
が
現
わ
れ
て
く
だ
さ
る
前
ま
で
を
序
分
と
見
る
な
ら 

ば
、

『観
経
』

は
韋
提
希
の
悩
み
に
応
え
る
説
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
、

『観
経
』
を
そ
の
よ
う
に
受
け
と
め
て 

い
る
例
は
少
な
く
な
い
。

善
導
は
、

『観
経
』

の
直
接
の
対
告
衆
が
韋
提
希
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
韋
提
希
が
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
る
こ
と
に 

よ
っ
て
、

『観
経
』

は
ど
こ
ま
で
も
凡
夫
の
た
め
の
説
法
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
仏
滅
後
の
衆
生 

ま
で
も
包
ん
で
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
、
右
に
挙
げ
た
韋
提
希
の
問
い
が
出
る
と
こ
ろ
ま
で
を
序
分
と
し
た
の
で
あ
る
。
善
導
の 

序
分
決
定
に
よ
っ
て
、

『観
経
』

は
韋
提
希
個
人
の
苦
悩
に
応
え
る
経
典
で
は
な
く
な
っ
た
。
韋
提
希
と
い
う
一
人
の
凡
夫
の
苦
悩
を
通 

し
な
が
ら
、
仏
滅
後
の
遠
い
未
来
を
生
き
る
す
べ
て
の
凡
夫
に
対
す
る
説
法
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
親
鸞
は
、
 

善
導
独
り
、
仏
の
正
意
を
明
か
せ
り
。
定
散
と
逆
悪
と
を
矜
哀
し
て
、
 

(

『定
本 

教
行
信
証
』
九
〇 

原
漢
文) 

と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、

こ

の

「
仏
滅
後
の
衆
生
」
と
い
う
こ
と
が
、
な
ぜ
韋
提
希
に
お
い
て
課
題
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
ど
ん 

な
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
韋
提
希
の
苦
悩

釈
尊
在
世
当
時
、

マ
カ
ダ
国
の
王
子
で
あ
っ
た
阿
闍
世
が
父
の
頻
婆
娑
羅
王
を
牢
獄
に
閉
じ
込
め
て
餓
死
さ
せ
て
し
ま
う
、

い
わ
ゆ
る 

「
王
舎
城
の
悲
劇
」

が

『観
経
』
発
起
の
縁
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
頻
婆
娑
羅
王
の
牢
獄
に
食
べ
物
を
密
か
に
運
ん
で
い
た
こ
と 

が
露
見
し
、
韋
提
希
自
身
も
阿
闍
世
に
よ
っ
て
宮
殿
に
幽
閉
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
韋
提
希
の
苦
悩
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
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で
あ
ろ
う
か
。

善

導

は

『観
経
』
序
分
を
三
序
六
縁
に
分
け
て
読
ん
で
い
く
が
、
そ
の
中
、
韋
提
希
が
幽
閉
さ
れ
て

釈
尊
に
ま
み
え
る
一
段
を
「
厭
苦 

縁
」
と
名
づ
け
、
韋
提
希
の
苦
悩
を
読
み
解
い
て
い
く
。

口
で
は
釈
尊
に
お
出
で
い
た
だ
く
の
は
恐
れ
多
い
と
述
べ
た
韋
提
希
で
あ
っ
た 

が
、
そ
の
根
に
あ
る
深
い
願
い
を
見
抜
い
て
釈
尊
自
身
が
宮
殿
に
や
っ
て
来
ら
れ
る
。
そ
の
姿
を
見
た
韋
提
希
に
つ
い
て
経
典
は
次
の
よ 

う
に
説
く
。

自
ら
屡
珞
を
絶
ち
、
身
を
挙
げ
て
地
に
投
げ
、
号
泣
し
て
仏
に
向
い
て
白
し
て
言
さ
く
、
世
尊
、
我
、
宿
何
の
罪
あ
り
て
か
、
此
の 

悪
子
を
生
め
る
。
世
尊
ま
た
何
等
の
因
縁
あ
り
て
か
、
提
婆
達
多
と
共
に
眷
属
た
る
。 

(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
五
〇 

原
漢
文) 

国
の
大
夫
人
と
し
て
威
厳
を
保
っ
て
い
た
韋
提
希
で
あ
っ
た
が
、
釈
尊
を
目
の
前
に
し
た
時
に
、
自
ら
身
を
飾
っ
て
い
た
屡
珞
を
絶
ち
捨 

て
、
身
を
投
げ
出
し
て
号
泣
す
る
。
そ
し
て
釈
尊
に
向
か
っ
て
自
ら
の
思
い
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。

経
典
に
は
一
連
の
事
柄
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
善
導
は
一
つ
の
変
化
が
韋
提
希
に
起
こ
っ
た
と
見
る
た
め
に
、

「号
泣
向
仏
」
ま 

で

と

「白
言
」
以
下
を
分
け
て
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「白
言
」
以
下
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「白
仏
」
と
言
う
已
下
は
、
此
れ
夫
人
婉
転
涕
哭
す
る
こ
と
量
久
し
く
し
て
、
少
し
く
惺
め
て
始
め
て
身
の
威
儀
を
正
し
く
し
て
、
 

合
掌
し
て
仏
に
白
す
こ
と
を
明
か
す
。
我
、

一
生
よ
り
已
来
、

い
ま
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら
ず
。

い
ぶ
か
し
、
宿
業
の
因
縁
、
何 

の
殃
咎
あ
り
て
か
、
此
の
児
と
共
に
母
子
と
な
る
と
。
此
れ
夫
人
既
に
自
ら
障
深
く
し
て
宿
因
を
識
ら
ず
。
今

、
児
の
害
を
か
む
る 

に
、
是
れ
横
に
来
れ
り
と
謂
え
り
。
願
わ
く
は
仏
の
慈
悲
、
我
に
径
路
を
示
し
た
ま
え
と
い
う
こ
と
を
明
か
す
。

(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
四
ハ
四
原
漢
文) 

号
泣
し
悶
絶
し
て
い
た
韋
提
希
が
、
号
泣
の
ま
ま
に
釈
尊
に
何
事
か
を
訴
え
る
の
で
は
な
く
、

「
量
(

や
や)

久
し
く
し
て
、
少
し
く
惺 

(

さ)

め
て
」
と
善
導
は
押
さ
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
韋
提
希
は
身
の
威
儀
を
正
し
く
し
、
合
掌
し
な
が
ら
仏
に
対
し
て
申
し
上
げ
る
。 

た
だ
、
姿
は
合
掌
と
い
う
礼
拝
の
形
は
と
っ
て
い
て
も
、
韋
提
希
の
口
か
ら
出
た
の
は
仏
の
教
え
を
求
め
る
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
か
え
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っ
て
、

こ
れ
ま
で
は
表
面
化
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
韋
提
希
の
奥
底
に
潜
む
愚
痴
が
噴
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

韋
提
希
は
、
自
分
で
は
過
去
に
罪
を
犯
し
た
つ
も
り
は
な
く
、
現
在
の
苦
し
み
の
原
因
が
見
え
て
い
な
い
。
善

導

が

「
是
れ
横
に
来
れ 

り

と

謂
(

お
も)

え
り
」
と
押
さ
え
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
な

ぜ

私
が
こ

の

よ
う
な

目
に
遭
う

の
か
と

い
う

「径
路
」
を
問
わ 

ず
に
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
今

ま

で

問

う

こ

と

の

な

か

っ

た

「
我
、

一
生
よ
り
已
来
、

い
ま
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら 

ず
」
と
い
う
自
ら
の
過
去
が
初
め
て
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
国
の
大
夫
人
と
し
て
立
派
に
振
舞
っ
て
き
た
こ
と
が
破
ら
れ
、
 

韋
提
希
の
か
か
え
る
深
い
闇
が
は
じ
め
て
表
面
化
し
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
善
導
の
押
さ
え
は
重
要
で
、
韋
提
希
の
愚
痴
が
単
な
る
愚
痴
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
深
い
願
い
が
あ
る
こ
と
を 

読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
人
間
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
に
直
面
し
た
時
、

「何
故
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
」

「
ど
う
し
て
私 

だ
け
が
」
と
初
め
て
自
ら
の
人
生
を
問
わ
ず
に
お
ら
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
、
そ

れ

は

「
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
」
と

か

「
こ
う
い
う
理
由 

で
そ
う
な
っ
た
」
と
い
く
ら
説
明
さ
れ
て
も
、
納
得
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

韋
提
希
の
愚
痴
に
対
し
て
釈
尊
が
直
接
に
応
え
る
こ
と
な
く
、
沈
黙
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
韋
提
希
自
身 

に
お
い
て
、
問
い
が
熟
し
、
明
確
に
な
る
の
を
待
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
釈
尊
は
韋
提
希
に
寄
り
添
わ
れ
た
の
で
あ
る
。 

た
だ
、

こ
こ
で
の
韋
提
希
自
身
は
、
目
の
前
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
勢
一
杯
で
あ
る
。
そ
れ
が
提
婆
達
多
に
苦
し
み
の
原
因
を
押 

し
付
け
、
さ
ら
に
は
提
婆
達
多
の
師
で
あ
る
釈
尊
に
対
し
て
も
不
満
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
自
分
の
外
に
苦
悩
の
原
因
を
も
と
め
て
い
く
よ
う
な
韋
提
希
に
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
く
の
か
、

そ
れ
を
次
に
見 

て
い
き
た
い
。

三
、

「
光

台

現

国

」

を

通

し

て

明

ら

か

に

な

っ

た

こ

と 

釈
尊
に
対
し
て
愚
痴
を
ぶ
つ
け
る
韋
提
希
が
、
そ
の
愚
痴
の
中
か
ら
次
に
は
釈
尊
に
対
し
て
憂
悩
な
き
処
を
説
い
て
ほ
し
い
と
い
う
願
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い
を
述
べ
る
。
経
文
で
は
前
の
発
言
と
一
連
の
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
に
読
む
の
が
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
。 

し
か
し
善
導
は
、

こ

こ

か

ら

を

「
欣
浄
縁
」
と
名
づ
け
、
新
た
な
一
段
と
見
て
い
る
。
韋
提
希
の
中
に
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
読 

み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
、

願
わ
く
は
我
、
未
来
に
悪
声
を
聞
か
じ
、
悪
人
を
見
じ
。 

(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
五
〇 

原
漢
文) 

と
い
う
韋
提
希
の
言
葉
に
つ
い
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
を
加
え
て
い
る
。

「
願
我
未
来
」
と
言
う
已
下
は
、
此
れ
夫
人
、
真
心
徹
到
し
て
苦
の
娑
婆
を
厭
い
、
楽
の
無
為
を
欣
い
て
、
永
く
常
楽
に
帰
す
る
こ 

と
を
明
か
す
。
但
、
無
為
の
境
、
軽

爾

と

し

て

即

ち

階(

か
な)

、つ
べ
か
ら
ず
。
苦
悩
の
娑
婆
、
輒
然
と
し
て
離
る
る
こ
と
を
得
る 

に
由
な
し
。
金
剛
の
志
を
発
す
に
非
ず
よ
り
は
、
永
く
生
死
の
元
を
絶
た
ん
や
。
も

し

親
(

ま
の
あ
た)

り
慈
尊
に
従
い
た
て
ま
っ 

ら
ず
ば
、
何
ぞ
能
く
斯
の
長
き
歎
き
を
勉
れ
ん
。 

(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
四
ハ
五 

原
漢
文) 

先
に
も
述
べ
た
が
、
韋
提
希
は
国
の
大
夫
人
と
し
て
立
派
に
振
舞
い
、
家
族
の
為
に
も
国
の
為
に
も
尽
く
し
て
き
た
。
そ
れ
が
息
子
に
裏 

切
ら
れ
る
と
い
う
形
で
破
綻
し
た
時
、

こ
の
世
に
対
す
る
一
切
の
期
待
が
打
ち
砕
か
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ

れ

が

「無
憂
悩
処
」
を
求 

め
る
こ
と
に
加
え
、

「
願
わ
く
は
我
、
未
来
に
悪
声
を
聞
か
じ
、
悪
人
を
見
じ
」
と
い
う
発
言
に
ま
で
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
世
を
厭 

う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
未
来
に
わ
た
っ
て
、
悪
か
ら
離
れ
た
い
と
い
う
願
い
で
あ
る
。

「真
心
徹
到
」
と
い
う
一
語
は
、
苦
悩
の
娑
婆
を
厭 

う
韋
提
希
の
心
を
押
さ
え
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
善
導
自
身
が
そ
の
後
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
苦
を
厭
い
、
悪
を
離
れ
た
い
と
い
う
願
い
が
ど
れ
ほ
ど
強
く
て
も
、
そ
れ
だ
け 

で
は
離
れ
る
こ
と
は
実
現
し
な
い
。
「金
剛
の
志
を
発
す
」
と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、

そ

れ

は

ま

た

「
慈
尊
」(

釈
尊)

に
従
う
こ 

と
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

苦
悩
の
娑
婆
を
厭
う
と
い
う
心
自
体
、
我
々
に
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
そ
れ
は
娑
婆
に
対
す
る
執
着
が
深
い
こ
と
に 

因
る
。
ま
た
、
娑
婆
を
厭
う
心
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
に
都
合
の
良
い
方
向
に
状
況
が
変
わ
れ
ば
、
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
一
時
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的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
最
も
大
き
な
問
題
は
、
た
と
え
苦
の
娑
婆
を
離
れ
よ
う
と
心
底
思
っ
た
と
し
て
も
、
ど
う
す
れ
ば
離 

れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
釈
尊
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
決
定
的
理
由
が
あ
る
。
娑
婆
を
離
れ 

得
た
者
に
し
か
、
娑
婆
を
離
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
が
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

韋
提
希
に
は
、
自
ら
が
描
い
て
き
た
娑
婆
に
対
す
る
思
い
が
破
綻
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
初
め
て
娑
婆
を
離
れ
ん
と
す
る
願
い
が
起
こ 

っ
て
き
た
。
そ
れ
は
娑
婆
を
超
え
た
方
と
し
て
初
め
て
釈
尊
を
仰
い
だ
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ

の

願

い

が

次

の

「
我
を
教
え
て
清
浄
の
業

⑤

処
を
観
ぜ
し
め
た
ま
え
」
と
い
う
韋
提
希
の
発
言
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
韋
提
希
に
見
ら
れ
る
変
化
は
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
も
し
、
娑 

婆
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
が
課
題
に
な
ら
な
い
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
釈
尊
を
前
に
し
て
も
結
局
は
娑
婆
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
し
か
考
え
な 

い
で
あ
ろ
う
し
、
釈
尊
も
ま
た
娑
婆
に
お
け
る
優
れ
た
人
と
し
か
見
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
の
沈
黙
は
実
に
こ
の
韋
提
希
に
お
け
る
問 

い
の
成
熟
を
待
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

興
味
深
い
の
は
、

こ
こ
で
も
釈
尊
は
韋
提
希
に
対
し
て
口
で
説
く
こ
と
を
せ
ず
に
、
眉
間
か
ら
光
を
放
っ
て
、
十
方
無
量
の
世
界
を
見 

せ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
娑
婆
を
離
れ
る
道
を
求
め
る
韋
提
希
に
、
す
ぐ
に
答
え
を
示
す
の
で
は
な
く
、
韋
提
希
自
身
に
選
ば
せ
る 

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
娑
婆
を
離
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
清
浄
な
る
世
界
と
は
ど
の
よ
う
な
世
界
な
の
か
を
韋
提
希
自
身 

に
気
づ
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
韋
提
希
は
、
数
多
く
の
諸
仏
の
世
界
か
ら
何
処
か
一
つ
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀 

仏
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
。
親

鸞

は

こ

の

一

段

を

『浄
土
和
讃
』
観
経
意
に
お
い
て
、

恩
徳
広
大
釈
迦
如
来 

韋
提
夫
人
に
勅
し
て
ぞ

光
台
現
国
の
そ
の
な
か
に 

安
楽
世
界
を
え
ら
ば
し
む 

(

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻 

和
讃
篇
四
六) 

と
端
的
に
詠
っ
て
い
る
。

韋
提
希
が
阿
弥
陀
仏
の
世
界
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
は
、
経
文
に
は
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
何
故
、
阿
弥
陀
の
世
界 

な
の
か
と
い
う
こ
と
が
見
え
に
く
い
。
ま
た
、
阿
弥
陀
の
世
界
と
諸
仏
の
世
界
と
を
比
較
し
て
優
劣
を
つ
け
る
よ
う
な
読
み
方
も
し
か
ね
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な
い
。
し
か
し
、
善

導

の

『観
経
』

の
読
み
込
み
、
そ
れ
を

受
け
継
い
だ
法
然
・
親
鸞
の
視
点
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
韋
提
希
の
上
に 

は
自
分
が
ど
う
い
う
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
目
覚
め
が
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
え
て
一
言
で
言
え
ば
、

「
阿
弥
陀
仏
に
た
す
け
ら 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
我
が
身
」
と
い
う
目
覚
め
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
韋
提
希
は
諸
仏
の
世
界
と
阿
弥
陀
の
世
界
に
優
劣
を
つ
け
て
選
ん 

だ
わ
け
で
は
な
く
、
我
が
身
に
お
い
て
娑
婆
を
離
れ
る
こ
と
が
真
に
成
り
立
つ
の
が
阿
弥
陀
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
世
に
お
け
る
人
間
関
係
に
破
綻
を
来
た
し
た
韋
提
希
は
、
無
憂
悩
処
を
求
め
、
未
来
に
お
い
て
も
悪
か
ら
離
れ
た
世
界
と
し
て
の 

清
浄
処
を
求
め
た
。
そ
し
て
釈
尊
の
眉
間
か
ら
の
光
に
よ
っ
て
、
あ
ら

ゆ
る
諸
仏
の
世
界
を
見
せ
ら
れ
た
の
が
「光
台
現
国
」

で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
多
く
の
国
を
見
る
中
で
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
ど
ん
な
世
界
に
行
っ
た
と
し
て
も
、
新
た
に
悩
み
を
作
り
出
し
て
い 

く
我
が
身
の
事
実
で
あ
っ
た
。
善
導
の
有
名
な
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

自
身
は
現
に
こ
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
あ
る
こ
と
な
し

(

「散
善
義
」
『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
五
三
四 

原
漢
文) 

と
い
う
我
が
身
で
あ
る
。
現

在

「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
遠
い
過
去
か
ら
流
転
を
重
ね
、
未

来

に

わ

た

っ

て

「
出
離 

の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
我
が
身
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
身
を
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
に
目
を
覚
ま
し
て
み
れ
ば
、
自
分
の
努
力
を
当
て
に
し
て
問
題
の
解
決
を
図
る
と
い
う
こ 

と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
今
い
る
世
界
か
ら
別
の
世
界
に
行
け
ば
問
題
が
解
決
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
場
所
を
変
え
た
り
、
時
間 

が
経
過
す
れ
ば
解
消
す
る
と
い
う
話
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
ん
な
こ
と
で
あ
る
か
、

そ
れ
を
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
は
一
旦
、
 

次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
光
台
現
国
を
通
し
て
韋
提
希
に
見
え
て
き
た
の
は
、
事
件
の
起
こ
っ
た
王
舎
城
か
ら
脱
出
す
る
こ
と 

が
苦
悩
の
娑
婆
を
離
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
ま
れ

る
こ

と
が

「
永
く
生
死
の
元
を
絶 

つ
」
道
で
あ
る
と
い
う
発
見
で
あ
る
。
韋
提
希
に
と
っ
て
は
、

一
大
変
革
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
過
去
に
縛
ら
れ
、
未
来
も
全
く
見
え
な
か
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っ
た
韋
提
希
。
苦
悩
の
娑
婆
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
な
が
ら
も
、
何
を
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
、
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
韋
提
希 

の
人
生
が
、
阿
弥
陀
仏
の
世
界
を
願
う
と
い
う
方
向
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
釈
尊
か
ら
の
呼
び
か
け

韋
提
希
が
阿
弥
陀
仏
の
世
界
を
願
う
こ
と
を
釈
尊
に
申
し
上
げ
た
時
、
釈
尊
は
微
笑
さ
れ
る
。
そ
れ
は
韋
提
希
に
起
こ
っ
た
変
革
が
、
 

韋
提
希
個
人
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く 

一
切
衆
生
を
利
益
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
善

導

が

「広
開
浄
土
門
」
と
押 

さ
え
、た

だ
韋
提
、
去
(

ゆ)

く
こ
と
を
得
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
有
識
こ
れ
を
聞
き
て
、

み
な
往
く
。
此
の
益
あ
る
が
故
に
、
所
以
に
如
来 

微
笑
し
た
も
う
な
り
。 

(

「序
分
義
」
『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
四
ハ
ハ
原
漢
文) 

と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
親

鸞

も

「釈
迦
微
咲
の
素
懐
」
と
述
べ
、

こ
こ
に
釈
尊
の
出
世
本
懐
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

っ 

ま
り
、
人
生
の
方
向
が
決
ま
っ
た
韋
提
希
の
喜
び
は
、

一
切
衆
生
を
救
わ
ん
と
願
う
釈
尊
の
喜
び
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

続
く
経
文
で
は
、
微
笑
す
る
釈
尊
の
口
か
ら
の
光
に
よ
っ
て
、
牢
獄
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
頻
婆
娑
羅
王
が
利
益
を
受
け
、
阿
那
含
を
成 

じ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
韋
提
希
に
起
こ
っ
た
で
き
事
が
、
韋
提
希
一
人
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る 

も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ

れ

が

更

に

末

尾

の

「得
益
分
」

に
な
る
と
、

「
五
百
の
侍
女
」
、
さ

ら

に

は

「無
量
の
諸
天
」
も
利
益
を
受
け
る
こ 

と
が
述
べ
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、

『観
経
』

の
中
で
は
、
阿
闍
世
が
ど
う
な
っ
た
の
か
は
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
韋
提
希
に
お
け
る
変
革
を
く
ぐ
っ
て
、
釈
尊
は
初
め
て
言
葉
を
も
っ
て
韋
提
希
に
語
る
。

い
ま
一
々
を
詳
し
く
見
る
こ
と 

は
で
き
な
い
が
、
注
意
さ
れ
る
の
は
、
韋
提
希
に
対
す
る
釈
尊
の
説
法
が
、
韋
提
希
個
人
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
初
め
に
は
韋
提
希
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
。

汝
い
ま
知
る
や
い
な
や
。
阿
弥
陀
仏
、
此
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
。
汝
ま
さ
に
繋
念
し
て
、
諦
ら
か
に
彼
の
国
の
浄
業
成
じ
た
ま
え
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る
者
を
観
ず
べ
し
。
我
い
ま
汝
が
た
め
に
、
広

く

衆
(

も
ろ
も
ろ)

の
譬
を
説
き
、
 

(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
五
〇 

原
漢
文) 

こ

こ

に

「
汝
」
と
あ
る
通
り
、
釈
尊
は
韋
提
希
に
直
接
語
り
か
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
続
い
て
、
未
来
世
の 

凡
夫
の
た
め
の
説
法
で
も
あ
る
こ
と
が
釈
尊
自
身
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

亦

、
未
来
世
の
一
切
の
凡
夫
の
浄
業
を
修
せ
ん
と
欲
わ
ん
者
を
し
て
、
西
方
極
楽
国
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
し
め
ん
。

(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
五

〇

原

漢

文) 

つ
ま
り
、
韋
提
希
へ
の
説
法
が
同
時
に
未
来
世
の
凡
夫
に
と
っ
て
も
苦
悩
を
超
え
る
道
を
示
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に 

次

の

「
定
善
示
観
縁
」

に
お
い
て
は
、

仏
、
阿
難
お
よ
び
韋
提
希
に
告
げ
た
ま
わ
く
。
諦
か
に
聴
け
、
諦
か
に
聴
け
。
善
く
こ
れ
を
思
念
せ
よ
。
如
来
い
ま
、
未
来
世
の
ー 

切
衆
生
の
煩
悩
の
賊
の
た
め
に
害
せ
ら
れ
ん
者
の
た
め
に
、
清
浄
の
業
を
説
か
ん
。
善
い
か
な
、
韋
提
希
、
快
く
も
此
の
事
を
問
え 

り
。
阿
難
、
汝
ま
さ
に
受
持
し
て
、
広
く
多
衆
の
た
め
に
仏
語
を
宣
説
す
べ
し
。
如
来
い
ま
、
韋
提
希
お
よ
び
未
来
世
の
一
切
衆
生 

を
教
え
て
、
西
方
極
楽
世
界
を
観
ぜ
し
め
ん
。 

(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
五

一

原

漢

文) 

と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
直
接
の
対
告
衆
で
あ
る
韋
提
希
に
加
え
て
、
阿
難
が
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ

し

て

「諦
か
に
聴
け
、
諦
か
に 

聴
け
。
善
く
こ
れ
を
思
念
せ
よ
」
と
い
う
確
か
め
の
も
と
、
韋

提

希

と

「
未
来
世
の
一
切
衆
生
」

の
た
め
の
説
法
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。 

阿
難
は
多
聞
第
一
の
仏
弟
子
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、

こ
の
経
に
お
い
て
も
、
釈
尊
の
教
え
を
受
持
し
て
伝
え
て
い
く
役
割
を
担
っ
て 

い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
韋
提
希
は
、
教
え
を
受
持
し
て
い
く
役
割
で
は
な
い
。
韋
提
希
の
苦
悩
が
そ
の
ま
ま
未
来
世
の
衆
生
の
苦
悩
を
表 

し
て
い
る
。
韋

提

希

へ

の

説

法

が

「
未
来
世
の
一
切
衆
生
の
煩
悩
の
賊
の
た
め
に
害
せ
ら
れ
ん
者
の
た
め
に
、
清
浄
の
業
を
説
か
ん
」
と 

い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
一
切
衆
生
の
煩
悩
の
賊
の
た
め
に
害
せ
ら
れ
ん
者
」

の
代
表
が
韋
提
希
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
・ 

釈

尊

が

「
汝
」
と
韋
提
希
に
対
し
て
呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、

「
未
来
世
の
一
切
衆
生
」

に
も
呼
び
か
け
る
と
こ
ろ
に
は
、
韋
提
希
の 

苦
悩
が
未
来
世
の
衆
生
の
苦
悩
と
通
じ
て
い
る
こ
と
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
。
関
係
の
破
綻
の
中
で
苦
悩
す
る
韋
提
希
の
悩
み
は
韋
提
希
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一
人
に
止
ま
ら
な
い
。
他
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
未
来
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
韋
提
希
の
救
い
は
韋
提
希
一
人
に 

止
ま
ら
な
い
。
他
の
人
々
の
救
い
、
未
来
世
の
衆
生
の
救
い
を
開
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
釈
尊
か
ら
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
、
韋
提 

希
は
自
ら
の
抱
え
て
い
る
問
題
の
大
き
さ
と
深
さ
、
そ
し
て
未
来
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
韋
提
希
自
身
は
、
未
来
世
の
衆
生
た
め
を
思
っ
て
阿
弥
陀
の
世
界
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
韋
提
希
の
問
い
は 

未
来
に
ま
で
及
ぶ
。
そ

の

こ

と

を

釈

尊

は

「善
い
か
な
、
韋
提
希
、
快
く
も
此
の
事
を
問
え
り
」
と
絶
賛
し
た
。
韋
提
希
の
問
い
が
な
け 

れ
ば
、

い
く
ら
釈
尊
が
阿
弥
陀
仏
の
世
界
を
説
こ
う
と
し
て
も
、
聞
き
と
ど
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

五
、
「不
能
遠
観
」
の
自
覚

善

導

が

決

定

し

た

『観
経
』
序
分
の
、
最
後
の
部
分
に
着
目
し
た
い
。
韋
提
希
の
問
い
を
受
け
て
、
釈
尊
は
韋
提
希
と
未
来
世
の
衆
生 

の
た
め
に
阿
弥
陀
仏
の
世
界
を
観
る
こ
と
を
教
え
る
に
当
た
っ
て
、

一
つ
の
確
か
め
を
さ
れ
て
い
る
。

仏
、
韋
提
希
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
汝
は
こ
れ
凡
夫
な
り
。
心
想
羸
劣
に
し
て
未
だ
天
眼
を
得
ざ
れ
ば
、
遠
く
観
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。 

諸
仏
如
来
に
異
の
方
便
ま
し
ま
し
て
、
汝
を
し
て
見
る
こ
と
を
得
し
む
。 

(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
五

一

原

漢

文) 

韋

提

希

に

対

し

「
汝
は
こ
れ
凡
夫
な
り
」
と
、
ま
ず
凡
夫
で
あ
る
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
大
切
な
の
は
、
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
の 

は
釈
尊
か
ら
教
え
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
韋
提
希
が
自
分
で
思
う
と
か
感
じ
る
と
い
う
類
の
事
柄
で
は
な
い
。
そ
の 

意
味
で
は
、
前

に

挙

げ

た

「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
い
う
深
信
も
、
ど
こ
ま
で
も
教
え
ら
れ
た
内
容
で
あ
る
。

そ
し
て
凡
夫
の
中
身
が
、

「
心
想
羸
劣
」
と

「未
得
天
眼 

不
能
遠
観
」
と
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
「羸
劣
」
と
は
弱
く
劣
っ
た
こ
と
を 

意
味
す
る
が
、

こ
れ
も
単
に
個
人
的
な
資
質
の
問
題
で
は
な
い
。
時
代
や
世
間
の
関
係
の
中
で
、
翻
弄
さ
れ
、
大
事
な
こ
と
を
見
失
っ
て 

い
く
在
り
方
を
言
う
。

い
わ
ば
、
遇
う
縁
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
で
も
変
わ
っ
て
い
く
弱
さ
で
あ
る
。

「
金
剛
の
志
」
を
も
て
な
い
者
の 

謂
で
あ
る
。
ま

た

「未
得
天
眼
」
と
は
、
肉
眼
を
超
え
た
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、

い
つ
も
自
分
の
見
え
る
範
囲
の
こ
と

39



で
物
事
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
狭
さ
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

れ

故

「
不
能
遠
観
」
も
、

一
応
は
遠
く
を
観
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う 

意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
再
応
い
え
ば
、
単
に
阿
弥
陀
仏
の
世
界
が
遠
い
た
め
に
観
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
自
分
の
思
い
を
超 

え
た
世
界
に
は
出
遇
い
よ
う
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
自
分
の
思
い
を
離
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
、
自
分
に
直
接
関
係 

あ
る
問
題
し
か
目
に
入
っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
ま
し
て
、
遠
い
国
の
こ
と
や
、
遥
か
未
来
の
こ
と
な
ど
、
思
い
も
よ
ら
な
い
と
い
う
在 

り
方
で
あ
る
。

「
諸
仏
如
来
に
異
の
方
便
ま
し
ま
し
て
、
汝
を
し
て
見
る
こ
と
を
得
し
む
」
と
い
う
釈
尊
の
言
葉
は
、

そ
ん
な
凡
夫
が
阿 

弥
陀
仏
の
世
界
に
出
遇
う
に
は
、
諸
仏
如
来
の
方
便
に
依
る
ほ
か
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。

こ
の
釈
尊
の
説
法
を
受
け
て
、
出
て
く
る
の
が
韋
提
希
の
次
の
問
い
で
あ
る
。

世
尊
、
我
が
如
き
は
、

い
ま
仏
力
を
以
て
の
故
に
彼
の
国
土
を
見
た
て
ま
つ
る
。
も
し
仏
滅
後
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
等
は
、
濁
悪
不 

善
に
し
て
五
苦
に
逼
め
ら
れ
ん
。

い
か
に
し
て
か
当
に
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
を
見
た
て
ま
つ
る
べ
き
。

(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
五

一

原

漢

文) 

こ
こ
に
は
仏
滅
後
の
衆
生
を
視
野
に
入
れ
て
、
釈
尊
に
問
う
韋
提
希
が
い
る
。
当
初
は
我
が
身
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
一
杯
に
な
り
、
そ
こ 

か
ら
逃
れ
る
こ
と
だ
け
を
求
め
て
い
た
韋
提
希
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
真
に
生
死
の
迷
い
を
超
え
る
に
は
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
ま
れ 

る
以
外
に
は
な
い
と
知
り
、
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
韋
提
希
は
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
、
釈 

尊
入
滅
後
の
衆
生
の
視
点
か
ら
問
う
て
い
る
。

一
見
す
る
と
韋
提
希
の
心
が
広
く
な
り
、
慈
悲
深
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
韋
提
希
が
慈
悲
行
を
実 

践
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
問
い
は
で
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど

こ

ま

で

も

韋

提

希

は

「
不
能
遠
観
」

の
凡
夫 

な
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
が
仏
力
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
が
故
に
、
仏
滅
後
の
こ
と 

を
問
わ
ず
に
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
経
文
に
は
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
が
、
韋

提

希

に

と

っ

て

「
仏
滅
後
の
衆
生
」

に
は
阿
闍
世
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

40



る
。
そ
の
阿
闍
世
に
対
し
て
韋
提
希
は
何
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
凡
夫
の
自
覚
が
無
い
場
合
に
は
、
自
ら
の
判
断
や
価
値
観
を
基
準
に 

し
て
世
に
処
す
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
王
舎
城
の
悲
劇
が
起
こ
る
ま
で
は
韋
提
希
は
そ
う
や
っ
て
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
自
ら
が 

慈
悲
行
を
実
践
す
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
阿
闍
世
を
導
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
自
ら
が
凡
夫
で 

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
、

こ
れ
か
ら
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
か
が
改
め
て
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
仏
滅
後
の
衆
生
の
こ
と
を
問
う
た
の
は
、
決
し
て
他
の
人
を
配
慮
し
て
で
は
な
い
。
仏
滅
後
の
時
代
を
自
分
が
ど
う
生 

き
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
た
の
で
あ
る
。
釈
尊
が
お
ら
れ
な
い
未
来
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ 

う
な
形
で
未
来
が
見
え
た
と
こ
ろ
に
、
韋
提
希
に
は
現
在
の
自
分
が
立
つ
べ
き
位
置
が
明
確
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

お

わ

り

に

自
ら
が
作
っ
て
き
た
業
の
中
で
、
苦
悩
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
自
ら
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
ず
に
も
が
き
苦
し
む
韋
提
希
が
、
 

釈
尊
の
説
法
を
通
し
て
変
革
を
遂
げ
て
い
く
様
子
を
尋
ね
て
き
た
。
そ
の
中
で
韋
提
希
に
と
っ
て
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
た
の
は
釈
尊
の 

教
え
と
の
出
遇
い
で
あ
っ
た
。
国
の
大
夫
人
と
し
て
立
派
に
生
き
て
き
た
韋
提
希
に
と
っ
て
、
自
ら
の
過
去
は
誇
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た 

に
違
い
な
い
。
し
か
し
、

一
た
び
周
囲
と
の
関
係
が
破
綻
し
た
時
に
、
過
去
は
何
の
支
え
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
未
来
に
対
し
て
も 

描
き
続
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
夢
が
ー
た
び
壊
れ
て
し
ま
っ
た
時
、
未
来
は
行
く
先
の
見
え
な
い
闇
で
し
か
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
釈
尊 

の
教
え
と
の
出
遇
い
は
、
韋
提
希
に
と
っ
て
過
去
を
本
当
に
見
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ 

と
を
願
う
と
こ
ろ
に
、
方
向
を
も
っ
た
未
来
が
立
ち
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
い
う
流
れ
の
中
で
現
在
を
生
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
現
在
は
、
す
ぐ
に 

過
去
へ
と
流
れ
去
る
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
現
在
と
い
っ
て
み
て
も
無
内
容
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
真
の
現
在
は
未
来
が
明
確
に
な 

り
、
過
去
を
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
世
界
は
、
そ
の
よ
う
な
現
在
を
開
く
は
た
ら
き
と
し
て
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
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る
註

①
 

善

導

は

「観
経
玄
義
分
」
「観
経
序
分
義
」
「観
経
正
宗
分
定
善
義
」
「観
経
正
宗
分
散
善
義
」
と
題
名
を
付
け
て
お
り
、
「観
経
疏
」
と
呼
ぶ
こ
と 

は
な
い
。
た
だ
、
本
論
で
は
便
宜
上
、
四
巻
を
括
る
名
と
し
て
は
「観
経
疏
」
を
用
い
る
。
ま
た
各
巻
を
呼
ぶ
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「玄
義
分
」
「序
分

義
」
「定
善
義
」
「散
善
義
」
と
す
る
。

②
 

「玄
義
分
」
経
論
和
会
門(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
四
五
〇
〜
四
五
三)

③
 

「序
分
義
」
定
善
示
観
縁(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
四
九
四)

④
 

慧

遠

の

『観
無
量
寿
経
義
疏
』(

大
正
蔵
三
七
・
一
七
七
中)

で
は
、
「唯
願
世
尊
」
以
下
が
正
宗
分
と
さ
れ
る
。
ま
た
吉
蔵
の
『観
無
量
寿
経
義
疏
』 

(

大
正
蔵
三
七
一
四
〇
下)

で
は
、
も
う
少
し
前
の
、
韋
提
希
が
釈
尊
に
問
い
を
致
す
と
こ
ろ
か
ら
を
正
宗
分
と
見
て
い
る
。

⑤ 

『観
経
』(

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
五
〇)

⑥
 

こ
の
和
讃
が
「観
経
意
」
の
第
一
首
目
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
興
味
深
く
、
尋
ね
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
論
の
主
旨
か
ら
離
れ
る
の
で
、
機
会 

を
改
め
た
い
。

⑦
 

「化
身
土
巻
」(

『定
本 

教
行
信
証
』
二
七
六)

⑧
 

善
導
は
釈
尊
の
口
か
ら
光
が
出
た
こ
と
に
着
目
し
、
頻
婆
娑
羅
王
の
得
果
を
二
乗
の
も
の
と
確
か
め
て
い
る
。
後
に
韋
提
希
が
得
る
大
乗
の
無
生 

法
忍
と
対
比
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。(

「序
分
義
」
散
善
顕
行
縁 

『真
宗
聖
教
全
書
』

一
・
四
ハ
ハ)
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