
仏
法
不
思
議

!

入
出
二
門
の
源
泉!

安 

田 

理 

深 

『入
出
二
門
偈
』

に
は
、

「
一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
」
、

「
か
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
。
究
竟
せ 

る
こ
と
広
大
に
し
て
虚
空
の
如
し
」
と
、

こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、

そ

の

次

に

「
五
に
は
仏
法
不
思
議
な
り
」
と
出
て
き
ま
す
。
こ

の

「
五 

に
は
仏
法
不
思
議
」
と
い
う
の
は
、
文
章
と
し
て
は
お
か
し
い
で
し
ょ
う
。

い

き

な

り

「
五
に
は
」

で
は
文
章
が
続
か
な
い
。
突

然

「
五 

に
は
」
と
出
て
き
て
、
文
章
が
前
後
を
成
し
て
い
ま
せ
ん
。
形
か
ら
み
る
と
突
然
で
す
が
、

こ
う
い
う
よ
う
に
文
章
の
形
を
整
え
る
と
い 

う
こ
と
に
は
、
親
鸞
は
こ
こ
で
は
一
向
無
関
心
で
、
無
造
作
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
と
も
思
え
ま
す
が
、
け
れ
ど
も
こ
れ
は
引
用
文 

な
の
で
す
。
も

と

は

曇

鸞

大

師

の

『浄
土
論
註
』

の
解
釈
で
す
。

「
五
に
は
」
と
示
す
こ
と
で
略
し
て
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。 

お
よ
そ
不
思
議
と
い
う
の
に
は
五
つ
あ
っ
て
、

一
つ
に
は
何
々
、

二
つ
に
は
何
々
、

そ
し
て
第
五
番
目
に
は
仏
法
不
思
議
と
、

こ
う
い
う 

ふ

う

に

省

略

し

た

文

章

が

「
五
に
は
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
で
わ
か
る
の
で
す
。

こ

の

「
不
思
議
」
と
い
う
の
は
、
世

親

菩

薩

の

『浄
土
論
』

の

解

義

分

に

「
不
思
議
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
い
ま
す
。
も
と
は
や
は
り 

世

親

菩

薩

が

「
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
。
そ
こ
に
曇
鸞
大
師
が
非
常
に
感
銘
を
受
け
た
。
仏
教
の
中
に
、

『智
度
論
』

と
か
い 

ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
五
種
の
不
思
議
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
曇
鸞
大
師
は
そ
う
い
う
教
説
に
照
ら
し
て
、

『浄
土
論
』 

で

世

親

菩

薩

が

言

っ

た

「
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
を
解
釈
さ
れ
た
の
で
す
。
曇
鸞
大
師
は
世
親
菩
薩
に
な
い
こ
と
を
言
っ
た
の
で
は
な
い
。
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世

親

菩

薩

が

「
不
思
議
」
と
言
わ
れ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、

そ

の

「
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
に
感
動
し
た
の
で
す
ね
。
深
い
感
銘
を
受
け
た
。 

そ
う
い
う
こ
と
に
ま
た
親
鸞
が
非
常
に
感
銘
を
受
け
た
。

こ
う
い
う
よ
う
に
感
動
と
感
動
と
が
繋
が
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
精 

神
の
伝
承
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。

一
人
だ
け
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
本
願
が
そ
こ
で
生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
。
か
つ
て 

は
世
親
に
は
た
ら
い
て
、
そ
れ
に
感
動
し
た
曇
鸞
に
は
た
ら
く
。
本
願
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
感
動
す
る
と
い
う
こ
と 

で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
本
願
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
感
動
で
本
願
の
歴
史
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ 

こ
に
ま
た
親
鸞
が
感
動
し
た
の
で
し
ょ
う
。
脈
々
と
そ
こ
に
波
う
っ
て
い
る
。

こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。 

そ
れ
で
、

「
不
思
議
」
は
五
つ
あ
る
わ
け
で
す
。
仏
法
不
思
議
だ
け
が
不
思
議
で
は
な
い
。

そ
の
五
つ
の
中
で
、
仏
法
で
は
な
い
不
思 

議
と
仏
法
の
不
思
議
と
を
区
別
し
て
あ
る
。

『浄
土
論
』

で

「
不
思
議
」
と
い
う
と
は
何
か
と
い
う
と
浄
土
の
不
思
議
で
す
。
浄
土
の
不 

思
議
と
い
う
の
は
仏
法
不
思
議
と
い
う
意
味
の
「
不
思
議
」
だ
と
。
仏
法
不
思
議
に
属
す
る
不
思
議
で
す
。
そ
の
よ
う
に
曇
鸞
大
師
は
仏 

法
不
思
議
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
細
か
い
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、

『浄
土
論
』

の
解
義
分
に
五
念
門
と
い
う
も
の
が
示
さ
れ 

て
い
ま
す
。

こ
れ
は
後
で
ま
た
詳
し
く
出
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

い

わ

ゆ

る

「
入
出
二
門
」

で
す
。
五
念
門
を
解
釈
す
る
と
い
う
の 

は
大
事
な
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、

そ

の

五

念

門

の

中

に

「観
察
門
」
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
。

「観
彼
世
界
相
」
と

「観
」
と
い
う
こ 

と
が
出
て
き
ま
す
。
そ

し

て

礼

拝

門

・
讃

嘆

門

・
作

願

門

・
観

察

門

・
回

向

門
と

い
う

五

念

門

の

中

に
も

「観
」
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の 

観
察
門
は
五
念
門
と
い
う
も
の
の
中
心
に
な
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
五
念
門
と
い
う
の
は
五
念
門
の
行
と
い
う
行
を
表
す
の
で
す
が
、
仏 

法
で
行
と
い
う
と
、
原
則
的
に
は
観
で
す
。
こ
、つ
い
う
こ
と
が
原
則
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

い
い
か
げ
ん
に
、
勝
手
に
い
ろ
い
ろ
と 

行
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
し
に
、
仏
道
と
い
う
も
の
は
、
自
覚
の
道
で
す
か
ら
、
そ
の
行
は
観
で
あ
る
。
自
覚
を
明
ら
か
に
す
る 

と
い
う
方
法
が
観
で
す
。

真

宗

教

学

の

中

に

は

『観
無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
が
あ
っ
て
、
そ

こ

に

も

「観
」
と
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
広
く
言
え
ば
、
あ
れ
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は

『浄
土
論
』

の
観
と
い
う
も
の
と
相
応
じ
て
い
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

や

は

り

大

小

の

『無
量
寿
経
』

の

他

に

『無
量 

寿
仏
観
経
』

と

い
う
の
が
あ
る
の
で
す
。

「観
」

と

い

う

一

字

が

つ

い

て

い

る

と

こ

ろ

に

『観
無
量
寿
経
』

の
意
義
が
あ
る
。
大
小
の 

『無
量
寿
経
』

は
ど
っ
ち
か
と
言
え
ば
荘
厳
浄
土
の
物
語
で
す
。
と

こ

ろ

が

『観
経
』

は
、
韋
提
希
夫
人
の
要
求
に
応
え
る
と
い
う
も
の 

で
、

そ

の

中

に

「
教
我
思
惟
」

「
教
我
正
受
」
と
出
て
き
ま
す
。
韋
提
希
夫
人
が
特
に
安
楽
浄
土
を
選
ぶ
。

こ
れ
は
選
ば
し
め
ら
れ
て
選 

ぶ
の
で
す
け
れ
ど
も
、
光
台
現
国
と
言
っ
て
、
釈
尊
が
言
葉
を
も
っ
て
説
教
を
せ
ず
に
光
を
も
っ
て
説
教
す
る
場
面
で
、
韋
提
希
が
安
楽 

浄
土
を
選
ぶ
。
我
々
に
は
言
葉
で
い
ろ
い
ろ
と
話
し
た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
だ
い
た
い
教
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
言 

葉
を
も
っ
て
教
え
る
と
い
う
意
味
は
、
他
を
し
て
自
覚
せ
し
め
る
と
い
う
方
法
で
す
。
そ
れ
が
教
え
な
の
で
す
。
自
ら
自
覚
し
、
ま
た
他 

を
し
て
自
覚
せ
し
め
る
。

や
は
り
自
覚
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
時
に
は
、
相
手
が
自
覚
す
る
よ
う
に
教
え
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
何
で
も
か
ん
で
も
言
葉
で
言
っ
て
し
ま
う
と
、
か
え
っ
て
教
え
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
字
引
み 

た
い
な
も
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
覚
に
は
、
言

う

べ

き

「時
」
と
、
言

っ

て

は

な

ら

な

い

「
時
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る 

の
で
は
な
い
で
す
か
。
自
覚
を
待
っ
て
言
う
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
自
覚
を
無
視
し
て
言
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
、
言
っ
た
意 

味
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
人
が
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
ま
で
言
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と 

に
な
る
。
だ
か
ら
釈
尊
も
韋
提
希
に
対
し
て
は
、
初
め
か
ら
言
葉
で
語
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

因
明
と
い
う
議
論
を
戦
わ
す
学
問
が
イ
ン
ド
に
あ
り
ま
す
。

「
因
」
と
い
う
の
は
論
理
と
い
う
意
味
で
す
。
因
明
は
論
理
学
な
の
で
す
。 

し
か
し
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
の
よ
う
な
論
理
学
で
は
な
く
、
議
論
で
も
っ
て
戦
わ
せ
る
。
間
違
っ
た
議
論
を
克
服
す
る
と
い
う
形
で
論
理 

学
が
応
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
因
明
の
中
に
も
、

や
は
り
い
ろ
い
ろ
と
方
法
が
あ
り
ま
す
。
何
で
も
か
ん
で
も
答
え
る
と
い
う 

こ
と
で
は
答
え
に
な
ら
な
い
。
無
意
味
な
問
題
に
対
し
て
、
そ
れ
に
答
え
た
ら
間
違
い
に
な
る
の
で
す
。
お
よ
そ
意
味
を
な
さ
な
い
よ
う 

な
問
い
を
取
り
上
げ
て
答
え
た
ら
、
答
え
に
な
ら
な
い
。

こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
は
、

「
不
問
」 

と
い
っ
て
答
え
な
い
。
眼
中
に
お
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
答
え
に
な
る
の
で
す
。
そ

れ

か

ら

「
反
問
答
」
と
い
っ
て
逆
に
問
い
返
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す
。
問
わ
れ
た
ら
直
ぐ
答
え
る
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
問
い
を
問
い
返
す
と
い
う
こ
と
も
必
要
で
す
。
釈

尊

が

『大
無
量
寿
経
』
を
説
か 

れ
る
時
に
、
阿
難
が
光
顔
巍
巍
と
し
た
そ
の
姿
を
拝
ん
で
、
そ
れ
か
ら
内
面
を
推
し
量
っ
た
。
そ
し
て
、
仏
仏
相
念
の
お
姿
で
あ
る
と
、
 

そ
の
仏
仏
相
念
の
内
容
を
問
い
ま
す
。
何
が
故
に
、

こ
の
よ
う
に
光
顔
巍
巍
と
し
て
今
日
お
い
で
に
な
る
の
か
と
、
仏
仏
相
念
の
内
容
を 

問
う
た
。
そ
の
時
に
釈
尊
に
は
直
ぐ
に
答
え
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
で
す
ね
。
問
う
と
い
う
こ
と
に
は
、
参
考
に
聞
く
と
か
、
そ
う
い
う 

問
い
方
も
あ
る
の
で
す
ね
。
軽
い
気
持
ち
で
問
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
前
は
諸
天
に
教
え
ら
れ
て
問
う
た
の
か
、
あ 

る
い
は
自
ら
問
う
た
の
か
と
、

こ
う
阿
難
に
言
わ
れ
る
。
人
に
誘
わ
れ
て
、
ち
よ
っ
と
し
た
興
味
心
や
好
奇
心
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
誘 

わ
れ
て
問
う
た
の
か
と
。
そ
う
い
う
軽
い
心
理
に
誘
わ
れ
て
問
う
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
う
で
は
な
い
、
本
当
に
内
面
か
ら
の
問 

題
と
し
て
問
う
こ
と
が
あ
る
。
ど
ち
ら
な
の
か
と
、

こ
う
い
う
よ
う
に
問
い
返
し
た
の
で
す
。

こ
う
い
う
反
問
答
と
い
う
も
の
が
あ
る
。 

『観
無
量
寿
経
』

の
場
合
で
も
釈
尊
は
す
ぐ
に
答
え
な
い
。
韋
提
希
は
自
分
の
子
阿
闍
世
の
た
め
に
迫
害
さ
れ
て
、
可
愛
い
息
子
か
ら 

背
か
れ
て
、
非
常
に
動
乱
し
切
っ
て
い
る
。
我
に
何
の
因
縁
が
あ
っ
て
か
こ
の
悪
子
を
生
め
る
と
言
い
、
世
尊
よ
、
ま
た
何
等
の
因
縁
が 

あ
っ
て
か
提
婆
達
多
と
眷
属
で
あ
る
の
か
と
言
い
ま
す
。
自
分
の
子
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、

や
は
り
自
分
の
子
は
提
婆
に
騙
さ 

れ
た
の
だ
と
言
う
わ
け
で
す
ね
。

こ
れ
は
愚
癡
を
こ
ぼ
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
説
法
を
し
て
も
、
役
立
た
な
い
の
で
す
。 

そ
う
い
う
時
に
釈
尊
は
沈
黙
し
た
の
で
す
。
愚
癡
を
聞
か
れ
た
の
で
す
。
愚
癡
と
い
う
も
の
を
引
き
受
け
る
も
の
は
世
の
中
に
は
な
い
。 

や
は
り
人
間
に
は
愚
癡
を
吐
く
場
所
が
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
釈
尊
は
一
応
、
愚
癡
を
吐
く
場
所
に
な
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
答
え
る
わ 

け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
愚
癡
を
受
け
ら
れ
た
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
わ
け
で
、
釈
尊
は
静
か
に
聞
い
て
愚
癡
を
引
き 

受
け
ら
れ
た
。
人
間
で
も
胸
に
溜
ま
っ
た
愚
癡
を
吐
く
と
、

ス
ー
ツ
と
し
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
間
に
次
第
に
韋
提
希
の
心
が
収
ま
っ 

て
き
て
、
そ
し
て
沈
黙
し
て
い
る
釈
尊
の
中
か
ら
教
え
を
受
け
て
い
っ
た
の
で
す
。
愚
癡
を
こ
ぼ
す
と
い
う
こ
と
で
、
極
め
て
表
面
的
な 

と
こ
ろ
に
自
分
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
。
自
分
の
子
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
悪
く
し
た
の
は
提
婆
達
多
だ
と
、
人
に 

責
任
を
転
嫁
し
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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王
舎
城
の
事
件
と
い
う
も
の
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
人
間
が
測
り
切
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
な
複
雑
な
条
件
で
す
。
条
件
に 

よ
っ
て
あ
あ
い
う
事
件
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
本
当
に
行
き
詰
ま
り
な
の
で
す
。
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
解
決
は
つ
か
な
い
け
れ 

ど
も
、
言
っ
て
み
な
い
と
お
れ
な
い
。
解
決
の
つ
か
な
い
問
題
を
い
つ
ま
で
も
言
っ
て
い
る
の
を
愚
癡
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
愚
癡
で
は 

救
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
方
向
転
換
と
い
う
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
人
間
と
い
う
も
の
に
精
神
と
い
う
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
る 

の
は
、
そ
う
い
う
意
味
な
の
で
す
。
方
向
転
換
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
が
精
神
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
こ
で
じ
っ
と
し
て
い
る
わ
け
に 

も
い
か
な
い
し
、
そ
こ
で
そ
れ
を
進
め
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
八
方
塞
が
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
諦
め
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
し
、
そ
う 

か
と
い
っ
て
進
め
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
王
舎
城
の
事
件
は
特
別
な
悲
劇
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
 

人
生
と
い
う
も
の
は
み
ん
な
解
決
の
で
き
な
い
も
の
で
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
推
し
て
い
け
ば
ど
ん
な
問
題
で
も
解
決
で
き
な
い 

の
で
す
か
ら
。
し
か
し
そ
こ
に
何
か
一
つ
の
方
向
転
換
が
あ
る
。
そ

の

意

味

で

や

は

り

「
転
」
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
き
な
意
味
を
持
つ
。 

回
転
で
す
。
三
願
転
入
と
言
わ
れ
ま
す
。

や
は
り
そ
こ
に
回
転
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
煩
悩
を
転
じ
て
菩
提
と
な
す
と
い
う 

「
転
」

で
す
。
そ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
が
精
神
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
韋
提
希
は
一
つ
の
安
心
を
得
た
。
安
心
と
い 

う
の
は
安
楽
世
界
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
内
面
の
世
界
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
外
の
世
界
ば 

か
り
見
て
い
た
。
見
て
い
る
世
界
だ
け
が
世
界
だ
と
思
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
見
て
い
る
世
界
は
世
界
の
一
部
分
だ
と
気
付
い
た
。
し 

か
も
見
て
い
る
世
界
は
表
面
の
世
界
で
す
。

つ
ま
り
平
面
で
す
。
平
面
化
さ
れ
た
世
界
を
世
界
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
世 

界
に
は
深
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ

れ

を

開

い
て

く

る

の

が

「観
」

の
意
味
で
す
ね
。
内
観
で
す
。

つ
ま
り
方
向
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。 

外
の
世
界
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
内
と
い
う
一
つ
の
方
向
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
外
を
転
じ
て
内
を
開
い
て
い
く
そ
の
方
法
を
、

「
我
に
思 

惟
を
教
え
た
ま
え
、
我
に
正
受
を
教
え
た
ま
え
」
と
い
う
言
葉
で
韋
提
希
が
仏
に
問
う
て
い
る
。

つ
ま
り
思
惟
・
正
受
を
問
う
て
い
る
。 

こ
れ
は
安
楽
世
界
と
い
う
も
の
の
世
界
観
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
の
方
法
な
の
で
す
。

思

惟

・
正
受
と
い
う
言
葉
に
は
、

い
ろ
い
ろ
と
解
釈
が
あ
っ
て
、
善
導
大
師
と
善
導
以
外
の
人
々
の
解
釈
と
は
違
う
の
で
す
。
善
導
大
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師

は

思

惟

も

正

受

も

「
三
昧
の
異
名
」
だ
と
言
い
ま
す
。
三
昧
に
異
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
言
う
。

こ
れ
が
善
導
大
師
の
解
釈
で
す
。 

善
導
以
外
の
人
々
は
、
そ
う
解
釈
し
な
い
。
思
惟
と
正
受
と
い
う
の
は
、
釈
尊
の
教
え
か
ら
翻
っ
て
み
る
と
、
釈
尊
は
定
散
二
善
を
説
か 

れ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
思
惟
と
正
受
は
定
散
二
善
を
表
す
。
こ
う
い
う
の
が
諸
師
の
解
釈
で
す
。
し
か
し
、
韋
提
希
が
問
う
た
の
は
、
 

定
善
を
問
う
た
の
で
す
。
散
善
は
釈
尊
が
自
ら
加
え
ら
れ
た
。
散
善
の
一
門
は
釈
迦
の
自
開
で
あ
り
、
定
善
の
一
門
は
韋
提
の
致
請
で
あ 

る
。
韋
提
の
問
い
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
た
一
門
で
あ
る
と
い
う
の
が
善
導
の
解
釈
で
す
。
だ

か

ら

正

受

・
思
惟
と
い
う
の
は
、
広
く
言
え 

ば

「観

」
な
の
で
す
。
思

惟

と

い

う

の

が

「観
」
な
の
で
す
。
正
受
と
い
う
の
は
観
の
成
就
で
す
。
思
惟
は
定
善
の
方
便
、
観
の
方
便
で 

あ
り
、
観
が
成
就
し
た
の
を
正
受
と
言
う
と
善
導
は
解
釈
し
ま
す
。

や
は
り
観
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
行
な
の
で
す
。
こ

れ

は

『観
経
』 

に
た
ま
た
ま
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
仏
教
と
い
う
の
は
み
ん
な
そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

『観
経
』

に

「
観
」
と 

い
う
字
が
置
い
て
あ
る
の
は
、
仏
教
全
体
に
一
貫
し
て

い
る
考
え
な
の
で
す
。

「観
」

と
い
う
字
は
仏
道
の
方
向
で
す
。

そ
れ
だ
か
ら 

『観
経
』

で
も
っ
て
仏
道
に
入
っ
た
人
々
を
本
願
に
誘
引
し
て
あ
る
の
で
す
。
仏
道
が
観
に
立
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
観
を
も
っ
て
誘
引 

す
る
わ
け
に
い
か
な
い
わ
け
で
す
。
仏
道
全
体
が
、
大
乗
で
あ
ろ
う
が
小
乗
で
あ
ろ
う
が
、
全
て
一
心
の
行
は
観
で
す
。

こ
れ
は
仏
教
と 

い
う
も
の
が
、

や
は
り
自
覚
の
道
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
く
る
当
然
の
帰
結
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
人
を
選
択
本
願
と
い
う
も 

の
に
導
く
。
選
択
本
願
に
導
く
と
い
う
意
味
は
、

つ
ま
り
念
仏
に
導
く
と
い
う
意
味
で
す
。
本
願
の
行
が
念
仏
な
の
で
す
。 

こ

う

い

う

よ

う

に

『観
経
』

は
な
か
な
か
複
雑
で
す
。
だ

か

ら

『観
経
』

に
は
、
普
通
の
経
典
と
違
っ
て
宗
に
関
わ
っ
て
問
題
が
あ
る
。 

ど
の
経
典
で
も
宗
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と

こ

ろ

が

『観
経
』

は
、
善

導

が

「観
仏
三
昧
を
以
て
宗
と
為
し
、
ま
た
念
仏
三
昧
を
以
て 

宗
と
為
す
」
と
言
う
よ
う
に
、

一
経
両
宗
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
一
つ
の
経
典
に
宗
が
二
つ
あ
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
よ
う
に 

『観
経
』

は
極
め
て
特
色
の
あ
る
経
典
で
す
。
念
仏
は
本
願
で
す
。
し
か
し
本
願
を
そ
の
ま
ま
本
願
で
説
け
な
い
の
で
す
。

つ
ま
り
、
自 

分
の
力
と
い
う
も
の
を
信
頼
し
て
い
る
人
間
は
、
本
願
を
説
か
れ
て
も
誤
解
さ
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
説
か
れ
な
い
と
、
結
局
縁
が
切
れ 

て
し
ま
う
。

や
は
り
人
間
の
自
覚
を
待
っ
て
説
く
の
で
す
。
何
で
も
か
ん
で
も
説
い
た
ら
い
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
人
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間
が
ま
だ
自
己
の
力
を
信
頼
し
て
い
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
間
に
本
願
を
説
い
て
も
、
そ
う
い
う
立
場
で
理
解
さ
れ
る
か
ら
誤
解
さ
れ
る
。 

念
仏
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
も
、
念
仏
は
わ
ず
か
な
努
力
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
本
当
は
わ
ず
か
な
努
力
で
は
な
く
、
努
力
を
超
え
て
い
る 

の
が
念
仏
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
称
名
念
仏
と
い
う
と
、
わ
ず
か
な
努
力
だ
と
、
そ
ん
な
も
の
で
は
い
っ
こ
う
に
埒
が
明
か
な 

い
。

こ
の
よ
う
に
説
け
ば
誤
解
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
説
か
な
い
と
縁
が
切
れ
て
し
ま
う
。

こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
や
は
り
念
仏
を
取
る
た
め 

の
方
便
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
。

一
切
を
捨
て
て
念
仏
を
取
る
と
い
う
「捨
て
る
」
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
、
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。 

「
捨
て
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

つ
ま
り
努
力
と
念
仏
と
の
間
に
は
橋
が
架
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
努
力
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て 

念
仏
に
帰
す
る
。
努
力
も
捨
て
ず
に
念
仏
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
努
力
の
立
場
で
は
、
念
仏
の
入
り
よ
う
が
な
い
の
で
す
。
努 

力
無
効
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
念
仏
に
触
れ
る
の
で
す
。
念
仏
に
よ
り
自
覚
さ
れ
る
の
で
す
。
そ

の

た

め

に

『観
経
』

で
は
、
努
力
と
い 

う

も

の

が

「観
」
と
い
う
意
味
で
表
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
大
乗
で
も
小
乗
で
も
努
力
す
る
と
い
う
行
に
よ
っ
て
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ 

う
い
う
も
の
を
代
表
し
て
い
る
の
が
観
で
す
。
だ
か
ら
、
思
惟
は
観
の
方
便
だ
と
善
導
大
師
が
言
わ
れ
た
こ
と
を
承
け
て
、
親
鸞
は
そ
れ 

を
解
釈
し
て
、

一
歩
進
め
て
、
観
の
方
便
で
は
な
く
て
、
観
は
方
便
の
意
味
で
あ
り
、
正
受
は
金
剛
の
信
心
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
念
仏
の 

信
心
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
観
と
い
う
一
つ
の
方
便
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
努
力
と
い
う
も
の
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
た
。 

こ
う
親
鸞
は
と
ら
え
た
。
努
力
が
努
力
を
知
っ
た
の
だ
と
。

「捨
て
る
」
と
言
つ
て
も
、
た
だ
放
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。 

努

力
が

努

力
を

自

覚

す

る
こ

と

が

「捨
て
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
「
捨
て
る
」

の
で
は
な
い
、

「
廃
る
」

の
で
す
。
努

力

を

「捨
て 

る
」
と
言
う
と
、

「捨
て
る
」
と
い
う
努
力
が
い
る
で
し
ょ
う
。

や
は
り
努
力
を
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
観
と
い
う
こ
と
が
仏
教
一
般
を
代
表
す
る
実
践
な
の
で
す
。
努
力
と
し
て
見
れ
ば
観
は
方
便
で
す
。
そ
こ 

で
何
で
も
観
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ら
、

こ
れ
は
聖
道
門
だ
と
い
う
こ
と
で
、
昔

の

人

は

『浄
土
論
』

に

「観
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
い 

る
か
ら
、

そ
れ
で
困
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

『浄
土
論
』

を
、
ま
さ
か
方
便
と

言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
曇

鸞

大

師

は

『観
無
量
寿 

経
』

の

「観
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
、

『浄
土
論
』

の

「観
」
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
曇
鸞
大
師
に
は
三
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部
経
の
区
別
が
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
三
部
経
の
批
判
が
な
い
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
問
題
が
こ
こ
に

は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
何

か

教

科

書

の

よ

う

に

「観
」
と
言
っ
た
ら
皆
駄
目
だ
と
言
う
の
で
は
な
し
に
、
努
力
の
観
を
捨
て
る
と
い 

う
こ
と
は
、
た
だ
捨
て
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
た
だ
捨
て
る
と
い
う
の
で
は
話
に
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
努
力
の 

観
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
努
力
の
観
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
本
来
の
観
が
あ 

る
か
ら
で
す
。
本
来
の
観
も
無
し
に
、
た
だ
捨
て
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
は
意
味
が
な
い
と
思
う
の
で
す
。
観
と
い
う
こ
と
を
捨
て
て
信 

心
を
得
る
と
言
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
信
心
そ
の
も
の
に
観
の
徳
が
具
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
我
々
の
観
で
は
な
く
如 

来
の
観
で
す
。

『浄
土
論
』

に
回
向
門
が
あ
り
ま
す
。
回
向
と
い
う
こ
と
も
観
に
劣
ら
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
が
、
法
然
上
人
は 

「
不
回
向
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
そ

の

「
不
回
向
」
と
言
わ
れ
た
意
味
を
親
鸞
聖
人
は
非
常
に
深
く
推
し
て
い
っ
た
。

「
不
回
向
」
と 

言

っ

て

も

「
無
回
向
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

「
不
回
向
」
と
い
う
の
は
回
向
無
用
だ
と
い
う
意
味
で
す
。
回
向
が
い
ら
な
い
と
い
う 

意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
は
暴
論
で
す
。

「
不
回
向
」
と
い
う
の
は
、
念
仏
は
我
々
の
努
力
の
回
向
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。 

何
故
か
と
い
う
と
念
仏
そ
の
も
の
が
如
来
の
回
向
だ
か
ら
で
す
。
如
来
の
発
願
回
向
の
行
を
念
仏
と
言
う
の
で
す
。
我
々
の
発
願
回
向
な 

ら
ヽ
発
願
は
十
九
願
、
回
向
は
二
十
願
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
自
身
如
来
の
発
願
回
向
で
す
。
念
仏
を
称
え
て
、

そ
れ
を
回
向
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
二
十
願
で
間
違
い
に
な
る
。
そ
れ
は
念
仏
を
努
力
に
翻
訳
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

だ

か

ら

「
不
回
向
」

に
は
、
努
力
の
行
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
念
仏
そ
の
も
の
が
如
来
の
本
願
の
行
で

あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

や
は
り
観
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
観
は
い
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
観
は

自
覚
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
な
の
で
す
か
ら
、
観
は
い
ら
な
い
も
の
で
は
な
い

改
め
て
今
更
努
力
し
て
観
を
起
こ
す
必
要
が
な
い
と
い

う
意
味
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

信

心

は

「観
」
と
い
う
意
味
を
具
し
て
い
る
の
で
す
。

「真
実
信
心
は
必
ず
名
号
を
具
す
」
と
親
鸞
は
言
わ
れ
る
。
名
号
と
い
う
も
の
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に
た
ま
わ
っ
た
信
心
、
そ
の
信
心
は
名
号
の
主
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
名
号
全
体
を
具
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
名
号
に 

よ
っ
て
回
向
さ
れ
た
信
心
で
な
け
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
名
号
に
よ
っ
て
回
向
さ
れ
た
信
心
に
は
、
必
ず
そ
こ
に
如
来
の
観 

が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、

こ
れ
は
方
便
の
観
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
の
を
妙
観
察
智
と
言
う
の
で
す
。

こ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま 

す
。
浄
土
の
中
の
観
で
す
。
や
は
り
智
慧
な
の
で
す
。
智
慧
を
成
就
す
る
観
で
は
な
く
て
、
智
慧
の
は
た
ら
き
で
す
。
だ
か
ら
や
は
り
信 

心
の
智
慧
と
言
う
で
し
ょ
う
。
本
願
成
就
の
信
心
だ
か
ら
、
信
心
そ
の
も
の
に
、
本
願
の
妙
観
察
智
と
い
う
も
の
が
具
わ
っ
て
い
る
。
あ 

る
い
は
も
っ
と
直
接
的
に
は
、

一
心
に
五
念
門
の
観
察
門
と
い
う
も
の
が
成
就
し
て
い
る
の
だ
と
思
、つ
の
で
す
。

五

念

門
と

い

う

の

は

や

は

り

「
観
」

が
代
表
し
て
い
る
。
五
念
門
の
行
と
い
う
時
に
は
、
観
が
代
表
す
る
の
で
す
。
自
力
聖
道
の
行
を
、
 

何
で
も
か
ん
で
も
捨
て
て
し
ま
お
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
念
仏
と
い
う
も
の
が
独
断
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
親 

鸞
は
大
行
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
行
が
な
い
の
で
は
な
い
。
念
仏
は
大
行
な
の
で
す
。
努
力
の
行
で
は
な
い
か
ら
大
行
と
言
う
。
あ
る
い 

は
、

『浄
土
論
』

で

い

う

と

「
如
実
修
行
」

で
す
。

一
如
真
実
の
行
で
す
。

「如
実
」
と
い
う
の
は
、
ど
う

し
て

言
え
る
か
と
い
う
と
、
 

「
如
実
」

と

い
う

の
は

人
間
の
努
力
で
は
言
え
な
い
の
で
す
。
如

来

と

い

う

こ

と

が

「如
実
」

で
す
。

一
如
の
は
た
ら
き
な
の
で
す
。 

「
如
実
修
行
」
と
い
う
の
は
一
如
の
は
た
ら
き
と
い
う
意
味
で
す
。
「
如
実
修
行
」
と
い
う
も
の
ま
で
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
「如
実 

修
行
」
を
ど
こ
で
見
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
「如
実
修
行
」
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
「
不
如 

実
修
行
」
を

捨

て

て

「如
実
」

に

帰

す

る

の

を

「
南
無
」
と
言
う
の
で
す
。
如
実
の
本
願
に
帰
す
る
の
で
す
。
た
だ
声
に
出
す
と
い
う
こ 

と
が
称
名
念
仏
で
は
な
い
で
す
ね
。
称

名

念

仏

の

「
称
」
と
い
う
字
は
、
声
で
象
徴
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
声
で
は
な
い
の
で
す
。
称
讃
と 

い
う
意
味
で
す
。
如
実
の
徳
を
称
讃
す
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
徳
を
称
讃
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
そ
れ
は
我
々
が
称
讃
す
る 

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
我
々
は
称
讃
で
き
な
い
。
そ
れ
は
唯
仏
与
仏
の
知
見
で
す
。
仏
を
称
讃
す
る
も
の
は
仏
だ
け
な
の
で
す
。 

凡
夫
に
称
讃
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
で
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

『浄
土
論
』

に
お
い
て
、

五
念
門
の
中
心
は
観
で
す
が
、
次
第 

に
中
心
が
移
動
し
て
く
る
。
世
親
菩
薩
と
し
て
は
観
が
中
心
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
言
え
ば
止
観
で
す
。
作

願

・
観

察

と

い

う

の

が

五

念

門
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の
中
心
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
曇
鸞
大
師
に
い
く
と
、
第
二
讃
嘆
門
と
い
う
も
の
が
大
き
く
出
て
く
る
。
如
来
の
名
で 

す
。
今
言
っ
た
称
讃
で
す
。
称
讃
と
い
う
の
が
大
き
く
出
て
く
る
の
で
す
。
中
心
が
そ
こ
に
移
動
し
て
く
る
の
で
す
。 

称
名
念
仏
と
い
う
こ
と
に
、
善

導

大

師

は

『観
経
』

に
依
っ
て
五
正
行
と
い
う
も
の
を
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
善
導
大
師
は
、

五
正
行 

も
五
念
門
も
一
つ
に
見
て
い
か
れ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
や
は
り
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
五

正

行

は

『観
無
量
寿 

経
』

に
依
っ
て
あ
る
の
で
す
し
、
五

念

門

と

い

う

の

は

や

は

り

『無
量
寿
経
』

で
す
。
そ
の
善
導
大
師
の
五
正
行
と
い
う
こ
と
の
中
に
は 

観
仏
と
称
名
念
仏
が
二
つ
並
ん
で
い
ま
す
。
五
正
行
で
す
か
ら
互
角
に
並
ん
で
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
互
角
で
す
け
れ
ど
も
、
観
仏
が 

主
な
の
で
す
。
観
仏
が
で
き
る
た
め
に
は
称
名
だ
と
い
う
ふ
う
に
一
応
は
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
も
う
一
つ
徹
底
す
る
と
、
称
名
は
五
正 

行
の
四
番
目
に
あ
る
。
称
名
の
前
の
三
つ
の
行
と
、
称

名

の

後

の

一

つ

の

行

を

「前
三
後
一
」
と
言
う
。

こ
れ
は
助
業
と
い
う
も
の
で
す
。 

称
名
を
助
け
る
の
で
す
。
第
四
の
称
名
念
仏
だ
け
が
正
定
の
業
で
す
。
だ

か

ら

『正
信
偈
』

に

「
本
願
名
号
正
定
業
」
と
言
わ
れ
る
。
五 

正
行
の
中
に
つ
い
て
、
補
助
的
な
行
と
正
し
く
往
生
を
決
定
す
る
行
と
い
う
ふ
う
に
、
助
業
と
正
定
業
と
を
分
か
っ
て
く
る
。
五
正
行
は 

観
仏
が
主
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
正
助
二
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
観
仏
は
補
助
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
念
仏
一
つ
と
い
う
も
の
に
な
る
。 

何
故
な
ら
称
名
念
仏
は
本
願
の
行
だ
か
ら
で
す
。
我
々
が
称
名
念
仏
を
浄
土
の
行
に
し
た
の
で
は
な
く
、
本
願
に
よ
っ
て
浄
土
の
行
と
さ 

れ
た
の
で
す
。
他
の
行
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
我
々
が
浄
土
の
行
に
し
て
い
る
。
称
名
念
仏
は
本
願
の
方
で
選
び
取
っ
た
。
も
し
本
願
を 

取
っ
て
し
ま
う
と
、
観
仏
と
称
名
と
で
は
観
仏
の
方
が
勝
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
本
願
の
立
場
に
な
る
と
称
名
だ
け
が
第
十
七
願 

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
五
正
行
で
は
、
立
て
た
り
廃
て
た
り
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
が
五
念
門
と
違
う
。
そ
れ
に
対
し
て
五
念
門
は
、
 

廃
て
た
り
立
て
た
り
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
全

部

が

「念
」
と
い
う
字
に
貫
か
れ
て
い
る
。
五

念

門

の

「念
」
と
は
念
仏
で
し
ょ
う
。
五 

正
行
に
な
る
と
、
廃
す
る
と
い
う
こ
と
と
立
て
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

い
わ
ん
や
五
正
行
で
は
、
第
五
は
讃
嘆
、
第
四
は
称
名
と
い
う 

ふ
う
に
称
名
と
讃
嘆
と
が
二
つ
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

『浄
土
論
』

で
は
そ
う
で
は
な
い
。

『浄
土
論
』

の

讃

嘆

門

は

「
彼
の
如
来
の
名
を 

称
す
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
名
号
で
あ
る
。
そ
れ
で
称
名
に
は
称
讃
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
う

い
う
こ

と

を

説

い
て

い

る

の
が

『浄
土
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論
』

の
五
念
門
で
す
。
本
願
で
は
第
十
七
願
で
す
。

こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。 

そ
の
念
仏
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

五
念
門
の
中
の
第
二
讃
嘆
門
を
押
さ
え
て
き
た
の
が
曇
鸞
大
師
で
す
。 

親
鸞
は
一
番
最
後
の
回
向
門
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
問
題
だ
と
押
さ
え
る
。

こ
の
よ
う
に
五
念
門
の
中
心
点
が
、
世
親
、
曇
鸞
、
親
鸞
と 

移
動
し
て
く
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
五
念
門
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
五
念
門
と
い
う
の
は
非
常
に
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
経 

典
に
劣
ら
な
い
だ
け
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
ど
こ
に
よ
っ
て
あ
あ
い
う
も
の
を
考
え
た
の
か
、

そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。

『大 

無
量
寿
経
』

に
依
っ
て
、

『大
無
量
寿
経
』
を
通
し
て
世
親
菩
薩
が
あ
あ
い
う
も
の
を
立
て
ら
れ
た
。

や
は
り
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
論
家 

と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
経
典
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
意
義
を
表
し
た
。
経
典
に
も
劣
ら
な
い
の
で
す
。

回
向
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
も
と
経
典
に
出
て
い
ま
す
。
「
至
心
回
向
」
と
い
う
こ
と
が
本
願
成
就
と
し
て
経
典
に
出
て
い
る
。

『入
出 

二
門
偈
』

に

「
一
心
」
と

あ

る

の

は

本

願

成

就

の

「
一
心
」

で
す
。
本
願
成
就
の
文
を
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、

「
至
心
回
向
」
と
い
う
こ 

と
が
出
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
ど
う
も
昔
の
言
い
方
で
は
、

「
至
心
に
回
向
し
て
乃
至
一
念
ま
で
も
」
と
言
う
。
そ
の
時
の
一
念
は
ど
う
い 

う
も
の
か
と
い
う
こ

と
で

す
が

、

一

応

本

願

に

は

「
十
念
」
と
説
い
て

あ
る
し
、
本

願

成

就

の

経

文

で

は

「
一
念
」

と
説
い
て

あ
る
。 

『大
無
量
寿
経
』

の
下
巻
を
見
て
み
る
と
、
初
め
の
所
に
二
箇
所
、
最
後
に
一
箇
所
、

「
一
念
」
が
出
て
き
ま
す
。
本

願

で

は

「
十
念
」
、
 

本

願

成

就

を

述

べ

ら

れ

る

下

巻

で

は

「
一
念
」
。

い

ず

れ

も

「
乃
至
十
念
」
、

「
乃
至
一
念
」

で
す
か
ら
、
も
の
は
か
わ
る
は
ず
は
な
い
。 

だ
か
ら
一
念
の
行
と
い
う
の
は
一
声
の
念
仏
の
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
は
行
の
一
念
で
す
。
行
に
つ
い
て
の
一
念
は
一
声
で
す
。

一
声
の
念 

仏
ま
で
も
至
心
に
回
向
し
て
願
生
す
る
。

こ
う
見
る
。
回
向
発
願
心
だ
か
ら
ね
。
念
仏
を
称
え
た
努
力
を
回
向
す
る
。
そ
う
す
る
と
そ
れ 

は
第
二
十
願
に
な
る
。
至
心
回
向
は
第
十
八
願
成
就
文
に
は
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
第
十
八
願
文
に
は
な
い
。
第

十

八

願

文

に

は

「
至
心 

信
楽
」
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
け

れ

ど

も

「
至
心
回
向
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
の
は
第
二
十
願
で
す
。
そ
れ
が
第
十
八
願
成
就
と
言 

わ

れ

る

箇

所

に

ま

た

「
至
心
回
向
」
と
出
て
い
る
。
第
十
八
願
成
就
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
本
当
は
第
二
十
願
成
就
で
は
な
い
か
。
第 

二
十
願
成
就
な
ら
本
願
は
成
就
し
な
い
。
回
向
す
る
必
要
が
あ
る
な
ら
成
就
し
て
い
な
い
。
人
間
の
回
向
と
い
う
努
力
を
必
要
と
す
る
限

103



り
、
本
願
は
成
就
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
回
向
し
て
願
が
成
就
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
本
願
成
就
と
言
っ
て
も
意
味
が
わ 

か
ら
な
い
。
成
就
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
ど
う
も
本
願
の
文
が
読
め
な
い
。
大
き
な
矛
盾
が
あ
る
。
と
こ
ろ 

が
、
善
導
大
師
や
法
然
上
人
は
何
に
も
矛
盾
を
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。
法
然
上
人
で
は
第
二
十
願
も
第
十
八
願
も
区
別
が
な
か 

っ
た
。
第
十
八
願
と
言
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、

や
は
り
第
二
十
願
の
意
味
も
含
む
。
し
か
し
第
十
九
願
と
は
区
別
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
第 

十
九
願
は
諸
行
で
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と
念
仏
と
い
う
も
の
は
区
別
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
第
二
十
願
と
第
十
八
願 

に
な
る
と
区
別
が
で
き
な
い
。
念
仏
と
い
う
こ
と
で
は
、
第
十
八
願
は
念
仏
の
信
心
で
、
第
一 

ー
十
願
も
念
仏
で
す
。
念
仏
に
区
別
は
な
い
。 

だ
か
ら
第
二
十
願
と
第
十
八
願
と
い
う
も
の
は
区
別
が
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
本
来
だ
っ
た
の
で
す
。
第
二
十
願
と
第
十
八
願
と
い 

う
も
の
の
関
係
は
、
第
十
八
願
と
第
十
九
願
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
関
係
が
違
う
の
で
す
。
関
係
が
非
常
に
内
面
的
で
す
。
第
十
九
願 

と
第
十
八
願
は
外
面
的
な
関
係
で
、
あ
れ
か
こ
れ
か
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
第
二
十
願
と
第
十
八
願
と
い
う
も
の
は
関
係 

が
内
面
的
で
す
。
外
か
ら
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
教
学
と
し
て
、
ま
だ
明
確
に
そ
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
。 

こ
う
い
う
事
情
な
の
で
す
。
我
々
は
親
鸞
聖
人
が
出
ら
れ
て
か
ら
、
何
と
も
思
わ
ず
に
本
願
成
就
の
文
だ
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ 

う
で
は
な
い
の
で
す
。
親
鸞
に
立
っ
て
み
る
と
、
経
典
の
文
章
自
身
が
混
乱
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
深
い
疑
問
で
す
ね
。
疑
問
と 

い
っ
て
も
本
願
な
ん
か
あ
て
に
な
ら
な
い
と
い
う
疑
問
で
は
な
い
。
ど
う
心
得
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
ね
。

で
た
ら
め
だ
と
い 

う
意
味
で
疑
わ
し
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
わ
か
ら
な
い
の
は
こ
っ
ち
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
経
典
の
方
が
駄
目
な
の
で
は
な
い
。

つ
ま 

り
経
典
の
文
句
が
ま
だ
不
完
全
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
我
々
の
方
が
は
っ
き
り
そ
れ
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

や
は 

り
こ
っ
ち
の
方
の
問
題
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
、
あ
あ
い
う
言
葉
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
至
心
発
願
や
三
心
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
な
る 

と
、
信
仰
の
道
程
で
す
か
ら
、
信
仰
の
道
程
を
持
っ
て
な
い
人
で
は
解
い
て
み
よ
う
も
な
い
。

「虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
虎
児
を
得
ず
」
と 

言
い
ま
す
が
、
全
然
信
仰
の
経
験
の
な
い
者
に
は
、
あ
あ
い
う
信
仰
を
か
け
た
文
章
と
い
う
も
の
は
読
め
な
い
。
そ
こ
が
行
と
は
違
う
の 

で
す
。
行
は
雑
行
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
捨
て
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
自
覚
で
す
。
自
覚
す
る
か
ら
捨
て
る
と
い
う
こ
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と
に
な
る
。
た
だ
ポ
ー
ン
と
捨
て
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。

午

前

中

に

話

し

た

「
私
心
」
と
い
う
も
の
、

こ
れ
は
や
は
り
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
品
物
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
。 

品
物
な
ら
捨
て
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
私
心
は
自
分
で
捨
て
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
信
仰
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
内
面
の
問 

題
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
分
別
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
分
別
そ
の
も
の
が
間
違
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
分 

別
そ
の
も
の
は
与
え
ら
れ
た
機
能
な
の
で
す
が
、
そ
の
分
別
に
私
心
が
付
着
す
る
の
で
す
。
我

見

・
我
執
み
た
い
な
も
の
が
加
わ
っ
て
く 

る
。
分
別
と
い
う
も
の
が
分
別
自
身
を
固
執
す
る
の
で
す
。
固
執
の
と
も
な
っ
た
分
別
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
し
な
が
ら
、
遂
に
固
執
す 

る
と
い
う
こ
と
を
批
判
で
き
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
我
々
は
私
心
は
何
で
も
な
い
よ
う
に
思
い
、
分
別
が
固
執
す
る
の 

も
痛
く
も
痒
く
も
な
い
よ
う
に
思
う
。
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
れ
が
邪
見
僑
慢
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
所
知
障
や
法
執
や
ー 

ー
執
と
い
う
よ 

う
な
も
の
を
邪
見
僑
慢
と
い
う
。
全
部
に
公
開
さ
れ
て
い
る
世
界
、
全
く
純
粋
に
与
え
ら
れ
た
世
界
の
中
に
、
自
分
で
所
有
す
る
観
念
を 

起
こ
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
誇
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
邪
見
僑
慢
で
す
。
煩
悩
悪
業
の
衆
生
は
、
悪
人
正
機
で
す
か
ら
、
そ
の
ま
ま
お 

助
け
に
あ
ず
か
る
。
け
れ
ど
も
、
邪
見
僑
慢
は
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
そ
こ
に
は
や
は
り
翻
す
と
い
う
こ
と
が 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
邪
見
僑
慢
を
翻
す
と
は
、
邪
見
僑
慢
を
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
邪
見
僑
慢
が
、
邪
見
僑
慢
を
自
覚
す
る
と 

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
の
で
す
。
何
も
自
覚
せ
ず
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
邪
見
僑
慢
の
ま
ま
浄
土
へ
往
っ
て
も
、
 

浄
土
の
中
で
邪
見
僑
慢
を
起
こ
し
て
い
く
の
で
す
。
邪
見
僑
慢
は
、
浄
土
へ
往
っ
て
も
私
心
を
起
こ
し
て
い
く
。
浄
土
の
中
で
不
平
を
こ 

ぼ
し
て
い
く
の
で
す
。
分
別
そ
の
も
の
が
悪
い
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
分
別
の
限
界
、
分
別
の
分
限
を
知
ら
な
い
。
そ
こ
に
問
題
が
あ 

る
の
で
す
。
実
体
的
な
分
別
に
な
る
の
で
す
ね
。
分
別
し
た
も
の
を
、
分
別
し
た
も
の
と
知
ら
な
い
で
、
分
別
し
た
も
の
が
分
別
を
超
え 

て
実
体
化
す
る
。
善
悪
と
い
う
の
は
分
別
な
の
で
す
。
善
悪
と
い
う
も
の
を
考
え
、
考
え
た
善
悪
と
い
う
も
の
が
実
在
し
て
あ
る
も
の
だ 

と
、

こ
う
思
う
。
そ
う
い
う
よ
う
に
善
悪
と
い
う
も
の
が
実
体
化
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
人
間
を
縛
る
も
の
は
何
も
あ
り
は 

し
な
い
の
に
、
実
体
化
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
人
間
は
縛
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
私
心
と
言
い
ま
す
。
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そ
う
す
る
と
、
先
ほ
ど

言
い
ま
し
た
よ
う
に
五
念
門
の
中
に
「観
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
お
り
、
そ
れ
は
中
心
的
な
意
義
を
持
っ
て
い 

る
と
い
う
こ
と
が
、
大
切
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
五
念
門
を
読
む
と
、
智
慧
を
も
っ
て
観
察
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
わ
け
で
す 

が
、
そ
こ
に
は
観
察
に
よ
っ
て
智
慧
を
得
る
の
で
は
な
い
、
智
慧
で
観
察
す
る
と
書
い
て
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
妙
観
察
智
と
言
い
ま 

す
。

つ

ま

り

「
妙
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

『浄
土
論
』

で
は
、
世

親

自
ら

が

観

察
門
を

国
土
荘
厳

・
仏

荘

厳

・
菩
薩
荘
厳
と
い
う
三
種 

荘
厳
に
広
く
開
い
て
い
る
。
三
種
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
形
で
浄
土
を
観
察
す
る
。
浄
土
そ
の
も
の
は
自
然
の
状
態
で
す
。
人
間
が
作
っ 

た
世
界
に
浄
土
は
な
い
。
自
然
の
と
こ
ろ
に
本
当
の
浄
土
が
あ
る
。
人
間
は
浄
土
を
作
ろ
う
と
思
っ
て
苦
労
し
て
い
る
の
で
す
。
社
会
と 

い
う
も
の
も
、

み
ん
な
そ
う
で
す
。̂
^

建
主
義
社
会
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
何
も
駄
目
な
も
の
と
思
っ
て
や
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
〇 

み
ん
な
本
当
の
も
の
だ
と
考
え
て
や
っ
て
き
た
。
願
生
浄
土
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
あ
あ
い
う
人
間
の
歴
史
的
社
会
は
わ
か
ら
な
い
。 

浄
土
の
願
い
が
、
あ
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
る
。
人
間
の
歴
史
と
い
う
の
は
、
浄
土
を
求
め
て
浄
土
を
得
ら
れ
な
い
歴
史
な
の
で
す
。 

得
ら
れ
な
い
が
故
に
、

一
層
願
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
願
う
け
れ
ど
も
そ
う
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
願
生
心
の
流
転
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と 

こ
ろ
に
人
間
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

一
如
の
世
界
は
本
土
に
帰
っ
た
世
界
で
す
。
そ
こ
に
浄
土
の
本
当
の
意
味
が
あ 

る
。

こ
う
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
の
が
願
心
荘
厳
で
す
。

で
す
か
ら
三
種
荘
厳
と
い
う
の
は
結
論
に
な
る
。
願
心
に
よ
っ
て
自
然
の
浄
土 

と
い
う
も
の
の
形
を
現
し
て
い
る
。
功
徳
成
就
と
い
う
形
を
現
し
て
い
る
。
形
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
作
っ
た
の
で
は
な 

く
て
願
心
に
よ
っ
て
現
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
荘
厳
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
純
粋
な
言
葉
な
の
で
す
。

『大
無
量
寿 

経
』

で
は
法
蔵
菩
薩
が
四
十
八
願
を
も
っ
て
浄
土
を
荘
厳
さ
れ
た
。
そ

こ

に

「
建
立
常
然 

無
衰
無
変
」
と
書
い
て
あ
る
。
作
っ
た
も
の 

な
ら
、
ま
た
滅
び
る
こ
と
が
あ
り
そ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
建
立
し
た
も
の
や
建
設
し
た
も
の
に
は
、
衰
変
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か 

し
、
作
っ
た
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
作
る
こ
と
を
超
え
て
い
る
、
と

い

う

の

が

「
無
衰
無
変
」

で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
象
徴
と
い
う
。
形 

で
す
。
形
の
な
い
も
の
の
形
な
の
で
す
。
だ
か
ら
形
の
と
こ
ろ
に
、
も
う
す
で
に
形
の
な
い
も
の
が
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な 

意
義
で
浄
土
と
い
う
も
の
が
見
出
さ
れ
る
の
で
す
。
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国
土
荘
厳
を
通
し
て
仏
荘
厳
が
あ
る
。

『入
出
二
門
偈
』

で
も
、
ま

ず

初

め

は

「
か
の
世
界
」
と
言
い
ま
す
。
国

土

を

通

し

て

「
か
の 

世
界
」
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
国
土
の
仏
、

つ
ま
り
仏
国
土
を
通
し
て
仏
に
な
る
。
人
間
の
国
土
で
は
な
い
。
人
間
の
方
は
一
心
帰
命 

で
す
。
南
無
で
す
。
人
間
は
一
心
帰
命
、

こ
う
い
う
の
が
自
分
の
分
限
で
す
。
そ
の
南
無
を
通
し
て
人
間
を
超
え
た
世
界
に
触
れ
る
。
そ 

れ

が

「
か
の
世
界
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
仏
の
国
土
を
通
し
て
仏
そ
の
も
の
を
現
す
。
そ
れ
か
ら
今
度
は
仏
か
ら
菩
薩
が
生
ま 

れ
て
く
る
。

こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
先
ず
国
土
に
触
れ
る
。
直
接
に
仏
に
触
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
先
ず
仏
の
土
に
触
れ
る
。
土 

を
通
し
て
仏
に
触
れ
る
。
仏
に
触
れ
た
者
が
菩
薩
と
な
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
。
三
種
荘
厳
と
い
う
の
は
、
た
だ
陳
列
し
た
よ
う
に
並
ん
で 

は
い
な
い
。
展
開
し
て
い
る
。
横
に
並
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
縦
に
連
続
す
る
。
浄
土
を
く
ぐ
っ
て
仏
に
触
れ
る
。
仏
を
く
ぐ
っ
て
菩
薩 

に
触
れ
る
。
南
無
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
穢
土
の
衆
生
が
穢
土
を
超
え
た
仏
の
世
界
に
触
れ
る
。
穢
土
を
や
め
て
仏
土
に
触
れ
る
の
で 

は
な
い
。

浄
土
は
死
ん
だ
先
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
浄
土
は
今
あ
る
。

一
心
帰
命
で
大
事
な
の
は
、

一
心
帰
命
は
今
な
の
で
す
。
昨
日
一
心
帰
命 

し
た
と
、

こ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
今
一
心
帰
命
す
る
。
そ
の
現
在
と
い
う
も
の
を
通
し
て
人
間
を
超
え
た
世
界
を
観
ず
る
。
そ
こ
に
即 

得
往
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

『観
経
』

に

は

「
即
便
往
生
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
よ
う
な
言
葉
を
、
親
鸞
は
非
常
に 

注
意
し
て
読
ん
で
い
る
。

「
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」

に

「
即
得
往
生
」
す
る
。
往
生
と
い
う
こ
と
は
、

や
は
り
信
の
一
念
に
あ
る
。
浄
土 

と
い
う
の
は
、
別
に
外
に
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
浄
土
と
い
う
の
は
一
つ
の
自
覚
内
容
で
す
。
信
心
が
決
定
す
る
時
に 

往
生
が
決
定
し
て
い
る
の
で
す
。
決
定
を
表
す
わ
け
で
す
。
自
覚
さ
れ
る
心
を
離
れ
て
自
覚
さ
れ
る
世
界
は
な
い
。
浄
土
を
見
出
す
心
と
、
 

見
出
さ
れ
る
浄
土
と
、

二
つ
が
別
に
結
合
す
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
浄
土
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
は
信
心
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う 

こ
と
な
の
で
す
。
信
仰
生
活
を
離
れ
て
浄
土
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
信
仰
生
活
を
浄
土
と
い
う
。
浄
土
を
持
つ
生
活
を
信
仰
生
活
と
い 

う

。
浄
土
の
な
い
生
活
、
暗
い
顔
を
し
て
い
て
信
心
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
成
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
煩
悩
が
あ
る
限
り
成 

仏
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
往
生
な
ら
煩
悩
が
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
信
の
一
念
に
往
生
す
る
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の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
現
在
の
仕
事
で
す
。
成
仏
の
世
界
は
純
粋
未
来
の
仕
事
で
す
。
未
来
と
い
っ
て
も
、
未
来
が
ど
こ
か
に
来
る
と
い 

う
の
で
は
な
く
、

や
は
り
信
心
が
往
生
し
成
仏
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら
現
在
の
中
に
未
来
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
す
。
成
仏
は
未
来
と
言 

っ
て
も
、
往
生
ま
で
未
来
と
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
信
の
一
念
に
往
生
を
決
定
す
る
、
そ
れ
が
本
願
成
就
の
文
に
明
ら
か
に
さ
れ
て 

い
る
。
現
生
に
不
退
に
住
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
真
実
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。

三
種
荘
厳
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
三
種
荘
厳
に
三
種
の
願
が
出
て
い
ま
す
。
面
白
い
で
す
ね
。
三
種
荘
厳
に
即
し
て
三
種
の
願
が
出 

て
い
ま
す
。
願
生
も
一
つ
の
願
で
す
が
、
願
の
内
容
が
三
種
あ
る
。
ま
ず
国
土
荘
厳
の
と
こ
ろ
に
衆
生
の
願
が
出
て
く
る
。

「衆
生
所
願 

楽

一

切

能

満

足

」
と
、
衆
生
の
願
楽
悉
く
よ
く
満
足
す
る
と
あ
り
ま
す
。
国
土
と
い
う
も
の
が
衆
生
の
願
に
応
え
た
の
で
す
。
本
願
が 

衆
生
の
願
に
応
え
て
い
る
の
で
す
。
徹
底
し
て
言
え
ば
、
仏
に
浄
土
は
無
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
衆
生
の
要
求
で
あ
る
。
国
土
と
い
う
こ
と 

は
衆
生
に
と
っ
て
一
番
大
事
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
国
土
を
見
出
す
と
は
、
大
地
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
菩
薩
地
で
は
な
く
仏
地
で 

す
。
国
土
は
仏
地
で
す
。

『十
地
経
』

の
よ
う
な
も
の
は
菩
薩
地
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
国
土
は
菩
薩
地
で
は
な
く
て
仏
地
で
す
。
そ
れ 

か
ら
国
土
を
通
し
て
今
度
は
仏
の
願
が
出
て
く
る
。
そ
し
て
仏
の
願
か
ら
菩
薩
の
願
が
出
て
く
る
。
菩
薩
の
願
は
浄
土
に
願
生
す
る
の
で 

は
な
く
、
逆
に
穢
土
に
願
生
す
る
。
初
め
は
衆
生
が
浄
土
に
願
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
始
ま
っ
て
、

こ
こ
に
お
い
て
穢
土
に
願
生
す
る
。 

衆
生
の
世
界
に
願
生
す
る
の
で
す
。
そ
こ
を
見
て
み
る
と
、
浄
土
を
離
れ
ず
に
穢
土
に
往
く
と
書
い
て
あ
る
。
浄
土
を
離
れ
ず
に
穢
土
に 

生
ま
れ
る
。

こ
う
い
う
こ
と
が
菩
薩
荘
厳
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。
浄
土
を
離
れ
ず
に
十
方
の
世
界
に
生
ま
れ
て
い
く
。
そ
う
す
れ
ば
、
 

逆
に
言
え
ば
我
々
は
十
方
の
世
界
を
離
れ
ず
に
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
。

こ

れ

が

「
即
得
往
生
」

で
す
。
此 

の
土
を
離
れ
ず
に
浄
土
に
生
ま
れ
る
。
浄
土
に
生
ま
れ
た
者
は
浄
土
を
離
れ
ず
に
穢
土
に
生
ま
れ
る
。

こ
う
い
う
よ
う
に
、

二
つ
の
世
界 

が
き
ち
っ
と
区
別
さ
れ
な
が
ら
、
そ
こ
で
自
由
に
交
わ
っ
て
い
く
。
区
別
を
止
め
て
融
通
す
る
の
で
は
な
い
。
区
別
を
し
て
融
通
、
交
通 

す
る
。

こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
て
自
覚
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
を
捨
て
て
如
来
と
い
う
も
の
は
な
い
。
衆
生
を
離
れ
ず
に
如
来 

の
世
界
に
生
ま
れ
、
如
来
を
離
れ
ず
に
衆
生
の
世
界
に
生
き
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
精
神
の
自
由
、

つ
ま
り
精
神
界
で
す
。
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さ
て
、
国
土
荘
厳
の
中
で
世
親
菩
薩
は
、

「
成
就
不
可
思
議
カ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
推
し
て
い
け
ば
三
種
荘
厳
は
み
な
そ 

う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
と

に

か

く

国

土

荘
厳

に

つ

い
て

「
不
可
思
議
カ
を
成
就
し
た
ま
え
る
が
故
に
」
と
あ
る
。
そ
こ
に 

喩
え
も
あ
る
。
「摩
尼
如
意
宝
性
」

で
す
。
心
の
如
く
に
な
る
宝
で
す
ね
。
「
摩
尼
如
意
宝
性
の
如
し
」
と
。
宝
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
も 

し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
如
意
宝
と
い
う
宝
で
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
打
て
ば
響
く
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。 

自
然
の
世
界
を
願
心
で
打
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
響
い
て
き
た
の
が
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
不
可
思
議
成
就 

を
曇
鸞
大
師
は
非
常
に
注
意
し
た
の
で
す
。
五
つ
の
不
思
議
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

五
つ
の
不
思
議 

が
い
ろ
ん
な
経
典
に
説
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
い
ろ
い
ろ
な
不
思
議
に
関
す
る
経
説
を
ま
と
め
て
み
る
と
五
種
の
不
思
議
と
い
う
こ
と 

に
な
る
。
そ
れ
で
五
種
の
不
思
議
に
照
ら
し
て
仏
法
の
不
思
議
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
れ
は
非
常
に
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と 

思
う
の
で
す
。
そ
の
仏
法
の
不
思
議
と
し
て
浄
土
の
不
思
議
を
曇
鸞
大
師
が
解
釈
さ
れ
た
。
不
思
議
力
と
い
う
も
の
に
感
銘
を
受
け
た
と 

い
う
こ
と
な
の
で
す
。

五
種
の
不
思
議
の
中
に
は
、
衆
生
多
少
不
思
議
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
衆
生
界
と
い
う
も
の
は
、
ど
ん
ど
ん
生
ま
れ
て
い
く
し
、
 

ど
ん
ど
ん
死
ん
で
い
く
け
れ
ど
も
、
結
局
い
つ
も
平
均
を
保
っ
て
い
る
。
生
ま
れ
て
来
る
人
間
は
別
に
相
談
し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど 

も
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
島
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
烏
が
住
ん
で
い
て
、

ホ
テ
ル
か
ら
バ
ナ
ナ
の
皮
を
捨 

て
る
と
、
そ
の
バ
ナ
ナ
の
皮
が
下
に
届
か
な
い
う
ち
に
烏
が
来
て
サ
ー
ッ
と
さ
ら
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
そ
の
町
で
は
掃
除
す
る
手
間
が 

い
ら
な
い
と
い
う
。
下
手
を
す
る
と
窓
を
開
け
て
食
事
し
て
い
る
時
に
、
烏
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
烏
が
島
に 

居
る
率
は
、
ど
う
も
平
均
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
ね
。
烏
も
命
が
あ
る
か
ら
死
ん
で
い
く
し
、
ま
た
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
烏
の
数
が
ど 

う
も
平
均
し
て
い
る
。
食
物
が
食
え
る
範
囲
で
増
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
以
上
烏
が
増
え
な
い
の
は
、
そ
れ
以
上
増
え
た
ら
食
物
が
な 

い
、
し
か
し
食
物
が
あ
る
限
り
増
え
て
い
る
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
別
に
烏
が
計
算
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
し
ょ
う
け
れ 

ど
も
不
思
議
な
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
衆
生
多
少
不
思
議
で
す
。
そ
し
て
業
力
不
思
議
で
す
が
、
業
と
い
う
も
の
は
、
今
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あ
ら
ゆ
る
業
を
作
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
今
果
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
今
作
っ
て
未
来
に
果
を
受
け
る
。
今
我
々
が
一
つ
の 

業
を
作
る
と
い
う
と
、
ま
だ
来
た
ら
な
い
未
来
を
約
束
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
未
来
の
果
を
牽
く
の
で
す
。
牽
引
と
い
う
意
味
が
あ
る
。 

生
ず
る
場
合
は
現
に
果
が
あ
る
場
合
は
生
ず
る
。
果
は
ま
だ
な
い
け
れ
ど
も
約
束
す
る
。
果
は
ま
だ
そ
こ
に
は
現
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も 

決
定
し
て
い
る
。
こ

の

場

合

は

「
牽
く
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
曾
我
量
深
先
生
に
言
わ
せ
れ
ば
「感
応
道
交
」

で
す
。 

今
業
を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
、
未
だ
来
た
ら
ざ
る
未
来
に
感
応
す
る
。

こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
業
力
の
不
思
議
だ
と
い
う
。
そ
れ
か
ら 

龍
力
不
思
議
と
い
う
の
は
、
昔
だ
か
ら
龍
が
雨
を
降
ら
せ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
最
近
も
暑
く
て
暑
く
て
か
な
わ
な
い
、
あ 

ん
ま
り
雨
が
降
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
木
が
へ
と
へ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
私
は
昨
日
こ
ち
ら
に
来
る
時
に
木
に
水
を
や
っ
た
の
で
す
。
水
を 

や
っ
た
と
た
ん
に
ザ
ー
ッ
と
雨
が
降
っ
て
来
た
。
そ
う
い
う
も
の
で
す
ね
。
天
候
で
す
。
そ
れ
を
龍
力
不
思
議
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
禅
定 

力
不
思
議
と
い
う
の
は
精
神
界
で
す
。
精
神
界
と
い
う
も
の
は
不
思
議
で
す
よ
ね
。
禅
定
の
世
界
で
す
。
龍
力
と
い
う
の
は
自
然
界
の
不 

思
議
で
す
。
禅
定
力
不
思
議
と
い
う
の
は
精
神
界
の
不
思
議
で
す
。
今
で
は
自
然
の
方
が
本
当
で
精
神
の
方
が
噓
だ
と
、

こ
う
言
う
が
、
 

そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
精
神
界
の
不
思
議
と
自
然
界
の
不
思
議
と
は
、
力
に
お
い
て
は
少
し
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
一
番
最
後 

に
仏
法
力
不
思
議
と
言
う
の
で
す
。

い
ろ
ん
な
不
思
議
が
あ
り
ま
す
が
、

や
は
り
仏
法
力
の
不
思
議
と
比
較
す
る
の
で
し
ょ
う
。
不
思
議
と
言
っ
て
も
、
仏
法
力
の
み
で
は 

な
く
、

い
ろ
ん
な
不
思
議
が
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
不
思
議
と
比
較
し
て
、
仏
法
の
不
思
議
を
混
乱
し
な
い
よ
う
に
区
別
す
る
。
仏
法 

不
思
議
と
い
う
以
外
の
不
思
議
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
不
可
知
と
い
う
よ
う
な
不
思
議
で
は
な
い
か
。
今
は
わ
か
ら
な
い
と
言
う
。
け
れ 

ど
も
、

こ
れ
は
こ
う
い
う
訳
だ
と
わ
か
れ
ば
そ
の
不
思
議
は
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ

う

い

う

「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
味 

の
不
思
議
で
す
。
そ
れ
か
あ
る
い
は
何
か
、
非
常
に
神
秘
的
な
意
味
の
不
思
議
で
す
。
わ
か
ら
な
い
か
ら
神
秘
的
な
の
で
し
ょ
う
。
神
秘 

的
な
も
の
は
、
だ
ん
だ
ん
と
推
し
て
い
く
と
奇
蹟
み
た
い
な
も
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
摩
訶
不
思
議
で
す
。
霊
験
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。 

仏
法
以
外
は
そ
う
い
う
不
思
議
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
仏
法
不
思
議
を
混
乱
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
、
五
つ
に
不
思
議
が
確
か
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め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
今
日
で
は
、
仏
法
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
、
何
か
霊
験
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
困
る
。 

混
乱
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
逆
に
い
っ
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
。
仏
法
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
が
不
思
議
な
の
で
す
。
奇
蹟 

で
は
な
い
。

「
平
常
心
是
道
」
と
言
っ
て
、

日
常
的
な
こ
と
が
不
思
議
で
あ
る
。
縁
起
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
う
の
で 

す
。
諸
法
は
因
縁
よ
り
生
じ
る
と
い
う
こ
と
が
不
思
議
と
い
う
意
味
で
す
。
分
別
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
人
間
は
、
 

世
界
で
も
何
で
も
、
分
別
で
決
め
よ
う
と
す
る
け
れ
ど
も
、
分
別
を
超
え
て
、

い
ろ
い
ろ
の
現
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
我
々
が 

生
ま
れ
よ
う
と
思
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
思
い
を
超
え
て
生
ま
れ
て
来
た
の
で
す
。
分
別
で
わ
か
る
論
理
で
は
な
い
か
ら
、
 

そ
れ
は
理
論
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
理
論
的
な
論
理
で
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
理
論
で
は
な
い
論
理
が
ち
ゃ
ん
と
動
い
て
い
る
。
そ 

れ
が
因
縁
と
い
う
も
の
で
す
。
無
茶
苦
茶
で
は
な
い
。
そ
こ
に
道
理
が
ち
ゃ
ん
と
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
こ
そ
自
然
の
道
理
で
す
。
分
別 

を
超
え
た
道
理
が
あ
る
。

そ
の
道
理
で
動
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
不
思
議
な
の
で
す
ね
。
何
も
、

「
わ
か
ら
な
い
」

か
ら
不
思
議
と 

い
う
の
で
は
な
い
。
わ
か
れ
ば
わ
か
る
ほ
ど
不
思
議
で
あ
る
、
そ
れ
が
仏
法
不
思
議
な
の
で
す
。
今
、
自
然
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た 

け
れ
ど
も
、
業
道
自
然
と
か
無
為
自
然
と
か
言
い
ま
す
ね
。
本
願
力
を
解
釈
す
る
時
に
、
曇
鸞
大
師
が
阿
修
羅
の
琴
の
喩
え
を
出
し
て
い 

ま
す
。
阿
修
羅
の
琴
は
鼓
す
る
者
な
く
し
て
音
曲
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
が
阿
修
羅
の
琴
で
す
。
弾
く
者
な
く
し
て
自
然
に
音
が
出
る
。
阿 

修
羅
の
琴
と
い
う
の
は
業
道
自
然
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
業
道
自
然
と
い
う
も
の
を
喩
え
と
し
て
、
願
力
自
然
を
表
し
て
あ
る
の
で
す
ね
。 

や
は
り
自
然
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
不
思
議
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
神
秘
的
だ
と
か
、
奇
蹟
的
だ
と
か
と
い
う
こ
と 

で
は
な
い
。
自
然
こ
そ
最
高
の
不
思
議
だ
と
。
自
然
が
分
別
を
超
え
て
い
る
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
仏
法
の
不
思
議
と
し
て 

言
わ
れ
る
。

浄
土
と
い
う
の
は
特
別
な
世
界
を
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
分
別
を
超
え
た
世
界
で
す
。
自
然
の
世
界
で
す
。
そ
れ
は
作
る
世
界
で
は 

な
い
。
人
間
に
と
っ
て
は
帰
る
世
界
で
す
。
理
想
を
描
く
世
界
で
は
な
い
。
理
想
と
い
う
の
は
分
別
で
描
い
て
い
る
の
で
す
。
浄
土
と
い 

う
も
の
は
分
別
の
描
い
た
理
想
で
は
な
い
。
分
別
を
超
え
た
世
界
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
浄
土
と
い
う
。
自
然
の
世
界
。
自
然
の
浄
土
。



法

蔵

菩

薩

が

「非
我
境
界
」
と
い
う
の
は
そ
れ
で
す
。
分
別
思
惟
の
境
界
を
超
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
世
界
は
、
 

「
往
く
」
世

界

と

言

う

よ

り

も

「
帰
る
」
世
界
で
す
。
分
別
を
超
え
た
世
界
に
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
忘
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
忘
却
し
て
い 

る
の
で
す
。
そ
の
中
に
い
な
が
ら
そ
れ
を
知
ら
な
い
。

い
や
、
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
忘
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
へ
帰
る
。 

で
す
か
ら
無
為
自
然
の
世
界
と
い
う
の
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
こ
に
魂
の
郷
里
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
帰
る
世
界
で
す
。
帰 

る
と
い
う
の
は
そ
こ
か
ら
出
た
か
ら
帰
る
と
言
う
の
で
す
。
我
々
は
そ
こ
か
ら
出
た
者
で
あ
る
が
故
に
そ
こ
へ
帰
ら
な
い
と
い
け
な
い
。 

み
ん
な
絶
え
ず
何
か
道
草
を
食
っ
て
い
る
よ
う
に
不
安
が
つ
て
い
る
。
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
、

「
不
安
だ
、
不
安
だ
」
と
言
っ
て
い
る 

け
れ
ど
も
、
何
か
一
番
大
事
な
も
の
を
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
人
間
に
は
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
も
の
を
一
番 

後
の
問
題
に
し
て

し
ま
う

。
本
当
を

言
え
ば

、

そ
れ
を
一
番
最
初
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『歎
異
抄
』

に

「
い
そ
ぎ
念
仏
し 

て
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
け
れ
ど
も
人
間
は
念
仏
を
一
番
最
後
に
残
す
の
で
す
。
ま
ず
こ
の
世
の
中
の
こ
と
を
片
づ
け
て
、
 

そ
れ
か
ら
念
仏
を
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
間
に
命
は
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
。 

与

え

ら

れ

た

世

界

は

「
建
立
常
然 

無
衰
無
変
」
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
帰
る
の
は
自
覚
で
す
。
帰
る
の
は
我
々
の
生
ま
れ
て 

生
き
て
い
る
わ
ず
か
な
時
間
の
間
の
こ
と
で
す
。
も
う
明
日
に
は
な
い
よ
う
な
も
の
で
す
。
文
化
の
世
界
と
い
う
の
は
永
遠
。
永
遠
に
続 

く
の
が
文
化
の
世
界
で
す
。
し
か
し
人
生
は
短
い
。
ど
れ
だ
け
の
短
さ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ち
よ
つ
と
問
題
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど 

も
、
文
化
の
世
界
は
長
い
け
れ
ど
も
人
生
は
短
い
。
短
い
と
い
う
の
は
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と 

い
う
意
味
で
す
。
人
生
と
い
う
の
は
瞬
間
に
消
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
の
瞬
間
こ
そ
公
開
さ
れ
て
い
る
世
界
を
自
覚
す
る
機
会
な
の
で 

す
。

こ
う
い
う
意
味
で
人
生
は
貴
重
な
の
で
す
。
人
生
は
短
い
。
そ
れ
は
、

や
が
て
死
ん
で
い
く
つ
ま
ら
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
意
味
で 

は
な
い
。
そ
れ
で
貴
重
な
の
で
す
。
眼
を
開
く
の
は
生
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
ん
だ
ら
眼
を
開
け
な
い
。
そ

れ

で

「観
」

の
眼 

を
一
心
に
開
く
。
そ
こ
に
本
来
帰
る
べ
き
世
界
と
い
う
も
の
を
見
出
し
た
の
で
す
。
し
か
し
帰
る
べ
き
世
界
を
見
出
し
て
、
そ
れ
か
ら
救 

わ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
世
界
を
見
出
し
た
の
が
、

そ
の
人
の
救
い
で
す
。

「
建
立
常
然
」

の
世
界
を
持
っ
た
。
そ
れ
が
そ
の
人
の
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救
い
で
は
な
い
か
。
万
人
が
共
同
に
し
て
生
ま
れ
る
世
界
を
持
っ
た
こ
と
が
救
い
で
す
。
浄
土
に
生
ま
れ
て
い
ろ
い
ろ
努
力
し
て
救
わ
れ 

る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
だ
か
ら
救
わ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
金
が
な
い
と
か
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
浄
土
が
な
い
こ
と
、
国
土 

が
な
い
こ
と
で
す
。
孤
独
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
子
と
か
夫
婦
と
か
言
う
け
れ
ど
も
、
何
も
共
通
が
な
い
で
し
ょ
う
。
各
人
各
個 

の
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
国
土
が
な
い
の
で
す
。

で
す
か
ら
国
土
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
人
は
何
も
な
く
て
も 

満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
円
満
成
就
し
て
い
る
。

こ
う
い
う
意
味
を
不
可
思
議
カ
と
い
う
言
葉
で
表
す
の
で
す
。
そ 

こ

に

「
カ
」
と
い
う
字
が
入
っ
て

い
る
。

「
力
」
と

い
う
こ

と
が

非
常
に
大
事
な
意
味
で
す
。
不
思
議
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も 

「
不
思
議
カ
」

で
す
。

ニ

ー

チ

ェ

は

「
カ
へ
の
意
思
」
、

シ

ョ

ー

ペ

ン

ハ

ウ

エ

ル

は

「
生
へ
の
意
思
」
と
言
う
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ェ
ル
と
非
常
に
深
い
関
係 

の

あ

る

ニ

ー

チ

ェ

は

「カ
へ
の
意
思
」
と
言
う
。

「
力
」
だ
ね
。
鈴
木
大
拙
先
生
か
ら
、
仏

教

で

表

す

よ

う

な

「
力
」
と
い
う
言
葉
は
外 

国
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
若
い
時
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
仏

法

の

「
力
」
は
外
国
に
は
な
い
と
。
そ
の
こ
と
は
私
に
は
わ
か
ら 

な
い
け
れ
ど
も
、

「
力
」
と

い

う

の

は

「
力
用
」
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
は
た
ら
き
で
す
。
仏
教
で
力
と
い
う
場
合
は
、

「
威
神
力
」

「本 

願
力
」
と
い
う
ふ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
観
念
の
世
界
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か 

と
思
い
ま
す
。
観
念
の
世
界
で
は
な
い
。

「
力
」

で
あ
る
。
そ
こ
に
現
実
性
と
い
う
か
、

ア
ク
チ
ュ
ア
ル
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
は
た
ら 

き
で
す
ね
。

「
真
空
妙
用
」

と
言
う
よ
う
に
、
妙
な
る
は

た
ら
き
で

す

。
自

然

の

世

界

と

い

う

の

は

「
真
空
」

で
す
。

そ
こ
に
帰
っ
て 

「
妙
用
」
が
あ
る
。
何
も
形
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
は
た
ら
き
と
い
う
も
の
、
満
ち
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
は
た
ら
き
と
い
う
も
の
が
、
そ 

こ
に
あ
る
。
浄
土
と
い
う
の
は
観
念
論
的
に
観
想
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
世
間
か
ら
見
れ
ば
何
も
形
が
な
い
。
そ
の
中
に
も
満
ち
あ
ふ 

れ
る
よ
う
な
は
た
ら
き
と
い
う
も
の
に
触
れ
る
。
精
神
力
、
そ
う
い
う
も
の
を
得
て
い
く
。
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。 

『入
出
二
門
偈
』

に

「
二
種
の
不
思
議
ヵ
ま
し
ま
す
」
と
言
い
、
あ

る

い

は

ま

た

「
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
」
と

「
光
」

で
表
し
て 

い
る
。
「
か
の
世
界
」
が
、

「
光
」

や

「
力
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
い
う
世
界
は
、
本
願
と
い
う
よ
り
も
、
成
就
す
る
と
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い
、つ
意
味
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
本
願
が
成
就
す
る
。
本
願
が
証
明
さ
れ
た
。
た
だ
願
っ
て
い
る
と
い
、つ
意
味
で
は
な
い
。
願
い
が 

満
た
さ
れ
て
い
る
。
成
就
の
世
界
で
す
ね
。
人
間
に
は
ど
う
し
て
も
成
就
の
世
界
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
広
大
に
し
て
か
つ
成
就
の
世 

界
と
、

こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
 

(

本
稿
は
岐
阜
慈
光
会
主
催
の
『入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
一
九
七
六
年
八
月
三
日
午
後
の
講
義
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
〇
文
責
編
集
部)
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