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「
無
仏
世
の
衆
生
」
の
依
処

　
親
鸞
に
は
「
在
世
・
正
法
・
像
末
・
法
滅
」
に
開
か
れ
て
あ
る
も
の
と
し
て
の
浄
土
真
宗
の
確
か
め
と
、「
末
法
五
濁
」
と
い
う
事
態

に
特
別
な
意
味
を
持
つ
浄
土
真
宗
の
確
か
め
と
、｢

時｣

に
関
し
て
二
つ
の
視
点
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
確
か
め
の
契
機
は
、
不
一
不
離

の
関
係
に
あ
っ
て
、
親
鸞
独
自
の
浄
土
真
宗
観
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。「
在
世
・
正
法
・
像
末
・
法

滅
」
を
斉
し
く
悲
引
す
る
も
の
と
し
て
の
浄
土
真
宗
と
い
う
視
点
を
尋
ね
た
の
に
続
き
、
以
下
で
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
「
末
法
」
と
は
い

か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
を
、
特
に
「
浄
土
の
真
宗
は
、
証
道
い
ま
盛
な
り
」
と
語
ら
れ
る
意
図
を
尋
ね
る
こ
と
を
通
し
て
考
え
て
い
き

た
い
。

　
親
鸞
が
「
末
法
」
に
つ
い
て
中
心
的
に
扱
う
の
は
、『
教
行
信
証
』「
化
身
土
巻
」
お
よ
び
「
正
像
末
浄
土
和
讃
」
で
あ
る
。
両
著
述
の

特
徴
は
、「
今
時
」
が
末
法
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
、
そ
の
「
旨
際
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
浄
土
真
宗
の
「
証
道
今
盛
」

を
顕
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
「
化
身
土
巻
」
で
は
、
い
わ
ゆ
る
三
願
転
入
の
文
に
よ
っ
て
自
身
と
本
願
と
の
出
遇
い
に
つ
い
て
、
知
恩
報
徳
を
も
っ
て
表
白
し
た
後
、

親
鸞
と
末
法 
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｢

末
法｣

と
い
う
時
の
問
題
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
論
を
展
開
す
る
。

信
に
知
り
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
、
在
世
正
法
の
た
め
に
し
て
、
全
く
像
末
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
。
す
で
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
る

な
り
。
浄
土
真
宗
は
、
在
世
・
正
法
・
像
末
・
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
う
を
や
。

　
本
論
で
は
す
で
に
何
度
も
尋
ね
る
文
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
「
聖
道
の
諸
教
」
が
「
像
末
法
滅
の
時
機
」
に
お
い
て
「
時
を
失
し
機
に
乖

け
る
」
も
の
で
あ
り
、
対
し
て
「
浄
土
真
宗
」
が
「
在
世
・
正
法
・
像
末
・
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し
く
悲
引
」
す
る
も
の
で
あ
る
と

述
べ
る
。
こ
こ
に
「
聖
道
の
諸
教
」
と
「
浄
土
真
宗
」
の
時
機
相
応
性
が
、「
信
に
知
り
ぬ
」
と
い
う
表
現
の
も
と
に
語
ら
れ
る
こ
と
は

留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、「
像
末
・
法
滅
」
と
い
う
仏
法
衰
退
の
「
今
時
」
に
お
い
て
、
真
に
依
処
と
す
べ
き
仏
道
が
何

で
あ
る
か
が
、「
信
」
の
上
に
お
い
て
明
ら
か
に
「
知
」
ら
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
親
鸞
は
こ
の
後
『
大
智
度
論
』
に
よ
っ
て
、
そ

れ
を
次
の
よ
う
に
確
認
す
る
。

『
大
論
』
に
四
依
を
釈
し
て
云
わ
く
、
涅
槃
に
入
り
な
ん
と
せ
し
時
、
も
ろ
も
ろ
の
比
丘
に
語
り
た
ま
わ
く
、「
今
日
よ
り
法
に
依

り
て
人
に
依
ら
ざ
る
べ
し
、
義
に
依
り
て
語
に
依
ら
ざ
る
べ
し
、
智
に
依
り
て
識
に
依
ら
ざ
る
べ
し
、
了
義
経
に
依
り
て
不
了
義
に

依
ら
ざ
る
べ
し
」
と
。
…
中
略
…
無
仏
世
の
衆
生
を
、
仏
、
こ
れ
を
重
罪
と
し
た
ま
え
り
。
見
仏
の
善
根
を
種
え
ざ
る
ひ
と
な
り
。

仏
法
衰
退
の
歴
史
は
、
も
ち
ろ
ん
釈
尊
の
入
涅
槃
の
時
が
起
点
と
な
る
。
こ
こ
で
は
釈
尊
が
自
ら
の
入
滅
に
際
し
て
、
無
仏
世
の
衆
生
が

依
処
と
す
べ
き
法
を
、「
四
依
」
と
い
う
か
た
ち
で
説
き
示
す
様
子
が
描
か
れ
る
。
仏
滅
後
の
衆
生
と
は
、「
見
仏
の
善
根
を
種
え
ざ
る
ひ

と
」
で
あ
り
、「
仏
」
は
そ
れ
自
体
を
「
重
罪
」
と
す
る
。
そ
し
て
弟
子
た
ち
に
、
入
涅
槃
の
今
日
よ
り
は
、
仏
に
よ
っ
て
説
か
れ
た

「
了
義
経
」
に
依
る
べ
き
で
あ
り
、
仏
「
智
」
に
依
る
べ
き
で
あ
り
、
語
る
「
人
」
や
語
ら
れ
た
「
語
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
指
し
示

す
「
法
」
と
「
義
」
と
に
依
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
説
き
示
さ
れ
る
。
特
に
「
義
に
依
り
て
、
語
に
依
ら
ざ
る
」
こ
と
に
関
し
て
は
、

「
指
月
の
譬
え
」
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

人
、
語
り
て
言
わ
ん
、「
我
指
を
も
っ
て
月
を
指
う
、
汝
を
し
て
こ
れ
を
知
ら
し
む
、
汝
何
ぞ
指
を
看
て
月
を
視
ざ
る
や
」
と
。
こ
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れ
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
語
は
義
の
指
と
す
、
語
は
義
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
語
に
依
る
べ
か
ら
ず
。

仏
説
も
仏
智
も
仏
法
も
、
釈
尊
入
滅
後
は
す
べ
て
「
語
」
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
他
は
な
い
。
そ
こ
で
「
語
」
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
法

に
つ
い
て
、「
義
」
に
依
っ
て
「
語
」
に
固
執
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
、
指
月
の
譬
え
に
よ
っ
て
説
き
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は

こ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
滅
後
の
教
説
に
つ
い
て
は
月
と
指
と
を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
真
実
と
方
便
と
を
取
り
違
え
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
注
意
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
大
智
度
論
』
を
受
け
、
親
鸞
は
「
末
代
の
道
俗
」
が
ど
の
よ
う
に
「
語
」、
つ
ま
り
教

説
を
受
け
止
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
か
れ
ば
末
代
の
道
俗
、
善
く
四
依
を
知
り
て
法
を
修
す
べ
き
な
り
と
。
し
か
る
に
正
真
の
教
意
に
拠
っ
て
、
古
徳
の
伝
説
を
披
く
。

聖
道
・
浄
土
の
真
仮
を
開
顕
し
て
、
邪
偽
・
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
。
如
来
涅
槃
の
時
代
を
勘
決
し
て
正
・
像
・
末
法
の
旨
際
を
開

示
す
。

親
鸞
は
こ
こ
で
、
末
法
の
世
を
生
き
る
道
俗
は
、
よ
く
四
依
を
知
っ
て
修
す
べ
き
法
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、「
正
真
の
教

意
」
に
基
づ
き
、
聖
道
と
浄
土
と
の
い
ず
れ
が
真
で
あ
り
仮
で
あ
る
か
を
開
顕
し
、
邪
偽
異
執
の
外
教
を
教
誡
し
て
い
く
と
述
べ
る
。

「
如
来
涅
槃
の
時
代
を
勘
決
」
す
る
と
は
、
釈
尊
入
滅
の
「
時
」
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
正
・
像
・
末
の
旨
際
を
開
示

す
」
と
は
、
勘
決
さ
れ
た
入
滅
の
時
を
起
点
と
し
、
そ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
仏
法
滅
尽
の
旨
際
を
説
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

親
鸞
は
こ
の
よ
う
な
形
で
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
像
末
法
滅
」
の
今
時
に
お
い
て
、
聖
道
の
諸
教
が
「
時
を
失
し
機
に
乖
け

る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鮮
明
に
す
る
と
共
に
、
真
に
帰
す
べ
き
法
と
し
て
の
「
浄
土
真
宗
」
を
顕
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
末
法
」
の
仏
弟
子

　
末
法
が
仏
道
修
行
に
お
い
て
困
難
な
時
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
多
く
の
仏
教
者
に
共
有
さ
れ
る
危
機
意
識
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
確

か
め
る
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
態
度
が
み
ら
れ
た
が
、
仏
弟
子
と
し
て
最
も
基
本
的
で
あ
る
の
は
、
末
法
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
も
、

（

）
3
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大
乗
の
至
極
た
る
釈
尊
の
遺
教
に
し
た
が
っ
て
誠
実
に
実
践
道
に
身
を
置
き
、
ひ
た
す
ら
証
道
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
こ
れ
こ
そ
が
仏
教
者
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
り
、
仏
道
修
行
に
お
け
る
言
わ
ば
正
統
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
明
恵

が
「
悪
世
た
り
と
雖
も
、
必
ず
発
心
せ
ん
。
若
し
発
心
せ
ば
、
必
ず
其
の
果
あ
る
べ
き
な
り
」
と
言
い
、
道
元
が
「
人
々
皆
仏
法
の
器
也
、

…
中
略
…
依
行
せ
ば
、必
ず
得
べ
き
な
り
」
と
述
べ
る
よ
う
な
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、末
法
に
お
け
る
仏
弟
子
の
「
あ
る
べ
き
様
」
を

も
っ
と
も
明
快
に
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
法
然
は
そ
の
よ
う
な
中
で
、「
三
学
非
器
」
の
自
覚
の
下
、
末
法
の
世
に
お
い
て
は
称
名
念
仏
こ
そ
が
時
機
相
応
の
行
で
あ
り
、

菩
提
心
を
含
め
そ
の
他
は
す
べ
て
雑
行
と
し
て
廃
捨
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。「
あ
る
べ
き
様
」
を
保
ち
、
ま
す
ま
す
菩
提
心
を

堅
固
に
保
持
し
よ
う
と
す
る
聖
道
の
諸
師
た
ち
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
当
然
受
け
入
れ
難
い
も
の
と
な
る
。

　
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
を
期
待
す
る
信
仰
は
、
法
然
以
前
か
ら
仏
道
修
行
の
一
つ
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り

で
あ
る
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
思
想
は
、
あ
く
ま
で
も
真
実
に
対
す
る
方
便
と
し
て
、
傍
教
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
末
法
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
菩
提
心
を
含
め
た
す
べ
て
の
行
を
廃
し
て
称
名
念
仏
一
つ
を
生
死
出
離
の
た
め
の
正
定
業
で
あ
る

と
説
く
こ
と
は
、
仏
道
修
行
に
お
け
る
本
末
を
転
倒
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」
と
言
わ
れ
る
『
興
福
寺
奏
状
』
で
も
、
そ
の
よ
う
な
法
然
の
専
修
念
仏
の
思
想
は
「
念
仏
を
誤
る
失
」
と
し
て

批
判
さ
れ
て
い
る
。
同
奏
状
に
「
諸
宗
は
皆
念
仏
を
信
じ
て
異
心
な
し
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
諸
宗
は
決
し
て
念
仏
行
を
否
定
す
る
の

で
は
な
い
。
た
だ
、
法
然
に
よ
っ
て
専
修
念
仏
と
語
ら
れ
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
称
名
念
仏
は
、「
下
機
を
誘
ふ
る
の
方
便
」
で
あ
っ

て
、
仏
弟
子
が
真
に
依
処
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

口
に
名
号
を
唱
ふ
る
は
、
観
に
あ
ら
ず
、
定
に
あ
ら
ず
、
是
れ
念
仏
の
中
の
麁
な
り
浅
な
り
。
…
中
略
…
彼
の
一
願
に
付
き
て
「
乃

至
十
念
」
と
は
、
そ
の
最
下
を
挙
ぐ
る
な
り
。
観
念
を
以
て
本
と
為
し
、
下
口
称
に
及
び
、
多
念
を
以
て
先
と
為
し
て
、
十
念
を
捨

て
ず
。
是
れ
大
悲
の
至
深
、
仏
力
尤
も
大
な
る
な
り
。
そ
の
導
き
易
く
生
じ
易
き
は
、
観
念
な
り
、
多
念
な
り
。
…
中
略
…
本
経
と
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れ
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
語
は
義
の
指
と
す
、
語
は
義
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
語
に
依
る
べ
か
ら
ず
。

仏
説
も
仏
智
も
仏
法
も
、
釈
尊
入
滅
後
は
す
べ
て
「
語
」
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
他
は
な
い
。
そ
こ
で
「
語
」
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
法

に
つ
い
て
、「
義
」
に
依
っ
て
「
語
」
に
固
執
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
、
指
月
の
譬
え
に
よ
っ
て
説
き
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は

こ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
滅
後
の
教
説
に
つ
い
て
は
月
と
指
と
を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
真
実
と
方
便
と
を
取
り
違
え
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
注
意
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
大
智
度
論
』
を
受
け
、
親
鸞
は
「
末
代
の
道
俗
」
が
ど
の
よ
う
に
「
語
」、
つ
ま
り
教

説
を
受
け
止
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
か
れ
ば
末
代
の
道
俗
、
善
く
四
依
を
知
り
て
法
を
修
す
べ
き
な
り
と
。
し
か
る
に
正
真
の
教
意
に
拠
っ
て
、
古
徳
の
伝
説
を
披
く
。

聖
道
・
浄
土
の
真
仮
を
開
顕
し
て
、
邪
偽
・
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
。
如
来
涅
槃
の
時
代
を
勘
決
し
て
正
・
像
・
末
法
の
旨
際
を
開

示
す
。

親
鸞
は
こ
こ
で
、
末
法
の
世
を
生
き
る
道
俗
は
、
よ
く
四
依
を
知
っ
て
修
す
べ
き
法
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、「
正
真
の
教

意
」
に
基
づ
き
、
聖
道
と
浄
土
と
の
い
ず
れ
が
真
で
あ
り
仮
で
あ
る
か
を
開
顕
し
、
邪
偽
異
執
の
外
教
を
教
誡
し
て
い
く
と
述
べ
る
。

「
如
来
涅
槃
の
時
代
を
勘
決
」
す
る
と
は
、
釈
尊
入
滅
の
「
時
」
を
明
確
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
正
・
像
・
末
の
旨
際
を
開
示

す
」
と
は
、
勘
決
さ
れ
た
入
滅
の
時
を
起
点
と
し
、
そ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
仏
法
滅
尽
の
旨
際
を
説
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。

親
鸞
は
こ
の
よ
う
な
形
で
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
像
末
法
滅
」
の
今
時
に
お
い
て
、
聖
道
の
諸
教
が
「
時
を
失
し
機
に
乖
け

る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鮮
明
に
す
る
と
共
に
、
真
に
帰
す
べ
き
法
と
し
て
の
「
浄
土
真
宗
」
を
顕
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
末
法
」
の
仏
弟
子

　
末
法
が
仏
道
修
行
に
お
い
て
困
難
な
時
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
多
く
の
仏
教
者
に
共
有
さ
れ
る
危
機
意
識
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
確

か
め
る
と
お
り
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
態
度
が
み
ら
れ
た
が
、
仏
弟
子
と
し
て
最
も
基
本
的
で
あ
る
の
は
、
末
法
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
も
、
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大
乗
の
至
極
た
る
釈
尊
の
遺
教
に
し
た
が
っ
て
誠
実
に
実
践
道
に
身
を
置
き
、
ひ
た
す
ら
証
道
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
こ
れ
こ
そ
が
仏
教
者
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
り
、
仏
道
修
行
に
お
け
る
言
わ
ば
正
統
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
明
恵

が
「
悪
世
た
り
と
雖
も
、
必
ず
発
心
せ
ん
。
若
し
発
心
せ
ば
、
必
ず
其
の
果
あ
る
べ
き
な
り
」
と
言
い
、
道
元
が
「
人
々
皆
仏
法
の
器
也
、

…
中
略
…
依
行
せ
ば
、必
ず
得
べ
き
な
り
」
と
述
べ
る
よ
う
な
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、末
法
に
お
け
る
仏
弟
子
の
「
あ
る
べ
き
様
」
を

も
っ
と
も
明
快
に
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
法
然
は
そ
の
よ
う
な
中
で
、「
三
学
非
器
」
の
自
覚
の
下
、
末
法
の
世
に
お
い
て
は
称
名
念
仏
こ
そ
が
時
機
相
応
の
行
で
あ
り
、

菩
提
心
を
含
め
そ
の
他
は
す
べ
て
雑
行
と
し
て
廃
捨
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。「
あ
る
べ
き
様
」
を
保
ち
、
ま
す
ま
す
菩
提
心
を

堅
固
に
保
持
し
よ
う
と
す
る
聖
道
の
諸
師
た
ち
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
当
然
受
け
入
れ
難
い
も
の
と
な
る
。

　
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
を
期
待
す
る
信
仰
は
、
法
然
以
前
か
ら
仏
道
修
行
の
一
つ
と
し
て
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り

で
あ
る
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
思
想
は
、
あ
く
ま
で
も
真
実
に
対
す
る
方
便
と
し
て
、
傍
教
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
末
法
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
菩
提
心
を
含
め
た
す
べ
て
の
行
を
廃
し
て
称
名
念
仏
一
つ
を
生
死
出
離
の
た
め
の
正
定
業
で
あ
る

と
説
く
こ
と
は
、
仏
道
修
行
に
お
け
る
本
末
を
転
倒
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」
と
言
わ
れ
る
『
興
福
寺
奏
状
』
で
も
、
そ
の
よ
う
な
法
然
の
専
修
念
仏
の
思
想
は
「
念
仏
を
誤
る
失
」
と
し
て

批
判
さ
れ
て
い
る
。
同
奏
状
に
「
諸
宗
は
皆
念
仏
を
信
じ
て
異
心
な
し
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
諸
宗
は
決
し
て
念
仏
行
を
否
定
す
る
の

で
は
な
い
。
た
だ
、
法
然
に
よ
っ
て
専
修
念
仏
と
語
ら
れ
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
称
名
念
仏
は
、「
下
機
を
誘
ふ
る
の
方
便
」
で
あ
っ

て
、
仏
弟
子
が
真
に
依
処
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

口
に
名
号
を
唱
ふ
る
は
、
観
に
あ
ら
ず
、
定
に
あ
ら
ず
、
是
れ
念
仏
の
中
の
麁
な
り
浅
な
り
。
…
中
略
…
彼
の
一
願
に
付
き
て
「
乃

至
十
念
」
と
は
、
そ
の
最
下
を
挙
ぐ
る
な
り
。
観
念
を
以
て
本
と
為
し
、
下
口
称
に
及
び
、
多
念
を
以
て
先
と
為
し
て
、
十
念
を
捨

て
ず
。
是
れ
大
悲
の
至
深
、
仏
力
尤
も
大
な
る
な
り
。
そ
の
導
き
易
く
生
じ
易
き
は
、
観
念
な
り
、
多
念
な
り
。
…
中
略
…
本
経
と
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云
ひ
、
別
草
と
云
ひ
、
題
目
に
何
ぞ
観
の
字
を
表
せ
ん
や
。
し
か
る
に
、
観
経
付
属
の
文
、
善
導
一
期
の
行
、
た
だ
仏
名
に
在
る
は
、

下
機
を
誘
ふ
る
の
方
便
な
り
。

称
名
念
仏
は
、「
麁
」
に
し
て
「
浅
」、「
最
下
」
な
る
実
践
で
あ
る
。
念
仏
の
実
践
に
お
い
て
も
「
本
」
と
さ
れ
る
べ
き
は
「
観
念
」
の

念
仏
で
あ
り
、「
先
」
と
さ
れ
る
べ
き
は
「
多
念
」
の
念
仏
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
十
声
一
声
」
の
称
名
を
「
為
本
」
と
し
「
為

先
」
と
す
る
法
然
の
主
張
は
、
仏
道
修
行
に
お
け
る
本
来
と
非
本
来
、
真
と
仮
と
を
弁
え
る
こ
と
の
な
い
「
念
仏
を
誤
る
失
」
を
犯
す
も

の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
の
「
正
像
末
和
讃
」
に
み
ら
れ
る
次
の
句
は
、
そ
の
よ
う
な
専
修
念
仏
へ
の
弾
圧
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

五
濁
の
時
機
い
た
り
て
は
　
道
俗
と
も
に
あ
ら
そ
ひ
て

　
念
仏
信
ず
る
ひ
と
を
み
て
　
疑
謗
破
滅
さ
か
り
な
り

菩
提
を
う
ま
じ
き
ひ
と
は
み
な
　
専
修
念
仏
に
あ
だ
を
な
す

　
頓
教
毀
滅
の
し
る
し
に
は
　
生
死
の
大
海
き
は
も
な
し

五
濁
の
盛
ん
な
時
機
に
お
い
て
は
、
道
俗
共
に
念
仏
を
信
ず
る
人
を
見
て
疑
謗
破
滅
を
な
す
と
言
わ
れ
る
。「
道
俗
と
も
に
あ
ら
そ
ひ

て
」
と
あ
る
が
、
菩
提
を
求
め
る
意
欲
を
強
く
持
つ
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
か
え
っ
て
法
然
の
よ
う
な
主
張
に
は
拒
絶
の
態
度
が
示
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
来
「
下
機
を
誘
ふ
る
の
方
便
」
と
し
て
あ
る
称
名
念
仏
を
、
衆
生
往
生
の
た
め
の
正
定
業
と
す
る
こ
と
は
、

仏
道
に
お
け
る
真
仮
を
知
ら
ざ
る
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
聖
道
の
諸
教
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
誠
実
な
求
道
の
態
度
こ
そ
が
、
逆
に
、
聖
道
と
浄
土
に
お
け
る
真

仮
を
弁
え
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
釈
尊
が
臨
終
時
に
語
っ
た
「
四
依
」
を
知
ら
ざ
る

者
た
ち
の
態
度
で
あ
る
。「
語
に
よ
っ
て
義
に
依
ら
ざ
る
」
者
の
「
指
を
見
て
月
を
見
な
い
」
態
度
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
正
真
の
教
意
」
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に
昏
い
者
た
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
親
鸞
は
、
末
法
と
い
う
時
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
を
確
認
し
、
そ
の
旨
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
聖
道
と
浄
土
の
真
仮
を
再
決
判
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
聖
道
・
浄
土
の
真
仮
を
開
顕
し
て
、
邪
偽
・
異
執
の
外
教

を
教
誡
す
。
如
来
涅
槃
の
時
代
を
勘
決
し
て
正
・
像
・
末
法
の
旨
際
を
開
示
す
」
と
は
、
聖
道
と
浄
土
の
真
仮
に
関
し
て
、
そ
の
位
置
を

逆
転
さ
せ
る
意
味
を
も
つ
確
か
め
の
発
端
と
な
る
言
葉
で
あ
る
。

「
正
像
末
の
旨
際
」
と
「
今
時
」
の
自
覚

　
「
如
来
涅
槃
の
時
代
を
勘
決
し
て
正
・
像
・
末
法
の
旨
際
を
開
示
す
」
と
述
べ
る
親
鸞
は
、
こ
の
後
、
道
綽
の
『
安
楽
集
』
第
五
大
門

に
し
た
が
っ
て
「
正
像
末
の
旨
際
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

こ
こ
を
も
っ
て
玄
中
寺
の
綽
和
尚
の
云
わ
く
、
し
か
る
に
修
道
の
身
、
相
続
し
て
絶
え
ず
し
て
、
一
万
劫
を
径
て
、
始
め
て
不
退
の

位
を
証
す
。
当
今
の
凡
夫
は
、
現
に
「
信
想
軽
毛
」
と
名
づ
く
、
ま
た
「
仮
名
」
と
曰
え
り
、
ま
た
「
不
定
聚
」
と
名
づ
く
、
ま
た

「
外
の
凡
夫
」
と
名
づ
く
。
未
だ
火
宅
を
出
で
ず
。

す
で
に
確
か
め
る
よ
う
に
、
道
綽
は
実
際
に
廃
仏
を
経
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
強
く
末
法
を
意
識
し
た
と
言
わ
れ
る
。
激
し
い
弾
圧
に

よ
っ
て
多
く
の
僧
侶
が
還
俗
さ
せ
ら
れ
て
い
く
中
で
、「
修
道
の
身
、
相
続
し
て
絶
え
」
ざ
る
こ
と
の
困
難
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
体
感
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
経
験
を
通
し
て
道
綽
は
、「
当
今
」
の
凡
夫
を
「
信
想
軽
毛
」
と
言
い
、「
未
だ
火
宅
を
出
で
ず
」
と
述
べ
る
。

親
鸞
は
こ
の
文
に
続
い
て
『
安
楽
集
』
第
一
大
門
を
引
用
し
、
道
綽
の
「
今
時
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
確
か
め
る
。

今
の
時
の
衆
生
を
計
る
に
、
す
な
わ
ち
仏
、
世
を
去
り
た
ま
い
て
後
の
第
四
の
五
百
年
に
当
れ
り
。
正
し
く
こ
れ
懺
悔
し
福
を
修
し
、

仏
の
名
号
を
称
す
べ
き
時
の
者
な
り
。
一
念
阿
弥
陀
仏
を
称
す
る
に
、
す
な
わ
ち
よ
く
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
却
せ
ん
。
一
念

す
で
に
爾
な
り
、
い
わ
ん
や
常
念
を
修
す
る
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
恒
に
懺
悔
す
る
人
な
り
。

道
綽
は
「
仏
、
世
を
去
り
た
ま
い
て
後
の
第
四
の
五
百
年
」
が
、
す
で
に
末
法
の
は
じ
め
に
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
よ

（
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云
ひ
、
別
草
と
云
ひ
、
題
目
に
何
ぞ
観
の
字
を
表
せ
ん
や
。
し
か
る
に
、
観
経
付
属
の
文
、
善
導
一
期
の
行
、
た
だ
仏
名
に
在
る
は
、

下
機
を
誘
ふ
る
の
方
便
な
り
。

称
名
念
仏
は
、「
麁
」
に
し
て
「
浅
」、「
最
下
」
な
る
実
践
で
あ
る
。
念
仏
の
実
践
に
お
い
て
も
「
本
」
と
さ
れ
る
べ
き
は
「
観
念
」
の

念
仏
で
あ
り
、「
先
」
と
さ
れ
る
べ
き
は
「
多
念
」
の
念
仏
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
十
声
一
声
」
の
称
名
を
「
為
本
」
と
し
「
為

先
」
と
す
る
法
然
の
主
張
は
、
仏
道
修
行
に
お
け
る
本
来
と
非
本
来
、
真
と
仮
と
を
弁
え
る
こ
と
の
な
い
「
念
仏
を
誤
る
失
」
を
犯
す
も

の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
の
「
正
像
末
和
讃
」
に
み
ら
れ
る
次
の
句
は
、
そ
の
よ
う
な
専
修
念
仏
へ
の
弾
圧
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

五
濁
の
時
機
い
た
り
て
は
　
道
俗
と
も
に
あ
ら
そ
ひ
て

　
念
仏
信
ず
る
ひ
と
を
み
て
　
疑
謗
破
滅
さ
か
り
な
り

菩
提
を
う
ま
じ
き
ひ
と
は
み
な
　
専
修
念
仏
に
あ
だ
を
な
す

　
頓
教
毀
滅
の
し
る
し
に
は
　
生
死
の
大
海
き
は
も
な
し

五
濁
の
盛
ん
な
時
機
に
お
い
て
は
、
道
俗
共
に
念
仏
を
信
ず
る
人
を
見
て
疑
謗
破
滅
を
な
す
と
言
わ
れ
る
。「
道
俗
と
も
に
あ
ら
そ
ひ

て
」
と
あ
る
が
、
菩
提
を
求
め
る
意
欲
を
強
く
持
つ
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
か
え
っ
て
法
然
の
よ
う
な
主
張
に
は
拒
絶
の
態
度
が
示
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
来
「
下
機
を
誘
ふ
る
の
方
便
」
と
し
て
あ
る
称
名
念
仏
を
、
衆
生
往
生
の
た
め
の
正
定
業
と
す
る
こ
と
は
、

仏
道
に
お
け
る
真
仮
を
知
ら
ざ
る
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
聖
道
の
諸
教
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
誠
実
な
求
道
の
態
度
こ
そ
が
、
逆
に
、
聖
道
と
浄
土
に
お
け
る
真

仮
を
弁
え
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
釈
尊
が
臨
終
時
に
語
っ
た
「
四
依
」
を
知
ら
ざ
る

者
た
ち
の
態
度
で
あ
る
。「
語
に
よ
っ
て
義
に
依
ら
ざ
る
」
者
の
「
指
を
見
て
月
を
見
な
い
」
態
度
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
正
真
の
教
意
」

（
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に
昏
い
者
た
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
親
鸞
は
、
末
法
と
い
う
時
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
を
確
認
し
、
そ
の
旨
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
通
し
て
、
聖
道
と
浄
土
の
真
仮
を
再
決
判
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
聖
道
・
浄
土
の
真
仮
を
開
顕
し
て
、
邪
偽
・
異
執
の
外
教

を
教
誡
す
。
如
来
涅
槃
の
時
代
を
勘
決
し
て
正
・
像
・
末
法
の
旨
際
を
開
示
す
」
と
は
、
聖
道
と
浄
土
の
真
仮
に
関
し
て
、
そ
の
位
置
を

逆
転
さ
せ
る
意
味
を
も
つ
確
か
め
の
発
端
と
な
る
言
葉
で
あ
る
。

「
正
像
末
の
旨
際
」
と
「
今
時
」
の
自
覚

　
「
如
来
涅
槃
の
時
代
を
勘
決
し
て
正
・
像
・
末
法
の
旨
際
を
開
示
す
」
と
述
べ
る
親
鸞
は
、
こ
の
後
、
道
綽
の
『
安
楽
集
』
第
五
大
門

に
し
た
が
っ
て
「
正
像
末
の
旨
際
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

こ
こ
を
も
っ
て
玄
中
寺
の
綽
和
尚
の
云
わ
く
、
し
か
る
に
修
道
の
身
、
相
続
し
て
絶
え
ず
し
て
、
一
万
劫
を
径
て
、
始
め
て
不
退
の

位
を
証
す
。
当
今
の
凡
夫
は
、
現
に
「
信
想
軽
毛
」
と
名
づ
く
、
ま
た
「
仮
名
」
と
曰
え
り
、
ま
た
「
不
定
聚
」
と
名
づ
く
、
ま
た

「
外
の
凡
夫
」
と
名
づ
く
。
未
だ
火
宅
を
出
で
ず
。

す
で
に
確
か
め
る
よ
う
に
、
道
綽
は
実
際
に
廃
仏
を
経
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
強
く
末
法
を
意
識
し
た
と
言
わ
れ
る
。
激
し
い
弾
圧
に

よ
っ
て
多
く
の
僧
侶
が
還
俗
さ
せ
ら
れ
て
い
く
中
で
、「
修
道
の
身
、
相
続
し
て
絶
え
」
ざ
る
こ
と
の
困
難
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
体
感
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
経
験
を
通
し
て
道
綽
は
、「
当
今
」
の
凡
夫
を
「
信
想
軽
毛
」
と
言
い
、「
未
だ
火
宅
を
出
で
ず
」
と
述
べ
る
。

親
鸞
は
こ
の
文
に
続
い
て
『
安
楽
集
』
第
一
大
門
を
引
用
し
、
道
綽
の
「
今
時
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
確
か
め
る
。

今
の
時
の
衆
生
を
計
る
に
、
す
な
わ
ち
仏
、
世
を
去
り
た
ま
い
て
後
の
第
四
の
五
百
年
に
当
れ
り
。
正
し
く
こ
れ
懺
悔
し
福
を
修
し
、

仏
の
名
号
を
称
す
べ
き
時
の
者
な
り
。
一
念
阿
弥
陀
仏
を
称
す
る
に
、
す
な
わ
ち
よ
く
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
却
せ
ん
。
一
念

す
で
に
爾
な
り
、
い
わ
ん
や
常
念
を
修
す
る
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
恒
に
懺
悔
す
る
人
な
り
。

道
綽
は
「
仏
、
世
を
去
り
た
ま
い
て
後
の
第
四
の
五
百
年
」
が
、
す
で
に
末
法
の
は
じ
め
に
あ
る
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
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う
な
「
今
の
時
」
に
あ
る
衆
生
を
、「
懺
悔
し
福
を
修
し
、
仏
の
名
号
を
称
す
べ
き
時
の
者
」
と
言
う
。

　
本
来
、
仏
弟
子
が
目
指
す
「
不
退
の
位
」
と
は
、
修
道
の
身
を
絶
え
ず
相
続
し
て
、
一
万
劫
を
経
過
し
て
は
じ
め
て
証
す
べ
き
も
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
聖
道
の
教
え
に
立
と
う
と
す
る
仏
弟
子
た
ち
は
、
仏
教
衰
退
の
歴
史
の
中
で
い
っ
そ
う
堅
固
に
菩
提
心
を
保
ち
、

困
難
な
修
道
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
正
像
末
」
と
は
聖
道
の
諸
師
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
決
意
と
実
践
と
を
要
請
す
る

意
味
を
も
つ
契
機
と
な
る
。
し
か
し
道
綽
あ
る
い
は
親
鸞
に
お
い
て
「
正
像
末
の
旨
際
」
と
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
意
味
を
も
つ
契
機
と

し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
不
退
の
位
」
の
超
越
性
を
、「
未
だ
火
宅
を
出
で
ず
」
と
い
う
形
で
、
懺
悔
と
共
に
認
識
す
る

契
機
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
正
像
末
」
と
は
す
で
に
確
か
め
る
よ
う
に
、
行
証
道
の
成
立
困
難
が
次
第
に
進
行
す
る
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
正
像
末
」
の
歴
史
観
は
、
し
た
が
っ
て
末
法
に
至
っ
て
終
に
は
「
未
だ
火
宅
を
出
で
」
る
こ
と
の
な
い
凡
夫
の
不
定
聚
性
を
信
知
さ
せ

る
も
の
と
な
る
。
道
綽
は
末
法
の
は
じ
め
に
あ
る
「
当
今
の
凡
夫
」
を
、「
信
想
軽
毛
」「
仮
名
」「
不
定
聚
」「
外
の
凡
夫
」
と
呼
ん
だ
。

「
正
像
末
の
旨
際
」
を
仏
法
衰
滅
の
危
機
の
進
行
と
し
て
認
識
す
る
道
綽
に
と
っ
て
「
末
法
」
と
は
、
た
だ
「
未
だ
火
宅
を
出
で
」
る
こ

と
の
な
い
凡
夫
が
、
そ
の
事
実
を
「
信
知
」
す
べ
き
時
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
己
の
身
を
「
懺
悔
」
す
べ
き
時

と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
末
法
と
は
、
い
よ
い
よ
菩
提
心
を
堅
固
に
保
つ
べ
き
時
で
は
な
く
、
自
己
と
社
会
と
に
対
す
る
懺
悔
を
深
め

る
時
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
道
綽
は
こ
こ
で
「
懺
悔
」
を
「
一
念
阿
弥
陀
仏
を
称
す
る
」
と
し
て
語
り
、「
常
念
を
修
す
る
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
恒
に
懺
悔
す
る
人

な
り
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
末
法
に
お
け
る
念
仏
者
の
意
味
を
、「
恒
に
懺
悔
す
る
人
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
よ
う
な
形
で
「
よ
く
八

十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
却
せ
ん
」
と
す
る
者
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
は
こ
れ
ら
の
引
用
を
、
自
ら
の
言
葉
で
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。

し
か
れ
ば
穢
悪
・
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず
、
僧
尼
の
威
儀
を
毀
る
。
今
の
時
の
道
俗
、
己
が
分
を
思
量
せ
よ
。
三
時

25

教
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
般
涅
槃
の
時
代
を
勘
う
る
に
、
周
の
第
五
の
主
、
穆
王
五
十
一
年
壬
申
に
当
れ
り
。
そ
の
壬
申
よ
り
我
が
元

仁
元
年
甲
申
に
至
る
ま
で
、
二
千
一
百
八
十
三
歳
な
り
。
ま
た
『
賢
劫
経
』・『
仁
王
経
』・『
涅
槃
』
等
の
説
に
依
る
に
、
已
に
も
っ

て
末
法
に
入
り
て
六
百
八
十
三
歳
な
り
。

　
親
鸞
は
、「
末
代
の
旨
際
」
を
よ
く
知
ら
ず
に
比
丘
や
比
丘
尼
が
互
い
の
威
儀
の
乱
れ
を
指
摘
し
毀
り
合
う
こ
と
を
歎
い
て
い
る
。
こ

れ
は
末
法
に
お
い
て｢

あ
る
べ
き
様｣

の
乱
れ
を
正
そ
う
と
す
る
真
摯
な
仏
弟
子
た
ち
の
誤
り
を
、
逆
に
指
摘
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
親
鸞
は
そ
の
よ
う
な
仏
弟
子
に
対
し
て
「
今
の
時
の
道
俗
、
己
が
分
を
思
量
せ
よ
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
正
像
末

の
旨
際
」
を
知
り
、
さ
ら
に
は
「
末
代
の
旨
際
」
を
よ
く
知
っ
て
、
懺
悔
と
共
に
深
く
己
が
分
を
思
量
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ

る
。

　
親
鸞
は
こ
こ
で
「
三
時
教
」
に
よ
っ
て
、「
我
が
元
仁
元
年
」
が
釈
尊
入
滅
か
ら
「
二
千
一
百
八
十
三
歳
」
で
あ
る
と
す
る
。「
今
の

時
」
が
末
法
に
入
っ
て
か
ら
「
六
百
八
十
三
歳
」
で
あ
る
こ
と
を
勘
決
す
る
の
で
あ
る
。「
三
時
教
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
一
般
的
な
意

味
で
の
三
時
教
、
た
と
え
ば
『
選
択
集
』
に
も
触
れ
ら
れ
る
法
相
宗
の
三
時
教
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
正
法
・
像
法
・
末
法
の
三

時
に
関
す
る
教
え
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
大
集
経
』
な
ど
に
示
さ
れ
る
仏
法
衰
退
に
関
す
る
釈
尊
の
教
示
を
指
し
、
ま
た

『
賢
劫
経
』・『
仁
王
経
』・『
涅
槃
』
等
を
指
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
親
鸞
に
と
っ
て
正
像
末
と
い
う
仏
教
衰
滅
の
歴
史
観
は
、「
三

時
」
と
い
う
形
で
説
き
示
さ
れ
た
「
教
」
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
親
鸞
に
と
っ
て
、
し
た
が
っ
て
「
正
像
末
」
や
「
末

法
」
と
は
、
そ
れ
自
体
が
釈
尊
の
教
説
と
し
て
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
衆
生
が
よ
く
そ
の
「
旨
際
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
特
に
末
法
は
、
そ
の
よ
う
な
「
三
時
教
」
に
抗
し
て
行
証
に
励
む
べ
き
時
で
は
な
く
、
行
者
が
、「
未
だ
火
宅
を

出
で
」
ざ
る
己
が
分
限
を
思
量
し
、
懺
悔
す
べ
き
時
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
末
代
の
旨
際
」
を
知
ら
ざ

る
者
は
、
僧
尼
の
威
儀
を
毀
り
、
念
仏
者
に
対
す
る
疑
謗
破
滅
を
盛
ん
に
行
う
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
こ
れ
は
仏
滅
後
の
「
四

依
」
と
「
三
時
教
」
と
を
よ
く
知
ら
な
い
者
の
態
度
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
者
は
む
し
ろ
、「
三
時
教
」
の
教
示
を
前
に
、
己

（

）
15

（

）
16
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う
な
「
今
の
時
」
に
あ
る
衆
生
を
、「
懺
悔
し
福
を
修
し
、
仏
の
名
号
を
称
す
べ
き
時
の
者
」
と
言
う
。

　
本
来
、
仏
弟
子
が
目
指
す
「
不
退
の
位
」
と
は
、
修
道
の
身
を
絶
え
ず
相
続
し
て
、
一
万
劫
を
経
過
し
て
は
じ
め
て
証
す
べ
き
も
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
聖
道
の
教
え
に
立
と
う
と
す
る
仏
弟
子
た
ち
は
、
仏
教
衰
退
の
歴
史
の
中
で
い
っ
そ
う
堅
固
に
菩
提
心
を
保
ち
、

困
難
な
修
道
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
正
像
末
」
と
は
聖
道
の
諸
師
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
決
意
と
実
践
と
を
要
請
す
る

意
味
を
も
つ
契
機
と
な
る
。
し
か
し
道
綽
あ
る
い
は
親
鸞
に
お
い
て
「
正
像
末
の
旨
際
」
と
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
意
味
を
も
つ
契
機
と

し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
不
退
の
位
」
の
超
越
性
を
、「
未
だ
火
宅
を
出
で
ず
」
と
い
う
形
で
、
懺
悔
と
共
に
認
識
す
る

契
機
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
正
像
末
」
と
は
す
で
に
確
か
め
る
よ
う
に
、
行
証
道
の
成
立
困
難
が
次
第
に
進
行
す
る
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
正
像
末
」
の
歴
史
観
は
、
し
た
が
っ
て
末
法
に
至
っ
て
終
に
は
「
未
だ
火
宅
を
出
で
」
る
こ
と
の
な
い
凡
夫
の
不
定
聚
性
を
信
知
さ
せ

る
も
の
と
な
る
。
道
綽
は
末
法
の
は
じ
め
に
あ
る
「
当
今
の
凡
夫
」
を
、「
信
想
軽
毛
」「
仮
名
」「
不
定
聚
」「
外
の
凡
夫
」
と
呼
ん
だ
。

「
正
像
末
の
旨
際
」
を
仏
法
衰
滅
の
危
機
の
進
行
と
し
て
認
識
す
る
道
綽
に
と
っ
て
「
末
法
」
と
は
、
た
だ
「
未
だ
火
宅
を
出
で
」
る
こ

と
の
な
い
凡
夫
が
、
そ
の
事
実
を
「
信
知
」
す
べ
き
時
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
己
の
身
を
「
懺
悔
」
す
べ
き
時

と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
末
法
と
は
、
い
よ
い
よ
菩
提
心
を
堅
固
に
保
つ
べ
き
時
で
は
な
く
、
自
己
と
社
会
と
に
対
す
る
懺
悔
を
深
め

る
時
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
道
綽
は
こ
こ
で
「
懺
悔
」
を
「
一
念
阿
弥
陀
仏
を
称
す
る
」
と
し
て
語
り
、「
常
念
を
修
す
る
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
恒
に
懺
悔
す
る
人

な
り
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
末
法
に
お
け
る
念
仏
者
の
意
味
を
、「
恒
に
懺
悔
す
る
人
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
よ
う
な
形
で
「
よ
く
八

十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
却
せ
ん
」
と
す
る
者
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
は
こ
れ
ら
の
引
用
を
、
自
ら
の
言
葉
で
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。

し
か
れ
ば
穢
悪
・
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず
、
僧
尼
の
威
儀
を
毀
る
。
今
の
時
の
道
俗
、
己
が
分
を
思
量
せ
よ
。
三
時

25

教
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
般
涅
槃
の
時
代
を
勘
う
る
に
、
周
の
第
五
の
主
、
穆
王
五
十
一
年
壬
申
に
当
れ
り
。
そ
の
壬
申
よ
り
我
が
元

仁
元
年
甲
申
に
至
る
ま
で
、
二
千
一
百
八
十
三
歳
な
り
。
ま
た
『
賢
劫
経
』・『
仁
王
経
』・『
涅
槃
』
等
の
説
に
依
る
に
、
已
に
も
っ

て
末
法
に
入
り
て
六
百
八
十
三
歳
な
り
。

　
親
鸞
は
、「
末
代
の
旨
際
」
を
よ
く
知
ら
ず
に
比
丘
や
比
丘
尼
が
互
い
の
威
儀
の
乱
れ
を
指
摘
し
毀
り
合
う
こ
と
を
歎
い
て
い
る
。
こ

れ
は
末
法
に
お
い
て｢

あ
る
べ
き
様｣

の
乱
れ
を
正
そ
う
と
す
る
真
摯
な
仏
弟
子
た
ち
の
誤
り
を
、
逆
に
指
摘
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
親
鸞
は
そ
の
よ
う
な
仏
弟
子
に
対
し
て
「
今
の
時
の
道
俗
、
己
が
分
を
思
量
せ
よ
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
正
像
末

の
旨
際
」
を
知
り
、
さ
ら
に
は
「
末
代
の
旨
際
」
を
よ
く
知
っ
て
、
懺
悔
と
共
に
深
く
己
が
分
を
思
量
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ

る
。

　
親
鸞
は
こ
こ
で
「
三
時
教
」
に
よ
っ
て
、「
我
が
元
仁
元
年
」
が
釈
尊
入
滅
か
ら
「
二
千
一
百
八
十
三
歳
」
で
あ
る
と
す
る
。「
今
の

時
」
が
末
法
に
入
っ
て
か
ら
「
六
百
八
十
三
歳
」
で
あ
る
こ
と
を
勘
決
す
る
の
で
あ
る
。「
三
時
教
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
一
般
的
な
意

味
で
の
三
時
教
、
た
と
え
ば
『
選
択
集
』
に
も
触
れ
ら
れ
る
法
相
宗
の
三
時
教
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
正
法
・
像
法
・
末
法
の
三

時
に
関
す
る
教
え
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
大
集
経
』
な
ど
に
示
さ
れ
る
仏
法
衰
退
に
関
す
る
釈
尊
の
教
示
を
指
し
、
ま
た

『
賢
劫
経
』・『
仁
王
経
』・『
涅
槃
』
等
を
指
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
親
鸞
に
と
っ
て
正
像
末
と
い
う
仏
教
衰
滅
の
歴
史
観
は
、「
三

時
」
と
い
う
形
で
説
き
示
さ
れ
た
「
教
」
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
親
鸞
に
と
っ
て
、
し
た
が
っ
て
「
正
像
末
」
や
「
末

法
」
と
は
、
そ
れ
自
体
が
釈
尊
の
教
説
と
し
て
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
衆
生
が
よ
く
そ
の
「
旨
際
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
特
に
末
法
は
、
そ
の
よ
う
な
「
三
時
教
」
に
抗
し
て
行
証
に
励
む
べ
き
時
で
は
な
く
、
行
者
が
、「
未
だ
火
宅
を

出
で
」
ざ
る
己
が
分
限
を
思
量
し
、
懺
悔
す
べ
き
時
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
末
代
の
旨
際
」
を
知
ら
ざ

る
者
は
、
僧
尼
の
威
儀
を
毀
り
、
念
仏
者
に
対
す
る
疑
謗
破
滅
を
盛
ん
に
行
う
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
こ
れ
は
仏
滅
後
の
「
四

依
」
と
「
三
時
教
」
と
を
よ
く
知
ら
な
い
者
の
態
度
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
者
は
む
し
ろ
、「
三
時
教
」
の
教
示
を
前
に
、
己
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が
分
を
よ
く
思
量
す
べ
き
存
在
と
し
て
見
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

末
法
と
五
濁
悪
世

　
「
正
像
末
和
讃
」
に
も
、
こ
の
よ
う
な
「
化
身
土
巻
」
に
お
け
る
末
法
観
と
同
様
な
理
解
が
示
さ
れ
る
。｢

正
像
末
和
讃｣

は
、
夢
告

讃
を
受
け
て
次
の
首
に
は
じ
ま
る
。

釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
　
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ

　
正
像
の
二
時
は
お
は
り
に
き
　
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ

末
法
五
濁
の
有
情
の
　
行
証
か
な
は
ぬ
と
き
な
れ
ば

　
釈
迦
の
遺
法
こ
と
ご
と
く
　
龍
宮
に
い
り
た
ま
ひ
に
き

「
化
身
土
巻
」
と
「
正
像
末
和
讃
」
の
記
述
の
間
に
は
、
正
像
千
五
百
年
説
と
正
像
二
千
年
説
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
親
鸞
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、「
今
の
時
」
が
「
末
法
」
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
末
法
と
は
、｢

行
証
か
な

わ
ぬ
時｣

で
あ
っ
て
、
如
来
の
遺
弟
が
悲
し
み
泣
く
べ
き
時
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　
末
法
は
、『
大
集
経
』
に
よ
れ
ば
釈
尊
に
よ
っ
て
説
き
示
さ
れ
た
白
法
が
隠
滞
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
闘
い
と
諍
い
と
が
堅
固
と
な
る
時

代
を
意
味
す
る
。
親
鸞
は
「
正
像
末
和
讃
」
で
、
そ
の
具
体
相
を
第
五
〜
九
首
目
に
か
け
て
「
五
濁
悪
世
」
と
し
て
詳
細
に
描
い
て
い
く
。

劫
濁
の
と
き
う
つ
る
に
は
　
有
情
や
う
や
く
身
小
な
り

　
五
濁
悪
邪
ま
さ
る
ゆ
へ
　
毒
蛇
悪
龍
の
ご
と
く
な
り

　

無
明
煩
悩
し
げ
く
し
て
　
塵
数
の
ご
と
く
遍
満
す

（

）
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（

）
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愛
憎
違
順
す
る
こ
と
は
　
高
峯
岳
山
に
こ
と
な
ら
ず

命
濁
中
夭
刹
那
に
て
　
依
正
二
報
滅
亡
し

　
背
正
帰
邪
ま
さ
る
ゆ
へ
　
横
に
あ
だ
を
ぞ
お
こ
し
け
る

末
法
と
は
、
人
び
と
が
毒
蛇
悪
龍
の
よ
う
に
な
り
、
無
明
煩
悩
が
遍
満
す
る
社
会
を
意
味
す
る
。
愛
憎
違
順
の
激
し
さ
は
高
い
峰
山
の
ご

と
く
と
な
り
、
正
な
る
も
の
に
背
き
、
邪
な
る
も
の
に
帰
依
し
て
生
き
る
様
相
が
露
わ
と
な
る
時
代
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
末
法
に
い

た
る
仏
法
衰
滅
の
歴
史
と
は
、
単
に
一
つ
の
宗
教
思
想
が
衰
退
し
て
い
く
と
い
う
現
象
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
教
法
の
衰
退
は
、

同
時
に
五
濁
の
加
増
と
い
う
、
依
正
二
報
の
衰
滅
を
進
行
さ
せ
る
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
仏
法
の
滅
尽
が
危
機
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
仏
法
衰
滅
そ
れ
自
体
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
仏
法
の
衰
滅
そ
れ
自
体
が
危
機
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
仏
教
教
団
内
に
お
け
る
問
題
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
普
遍
化
さ
れ

る
危
機
状
況
で
は
な
い
。
仏
法
の
衰
滅
が
危
機
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
五
濁
と
い
う
形
で
、
人
間
と
世
界
の
濁
り
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
、
親
鸞
は
末
法
の
世
の
様
相
を
、
五
濁
悪
世
と
し
て
詳
細
に
描
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
と

っ
て
末
法
の
世
の
現
実
は
、
火
宅
を
出
で
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
実
体
が
そ
の
ま
ま
露
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
と
社
会
と
を
懺
悔

す
べ
き
こ
と
が
、
教
え
と
し
て
説
き
示
さ
れ
る
契
機
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
前
に
広
が
る
五
濁
の
様
相
は
、
釈
尊
の
教
え
に
反

し
て
火
宅
を
出
で
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
無
明
性
を
最
も
顕
著
な
形
で
示
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
に
と
っ
て
『
観
無
量
寿
経
』
は
、「
心
想
羸
劣
」
な
る
韋
提
希
に
対
し
て
説
き
示
さ
れ
る
教
え
で
あ
る
と
同
時
に
、
未
来
の
衆
生
を

も
想
定
し
て
説
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
仏
滅
後
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
等
、
濁
悪
不
善
に
し
て
五
苦
に
逼
め
ら
れ
」
る
者
、
つ
ま
り
は
仏

滅
後
の
濁
悪
の
衆
生
を
正
機
と
し
て
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
善
導
は
「
序
分
義
」
で
、
こ
の
「
濁
悪
」
な
る
様
相
を
、
劫
濁
、
つ
ま
り

（
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が
分
を
よ
く
思
量
す
べ
き
存
在
と
し
て
見
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

末
法
と
五
濁
悪
世

　
「
正
像
末
和
讃
」
に
も
、
こ
の
よ
う
な
「
化
身
土
巻
」
に
お
け
る
末
法
観
と
同
様
な
理
解
が
示
さ
れ
る
。｢

正
像
末
和
讃｣

は
、
夢
告

讃
を
受
け
て
次
の
首
に
は
じ
ま
る
。

釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
　
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ

　
正
像
の
二
時
は
お
は
り
に
き
　
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ

末
法
五
濁
の
有
情
の
　
行
証
か
な
は
ぬ
と
き
な
れ
ば

　
釈
迦
の
遺
法
こ
と
ご
と
く
　
龍
宮
に
い
り
た
ま
ひ
に
き

「
化
身
土
巻
」
と
「
正
像
末
和
讃
」
の
記
述
の
間
に
は
、
正
像
千
五
百
年
説
と
正
像
二
千
年
説
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
親
鸞
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、「
今
の
時
」
が
「
末
法
」
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
末
法
と
は
、｢

行
証
か
な

わ
ぬ
時｣

で
あ
っ
て
、
如
来
の
遺
弟
が
悲
し
み
泣
く
べ
き
時
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　
末
法
は
、『
大
集
経
』
に
よ
れ
ば
釈
尊
に
よ
っ
て
説
き
示
さ
れ
た
白
法
が
隠
滞
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
闘
い
と
諍
い
と
が
堅
固
と
な
る
時

代
を
意
味
す
る
。
親
鸞
は
「
正
像
末
和
讃
」
で
、
そ
の
具
体
相
を
第
五
〜
九
首
目
に
か
け
て
「
五
濁
悪
世
」
と
し
て
詳
細
に
描
い
て
い
く
。

劫
濁
の
と
き
う
つ
る
に
は
　
有
情
や
う
や
く
身
小
な
り

　
五
濁
悪
邪
ま
さ
る
ゆ
へ
　
毒
蛇
悪
龍
の
ご
と
く
な
り

　

無
明
煩
悩
し
げ
く
し
て
　
塵
数
の
ご
と
く
遍
満
す

（

）
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愛
憎
違
順
す
る
こ
と
は
　
高
峯
岳
山
に
こ
と
な
ら
ず

命
濁
中
夭
刹
那
に
て
　
依
正
二
報
滅
亡
し

　
背
正
帰
邪
ま
さ
る
ゆ
へ
　
横
に
あ
だ
を
ぞ
お
こ
し
け
る

末
法
と
は
、
人
び
と
が
毒
蛇
悪
龍
の
よ
う
に
な
り
、
無
明
煩
悩
が
遍
満
す
る
社
会
を
意
味
す
る
。
愛
憎
違
順
の
激
し
さ
は
高
い
峰
山
の
ご

と
く
と
な
り
、
正
な
る
も
の
に
背
き
、
邪
な
る
も
の
に
帰
依
し
て
生
き
る
様
相
が
露
わ
と
な
る
時
代
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
末
法
に
い

た
る
仏
法
衰
滅
の
歴
史
と
は
、
単
に
一
つ
の
宗
教
思
想
が
衰
退
し
て
い
く
と
い
う
現
象
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
教
法
の
衰
退
は
、

同
時
に
五
濁
の
加
増
と
い
う
、
依
正
二
報
の
衰
滅
を
進
行
さ
せ
る
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
仏
法
の
滅
尽
が
危
機
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
仏
法
衰
滅
そ
れ
自
体
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
仏
法
の
衰
滅
そ
れ
自
体
が
危
機
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
仏
教
教
団
内
に
お
け
る
問
題
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
普
遍
化
さ
れ

る
危
機
状
況
で
は
な
い
。
仏
法
の
衰
滅
が
危
機
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
五
濁
と
い
う
形
で
、
人
間
と
世
界
の
濁
り
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
、
親
鸞
は
末
法
の
世
の
様
相
を
、
五
濁
悪
世
と
し
て
詳
細
に
描
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
に
と

っ
て
末
法
の
世
の
現
実
は
、
火
宅
を
出
で
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
実
体
が
そ
の
ま
ま
露
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
と
社
会
と
を
懺
悔

す
べ
き
こ
と
が
、
教
え
と
し
て
説
き
示
さ
れ
る
契
機
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
前
に
広
が
る
五
濁
の
様
相
は
、
釈
尊
の
教
え
に
反

し
て
火
宅
を
出
で
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
無
明
性
を
最
も
顕
著
な
形
で
示
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
に
と
っ
て
『
観
無
量
寿
経
』
は
、「
心
想
羸
劣
」
な
る
韋
提
希
に
対
し
て
説
き
示
さ
れ
る
教
え
で
あ
る
と
同
時
に
、
未
来
の
衆
生
を

も
想
定
し
て
説
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
仏
滅
後
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
等
、
濁
悪
不
善
に
し
て
五
苦
に
逼
め
ら
れ
」
る
者
、
つ
ま
り
は
仏

滅
後
の
濁
悪
の
衆
生
を
正
機
と
し
て
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
善
導
は
「
序
分
義
」
で
、
こ
の
「
濁
悪
」
な
る
様
相
を
、
劫
濁
、
つ
ま
り

（
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は
時
代
の
次
第
な
る
減
少
に
よ
っ
て
加
増
す
る
諸
悪
の
濁
り
と
し
て
と
ら
え
、
衆
生
濁
・
見
濁
・
煩
悩
濁
・
命
濁
と
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に

明
ら
か
に
し
て
い
く
。
釈
尊
の
入
滅
に
よ
っ
て
教
化
が
息
め
ば
、
衆
生
は
帰
依
処
を
失
い
、
再
び
輪
廻
の
道
に
墮
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ

し
て
時
代
を
下
る
に
し
た
が
っ
て
「
衆
生
の
十
悪
い
よ
い
よ
盛
ん
」
に
な
り
、
己
の
悪
を
善
と
し
、
他
者
の
善
を
悪
と
み
な
す
と
い
う
顚

倒
の
見
に
支
配
さ
れ
る
。
こ
れ
は
親
鸞
が
、
五
濁
の
様
相
を
描
く
先
の
和
讃
に
「
背
正
帰
邪
」
と
し
て
述
べ
る
態
度
で
あ
る
。
正
し
い
教

え
に
背
き
、
邪
な
る
も
の
に
帰
依
す
る
人
間
の
姿
で
あ
る
。
善
導
は
こ
れ
を
さ
ら
に
、「
当
今
劫
末
の
衆
生
、
悪
性
親
し
み
難
く
、
六
根

に
対
す
る
に
隨
て
貪
瞋
競
い
起
こ
る
」
と
も
述
べ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
親
鸞
が
和
讃
に
愛
憎
違
順
を
高
い
峰
山
に
譬
え
る
の
に
通
底
す
る
。

　
釈
尊
の
入
滅
後
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
進
行
す
る
白
法
の
隠
滞
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
人
間
と
社
会
の
濁
り
の
加
増
と
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
法
が
、
元
来
、
五
濁
の
も
と
と
な
る
「
十
悪
」「
貪
瞋
」
を
捨
離
す
る
こ
と
を
説
く

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
釈
尊
が
説
か
れ
た
「
白
法
」
を
、
い
ま
仮
に
初
転
法
輪
の
言
葉
に
代
表
さ
せ
て
み
た
い
。

比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
よ
う
な
苦
が
生
起
す
る
原
因
の
聖
な
る
真
理
（
集
諦
）
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
迷
い
の
生
存
を
ひ
き

お
こ
し
、
よ
ろ
こ
び
と
む
さ
ぼ
り
と
を
伴
い
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
執
着
す
る
愛
欲
（
渇
愛
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

情
欲
的
な
欲
愛
と
、
生
存
に
対
す
る
渇
愛
と
、
生
存
の
滅
無
に
対
す
る
渇
愛
〔
の
三
つ
〕
で
あ
る
。

　
釈
尊
は
こ
こ
に
、「
い
た
る
と
こ
ろ
に
執
着
す
る
愛
欲
」
が
「
苦
の
生
起
す
る
原
因
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
六
根
を
通
じ
た
あ
ら
ゆ
る

経
験
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
貪
欲
と
瞋
恚
の
心
を
興
し
、
愛
欲
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
人
間
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
人
間
の
精
神
性
が
、

実
は
自
己
自
身
を
苦
し
め
他
者
を
苦
し
め
る
も
と
と
な
る
と
釈
尊
は
説
い
た
。
そ
し
て
釈
尊
は
、
苦
の
生
起
す
る
原
因
で
あ
る
こ
れ
ら

「
愛
欲
」「
渇
愛
」
の
止
滅
を
説
き
、
寂
静
な
る
涅
槃
へ
の
道
を
説
き
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
釈
尊
の
白
法
の
基
礎
で
あ
る
。

　
仏
法
の
衰
滅
と
は
、
こ
の
よ
う
な
白
法
が
次
第
に
効
力
を
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
行
証
の
荒
廃
と
い
う
視
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
こ

の
よ
う
な
教
え
に
も
は
や
誰
も
従
わ
ず
（
行
の
荒
廃
）、
し
た
が
っ
て
証
を
得
る
も
の
も
い
な
い
（
証
の
荒
廃
）
時
へ
の
進
行
で
あ
る
。

人
び
と
は
、
人
間
と
社
会
の
苦
悩
の
原
因
が
愛
欲
や
渇
愛
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
そ
の
よ
う
な
教
え
に
背
き
、
か
え
っ
て
「
い
た
る
と
こ

（
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（
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ろ
に
執
着
す
る
愛
欲
」
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
末
法
と
は
ま
さ
に
「
教
」
の
み
あ
っ
て
「
行
証
」
な
き
時
で
あ
る
。

愛
欲
や
渇
愛
が
人
間
の
苦
悩
と
争
い
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
「
教
」
は
遺
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
誰
も
そ
の
よ
う
な
「
教
」
を
帰
依

処
と
し
て
、
渇
愛
の
止
滅
に
向
け
た
「
行
証
」
に
立
つ
こ
と
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
時
代
と
社
会
が
、
末
法
と
し
て
教
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　
善
導
は
「
序
分
義
」
の
結
び
に
、
仏
滅
後
の
悪
世
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
五
濁
五
苦
八
苦
等
は
、
六
道
に
通
じ
て
受
く
。
い
ま
だ
無
き
者
あ
ら
ず
。
常
に
こ
れ
に
逼
悩
せ
ら
る
。
も
し
こ
の
苦
を
受
け
ざ

る
者
は
、
す
な
わ
ち
凡
数
の
摂
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

愛
欲
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
存
在
と
は
、
五
濁
の
内
に
あ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
を
受
け
て
逼
悩
せ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
る
。
善
導

は
、
末
法
の
当
今
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
苦
悩
を
受
け
な
い
も
の
は
な
い
と
説
き
、「
こ
の
苦
を
受
け
ざ
る
者
は
、
す
な
わ
ち
凡
数
の
摂

に
あ
ら
ず
」
と
ま
で
述
べ
る
。
末
法
と
は
、
愛
欲
に
支
配
さ
れ
て
火
宅
を
出
で
る
こ
と
の
な
い
人
間
が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
在
る
こ
と
を
露
わ
に
す
る
時
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

釈
尊
出
世
の
本
懐
と
救
済
の
正
機

　
し
か
し
、
親
鸞
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
五
濁
悪
世
の
様
相
は
、
同
時
に
、
仏
教
の
本
来
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
大
き
な
契
機
と
し
て

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
釈
尊
出
世
の
本
懐
を
、
鮮
明
に
す
る
意
味
を
持
つ
事
態
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
善
導
が
「
五
濁
五
苦
八
苦
等
は
、
六
道
に
通
じ
て
受
く
。
い
ま
だ
無
き
者
あ
ら
ず
」
と
末
法
の
機
を
語
る
文
を
、
親
鸞
は
「
信
巻
」
に

引
用
す
る
。
そ
の
際
こ
の
文
の
直
前
に
「
定
善
義
」
を
挿
入
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
如
意
」
と
言
う
は
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
衆
生
の
意
の
ご
と
し
、
か
の
心
念
に
随
い
て
み
な
こ
れ
を
度
す
べ
し
。
二
つ
に
は
弥
陀

の
意
の
ご
と
し
、
五
眼
円
か
に
照
ら
し
六
通
自
在
に
し
て
、
機
の
度
す
べ
き
者
を
観
そ
な
わ
し
て
、
一
念
の
中
に
前
な
く
後
な
く
、

（
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は
時
代
の
次
第
な
る
減
少
に
よ
っ
て
加
増
す
る
諸
悪
の
濁
り
と
し
て
と
ら
え
、
衆
生
濁
・
見
濁
・
煩
悩
濁
・
命
濁
と
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に

明
ら
か
に
し
て
い
く
。
釈
尊
の
入
滅
に
よ
っ
て
教
化
が
息
め
ば
、
衆
生
は
帰
依
処
を
失
い
、
再
び
輪
廻
の
道
に
墮
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ

し
て
時
代
を
下
る
に
し
た
が
っ
て
「
衆
生
の
十
悪
い
よ
い
よ
盛
ん
」
に
な
り
、
己
の
悪
を
善
と
し
、
他
者
の
善
を
悪
と
み
な
す
と
い
う
顚

倒
の
見
に
支
配
さ
れ
る
。
こ
れ
は
親
鸞
が
、
五
濁
の
様
相
を
描
く
先
の
和
讃
に
「
背
正
帰
邪
」
と
し
て
述
べ
る
態
度
で
あ
る
。
正
し
い
教

え
に
背
き
、
邪
な
る
も
の
に
帰
依
す
る
人
間
の
姿
で
あ
る
。
善
導
は
こ
れ
を
さ
ら
に
、「
当
今
劫
末
の
衆
生
、
悪
性
親
し
み
難
く
、
六
根

に
対
す
る
に
隨
て
貪
瞋
競
い
起
こ
る
」
と
も
述
べ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
親
鸞
が
和
讃
に
愛
憎
違
順
を
高
い
峰
山
に
譬
え
る
の
に
通
底
す
る
。

　
釈
尊
の
入
滅
後
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
進
行
す
る
白
法
の
隠
滞
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
人
間
と
社
会
の
濁
り
の
加
増
と
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
法
が
、
元
来
、
五
濁
の
も
と
と
な
る
「
十
悪
」「
貪
瞋
」
を
捨
離
す
る
こ
と
を
説
く

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
釈
尊
が
説
か
れ
た
「
白
法
」
を
、
い
ま
仮
に
初
転
法
輪
の
言
葉
に
代
表
さ
せ
て
み
た
い
。

比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
よ
う
な
苦
が
生
起
す
る
原
因
の
聖
な
る
真
理
（
集
諦
）
と
は
こ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
迷
い
の
生
存
を
ひ
き

お
こ
し
、
よ
ろ
こ
び
と
む
さ
ぼ
り
と
を
伴
い
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
執
着
す
る
愛
欲
（
渇
愛
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

情
欲
的
な
欲
愛
と
、
生
存
に
対
す
る
渇
愛
と
、
生
存
の
滅
無
に
対
す
る
渇
愛
〔
の
三
つ
〕
で
あ
る
。

　
釈
尊
は
こ
こ
に
、「
い
た
る
と
こ
ろ
に
執
着
す
る
愛
欲
」
が
「
苦
の
生
起
す
る
原
因
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
六
根
を
通
じ
た
あ
ら
ゆ
る

経
験
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
貪
欲
と
瞋
恚
の
心
を
興
し
、
愛
欲
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
人
間
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
人
間
の
精
神
性
が
、

実
は
自
己
自
身
を
苦
し
め
他
者
を
苦
し
め
る
も
と
と
な
る
と
釈
尊
は
説
い
た
。
そ
し
て
釈
尊
は
、
苦
の
生
起
す
る
原
因
で
あ
る
こ
れ
ら

「
愛
欲
」「
渇
愛
」
の
止
滅
を
説
き
、
寂
静
な
る
涅
槃
へ
の
道
を
説
き
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
釈
尊
の
白
法
の
基
礎
で
あ
る
。

　
仏
法
の
衰
滅
と
は
、
こ
の
よ
う
な
白
法
が
次
第
に
効
力
を
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
行
証
の
荒
廃
と
い
う
視
点
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
こ

の
よ
う
な
教
え
に
も
は
や
誰
も
従
わ
ず
（
行
の
荒
廃
）、
し
た
が
っ
て
証
を
得
る
も
の
も
い
な
い
（
証
の
荒
廃
）
時
へ
の
進
行
で
あ
る
。

人
び
と
は
、
人
間
と
社
会
の
苦
悩
の
原
因
が
愛
欲
や
渇
愛
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
そ
の
よ
う
な
教
え
に
背
き
、
か
え
っ
て
「
い
た
る
と
こ

（
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ろ
に
執
着
す
る
愛
欲
」
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
末
法
と
は
ま
さ
に
「
教
」
の
み
あ
っ
て
「
行
証
」
な
き
時
で
あ
る
。

愛
欲
や
渇
愛
が
人
間
の
苦
悩
と
争
い
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
「
教
」
は
遺
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
誰
も
そ
の
よ
う
な
「
教
」
を
帰
依

処
と
し
て
、
渇
愛
の
止
滅
に
向
け
た
「
行
証
」
に
立
つ
こ
と
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
時
代
と
社
会
が
、
末
法
と
し
て
教
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　
善
導
は
「
序
分
義
」
の
結
び
に
、
仏
滅
後
の
悪
世
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
五
濁
五
苦
八
苦
等
は
、
六
道
に
通
じ
て
受
く
。
い
ま
だ
無
き
者
あ
ら
ず
。
常
に
こ
れ
に
逼
悩
せ
ら
る
。
も
し
こ
の
苦
を
受
け
ざ

る
者
は
、
す
な
わ
ち
凡
数
の
摂
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

愛
欲
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
存
在
と
は
、
五
濁
の
内
に
あ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
苦
悩
を
受
け
て
逼
悩
せ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
る
。
善
導

は
、
末
法
の
当
今
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
苦
悩
を
受
け
な
い
も
の
は
な
い
と
説
き
、「
こ
の
苦
を
受
け
ざ
る
者
は
、
す
な
わ
ち
凡
数
の
摂

に
あ
ら
ず
」
と
ま
で
述
べ
る
。
末
法
と
は
、
愛
欲
に
支
配
さ
れ
て
火
宅
を
出
で
る
こ
と
の
な
い
人
間
が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
在
る
こ
と
を
露
わ
に
す
る
時
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

釈
尊
出
世
の
本
懐
と
救
済
の
正
機

　
し
か
し
、
親
鸞
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
五
濁
悪
世
の
様
相
は
、
同
時
に
、
仏
教
の
本
来
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
大
き
な
契
機
と
し
て

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
釈
尊
出
世
の
本
懐
を
、
鮮
明
に
す
る
意
味
を
持
つ
事
態
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
善
導
が
「
五
濁
五
苦
八
苦
等
は
、
六
道
に
通
じ
て
受
く
。
い
ま
だ
無
き
者
あ
ら
ず
」
と
末
法
の
機
を
語
る
文
を
、
親
鸞
は
「
信
巻
」
に

引
用
す
る
。
そ
の
際
こ
の
文
の
直
前
に
「
定
善
義
」
を
挿
入
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
如
意
」
と
言
う
は
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
衆
生
の
意
の
ご
と
し
、
か
の
心
念
に
随
い
て
み
な
こ
れ
を
度
す
べ
し
。
二
つ
に
は
弥
陀

の
意
の
ご
と
し
、
五
眼
円
か
に
照
ら
し
六
通
自
在
に
し
て
、
機
の
度
す
べ
き
者
を
観
そ
な
わ
し
て
、
一
念
の
中
に
前
な
く
後
な
く
、

（
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身
心
等
し
く
赴
き
、
三
輪
開
悟
し
て
、
お
の
お
の
益
す
る
こ
と
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。

釈
尊
と
は
、「
衆
生
の
心
念
に
随
い
」、「
機
の
度
す
べ
き
者
を
観
そ
な
わ
し
て
」
意
の
如
く
に
利
益
し
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
釈
尊
は
、
具
体
的
に
は
何
を
も
っ
て
救
済
の
正
機
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
「
衆
生
の
心
念
」
に
随
い
、
ど
の
よ
う

な
者
と
し
て
「
機
の
度
す
べ
き
者
を
観
そ
な
わ
」
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
が
こ
の
文
に
続
い
て
引
用
す
る
の
が
、
善
導
の
「
五
濁
五
苦

等
は
、
六
道
に
通
じ
て
受
け
て
、
い
ま
だ
な
き
者
は
あ
ら
ず
。
常
に
こ
れ
に
逼
悩
す
。
も
し
こ
の
苦
を
受
け
ざ
る
者
は
、
す
な
わ
ち
凡
数

の
摂
に
あ
ら
ず
」
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
釈
尊
の
教
え
と
は
、
自
ら
の
愛
欲
に
よ
っ
て
常
に
五
濁
五
苦
に
責
め
ら
れ
て
あ
る
衆
生
を
利

益
す
る
も
の
で
あ
る
。
釈
尊
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
度
す
べ
き
者
を
観
そ
な
わ
し
」、「
如
意
」
に
利
益
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の

よ
う
な
衆
生
の
存
在
は
、
白
法
に
背
い
て
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
「
謗
法
」
を
、
解
脱
の
因
が
ま
っ
た
く
絶
え
果
て
る
と
い
う
意
味
で
は

「
闡
提
」
を
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
多
く
の
罪
悪
が
行
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
「
逆
悪
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
は
、
釈

尊
に
お
い
て
救
済
困
難
と
さ
れ
た
「
難
治
の
機
」
と
し
て
の
人
間
存
在
で
あ
る
。

世
に
三
人
あ
り
、
そ
の
病
治
し
が
た
し
。
一
つ
に
は
謗
大
乗
、
二
つ
に
は
五
逆
罪
、
三
つ
に
は
一
闡
提
な
り
。
か
く
の
ご
と
き
の
三

病
、
世
の
中
に
極
重
な
り
。

「
信
巻
」
所
引
の
『
涅
槃
経
』
で
、
釈
尊
は
世
に
お
い
て
最
も
治
療
す
る
こ
と
が
困
難
な
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
が
「
謗
大
乗
」

「
五
逆
罪
」「
一
闡
提
」
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
末
法
と
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
人
間
が
露
わ
と
な
る
時
代
で
あ
り
、「
こ
の

苦
を
受
け
ざ
る
者
は
、
す
な
わ
ち
凡
数
の
摂
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
が
こ
れ
に
苦
悩
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
し

か
し
親
鸞
に
と
っ
て
の
釈
尊
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
者
こ
そ
を
救
お
う
と
し
て
世
に
出
興
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
難
治
の
機
を
最
も
象
徴
す
る
の
が
、
阿
闍
世
王
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
親
鸞
は
「
信
巻
」
で
、
難
治
の
機
と
し
て
象
徴
的
に
語
ら
れ
る

阿
闍
世
の
救
済
物
語
を
引
用
す
る
が
、
そ
こ
に
登
場
す
る
釈
尊
は
、
次
の
よ
う
に
自
ら
の
出
興
の
本
義
を
語
る
教
主
で
あ
る
。

善
男
子
、
我
が
言
う
と
こ
ろ
の
ご
と
し
、
阿
闍
世
王
の
「
為
」
に
涅
槃
に
入
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
き
の
密
義
、
汝
未
だ
解
す
る
こ
と
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あ
た
わ
ず
。
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
我
、「
為
」
と
言
う
は
一
切
凡
夫
、「
阿
闍
世
」
は
普
く
お
よ
び
一
切
、
五
逆
を
造
る
者
な
り
。

ま
た
「
為
」
は
、
す
な
わ
ち
一
切
有
為
の
衆
生
な
り
。
我
つ
い
に
無
為
の
衆
生
の
た
め
に
し
て
世
に
住
せ
ず
。
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え

に
。
そ
れ
無
為
は
衆
生
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。「
阿
闍
世
」
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
煩
悩
等
を
具
足
せ
る
者
な
り
。
ま
た
「
為
」
は
、
す

な
わ
ち
こ
れ
仏
性
を
見
ざ
る
衆
生
な
り
。
…
中
略
…
「
阿
闍
世
」
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
一
切
、
未
だ
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
を
発

せ
ざ
る
者
な
り
。

阿
闍
世
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
「
未
だ
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
を
発
せ
ざ
る
者
」
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
者
と
し
て
の
「
一
切
有
為
の
衆
生
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仏
道
の
最
も
基
本
で
あ
る
菩
提
心
の
発
起
す
ら
拒
絶
す
る
存

在
を
意
味
す
る
。
釈
尊
の
教
え
に
従
っ
て
白
法
を
帰
依
処
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
意
欲
の
欠
落
す
る
存
在
で
あ
る
。
阿
闍
世
は
こ
の
よ

う
も
の
と
し
て
『
涅
槃
経
』
に
登
場
し
、
し
か
も
そ
れ
が
「
一
切
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
釈
尊
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
阿
闍
世
の
「
為
」
に
在
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、「
我
が
言
う
と

こ
ろ
の
ご
と
し
、
阿
闍
世
王
の
「
為
」
に
涅
槃
に
入
ら
ず
」
で
あ
る
。
阿
闍
世
に
象
徴
さ
れ
る
存
在
を
難
治
の
機
と
説
く
釈
尊
は
、
同
時

に
、
こ
の
よ
う
な
存
在
の
た
め
に
こ
そ
世
に
在
っ
て
、
そ
の
救
済
に
あ
た
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
親
鸞
に
と
っ
て
明
確
に
な

る
の
が
、
釈
尊
の
出
世
本
懐
で
あ
る
。
親
鸞
は
そ
れ
を
、
阿
闍
世
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、「
難
治
の
機
」
の
救
済
で
あ
る
と
み
る
の
で

あ
る
。

　
「
無
為
の
衆
生
の
た
め
に
し
て
世
に
住
せ
ず
」
と
は
、
釈
尊
は
、
白
法
に
し
た
が
っ
て
行
証
す
る
者
の
救
済
を
本
意
と
し
て
世
に
出
興

す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
白
法
が
教
示
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
背
き
、
解
脱
の
因
が
ま
っ
た
く
絶
え
果
て
る

存
在
と
し
て
の
人
間
、
こ
の
者
の
救
済
の
た
め
に
釈
尊
は
在
る
。
し
た
が
っ
て
行
証
の
廃
れ
る
末
法
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
救
済
の

正
機
が
、
も
っ
と
も
鮮
明
な
形
で
顕
現
す
る
意
味
を
も
つ
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
出
世
の
本
意
が
も
っ
と
も
明
確
に
発
揮
さ
れ

る
時
と
し
て
、
末
法
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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身
心
等
し
く
赴
き
、
三
輪
開
悟
し
て
、
お
の
お
の
益
す
る
こ
と
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。

釈
尊
と
は
、「
衆
生
の
心
念
に
随
い
」、「
機
の
度
す
べ
き
者
を
観
そ
な
わ
し
て
」
意
の
如
く
に
利
益
し
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
釈
尊
は
、
具
体
的
に
は
何
を
も
っ
て
救
済
の
正
機
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
「
衆
生
の
心
念
」
に
随
い
、
ど
の
よ
う

な
者
と
し
て
「
機
の
度
す
べ
き
者
を
観
そ
な
わ
」
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
が
こ
の
文
に
続
い
て
引
用
す
る
の
が
、
善
導
の
「
五
濁
五
苦

等
は
、
六
道
に
通
じ
て
受
け
て
、
い
ま
だ
な
き
者
は
あ
ら
ず
。
常
に
こ
れ
に
逼
悩
す
。
も
し
こ
の
苦
を
受
け
ざ
る
者
は
、
す
な
わ
ち
凡
数

の
摂
に
あ
ら
ず
」
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
釈
尊
の
教
え
と
は
、
自
ら
の
愛
欲
に
よ
っ
て
常
に
五
濁
五
苦
に
責
め
ら
れ
て
あ
る
衆
生
を
利

益
す
る
も
の
で
あ
る
。
釈
尊
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
度
す
べ
き
者
を
観
そ
な
わ
し
」、「
如
意
」
に
利
益
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の

よ
う
な
衆
生
の
存
在
は
、
白
法
に
背
い
て
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
「
謗
法
」
を
、
解
脱
の
因
が
ま
っ
た
く
絶
え
果
て
る
と
い
う
意
味
で
は

「
闡
提
」
を
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
多
く
の
罪
悪
が
行
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
「
逆
悪
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
は
、
釈

尊
に
お
い
て
救
済
困
難
と
さ
れ
た
「
難
治
の
機
」
と
し
て
の
人
間
存
在
で
あ
る
。

世
に
三
人
あ
り
、
そ
の
病
治
し
が
た
し
。
一
つ
に
は
謗
大
乗
、
二
つ
に
は
五
逆
罪
、
三
つ
に
は
一
闡
提
な
り
。
か
く
の
ご
と
き
の
三

病
、
世
の
中
に
極
重
な
り
。

「
信
巻
」
所
引
の
『
涅
槃
経
』
で
、
釈
尊
は
世
に
お
い
て
最
も
治
療
す
る
こ
と
が
困
難
な
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
が
「
謗
大
乗
」

「
五
逆
罪
」「
一
闡
提
」
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
末
法
と
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
人
間
が
露
わ
と
な
る
時
代
で
あ
り
、「
こ
の

苦
を
受
け
ざ
る
者
は
、
す
な
わ
ち
凡
数
の
摂
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
が
こ
れ
に
苦
悩
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
し

か
し
親
鸞
に
と
っ
て
の
釈
尊
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
者
こ
そ
を
救
お
う
と
し
て
世
に
出
興
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
難
治
の
機
を
最
も
象
徴
す
る
の
が
、
阿
闍
世
王
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
親
鸞
は
「
信
巻
」
で
、
難
治
の
機
と
し
て
象
徴
的
に
語
ら
れ
る

阿
闍
世
の
救
済
物
語
を
引
用
す
る
が
、
そ
こ
に
登
場
す
る
釈
尊
は
、
次
の
よ
う
に
自
ら
の
出
興
の
本
義
を
語
る
教
主
で
あ
る
。

善
男
子
、
我
が
言
う
と
こ
ろ
の
ご
と
し
、
阿
闍
世
王
の
「
為
」
に
涅
槃
に
入
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
き
の
密
義
、
汝
未
だ
解
す
る
こ
と

（
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あ
た
わ
ず
。
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
我
、「
為
」
と
言
う
は
一
切
凡
夫
、「
阿
闍
世
」
は
普
く
お
よ
び
一
切
、
五
逆
を
造
る
者
な
り
。

ま
た
「
為
」
は
、
す
な
わ
ち
一
切
有
為
の
衆
生
な
り
。
我
つ
い
に
無
為
の
衆
生
の
た
め
に
し
て
世
に
住
せ
ず
。
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え

に
。
そ
れ
無
為
は
衆
生
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。「
阿
闍
世
」
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
煩
悩
等
を
具
足
せ
る
者
な
り
。
ま
た
「
為
」
は
、
す

な
わ
ち
こ
れ
仏
性
を
見
ざ
る
衆
生
な
り
。
…
中
略
…
「
阿
闍
世
」
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
一
切
、
未
だ
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
を
発

せ
ざ
る
者
な
り
。

阿
闍
世
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
「
未
だ
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
を
発
せ
ざ
る
者
」
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
者
と
し
て
の
「
一
切
有
為
の
衆
生
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仏
道
の
最
も
基
本
で
あ
る
菩
提
心
の
発
起
す
ら
拒
絶
す
る
存

在
を
意
味
す
る
。
釈
尊
の
教
え
に
従
っ
て
白
法
を
帰
依
処
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
意
欲
の
欠
落
す
る
存
在
で
あ
る
。
阿
闍
世
は
こ
の
よ

う
も
の
と
し
て
『
涅
槃
経
』
に
登
場
し
、
し
か
も
そ
れ
が
「
一
切
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
釈
尊
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
阿
闍
世
の
「
為
」
に
在
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、「
我
が
言
う
と

こ
ろ
の
ご
と
し
、
阿
闍
世
王
の
「
為
」
に
涅
槃
に
入
ら
ず
」
で
あ
る
。
阿
闍
世
に
象
徴
さ
れ
る
存
在
を
難
治
の
機
と
説
く
釈
尊
は
、
同
時

に
、
こ
の
よ
う
な
存
在
の
た
め
に
こ
そ
世
に
在
っ
て
、
そ
の
救
済
に
あ
た
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
親
鸞
に
と
っ
て
明
確
に
な

る
の
が
、
釈
尊
の
出
世
本
懐
で
あ
る
。
親
鸞
は
そ
れ
を
、
阿
闍
世
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、「
難
治
の
機
」
の
救
済
で
あ
る
と
み
る
の
で

あ
る
。

　
「
無
為
の
衆
生
の
た
め
に
し
て
世
に
住
せ
ず
」
と
は
、
釈
尊
は
、
白
法
に
し
た
が
っ
て
行
証
す
る
者
の
救
済
を
本
意
と
し
て
世
に
出
興

す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
白
法
が
教
示
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
背
き
、
解
脱
の
因
が
ま
っ
た
く
絶
え
果
て
る

存
在
と
し
て
の
人
間
、
こ
の
者
の
救
済
の
た
め
に
釈
尊
は
在
る
。
し
た
が
っ
て
行
証
の
廃
れ
る
末
法
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
救
済
の

正
機
が
、
も
っ
と
も
鮮
明
な
形
で
顕
現
す
る
意
味
を
も
つ
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
出
世
の
本
意
が
も
っ
と
も
明
確
に
発
揮
さ
れ

る
時
と
し
て
、
末
法
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
お
い
て
、
親
鸞
に
お
け
る
聖
道
と
浄
土
を
め
ぐ
る
真
仮
の
問
題
が
明
確
に
な
る
と
言
え
る
。
親
鸞
に
お
い
て
聖
道
と
浄
土
の
真

仮
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
の
も
と
に
一
気
に
逆
転
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
釈
尊
と
は
、
ま
さ
に
「
斉
し
く
苦
悩
の
群
萌
」

を
救
済
し
、「
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
ん
と
欲
す
」
る
た
め
に
世
に
出
興
し
た
も
う
の
で
あ
っ
て
、「
無
為
の
衆
生
」
の
た
め
に
世
に
出
興
さ
れ

る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
「
聖
道
の
諸
教
」
で
は
な
く
、「
凡
小
を
哀
れ
み
」「
群
萌
を
拯
」
お
う
と
す
る
『
大
無
量
寿
経
』
こ
そ
が
、
釈

尊
出
世
本
懐
の
真
実
教
と
し
て
、
親
鸞
の
中
に
鮮
明
と
な
る
の
で
あ
る
。

浄
土
真
宗
は
証
道
今
盛

　
そ
れ
で
は
最
後
に
、
そ
の
よ
う
な
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
の
流
通
で
、

浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り

と
語
る
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
大
無
量
寿
経
』
を
真
実
の
教
を
仰
ぐ
「
浄
土
の
真
宗
」
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で

「
証
道
」
が
末
法
の
今
に
お
い
て
「
盛
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
浄
土
の
真
宗
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
説
く
『
大
無
量
寿
経
』
を
真
実
の
教
と
し
て
仰
ぐ
仏
道
で
あ
る
。『
大
無
量
寿
経
』
は
、

「
凡
小
を
哀
れ
み
」「
群
萌
を
拯
」
う
こ
と
を
主
眼
と
す
る
「
如
来
の
四
十
八
願
を
説
き
た
ま
へ
る
経
」
で
あ
る
が
、阿
弥
陀
仏
の
本
願
と

末
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
親
鸞
は
、「
正
像
末
和
讃
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て
　
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む

　
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
　
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り

　
親
鸞
は
、
像
末
五
濁
の
世
と
な
っ
て
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
尊
い
教
え
が
隠
れ
て
し
ま
う
一
方
で
、
阿
弥
陀
仏
の
悲
願
が
広
ま
り
、

念
仏
に
よ
る
往
生
が
盛
ん
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
高
僧
和
讃
」
で
は
同
様
に
、
法
の
衰
滅
に
対
す
る
本
願
の
隆
盛
に
関
し
て
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

（

）
29

（

）
30

33

経
道
滅
尽
と
き
い
た
り

　
如
来
出
世
の
本
意
な
る

　
弘
願
真
宗
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば
　
凡
夫
念
じ
て
さ
と
る
な
り

経
道
滅
尽
の
時
、
つ
ま
り
遺
教
に
し
た
が
っ
て
の
実
践
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
時
に
及
ん
で
、
よ
う
や
く
釈
尊
が
こ
の
世
に
出
で
ら

れ
た
本
意
が
明
ら
か
に
な
り
、
凡
夫
は
本
願
と
出
遇
い
さ
と
り
に
導
か
れ
る
と
詠
わ
れ
る
。

　
す
で
に
確
か
め
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
「
浄
土
の
真
宗
」
と
は
、「
在
世
正
法
像
末
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
を
斉
し
く
悲
引
」
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
末
法
を
待
っ
て
は
じ
め
て
効
力
を
発
揮
す
る
教
え
で
は
な
い
。「
在
世
正
法
」
か
ら
「
像
末
法
滅
」
に
わ
た
っ

て
苦
悩
す
る
群
萌
を
斉
し
く
悲
引
す
る
も
の
と
し
て
開
示
さ
れ
た
教
え
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
殊
に
仏
教
に
背
い
て
あ
る
「
濁
悪
の

群
萌
」
を
正
機
と
す
る
教
え
で
あ
る
。
し
か
も
親
鸞
に
と
っ
て
釈
尊
の
教
え
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
存
在
こ
そ
を
「
悲
引
」
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
本
願
の
経
が
説
か
れ
る
意
味
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
「
濁
悪
の
群
萌
」
を
、
釈
尊
在
世
時
に
お
い
て
象
徴
す
る
の
が
「
心
想
羸
劣
」
な
る
韋
提
希
で
あ
り
、
ま
た
「
阿
耨
多
羅

三
藐
三
菩
提
心
を
発
せ
ざ
る
」
阿
闍
世
王
で
あ
っ
た
。
こ
の
韋
提
希
や
阿
闍
世
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
「
権
化
の
仁
」
で
あ
っ
て
、
衆
生

の
濁
悪
性
を
敢
え
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
願
の
教
を
開
示
さ
せ
る
は
た
ら
き
を
な
す
聖
衆
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
法
に

背
く
も
の
と
し
て
あ
る
衆
生
の
罪
障
性
は
、
正
法
か
ら
像
法
、
像
法
か
ら
末
法
へ
と
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
お
の
ず
か
ら
加
増
し
、

末
法
に
あ
っ
て
は
つ
い
に
五
濁
の
苦
し
み
を
受
け
な
い
者
は
皆
無
と
な
る
と
ま
で
言
わ
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
「
濁
悪
の
群
萌
」
を
悲
引

す
る
も
の
と
し
て
の
本
願
の
教
え
は
、
ま
す
ま
す
盛
ん
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。「
像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て
　
釈
迦
の
遺
教

か
く
れ
し
む
　
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
　
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
悲
願
」
が
盛
ん
と
な
る
様
子
を
詠
う
も
の

で
あ
る
。

　
「
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
、
こ
こ
で
「
悲
願
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

「
悲
願
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
「
悲
し
み
」
と
「
願
い
」
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
「
大
悲
」
で
あ
り
、
衆
生
を
招
喚
し

（
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こ
こ
に
お
い
て
、
親
鸞
に
お
け
る
聖
道
と
浄
土
を
め
ぐ
る
真
仮
の
問
題
が
明
確
に
な
る
と
言
え
る
。
親
鸞
に
お
い
て
聖
道
と
浄
土
の
真

仮
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
の
も
と
に
一
気
に
逆
転
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
釈
尊
と
は
、
ま
さ
に
「
斉
し
く
苦
悩
の
群
萌
」

を
救
済
し
、「
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
ん
と
欲
す
」
る
た
め
に
世
に
出
興
し
た
も
う
の
で
あ
っ
て
、「
無
為
の
衆
生
」
の
た
め
に
世
に
出
興
さ
れ

る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
「
聖
道
の
諸
教
」
で
は
な
く
、「
凡
小
を
哀
れ
み
」「
群
萌
を
拯
」
お
う
と
す
る
『
大
無
量
寿
経
』
こ
そ
が
、
釈

尊
出
世
本
懐
の
真
実
教
と
し
て
、
親
鸞
の
中
に
鮮
明
と
な
る
の
で
あ
る
。

浄
土
真
宗
は
証
道
今
盛

　
そ
れ
で
は
最
後
に
、
そ
の
よ
う
な
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
の
流
通
で
、

浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り

と
語
る
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
大
無
量
寿
経
』
を
真
実
の
教
を
仰
ぐ
「
浄
土
の
真
宗
」
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で

「
証
道
」
が
末
法
の
今
に
お
い
て
「
盛
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
浄
土
の
真
宗
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
説
く
『
大
無
量
寿
経
』
を
真
実
の
教
と
し
て
仰
ぐ
仏
道
で
あ
る
。『
大
無
量
寿
経
』
は
、

「
凡
小
を
哀
れ
み
」「
群
萌
を
拯
」
う
こ
と
を
主
眼
と
す
る
「
如
来
の
四
十
八
願
を
説
き
た
ま
へ
る
経
」
で
あ
る
が
、阿
弥
陀
仏
の
本
願
と

末
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
親
鸞
は
、「
正
像
末
和
讃
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て
　
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む

　
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
　
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り

　
親
鸞
は
、
像
末
五
濁
の
世
と
な
っ
て
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
尊
い
教
え
が
隠
れ
て
し
ま
う
一
方
で
、
阿
弥
陀
仏
の
悲
願
が
広
ま
り
、

念
仏
に
よ
る
往
生
が
盛
ん
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
高
僧
和
讃
」
で
は
同
様
に
、
法
の
衰
滅
に
対
す
る
本
願
の
隆
盛
に
関
し
て
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
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経
道
滅
尽
と
き
い
た
り
　
如
来
出
世
の
本
意
な
る

　
弘
願
真
宗
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば
　
凡
夫
念
じ
て
さ
と
る
な
り

経
道
滅
尽
の
時
、
つ
ま
り
遺
教
に
し
た
が
っ
て
の
実
践
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
時
に
及
ん
で
、
よ
う
や
く
釈
尊
が
こ
の
世
に
出
で
ら

れ
た
本
意
が
明
ら
か
に
な
り
、
凡
夫
は
本
願
と
出
遇
い
さ
と
り
に
導
か
れ
る
と
詠
わ
れ
る
。

　
す
で
に
確
か
め
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
「
浄
土
の
真
宗
」
と
は
、「
在
世
正
法
像
末
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
を
斉
し
く
悲
引
」
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
末
法
を
待
っ
て
は
じ
め
て
効
力
を
発
揮
す
る
教
え
で
は
な
い
。「
在
世
正
法
」
か
ら
「
像
末
法
滅
」
に
わ
た
っ

て
苦
悩
す
る
群
萌
を
斉
し
く
悲
引
す
る
も
の
と
し
て
開
示
さ
れ
た
教
え
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
殊
に
仏
教
に
背
い
て
あ
る
「
濁
悪
の

群
萌
」
を
正
機
と
す
る
教
え
で
あ
る
。
し
か
も
親
鸞
に
と
っ
て
釈
尊
の
教
え
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
存
在
こ
そ
を
「
悲
引
」
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
本
願
の
経
が
説
か
れ
る
意
味
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
「
濁
悪
の
群
萌
」
を
、
釈
尊
在
世
時
に
お
い
て
象
徴
す
る
の
が
「
心
想
羸
劣
」
な
る
韋
提
希
で
あ
り
、
ま
た
「
阿
耨
多
羅

三
藐
三
菩
提
心
を
発
せ
ざ
る
」
阿
闍
世
王
で
あ
っ
た
。
こ
の
韋
提
希
や
阿
闍
世
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
「
権
化
の
仁
」
で
あ
っ
て
、
衆
生

の
濁
悪
性
を
敢
え
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
願
の
教
を
開
示
さ
せ
る
は
た
ら
き
を
な
す
聖
衆
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
法
に

背
く
も
の
と
し
て
あ
る
衆
生
の
罪
障
性
は
、
正
法
か
ら
像
法
、
像
法
か
ら
末
法
へ
と
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
お
の
ず
か
ら
加
増
し
、

末
法
に
あ
っ
て
は
つ
い
に
五
濁
の
苦
し
み
を
受
け
な
い
者
は
皆
無
と
な
る
と
ま
で
言
わ
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
「
濁
悪
の
群
萌
」
を
悲
引

す
る
も
の
と
し
て
の
本
願
の
教
え
は
、
ま
す
ま
す
盛
ん
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。「
像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て
　
釈
迦
の
遺
教

か
く
れ
し
む
　
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
　
念
仏
往
生
さ
か
り
な
り
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
悲
願
」
が
盛
ん
と
な
る
様
子
を
詠
う
も
の

で
あ
る
。

　
「
悲
願
ひ
ろ
ま
り
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
、
こ
こ
で
「
悲
願
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

「
悲
願
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
「
悲
し
み
」
と
「
願
い
」
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
「
大
悲
」
で
あ
り
、
衆
生
を
招
喚
し

（

）
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て
や
ま
な
い
「
願
心
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
煩
悩
に
埋
没
し
、
仏
法
に
背
い
て
あ
る
存
在
を
慈
し
み
悲
し
み
、「
安
楽
浄
土
に
む
ま
れ
む

と
お
も
へ
」
と
願
っ
て
や
ま
な
い
は
た
ら
き
で
あ
る
。
こ
の
「
悲
し
み
」
と
「
願
心
」
は
、
正
法
に
向
け
た
歩
み
が
廃
退
し
、
正
法
か
ら

背
い
て
生
き
る
衆
生
の
様
相
が
露
わ
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
強
く
深
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
親
鸞
は
こ
の
よ
う
な
「
悲
願
」
の
は
た
ら

き
を
、「
悲
引
」
と
も
表
現
し
た
。「
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
う
」
本
願
で
あ
る
。「
悲
引
」
と
は
、
大
悲
が
誘
引
・
牽
引
す

る
は
た
ら
き
を
表
す
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
「
悲
引
」
は
、
濁
悪
性
が
広
く
深
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
は
た
ら
き
を
一
層
加
増
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
像
法
か
ら
末
法
、
末
法
か
ら
法
滅
へ
と
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
人
び
と
の
謗
法
性
や
罪
障
性
が
深
ま
る
な
ら
ば
、

阿
弥
陀
仏
の
悲
し
み
も
ま
た
深
く
な
り
、
誘
引
し
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
も
盛
ん
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
衆
生
の
罪
障
性
が
増
せ
ば
、

如
来
の
悲
し
み
が
増
し
、
衆
生
が
白
法
か
ら
背
け
ば
背
く
ほ
ど
、
阿
弥
陀
仏
が
三
毒
を
超
え
た
世
界
へ
と
呼
び
返
そ
う
と
す
る
招
喚
の
声

は
強
く
な
る
、
そ
れ
が
「
像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て
」「
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
れ
り
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
内
容
で
あ
る
。

　
親
鸞
が
聖
道
の
諸
教
を
「
行
証
久
し
く
廃
れ
」
と
語
る
の
に
対
し
て
、
浄
土
真
宗
の
「
証
道
」
が
「
今
盛
」
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る

の
も
、
こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
の
「
悲
願
」「
悲
引
」
の
は
た
ら
き
に
対
し
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
念
仏
教

団
が
盛
大
で
あ
る
こ
と
や
、
浄
土
往
生
者
が
多
く
誕
生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
大
般
涅
槃
道
に
立
つ
自
己
の
証

道
の
「
盛
」
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
慢
心
で
も
な
い
。
た
だ
、
五
濁
の
加
増
に
比
し
て
あ
る
、
阿
弥
陀
仏
の
悲
し
み
と
願
い
の
加
増
を

言
う
の
で
あ
る
。
像
末
法
滅
に
む
か
っ
て
五
濁
悪
時
の
様
相
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
そ
の
よ
う
な
衆
生
を
悲
引
し
、
悲
願
す
る
は
た

ら
き
は
盛
ん
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
の
こ
と
が
「
証
道
今
盛
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
内
容
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
自
ら
を
含
め
た
人
間

と
社
会
の
五
濁
の
深
ま
り
に
接
す
れ
ば
接
す
る
ほ
ど
、
悲
願
の
盛
ん
な
る
こ
と
を
、
懺
悔
と
共
に
確
信
し
、
ま
た
、
唯
一
乗
托
す
べ
き
道

を
本
願
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り
」
で
あ
る
。

（

）
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「
横
超
」
と
し
て
の
「
無
上
正
真
道
」

　
こ
の
よ
う
な
「
証
道
」
は
、「
信
巻
」
で
「
無
上
正
真
道
」
の
超
証
、
つ
ま
り
「
横
超
」
の
仏
道
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「
横
超
」
は
、
す
な
わ
ち
願
成
就
一
実
円
満
の
真
教
、
真
宗
こ
れ
な
り
。
…
中
略
…
大
願
清
浄
の
報
土
に
は
、
品
位
階
次
を
云
わ
ず
、

一
念
須
臾
の
傾
に
速
や
か
に
疾
く
無
上
正
真
道
を
超
証
す
、
か
る
が
ゆ
え
に
「
横
超
」
と
曰
う
な
り
。

『
大
本
』
に
言
わ
く
、
無
上
殊
勝
の
願
を
超
発
す
、
と
。

ま
た
言
わ
く
、
我
、
超
世
の
願
を
建
つ
、
必
ず
無
上
道
に
至
ら
ん
、
と
。
名
声
十
方
に
超
え
て
、
究
竟
し
て
聞
こ
ゆ
る
所
な
く
は
、

誓
う
、
正
覚
を
成
ら
じ
、
と
。

「
横
超
」
と
は
、
周
知
の
通
り
善
導
の
「
横
超
断
四
流
　
願
入
弥
陀
界
」
に
よ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
こ
こ
に
、「
真
宗
」
が
「
横

超
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
根
拠
を
「『
大
本
』
に
言
わ
く
」
と
言
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
に
求
め
、「
無
上
殊
勝
の
願
を
超
発
す
」、「
我
、

超
世
の
願
を
建
つ
」、「
名
声
十
方
に
超
え
」
と
連
引
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
に
関
し
て
説
か
れ
る
経
説
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
真
如
法
性
か
ら
「
超
発
」
さ
れ
る
本
願
が
、
三
界
の
道
に
勝
過
す
る
「
超
世
」
の
願
で
あ
り
つ
つ
も
、
名
号
に
よ
っ
て
十
方
世

界
に
「
超
」
え
て
現
れ
出
る
こ
と
を
確
か
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
横
超
」
と
は
文
字
通
り
、「
よ
こ
さ
ま
」
に
「
こ
え
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
。
真
宗
に
お
け
る
証
道
を
、
竪
超
や
竪
出
、

あ
る
い
は
横
出
に
対
し
て
「
横
超
」
と
し
て
確
か
め
る
時
、
こ
れ
ま
で
こ
れ
を
衆
生
が
欲
暴
流
・
有
暴
流
・
見
暴
流
・
無
明
暴
流
の
四
暴

流
を
い
っ
き
に
超
断
し
て
、
無
上
涅
槃
に
い
た
る
道
に
立
つ
利
益
と
し
て
理
解
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
善
導
の
原
意
で
あ
ろ
う
し
、

親
鸞
が
『
尊
号
真
像
銘
文
』
な
ど
で
「
五
悪
趣
を
自
然
に
た
ち
す
て
」
て
「
無
上
涅
槃
に
い
た
る
」
と
了
解
す
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
信
巻
」
の
横
超
理
解
、
特
に
『
大
無
量
寿
経
』
の
引
用
を
み
れ
ば
、
親
鸞
が
「
横
超
」
を
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
が
「
よ
こ
さ
ま
」

に
「
こ
え
」
て
、
こ
の
世
に
は
た
ら
き
出
る
事
態
と
し
て
了
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
横
超
と
は
、
衆
生
が
「
よ
こ

（
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て
や
ま
な
い
「
願
心
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
煩
悩
に
埋
没
し
、
仏
法
に
背
い
て
あ
る
存
在
を
慈
し
み
悲
し
み
、「
安
楽
浄
土
に
む
ま
れ
む

と
お
も
へ
」
と
願
っ
て
や
ま
な
い
は
た
ら
き
で
あ
る
。
こ
の
「
悲
し
み
」
と
「
願
心
」
は
、
正
法
に
向
け
た
歩
み
が
廃
退
し
、
正
法
か
ら

背
い
て
生
き
る
衆
生
の
様
相
が
露
わ
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
強
く
深
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
親
鸞
は
こ
の
よ
う
な
「
悲
願
」
の
は
た
ら

き
を
、「
悲
引
」
と
も
表
現
し
た
。「
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
う
」
本
願
で
あ
る
。「
悲
引
」
と
は
、
大
悲
が
誘
引
・
牽
引
す

る
は
た
ら
き
を
表
す
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
「
悲
引
」
は
、
濁
悪
性
が
広
く
深
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
は
た
ら
き
を
一
層
加
増
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
像
法
か
ら
末
法
、
末
法
か
ら
法
滅
へ
と
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
人
び
と
の
謗
法
性
や
罪
障
性
が
深
ま
る
な
ら
ば
、

阿
弥
陀
仏
の
悲
し
み
も
ま
た
深
く
な
り
、
誘
引
し
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
も
盛
ん
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
衆
生
の
罪
障
性
が
増
せ
ば
、

如
来
の
悲
し
み
が
増
し
、
衆
生
が
白
法
か
ら
背
け
ば
背
く
ほ
ど
、
阿
弥
陀
仏
が
三
毒
を
超
え
た
世
界
へ
と
呼
び
返
そ
う
と
す
る
招
喚
の
声

は
強
く
な
る
、
そ
れ
が
「
像
末
五
濁
の
世
と
な
り
て
」「
弥
陀
の
悲
願
ひ
ろ
ま
れ
り
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
内
容
で
あ
る
。

　
親
鸞
が
聖
道
の
諸
教
を
「
行
証
久
し
く
廃
れ
」
と
語
る
の
に
対
し
て
、
浄
土
真
宗
の
「
証
道
」
が
「
今
盛
」
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る

の
も
、
こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
の
「
悲
願
」「
悲
引
」
の
は
た
ら
き
に
対
し
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
念
仏
教

団
が
盛
大
で
あ
る
こ
と
や
、
浄
土
往
生
者
が
多
く
誕
生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
大
般
涅
槃
道
に
立
つ
自
己
の
証

道
の
「
盛
」
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
慢
心
で
も
な
い
。
た
だ
、
五
濁
の
加
増
に
比
し
て
あ
る
、
阿
弥
陀
仏
の
悲
し
み
と
願
い
の
加
増
を

言
う
の
で
あ
る
。
像
末
法
滅
に
む
か
っ
て
五
濁
悪
時
の
様
相
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
そ
の
よ
う
な
衆
生
を
悲
引
し
、
悲
願
す
る
は
た

ら
き
は
盛
ん
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
の
こ
と
が
「
証
道
今
盛
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
内
容
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
自
ら
を
含
め
た
人
間

と
社
会
の
五
濁
の
深
ま
り
に
接
す
れ
ば
接
す
る
ほ
ど
、
悲
願
の
盛
ん
な
る
こ
と
を
、
懺
悔
と
共
に
確
信
し
、
ま
た
、
唯
一
乗
托
す
べ
き
道

を
本
願
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り
」
で
あ
る
。

（
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「
横
超
」
と
し
て
の
「
無
上
正
真
道
」

　
こ
の
よ
う
な
「
証
道
」
は
、「
信
巻
」
で
「
無
上
正
真
道
」
の
超
証
、
つ
ま
り
「
横
超
」
の
仏
道
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「
横
超
」
は
、
す
な
わ
ち
願
成
就
一
実
円
満
の
真
教
、
真
宗
こ
れ
な
り
。
…
中
略
…
大
願
清
浄
の
報
土
に
は
、
品
位
階
次
を
云
わ
ず
、

一
念
須
臾
の
傾
に
速
や
か
に
疾
く
無
上
正
真
道
を
超
証
す
、
か
る
が
ゆ
え
に
「
横
超
」
と
曰
う
な
り
。

『
大
本
』
に
言
わ
く
、
無
上
殊
勝
の
願
を
超
発
す
、
と
。

ま
た
言
わ
く
、
我
、
超
世
の
願
を
建
つ
、
必
ず
無
上
道
に
至
ら
ん
、
と
。
名
声
十
方
に
超
え
て
、
究
竟
し
て
聞
こ
ゆ
る
所
な
く
は
、

誓
う
、
正
覚
を
成
ら
じ
、
と
。

「
横
超
」
と
は
、
周
知
の
通
り
善
導
の
「
横
超
断
四
流
　
願
入
弥
陀
界
」
に
よ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
こ
こ
に
、「
真
宗
」
が
「
横

超
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
根
拠
を
「『
大
本
』
に
言
わ
く
」
と
言
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
に
求
め
、「
無
上
殊
勝
の
願
を
超
発
す
」、「
我
、

超
世
の
願
を
建
つ
」、「
名
声
十
方
に
超
え
」
と
連
引
す
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
に
関
し
て
説
か
れ
る
経
説
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
真
如
法
性
か
ら
「
超
発
」
さ
れ
る
本
願
が
、
三
界
の
道
に
勝
過
す
る
「
超
世
」
の
願
で
あ
り
つ
つ
も
、
名
号
に
よ
っ
て
十
方
世

界
に
「
超
」
え
て
現
れ
出
る
こ
と
を
確
か
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
横
超
」
と
は
文
字
通
り
、「
よ
こ
さ
ま
」
に
「
こ
え
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
。
真
宗
に
お
け
る
証
道
を
、
竪
超
や
竪
出
、

あ
る
い
は
横
出
に
対
し
て
「
横
超
」
と
し
て
確
か
め
る
時
、
こ
れ
ま
で
こ
れ
を
衆
生
が
欲
暴
流
・
有
暴
流
・
見
暴
流
・
無
明
暴
流
の
四
暴

流
を
い
っ
き
に
超
断
し
て
、
無
上
涅
槃
に
い
た
る
道
に
立
つ
利
益
と
し
て
理
解
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
善
導
の
原
意
で
あ
ろ
う
し
、

親
鸞
が
『
尊
号
真
像
銘
文
』
な
ど
で
「
五
悪
趣
を
自
然
に
た
ち
す
て
」
て
「
無
上
涅
槃
に
い
た
る
」
と
了
解
す
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
信
巻
」
の
横
超
理
解
、
特
に
『
大
無
量
寿
経
』
の
引
用
を
み
れ
ば
、
親
鸞
が
「
横
超
」
を
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
が
「
よ
こ
さ
ま
」

に
「
こ
え
」
て
、
こ
の
世
に
は
た
ら
き
出
る
事
態
と
し
て
了
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
横
超
と
は
、
衆
生
が
「
よ
こ

（

）
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）
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さ
ま
」
に
無
上
正
真
道
を
超
証
す
る
の
で
は
な
く
、
第
一
義
的
に
は
、
本
願
が
「
よ
こ
さ
ま
」
に
衆
生
の
前
に
「
超
え
」
で
る
は
た
ら
き

と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
世
を
超
え
た
本
願
が
、
名
号
と
し
て
世
を
超
え
て
衆
生
の
前
に
現
れ
出
る
、
そ
の
よ
う
な
一
連
の
本
願

の
功
用
を
指
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
成
立
す
る
の
が
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
証
道
と
し
て
の
「
無
上
正

真
道
」
で
あ
る
。

　
『
教
行
信
証
』
流
通
に
お
い
て
、
末
法
に
あ
っ
て
「
浄
土
の
真
宗
」
の
「
証
道
」
が
「
今
盛
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う

な
本
願
大
悲
の
超
発
の
は
た
ら
き
の
「
盛
」
を
ま
ず
は
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
「
証
道
」
が
、
今
盛

ん
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
親
鸞
が
、『
教
行
信
証
』
流
通
で
、
聖
道
の
諸
教
や
洛
都
の
儒
林
な
ど
の
、
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
に
対

す
る
非
難
を
悲
歎
し
て
、「
教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
」
と
語
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
親
鸞
に
と
っ
て
「
末
法
」
と
は
、
度
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
衆
生
が
ま
さ
に
露
わ
に
な
る
時
を
意
味
し
た
。
法
に
背
き
、
火
宅
を
出
で

る
こ
と
の
な
い
存
在
と
し
て
、
衆
生
が
そ
の
姿
を
表
わ
す
時
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
に
と
っ
て
釈
尊
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
者
こ

そ
を
救
済
す
る
「
為
」
に
世
に
出
興
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
仏
教
観
、
釈
尊
観
に
立
つ
時
、
衆
生
の
行
証
の
実
践
を
期
待

し
て
説
か
れ
た
聖
道
の
諸
教
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
多
く
の
仏
教
者
た
ち
の
理
解
と
は
逆
に
、
方
便
の
教
え
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
聖
道
の
諸
教
と
浄
土
真
宗
の
真
仮
の
関
係
は
こ
こ
に
お
い
て
逆
転
し
、
浄
土
真
宗
が
「
真
実
之
教
」
と
し
て
、
聖
道
の

諸
教
は
「
八
万
四
千
の
仮
門
」
と
し
て
の
意
味
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
に
と
っ
て
「
浄
土
真
宗
」
と
は
、
現
世
に
期
待
を
も
つ
こ
と
の
で
き
な
い
衆
生
が
、
来
世
で
の
救
い
を
期
待
す
る
た
め
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
劣
機
に
対
し
て
方
便
と
し
て
説
か
れ
た
傍
教
で
も
な
か
っ
た
。
釈
尊
の
出
世
本
懐
の
教
で
あ
り
、
濁

悪
の
群
萌
を
無
上
涅
槃
へ
と
悲
引
す
る
、
唯
一
の
証
道
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
末
法
の
凡
夫
は
、
世
を
超
え
現
わ
れ
出
る
本
願
悲
引
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の
道
に
懺
悔
と
讃
歎
を
共
に
乗
托
す
る
、
そ
こ
に
「
真
実
之
教
」
と
し
て
の
「
浄
土
の
真
宗
」
が
あ
る
。「
末
法
」
と
は
、
親
鸞
に
と
っ

て
、
浄
土
真
宗
の
証
道
を
ま
す
ま
す
盛
ん
な
る
も
の
と
し
て
明
示
す
る
重
要
な
契
機
も
し
く
は
教
示
と
し
て
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

註

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
〇
九
│
三
一
〇
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
〇
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
〇
│
三
一
一
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
一
頁

大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
「『
摧
邪
輪
』『
摧
邪
輪
荘
厳
記
』」(

一
九
九
五
年)

六
九
頁

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』『
日
本
古
典
文
学
大
系
81
』
四
〇
六
頁

『
沙
石
集
』「
栂
尾
上
人
物
語
事
」『
日
本
古
典
文
学
大
系
85
』
一
六
一
頁

『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』「
聖
光
上
人
伝
説
の
詞
」
四
六
〇
頁

『
続
・
日
本
仏
教
の
思
想
3

　
鎌
倉
旧
仏
教
』
三
一
五
頁

同
右
、
三
一
四
│
三
一
五
頁

『
選
択
本
願
念
仏
集
』『
真
聖
全
』
一
、
九
二
九
頁
。
廬
山
寺
蔵
草
稿
本
で
は
「
念
仏
為
先
」
と
あ
る
。
た
だ
、
親
鸞
が
『
選
択
集
』
を
書
写
し

た
際
に
は
、
法
然
真
筆
に
よ
っ
て
「
念
仏
為
本
」
と
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
と
『
教
行
信
証
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
「
為
先
」
よ
り
も
、

「
為
本
」
に
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
今
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
こ
と
は
控
え
た
い
。

『
定
親
全
』
第
二
巻
、
一
六
四
│
一
六
五
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
一
│
三
一
二
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
二
│
三
一
三
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
三
│
三
一
四
頁

興
隆
『
教
行
信
証
徴
決
』
に
、
こ
の
説
を
挙
げ
る
。「
三
時
教
」
を
、
法
相
の
「
三
時
教
」
と
理
解
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
親
鸞
の
「
化
身
土
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さ
ま
」
に
無
上
正
真
道
を
超
証
す
る
の
で
は
な
く
、
第
一
義
的
に
は
、
本
願
が
「
よ
こ
さ
ま
」
に
衆
生
の
前
に
「
超
え
」
で
る
は
た
ら
き

と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
世
を
超
え
た
本
願
が
、
名
号
と
し
て
世
を
超
え
て
衆
生
の
前
に
現
れ
出
る
、
そ
の
よ
う
な
一
連
の
本
願

の
功
用
を
指
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
成
立
す
る
の
が
、
浄
土
真
宗
に
お
け
る
証
道
と
し
て
の
「
無
上
正

真
道
」
で
あ
る
。

　
『
教
行
信
証
』
流
通
に
お
い
て
、
末
法
に
あ
っ
て
「
浄
土
の
真
宗
」
の
「
証
道
」
が
「
今
盛
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う

な
本
願
大
悲
の
超
発
の
は
た
ら
き
の
「
盛
」
を
ま
ず
は
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
「
証
道
」
が
、
今
盛

ん
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
親
鸞
が
、『
教
行
信
証
』
流
通
で
、
聖
道
の
諸
教
や
洛
都
の
儒
林
な
ど
の
、
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
に
対

す
る
非
難
を
悲
歎
し
て
、「
教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
」
と
語
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
親
鸞
に
と
っ
て
「
末
法
」
と
は
、
度
す
べ
き
も
の
と
し
て
の
衆
生
が
ま
さ
に
露
わ
に
な
る
時
を
意
味
し
た
。
法
に
背
き
、
火
宅
を
出
で

る
こ
と
の
な
い
存
在
と
し
て
、
衆
生
が
そ
の
姿
を
表
わ
す
時
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
に
と
っ
て
釈
尊
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
者
こ

そ
を
救
済
す
る
「
為
」
に
世
に
出
興
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
仏
教
観
、
釈
尊
観
に
立
つ
時
、
衆
生
の
行
証
の
実
践
を
期
待

し
て
説
か
れ
た
聖
道
の
諸
教
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
多
く
の
仏
教
者
た
ち
の
理
解
と
は
逆
に
、
方
便
の
教
え
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
聖
道
の
諸
教
と
浄
土
真
宗
の
真
仮
の
関
係
は
こ
こ
に
お
い
て
逆
転
し
、
浄
土
真
宗
が
「
真
実
之
教
」
と
し
て
、
聖
道
の

諸
教
は
「
八
万
四
千
の
仮
門
」
と
し
て
の
意
味
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
に
と
っ
て
「
浄
土
真
宗
」
と
は
、
現
世
に
期
待
を
も
つ
こ
と
の
で
き
な
い
衆
生
が
、
来
世
で
の
救
い
を
期
待
す
る
た
め
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
劣
機
に
対
し
て
方
便
と
し
て
説
か
れ
た
傍
教
で
も
な
か
っ
た
。
釈
尊
の
出
世
本
懐
の
教
で
あ
り
、
濁

悪
の
群
萌
を
無
上
涅
槃
へ
と
悲
引
す
る
、
唯
一
の
証
道
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
末
法
の
凡
夫
は
、
世
を
超
え
現
わ
れ
出
る
本
願
悲
引
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の
道
に
懺
悔
と
讃
歎
を
共
に
乗
托
す
る
、
そ
こ
に
「
真
実
之
教
」
と
し
て
の
「
浄
土
の
真
宗
」
が
あ
る
。「
末
法
」
と
は
、
親
鸞
に
と
っ

て
、
浄
土
真
宗
の
証
道
を
ま
す
ま
す
盛
ん
な
る
も
の
と
し
て
明
示
す
る
重
要
な
契
機
も
し
く
は
教
示
と
し
て
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

註

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
〇
九
│
三
一
〇
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
〇
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
〇
│
三
一
一
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
一
頁

大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
「『
摧
邪
輪
』『
摧
邪
輪
荘
厳
記
』」(

一
九
九
五
年)

六
九
頁

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』『
日
本
古
典
文
学
大
系
81
』
四
〇
六
頁

『
沙
石
集
』「
栂
尾
上
人
物
語
事
」『
日
本
古
典
文
学
大
系
85
』
一
六
一
頁

『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』「
聖
光
上
人
伝
説
の
詞
」
四
六
〇
頁

『
続
・
日
本
仏
教
の
思
想
3

　
鎌
倉
旧
仏
教
』
三
一
五
頁

同
右
、
三
一
四
│
三
一
五
頁

『
選
択
本
願
念
仏
集
』『
真
聖
全
』
一
、
九
二
九
頁
。
廬
山
寺
蔵
草
稿
本
で
は
「
念
仏
為
先
」
と
あ
る
。
た
だ
、
親
鸞
が
『
選
択
集
』
を
書
写
し

た
際
に
は
、
法
然
真
筆
に
よ
っ
て
「
念
仏
為
本
」
と
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
と
『
教
行
信
証
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
「
為
先
」
よ
り
も
、

「
為
本
」
に
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
今
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
こ
と
は
控
え
た
い
。

『
定
親
全
』
第
二
巻
、
一
六
四
│
一
六
五
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
一
│
三
一
二
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
二
│
三
一
三
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
三
一
三
│
三
一
四
頁

興
隆
『
教
行
信
証
徴
決
』
に
、
こ
の
説
を
挙
げ
る
。「
三
時
教
」
を
、
法
相
の
「
三
時
教
」
と
理
解
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
親
鸞
の
「
化
身
土
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巻
」
の
脈
絡
と
は
合
わ
な
い
。
興
隆
の
説
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
佛
教
大
系
』
五
四
、
三
二
四
│
三
二
五
頁

草
稿
本
で
は
、
次
の
「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
」
の
和
讃
は
、
第
十
三
首
目
と
し
て
置
か
れ
る
が
、
顕
智
書
写
本
や
そ
れ
以
降
の
も
の

で
は
第
一
首
目
に
置
か
れ
る
。

『
定
親
全
』
第
二
巻
、
一
五
九
頁

『
定
親
全
』
第
二
巻
、
一
六
一
│
一
六
三
頁

『
仏
説
観
無
量
寿
経
』『
真
聖
全
』
一
、
五
一
頁

同
右

『
浄
土
宗
全
書
』
二
、
三
三
頁

同
右

『
相
応
部
』
第
五
巻
山
口
益
『
仏
教
聖
典
』
六
八
│
六
九
頁

『
浄
土
宗
全
書
』
二
、
三
四
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
一
〇
一
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
一
五
三
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
一
六
五
頁

『
定
親
全
』
第
三
巻
、
七
三
頁

『
定
親
全
』
第
二
巻
、
一
六
七
頁

『
定
親
全
』
第
二
巻
、
一
一
二
頁

『
定
親
全
』
第
三
巻
、
四
二
頁

『
定
親
全
』
第
一
巻
、
一
四
一
頁

「
玄
義
分
」『
浄
土
宗
全
書
二
』
一
頁

『
定
親
全
』
第
三
巻
、
七
八
│
七
九
頁
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一
、
は
じ
め
に

　
親
鸞
が
帰
し
、
歩
ん
だ
浄
土
真
宗
な
る
仏
道
は
、『
教
行
信

証
』「
行
巻
」
に
お
い
て
誓
願
一
仏
乗
と
表
顕
さ
れ
る
よ
う
に
、

本
願
力
に
よ
る
一
乗
の
実
現
に
そ
の
面
目
が
あ
る
と
い
え
る
。
一

乗
と
は
、
親
鸞
が
、

「
一
乗
海
」
と
言
う
は
、「
一
乗
」
は
大
乗
な
り
。
大
乗
は

仏
乗
な
り
。
一
乗
を
得
る
は
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得

る
な
り
。
阿
耨
菩
提
は
す
な
わ
ち
こ
れ
涅
槃
界
な
り
。
涅
槃

界
は
す
な
わ
ち
こ
れ
究
竟
法
身
な
り
。
究
竟
法
身
を
得
る
は
、

す
な
わ
ち
一
乗
を
究
竟
す
る
な
り
。
如
来
に
異
な
る
こ
と
ま

し
ま
さ
ず
、
法
身
に
異
な
る
こ
と
ま
し
ま
さ
ず
、
如
来
は
す

な
わ
ち
法
身
な
り
。
一
乗
を
究
竟
す
る
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ

無
辺
不
断
な
り
。
大
乗
は
、
二
乗
・
三
乗
あ
る
こ
と
な
し
。

二
乗
・
三
乗
は
、
一
乗
に
入
ら
し
め
ん
と
な
り
。
一
乗
は
す

な
わ
ち
第
一
義
乗
な
り
。
た
だ
こ
れ
誓
願
一
仏
乗
な
り
。

 

（『
定
本
』
七
六
頁
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
で
あ
り
、

涅
槃
の
境
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
一
乗
を
得
る
は
」
と
あ
る
よ

う
に
、
明
確
に
「
得
る
」
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
に
と
っ

て
一
乗
と
は
、
当
時
の
南
都
北
嶺
に
お
け
る
仏
性
論
の
よ
う
な
教

義
上
の
理
屈
で
は
な
く
、
生
き
て
我
が
身
に
は
た
ら
く
本
願
力
に

よ
っ
て
現
に
涅
槃
界
を
得
つ
つ
あ
る
と
い
う
実
感
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
涅
槃
界
を
歩
ん
で
い
く
仏
道
そ
の
も
の
で
あ
る
。
一
言
で
い

え
ば
、
本
願
力
に
よ
る
大
般
涅
槃
道
の
実
現
、
そ
れ
こ
そ
が
誓
願

一
仏
乗
と
い
う
語
に
よ
っ
て
託
さ
れ
た
浄
土
真
宗
な
る
仏
道
の
内

容
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
本
願
力
へ
の
覚
醒
を
親
鸞
は
、

雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
。 

（『
定
本
』
三
八
一
頁
）

（

）
1

（

）
2

（

）
3

誓
願
一
仏
乗

│
本
願
力
に
よ
っ
て
実
現
す
る
無
上
仏
道
│

佐 

々 

木
　
　
秀
　
　
英


