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は
じ
め
に

　
大
乗
仏
教
は
、
苦
し
み
か
ら
の
解
脱
を
自
利
利
他
円
満
と
し
て
押
さ
え
て
き
た
。
そ
れ
は
、
関
係
の
中
を
生
き
、
関
係
の
中
で
苦
し
み

傷
つ
け
合
っ
て
い
る
人
間
の
姿
を
見
た
釈
尊
が
、
そ
の
在
り
方
を
悲
し
み
痛
ん
だ
こ
と
に
始
ま
る
。
傷
つ
け
合
う
こ
と
を
仕
方
が
な
い
こ

と
と
放
っ
て
お
く
の
で
あ
れ
ば
、
釈
尊
は
説
法
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
痛
ま
し
い
在
り
方
を
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、

説
法
に
立
ち
上
が
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
大
経
』
の
善
悪
段
（
い
わ
ゆ
る
三
毒
五
悪
段
）
で
は
、
貪
欲
、

瞋
恚
、
愚
癡
を
も
と
と
し
て
傷
つ
け
合
う
世
間
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
諄
々
と
説
く
釈
尊
の
言
葉
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
全
体
が

「
痛
み
言
う
べ
か
ら
ず
。
甚
だ
哀
愍
す
べ
し
。」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
ま
た
善
導
の
言
葉
で
は
、「
自
損
損
他
人
」
と

端
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
自
損
損
他
の
在
り
方
を
ど
の
よ
う
に
超
え
、
自
利
利
他
を
ど
の
よ
う
に
成
就
す
る
か
、
こ
こ
に
大
乗
仏
教

の
課
題
は
あ
る
。
し
か
も
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
の
上
に
お
い
て
も
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
た
な
い
限
り
、
真
実
の
大
乗
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
が
真
実
の
仏
道
と
し
て
掲
げ
る
「
浄
土
真
宗
」
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
課
題
を
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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親
鸞
は
人
間
が
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
自
利
利
他
を
成
就
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
の
回
向
に
よ
っ
て
、
自
利
利
他

が
成
就
す
る
と
押
さ
え
る
。
そ
れ
は
親
鸞
自
身
の
求
道
に
お
け
る
苦
闘
が
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
二
十
年
に
も
及
ん
だ
比
叡
山
で
の
修
学

は
、
ど
れ
ほ
ど
励
ん
で
も
果
た
し
て
仏
道
の
行
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
拭
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
師
法
然
と
の
出
遇

い
の
意
味
を
、『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
行
を
「
雑
行
」
と
言

い
切
っ
て
い
る
。
雑
行
と
は
、
迷
い
を
超
え
る
行
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
人
間
が
い
か
に
真
面
目

に
多
く
の
行
に
取
り
組
ん
で
も
、
有
漏
に
有
漏
を
重
ね
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
意
味
で
、「
本
願
に
帰
す
」
と
は
、
如
来
の
本
願
を
拠
り
所
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
真
に
迷
い
を
超
え
る
道
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
れ
は
親
鸞
自
身
が
出
遇
う
こ
と
が
で
き
た
道
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
迷
い
を
超
え
る
こ
と
を
求
め
る
す
べ
て
の
人
々
に
伝
え
る

こ
と
を
親
鸞
は
生
涯
の
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
小
論
で
は
、
如
来
の
本
願
が
ど
の
よ
う
に
我
々
に
は
た
ら
く
の
か
、
こ
れ
を
特
に
「
勅
命
」
と
い
う
言
葉
か
ら
尋
ね
た
い
。「
本
願

招
喚
の
勅
命
」
は
「
真
実
行
」
を
顕
か
に
す
る
中
で
語
ら
れ
る
が
、
如
来
が
衆
生
を
招
き
喚
ぶ
命
令
を
意
味
し
て
い
る
。
一
言
で
言
え
ば
、

名
号
と
し
て
は
た
ら
く
本
願
で
あ
る
。
本
願
は
言
葉
と
な
っ
て
衆
生
に
呼
び
か
け
る
。
言
葉
と
な
っ
た
本
願
が
迷
い
の
中
に
あ
る
衆
生
を

呼
び
覚
ま
す
の
で
あ
る
。
こ
の
勅
命
が
「
信
巻
」
の
欲
生
釈
に
お
い
て
は
、
二
種
回
向
を
語
る
『
浄
土
論
註
』
の
文
を
も
っ
て
確
か
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
親
鸞
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
　
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
二
回
向

　
『
一
念
多
念
文
意
』
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

「
至
心
回
向
」
と
い
う
は
、「
至
心
」
は
、
真
実
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
真
実
は
阿
弥
陀
如
来
の
御
こ
こ
ろ
な
り
。「
回
向
」
は
、
本

願
の
名
号
を
も
っ
て
十
方
の
衆
生
に
あ
た
え
た
ま
う
御
の
り
な
り
。 

（『
聖
典
』
五
三
五
頁
）

（

）
3

3

親
鸞
が
本
願
成
就
文
の
「
至
心
回
向
」
に
つ
い
て
、「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
あ
る
い
は
「
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
」
と
訓

じ
て
、
如
来
の
回
向
と
し
て
読
み
切
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
回
向
が
「
本
願
の
名
号
を
も
っ
て
十
方

の
衆
生
に
あ
た
え
た
ま
う
」
こ
と
と
し
て
明
確
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
回
向
に
つ
い
て
は
、
往
還
の
二
種
を
も
っ
て
語
ら

れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
往
相
回
向
だ
と
限
定
し
て
語
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
如
来
が
本
願
の
名
号
を
十
方
の
衆

生
に
与
え
る
こ
と
が
「
回
向
」
で
あ
る
と
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
回
向
」
が
往
相
に
当
た
る
の
か
、
還

相
に
当
た
る
の
か
と
い
う
議
論
は
不
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
往
相
と
還
相
の
二
種
回
向
を
包
ん
で
「
回
向
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
、
ま
ず
は

見
当
づ
け
を
し
て
お
き
た
い
。
十
方
の
衆
生
に
名
号
が
与
え
ら
れ
て
い
る
事
実
が
如
来
の
回
向
で
あ
り
、
そ
の
内
容
と
し
て
往
相
と
還
相

の
二
種
回
向
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
に
も
留
意
す
べ
き
言
葉
が
あ
る
。

如
来
の
二
種
の
回
向
に
よ
り
て
、
真
実
の
信
楽
を
う
る
人
は
、
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
他
力
と
も
う
す

な
り
。 

（『
聖
典
』
四
七
一
頁
）

真
実
の
信
楽
（
信
心
）
を
う
る
の
は
、
如
来
の
二
種
回
向
に
よ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
、「
往
相
回
向
に

つ
い
て
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
」
と
言
わ
れ
、「
教
巻
」
か
ら
「
証
巻
」
ま
で
は
、
往
相
回
向
の
内
容
が
語
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
真
実
信
心
は
往
相
回
向
に
就
い
て
語
ら
れ
て
お
り
、
往
相
回
向
に
よ
る
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
当
然

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
「
如
来
の
二
種
の
回
向
に
よ
り
て
、
真
実
の
信
楽
を
う
る
」
と
い
う
言
葉
を
踏
ま
え
れ
ば
、
信
心
を
得
る

こ
と
自
体
が
二
種
回
向
の
賜
物
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
先
の
『
一
念
多
念
文
意
』
の
文
と
今
の
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
文
は
、
二
種
回
向
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
ど
う
し
て
も
踏
ま
え
て

お
く
べ
き
言
葉
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
見
す
る
と
『
教
行
信
証
』
と
和
語
聖
教
と
の
間
に
は
齟
齬
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
表

現
の
違
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
が
も
つ
課
題
に
異
な
り
が
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
は
そ
の
課
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
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る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
表

現
の
違
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
が
も
つ
課
題
に
異
な
り
が
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
は
そ
の
課
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
せ
ず
に
、



4

ま
ず
は
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
二
種
回
向
の
説
示
に
注
意
し
て
、
そ
の
意
味
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
『
教
行
信
証
』
は
「
教
巻
」
の
冒
頭
に
、

謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
按
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の

教
行
信
証
あ
り
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
九
頁
）

と
述
べ
、
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
道
が
往
相
と
還
相
の
二
種
回
向
に
よ
る
こ
と
を
先
ず
も
っ
て
掲
げ
て
い
る
。『
教
行
信
証
』
は
親
鸞
が
出

遇
う
こ
と
の
で
き
た
浄
土
真
宗
が
真
実
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
顕
か
に
し
て
い
る
書
物
で
あ
る
が
、
他
か
ら
の
批
判
や
疑
問
に
対
し
て
、

経
論
釈
を
も
っ
て
応
答
し
て
い
る
文
類
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
個
別
の
名
前
を
挙
げ
て
、
一
々
弁
明
す
る
と
い
う
形
は
と
っ
て
い
な
い
。

な
ぜ
浄
土
の
教
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
た
だ
念
仏
一
つ
で
救
わ
れ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
の
救
い
が
大
乗
の
仏
道
の
目

的
で
あ
る
涅
槃
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
等
々
に
つ
い
て
、
根
本
に
ま
で
遡
っ
て
答
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
順
序
を
踏
ま
え
て
、
浄

土
真
宗
と
い
う
仏
道
を
解
き
明
か
し
て
い
く
と
い
う
配
慮
が
全
編
に
わ
た
っ
て
行
き
届
い
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た
、
冒
頭
の
部
分
だ
け
を

読
め
ば
、
回
向
の
内
容
が
理
解
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
も
、
後
に
出
て
く
る
言
葉
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
よ
う
や
く

意
味
内
容
を
把
握
で
き
る
と
い
う
書
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、『
教
行
信
証
』
は
難
解
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
読

み
手
が
す
で
に
懐
い
て
い
る
仏
教
に
対
す
る
常
識
や
先
入
観
を
取
り
払
う
た
め
に
、
必
要
か
つ
不
可
欠
な
方
法
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
「
教
巻
」
の
冒
頭
で
、
往
相
と
還
相
と
い
う
二
回
向
に
つ
い
て
言
葉
は
標
掲
さ
れ
る
も
の
の
、「
回
向
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
何

の
説
明
も
置
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
出
て
く
る
の
は
「
行
巻
」
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。「
行
巻
」
の
本
文
は
「
謹
ん
で

往
相
の
回
向
を
按
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
。
真
実
行
と
真
実
信
が
不
離
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め

に
、
併
せ
て
「
大
信
あ
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
「
回
向
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
ま
だ
な
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
後
に
引

か
れ
る
天
親
の
『
浄
土
論
』
に
託
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
曰
わ
く
、
菩
薩
は
四
種
の
門
に
入
り
て
自
利
の
行
成
就
し
た
ま
え
り
と
、
知
る
べ
し
、
と
。
菩
薩
は
第
五
門
に
出
で
て
回
向
利

（

）
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益
他
の
行
成
就
し
た
ま
え
り
と
、
知
る
べ
し
。
菩
薩
は
か
く
の
ご
と
く
五
門
の
行
を
修
し
て
、
自
利
利
他
し
て
、
速
や
か
に
阿
耨
多

羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
故
に
、
と
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
三
二
頁
）

こ
れ
は
『
浄
土
論
』
が
五
念
門
の
行
の
果
で
あ
る
五
功
徳
門
に
つ
い
て
語
る
文
章
の
一
部
で
あ
る
。
た
だ
、『
浄
土
論
』
で
は
、
善
男

子
・
善
女
人
が
五
念
門
の
行
を
修
し
て
菩
薩
と
な
っ
て
い
く
と
読
め
る
文
章
で
あ
る
。
そ
れ
を
親
鸞
は
「
し
た
ま
え
り
」
と
い
う
敬
語
を

付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
ず
る
主
体
が
阿
弥
陀
如
来
（
な
い
し
は
法
蔵
菩
薩
）
で
あ
る
と
読
み
取
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
一
文
だ

け
で
行
の
主
体
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
回
向
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
積
み
上
げ
て
い
く
実
践
項
目
で
は
な
い

こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
の
文
を
引
用
す
る
中
で
、
往
相
回
向
釈
が
出
て
く
る
。

い
か
ん
が
回
向
す
る
。
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
、
心
に
常
に
作
願
す
ら
く
、
回
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と

を
得
た
ま
え
る
が
故
に
と
の
た
ま
え
り
。
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
、
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
は
、
己
が
功
徳

を
以
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
て
、
作
願
し
て
共
に
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
た
ま
え
る
な
り
、
と
。

 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
三
七
頁
）

こ
こ
に
『
浄
土
論
』
が
語
る
「
回
向
」
に
往
相
と
還
相
の
二
種
の
相
が
あ
る
こ
と
が
初
め
て
示
さ
れ
、
往
相
に
つ
い
て
の
曇
鸞
の
解
釈
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
「
往
生
せ
し
め
た
ま
え
る
な
り
」
と
親
鸞
が
読
ん
で
い
る
こ
と
は
、『
浄
土
論
』
の
場
合
と
同
様
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
に
読
め
ば
、「
己
が
功
徳
を
も
っ
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
て
、
作
願
し
て
」
は
衆
生
（
善
男
子
・
善
女

人
）
が
主
語
と
な
る
。
し
か
し
、
親
鸞
の
読
み
に
よ
っ
て
、「
己
が
功
徳
を
も
っ
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
て
、
作
願
」
す
る
の
は
、
如
来

が
主
語
と
な
る
。
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
の
は
、
後
の
名
号
釈
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
の
善
導
の
六
字
釈
を
踏

ま
え
て
、
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

是
を
以
て
帰
命
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
。
発
願
回
向
と
言
う
は
、
如
来
す
で
に
発
願
し
て
、
衆
生
の
行
を
回
施
し
た
ま
う
の
心
な



4

ま
ず
は
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
二
種
回
向
の
説
示
に
注
意
し
て
、
そ
の
意
味
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
『
教
行
信
証
』
は
「
教
巻
」
の
冒
頭
に
、

謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
按
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の

教
行
信
証
あ
り
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
九
頁
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述
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、
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相
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回
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と
を
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も
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て
い
る
。『
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行
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』
は
親
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が
出

遇
う
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と
の
で
き
た
浄
土
真
宗
が
真
実
の
仏
道
で
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る
こ
と
を
顕
か
に
し
て
い
る
書
物
で
あ
る
が
、
他
か
ら
の
批
判
や
疑
問
に
対
し
て
、

経
論
釈
を
も
っ
て
応
答
し
て
い
る
文
類
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
個
別
の
名
前
を
挙
げ
て
、
一
々
弁
明
す
る
と
い
う
形
は
と
っ
て
い
な
い
。

な
ぜ
浄
土
の
教
え
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
た
だ
念
仏
一
つ
で
救
わ
れ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
の
救
い
が
大
乗
の
仏
道
の
目

的
で
あ
る
涅
槃
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
等
々
に
つ
い
て
、
根
本
に
ま
で
遡
っ
て
答
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
順
序
を
踏
ま
え
て
、
浄

土
真
宗
と
い
う
仏
道
を
解
き
明
か
し
て
い
く
と
い
う
配
慮
が
全
編
に
わ
た
っ
て
行
き
届
い
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た
、
冒
頭
の
部
分
だ
け
を

読
め
ば
、
回
向
の
内
容
が
理
解
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
も
、
後
に
出
て
く
る
言
葉
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
よ
う
や
く

意
味
内
容
を
把
握
で
き
る
と
い
う
書
物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、『
教
行
信
証
』
は
難
解
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
読

み
手
が
す
で
に
懐
い
て
い
る
仏
教
に
対
す
る
常
識
や
先
入
観
を
取
り
払
う
た
め
に
、
必
要
か
つ
不
可
欠
な
方
法
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
「
教
巻
」
の
冒
頭
で
、
往
相
と
還
相
と
い
う
二
回
向
に
つ
い
て
言
葉
は
標
掲
さ
れ
る
も
の
の
、「
回
向
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
何

の
説
明
も
置
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
出
て
く
る
の
は
「
行
巻
」
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。「
行
巻
」
の
本
文
は
「
謹
ん
で

往
相
の
回
向
を
按
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
。
真
実
行
と
真
実
信
が
不
離
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め

に
、
併
せ
て
「
大
信
あ
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
「
回
向
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
ま
だ
な
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
後
に
引

か
れ
る
天
親
の
『
浄
土
論
』
に
託
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
曰
わ
く
、
菩
薩
は
四
種
の
門
に
入
り
て
自
利
の
行
成
就
し
た
ま
え
り
と
、
知
る
べ
し
、
と
。
菩
薩
は
第
五
門
に
出
で
て
回
向
利
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益
他
の
行
成
就
し
た
ま
え
り
と
、
知
る
べ
し
。
菩
薩
は
か
く
の
ご
と
く
五
門
の
行
を
修
し
て
、
自
利
利
他
し
て
、
速
や
か
に
阿
耨
多

羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
故
に
、
と
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
三
二
頁
）

こ
れ
は
『
浄
土
論
』
が
五
念
門
の
行
の
果
で
あ
る
五
功
徳
門
に
つ
い
て
語
る
文
章
の
一
部
で
あ
る
。
た
だ
、『
浄
土
論
』
で
は
、
善
男

子
・
善
女
人
が
五
念
門
の
行
を
修
し
て
菩
薩
と
な
っ
て
い
く
と
読
め
る
文
章
で
あ
る
。
そ
れ
を
親
鸞
は
「
し
た
ま
え
り
」
と
い
う
敬
語
を

付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
ず
る
主
体
が
阿
弥
陀
如
来
（
な
い
し
は
法
蔵
菩
薩
）
で
あ
る
と
読
み
取
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
一
文
だ

け
で
行
の
主
体
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
回
向
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
積
み
上
げ
て
い
く
実
践
項
目
で
は
な
い

こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
の
文
を
引
用
す
る
中
で
、
往
相
回
向
釈
が
出
て
く
る
。

い
か
ん
が
回
向
す
る
。
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
、
心
に
常
に
作
願
す
ら
く
、
回
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と

を
得
た
ま
え
る
が
故
に
と
の
た
ま
え
り
。
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
、
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
は
、
己
が
功
徳

を
以
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
て
、
作
願
し
て
共
に
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
た
ま
え
る
な
り
、
と
。

 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
三
七
頁
）

こ
こ
に
『
浄
土
論
』
が
語
る
「
回
向
」
に
往
相
と
還
相
の
二
種
の
相
が
あ
る
こ
と
が
初
め
て
示
さ
れ
、
往
相
に
つ
い
て
の
曇
鸞
の
解
釈
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
「
往
生
せ
し
め
た
ま
え
る
な
り
」
と
親
鸞
が
読
ん
で
い
る
こ
と
は
、『
浄
土
論
』
の
場
合
と
同
様
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
に
読
め
ば
、「
己
が
功
徳
を
も
っ
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
て
、
作
願
し
て
」
は
衆
生
（
善
男
子
・
善
女

人
）
が
主
語
と
な
る
。
し
か
し
、
親
鸞
の
読
み
に
よ
っ
て
、「
己
が
功
徳
を
も
っ
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
て
、
作
願
」
す
る
の
は
、
如
来

が
主
語
と
な
る
。
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
の
は
、
後
の
名
号
釈
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
の
善
導
の
六
字
釈
を
踏

ま
え
て
、
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

是
を
以
て
帰
命
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
。
発
願
回
向
と
言
う
は
、
如
来
す
で
に
発
願
し
て
、
衆
生
の
行
を
回
施
し
た
ま
う
の
心
な
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り
。
即
是
其
行
と
言
う
は
、
即
ち
選
択
本
願
こ
れ
な
り
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
四
八
頁
）

善
導
の
六
字
釈
で
は
「
南
無
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
帰
命
な
り
、
ま
た
こ
れ
発
願
回
向
の
義
な
り
」
と
な
っ
て
お
り
、
一
見
す
る
限

り
、「
帰
命
」
も
「
発
願
回
向
」
も
衆
生
の
行
い
で
あ
る
。
た
だ
親
鸞
は
、
そ
の
根
底
に
す
で
に
如
来
の
は
た
ら
き
が
あ
る
こ
と
を
読
み

取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
帰
命
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
」
と
述
べ
、
衆
生
の
帰
命
に
先
立
っ
て
如
来
の
本
願
の
呼
び
か
け
が

あ
る
と
言
う
。
ま
た
発
願
回
向
に
つ
い
て
も
、「
如
来
す
で
に
発
願
し
て
、
衆
生
の
行
を
回
施
し
た
ま
う
の
心
な
り
」
と
述
べ
、
衆
生
の

発
願
回
向
で
は
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
行
巻
」
の
経
論
釈
の
引
文
を
一
つ
ず
つ
丁
寧
に
見
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
来
て
「
回
向
」
の
主
体
が
如
来
で
あ
る
こ
と
が
よ

う
や
く
露
わ
に
な
っ
て
き
た
と
言
え
る
。
こ
の
後
に
は
中
国
（
朝
鮮
を
含
む
）
十
師
の
文
と
源
信
、
そ
し
て
法
然
の
文
を
引
用
し
、
そ
れ

を
承
け
て
大
行
に
つ
い
て
の
一
応
の
結
び
と
し
て
、
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

明
ら
か
に
知
り
ぬ
、
こ
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
故
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
。
大
小
聖
人
・
重
軽
悪
人
、
皆
、
同
じ

く
、
斉
し
く
選
択
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
仏
成
仏
す
べ
し
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
六
七
頁
）

「
不
回
向
」
は
師
で
あ
る
法
然
が
『
選
択
集
』
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
大
行
が
「
こ
れ
凡

聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
故
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
仏
道
が
如
来
の
回
向
に
よ
っ
て
成
り
立

つ
こ
と
を
押
さ
え
切
ろ
う
と
す
る
親
鸞
の
意
図
が
読
み
と
れ
る
。

　
こ
こ
を
読
ん
で
い
る
限
り
、「
回
向
」
と
あ
る
の
は
直
接
に
は
往
相
回
向
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

還
相
回
向
に
つ
い
て
は
、「
証
巻
」
の
後
半
に
置
か
れ
る
還
相
回
向
の
解
釈
を
ま
っ
て
出
て
く
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。

た
だ
、
還
相
回
向
の
釈
は
「
証
巻
」
に
先
立
っ
て
「
信
巻
」
の
欲
生
釈
に
お
い
て
往
相
の
釈
と
合
わ
せ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
往
相
と
還
相
は
一
応
は
二
つ
に
分
け
て
語
ら
れ
る
が
、
事
実
と
し
て
は
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
面
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
た
方

が
良
い
と
思
わ
れ
る
。
欲
生
釈
の
内
容
を
す
ぐ
に
尋
ね
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
そ
も
そ
も
回
向
が
二
つ
に
分
け
ら
れ
た
の

7

は
何
故
か
。
そ
れ
を
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
を
通
し
て
、
確
か
め
て
お
き
た
い
。

二
　
二
回
向
が
立
て
ら
れ
る
意
義

　
以
前
に
も
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
詳
細
は
譲
る
が
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
願
生
す
る
と
こ
ろ
に
、
誰
の

上
に
お
い
て
も
迷
い
を
超
え
て
涅
槃
に
至
る
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
課
題
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
曇
鸞
自
身
の
求
道
の
到
達
点
で
も
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
曇
鸞
の
個
人
的
な
資
質
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
く
、
菩
薩
道
そ
の
も
の
の
行
じ
難
さ
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ

故
に
、
曇
鸞
は
イ
ン
ド
の
龍
樹
に
遡
り
、
そ
の
課
題
を
継
承
し
て
天
親
の
『
浄
土
論
』
を
註
解
し
た
の
で
あ
る
。
龍
樹
も
天
親
も
、
と
も

に
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
願
生
し
た
人
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
、
菩
薩
道
の
課
題
の
満
足
も
、
浄
土
の
仏
道
に
お
い
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
を

掲
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
曇
鸞
も
か
つ
て
は
学
ん
で
い
た
が
、
四
論
を
学
ぶ
者
な
ど
に
と
っ
て
は
、
西
方
浄
土
や
浄
土
往
生
と
い
う
考
え
方
は
、

実
体
的
な
他
世
界
を
想
起
さ
せ
、
衆
生
を
導
く
た
め
の
方
便
と
し
て
は
許
容
で
き
た
と
し
て
も
、
決
し
て
真
実
の
仏
道
と
は
見
な
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
に
応
答
す
る
問
答
を
設
け
て
、
浄

土
往
生
の
意
義
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
箇
所
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
誰
か
に
問
わ
れ
た
と
い
う
以
前
に
、
曇
鸞
自
身
が
十
分
に
予
見
で

き
る
批
判
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、「
行
巻
」
に
引
か
れ
る
次
の
文
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

願
生
安
楽
国
は
、
こ
の
一
句
は
こ
れ
作
願
門
な
り
、
天
親
菩
薩
帰
命
の
意
な
り
。
乃
至
　
問
う
て
曰
わ
く
、
大
乗
経
論
の
中
に
処
処

に
「
衆
生
、
畢
竟
無
生
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
説
き
た
ま
え
り
。
い
か
ん
ぞ
天
親
菩
薩
、
願
生
と
言
う
や
。

 

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
二
八
三
頁
）

こ
こ
に
、
天
親
菩
薩
が
阿
弥
陀
の
浄
土
に
願
生
す
る
の
は
、
大
乗
の
経
論
に
説
く
と
こ
ろ
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
が

出
さ
れ
て
い
る
。
い
か
に
浄
土
が
実
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
、
ま
た
願
生
が
迷
い
を
延
長
す
る
こ
と
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
が
知
ら

（

）
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り
。
即
是
其
行
と
言
う
は
、
即
ち
選
択
本
願
こ
れ
な
り
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
四
八
頁
）

善
導
の
六
字
釈
で
は
「
南
無
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
帰
命
な
り
、
ま
た
こ
れ
発
願
回
向
の
義
な
り
」
と
な
っ
て
お
り
、
一
見
す
る
限

り
、「
帰
命
」
も
「
発
願
回
向
」
も
衆
生
の
行
い
で
あ
る
。
た
だ
親
鸞
は
、
そ
の
根
底
に
す
で
に
如
来
の
は
た
ら
き
が
あ
る
こ
と
を
読
み

取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
帰
命
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
」
と
述
べ
、
衆
生
の
帰
命
に
先
立
っ
て
如
来
の
本
願
の
呼
び
か
け
が

あ
る
と
言
う
。
ま
た
発
願
回
向
に
つ
い
て
も
、「
如
来
す
で
に
発
願
し
て
、
衆
生
の
行
を
回
施
し
た
ま
う
の
心
な
り
」
と
述
べ
、
衆
生
の

発
願
回
向
で
は
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
行
巻
」
の
経
論
釈
の
引
文
を
一
つ
ず
つ
丁
寧
に
見
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
来
て
「
回
向
」
の
主
体
が
如
来
で
あ
る
こ
と
が
よ

う
や
く
露
わ
に
な
っ
て
き
た
と
言
え
る
。
こ
の
後
に
は
中
国
（
朝
鮮
を
含
む
）
十
師
の
文
と
源
信
、
そ
し
て
法
然
の
文
を
引
用
し
、
そ
れ

を
承
け
て
大
行
に
つ
い
て
の
一
応
の
結
び
と
し
て
、
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

明
ら
か
に
知
り
ぬ
、
こ
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
故
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
。
大
小
聖
人
・
重
軽
悪
人
、
皆
、
同
じ

く
、
斉
し
く
選
択
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
仏
成
仏
す
べ
し
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
六
七
頁
）

「
不
回
向
」
は
師
で
あ
る
法
然
が
『
選
択
集
』
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
大
行
が
「
こ
れ
凡

聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
故
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
仏
道
が
如
来
の
回
向
に
よ
っ
て
成
り
立

つ
こ
と
を
押
さ
え
切
ろ
う
と
す
る
親
鸞
の
意
図
が
読
み
と
れ
る
。

　
こ
こ
を
読
ん
で
い
る
限
り
、「
回
向
」
と
あ
る
の
は
直
接
に
は
往
相
回
向
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て

還
相
回
向
に
つ
い
て
は
、「
証
巻
」
の
後
半
に
置
か
れ
る
還
相
回
向
の
解
釈
を
ま
っ
て
出
て
く
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
見
方
で
あ
る
。

た
だ
、
還
相
回
向
の
釈
は
「
証
巻
」
に
先
立
っ
て
「
信
巻
」
の
欲
生
釈
に
お
い
て
往
相
の
釈
と
合
わ
せ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
往
相
と
還
相
は
一
応
は
二
つ
に
分
け
て
語
ら
れ
る
が
、
事
実
と
し
て
は
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
面
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
た
方

が
良
い
と
思
わ
れ
る
。
欲
生
釈
の
内
容
を
す
ぐ
に
尋
ね
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
そ
も
そ
も
回
向
が
二
つ
に
分
け
ら
れ
た
の

7

は
何
故
か
。
そ
れ
を
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
を
通
し
て
、
確
か
め
て
お
き
た
い
。

二
　
二
回
向
が
立
て
ら
れ
る
意
義

　
以
前
に
も
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
詳
細
は
譲
る
が
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
願
生
す
る
と
こ
ろ
に
、
誰
の

上
に
お
い
て
も
迷
い
を
超
え
て
涅
槃
に
至
る
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
課
題
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
曇
鸞
自
身
の
求
道
の
到
達
点
で
も
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
曇
鸞
の
個
人
的
な
資
質
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
く
、
菩
薩
道
そ
の
も
の
の
行
じ
難
さ
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ

故
に
、
曇
鸞
は
イ
ン
ド
の
龍
樹
に
遡
り
、
そ
の
課
題
を
継
承
し
て
天
親
の
『
浄
土
論
』
を
註
解
し
た
の
で
あ
る
。
龍
樹
も
天
親
も
、
と
も

に
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
願
生
し
た
人
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
、
菩
薩
道
の
課
題
の
満
足
も
、
浄
土
の
仏
道
に
お
い
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
を

掲
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
曇
鸞
も
か
つ
て
は
学
ん
で
い
た
が
、
四
論
を
学
ぶ
者
な
ど
に
と
っ
て
は
、
西
方
浄
土
や
浄
土
往
生
と
い
う
考
え
方
は
、

実
体
的
な
他
世
界
を
想
起
さ
せ
、
衆
生
を
導
く
た
め
の
方
便
と
し
て
は
許
容
で
き
た
と
し
て
も
、
決
し
て
真
実
の
仏
道
と
は
見
な
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
批
判
に
応
答
す
る
問
答
を
設
け
て
、
浄

土
往
生
の
意
義
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
箇
所
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
誰
か
に
問
わ
れ
た
と
い
う
以
前
に
、
曇
鸞
自
身
が
十
分
に
予
見
で

き
る
批
判
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、「
行
巻
」
に
引
か
れ
る
次
の
文
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

願
生
安
楽
国
は
、
こ
の
一
句
は
こ
れ
作
願
門
な
り
、
天
親
菩
薩
帰
命
の
意
な
り
。
乃
至
　
問
う
て
曰
わ
く
、
大
乗
経
論
の
中
に
処
処

に
「
衆
生
、
畢
竟
無
生
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
説
き
た
ま
え
り
。
い
か
ん
ぞ
天
親
菩
薩
、
願
生
と
言
う
や
。

 

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
二
八
三
頁
）

こ
こ
に
、
天
親
菩
薩
が
阿
弥
陀
の
浄
土
に
願
生
す
る
の
は
、
大
乗
の
経
論
に
説
く
と
こ
ろ
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
が

出
さ
れ
て
い
る
。
い
か
に
浄
土
が
実
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
、
ま
た
願
生
が
迷
い
を
延
長
す
る
こ
と
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
が
知
ら

（

）
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れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
曇
鸞
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

答
え
て
曰
わ
く
、「
衆
生
無
生
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
説
く
に
、
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
、
凡
夫
の
実
の
衆
生
と
謂
う
と
こ
ろ

の
ご
と
く
、
凡
夫
の
所
見
の
実
の
生
死
の
ご
と
し
。
こ
の
所
見
の
事
、
畢
竟
じ
て
有
ら
ゆ
る
こ
と
な
け
ん
、
亀
毛
の
ご
と
し
、
虚
空

の
ご
と
し
と
。
二
つ
に
は
、
い
わ
く
、
諸
法
は
因
縁
生
の
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
こ
れ
不
生
に
し
て
有
ら
ゆ
る
こ
と
な
き
こ
と
、
虚
空

の
ご
と
し
と
。
天
親
菩
薩
、
願
生
す
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
因
縁
の
義
な
り
。
因
縁
の
義
な
る
が
ゆ
え
に
、
仮
に
生
と
名
づ
く
。
凡
夫
の
、

実
の
衆
生
・
実
の
生
死
あ
り
と
謂
う
が
ご
と
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。 

（
同
右
）

「
生
」
と
言
っ
て
も
、
凡
夫
が
思
う
よ
う
な
実
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
因
縁
の
義
」
に
よ
っ
て
「
仮
に
生
と
名
づ
く
」
と
押
さ
え
ら

れ
て
い
る
。
曇
鸞
が
ど
れ
ほ
ど
苦
労
し
て
、
浄
土
の
仏
道
を
顕
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。
決
し
て
他
世
界
に
逃
げ
込

む
た
め
に
浄
土
往
生
を
願
う
の
で
は
な
い
。「
仮
に
生
と
名
づ
く
」
と
ま
で
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
浄
土

が
こ
の
世
の
問
題
か
ら
の
逃
避
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
れ
ほ
ど
切
実
で
あ
っ
て
も
仏
道
と
は
な
り
得
な
い
。
浄
土
往
生
は
、

こ
の
世
の
現
実
と
没
交
渉
に
な
る
の
み
で
あ
る
。
傷
つ
け
合
う
こ
と
を
ど
こ
で
超
え
る
か
と
い
う
自
利
利
他
の
課
題
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

浄
土
の
仏
道
も
そ
れ
に
応
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
曇
鸞
に
お
け
る
浄
土
の
仏
道
の
顕
示
は
、
真
実
に
自
利
利

他
円
満
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
曇
鸞
自
身
が
求
め
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
成
仏
道
が
、
天
親
に
よ
っ
て
願

生
浄
土
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、『
論
註
』
の
末
尾
の
「
覈
求
其
本
釈
」
と
呼
ば
れ
る
一
段
で
、
大
乗
菩
薩
道
の
課
題
を
も
満
足
す
る
こ
と
を

確
か
め
て
い
る
。
今
、
注
意
し
た
い
の
は
、
自
利
利
他
の
成
就
が
阿
弥
陀
如
来
に
よ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
後
に
、
第
十
八
願
、
第
十

一
願
、
第
二
十
二
願
の
三
つ
の
願
を
挙
げ
て
、「
速
得
」
の
証
明
と
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

　
三
願
の
内
容
に
つ
い
て
要
言
す
れ
ば
、「
仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
」
以
下
の
三
つ
こ
と
が
「
速
得
」
の
「
証
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。

　
一
つ
に
は
第
十
八
願
を
挙
げ
て
、

9

仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
十
念
す
、
念
仏
す
れ
ば
す
な
わ
ち
往
生
を
得
む
。
往
生
を
得
る
が
故
に
、
即
ち
三
界
輪
転
の
事
を
勉
る
。
輪

転
な
き
が
故
に
、
こ
の
ゆ
え
に
速
を
得
る
こ
と
、
一
の
証
な
り
。 

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
三
四
七
頁
）

　
二
つ
に
は
第
十
一
願
を
挙
げ
て
、

仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
、
正
定
聚
に
住
す
。
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
、
必
ず
滅
度
に
至
っ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
回
伏
の
難
な
し
、
こ

の
ゆ
え
に
速
を
得
る
、
二
の
証
な
り
。 

（
同
右
）

　
そ
し
て
、
三
つ
に
は
第
二
十
二
願
を
挙
げ
て
、

仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
、
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
む
。
常
倫
に
超
出
し
諸
地
の
行
を
以
て
の
故

に
、
こ
の
ゆ
え
に
速
を
得
る
、
三
の
証
な
り
。 

（
同
右
）

と
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

　
念
仏
し
て
往
生
を
得
て
必
ず
滅
度
に
至
る
、
と
い
う
点
が
一
つ
目
と
二
つ
目
で
理
解
で
き
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
浄
土
の
仏
道
を
涅
槃

に
到
る
道
と
し
て
掲
げ
る
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
て
三
つ
目
が
大
切
で
あ
る
。「
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地

の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
む
」
と
い
う
の
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
方
向
に
対
し
て
、
こ
の
世
に
向
か
う
も
の
で
あ
り
、
二
つ
は

簡
単
に
結
び
つ
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
曇
鸞
は
明
確
に
、「
必
至
滅
度
」
に
加
え
て
、「
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普

賢
の
徳
を
修
習
せ
む
」
と
い
う
方
向
性
を
確
か
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
浄
土
に
往
生
す
る
と
は
、
こ
の
世
を
去
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
と

い
う
方
向
だ
け
で
な
く
、「
常
倫
に
超
出
」
と
い
う
方
向
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

は
『
大
無
量
寿
経
』
自
身
が
す
で
に
語
っ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
特
に
こ
の
願
に
注
目
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
曇
鸞
の
仕
事
で
あ
る
。

　
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
、
ど
こ
ま
で
も
こ
の
世
の
問
題
に
応
答
し
て
い
る
。『
大
経
』
に
お
い
て
法
蔵
菩
薩
の
発
願
に
つ
い
て
説
か
れ
る

箇
所
で
も
、「
我
、
世
に
お
い
て
速
や
か
に
正
覚
を
成
ら
し
め
て
、
も
ろ
も
ろ
の
生
死
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
ん
」
と
あ
る
。
法
蔵
の
願

い
は
こ
の
世
を
去
っ
た
別
世
界
の
話
で
は
な
く
、「
世
に
お
い
て
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、「
生
死
勤
苦
の
本
」
と
あ
る
よ
う
に
、

（

）
6



8

れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
曇
鸞
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

答
え
て
曰
わ
く
、「
衆
生
無
生
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
説
く
に
、
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
、
凡
夫
の
実
の
衆
生
と
謂
う
と
こ
ろ

の
ご
と
く
、
凡
夫
の
所
見
の
実
の
生
死
の
ご
と
し
。
こ
の
所
見
の
事
、
畢
竟
じ
て
有
ら
ゆ
る
こ
と
な
け
ん
、
亀
毛
の
ご
と
し
、
虚
空

の
ご
と
し
と
。
二
つ
に
は
、
い
わ
く
、
諸
法
は
因
縁
生
の
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
こ
れ
不
生
に
し
て
有
ら
ゆ
る
こ
と
な
き
こ
と
、
虚
空

の
ご
と
し
と
。
天
親
菩
薩
、
願
生
す
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
因
縁
の
義
な
り
。
因
縁
の
義
な
る
が
ゆ
え
に
、
仮
に
生
と
名
づ
く
。
凡
夫
の
、

実
の
衆
生
・
実
の
生
死
あ
り
と
謂
う
が
ご
と
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。 

（
同
右
）

「
生
」
と
言
っ
て
も
、
凡
夫
が
思
う
よ
う
な
実
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
因
縁
の
義
」
に
よ
っ
て
「
仮
に
生
と
名
づ
く
」
と
押
さ
え
ら

れ
て
い
る
。
曇
鸞
が
ど
れ
ほ
ど
苦
労
し
て
、
浄
土
の
仏
道
を
顕
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。
決
し
て
他
世
界
に
逃
げ
込

む
た
め
に
浄
土
往
生
を
願
う
の
で
は
な
い
。「
仮
に
生
と
名
づ
く
」
と
ま
で
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
浄
土

が
こ
の
世
の
問
題
か
ら
の
逃
避
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
れ
ほ
ど
切
実
で
あ
っ
て
も
仏
道
と
は
な
り
得
な
い
。
浄
土
往
生
は
、

こ
の
世
の
現
実
と
没
交
渉
に
な
る
の
み
で
あ
る
。
傷
つ
け
合
う
こ
と
を
ど
こ
で
超
え
る
か
と
い
う
自
利
利
他
の
課
題
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

浄
土
の
仏
道
も
そ
れ
に
応
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
曇
鸞
に
お
け
る
浄
土
の
仏
道
の
顕
示
は
、
真
実
に
自
利
利

他
円
満
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
曇
鸞
自
身
が
求
め
て
得
ら
れ
な
か
っ
た
成
仏
道
が
、
天
親
に
よ
っ
て
願

生
浄
土
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
曇
鸞
は
、『
論
註
』
の
末
尾
の
「
覈
求
其
本
釈
」
と
呼
ば
れ
る
一
段
で
、
大
乗
菩
薩
道
の
課
題
を
も
満
足
す
る
こ
と
を

確
か
め
て
い
る
。
今
、
注
意
し
た
い
の
は
、
自
利
利
他
の
成
就
が
阿
弥
陀
如
来
に
よ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
後
に
、
第
十
八
願
、
第
十

一
願
、
第
二
十
二
願
の
三
つ
の
願
を
挙
げ
て
、「
速
得
」
の
証
明
と
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

　
三
願
の
内
容
に
つ
い
て
要
言
す
れ
ば
、「
仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
」
以
下
の
三
つ
こ
と
が
「
速
得
」
の
「
証
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。

　
一
つ
に
は
第
十
八
願
を
挙
げ
て
、

9

仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
十
念
す
、
念
仏
す
れ
ば
す
な
わ
ち
往
生
を
得
む
。
往
生
を
得
る
が
故
に
、
即
ち
三
界
輪
転
の
事
を
勉
る
。
輪

転
な
き
が
故
に
、
こ
の
ゆ
え
に
速
を
得
る
こ
と
、
一
の
証
な
り
。 

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
三
四
七
頁
）

　
二
つ
に
は
第
十
一
願
を
挙
げ
て
、

仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
、
正
定
聚
に
住
す
。
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
、
必
ず
滅
度
に
至
っ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
回
伏
の
難
な
し
、
こ

の
ゆ
え
に
速
を
得
る
、
二
の
証
な
り
。 

（
同
右
）

　
そ
し
て
、
三
つ
に
は
第
二
十
二
願
を
挙
げ
て
、

仏
願
力
に
縁
る
が
故
に
、
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
む
。
常
倫
に
超
出
し
諸
地
の
行
を
以
て
の
故

に
、
こ
の
ゆ
え
に
速
を
得
る
、
三
の
証
な
り
。 

（
同
右
）

と
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

　
念
仏
し
て
往
生
を
得
て
必
ず
滅
度
に
至
る
、
と
い
う
点
が
一
つ
目
と
二
つ
目
で
理
解
で
き
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
浄
土
の
仏
道
を
涅
槃

に
到
る
道
と
し
て
掲
げ
る
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
て
三
つ
目
が
大
切
で
あ
る
。「
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地

の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
む
」
と
い
う
の
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
方
向
に
対
し
て
、
こ
の
世
に
向
か
う
も
の
で
あ
り
、
二
つ
は

簡
単
に
結
び
つ
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
曇
鸞
は
明
確
に
、「
必
至
滅
度
」
に
加
え
て
、「
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普

賢
の
徳
を
修
習
せ
む
」
と
い
う
方
向
性
を
確
か
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
浄
土
に
往
生
す
る
と
は
、
こ
の
世
を
去
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
と

い
う
方
向
だ
け
で
な
く
、「
常
倫
に
超
出
」
と
い
う
方
向
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

は
『
大
無
量
寿
経
』
自
身
が
す
で
に
語
っ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
特
に
こ
の
願
に
注
目
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
曇
鸞
の
仕
事
で
あ
る
。

　
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
、
ど
こ
ま
で
も
こ
の
世
の
問
題
に
応
答
し
て
い
る
。『
大
経
』
に
お
い
て
法
蔵
菩
薩
の
発
願
に
つ
い
て
説
か
れ
る

箇
所
で
も
、「
我
、
世
に
お
い
て
速
や
か
に
正
覚
を
成
ら
し
め
て
、
も
ろ
も
ろ
の
生
死
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
ん
」
と
あ
る
。
法
蔵
の
願

い
は
こ
の
世
を
去
っ
た
別
世
界
の
話
で
は
な
く
、「
世
に
お
い
て
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、「
生
死
勤
苦
の
本
」
と
あ
る
よ
う
に
、

（

）
6
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一
々
の
苦
し
み
を
個
別
に
抜
く
の
で
は
な
く
、
一
々
の
苦
し
み
の
根
本
を
抜
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
曇
鸞
が
浄
土
往
生
に
つ
い
て
、
涅

槃
に
到
る
と
い
う
方
向
の
み
で
な
く
、「
常
倫
に
超
出
」
と
い
う
方
向
を
見
た
の
は
、
こ
の
経
の
精
神
を
受
け
取
っ
た
結
果
と
言
え
る
。

　
こ
の
曇
鸞
の
文
章
を
親
鸞
は
「
行
巻
」
の
他
力
に
つ
い
て
釈
す
る
と
こ
ろ
に
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
当
の
意
味
で
の
「
利
他
」
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
他
利
利
他
の
深
義
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。「
行
巻
」
に
お
い
て
仏
願
力
の
は
た
ら
き
を
確
か
め
る

中
で
、
本
願
力
に
よ
っ
て
衆
生
に
与
え
ら
れ
る
利
益
が
す
で
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
中
で
も
、「
証
巻
」
に
お
い
て
詳

説
さ
れ
る
「
必
至
滅
度
の
願
」
と
「
還
相
回
向
の
願
」
が
、「
証
巻
」
に
先
立
っ
て
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
「
三
願
を
取
り
て
的
し
く
、
以
て
義
の
意
を
証
せ
ん
」
と
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。「
的
」
の
字
は
一
般

的
に
は
「
あ
き
ら
か
に
」
あ
る
い
は
「
た
し
か
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
に
親
鸞
は
「
ひ
と
し
く
」
と
い
う
訓
を
付
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
三
願
の
内
容
を
段
階
的
に
で
は
な
く
、
一
つ
の
事
実
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
親

鸞
に
と
っ
て
第
十
八
願
が
語
る
念
仏
往
生
に
は
、「
必
至
滅
度
」
と
「
還
相
回
向
」
の
二
つ
の
利
益
が
同
時
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
ら

れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
往
相
と
還
相
の
二
回
向
が
時
間
を
異
に
す
る
出
来
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
還
相
回

向
の
願
ま
で
を
引
く
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
先
に
も
述
べ
た
が
、
事
実
と
し
て
は
一
つ
の
こ
と
が
、
説
明
を
す
る
際
に
は
順
序
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
、
順
序
立

て
て
語
ら
れ
た
こ
と
を
段
階
的
に
捉
え
た
り
、
時
間
的
前
後
を
つ
け
て
見
た
り
す
る
こ
と
は
、
事
実
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
見
誤
る
危
険

性
が
あ
る
。
往
相
と
還
相
の
二
回
向
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
段
階
的
に
分
け
て
見
る
こ
と
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
る
と
、
親
鸞
が
「
行
巻
」
に
お
い
て
、
す
で
に
還
相
回
向
に
関
わ
る
内
容
を
説
示
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
注
意
さ
れ
る
。
代

表
的
な
部
分
を
一
箇
所
の
み
挙
げ
て
お
き
た
い
。

し
か
れ
ば
、
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
か
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
衆
禍
の
波
転
ず
。
即
ち
無
明
の
闇
を
破
し
、

速
や
か
に
無
量
光
明
土
に
到
り
て
大
般
涅
槃
を
証
す
、
普
賢
の
徳
に
遵
う
な
り
。
知
る
べ
し
と
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
七
〇
頁
）

（

）
7

11

大
行
の
利
益
を
端
的
に
語
る
親
鸞
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
「
普
賢
の
徳
に
遵
う
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
。
往
相
回
向

に
つ
い
て
の
真
実
の
教
行
信
証
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
に
限
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
還
相
回
向
に
関
わ
る
こ
と
を
挙
げ
る
必
要
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
往
相
回
向
の
利
益
と
還
相
回
向
の
利
益
は
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
故
に
、
こ
こ
に
併
せ
て
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
き
、「
信
巻
」
欲
生
釈
に
お
け
る
往
相
・
還
相
の
文
が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
か
。
両
方
を
ま
と
め

て
引
用
す
る
親
鸞
の
意
図
は
何
か
。
次
に
そ
れ
を
尋
ね
た
い
。

三
　
勅
命
に
二
種
あ
り

　
再
度
、『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
二
回
向
の
文
の
配
置
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
教
巻
」
　
往
相
・
還
相
の
二
回
向
に
つ
い
て
標
掲

「
行
巻
」
　
『
浄
土
論
』
の
回
向
門
お
よ
び
『
論
註
』
往
相
回
向
の
文

「
信
巻
」
　
「
欲
生
釈
」
に
『
論
註
』
往
相
・
還
相
の
二
回
向
の
文

「
証
巻
」
　
還
相
回
向
釈

「
教
巻
」
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
た
二
回
向
の
中
、
往
相
回
向
に
つ
い
て
は
「
行
巻
」
に
、
還
相
回
向
に
つ
い
て
は
「
証
巻
」
に
置
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
両
者
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
「
信
巻
」
に
お
い
て
二
つ
の
文
が
引
用
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
真
仏
土
巻
」「
化
身
土
巻
」
に
は

「
往
相
」「
還
相
」
の
語
は
全
く
出
な
い
。
と
す
る
と
、
回
向
の
中
心
は
「
信
巻
」
の
「
欲
生
釈
」
に
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
釈

す
る
際
に
は
、「
行
巻
」
と
「
証
巻
」
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
る
と
い
う
見
当
づ
け
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
ず
は
、「
信
巻
」
の
課
題
を
大
ま
か
に
見
て
お
き
た
い
。
教
行
証
の
三
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
仏
道
の
体
系
に
お
い
て
、「
教
行
信

証
」
と
い
う
四
法
は
異
例
と
言
え
る
。
特
に
、
信
心
を
仏
道
の
歩
み
の
前
提
と
考
え
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
教
行
の
次
に
信
が
置
か
れ
る
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一
々
の
苦
し
み
を
個
別
に
抜
く
の
で
は
な
く
、
一
々
の
苦
し
み
の
根
本
を
抜
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
曇
鸞
が
浄
土
往
生
に
つ
い
て
、
涅

槃
に
到
る
と
い
う
方
向
の
み
で
な
く
、「
常
倫
に
超
出
」
と
い
う
方
向
を
見
た
の
は
、
こ
の
経
の
精
神
を
受
け
取
っ
た
結
果
と
言
え
る
。

　
こ
の
曇
鸞
の
文
章
を
親
鸞
は
「
行
巻
」
の
他
力
に
つ
い
て
釈
す
る
と
こ
ろ
に
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
当
の
意
味
で
の
「
利
他
」
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
他
利
利
他
の
深
義
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。「
行
巻
」
に
お
い
て
仏
願
力
の
は
た
ら
き
を
確
か
め
る

中
で
、
本
願
力
に
よ
っ
て
衆
生
に
与
え
ら
れ
る
利
益
が
す
で
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
中
で
も
、「
証
巻
」
に
お
い
て
詳

説
さ
れ
る
「
必
至
滅
度
の
願
」
と
「
還
相
回
向
の
願
」
が
、「
証
巻
」
に
先
立
っ
て
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
「
三
願
を
取
り
て
的
し
く
、
以
て
義
の
意
を
証
せ
ん
」
と
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。「
的
」
の
字
は
一
般

的
に
は
「
あ
き
ら
か
に
」
あ
る
い
は
「
た
し
か
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
に
親
鸞
は
「
ひ
と
し
く
」
と
い
う
訓
を
付
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
三
願
の
内
容
を
段
階
的
に
で
は
な
く
、
一
つ
の
事
実
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
親

鸞
に
と
っ
て
第
十
八
願
が
語
る
念
仏
往
生
に
は
、「
必
至
滅
度
」
と
「
還
相
回
向
」
の
二
つ
の
利
益
が
同
時
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
ら

れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
往
相
と
還
相
の
二
回
向
が
時
間
を
異
に
す
る
出
来
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
還
相
回

向
の
願
ま
で
を
引
く
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
先
に
も
述
べ
た
が
、
事
実
と
し
て
は
一
つ
の
こ
と
が
、
説
明
を
す
る
際
に
は
順
序
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
、
順
序
立

て
て
語
ら
れ
た
こ
と
を
段
階
的
に
捉
え
た
り
、
時
間
的
前
後
を
つ
け
て
見
た
り
す
る
こ
と
は
、
事
実
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
見
誤
る
危
険

性
が
あ
る
。
往
相
と
還
相
の
二
回
向
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
段
階
的
に
分
け
て
見
る
こ
と
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
る
と
、
親
鸞
が
「
行
巻
」
に
お
い
て
、
す
で
に
還
相
回
向
に
関
わ
る
内
容
を
説
示
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
注
意
さ
れ
る
。
代

表
的
な
部
分
を
一
箇
所
の
み
挙
げ
て
お
き
た
い
。

し
か
れ
ば
、
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
か
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
衆
禍
の
波
転
ず
。
即
ち
無
明
の
闇
を
破
し
、

速
や
か
に
無
量
光
明
土
に
到
り
て
大
般
涅
槃
を
証
す
、
普
賢
の
徳
に
遵
う
な
り
。
知
る
べ
し
と
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
七
〇
頁
）

（

）
7

11

大
行
の
利
益
を
端
的
に
語
る
親
鸞
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
「
普
賢
の
徳
に
遵
う
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
。
往
相
回
向

に
つ
い
て
の
真
実
の
教
行
信
証
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
に
限
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
還
相
回
向
に
関
わ
る
こ
と
を
挙
げ
る
必
要
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
往
相
回
向
の
利
益
と
還
相
回
向
の
利
益
は
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
故
に
、
こ
こ
に
併
せ
て
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
き
、「
信
巻
」
欲
生
釈
に
お
け
る
往
相
・
還
相
の
文
が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
か
。
両
方
を
ま
と
め

て
引
用
す
る
親
鸞
の
意
図
は
何
か
。
次
に
そ
れ
を
尋
ね
た
い
。

三
　
勅
命
に
二
種
あ
り

　
再
度
、『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
二
回
向
の
文
の
配
置
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
教
巻
」
　
往
相
・
還
相
の
二
回
向
に
つ
い
て
標
掲

「
行
巻
」
　
『
浄
土
論
』
の
回
向
門
お
よ
び
『
論
註
』
往
相
回
向
の
文

「
信
巻
」
　
「
欲
生
釈
」
に
『
論
註
』
往
相
・
還
相
の
二
回
向
の
文

「
証
巻
」
　
還
相
回
向
釈

「
教
巻
」
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
た
二
回
向
の
中
、
往
相
回
向
に
つ
い
て
は
「
行
巻
」
に
、
還
相
回
向
に
つ
い
て
は
「
証
巻
」
に
置
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
両
者
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
「
信
巻
」
に
お
い
て
二
つ
の
文
が
引
用
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
真
仏
土
巻
」「
化
身
土
巻
」
に
は

「
往
相
」「
還
相
」
の
語
は
全
く
出
な
い
。
と
す
る
と
、
回
向
の
中
心
は
「
信
巻
」
の
「
欲
生
釈
」
に
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
釈

す
る
際
に
は
、「
行
巻
」
と
「
証
巻
」
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
る
と
い
う
見
当
づ
け
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
ず
は
、「
信
巻
」
の
課
題
を
大
ま
か
に
見
て
お
き
た
い
。
教
行
証
の
三
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
仏
道
の
体
系
に
お
い
て
、「
教
行
信

証
」
と
い
う
四
法
は
異
例
と
言
え
る
。
特
に
、
信
心
を
仏
道
の
歩
み
の
前
提
と
考
え
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
教
行
の
次
に
信
が
置
か
れ
る
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と
い
う
順
序
そ
の
も
の
が
、
何
を
意
味
す
る
か
理
解
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
信
巻
」
に
改
め
て
「
序
」
を
置
き
、
一
般
的
な
信
心

と
区
別
し
て
真
実
の
信
心
を
顕
か
に
し
よ
う
と
す
る
親
鸞
が
直
面
し
て
い
た
現
状
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
、
仏
の
教
え
を
信
じ
て
仏

道
を
歩
む
と
言
っ
て
み
て
も
、
本
当
に
仏
の
教
え
に
出
会
っ
た
の
か
が
大
問
題
で
あ
る
。
自
分
の
思
い
描
い
た
も
の
を
信
じ
て
い
る
だ
け

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
仏
道
を
歩
む
と
言
っ
て
も
、
退
転
の
危
険
性
を
い
つ
も
孕
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
何
を
以
て
仏
教
を
信
ず

る
と
言
え
る
の
か
、
ま
た
何
が
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。「
信
巻
」
は
、
自
明
と
さ
れ
て
き
た
信
心
を
改
め
て
問
い
、
真
実
の
仏
道
を
顕
揚
す
る
と
い
う
課
題
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
時
に
、

仏
道
の
歩
み
を
成
り
立
た
せ
る
信
心
は
、
自
ら
が
起
こ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
如
来
の
本
願
力
回
向
に
よ
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
め

る
の
が
、
三
心
一
心
の
問
答
で
あ
る
。
如
来
の
回
向
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
が
故
に
、
誰
に
お
い
て
も
平
等
で
あ
り
、
必
ず
涅
槃
に
至
り
得

る
の
で
あ
る
。

　
三
心
一
心
の
問
答
は
、『
大
経
』
が
説
く
第
十
八
願
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
の
語
に
注
目
し
、
衆
生
に
発
起
す
る
一
心
の
内
実
を
至

心
・
信
楽
・
欲
生
の
三
心
を
以
て
確
か
め
る
も
の
で
あ
る
。
信
心
を
三
つ
の
面
か
ら
押
さ
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
曇
鸞
に
お
け
る
三
不
信

（
不
淳
、
不
一
、
不
相
続
）
お
よ
び
善
導
の
三
心
釈
（
至
誠
心
、
深
心
、
回
向
発
願
心
）
を
引
用
し
、
信
心
が
有
す
る
課
題
を
確
か
め
て

い
る
。
い
ま
丁
寧
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
課
題
は
大
き
く
言
っ
て
「
如
実
修
行
」
と
「
金
剛
心
」
の
二
点
に
集
約
で
き
る
と
思
う
。

「
如
実
修
行
」
は
、
真
に
仏
道
た
り
得
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、「
金
剛
心
」
は
そ
の
歩
み
が
煩
悩
の
只
中
に
お
い
て
も
保
持
さ

れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
特
に
「
金
剛
心
」
と
い
う
言
葉
は
「
信
巻
」
に
は
随
所
に
出
て
く
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
冒
頭

の
序
で
は
、「
金
剛
の
真
信
」
と
言
わ
れ
、
三
心
一
心
問
答
を
結
ぶ
箇
所
に
お
い
て
も
、「
一
心
す
な
わ
ち
金
剛
真
心
の
義
、
答
え
竟
り

ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
真
仏
弟
子
」
に
つ
い
て
も
「
金
剛
心
の
行
人
」
と
端
的
に
押
さ
え
ら
れ
、
さ
ら
に
弥
勒
菩
薩
の
「
等

覚
金
剛
心
」
を
引
き
合
い
に
ま
で
出
し
て
、
念
仏
の
衆
生
が
「
大
般
涅
槃
を
超
証
す
」
と
し
て
真
実
の
仏
道
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
言
わ

ば
、
単
に
到
着
点
と
し
て
の
涅
槃
が
語
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
現
実
の
人
生
が
仏
道
た
り
得
る
か
と
い
う
課
題
が
「
金
剛
心
」
を
通
し
て

（

）
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語
ら
れ
て
い
る
。

　
親
鸞
は
三
心
一
心
の
問
答
に
お
い
て
、
衆
生
に
発
起
す
る
一
心
の
根
拠
に
如
来
の
願
心
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

如
来
の
願
心
が
衆
生
に
回
施
さ
れ
、
衆
生
の
信
心
に
ま
で
な
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
如
来
の
願
心
の
回
施
な
く
し
て

は
迷
い
を
超
え
出
る
可
能
性
が
全
く
な
い
衆
生
の
現
実
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
衆
生
を
救
い
遂
げ
よ
う
と
す
る
願
心
は
、
欲
生
を

源
と
し
て
、
名
号
の
呼
び
か
け
に
ま
で
具
体
化
し
て
い
る
。
言
わ
ば
、
名
号
の
呼
び
か
け
を
因
位
の
法
蔵
菩
薩
の
願
心
に
遡
っ
て
尋
ね
て

い
る
の
が
、
至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
三
心
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
解
釈
で
あ
る
。

　
第
十
八
願
に
お
い
て
、
如
来
は
「
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
呼
び
か
け
る
。
親
鸞
は
こ
れ
を
、

欲
生
と
言
う
は
、
則
ち
こ
れ
、
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
う
の
勅
命
な
り
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
一
二
七
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。「
行
巻
」
の
名
号
釈
で
言
わ
れ
て
い
た
「
本
願
招
喚
の
勅
命
」
と
重
ね
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
に
お
い
て
は

「
帰
命
」
と
「
欲
生
」
と
は
、
と
も
に
如
来
が
衆
生
を
招
き
喚
ぶ
勅
命
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
招
喚
の
勅
命
で
あ
る
「
欲
生
」
を
、

親
鸞
は
端
的
に
「
回
向
心
」
と
押
さ
え
て
い
る
。
如
来
の
回
向
は
、
衆
生
を
招
き
喚
ぶ
声
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
招
き
喚
ぶ
声
は
、
そ

の
声
が
届
い
た
と
こ
ろ
に
の
み
存
在
す
る
。
聞
こ
え
た
者
の
み
に
存
在
す
る
と
言
っ
て
良
い
。
本
願
成
就
文
で
言
え
ば
、「
聞
其
名
号
」

の
主
題
で
あ
り
、
ま
た
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
今
は
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
な
い
。

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
欲
生
の
願
心
を
尋
ね
る
中
で
、
二
回
向
を
語
る
『
論
註
』
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』
に
曰
わ
く
、「
云
何
が
回
向
し
た
ま
え
る
。
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
、
心
に
常
に
作
願
す
ら
く
、
回
向
を
首

と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
故
に
」
と
の
た
ま
え
り
。
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に

は
還
相
な
り
。
往
相
は
、
己
が
功
徳
を
以
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
た
ま
い
て
、
作
願
し
て
共
に
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往

生
せ
し
め
た
ま
う
な
り
。
還
相
は
、
彼
の
土
に
生
じ
已
わ
り
て
、
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
・
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
、
生
死
の

（

）
12



12

と
い
う
順
序
そ
の
も
の
が
、
何
を
意
味
す
る
か
理
解
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
信
巻
」
に
改
め
て
「
序
」
を
置
き
、
一
般
的
な
信
心

と
区
別
し
て
真
実
の
信
心
を
顕
か
に
し
よ
う
と
す
る
親
鸞
が
直
面
し
て
い
た
現
状
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
、
仏
の
教
え
を
信
じ
て
仏

道
を
歩
む
と
言
っ
て
み
て
も
、
本
当
に
仏
の
教
え
に
出
会
っ
た
の
か
が
大
問
題
で
あ
る
。
自
分
の
思
い
描
い
た
も
の
を
信
じ
て
い
る
だ
け

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
仏
道
を
歩
む
と
言
っ
て
も
、
退
転
の
危
険
性
を
い
つ
も
孕
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
何
を
以
て
仏
教
を
信
ず

る
と
言
え
る
の
か
、
ま
た
何
が
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。「
信
巻
」
は
、
自
明
と
さ
れ
て
き
た
信
心
を
改
め
て
問
い
、
真
実
の
仏
道
を
顕
揚
す
る
と
い
う
課
題
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
時
に
、

仏
道
の
歩
み
を
成
り
立
た
せ
る
信
心
は
、
自
ら
が
起
こ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
如
来
の
本
願
力
回
向
に
よ
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
め

る
の
が
、
三
心
一
心
の
問
答
で
あ
る
。
如
来
の
回
向
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
が
故
に
、
誰
に
お
い
て
も
平
等
で
あ
り
、
必
ず
涅
槃
に
至
り
得

る
の
で
あ
る
。

　
三
心
一
心
の
問
答
は
、『
大
経
』
が
説
く
第
十
八
願
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
の
語
に
注
目
し
、
衆
生
に
発
起
す
る
一
心
の
内
実
を
至

心
・
信
楽
・
欲
生
の
三
心
を
以
て
確
か
め
る
も
の
で
あ
る
。
信
心
を
三
つ
の
面
か
ら
押
さ
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
曇
鸞
に
お
け
る
三
不
信

（
不
淳
、
不
一
、
不
相
続
）
お
よ
び
善
導
の
三
心
釈
（
至
誠
心
、
深
心
、
回
向
発
願
心
）
を
引
用
し
、
信
心
が
有
す
る
課
題
を
確
か
め
て

い
る
。
い
ま
丁
寧
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
課
題
は
大
き
く
言
っ
て
「
如
実
修
行
」
と
「
金
剛
心
」
の
二
点
に
集
約
で
き
る
と
思
う
。

「
如
実
修
行
」
は
、
真
に
仏
道
た
り
得
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、「
金
剛
心
」
は
そ
の
歩
み
が
煩
悩
の
只
中
に
お
い
て
も
保
持
さ

れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
特
に
「
金
剛
心
」
と
い
う
言
葉
は
「
信
巻
」
に
は
随
所
に
出
て
く
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
冒
頭

の
序
で
は
、「
金
剛
の
真
信
」
と
言
わ
れ
、
三
心
一
心
問
答
を
結
ぶ
箇
所
に
お
い
て
も
、「
一
心
す
な
わ
ち
金
剛
真
心
の
義
、
答
え
竟
り

ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
真
仏
弟
子
」
に
つ
い
て
も
「
金
剛
心
の
行
人
」
と
端
的
に
押
さ
え
ら
れ
、
さ
ら
に
弥
勒
菩
薩
の
「
等

覚
金
剛
心
」
を
引
き
合
い
に
ま
で
出
し
て
、
念
仏
の
衆
生
が
「
大
般
涅
槃
を
超
証
す
」
と
し
て
真
実
の
仏
道
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
言
わ

ば
、
単
に
到
着
点
と
し
て
の
涅
槃
が
語
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
現
実
の
人
生
が
仏
道
た
り
得
る
か
と
い
う
課
題
が
「
金
剛
心
」
を
通
し
て

（

）
8

（

）
9

（

）
10（

）
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語
ら
れ
て
い
る
。

　
親
鸞
は
三
心
一
心
の
問
答
に
お
い
て
、
衆
生
に
発
起
す
る
一
心
の
根
拠
に
如
来
の
願
心
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

如
来
の
願
心
が
衆
生
に
回
施
さ
れ
、
衆
生
の
信
心
に
ま
で
な
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
如
来
の
願
心
の
回
施
な
く
し
て

は
迷
い
を
超
え
出
る
可
能
性
が
全
く
な
い
衆
生
の
現
実
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
衆
生
を
救
い
遂
げ
よ
う
と
す
る
願
心
は
、
欲
生
を

源
と
し
て
、
名
号
の
呼
び
か
け
に
ま
で
具
体
化
し
て
い
る
。
言
わ
ば
、
名
号
の
呼
び
か
け
を
因
位
の
法
蔵
菩
薩
の
願
心
に
遡
っ
て
尋
ね
て

い
る
の
が
、
至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
三
心
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
解
釈
で
あ
る
。

　
第
十
八
願
に
お
い
て
、
如
来
は
「
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
呼
び
か
け
る
。
親
鸞
は
こ
れ
を
、

欲
生
と
言
う
は
、
則
ち
こ
れ
、
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
う
の
勅
命
な
り
。 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
一
二
七
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。「
行
巻
」
の
名
号
釈
で
言
わ
れ
て
い
た
「
本
願
招
喚
の
勅
命
」
と
重
ね
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
に
お
い
て
は

「
帰
命
」
と
「
欲
生
」
と
は
、
と
も
に
如
来
が
衆
生
を
招
き
喚
ぶ
勅
命
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
招
喚
の
勅
命
で
あ
る
「
欲
生
」
を
、

親
鸞
は
端
的
に
「
回
向
心
」
と
押
さ
え
て
い
る
。
如
来
の
回
向
は
、
衆
生
を
招
き
喚
ぶ
声
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
招
き
喚
ぶ
声
は
、
そ

の
声
が
届
い
た
と
こ
ろ
に
の
み
存
在
す
る
。
聞
こ
え
た
者
の
み
に
存
在
す
る
と
言
っ
て
良
い
。
本
願
成
就
文
で
言
え
ば
、「
聞
其
名
号
」

の
主
題
で
あ
り
、
ま
た
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
今
は
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
な
い
。

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
欲
生
の
願
心
を
尋
ね
る
中
で
、
二
回
向
を
語
る
『
論
註
』
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』
に
曰
わ
く
、「
云
何
が
回
向
し
た
ま
え
る
。
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
、
心
に
常
に
作
願
す
ら
く
、
回
向
を
首

と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
故
に
」
と
の
た
ま
え
り
。
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に

は
還
相
な
り
。
往
相
は
、
己
が
功
徳
を
以
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
た
ま
い
て
、
作
願
し
て
共
に
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往

生
せ
し
め
た
ま
う
な
り
。
還
相
は
、
彼
の
土
に
生
じ
已
わ
り
て
、
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
・
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
、
生
死
の

（

）
12



14

稠
林
に
回
入
し
て
、
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
え
し
め
た
ま
う
な
り
。
も
し
は
往
・
も
し
は
還
、
み
な
衆
生
を
抜
き

て
生
死
海
を
渡
せ
ん
が
た
め
に
と
の
た
ま
え
り
。
こ
の
故
に
回
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
と
言
え
り
と
。
已
上

 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
一
二
八
頁
）

『
浄
土
論
』
の
回
向
に
つ
い
て
の
文
章
と
そ
の
解
釈
で
あ
る
『
論
註
』
の
言
葉
が
続
け
て
引
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
「
一
切
苦
悩
の
衆
生

を
捨
て
ず
」
救
い
遂
げ
よ
う
と
す
る
如
来
利
他
の
願
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
如
来
の
利
他
で
あ
る
回
向
が
往
相
と
還
相
と
い
う
二
種

の
相
を
取
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
二
種
の
相
を
取
ら
な
け
れ
ば
、
衆
生
を
救
い
遂
げ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
回
向
に

二
種
の
相
あ
り
」
と
は
、
如
来
の
回
向
が
衆
生
に
は
た
ら
く
時
に
二
つ
の
は
た
ら
き
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
こ

と
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
衆
生
に
と
っ
て
は
「
必
至
滅
度
」
と
「
超
出
常
倫
」
の
二
方
向
が
利
益
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
が
念
仏
往
生
の
内
容
と
し
て
す
で
に
「
行
巻
」
の
三
願
的
証
で
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
念
仏
往
生
は
一
面
か
ら
言
え
ば
、
迷
い
を
離

れ
て
滅
度
に
至
る
と
い
う
方
向
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
常
倫
に
超
出
す
る
と
い
う
方
向
も
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
い
う
招
喚
の
声
は
、
一
応
は
穢
土
を
離
れ
て
浄
土
に
生
ま
れ
よ
と
い
う
呼
び
声
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
決
し
て
穢
土
か
ら
逃
げ
出
し
、
穢
土
と
没
交
渉
に
な
る
こ
と
を
勧
め
る
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
穢
土
の
只
中
で
仏
道
を
行
ず

る
道
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
。「
浄
土
に
生
ま
れ
よ
」
と
い
う
勅
命
は
「
穢
土
に
超
出
せ
よ
」
と
い
う
勅
命
で
も
あ
る
。
欲
生
釈
に
往
還

二
回
向
の
文
が
引
か
れ
る
の
は
、
勅
命
に
二
方
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
親
鸞
の
意
図
が
あ
る
と
読
み
取
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
二
方
向
を
あ
え
て
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、「
世
を
超
え
て
世
を
生
き
よ
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
浄
土
の
教
え
が
こ
の
世
で

の
生
き
方
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　
こ
の
後
に
、
引
用
さ
れ
る
善
導
の
文
に
は
、「
こ
の
心
、
深
く
信
ぜ
る
こ
と
、
金
剛
の
ご
と
く
な
る
に
由
っ
て
、
一
切
の
異
見
・
異

学
・
別
解
・
別
行
の
人
等
の
た
め
に
動
乱
破
壊
せ
ら
れ
ず
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
二
河
白
道
の
譬
喩
に
も
説
か
れ
る
よ
う
に
、

我
々
の
生
き
る
現
実
は
貪
愛
・
瞋
憎
が
渦
巻
き
続
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
を
生
き
る
者
に
、
仏
道
を
開
い
て
く
る
の
が
如
来
の
二

（
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回
向
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
通
し
て
、
如
来
の
二
種
の
勅
命
を
聞
き
続
け
る
と
こ
ろ
に
、
退
転
す
る
こ
と
の

な
い
仏
道
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
名
号
の
招
き
喚
ぶ
声
を
聞
く
の
は
、
今
、
こ
こ
、
で
あ
る
。
穢
土
の
真
っ
只
中
に
お
い
て

聞
く
の
で
あ
る
。

　
世
を
超
え
る
と
い
う
課
題
と
、
世
に
生
き
る
と
い
う
課
題
、
こ
れ
は
順
を
追
っ
て
語
る
際
に
は
分
け
て
示
す
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
歩

み
の
事
実
と
し
て
は
分
け
ら
れ
な
い
し
、
分
け
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
往
相
回
向
の
利
益
と
還
相
回
向
の
利
益
は
同
時
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
そ
れ
を
語
る
和
讃
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
の
　
恩
徳
広
大
不
思
議
に
て

　
往
相
回
向
の
利
益
に
は
　
還
相
回
向
に
回
入
せ
り 

（『
正
像
末
和
讃
』
聖
典
五
〇
四
頁
）

お
わ
り
に

　
「
欲
生
釈
」
に
往
還
二
回
向
の
文
が
引
か
れ
る
意
味
を
、
勅
命
に
二
種
あ
り
と
い
う
視
点
か
ら
尋
ね
て
き
た
。
大
雑
把
な
考
察
で
は
あ

る
が
、
往
相
還
相
の
二
回
向
を
ど
う
考
え
る
か
の
筋
道
を
つ
け
た
い
と
い
う
意
図
は
果
た
せ
た
よ
う
に
思
う
。
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、

そ
の
中
で
浄
土
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
親
鸞
が
語
る
浄
土
は
、
天
親
・
曇
鸞
が
明
ら
か
に
し
た
「
荘
厳
功
徳
」
と
し
て
の
浄
土

を
基
本
に
据
え
て
い
る
。
死
後
の
世
界
で
あ
る
と
か
、
実
体
的
な
他
世
界
と
は
お
よ
そ
一
線
を
画
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
二
回
向
の

は
た
ら
き
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
浄
土
が
ど
の
よ
う
に
我
々
に
は
た
ら
き
か
け
て
く
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い

る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
浄
土
往
生
と
い
う
こ
と
が
こ
の
世
の
問
題
と
い
か
に
関
わ
る
か
を
考
察
し
て
い
く
必
要
性
を
よ
り
一
層
感
じ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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稠
林
に
回
入
し
て
、
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
え
し
め
た
ま
う
な
り
。
も
し
は
往
・
も
し
は
還
、
み
な
衆
生
を
抜
き

て
生
死
海
を
渡
せ
ん
が
た
め
に
と
の
た
ま
え
り
。
こ
の
故
に
回
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
と
言
え
り
と
。
已
上

 

（『
定
本
　
教
行
信
証
』
一
二
八
頁
）

『
浄
土
論
』
の
回
向
に
つ
い
て
の
文
章
と
そ
の
解
釈
で
あ
る
『
論
註
』
の
言
葉
が
続
け
て
引
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
「
一
切
苦
悩
の
衆
生

を
捨
て
ず
」
救
い
遂
げ
よ
う
と
す
る
如
来
利
他
の
願
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
如
来
の
利
他
で
あ
る
回
向
が
往
相
と
還
相
と
い
う
二
種

の
相
を
取
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
二
種
の
相
を
取
ら
な
け
れ
ば
、
衆
生
を
救
い
遂
げ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
回
向
に

二
種
の
相
あ
り
」
と
は
、
如
来
の
回
向
が
衆
生
に
は
た
ら
く
時
に
二
つ
の
は
た
ら
き
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
こ

と
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
衆
生
に
と
っ
て
は
「
必
至
滅
度
」
と
「
超
出
常
倫
」
の
二
方
向
が
利
益
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
が
念
仏
往
生
の
内
容
と
し
て
す
で
に
「
行
巻
」
の
三
願
的
証
で
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
念
仏
往
生
は
一
面
か
ら
言
え
ば
、
迷
い
を
離

れ
て
滅
度
に
至
る
と
い
う
方
向
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
常
倫
に
超
出
す
る
と
い
う
方
向
も
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
い
う
招
喚
の
声
は
、
一
応
は
穢
土
を
離
れ
て
浄
土
に
生
ま
れ
よ
と
い
う
呼
び
声
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
決
し
て
穢
土
か
ら
逃
げ
出
し
、
穢
土
と
没
交
渉
に
な
る
こ
と
を
勧
め
る
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
穢
土
の
只
中
で
仏
道
を
行
ず

る
道
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
。「
浄
土
に
生
ま
れ
よ
」
と
い
う
勅
命
は
「
穢
土
に
超
出
せ
よ
」
と
い
う
勅
命
で
も
あ
る
。
欲
生
釈
に
往
還

二
回
向
の
文
が
引
か
れ
る
の
は
、
勅
命
に
二
方
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
親
鸞
の
意
図
が
あ
る
と
読
み
取
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
の
二
方
向
を
あ
え
て
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、「
世
を
超
え
て
世
を
生
き
よ
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
浄
土
の
教
え
が
こ
の
世
で

の
生
き
方
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　
こ
の
後
に
、
引
用
さ
れ
る
善
導
の
文
に
は
、「
こ
の
心
、
深
く
信
ぜ
る
こ
と
、
金
剛
の
ご
と
く
な
る
に
由
っ
て
、
一
切
の
異
見
・
異

学
・
別
解
・
別
行
の
人
等
の
た
め
に
動
乱
破
壊
せ
ら
れ
ず
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
二
河
白
道
の
譬
喩
に
も
説
か
れ
る
よ
う
に
、

我
々
の
生
き
る
現
実
は
貪
愛
・
瞋
憎
が
渦
巻
き
続
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
現
実
を
生
き
る
者
に
、
仏
道
を
開
い
て
く
る
の
が
如
来
の
二

（

）
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（

）
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回
向
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
通
し
て
、
如
来
の
二
種
の
勅
命
を
聞
き
続
け
る
と
こ
ろ
に
、
退
転
す
る
こ
と
の

な
い
仏
道
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
名
号
の
招
き
喚
ぶ
声
を
聞
く
の
は
、
今
、
こ
こ
、
で
あ
る
。
穢
土
の
真
っ
只
中
に
お
い
て

聞
く
の
で
あ
る
。

　
世
を
超
え
る
と
い
う
課
題
と
、
世
に
生
き
る
と
い
う
課
題
、
こ
れ
は
順
を
追
っ
て
語
る
際
に
は
分
け
て
示
す
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、
歩

み
の
事
実
と
し
て
は
分
け
ら
れ
な
い
し
、
分
け
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
往
相
回
向
の
利
益
と
還
相
回
向
の
利
益
は
同
時
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
そ
れ
を
語
る
和
讃
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
の
　
恩
徳
広
大
不
思
議
に
て

　
往
相
回
向
の
利
益
に
は
　
還
相
回
向
に
回
入
せ
り 

（『
正
像
末
和
讃
』
聖
典
五
〇
四
頁
）

お
わ
り
に

　
「
欲
生
釈
」
に
往
還
二
回
向
の
文
が
引
か
れ
る
意
味
を
、
勅
命
に
二
種
あ
り
と
い
う
視
点
か
ら
尋
ね
て
き
た
。
大
雑
把
な
考
察
で
は
あ

る
が
、
往
相
還
相
の
二
回
向
を
ど
う
考
え
る
か
の
筋
道
を
つ
け
た
い
と
い
う
意
図
は
果
た
せ
た
よ
う
に
思
う
。
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、

そ
の
中
で
浄
土
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
親
鸞
が
語
る
浄
土
は
、
天
親
・
曇
鸞
が
明
ら
か
に
し
た
「
荘
厳
功
徳
」
と
し
て
の
浄
土

を
基
本
に
据
え
て
い
る
。
死
後
の
世
界
で
あ
る
と
か
、
実
体
的
な
他
世
界
と
は
お
よ
そ
一
線
を
画
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
二
回
向
の

は
た
ら
き
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
浄
土
が
ど
の
よ
う
に
我
々
に
は
た
ら
き
か
け
て
く
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い

る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
浄
土
往
生
と
い
う
こ
と
が
こ
の
世
の
問
題
と
い
か
に
関
わ
る
か
を
考
察
し
て
い
く
必
要
性
を
よ
り
一
層
感
じ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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凡
例

　
引
用
は
、『
教
行
信
証
』
に
つ
い
て
は
『
定
本
　
教
行
信
証
』、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
『
真
宗
聖
典
』
お
よ
び
『
真
宗
聖
教
全
書
』
に
よ
っ

た
。
漢
文
は
書
き
下
し
に
改
め
、
適
宜
、
句
読
点
を
補
っ
た
。
ま
た
、
旧
漢
字
は
現
行
の
通
行
体
に
改
め
た
。

註

『
仏
説
無
量
寿
経
』
聖
典
六
二
頁

『
般
舟
讃
』
真
宗
聖
教
全
書
一
・
六
八
五
頁

『
定
本
　
教
行
信
証
』
三
八
一
頁

『
定
本
　
教
行
信
証
』
一
七
頁

拙
稿
「
生
活
の
根
拠
と
し
て
の
願
生
」（『
親
鸞
教
学
』
第
七
十
七
号
）、「
如
来
二
種
の
回
向
」（『
親
鸞
教
学
』
第
六
十
二
号
）
な
ど
。

『
仏
説
無
量
寿
経
』
聖
典
一
三
頁

「
証
巻
」（『
定
本
　
教
行
信
証
』
二
二
三
頁
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
著
『『
入
出
二
門
偈
頌
文
』
聞
記
』
四
一
頁
（
東
本
願
寺
出
版
部
）
に
お

い
て
少
し
く
考
察
を
加
え
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

『
定
本
　
教
行
信
証
』
九
五
頁

『
定
本
　
教
行
信
証
』
一
四
〇
頁

『
定
本
　
教
行
信
証
』
一
四
四
頁

『
定
本
　
教
行
信
証
』
一
五
一
頁

「
欲
生
即
ち
こ
れ
回
向
心
な
り
」（『
定
本
　
教
行
信
証
』
一
二
七
頁
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
浄
土
と
現
世
」（『
親
鸞
教
学
』
一
〇
〇
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
定
本
　
教
行
信
証
』
一
三
〇
頁

（

）
1

（

）
2

（

）
3

（

）
4

（

）
5

（

）
6

（

）
7

（

）
8

（

）
9

（

）
10

（

）
11

（

）
12

（

）
13

（

）
14
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は
じ
め
に

　
『
西
方
指
南
抄
』
は
親
鸞
が
八
十
四
歳
か
ら
八
十
五
歳
に
か
け
て
執
筆
し
た
、
法
然
の
法
語
・
伝
記
・
消
息
等
を
収
め
た
法
然
関
係
の

遺
文
集
で
あ
る
。
拙
稿
「
親
鸞
と
『
西
方
指
南
抄
』」（『
親
鸞
教
学
』
九
十
六
号
所
収
）
で
は
、
親
鸞
が
こ
の
時
期
に
『
西
方
指
南
抄
』
を

執
筆
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
論
究
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
書
の
執
筆
は
八
十
四
歳
の
善
鸞
義
絶
後
に
な
さ
れ
た
事
業
で
あ
り
、
改
め

て
自
ら
の
立
脚
地
を
法
然
の
教
え
に
確
か
め
て
い
く
親
鸞
の
姿
が
そ
こ
に
窺
え
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
親
鸞
の
法
然
に
対
す
る
憶

い
は
、
そ
の
晩
年
に
お
い
て
い
よ
い
よ
と
深
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
が
、『
西
方
指
南
抄
』
は
ま
さ
に
親
鸞
に
よ
る
師
教
聞
思

の
姿
勢
が
生
み
出
し
た
書
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
そ
の
論
述
の
中
で
、
こ
の
書
の
中
に
は
法
然
を
勢
至
菩
薩
の
化
身
と
し
て
讃
え
る
資
料
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
姿
勢
は
親
鸞

の
著
作
に
も
窺
え
る
こ
と
に
注
意
し
た
が
、
そ
の
中
身
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
に
論
じ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
今
回
は
、『
西
方
指
南
抄
』

に
お
け
る
勢
至
の
記
述
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
見
出
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

親
鸞
と『
西
方
指
南
抄
』

│
│
勢
至
に
関
す
る
言
説
を
巡
っ
て
│
│山

　
　
田
　
　
恵
　
　
文


