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は
じ
め
に

　
仏
教
の
教
義
を
聴
き
知
的
に
理
解
す
る
こ
と
と
、
仏
言
を
正
し
く
聞
き
信
じ
る
こ
と
（「
我
聞
如
是
」）
と
は
、
そ
も
そ
も
全
く
異
な
っ

た
出
来
事
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
仏
陀
の
教
法
が
流
行
す
る
世
界
に
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
「
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
聞
い
て
い
る
」
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
、
仏
言
を
正
し
く
聞
い
て
い
る
と
い
う
確
信
、「
仏
教
と
相
応
す
る
と
い
う
確
信
」
を
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
、
ま
た
そ
の
確
信
は
ど
の
よ
う
な
事
実
と
し
て
私
た
ち
に
実
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
私
た
ち
は
、
自
我
（
我
執
）
と
思
い
（
虚
妄
分
別
）
と
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
仏
教
の
伝
統
的
な
用
語
を
用
い
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る

凡
夫
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
仏
陀
の
説
く
教
え
を
正
し
く
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
凡
夫
が
、
凡
夫
の

ま
ま
に
仏
教
と
相
応
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
よ
う
な
経
典
と
そ
の
伝
統
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
は
、
そ
の
こ
と
を
課
題
と

す
る
経
と
伝
統
が
、〈
無
量
寿
経
〉
に
も
と
づ
く
他
力
浄
土
仏
教
の
伝
統
で
あ
り
、
な
か
で
も
親
鸞
が
浄
土
真
宗
と
名
づ
け
た
『
仏
説
無
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量
寿
経
』
の
伝
統
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
と
く
に
、〈
無
量
寿
経
〉
の
伝
統
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
確
立
す
る
上
で
、
天
親

（
北
イ
ン
ド
、V

asubandhu

　400?-480?

）
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』（
以
下
『
無
量
寿
経
論
』）
の
偈
頌
の
中
、
次
の
第
二
行

四
句
が
果
た
し
た
思
想
史
的
意
義
を
考
察
す
る
。

　
　
我
依
修
多
羅
　
真
実
功
徳
相
　
説
願
偈
捴
持
　
与
仏
教
相
応 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
四
頁
）

　
こ
の
第
二
行
は
、〈
無
量
寿
経
〉
の
経
説
自
体
の
内
容
に
も
と
づ
く
偈
で
は
な
く
、
一
般
に
発
起
序
と
し
て
造
論
の
趣
旨
を
述
べ
る
文

と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
天
親
自
身
が
〈
無
量
寿
経
〉
の
主
題
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
を
明
示
し
て
い
る
。

　
北
イ
ン
ド
出
身
の
三
蔵
・
菩
提
流
〔
留
〕
支
（Bodhiruci

生
没
年
不
明
）
が
北
魏
に
お
い
て
翻
訳
し
た
こ
の
著
に
対
し
て
、
は
じ
め
て
註

釈
を
施
し
、
仏
教
思
想
史
の
中
に
位
置
づ
け
た
の
は
中
国
北
魏
の
僧
・
曇
鸞
（
北
魏
、476?- 542?

）
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈

註
』（
以
下
、『
浄
土
論
註
』）
で
あ
る
。
こ
の
曇
鸞
に
よ
る
第
二
行
に
つ
い
て
の
独
創
的
な
註
釈
、
つ
ま
り
第
二
行
に
「
成
優
婆
提
舎
名
」・

「
成
上
三
門
起
下
二
門
」
の
意
義
を
見
出
し
た
こ
と
、
お
よ
び
「
相
応
」
と
い
う
課
題
へ
の
注
目
が
、
そ
れ
以
後
の
〈
無
量
寿
経
〉（
な

か
で
も
魏
訳
『
仏
説
無
量
寿
経
』、
以
下
、『
大
無
量
寿
経
』）
に
基
づ
く
他
力
浄
土
仏
教
の
伝
統
を
形
成
し
て
い
く
端
緒
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

の
思
想
史
的
意
義
を
確
か
め
た
い
。

　
さ
ら
に
本
論
文
で
は
あ
わ
せ
て
、
天
親
と
曇
鸞
と
の
名
を
継
承
し
、〈
無
量
寿
経
〉
を
本
願
力
回
向
の
思
想
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
日

本
鎌
倉
時
代
の
仏
教
者
・
親
鸞
（
日
本
、1173-1262

）
が
、『
大
無
量
寿
経
』
を
受
容
す
る
と
き
、
こ
の
第
二
行
が
重
要
な
役
割
を
果
し
た

こ
と
を
簡
単
に
確
か
め
て
お
き
た
い
。
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1
　
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
　

　
ま
ず
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
が
ど
の
よ
う
な
著
述
で
あ
る
の
か
を
確
か
め
て
お
こ
う
。『
無
量
寿
経
論
』
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
菩

提
流
支
に
よ
る
漢
訳
の
み
が
現
存
す
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
も
現
存
せ
ず
、
異
訳
も
存
在
し
な
い
、
い
わ
ゆ
る
孤
本
で
あ
る
。
ま
た
現

在
ま
で
イ
ン
ド
仏
教
圏
に
お
い
て
は
、
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
を
受
容
・
継
承
し
た
伝
統
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

　
訳
者
の
菩
提
流
支
は
、
北
魏
の
永
平
元
年
（
五
〇
八
年
）
に
来
魏
し
た
と
さ
れ
、
北
魏
に
お
い
て
天
親
の
著
述
を
多
く
翻
訳
し
た
。
ま

た
菩
提
流
支
は
『
金
剛
仙
論
』
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
が
天
親
の
直
系
で
あ
る
と
語
っ
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
、『
無
量
寿
経
論
』
を
天

親
の
諸
著
述
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

　
こ
の
論
の
正
式
名
称
は
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
で
あ
る
。
隋
の
費
長
房
『
歴
代
三
宝
紀
』（
五
九
四
年
編
纂
）
巻
九
（
大
正
四

九
・
八
六
上
）
に
よ
る
と
、
北
魏
の
普
泰
元
年
（
五
三
一
年
）
に
僧
辯
の
筆
受
を
得
て
訳
出
さ
れ
た
。
題
号
の
意
味
に
つ
い
て
は
別
に
検
討

す
る
が
、「〈
無
量
寿
経
〉」「
優
婆
提
舎
」「
願
生
偈
」
と
い
う
三
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。「〈
無
量
寿
経
〉
の
優
婆
提
舎
と
願

生
偈
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「〈
無
量
寿
経
〉
の
優
婆
提
舎
な
る
願
生
偈
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
天
親
は
こ
の
論
に
「
優
婆
提
舎

upadeśa

」
と
い
う
名
を
付
し
て
い
る
。
本
来
「
優
婆
提
舎
」
は
、
論
議
を
通
し
て
経
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
仏
説
の
形
態
を
あ
ら
わ

す
。
天
親
に
は
「
優
婆
提
舎
」
と
い
う
名
を
冠
す
る
い
く
つ
か
の
著
述
が
あ
る
が
、
こ
の
『
無
量
寿
経
論
』
は
、〈
無
量
寿
経
〉
の
逐
語

的
な
解
説
い
わ
ゆ
る
脚
注
的
解
釈
と
い
う
形
式
を
と
ら
ず
、
天
親
自
身
に
よ
る
〈
無
量
寿
経
〉
の
伝
統
の
受
け
止
め
を
偈
頌
に
よ
っ
て
表

明
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
偈
頌
の
意
義
を
み
ず
か
ら
解
説
す
る
長
行
を
付
す
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

　
『
無
量
寿
経
論
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
大
き
く
二
つ
の
系
統
が
あ
る
が
、
私
た
ち
は
曇
鸞
の
註
釈
の
中
に
引
用
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
を
採
用

す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
曇
鸞
が
、
訳
者
で
あ
る
菩
提
流
支
と
面
晤
し
指
導
を
受
け
た
と
す
る
伝
承
が
あ
り
、
ま
た
『
浄
土

論
註
』
に
お
い
て
菩
提
流
支
訳
に
つ
い
て
批
判
的
検
討
を
加
え
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
曇
鸞
が
『
浄
土
論
註
』
内
に
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4

引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
の
題
号
は
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
で
あ
り
、
形
式
か
ら
い
え
ば
、
二
十
四
行
の
偈
と
、

そ
の
偈
の
義
を
解
説
す
る
長
行
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
ま
た
偈
頌
と
長
行
と
の
各
末
尾
に
偈
頌
と
長
行
と
の
役
割
を
指
示
す
る
文
が
置
か
れ

て
い
る
。
偈
に
お
い
て
は
天
親
み
ず
か
ら
が
〈
無
量
寿
経
〉
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
願
生
し
、
長
行
に
お
い
て
そ
の
願
生
の
意
義

を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
と
く
に
題
号
に
お
い
て
〈
無
量
寿
経
〉
の
主
題
を
「
願
生
」
と
し
て
指
示
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
願
生
」
と
い
う
宗
教
的
意
欲
を
実
現
す
る
こ
と
が
、〈
無
量
寿
経
〉
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
に
明

示
す
る
か
ら
で
あ
る
。『
無
量
寿
経
論
』
は
、
分
量
か
ら
い
え
ば
さ
さ
や
か
な
書
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
〈
無
量
寿
経
〉
に
対
す
る
唯
一

の
菩
薩
の
論
と
し
て
浄
土
教
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
も
つ
。
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
が
〈
無
量
寿
経
〉
の
主
題
を
、
衆
生
に

「
願
生
」
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
と
決
定
し
な
け
れ
ば
、〈
無
量
寿
経
〉
は
阿
弥
陀
と
い
う
名
の
仏
陀
の
由
来
を
説
く
経
典
に
止
ま
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
こ
の
天
親
の
仕
事
の
地
位
を
明
確
に
し
た
の
が
日
本
の
鎌
倉
時
代
の
仏
者
・
源
空
（1133-1212

）
で
あ
る
。

源
空
は
、『
無
量
寿
経
論
』
の
歴
史
的
意
義
を
「
初
に
正
し
く
往
生
浄
土
を
明
か
す
の
教
と
い
ふ
は
三
経
一
論
是
也
」（『
選
択
本
願
念
仏

集
』『
真
聖
全
』
一
・
九
三
一
頁
）
と
、
浄
土
三
経
の
仏
説
を
「
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
の
教
え
」
と
し
て
私
た
ち
が
受
け
と
め
る
こ
と
を
決

定
し
た
唯
一
の
論
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
『
無
量
寿
経
論
』
は
、
千
部
の
論
師
と
た
た
え
ら
れ
る
天
親
の
多
く
の
著
述
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
菩
提

流
支
は
、
天
親
が
大
乗
経
典
に
つ
い
て
註
釈
し
た
釈
経
論
（
た
と
え
ば
『
文
殊
師
利
菩
薩
問
菩
提
経
論
』『
妙
法
蓮
華
経
憂
波
提
舎
』『
十

地
経
論
』
な
ど
）
を
多
く
訳
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
『
無
量
寿
経
論
』
は
、
菩
提
流
支
が
訳
し
た
天
親
の
著
述
の
な
か
で
特
異
な
形
を
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
偈
全
体
（
序
分
に
二
回
、
正
宗
分
に
一
回
、
流
通
分
に
一
回
）
に
わ
た
っ
て
天
親
が
み
ず
か
ら
「
我
」
と
、
四
回
、

繰
り
返
し
表
白
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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）
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第
一
行

　
：
世
尊
、 

　

我
　

一
心
に
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。 

…
…
…
帰
敬
序

　
序
分

第
二
行
　
：

　

我
　
　

修
多
羅
、
真
実
功
徳
の
相
に
依
っ
て
願
偈
を
説
い
て
総
持
し
て
、
仏
教
と
相
応
す
。 

…
…
…
発
起
序

第
二
三
行
：

　

我
　
　

願
わ
く
は
み
な
往
生
し
て
、
仏
法
を
示
す
こ
と
仏
の
ご
と
く
せ
ん
と
。 

…
…
…
…
…
…
…
正
宗
分

第
二
四
行
： 

　

我
　
　

論
を
作
り
、
偈
を
説
き
て
、
願
わ
く
は
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
、
普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
、
安
楽
国
に

往
生
せ
ん
。 

…
…
…
…
…
…
…
流
通
分

　
ま
た
偈
を
終
え
た
後
に
、
天
親
自
身
が
こ
の
偈
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
無
量
寿
修
多
羅
の
章
句
、 

　

我
　
　

、
偈
誦
を
以
て
惣
〔
じ
〕
て
説
き
竟
ぬ
。

　
こ
の
よ
う
に
「
我
」
の
字
が
著
述
の
重
要
な
段
落
ご
と
に
置
か
れ
る
よ
う
な
形
式
・
文
体
を
も
っ
た
菩
提
流
支
の
訳
書
は
こ
の
他
に
は

存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
無
量
寿
経
論
』
の
原
文
が
残
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、「
我
」
と
い
う
原
語
が
原
文
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
を

決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
菩
提
流
支
は
、
こ
の
『
無
量
寿
経
論
』
を
、
こ
の
よ
う
な
「
我
」
と
い
う
天
親
の

表
白
を
繰
り
返
し
配
置
す
る
と
い
う
形
式
で
訳
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
菩
提
流
支
が
こ
の
書
を
、
天
親
が
み
ず
か
ら
の
信
念
を

表
白
す
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
る
。

　
こ
の
菩
提
流
支
に
よ
る
翻
訳
の
特
性
を
的
確
に
受
け
と
め
た
の
が
曇
鸞
で
あ
る
。
曇
鸞
は
「
天
親
菩
薩
、
釈
迦
如
来
の
像
法
の
中
に
在

し
て
、
釈
迦
如
来
の
経
教
に
順
ず
。
所
以
に
生
と
願
ず
。
願
生
に
宗
有
り
」（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
頁
）
と
、
こ
の
論
に
は
、
釈
迦
如
来

が
存
在
し
な
い
時
代
を
生
き
た
天
親
自
身
の
「
願
生
」
が
表
白
さ
れ
て
い
る
と
し
、
さ
ら
に
天
親
の
「
願
生
に
宗
有
」
る
こ
と
が
明
示
さ

れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
安
田
理
深
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
論
』
は
、
瑜
伽
師
で
あ
る
天
親
が
瑜
伽
教
学
の
立
場

⎭⎬⎫
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4

引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
の
題
号
は
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
」
で
あ
り
、
形
式
か
ら
い
え
ば
、
二
十
四
行
の
偈
と
、

そ
の
偈
の
義
を
解
説
す
る
長
行
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
ま
た
偈
頌
と
長
行
と
の
各
末
尾
に
偈
頌
と
長
行
と
の
役
割
を
指
示
す
る
文
が
置
か
れ

て
い
る
。
偈
に
お
い
て
は
天
親
み
ず
か
ら
が
〈
無
量
寿
経
〉
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
願
生
し
、
長
行
に
お
い
て
そ
の
願
生
の
意
義

を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
と
く
に
題
号
に
お
い
て
〈
無
量
寿
経
〉
の
主
題
を
「
願
生
」
と
し
て
指
示
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
願
生
」
と
い
う
宗
教
的
意
欲
を
実
現
す
る
こ
と
が
、〈
無
量
寿
経
〉
の
目
的
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
に
明

示
す
る
か
ら
で
あ
る
。『
無
量
寿
経
論
』
は
、
分
量
か
ら
い
え
ば
さ
さ
や
か
な
書
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
〈
無
量
寿
経
〉
に
対
す
る
唯
一

の
菩
薩
の
論
と
し
て
浄
土
教
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
も
つ
。
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
が
〈
無
量
寿
経
〉
の
主
題
を
、
衆
生
に

「
願
生
」
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
と
決
定
し
な
け
れ
ば
、〈
無
量
寿
経
〉
は
阿
弥
陀
と
い
う
名
の
仏
陀
の
由
来
を
説
く
経
典
に
止
ま
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
こ
の
天
親
の
仕
事
の
地
位
を
明
確
に
し
た
の
が
日
本
の
鎌
倉
時
代
の
仏
者
・
源
空
（1133-1212

）
で
あ
る
。

源
空
は
、『
無
量
寿
経
論
』
の
歴
史
的
意
義
を
「
初
に
正
し
く
往
生
浄
土
を
明
か
す
の
教
と
い
ふ
は
三
経
一
論
是
也
」（『
選
択
本
願
念
仏

集
』『
真
聖
全
』
一
・
九
三
一
頁
）
と
、
浄
土
三
経
の
仏
説
を
「
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
の
教
え
」
と
し
て
私
た
ち
が
受
け
と
め
る
こ
と
を
決

定
し
た
唯
一
の
論
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
『
無
量
寿
経
論
』
は
、
千
部
の
論
師
と
た
た
え
ら
れ
る
天
親
の
多
く
の
著
述
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
菩
提

流
支
は
、
天
親
が
大
乗
経
典
に
つ
い
て
註
釈
し
た
釈
経
論
（
た
と
え
ば
『
文
殊
師
利
菩
薩
問
菩
提
経
論
』『
妙
法
蓮
華
経
憂
波
提
舎
』『
十

地
経
論
』
な
ど
）
を
多
く
訳
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
『
無
量
寿
経
論
』
は
、
菩
提
流
支
が
訳
し
た
天
親
の
著
述
の
な
か
で
特
異
な
形
を
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
偈
全
体
（
序
分
に
二
回
、
正
宗
分
に
一
回
、
流
通
分
に
一
回
）
に
わ
た
っ
て
天
親
が
み
ず
か
ら
「
我
」
と
、
四
回
、

繰
り
返
し
表
白
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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第
一
行
　
：
世
尊
、 

　

我
　

一
心
に
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。 

…
…
…
帰
敬
序
　
序
分

第
二
行
　
：

　

我
　
　

修
多
羅
、
真
実
功
徳
の
相
に
依
っ
て
願
偈
を
説
い
て
総
持
し
て
、
仏
教
と
相
応
す
。 

…
…
…
発
起
序

第
二
三
行
：

　

我
　
　

願
わ
く
は
み
な
往
生
し
て
、
仏
法
を
示
す
こ
と
仏
の
ご
と
く
せ
ん
と
。 

…
…
…
…
…
…
…
正
宗
分

第
二
四
行
： 

　

我
　
　

論
を
作
り
、
偈
を
説
き
て
、
願
わ
く
は
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
、
普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
、
安
楽
国
に

往
生
せ
ん
。 

…
…
…
…
…
…
…
流
通
分

　
ま
た
偈
を
終
え
た
後
に
、
天
親
自
身
が
こ
の
偈
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
無
量
寿
修
多
羅
の
章
句
、 

　

我
　
　

、
偈
誦
を
以
て
惣
〔
じ
〕
て
説
き
竟
ぬ
。

　
こ
の
よ
う
に
「
我
」
の
字
が
著
述
の
重
要
な
段
落
ご
と
に
置
か
れ
る
よ
う
な
形
式
・
文
体
を
も
っ
た
菩
提
流
支
の
訳
書
は
こ
の
他
に
は

存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
無
量
寿
経
論
』
の
原
文
が
残
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、「
我
」
と
い
う
原
語
が
原
文
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
を

決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
菩
提
流
支
は
、
こ
の
『
無
量
寿
経
論
』
を
、
こ
の
よ
う
な
「
我
」
と
い
う
天
親
の

表
白
を
繰
り
返
し
配
置
す
る
と
い
う
形
式
で
訳
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
菩
提
流
支
が
こ
の
書
を
、
天
親
が
み
ず
か
ら
の
信
念
を

表
白
す
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
る
。

　
こ
の
菩
提
流
支
に
よ
る
翻
訳
の
特
性
を
的
確
に
受
け
と
め
た
の
が
曇
鸞
で
あ
る
。
曇
鸞
は
「
天
親
菩
薩
、
釈
迦
如
来
の
像
法
の
中
に
在

し
て
、
釈
迦
如
来
の
経
教
に
順
ず
。
所
以
に
生
と
願
ず
。
願
生
に
宗
有
り
」（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
頁
）
と
、
こ
の
論
に
は
、
釈
迦
如
来

が
存
在
し
な
い
時
代
を
生
き
た
天
親
自
身
の
「
願
生
」
が
表
白
さ
れ
て
い
る
と
し
、
さ
ら
に
天
親
の
「
願
生
に
宗
有
」
る
こ
と
が
明
示
さ

れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
安
田
理
深
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
論
』
は
、
瑜
伽
師
で
あ
る
天
親
が
瑜
伽
教
学
の
立
場
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6

で
〈
無
量
寿
経
〉
を
優
婆
提
舎
す
る
瑜
伽
教
学
の
論
で
あ
る
。
し
か
し
曇
鸞
は
、
こ
の
『
無
量
寿
論
』
を
天
親
が
〈
無
量
寿
経
〉
を
唯
識

の
立
場
か
ら
の
解
説
本
と
し
て
で
は
な
く
、
天
親
の
信
仰
告
白
の
書
と
し
て
受
け
止
め
て
註
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
曇

鸞
は
、
発
起
序
に
相
当
す
る
第
二
行
に
お
い
て
天
親
み
ず
か
ら
が
『
無
量
寿
経
論
』
を
造
る
意
趣
を
「
仏
教
と
相
応
す
る
」
と
述
べ
て
い

る
こ
と
に
深
い
意
義
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
『
無
量
寿
経
論
』
を
浄
土
仏
教
の
重
要
な
論
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
は
曇
鸞
で
あ
る
。
曇
鸞
は
『
無
量
寿
経
論
』
を
龍
樹
の
『
十
住
毘

婆
沙
論
』
の
易
行
と
い
う
教
法
観
に
立
っ
て
、『
無
量
寿
経
論
』
を
易
行
道
の
論
と
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
本
願
思

想
に
照
ら
し
て
註
解
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
『
無
量
寿
経
論
』
の
「
優
婆
提
舎
」
は
、
単
な
る
大
乗
経
典
に
対
す
る
「
簡
潔
な
『
手

引
き
』（instruction

）
を
意
味
す
る
」（
大
竹
「
解
題
」
二
八
二
頁
）
の
で
は
な
く
、「
我
依
修
多
羅
与
仏
教
相
応
」（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
四

頁
）
と
い
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
曇
鸞
は
、『
無
量
寿
経
論
』
を
仏
教
思
想
史
の
中
で
「
易
行
道
」
と
し
て
、
ま
た
「
上
衡鴻
の
極
致
、
不
退
の
風
航
な
る
者
也
」（『
真
聖

全
』
一
・
二
七
九
頁
）
と
し
て
、
他
力
の
仏
道
（
他
力
の
浄
土
仏
教
）
を
位
置
づ
け
る
が
、
そ
の
時
に
第
二
行
は
〈
無
量
寿
経
〉
の
伝
統
を

形
成
す
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

　
曇
鸞
に
よ
る
第
二
行
の
註
釈
、「
成
優
婆
提
舎
名
」、
お
よ
び
「
成
上
三
念
門
起
下
二
念
門
」
と
い
う
五
念
門
配
釈
と
の
基
礎
工
事
が
な

け
れ
ば
、
第
一
行
の
「
世
尊
我
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
、
願
生
安
楽
国
」
も
、「
帰
敬
序
」
と
い
う
文
学
形
式
以
上
の
意
味
を
も

つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
第
一
行
が
〈
無
量
寿
経
〉
の
仏
道
の
根
本
経
験
を
表
現
し
て
い
る
と
は
受
け
止
め
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
こ
そ
親
鸞
は
『
入
出
二
門
偈
頌
文
』
に
お
い
て
〈
無
量
寿
経
〉
の
根
本
経
験
を
表
現
す
る
第
一
行
を
第
二
行
（
に
つ
い
て
の
曇

鸞
の
註
解
）
に
照
ら
し
て
、「
世
親
菩
薩
依
大
乗
　
修
多
羅
真
実
功
徳
　
一
心
帰
命
尽
十
方
　
不
可
思
議
光
如
来
」（『
定
本
親
鸞
聖
人
全

集
』
漢
文
篇
、
一
一
二
頁
）
と
、「
世
尊
我
」
を
「
世
親
菩
薩
依
大
乗
　
修
多
羅
真
実
功
徳
」
と
受
け
止
め
直
し
た
の
で
あ
る
。

（

）
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2
　
曇
鸞
の
『
無
量
寿
経
』
観

　
道
宣
（
唐
、596-667

）
の
『
続
高
僧
伝
』
に
よ
れ
ば
、
曇
鸞
は
、
仏
教
を
学
び
な
が
ら
仏
道
に
迷
い
、
そ
の
こ
と
を
菩
提
流
支
三
蔵
に

叱
咤
さ
れ
て
〈
無
量
寿
経
〉
に
も
と
づ
く
浄
土
仏
教
に
帰
入
し
た
。
道
宣
に
よ
る
曇
鸞
帰
浄
の
記
録
は
、
曇
鸞
の
著
述
に
つ
い
て
の
誤
解

な
ど
が
あ
り
、
信
頼
性
に
つ
い
て
は
疑
義
も
呈
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
道
宣
が
伝
え
る
、
曇
鸞
の
帰
浄
に
あ
た
っ
て
菩
提
流
支
が
曇
鸞
に

「
観
経
」
を
与
え
た
と
さ
れ
る
事
が
史
実
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の
「
観
経
」
が
、『
仏
説
無
量
寿
観
経
』
で
あ
っ
た
の
か
、
浄
土
三
部
経

の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
は
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
で
あ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
後
述
す
る
曇
鸞
の
『
讃
阿
弥

陀
仏
偈
并
論
』
讃
偈
分
（「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
」）
に
置
か
れ
た
表
白
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
、
仏
道
の
機
に
つ
い
て
の
実
存
的
な
自
覚
、
切

実
な
求
道
の
危
機
意
識
か
ら
す
れ
ば
、「
我
、
修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
り
て
〔
中
略
〕
仏
教
と
相
応
せ
り
」
と
い
う
第
二
行
を
も
つ

『
無
量
寿
経
論
』
が
曇
鸞
に
お
け
る
〈
無
量
寿
経
〉
に
も
と
づ
く
浄
土
教
へ
の
帰
依
に
決
定
的
な
影
響
を
も
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ま
た
『
浄
土
論
註
』
に
お
け
る
註
解
の
仕
方
か
ら
も
、
曇
鸞
は
、『
無
量
寿
経
論
』
を
通
し
て
、〈
無
量
寿
経
〉
の
伝
統
こ
そ
「
仏
教
と
相

応
せ
り
」
と
確
信
し
表
白
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
我
一
心
」
を
誕
生
さ
せ
る
伝
統
で
あ
る
と
受
け
と
め
、
そ
の
伝
統
に
帰
し
た
こ
と
が
分

か
る
。

　
『
浄
土
論
註
』
は
、
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
に
対
す
る
逐
語
的
註
解
と
い
う
形
態
を
と
る
た
め
、
そ
の
中
に
は
、
曇
鸞
が
浄
土
仏
教

に
帰
依
し
た
自
身
の
表
白
や
動
機
を
直
接
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
も
う
一
つ
の
曇
鸞
の
著
述
で
あ
る
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈

并
論
』、
こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
成
就
文
に
拠
っ
て
製
作
さ
れ
た
一
九
五
行
の
偈
（「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
」）
と
六
つ
の
問
答
か
ら
な

る
長
行
（「
略
論
安
楽
土
義
」）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
著
述
で
あ
る
が
、
そ
の
讃
偈
の
結
び
に
お
い
て
、『
大
無
量
寿
経
』
の
伝
統
に
帰
す

る
意
義
と
、
そ
の
伝
統
が
自
身
に
実
現
す
る
宗
教
的
な
生
き
方
を
次
の
よ
う
に
表
白
し
て
い
る
。
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で
〈
無
量
寿
経
〉
を
優
婆
提
舎
す
る
瑜
伽
教
学
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論
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る
。
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天
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唯
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の
立
場
か
ら
の
解
説
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し
て
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は
な
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天
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白
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し
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受
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て
註
解
し
て
い
る
の
で
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。
そ
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曇

鸞
は
、
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す
る
第
二
行
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い
て
天
親
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ず
か
ら
が
『
無
量
寿
経
論
』
を
造
る
意
趣
を
「
仏
教
と
相
応
す
る
」
と
述
べ
て
い

る
こ
と
に
深
い
意
義
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
『
無
量
寿
経
論
』
を
浄
土
仏
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重
要
な
論
と
し
て
位
置
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け
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の
は
曇
鸞
で
あ
る
。
曇
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は
『
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』
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『
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住
毘
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易
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寿
経
論
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位
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仏
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典
に
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「
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潔
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手

引
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』（instruction

）
を
意
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す
る
」（
大
竹
「
解
題
」
二
八
二
頁
）
の
で
は
な
く
、「
我
依
修
多
羅
与
仏
教
相
応
」（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
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こ
と
に
な
っ
た
。

　
曇
鸞
は
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を
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教
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の
中
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、
ま
た
「
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、
不
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の
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七
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と
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他
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の
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を
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が
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そ
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時
に
第
二
行
は
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無
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経
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の
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統
を

形
成
す
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

　
曇
鸞
に
よ
る
第
二
行
の
註
釈
、「
成
優
婆
提
舎
名
」、
お
よ
び
「
成
上
三
念
門
起
下
二
念
門
」
と
い
う
五
念
門
配
釈
と
の
基
礎
工
事
が
な

け
れ
ば
、
第
一
行
の
「
世
尊
我
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
、
願
生
安
楽
国
」
も
、「
帰
敬
序
」
と
い
う
文
学
形
式
以
上
の
意
味
を
も

つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
第
一
行
が
〈
無
量
寿
経
〉
の
仏
道
の
根
本
経
験
を
表
現
し
て
い
る
と
は
受
け
止
め
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
こ
そ
親
鸞
は
『
入
出
二
門
偈
頌
文
』
に
お
い
て
〈
無
量
寿
経
〉
の
根
本
経
験
を
表
現
す
る
第
一
行
を
第
二
行
（
に
つ
い
て
の
曇

鸞
の
註
解
）
に
照
ら
し
て
、「
世
親
菩
薩
依
大
乗
　
修
多
羅
真
実
功
徳
　
一
心
帰
命
尽
十
方
　
不
可
思
議
光
如
来
」（『
定
本
親
鸞
聖
人
全

集
』
漢
文
篇
、
一
一
二
頁
）
と
、「
世
尊
我
」
を
「
世
親
菩
薩
依
大
乗
　
修
多
羅
真
実
功
徳
」
と
受
け
止
め
直
し
た
の
で
あ
る
。
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無
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の
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続
高
僧
伝
』
に
よ
れ
ば
、
曇
鸞
は
、
仏
教
を
学
び
な
が
ら
仏
道
に
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い
、
そ
の
こ
と
を
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提
流
支
三
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に
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解

な
ど
が
あ
り
、
信
頼
性
に
つ
い
て
は
疑
義
も
呈
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
道
宣
が
伝
え
る
、
曇
鸞
の
帰
浄
に
あ
た
っ
て
菩
提
流
支
が
曇
鸞
に

「
観
経
」
を
与
え
た
と
さ
れ
る
事
が
史
実
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の
「
観
経
」
が
、『
仏
説
無
量
寿
観
経
』
で
あ
っ
た
の
か
、
浄
土
三
部
経

の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
は
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
で
あ
っ
た
の
か
は
分
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ら
な
い
。
し
か
し
後
述
す
る
曇
鸞
の
『
讃
阿
弥

陀
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偈
并
論
』
讃
偈
分
（「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
」）
に
置
か
れ
た
表
白
に
窺
う
こ
と
が
で
き
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、
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道
の
機
に
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い
て
の
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存
的
な
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、
切
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の
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す
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ば
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我
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修
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る
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無
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寿
経
〉
に
も
と
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く
浄
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へ
の
帰
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に
決
定
的
な
影
響
を
も
っ
た
こ
と
は
間
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い
な
い
。

ま
た
『
浄
土
論
註
』
に
お
け
る
註
解
の
仕
方
か
ら
も
、
曇
鸞
は
、『
無
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を
通
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て
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無
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の
伝
統
こ
そ
「
仏
教
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せ
り
」
と
確
信
し
表
白
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
我
一
心
」
を
誕
生
さ
せ
る
伝
統
で
あ
る
と
受
け
と
め
、
そ
の
伝
統
に
帰
し
た
こ
と
が
分

か
る
。

　
『
浄
土
論
註
』
は
、
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
に
対
す
る
逐
語
的
註
解
と
い
う
形
態
を
と
る
た
め
、
そ
の
中
に
は
、
曇
鸞
が
浄
土
仏
教

に
帰
依
し
た
自
身
の
表
白
や
動
機
を
直
接
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
も
う
一
つ
の
曇
鸞
の
著
述
で
あ
る
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈

并
論
』、
こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
成
就
文
に
拠
っ
て
製
作
さ
れ
た
一
九
五
行
の
偈
（「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
」）
と
六
つ
の
問
答
か
ら
な

る
長
行
（「
略
論
安
楽
土
義
」）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
著
述
で
あ
る
が
、
そ
の
讃
偈
の
結
び
に
お
い
て
、『
大
無
量
寿
経
』
の
伝
統
に
帰
す

る
意
義
と
、
そ
の
伝
統
が
自
身
に
実
現
す
る
宗
教
的
な
生
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を
次
の
よ
う
に
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て
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る
。
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我
、
無
始
よ
り
三
界
に
循
り
て
、
虚
妄
輪
の
為
に
廻
転
せ
ら
る
。

一
念
一
時
に
造
れ
る
所
の
業
、
足
六
道
に
繋
が
れ
三
塗
に
滞
ま
る
。

唯
だ
願
は
く
は
慈
光
我
を
摂
し
て
菩
提
心
を
失
せ
ざ
ら
し
め
た
ま
へ
。

〔
…
中
略
…
〕

我
、
阿
弥
陀
の
浄
土
に
帰
す
る
は
即
ち
諸
仏
の
国
に
帰
す
る
な
り
、

我
一
心
を
以
て
一
仏
を
讃
ず
。
願
わ
く
は
十
方
無
碍
人
に
遍
ぜ
ん
。

是
の
如
き
十
方
無
量
仏
、
咸
く
各
お
の
心
を
至
し
頭
面
に
礼
し
た
て
ま
つ
る
。 

（『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』『
真
聖
全
』
一
・
三
六
五
頁
）

　
こ
こ
に
は
曇
鸞
が
『
大
無
量
寿
経
』
に
も
と
づ
く
浄
土
教
に
帰
依
し
た
理
由
が
き
わ
め
て
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
前
半
で
は
、
曇

鸞
は
、
自
身
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
法
に
帰
す
る
ほ
か
な
い
凡
夫
で
あ
る
と
し
て
切
実
な
自
覚
を
表
白
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
半
で
は
、

こ
の
偈
の
結
び
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
帰
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
諸
仏
の
国
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
身
が
「
一
心
を
以
て
」

一
仏
を
讃
え
る
こ
と
が
、
十
方
無
碍
人
と
い
う
諸
仏
に
遍
く
す
る
こ
と
を
願
う
こ
と
で
あ
る
と
し
、「
是
の
如
き
十
方
無
量
仏
、
咸
く
各

お
の
心
を
至
し
頭
面
に
礼
し
た
て
ま
つ
る
」
と
偈
全
体
を
結
ん
で
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
阿
弥
陀
の
浄
土
に
帰
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
釈
迦

世
尊
の
言
葉
も
、
諸
仏
如
来
の
一
人
と
し
て
、
正
し
く
聞
き
、
信
じ
、
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
つ
ま
り
人
格
や
教
義
へ
の
執
着
を
離
れ

て
）
こ
と
に
曇
鸞
の
讃
歌
の
帰
結
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
曇
鸞
は
、
こ
の
よ
う
に
『
大
無
量
寿
経
』
に
基
づ
く
他
力
浄
土
仏

教
を
、
凡
夫
が
仏
力
を
正
し
く
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
退
転
に
い
た
る
た
め
の
仏
道
、
い
わ
ゆ
る
他
力
易
行
道
の
仏
教
と
し
て
位

置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
を
通
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、「
与
仏
教
相
応
」
の
相
応
す
べ
き
「
仏
教
」
の
語
が
指
し
示
す
の
は
、
単

に
〈
無
量
寿
経
〉
と
い
う
特
定
の
経
典
に
つ
い
て
の
教
義
に
相
応
し
た
と
い
う
狭
い
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、「
阿
弥
陀
」
と

い
う
名
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
如
来
の
功
徳
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
釈
迦
な
ど
の
三
世
十
方
の
一
切
諸
仏
の
教
え
に
相
応

（

）
17

（

）
18

（

）
19

9

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
広
い
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
の
結
讃
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
も
『
教
行
信
証
』「
真
仏
土
巻
」
に
引
用
し
、「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
和
讃
し
て
い
る
。

十
方
三
世
の
無
量
慧

　
お
な
じ
く
一
如
に
乗
じ
て
ぞ

　
二
智
円
満
道
平
等

　
　
に
ち
ゑ
ん
は
　
こ
の
し
や
は
せ
か
い
の
ち
ゑ
　
ふ
ち
た
う
の
ち
ゑ
　
み
な
さ
と
り
た
ま
ふ
こ
と
ひ
や
う
と
う
な
り

　
　
　
　
　
ひ
と
し
く
反
　
ひ
と
し
と
反
　
た
い
ら
か
な
り
と
反

　
摂
化
随
縁
不
思
議
な
り

　
お
さ
め
く
ゑ
す
る
こ
と
　
え
ん
に
し
た
か
ふ
て

弥
陀
の
浄
土
に
帰
し
ぬ
れ
ば

　
す
な
は
ち
諸
仏
に
帰
す
る
な
り

　
一
心
も
ち
て
一
仏
を

　
ほ
む
る
は
無
碍
人
を
ほ
む
る
な
り

　
　
　
　
あ
み
だ
の
ほ
ふ
し
ん
の
た
い
な
り 

（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
和
讃
篇
、
三
〇
頁
）

（

）
20



8

我
、
無
始
よ
り
三
界
に
循
り
て
、
虚
妄
輪
の
為
に
廻
転
せ
ら
る
。

一
念
一
時
に
造
れ
る
所
の
業
、
足
六
道
に
繋
が
れ
三
塗
に
滞
ま
る
。

唯
だ
願
は
く
は
慈
光
我
を
摂
し
て
菩
提
心
を
失
せ
ざ
ら
し
め
た
ま
へ
。

〔
…
中
略
…
〕

我
、
阿
弥
陀
の
浄
土
に
帰
す
る
は
即
ち
諸
仏
の
国
に
帰
す
る
な
り
、

我
一
心
を
以
て
一
仏
を
讃
ず
。
願
わ
く
は
十
方
無
碍
人
に
遍
ぜ
ん
。

是
の
如
き
十
方
無
量
仏
、
咸
く
各
お
の
心
を
至
し
頭
面
に
礼
し
た
て
ま
つ
る
。 

（『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』『
真
聖
全
』
一
・
三
六
五
頁
）

　
こ
こ
に
は
曇
鸞
が
『
大
無
量
寿
経
』
に
も
と
づ
く
浄
土
教
に
帰
依
し
た
理
由
が
き
わ
め
て
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
前
半
で
は
、
曇

鸞
は
、
自
身
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
法
に
帰
す
る
ほ
か
な
い
凡
夫
で
あ
る
と
し
て
切
実
な
自
覚
を
表
白
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
半
で
は
、

こ
の
偈
の
結
び
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
帰
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
諸
仏
の
国
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
身
が
「
一
心
を
以
て
」

一
仏
を
讃
え
る
こ
と
が
、
十
方
無
碍
人
と
い
う
諸
仏
に
遍
く
す
る
こ
と
を
願
う
こ
と
で
あ
る
と
し
、「
是
の
如
き
十
方
無
量
仏
、
咸
く
各

お
の
心
を
至
し
頭
面
に
礼
し
た
て
ま
つ
る
」
と
偈
全
体
を
結
ん
で
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
阿
弥
陀
の
浄
土
に
帰
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
釈
迦

世
尊
の
言
葉
も
、
諸
仏
如
来
の
一
人
と
し
て
、
正
し
く
聞
き
、
信
じ
、
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
つ
ま
り
人
格
や
教
義
へ
の
執
着
を
離
れ

て
）
こ
と
に
曇
鸞
の
讃
歌
の
帰
結
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
曇
鸞
は
、
こ
の
よ
う
に
『
大
無
量
寿
経
』
に
基
づ
く
他
力
浄
土
仏

教
を
、
凡
夫
が
仏
力
を
正
し
く
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
退
転
に
い
た
る
た
め
の
仏
道
、
い
わ
ゆ
る
他
力
易
行
道
の
仏
教
と
し
て
位

置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
を
通
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、「
与
仏
教
相
応
」
の
相
応
す
べ
き
「
仏
教
」
の
語
が
指
し
示
す
の
は
、
単

に
〈
無
量
寿
経
〉
と
い
う
特
定
の
経
典
に
つ
い
て
の
教
義
に
相
応
し
た
と
い
う
狭
い
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、「
阿
弥
陀
」
と

い
う
名
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
如
来
の
功
徳
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
釈
迦
な
ど
の
三
世
十
方
の
一
切
諸
仏
の
教
え
に
相
応

（

）
17

（

）
18

（

）
19

9

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
広
い
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
の
結
讃
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
も
『
教
行
信
証
』「
真
仏
土
巻
」
に
引
用
し
、「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
和
讃
し
て
い
る
。

十
方
三
世
の
無
量
慧

　
お
な
じ
く
一
如
に
乗
じ
て
ぞ

　
二
智
円
満
道
平
等

　
　
に
ち
ゑ
ん
は
　
こ
の
し
や
は
せ
か
い
の
ち
ゑ
　
ふ
ち
た
う
の
ち
ゑ
　
み
な
さ
と
り
た
ま
ふ
こ
と
ひ
や
う
と
う
な
り

　
　
　
　
　
ひ
と
し
く
反
　
ひ
と
し
と
反
　
た
い
ら
か
な
り
と
反

　
摂
化
随
縁
不
思
議
な
り

　
お
さ
め
く
ゑ
す
る
こ
と
　
え
ん
に
し
た
か
ふ
て

弥
陀
の
浄
土
に
帰
し
ぬ
れ
ば

　
す
な
は
ち
諸
仏
に
帰
す
る
な
り

　
一
心
も
ち
て
一
仏
を

　
ほ
む
る
は
無
碍
人
を
ほ
む
る
な
り

　
　
　
　
あ
み
だ
の
ほ
ふ
し
ん
の
た
い
な
り 

（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
和
讃
篇
、
三
〇
頁
）

（

）
20



10

3
　
曇
鸞
の
「
優
婆
提
舎
」
理
解

　
曇
鸞
は
、
瑜
伽
師
で
あ
る
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
を
註
解
す
る
に
あ
た
り
、
み
ず
か
ら
が
「
本
師
」
と
尊
敬
し
た
龍
樹
の
『
十
住
毘

婆
沙
論
』
の
指
南
に
よ
っ
て
、
菩
薩
が
不
退
転
を
求
め
る
二
つ
の
道
の
な
か
の
易
行
道
を
説
く
他
力
の
教
え
と
し
て
註
釈
し
た
。
曇
鸞
は
、

『
無
量
寿
経
論
』
の
第
二
行
に
偈
を
造
っ
た
天
親
の
意
図
を
読
み
取
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
二
行
は
、
論
主
み
づ
か
ら
、
我
、
仏
経
に
依
〔
り
〕
て
論
を
造
り
て
仏
教
と
相
応
す
。
服
す
る
所
、
宗
有
る
こ
と
を
述
ぶ
。
何
が

故
ぞ
云
ふ
と
な
ら
ば
、
此
れ
優
婆
提
舎
の
名
を
成
ぜ
む
為
の
故
な
り
。
亦
是
〔
五
念
門
行
の
中
の
第
一
行
に
説
か
れ
る
〕
上
の
三
門
を

成
じ
て
、〔
第
三
行
よ
り
〕
下
の
二
門
を
起
こ
す
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
頁
）

　
曇
鸞
は
、
第
二
行
に
「
成
優
婆
提
舎
名
」
と
「
成
上
起
下
」
と
の
二
つ
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。

　
ま
ず
曇
鸞
は
、『
無
量
寿
経
論
』
に
「
優
婆
提
舎
」
の
名
が
付
さ
れ
た
根
拠
を
『
無
量
寿
経
論
』
そ
の
も
の
の
中
に
求
め
、
第
二
行
に

「
優
婆
提
舎
の
名
を
成
ず
」
と
い
う
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
「
優
婆
提
舎
」
を
定
義
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

仏
の
所
説
十
二
部
経
の
中
に
論
議
経
有
り
、
優
波マ

マ

提
舎
と
名
く
、
若
し
復
、
仏
の
諸
の
弟
子
、
仏
の
経
教
を
解
て
仏
義
と
相
応

〔
せ
〕
ば
、
仏
亦
許
し
て
優
波マ

マ

提
舎
と
名
く
、
仏
法
の
相
に
入
〔
る
〕
を
以
て
故
に
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
〇
頁
）

　
こ
の
解
釈
は
『
智
度
論
』
巻
三
十
三
の
文
に
拠
る
と
さ
れ
る
が
、
現
存
す
る
『
智
度
論
』
の
原
文
に
は
「
相
応
」
と
い
う
語
は
な
い
。

こ
の
「
相
応
」
は
、『
無
量
寿
経
論
』
の
第
二
行
の
「
与
仏
教
相
応
」
に
依
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
曇
鸞
は
、
ま
た
「
優
波
提
舎
」
と

（

）
21

（

）
22

（

）
23

11

名
づ
け
る
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

偈
に
「
我
依
修
多
羅
与
仏
教
相
応
」
と
言
ま
ふ
。
修
多
羅
は
是
れ
仏
経
の
名
な
り
、
我
、
仏
経
の
義
を
論
じ
て
、
経
と
相
応
し
て
、

仏
法
の
相
に
入
る
を
以
の
故
に
優
波
提
舎
と
名
〔
づ
く
〕
る
こ
と
を
得
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
四
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
は
、
天
親
が
み
ず
か
ら
の
著
述
に
「
優
婆
提
舎
」
と
い
う
名
を
つ
け
た
の
は
、
天
親
み
ず
か
ら
が
仏
弟
子
と
し
て

「
仏
義
と
相
応
」
も
し
く
は
「
経
と
相
応
し
て
」、「
仏
法
の
相
に
入
る
」
と
い
う
営
み
を
あ
ら
わ
す
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
で
は

曇
鸞
は
、
天
親
が
〈
無
量
寿
経
〉
を
優
婆
提
舎
し
た
結
果
、「
一
心
」
に
「
帰
命
」「
願
生
」
し
た
理
由
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た

の
か
。天

親
菩
薩
、
釈
迦
如
来
の
像
法
の
中
に
在
し
て
、
釈
迦
如
来
の
経
教
に
順
ず
、
所
以
に
生
と
願
ず
。
願
生
に
宗
有
り
。

 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
頁
）

　
曇
鸞
は
、
天
親
の
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
を
単
に
、〈
無
量
寿
経
〉
と
い
う
経
典
の
解
説
と
は
理
解
せ
ず
に
、
釈
迦
如
来
に
出
遇
う

こ
と
の
で
き
な
い
像
法
と
い
う
時
を
生
き
る
天
親
が
〈
無
量
寿
経
〉
に
依
っ
て
、
釈
迦
如
来
の
経
に
説
か
れ
る
教
え
に
順
ず
る
た
め
、
つ

ま
り
仏
教
と
相
応
す
る
営
み
が
「
願
生
」
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
は
天
親
の
「
宗
」
が
有
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
色
身
の
釈
尊
の
金
言
と

遇
う
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、「
願
生
」
に
よ
っ
て
仏
教
と
相
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
ら
こ
そ
、
曇
鸞
は
、

此
の
『
無
量
寿
経
優
波
提
舎
』
は
、
蓋
し
上
衡鴻
の
極
致
、
不
退
の
風
航
な
る
者
也
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
）
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3
　
曇
鸞
の
「
優
婆
提
舎
」
理
解

　
曇
鸞
は
、
瑜
伽
師
で
あ
る
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
を
註
解
す
る
に
あ
た
り
、
み
ず
か
ら
が
「
本
師
」
と
尊
敬
し
た
龍
樹
の
『
十
住
毘

婆
沙
論
』
の
指
南
に
よ
っ
て
、
菩
薩
が
不
退
転
を
求
め
る
二
つ
の
道
の
な
か
の
易
行
道
を
説
く
他
力
の
教
え
と
し
て
註
釈
し
た
。
曇
鸞
は
、

『
無
量
寿
経
論
』
の
第
二
行
に
偈
を
造
っ
た
天
親
の
意
図
を
読
み
取
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

第
二
行
は
、
論
主
み
づ
か
ら
、
我
、
仏
経
に
依
〔
り
〕
て
論
を
造
り
て
仏
教
と
相
応
す
。
服
す
る
所
、
宗
有
る
こ
と
を
述
ぶ
。
何
が

故
ぞ
云
ふ
と
な
ら
ば
、
此
れ
優
婆
提
舎
の
名
を
成
ぜ
む
為
の
故
な
り
。
亦
是
〔
五
念
門
行
の
中
の
第
一
行
に
説
か
れ
る
〕
上
の
三
門
を

成
じ
て
、〔
第
三
行
よ
り
〕
下
の
二
門
を
起
こ
す
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
頁
）

　
曇
鸞
は
、
第
二
行
に
「
成
優
婆
提
舎
名
」
と
「
成
上
起
下
」
と
の
二
つ
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。

　
ま
ず
曇
鸞
は
、『
無
量
寿
経
論
』
に
「
優
婆
提
舎
」
の
名
が
付
さ
れ
た
根
拠
を
『
無
量
寿
経
論
』
そ
の
も
の
の
中
に
求
め
、
第
二
行
に

「
優
婆
提
舎
の
名
を
成
ず
」
と
い
う
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
「
優
婆
提
舎
」
を
定
義
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

仏
の
所
説
十
二
部
経
の
中
に
論
議
経
有
り
、
優
波マ

マ

提
舎
と
名
く
、
若
し
復
、
仏
の
諸
の
弟
子
、
仏
の
経
教
を
解
て
仏
義
と
相
応

〔
せ
〕
ば
、
仏
亦
許
し
て
優
波マ

マ

提
舎
と
名
く
、
仏
法
の
相
に
入
〔
る
〕
を
以
て
故
に
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
〇
頁
）

　
こ
の
解
釈
は
『
智
度
論
』
巻
三
十
三
の
文
に
拠
る
と
さ
れ
る
が
、
現
存
す
る
『
智
度
論
』
の
原
文
に
は
「
相
応
」
と
い
う
語
は
な
い
。

こ
の
「
相
応
」
は
、『
無
量
寿
経
論
』
の
第
二
行
の
「
与
仏
教
相
応
」
に
依
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
曇
鸞
は
、
ま
た
「
優
波
提
舎
」
と

（

）
21

（

）
22

（

）
23

11

名
づ
け
る
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

偈
に
「
我
依
修
多
羅
与
仏
教
相
応
」
と
言
ま
ふ
。
修
多
羅
は
是
れ
仏
経
の
名
な
り
、
我
、
仏
経
の
義
を
論
じ
て
、
経
と
相
応
し
て
、

仏
法
の
相
に
入
る
を
以
の
故
に
優
波
提
舎
と
名
〔
づ
く
〕
る
こ
と
を
得
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
四
頁
）

　
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
は
、
天
親
が
み
ず
か
ら
の
著
述
に
「
優
婆
提
舎
」
と
い
う
名
を
つ
け
た
の
は
、
天
親
み
ず
か
ら
が
仏
弟
子
と
し
て

「
仏
義
と
相
応
」
も
し
く
は
「
経
と
相
応
し
て
」、「
仏
法
の
相
に
入
る
」
と
い
う
営
み
を
あ
ら
わ
す
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
で
は

曇
鸞
は
、
天
親
が
〈
無
量
寿
経
〉
を
優
婆
提
舎
し
た
結
果
、「
一
心
」
に
「
帰
命
」「
願
生
」
し
た
理
由
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た

の
か
。天

親
菩
薩
、
釈
迦
如
来
の
像
法
の
中
に
在
し
て
、
釈
迦
如
来
の
経
教
に
順
ず
、
所
以
に
生
と
願
ず
。
願
生
に
宗
有
り
。

 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
頁
）

　
曇
鸞
は
、
天
親
の
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
を
単
に
、〈
無
量
寿
経
〉
と
い
う
経
典
の
解
説
と
は
理
解
せ
ず
に
、
釈
迦
如
来
に
出
遇
う

こ
と
の
で
き
な
い
像
法
と
い
う
時
を
生
き
る
天
親
が
〈
無
量
寿
経
〉
に
依
っ
て
、
釈
迦
如
来
の
経
に
説
か
れ
る
教
え
に
順
ず
る
た
め
、
つ

ま
り
仏
教
と
相
応
す
る
営
み
が
「
願
生
」
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
は
天
親
の
「
宗
」
が
有
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
色
身
の
釈
尊
の
金
言
と

遇
う
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、「
願
生
」
に
よ
っ
て
仏
教
と
相
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
ら
こ
そ
、
曇
鸞
は
、

此
の
『
無
量
寿
経
優
波
提
舎
』
は
、
蓋
し
上
衡鴻
の
極
致
、
不
退
の
風
航
な
る
者
也
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
）
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と
、「
無
量
寿
経
〔
の
〕
優
婆
提
舎
」
と
い
う
世
親
の
教
学
的
営
み
を
、
大
乗
〔
菩
薩
道
〕
の
究
極
的
な
関
心
で
あ
る
不
退
転
を
実
現
す

る
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
解
釈
を
し
た
の
で
あ
る
。

　
近
年
の
文
献
研
究
で
は
、『
無
量
寿
経
論
』
の
題
号
に
あ
る
「
優
婆
提
舎
」
を
天
親
の
他
の
著
述
（『
釈
軌
論
』
や
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
な

ど
）
に
よ
っ
て
、
天
親
が
他
の
衆
生
の
た
め
に
「
経
典
の
意
味
を
、
解
り
易
く
説
く
こ
と
」
を
意
味
し
、「
簡
潔
な
『
手
引
き
』」
な
ど
と

理
解
す
る
。
し
か
し
従
来
の
伝
統
的
な
教
学
な
ど
が
行
っ
て
き
た
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
論
』
自
身
の
中
に
、
つ
ま
り
第
二
行
の
な
か
に

「
優
婆
提
舎
」
の
名
の
由
来
を
見
出
そ
う
と
す
る
曇
鸞
の
解
釈
方
法
の
方
が
適
切
で
あ
る
。

4
　
優
婆
提
舎
と
五
念
門

　
天
親
は
長
行
の
終
わ
り
に
、「
無
量
寿
修
多
羅
優
婆
提
舎
願
偈
、
略
し
て
義
を
解
し
竟
ぬ
」（『
真
聖
全
』
一
・
三
四
八
頁
）
と
指
示
し
て

い
る
。
曇
鸞
は
、
こ
の
指
示
に
よ
っ
て
、
長
行
（
解
義
分
）
に
説
か
れ
る
五
念
門
を
も
っ
て
「
無
量
寿
修
多
羅
優
婆
提
舎
願
生
偈
」（
総
説

分
）
を
解
釈
し
、
第
二
行
に
「
成
上
起
下
」
と
い
う
独
創
的
な
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

　
上
の
三
門
を
成
じ
て
下
の
二
門
を
起
す
。
何
の
所
に
か
依
る
、
何
の
故
に
か
依
る
、
云
何
が
依
る
と
。
何
所
依
は
、
修
多
羅
に
依

る
。
何
故
依
〔
は
〕、
如
来
は
即
真
実
功
徳
の
相
な
る
を
以
の
故
に
と
。
云
何
依
〔
は
〕、
五
念
門
を
修
し
て
相
応
す
る
が
故
に
　
上

〔
を
〕
成
じ
て
下
を
起
〔
す
〕
こ
と
竟
ぬ
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
四
頁
）

　
曇
鸞
は
、「
世
尊
我
一
心
」
以
後
の
偈
文
を
、
解
義
分
に
説
か
れ
る
五
念
門
（
礼
拝
門
、
讃
嘆
門
、
作
願
門
、
観
察
門
、
回
向
門
）
を
も
っ

て
配
当
す
る
。
こ
れ
を
伝
統
的
に
五
念
門
配
釈
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
第
二
行
に
「
上
の
三
門
〔
礼
拝
門
、
讃
嘆
門
、
作
願
門
〕
を

成
じ
、
下
の
二
門
〔
観
察
門
、
回
向
門
〕
を
起
す
」
と
い
う
意
義
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
曇
鸞
は
「
世
尊
我
一
心
」
の

（

）
24

（

）
25

13

表
白
で
あ
る
偈
頌
全
体
が
五
念
門
行
を
含
む
意
義
を
も
ち
、
こ
の
第
二
行
が
、
そ
の
構
造
を
指
示
す
る
重
要
な
役
割
を
も
つ
こ
と
を
示
し

た
。
つ
ま
り
第
二
行
は
「
成
上
起
下
」
と
し
て
、
第
一
行
が
仏
教
に
相
応
す
る
主
体
（
身
口
意
の
三
業
）
を
成
就
し
、
第
三
行
以
下
は
、

そ
の
相
応
に
よ
っ
て
展
開
す
る
如
来
の
智
慧
に
よ
る
二
門
を
起
こ
す
（
智
業
と
方
便
智
業
）
と
い
う
。
こ
う
し
て
第
二
行
は
「
世
尊
我
一

心
」
の
内
景
と
し
て
展
開
す
る
五
念
門
の
構
造
を
指
示
す
る
と
い
う
意
義
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
云
何
依
は
、
五
念

門
を
修
し
て
相
応
す
る
」
と
註
解
す
る
よ
う
に
、
曇
鸞
は
、
五
念
門
を
修
す
る
目
的
を
「
相
応
」
と
い
う
一
点
に
押
さ
え
て
い
る
。

　
五
念
門
行
の
中
心
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。『
無
量
寿
経
論
』
を
瑜
伽
の
論
と
し
て
見
れ
ば
、
作
願
門
・
観
察
門
の
止
観
行
（
狭
義
の

yoga

）
が
中
心
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
曇
鸞
は
次
の
よ
う
に
『
無
量
寿
経
論
』
を
製
作
す
る
天
親
の
意
図
を
押
さ
え
て
い
る
。

〔
天
親
菩
薩
が
〕
願
生
す
る
所
の
偈
を
説
〔
き
〕
て
、
仏
経
を
捴
持
し
て
仏
教
と
相
応
な
り
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
五
頁
）

　
以
上
の
よ
う
に
、
天
親
が
願
生
偈
を
説
い
た
目
的
を
、
第
二
行
の
「
仏
教
に
相
応
す
る
」
こ
と
に
見
出
す
な
ら
ば
、「
欲
如
実
修
行
相

応
故
」
を
目
的
と
す
る
讃
嘆
門
こ
そ
を
五
念
門
の
中
核
的
な
行
業
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
天
親
自
身
が
解
義

分
に
お
い
て
讃
嘆
門
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

云
何
讃
嘆
口
業
讃
嘆
。
称
彼
如
来
名
如
彼
如
来
光
明
智
相
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
故

（
云
何
が
讃
嘆
す
る
、
口
業
を
し
て
讃
嘆
し
た
ま
ひ
き
。
彼
の
如
来
の
名
を
称
し
、
彼
の
如
来
の
光
明
智
相
の
如
く
、
彼
の
名
義
の

如
く
、
実
の
如
く
修
行
し
相
応
せ
む
と
欲
〔
ふ
〕
が
故
な
り
と
） 

（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
三
・
三
一
四
頁
）

　
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
上
に
お
け
る
讃
嘆
門
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
前
半
の
「
称
彼
如
来
名
如
彼
如
来
光
明
智
相
」
は
讃
嘆
行
そ
の
も
の

（

）
26
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と
、「
無
量
寿
経
〔
の
〕
優
婆
提
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の
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を
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菩
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道
〕
の
究
極
的
な
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で
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る
不
退
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を
実
現
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を
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で
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と
い
う
ラ
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カ
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解
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を
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の
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で
は
、『
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「
優
婆
提
舎
」
を
天
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の
他
の
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（『
釈
軌
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』
や
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
な

ど
）
に
よ
っ
て
、
天
親
が
他
の
衆
生
の
た
め
に
「
経
典
の
意
味
を
、
解
り
易
く
説
く
こ
と
」
を
意
味
し
、「
簡
潔
な
『
手
引
き
』」
な
ど
と

理
解
す
る
。
し
か
し
従
来
の
伝
統
的
な
教
学
な
ど
が
行
っ
て
き
た
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
論
』
自
身
の
中
に
、
つ
ま
り
第
二
行
の
な
か
に

「
優
婆
提
舎
」
の
名
の
由
来
を
見
出
そ
う
と
す
る
曇
鸞
の
解
釈
方
法
の
方
が
適
切
で
あ
る
。

4
　
優
婆
提
舎
と
五
念
門

　
天
親
は
長
行
の
終
わ
り
に
、「
無
量
寿
修
多
羅
優
婆
提
舎
願
偈
、
略
し
て
義
を
解
し
竟
ぬ
」（『
真
聖
全
』
一
・
三
四
八
頁
）
と
指
示
し
て

い
る
。
曇
鸞
は
、
こ
の
指
示
に
よ
っ
て
、
長
行
（
解
義
分
）
に
説
か
れ
る
五
念
門
を
も
っ
て
「
無
量
寿
修
多
羅
優
婆
提
舎
願
生
偈
」（
総
説

分
）
を
解
釈
し
、
第
二
行
に
「
成
上
起
下
」
と
い
う
独
創
的
な
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

　
上
の
三
門
を
成
じ
て
下
の
二
門
を
起
す
。
何
の
所
に
か
依
る
、
何
の
故
に
か
依
る
、
云
何
が
依
る
と
。
何
所
依
は
、
修
多
羅
に
依

る
。
何
故
依
〔
は
〕、
如
来
は
即
真
実
功
徳
の
相
な
る
を
以
の
故
に
と
。
云
何
依
〔
は
〕、
五
念
門
を
修
し
て
相
応
す
る
が
故
に
　
上

〔
を
〕
成
じ
て
下
を
起
〔
す
〕
こ
と
竟
ぬ
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
四
頁
）

　
曇
鸞
は
、「
世
尊
我
一
心
」
以
後
の
偈
文
を
、
解
義
分
に
説
か
れ
る
五
念
門
（
礼
拝
門
、
讃
嘆
門
、
作
願
門
、
観
察
門
、
回
向
門
）
を
も
っ

て
配
当
す
る
。
こ
れ
を
伝
統
的
に
五
念
門
配
釈
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
第
二
行
に
「
上
の
三
門
〔
礼
拝
門
、
讃
嘆
門
、
作
願
門
〕
を

成
じ
、
下
の
二
門
〔
観
察
門
、
回
向
門
〕
を
起
す
」
と
い
う
意
義
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
曇
鸞
は
「
世
尊
我
一
心
」
の

（
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（

）
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表
白
で
あ
る
偈
頌
全
体
が
五
念
門
行
を
含
む
意
義
を
も
ち
、
こ
の
第
二
行
が
、
そ
の
構
造
を
指
示
す
る
重
要
な
役
割
を
も
つ
こ
と
を
示
し

た
。
つ
ま
り
第
二
行
は
「
成
上
起
下
」
と
し
て
、
第
一
行
が
仏
教
に
相
応
す
る
主
体
（
身
口
意
の
三
業
）
を
成
就
し
、
第
三
行
以
下
は
、

そ
の
相
応
に
よ
っ
て
展
開
す
る
如
来
の
智
慧
に
よ
る
二
門
を
起
こ
す
（
智
業
と
方
便
智
業
）
と
い
う
。
こ
う
し
て
第
二
行
は
「
世
尊
我
一

心
」
の
内
景
と
し
て
展
開
す
る
五
念
門
の
構
造
を
指
示
す
る
と
い
う
意
義
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
云
何
依
は
、
五
念

門
を
修
し
て
相
応
す
る
」
と
註
解
す
る
よ
う
に
、
曇
鸞
は
、
五
念
門
を
修
す
る
目
的
を
「
相
応
」
と
い
う
一
点
に
押
さ
え
て
い
る
。

　
五
念
門
行
の
中
心
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。『
無
量
寿
経
論
』
を
瑜
伽
の
論
と
し
て
見
れ
ば
、
作
願
門
・
観
察
門
の
止
観
行
（
狭
義
の

yoga

）
が
中
心
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
曇
鸞
は
次
の
よ
う
に
『
無
量
寿
経
論
』
を
製
作
す
る
天
親
の
意
図
を
押
さ
え
て
い
る
。

〔
天
親
菩
薩
が
〕
願
生
す
る
所
の
偈
を
説
〔
き
〕
て
、
仏
経
を
捴
持
し
て
仏
教
と
相
応
な
り
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
五
頁
）

　
以
上
の
よ
う
に
、
天
親
が
願
生
偈
を
説
い
た
目
的
を
、
第
二
行
の
「
仏
教
に
相
応
す
る
」
こ
と
に
見
出
す
な
ら
ば
、「
欲
如
実
修
行
相

応
故
」
を
目
的
と
す
る
讃
嘆
門
こ
そ
を
五
念
門
の
中
核
的
な
行
業
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
天
親
自
身
が
解
義

分
に
お
い
て
讃
嘆
門
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

云
何
讃
嘆
口
業
讃
嘆
。
称
彼
如
来
名
如
彼
如
来
光
明
智
相
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
故

（
云
何
が
讃
嘆
す
る
、
口
業
を
し
て
讃
嘆
し
た
ま
ひ
き
。
彼
の
如
来
の
名
を
称
し
、
彼
の
如
来
の
光
明
智
相
の
如
く
、
彼
の
名
義
の

如
く
、
実
の
如
く
修
行
し
相
応
せ
む
と
欲
〔
ふ
〕
が
故
な
り
と
） 

（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
三
・
三
一
四
頁
）

　
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
上
に
お
け
る
讃
嘆
門
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
前
半
の
「
称
彼
如
来
名
如
彼
如
来
光
明
智
相
」
は
讃
嘆
行
そ
の
も
の

（

）
26
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を
あ
ら
わ
し
、
後
半
の
「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
故
」
は
、
そ
の
行
が
実
現
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
つ
ま
り

「
相
応
せ
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
意
欲
を
私
た
ち
に
実
現
す
る
の
が
称
名
と
い
う
讃
嘆
門
の
行
で
あ
る
。
こ
の
讃
嘆
行
の
目
的
と
さ
れ
る

「
相
応
」
こ
そ
、
第
二
行
の
「
与
仏
教
相
応
」
の
「
相
応
」
と
呼
応
す
る
の
で
あ
り
、
曇
鸞
が
注
目
し
た
『
無
量
寿
経
論
』
の
眼
目
で
あ

る
。「
与
仏
教
相
応
」
と
「
如
実
修
行
相
応
」
と
い
う
二
つ
の
「
相
応
」
は
二
つ
の
別
々
な
事
柄
で
は
な
い
。「
仏
教
に
相
応
す
る
」
と
い

う
こ
と
の
本
質
こ
そ
「
実
の
如
く
修
行
し
相
応
す
る
」
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
如
実
修
行
相
応
」
で
な
い
よ
う
な
「
仏
教
相

応
」
は
教
義
理
解
と
い
う
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。

5
　
函
蓋
相
称

　
曇
鸞
は
こ
の
「
我
、
与
仏
教
相
応
」
と
い
う
天
親
の
言
明
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
〈
無
量
寿
経
〉
の
課
題
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
「
与
仏
教
相
応
」
と
い
う
と
き
の
「
相
応
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
概
念
で
あ
ろ
う
か
。「
相
応
」
の
原
語
に
つ
い

て
は
、anulom

a

やyoga

な
ど
い
く
つ
か
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
大
無
量
寿
経
』
の
中
に
は
「
相
応
」
と
い
う
言
葉
が
二
回

出
て
く
る
が
、
と
く
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
相
応
」
と
い
う
用
語
は
、
天
親
に
と
っ
て
は
瑜
伽
の
概
念
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
曇
鸞
は
「
相
応
」
を
「
相
称
」
と
し
て
受
け
止
め
な
お
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
曇
鸞
は
、「
称
彼
如
来
名
」
の

「
称
」
を
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
親
鸞
は
、「
称
彼
如
来
名
」
の
「
称
」
の
字
義
に
つ
い
て
「
軽
重
を
知
る
也
説
文
曰
銓

〈
ハ
カ
リ
〉
也
　
是
〈
コ
レ
〉
也
　
等
也
　
俗
は
秤
に
作
る
　
云
正
斤
〈
ハ
カ
リ
〉
両
也
」（『
教
行
信
証
』
行
巻
、『
定
本
教
行
信
証
』
三
五
頁
）

と
上
欄
外
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
称
」
と
い
う
内
実
を
も
つ
「
相
応
」
で
あ
る
。

　
曇
鸞
は
、
こ
の
第
二
行
の
「
相
応
」
に
つ
い
て
、「
仏
経
を
総
持
し
て
仏
教
と
相
応
な
り
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
相
応
は
譬
へ
ば
、
函

と
蓋
と
相
ひ
称
（
か
な
）
へ
る
が
如
し
と
」
と
註
釈
し
て
い
る
。
こ
の
函
と
蓋
と
の
譬
喩
は
、
龍
樹
の
『
智
度
論
』
巻
三
十
六
、
習
相
応

品
に
依
っ
て
い
る
こ
と
が
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
般
若
波
羅
蜜
の
相
の
如
く
、
菩
薩
も
ま
た
是
の
相
に
随
ひ
、

（

）
27

（

）
28

（

）
29

（

）
30

（

）
31

15

智
慧
を
以
て
観
じ
、
能
く
得
て
、
能
く
成
就
し
、
増
さ
ず
減
ぜ
ざ
る
、
是
を
相
応
と
名
く
、
譬
へ
ば
函
蓋
の
大
小
相
称
ふ
が
如
し
」
と
い

う
譬
え
が
出
て
い
る
。
ま
た
こ
の
文
の
直
前
に
「
譬
へ
ば
、
弟
子
の
師
の
教
に
随
順
し
、
師
の
意
に
違
は
ざ
る
が
如
き
は
、
是
を
相
応
と

名
く
」
と
、
師
の
教
え
と
弟
子
と
の
関
係
が
「
相
応
」
の
例
と
し
て
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
用
例
に
よ
っ
て
曇
鸞
は
「
与
仏
教
相
応
」

の
「
相
応
」
を
「
函
蓋
相
称
」
の
譬
喩
を
も
っ
て
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
函
蓋
相
称
」
と
い
う
譬
喩
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
曇
鸞
は
、「
相
応
」
と
い
う
概
念
を
、
主
観
と
客
観
（
能
所
の
関
係
）
の
一

致
と
い
う
対
象
的
認
識
と
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
親
の
い
う
「
与
仏
教
相
応
」
と
は
、
仏
の
教
え
を
自
分
の
意
識
の
な
か
に
取

り
込
む
の
で
も
な
く
、
仏
の
教
え
を
意
識
の
外
に
存
在
す
る
対
象
と
し
て
外
に
置
く
の
で
も
な
く
、
ま
た
仏
の
教
え
の
中
に
含
ま
れ
る
真

理
と
一
体
化
す
る
神
秘
的
体
験
で
も
な
く
、
仏
の
教
え
と
自
己
の
心
と
い
う
異
な
っ
た
二
つ
の
物
事
を
止
揚
す
る
と
い
う
弁
証
法
で
も
な

く
、
永
遠
に
一
つ
に
な
れ
な
い
遠
い
理
想
と
す
る
の
で
も
な
い
。「
函
と
蓋
と
の
相
い
称
う
」
は
、
教
法
と
機
と
い
う
異
質
な
事
柄
が
、

異
質
の
ま
ま
で
離
れ
な
い
関
係
を
あ
ら
わ
す
概
念
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
、
こ
の
譬
え
を
、
他
力
浄
土
仏
教
に
お
け
る
如
来
と
衆

生
と
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
概
念
と
し
て
採
用
し
た
。
こ
の
よ
う
に
「
函
蓋
相
称
」
は
、『
無
量
寿
経
論
』
の
教
学
課
題
で
あ
る
「
相
応
」

を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
き
わ
め
て
有
効
な
譬
喩
で
あ
る
。

6
　
讃
嘆
行
に
お
け
る
「
如
実
修
行
相
応
」
と
「
信
心
」

　
曇
鸞
は
、
如
来
の
名
号
を
称
す
る
讃
嘆
行
に
よ
っ
て
実
現
す
る
「
相
応
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
」
は
、
彼
の
無
㝵
光
如
来
の
名
号
は
、
能
く
衆
生
一
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願

を
満
て
た
ま
ふ
。 

（『
浄
土
論
註
』
下
、『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
）（『
教
行
信
証
』
信
巻
引
用
）

（

）
32

（

）
33
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を
あ
ら
わ
し
、
後
半
の
「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
故
」
は
、
そ
の
行
が
実
現
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
つ
ま
り

「
相
応
せ
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
意
欲
を
私
た
ち
に
実
現
す
る
の
が
称
名
と
い
う
讃
嘆
門
の
行
で
あ
る
。
こ
の
讃
嘆
行
の
目
的
と
さ
れ
る

「
相
応
」
こ
そ
、
第
二
行
の
「
与
仏
教
相
応
」
の
「
相
応
」
と
呼
応
す
る
の
で
あ
り
、
曇
鸞
が
注
目
し
た
『
無
量
寿
経
論
』
の
眼
目
で
あ

る
。「
与
仏
教
相
応
」
と
「
如
実
修
行
相
応
」
と
い
う
二
つ
の
「
相
応
」
は
二
つ
の
別
々
な
事
柄
で
は
な
い
。「
仏
教
に
相
応
す
る
」
と
い

う
こ
と
の
本
質
こ
そ
「
実
の
如
く
修
行
し
相
応
す
る
」
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
如
実
修
行
相
応
」
で
な
い
よ
う
な
「
仏
教
相

応
」
は
教
義
理
解
と
い
う
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。

5
　
函
蓋
相
称

　
曇
鸞
は
こ
の
「
我
、
与
仏
教
相
応
」
と
い
う
天
親
の
言
明
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
〈
無
量
寿
経
〉
の
課
題
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
「
与
仏
教
相
応
」
と
い
う
と
き
の
「
相
応
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
概
念
で
あ
ろ
う
か
。「
相
応
」
の
原
語
に
つ
い

て
は
、anulom

a

やyoga

な
ど
い
く
つ
か
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
大
無
量
寿
経
』
の
中
に
は
「
相
応
」
と
い
う
言
葉
が
二
回

出
て
く
る
が
、
と
く
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
相
応
」
と
い
う
用
語
は
、
天
親
に
と
っ
て
は
瑜
伽
の
概
念
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
曇
鸞
は
「
相
応
」
を
「
相
称
」
と
し
て
受
け
止
め
な
お
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
曇
鸞
は
、「
称
彼
如
来
名
」
の

「
称
」
を
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
親
鸞
は
、「
称
彼
如
来
名
」
の
「
称
」
の
字
義
に
つ
い
て
「
軽
重
を
知
る
也
説
文
曰
銓

〈
ハ
カ
リ
〉
也
　
是
〈
コ
レ
〉
也
　
等
也
　
俗
は
秤
に
作
る
　
云
正
斤
〈
ハ
カ
リ
〉
両
也
」（『
教
行
信
証
』
行
巻
、『
定
本
教
行
信
証
』
三
五
頁
）

と
上
欄
外
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
称
」
と
い
う
内
実
を
も
つ
「
相
応
」
で
あ
る
。

　
曇
鸞
は
、
こ
の
第
二
行
の
「
相
応
」
に
つ
い
て
、「
仏
経
を
総
持
し
て
仏
教
と
相
応
な
り
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
相
応
は
譬
へ
ば
、
函

と
蓋
と
相
ひ
称
（
か
な
）
へ
る
が
如
し
と
」
と
註
釈
し
て
い
る
。
こ
の
函
と
蓋
と
の
譬
喩
は
、
龍
樹
の
『
智
度
論
』
巻
三
十
六
、
習
相
応

品
に
依
っ
て
い
る
こ
と
が
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
般
若
波
羅
蜜
の
相
の
如
く
、
菩
薩
も
ま
た
是
の
相
に
随
ひ
、

（

）
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（

）
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（

）
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（

）
30

（

）
31

15

智
慧
を
以
て
観
じ
、
能
く
得
て
、
能
く
成
就
し
、
増
さ
ず
減
ぜ
ざ
る
、
是
を
相
応
と
名
く
、
譬
へ
ば
函
蓋
の
大
小
相
称
ふ
が
如
し
」
と
い

う
譬
え
が
出
て
い
る
。
ま
た
こ
の
文
の
直
前
に
「
譬
へ
ば
、
弟
子
の
師
の
教
に
随
順
し
、
師
の
意
に
違
は
ざ
る
が
如
き
は
、
是
を
相
応
と

名
く
」
と
、
師
の
教
え
と
弟
子
と
の
関
係
が
「
相
応
」
の
例
と
し
て
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
用
例
に
よ
っ
て
曇
鸞
は
「
与
仏
教
相
応
」

の
「
相
応
」
を
「
函
蓋
相
称
」
の
譬
喩
を
も
っ
て
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
函
蓋
相
称
」
と
い
う
譬
喩
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
曇
鸞
は
、「
相
応
」
と
い
う
概
念
を
、
主
観
と
客
観
（
能
所
の
関
係
）
の
一

致
と
い
う
対
象
的
認
識
と
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
親
の
い
う
「
与
仏
教
相
応
」
と
は
、
仏
の
教
え
を
自
分
の
意
識
の
な
か
に
取

り
込
む
の
で
も
な
く
、
仏
の
教
え
を
意
識
の
外
に
存
在
す
る
対
象
と
し
て
外
に
置
く
の
で
も
な
く
、
ま
た
仏
の
教
え
の
中
に
含
ま
れ
る
真

理
と
一
体
化
す
る
神
秘
的
体
験
で
も
な
く
、
仏
の
教
え
と
自
己
の
心
と
い
う
異
な
っ
た
二
つ
の
物
事
を
止
揚
す
る
と
い
う
弁
証
法
で
も
な

く
、
永
遠
に
一
つ
に
な
れ
な
い
遠
い
理
想
と
す
る
の
で
も
な
い
。「
函
と
蓋
と
の
相
い
称
う
」
は
、
教
法
と
機
と
い
う
異
質
な
事
柄
が
、

異
質
の
ま
ま
で
離
れ
な
い
関
係
を
あ
ら
わ
す
概
念
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
、
こ
の
譬
え
を
、
他
力
浄
土
仏
教
に
お
け
る
如
来
と
衆

生
と
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
概
念
と
し
て
採
用
し
た
。
こ
の
よ
う
に
「
函
蓋
相
称
」
は
、『
無
量
寿
経
論
』
の
教
学
課
題
で
あ
る
「
相
応
」

を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
き
わ
め
て
有
効
な
譬
喩
で
あ
る
。

6
　
讃
嘆
行
に
お
け
る
「
如
実
修
行
相
応
」
と
「
信
心
」

　
曇
鸞
は
、
如
来
の
名
号
を
称
す
る
讃
嘆
行
に
よ
っ
て
実
現
す
る
「
相
応
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
」
は
、
彼
の
無
㝵
光
如
来
の
名
号
は
、
能
く
衆
生
一
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願

を
満
て
た
ま
ふ
。 

（『
浄
土
論
註
』
下
、『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
）（『
教
行
信
証
』
信
巻
引
用
）

（

）
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（

）
33



16

　
讃
嘆
行
の
内
容
で
あ
る
「
彼
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
」
は
、
単
な
る
固
有
名
詞
や
記
号
で
は
な
く
、「
彼
の
名
の
義
の
ま
ま
に
、
実
の

ま
ま
に
修
行
し
て
相
応
し
よ
う
と
欲
え
」
と
い
う
如
来
の
呼
び
か
け
を
表
現
す
る
。
つ
ま
り
如
来
の
名
の
り
は
、
そ
の
名
の
り
に
相
い
称か

な

う
こ
と
を
衆
生
に
要
請
し
て
い
る
。
思
い
を
離
れ
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
如
来
の
名
の
り
を
体
現
し
て
い
る

と
き
だ
け
が
、
私
た
ち
の
如
実
を
見
失
う
無
明
を
破
り
、
私
た
ち
の
如
実
な
ら
ん
と
い
う
志
願
を
満
た
す
。
こ
の
よ
う
に
押
さ
え
た
上
で
、

曇
鸞
は
、
続
け
て
、
次
の
よ
う
な
問
を
立
て
て
い
る
。

然
る
に
名
を
称
し
憶
念
〔
す
る
〕
こ
と
有
れ
ど
も
、
無
明
由な

お

存
し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
は
何
と
な
れ
ば
、
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
名
義

と
相
応
せ
ざ
る
に
由
〔
る
〕
が
故
也
。
云
何
〔
が
〕
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
と
為
る
と
な
ら
ば
、

 

（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
）（『
教
行
信
証
』
信
巻
引
用
）

　
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
は
「
云
何
が
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
」
と
い
う
き
わ
め
て
実
存
的
で
実
践
的
な
問
い
を
立
て
て
い

る
。
曇
鸞
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
二
つ
の
不
相
応
を
あ
げ
て
答
え
て
い
る
。

　
云
何
〔
が
〕
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
と
、
謂
く
如
来
は
是
れ
実
相
の
身
な
り
、
是
れ
物
の
為
の
身
な
り
と
知
ら

ざ
る
な
り
。
又
三
種
の
不
相
応
有
り
。
一
に
は
信
心
淳
か
ら
ず
、
存
せ
る
が
若
し
亡
ぜ
る
が
若
き
の
故
に
。
二
に
は
信
心
一
な
ら
ず
、

決
定
な
き
が
故
に
。
三
に
は
信
心
相
続
せ
ず
、
余
念
間
つ
る
が
故
な
り
。
此
の
三
句
展
転
し
て
相
ひ
成
ず
、
信
心
淳
ら
ざ
る
を
以
て

の
故
に
決
定
な
し
、
決
定
な
き
が
故
に
念
相
続
せ
ず
、
亦
念
相
続
せ
ざ
る
が
故
に
決
定
の
信
を
得
ず
、
決
定
の
信
を
得
ざ
る
が
故
に

心
淳
な
ら
ざ
る
可
し
。
此
れ
と
相
違
〈
タ
カ
フ
〉
せ
る
を
如
実
修
行
相
応
と
名
づ
く
。
是
の
故
に
論
主
、
建
に
「
我
一
心
」
と
言
ま

へ
り
。 
（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
、『
教
行
信
証
』
信
巻
引
用
）

（

）
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ま
ず
如
来
が
実
相
身
・
為
物
身
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
三
つ
の
信
じ
な
い
在
り
方
（
三
不
信
）
を
示
し

た
う
え
で
、
天
親
が
偈
の
冒
頭
に
「
我
一
心
」
と
表
白
す
る
よ
う
な
「
信
心
」
が
実
現
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
答
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
如
実
修
行
相
応
」
と
い
う
課
題
は
、
如
来
の
呼
び
か
け
（
彼
如
来
名
）
を
信
じ
る
か
、
も
し
く
は
信
じ
な
い
か
、
と
い
う

「
信
心
」
の
問
題
に
究
極
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
曇
鸞
の
問
題
提
起
を
引
き
受
け
た
の
が
、
道
綽
（
唐
、562-645

）
の
『
安
楽
集
』
で
あ
り
、
親
鸞
で
あ
る
。
と
く
に
親
鸞
は
「
如

実
修
行
相
応
は
信
心
ひ
と
つ
に
さ
だ
め
た
り
」（『
高
僧
和
讃
』）
と
そ
の
曇
鸞
の
仕
事
を
讃
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
文
明
本
で
は
「
如
実

修
行
相
応
」
に
「
教
え
の
如
く
信
ず
る
心
な
り
」
と
の
左
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
親
鸞
が
「
如
実
修
行
相
応
」
の
「
相
応
」

と
「
与
仏
教
相
応
」
の
「
相
応
」
と
を
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

7
　
親
鸞
の
第
二
行
へ
の
注
目

　
曇
鸞
の
後
、『
無
量
寿
経
論
』
の
第
二
行
に
注
目
し
た
の
は
日
本
の
親
鸞
で
あ
る
。
親
鸞
は
曇
鸞
の
註
解
を
通
し
て
『
無
量
寿
経
論
』

の
第
二
行
に
天
親
の
重
要
な
業
績
を
見
出
し
た
。
親
鸞
は
こ
の
第
二
行
を
主
著
の
『
教
行
信
証
』
行
巻
に
引
用
し
て
、

我
、
修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
て
、
願
偈
総
持
を
説
き
て
仏
教
と
相
応
せ
り 

（
行
巻
（『
定
本
教
行
信
証
』
三
二
頁
）

と
、「
相
応
」
を
「
相
応
す
」
と
い
う
現
在
形
で
も
な
く
、「
相
応
せ
ん
」
と
い
う
未
来
の
意
欲
で
も
な
く
、「
相
応
せ
り
」
と
完
了
・
存

続
の
意
味
で
訓
ん
で
い
る
。
ま
た
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
第
二
行
の
「
説
願
偈
総
持
与
仏
教
相
応
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い

る
。

（

）
35

（

）
36
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讃
嘆
行
の
内
容
で
あ
る
「
彼
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
」
は
、
単
な
る
固
有
名
詞
や
記
号
で
は
な
く
、「
彼
の
名
の
義
の
ま
ま
に
、
実
の

ま
ま
に
修
行
し
て
相
応
し
よ
う
と
欲
え
」
と
い
う
如
来
の
呼
び
か
け
を
表
現
す
る
。
つ
ま
り
如
来
の
名
の
り
は
、
そ
の
名
の
り
に
相
い
称か

な

う
こ
と
を
衆
生
に
要
請
し
て
い
る
。
思
い
を
離
れ
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
如
来
の
名
の
り
を
体
現
し
て
い
る

と
き
だ
け
が
、
私
た
ち
の
如
実
を
見
失
う
無
明
を
破
り
、
私
た
ち
の
如
実
な
ら
ん
と
い
う
志
願
を
満
た
す
。
こ
の
よ
う
に
押
さ
え
た
上
で
、

曇
鸞
は
、
続
け
て
、
次
の
よ
う
な
問
を
立
て
て
い
る
。

然
る
に
名
を
称
し
憶
念
〔
す
る
〕
こ
と
有
れ
ど
も
、
無
明
由な

お

存
し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
は
何
と
な
れ
ば
、
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
名
義

と
相
応
せ
ざ
る
に
由
〔
る
〕
が
故
也
。
云
何
〔
が
〕
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
と
為
る
と
な
ら
ば
、

 

（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
）（『
教
行
信
証
』
信
巻
引
用
）

　
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
は
「
云
何
が
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
」
と
い
う
き
わ
め
て
実
存
的
で
実
践
的
な
問
い
を
立
て
て
い

る
。
曇
鸞
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
二
つ
の
不
相
応
を
あ
げ
て
答
え
て
い
る
。

　
云
何
〔
が
〕
如
実
修
行
せ
ざ
る
と
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
と
、
謂
く
如
来
は
是
れ
実
相
の
身
な
り
、
是
れ
物
の
為
の
身
な
り
と
知
ら

ざ
る
な
り
。
又
三
種
の
不
相
応
有
り
。
一
に
は
信
心
淳
か
ら
ず
、
存
せ
る
が
若
し
亡
ぜ
る
が
若
き
の
故
に
。
二
に
は
信
心
一
な
ら
ず
、

決
定
な
き
が
故
に
。
三
に
は
信
心
相
続
せ
ず
、
余
念
間
つ
る
が
故
な
り
。
此
の
三
句
展
転
し
て
相
ひ
成
ず
、
信
心
淳
ら
ざ
る
を
以
て

の
故
に
決
定
な
し
、
決
定
な
き
が
故
に
念
相
続
せ
ず
、
亦
念
相
続
せ
ざ
る
が
故
に
決
定
の
信
を
得
ず
、
決
定
の
信
を
得
ざ
る
が
故
に

心
淳
な
ら
ざ
る
可
し
。
此
れ
と
相
違
〈
タ
カ
フ
〉
せ
る
を
如
実
修
行
相
応
と
名
づ
く
。
是
の
故
に
論
主
、
建
に
「
我
一
心
」
と
言
ま

へ
り
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
三
一
四
頁
、『
教
行
信
証
』
信
巻
引
用
）

（
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ま
ず
如
来
が
実
相
身
・
為
物
身
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
三
つ
の
信
じ
な
い
在
り
方
（
三
不
信
）
を
示
し

た
う
え
で
、
天
親
が
偈
の
冒
頭
に
「
我
一
心
」
と
表
白
す
る
よ
う
な
「
信
心
」
が
実
現
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
答
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
如
実
修
行
相
応
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と
い
う
課
題
は
、
如
来
の
呼
び
か
け
（
彼
如
来
名
）
を
信
じ
る
か
、
も
し
く
は
信
じ
な
い
か
、
と
い
う

「
信
心
」
の
問
題
に
究
極
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
曇
鸞
の
問
題
提
起
を
引
き
受
け
た
の
が
、
道
綽
（
唐
、562-645

）
の
『
安
楽
集
』
で
あ
り
、
親
鸞
で
あ
る
。
と
く
に
親
鸞
は
「
如

実
修
行
相
応
は
信
心
ひ
と
つ
に
さ
だ
め
た
り
」（『
高
僧
和
讃
』）
と
そ
の
曇
鸞
の
仕
事
を
讃
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
文
明
本
で
は
「
如
実

修
行
相
応
」
に
「
教
え
の
如
く
信
ず
る
心
な
り
」
と
の
左
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
親
鸞
が
「
如
実
修
行
相
応
」
の
「
相
応
」

と
「
与
仏
教
相
応
」
の
「
相
応
」
と
を
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

7
　
親
鸞
の
第
二
行
へ
の
注
目

　
曇
鸞
の
後
、『
無
量
寿
経
論
』
の
第
二
行
に
注
目
し
た
の
は
日
本
の
親
鸞
で
あ
る
。
親
鸞
は
曇
鸞
の
註
解
を
通
し
て
『
無
量
寿
経
論
』

の
第
二
行
に
天
親
の
重
要
な
業
績
を
見
出
し
た
。
親
鸞
は
こ
の
第
二
行
を
主
著
の
『
教
行
信
証
』
行
巻
に
引
用
し
て
、

我
、
修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
て
、
願
偈
総
持
を
説
き
て
仏
教
と
相
応
せ
り 

（
行
巻
（『
定
本
教
行
信
証
』
三
二
頁
）

と
、「
相
応
」
を
「
相
応
す
」
と
い
う
現
在
形
で
も
な
く
、「
相
応
せ
ん
」
と
い
う
未
来
の
意
欲
で
も
な
く
、「
相
応
せ
り
」
と
完
了
・
存

続
の
意
味
で
訓
ん
で
い
る
。
ま
た
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
第
二
行
の
「
説
願
偈
総
持
与
仏
教
相
応
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い

る
。

（

）
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（

）
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「
説
願
偈
総
持
」
と
い
ふ
は
、
本
願
の
こ
ゝ
ろ
を
あ
ら
は
す
こ
と
ば
を
「
偈
」
と
い
ふ
な
り
。「
總
持
」
と
い
ふ
は
智
慧
な
り
、
無

㝵
光
の
智
慧
を
總
持
と
ま
ふ
す
な
り
。「
与
仏
教
相
応
」
と
い
ふ
は
、
こ
の
『
浄
土
論
』
の
こ
ゝ
ろ
は
、
釈
尊
の
教
勅
、
弥
陀
の
誓

願
に
あ
ひ
か
な
へ

　

り
　
　

と
な
り
。 

（『
尊
号
真
像
銘
文
』『
真
典
全
二
』
宗
祖
篇
上
・
六
一
九
〜
六
二
〇
頁
）

　
「
仏
教
と
相
応
せ
り
」
と
は
、『
無
量
寿
経
論
』
の
意
趣
に
よ
れ
ば
、
外
な
る
釈
尊
の
教
え
の
促
し
（
発
遣
）
と
、
内
な
る
真
理
で
あ

る
阿
弥
陀
の
誓
願
の
呼
び
か
け
（
招
喚
）
と
に
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
釈
尊
」
は
諸
仏

を
含
ん
で
い
る
。

　
ち
な
み
に
親
鸞
が
こ
の
第
二
行
を
重
視
し
た
こ
と
は
、『
教
行
信
証
』
を
弟
子
（
専
信
房
専
海
）
に
付
属
す
る
お
り
に
作
製
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
肖
像
画
（「
安
城
の
御
影
」
親
鸞
八
十
三
歳
）
の
賛
銘
と
し
て
、『
大
無
量
寿
経
』
の
文
、
自
身
の
「
正
信
偈
」
の
文
と
あ
わ
せ

て
、
こ
の
第
二
行
を
含
む
『
無
量
寿
経
論
』
の
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

　
や
が
て
親
鸞
は
、
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
解
釈
す
る
主
体
を
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」（『
歎
異
抄
』『
真
典
全
二
』
宗
祖
篇
上
・

一
〇
七
三
頁
）
と
し
て
実
現
す
る
仏
道
を
「
大
乗
の
な
か
の
至
極
」（『
末
灯
鈔
』『
真
典
全
二
』
宗
祖
篇
上
・
七
七
九
頁
）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
曇
鸞
・
親
鸞
に
よ
る
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
第
二
行
の
受
容
の
伝
統
に
立
つ
な
ら
ば
、〈
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
〉
と
名
づ
け
ら
れ
る

仏
道
は
、「
我
〔
中
略
〕
与
仏
教
相
応
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
私
た
ち
が
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
聞
き
信
じ
る
こ
と
、「
仏
教
と
相
応
す

る
確
信
」
を
課
題
と
す
る
仏
教
の
伝
統
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
。

　
真
正
な
る
聞
法
と
は
、
如
来
に
目
覚
め
た
仏
陀
の
経
法
を
聴
き
、
如
来
の
勅
命
を
聞
と
る
こ
と
に
お
い
て
完
遂
す
る
。『
大
無
量
寿

経
』
は
、
そ
の
よ
う
な
聞
法
の
あ
り
方
を
、
弥
勒
菩
薩
の
言
葉
と
し
て
は
「
今
仏
に
値
う
こ
と
を
得
て
、
ま
た
無
量
寿
仏
の
声
を
聞
き
て

（

）
37

（

）
38
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歓
喜
せ
ざ
る
も
の
な
し
」（『
聖
典
』
六
四
頁
）
と
あ
り
、
釈
迦
仏
の
言
葉
と
し
て
は
「
仏
と
相
値
う
て
経
法
を
聴
受
し
、
ま
た
ま
た
無
量

寿
仏
を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
」（『
聖
典
』
六
四
〜
六
五
頁
）
と
表
現
し
て
い
る
。

　
『
大
無
量
寿
経
』
は
、
こ
の
「
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
聞
き
信
じ
る
こ
と
」
が
、
凡
夫
に
実
現
す
る
あ
り
方
を
本
願
成
就
の
文
と
し
て

示
す
の
で
あ
り
、
そ
の
文
は
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
の
第
一
行
や
曇
鸞
の
「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
」
の
第
二
十
四
偈
な
ど
を
通
し
て
、
や
が

て
親
鸞
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
独
創
的
な
訓
点
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
本
願
成
就
文
経
言
諸
有
衆
生
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
至
心
回
向
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
已
上

（
本
願
成
就
の
文
、
経
に
言
く
。
諸
有
衆
生
其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
む
こ
と
乃
至
一
念
せ
む
。
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま

へ
り
　
彼
国
に
生
と
願
ぜ
ば
即
往
生
を
得
不
退
転
に
住
せ
む
。
唯
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
お
ば
除
く
と
。
已
上
）

 

（『
教
行
信
証
』
信
巻
、『
定
本
教
行
信
証
』
九
八
頁
）

　
私
た
ち
が
生
れ
て
い
く
べ
き
『
大
無
量
寿
経
』
の
仏
身
仏
土
は
、
ブ
ッ
ダ
た
ち
と
そ
の
言
説
を
生
み
出
す
根
源
を
あ
ら
わ
す
功
徳
の
世

界
で
あ
る
。
私
た
ち
が
、
釈
尊
の
教
え
に
よ
っ
て
そ
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
の
は
、
教
主
・
釈
尊
が
在
さ
な
い
時
代
を
生
き
る

凡
夫
が
、
仏
陀
た
ち
の
言
葉
を
正
し
く
聞
き
信
じ
、
仏
陀
た
ち
の
智
慧
の
な
か
で
歩
む
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
の

か
と
い
う
課
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
課
題
に
応
え
る
仏
説
と
し
て
の
〈
無
量
寿
経
〉
の
端
緒
を
開
い
た
の
が
天
親
の
第
二
行
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
第
二
行
の
「
我
、
仏
教
と
相
応
せ
り
」
と
い
う
表
明
は
、
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
造
論
の
意
趣
を
示
す
だ
け
で
は
な

く
、
仏
教
思
想
史
に
「
我
、
仏
教
と
相
応
せ
り
」
と
い
う
確
信
を
実
現
す
る
伝
統
を
形
成
す
る
〈
無
量
寿
経
〉
が
創
出
さ
れ
た
歴
史
的
意

義
を
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（

）
39

（

）
40
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「
説
願
偈
総
持
」
と
い
ふ
は
、
本
願
の
こ
ゝ
ろ
を
あ
ら
は
す
こ
と
ば
を
「
偈
」
と
い
ふ
な
り
。「
總
持
」
と
い
ふ
は
智
慧
な
り
、
無

㝵
光
の
智
慧
を
總
持
と
ま
ふ
す
な
り
。「
与
仏
教
相
応
」
と
い
ふ
は
、
こ
の
『
浄
土
論
』
の
こ
ゝ
ろ
は
、
釈
尊
の
教
勅
、
弥
陀
の
誓

願
に
あ
ひ
か
な
へ

　

り
　
　

と
な
り
。 

（『
尊
号
真
像
銘
文
』『
真
典
全
二
』
宗
祖
篇
上
・
六
一
九
〜
六
二
〇
頁
）

　
「
仏
教
と
相
応
せ
り
」
と
は
、『
無
量
寿
経
論
』
の
意
趣
に
よ
れ
ば
、
外
な
る
釈
尊
の
教
え
の
促
し
（
発
遣
）
と
、
内
な
る
真
理
で
あ

る
阿
弥
陀
の
誓
願
の
呼
び
か
け
（
招
喚
）
と
に
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
釈
尊
」
は
諸
仏

を
含
ん
で
い
る
。

　
ち
な
み
に
親
鸞
が
こ
の
第
二
行
を
重
視
し
た
こ
と
は
、『
教
行
信
証
』
を
弟
子
（
専
信
房
専
海
）
に
付
属
す
る
お
り
に
作
製
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
肖
像
画
（「
安
城
の
御
影
」
親
鸞
八
十
三
歳
）
の
賛
銘
と
し
て
、『
大
無
量
寿
経
』
の
文
、
自
身
の
「
正
信
偈
」
の
文
と
あ
わ
せ

て
、
こ
の
第
二
行
を
含
む
『
無
量
寿
経
論
』
の
文
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

　
や
が
て
親
鸞
は
、
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
解
釈
す
る
主
体
を
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」（『
歎
異
抄
』『
真
典
全
二
』
宗
祖
篇
上
・

一
〇
七
三
頁
）
と
し
て
実
現
す
る
仏
道
を
「
大
乗
の
な
か
の
至
極
」（『
末
灯
鈔
』『
真
典
全
二
』
宗
祖
篇
上
・
七
七
九
頁
）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
曇
鸞
・
親
鸞
に
よ
る
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
第
二
行
の
受
容
の
伝
統
に
立
つ
な
ら
ば
、〈
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
〉
と
名
づ
け
ら
れ
る

仏
道
は
、「
我
〔
中
略
〕
与
仏
教
相
応
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
私
た
ち
が
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
聞
き
信
じ
る
こ
と
、「
仏
教
と
相
応
す

る
確
信
」
を
課
題
と
す
る
仏
教
の
伝
統
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
。

　
真
正
な
る
聞
法
と
は
、
如
来
に
目
覚
め
た
仏
陀
の
経
法
を
聴
き
、
如
来
の
勅
命
を
聞
と
る
こ
と
に
お
い
て
完
遂
す
る
。『
大
無
量
寿

経
』
は
、
そ
の
よ
う
な
聞
法
の
あ
り
方
を
、
弥
勒
菩
薩
の
言
葉
と
し
て
は
「
今
仏
に
値
う
こ
と
を
得
て
、
ま
た
無
量
寿
仏
の
声
を
聞
き
て

（

）
37

（

）
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歓
喜
せ
ざ
る
も
の
な
し
」（『
聖
典
』
六
四
頁
）
と
あ
り
、
釈
迦
仏
の
言
葉
と
し
て
は
「
仏
と
相
値
う
て
経
法
を
聴
受
し
、
ま
た
ま
た
無
量

寿
仏
を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
」（『
聖
典
』
六
四
〜
六
五
頁
）
と
表
現
し
て
い
る
。

　
『
大
無
量
寿
経
』
は
、
こ
の
「
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
聞
き
信
じ
る
こ
と
」
が
、
凡
夫
に
実
現
す
る
あ
り
方
を
本
願
成
就
の
文
と
し
て

示
す
の
で
あ
り
、
そ
の
文
は
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
の
第
一
行
や
曇
鸞
の
「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
」
の
第
二
十
四
偈
な
ど
を
通
し
て
、
や
が

て
親
鸞
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
独
創
的
な
訓
点
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
本
願
成
就
文
経
言
諸
有
衆
生
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
至
心
回
向
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
已
上

（
本
願
成
就
の
文
、
経
に
言
く
。
諸
有
衆
生
其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
む
こ
と
乃
至
一
念
せ
む
。
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま

へ
り
　
彼
国
に
生
と
願
ぜ
ば
即
往
生
を
得
不
退
転
に
住
せ
む
。
唯
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
お
ば
除
く
と
。
已
上
）

 

（『
教
行
信
証
』
信
巻
、『
定
本
教
行
信
証
』
九
八
頁
）

　
私
た
ち
が
生
れ
て
い
く
べ
き
『
大
無
量
寿
経
』
の
仏
身
仏
土
は
、
ブ
ッ
ダ
た
ち
と
そ
の
言
説
を
生
み
出
す
根
源
を
あ
ら
わ
す
功
徳
の
世

界
で
あ
る
。
私
た
ち
が
、
釈
尊
の
教
え
に
よ
っ
て
そ
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
の
は
、
教
主
・
釈
尊
が
在
さ
な
い
時
代
を
生
き
る

凡
夫
が
、
仏
陀
た
ち
の
言
葉
を
正
し
く
聞
き
信
じ
、
仏
陀
た
ち
の
智
慧
の
な
か
で
歩
む
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
の

か
と
い
う
課
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
課
題
に
応
え
る
仏
説
と
し
て
の
〈
無
量
寿
経
〉
の
端
緒
を
開
い
た
の
が
天
親
の
第
二
行
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
第
二
行
の
「
我
、
仏
教
と
相
応
せ
り
」
と
い
う
表
明
は
、
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
造
論
の
意
趣
を
示
す
だ
け
で
は
な

く
、
仏
教
思
想
史
に
「
我
、
仏
教
と
相
応
せ
り
」
と
い
う
確
信
を
実
現
す
る
伝
統
を
形
成
す
る
〈
無
量
寿
経
〉
が
創
出
さ
れ
た
歴
史
的
意

義
を
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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＊
本
論
文
は
、O

tani/ELT
E Joint Sym

posium

「
仏
陀
の
言
葉
と
そ
の
解
釈
」
の
た
め
の
発
表
原
稿
「
我
、
仏
教
に
相
応
せ
り
│
『
大
無
量
寿

経
』
と
「
優
婆
提
舎
」」（
邦
題
）
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
主
要
な
参
考
文
献
】

石
川
琢
道
『
曇
鸞
浄
土
教
形
成
論
：
そ
の
思
想
的
背
景
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
九
年
。

大
竹
晋
「『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
解
題
」（『
新
国
訳
大
藏
経
　
釈
経
論
部
一
八
　
《
法
華
経
論
・
無
量
寿
経
論
　
他
》』
大
蔵
出
版
、
二
〇
一

一
年
。

小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
年
。

深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』
法
蔵
館
、
一
九
八
五
年
。

武
田
龍
精
編
『
曇
鸞
浄
土
教
思
想
の
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
八
年
。

幡
谷
明
『
曇
鸞
教
学
の
研
究
　
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
』
同
朋
舎
、
一
九
八
九
年
。

安
田
理
深
『
願
生
浄
土
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
七
年
。

山
口
益
『
世
親
の
浄
土
論
』
法
蔵
館
、
一
九
六
六
年
。

註

安
田
理
深
『
願
生
浄
土
』
三
一
頁
。

「
説
一
切
有
部
も
中
観
も
瑜
伽
唯
識
も
仏
説
を
正
し
く
聞
く
と
い
う
こ
と
を
根
本
の
課
題
と
し
て
い
た
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
私
も
、
基
本

的
に
こ
の
見
解
に
賛
同
す
る
。
た
だ
こ
の
二
つ
の
学
派
に
加
え
て
、『
無
量
寿
経
』
に
も
と
づ
く
浄
土
仏
教
も
、
ま
た
こ
の
課
題
を
担
っ
た
も
っ
と

も
古
い
伝
統
と
し
て
理
解
し
た
い
。
中
観
学
派
や
瑜
伽
行
学
派
な
ど
の
般
若
経
典
や
瑜
伽
経
典
に
基
づ
く
大
乗
仏
教
の
伝
統
は
、
空
観
や
止
観
な

ど
の
修
行
に
よ
っ
て
教
法
か
ら
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
聞
く
こ
と
を
実
現
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
〈
無
量
寿
経
〉
に
基

づ
く
、
と
く
に
曇
鸞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
他
力
浄
土
教
は
、
凡
夫
の
ま
ま
に
教
法
か
ら
正
し
く
仏
陀
の
言
葉
を
聞
く
主
体
を
阿
弥
陀
仏
の
国
土
に

往
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
伝
統
と
し
て
大
乗
仏
教
思
想
史
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
、

（

）
1

（

）
2
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本
論
文
の
結
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、〈
無
量
寿
経
〉
は
、
決
し
て
死
後
に
ま
で
自
我
の
欲
望
を
延
長
す
る
生
天
思
想
の
延
長
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ

き
で
は
な
い
。

天
親
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
。『
浄
土
論
註
』
所
収
の
『
無
量
寿
経
論
』
の
テ
キ
ス
ト
で
は
撰
号
が
「
婆
薮
般
頭
菩
薩
造
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
浄
土
論
註
』
の
本
文
に
お
い
て
曇
鸞
が
「
天
親
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
し
た
が
う
。

天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
に
お
け
る
往
生
浄
土
思
想
を
「
死
後
往
生
」
と
理
解
す
る
向
き
も
あ
る
（
小
谷
信
千
代
『
世
親
『
浄
土
論
』
の
諸
問

題
』
な
ど
）
が
誤
解
で
あ
る
。
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
に
は
、
命
終
を
契
機
と
す
る
往
生
に
つ
い
て
の
言
説
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。

菩
提
流
支
は
『
金
剛
仙
論
』
に
お
い
て
み
ず
か
ら
が
天
親
の
法
脈
に
連
な
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（「
広
説
〔
中
略
〕
論
主
天
親
既

従
無
障
礙
比
丘
辺
学
得
。
復
尋
此
経
。
凡
有
八
十
偈
。
及
作
長
行
論
釈
。
復
以
此
論
。
転
教
金
剛
仙
論
師
等
。
此
金
剛
仙
。
転
教
無
尽
意
。
無
尽

意
復
転
教
聖
済
。
聖
済
転
教
菩
提
留
支
。
迭
相
転
授
。
以
至
於
今
。
始
二
百
年
許
。
未
曾
断
絶
故
。
言
及
広
説
。」（『
金
剛
仙
論
』
巻
第
十
、
大
正

蔵
二
五
巻
・
八
七
四
頁
）
と
い
う
。『
金
剛
仙
論
』
の
真
偽
に
つ
い
て
は
議
論
も
あ
る
が
、
大
竹
晋
が
複
数
の
中
国
人
に
よ
り
筆
記
・
編
纂
さ
れ
た

菩
提
留
支
の
講
義
録
と
い
う
見
解
を
示
し
て
お
り
（『
金
剛
仙
論
』「
解
題
」『
新
国
訳
大
蔵
経
　
釈
経
論
部
一
一
上
』
二
六
頁
）、
私
も
こ
の
見
解

に
従
い
た
い
。
こ
の
中
に
出
る
「
二
百
年
許
」
と
い
う
年
数
に
は
疑
義
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
天
親
の
法
系
に
属
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の

菩
提
流
支
か
ら
直
接
の
指
導
を
受
け
た
曇
鸞
が
『
無
量
寿
経
論
』
の
主
題
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
私
た
ち
は
翻
訳
者
自
身

か
ら
直
接
の
教
示
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
曇
鸞
の
註
解
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
し
「
無
量
寿
優
婆
提
舎
経
論
」
と
あ
る
。
ち
な
み
に
大
竹
に
よ
る
と
僧
辯
は
『
深
密
解
脱
経
』『
十
地
経
論
』『
勝
思
惟
梵
天
所
問
経
論
』

『
文
殊
師
利
菩
薩
問
菩
提
経
論
』（
伽
耶
山
頂
経
論
）
に
つ
い
て
筆
受
を
努
め
て
い
る
と
い
う
。（
以
上
、
大
竹
「
解
題
」
二
八
八
〜
二
八
九
頁
を

参
照
）。

安
田
理
深
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
偈
を
通
し
て
自
己
解
釈
と
し
て
経
典
が
解
釈
さ
れ
る
。〔
中
略
〕
経
典
を
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
典

の
教
え
に
教
え
ら
れ
た
自
己
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
解
釈
と
し
て
教
法
が
解
明
さ
れ
る
。
言
わ
ば
、
経
典
を
超
え
て
経
言
を
見
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
」（
安
田
理
深
『
正
信
偈
講
義
』
第
二
巻
・
一
四
〇
頁
）
と
的
確
に
言
い
当
て
て
い
る
。

『
無
量
寿
経
論
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
版
本
系
の
テ
キ
ス
ト
と
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
の
う
ち
に
引
用
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
と
は
異
な
り
が
あ

る
。
ち
な
み
に
大
竹
は
曇
鸞
の
引
用
す
る
『
無
量
寿
経
論
』
の
本
文
に
つ
い
て
疑
義
を
呈
し
て
い
る
（
大
竹
「
解
題
」
三
一
四
頁
）。
本
論
文
で
は
、

（

）
3

（

）
4

（

）
5

（

）
6

（

）
7

（

）
8



20

＊
本
論
文
は
、O

tani/ELT
E Joint Sym

posium

「
仏
陀
の
言
葉
と
そ
の
解
釈
」
の
た
め
の
発
表
原
稿
「
我
、
仏
教
に
相
応
せ
り
│
『
大
無
量
寿

経
』
と
「
優
婆
提
舎
」」（
邦
題
）
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
主
要
な
参
考
文
献
】

石
川
琢
道
『
曇
鸞
浄
土
教
形
成
論
：
そ
の
思
想
的
背
景
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
九
年
。

大
竹
晋
「『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
解
題
」（『
新
国
訳
大
藏
経
　
釈
経
論
部
一
八
　
《
法
華
経
論
・
無
量
寿
経
論
　
他
》』
大
蔵
出
版
、
二
〇
一

一
年
。

小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
年
。

深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』
法
蔵
館
、
一
九
八
五
年
。

武
田
龍
精
編
『
曇
鸞
浄
土
教
思
想
の
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
八
年
。

幡
谷
明
『
曇
鸞
教
学
の
研
究
　
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
』
同
朋
舎
、
一
九
八
九
年
。

安
田
理
深
『
願
生
浄
土
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
七
年
。

山
口
益
『
世
親
の
浄
土
論
』
法
蔵
館
、
一
九
六
六
年
。

註

安
田
理
深
『
願
生
浄
土
』
三
一
頁
。

「
説
一
切
有
部
も
中
観
も
瑜
伽
唯
識
も
仏
説
を
正
し
く
聞
く
と
い
う
こ
と
を
根
本
の
課
題
と
し
て
い
た
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
私
も
、
基
本

的
に
こ
の
見
解
に
賛
同
す
る
。
た
だ
こ
の
二
つ
の
学
派
に
加
え
て
、『
無
量
寿
経
』
に
も
と
づ
く
浄
土
仏
教
も
、
ま
た
こ
の
課
題
を
担
っ
た
も
っ
と

も
古
い
伝
統
と
し
て
理
解
し
た
い
。
中
観
学
派
や
瑜
伽
行
学
派
な
ど
の
般
若
経
典
や
瑜
伽
経
典
に
基
づ
く
大
乗
仏
教
の
伝
統
は
、
空
観
や
止
観
な

ど
の
修
行
に
よ
っ
て
教
法
か
ら
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
聞
く
こ
と
を
実
現
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
〈
無
量
寿
経
〉
に
基

づ
く
、
と
く
に
曇
鸞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
他
力
浄
土
教
は
、
凡
夫
の
ま
ま
に
教
法
か
ら
正
し
く
仏
陀
の
言
葉
を
聞
く
主
体
を
阿
弥
陀
仏
の
国
土
に

往
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
伝
統
と
し
て
大
乗
仏
教
思
想
史
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
、

（

）
1

（

）
2
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本
論
文
の
結
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、〈
無
量
寿
経
〉
は
、
決
し
て
死
後
に
ま
で
自
我
の
欲
望
を
延
長
す
る
生
天
思
想
の
延
長
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ

き
で
は
な
い
。

天
親
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
。『
浄
土
論
註
』
所
収
の
『
無
量
寿
経
論
』
の
テ
キ
ス
ト
で
は
撰
号
が
「
婆
薮
般
頭
菩
薩
造
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
浄
土
論
註
』
の
本
文
に
お
い
て
曇
鸞
が
「
天
親
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
し
た
が
う
。

天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
に
お
け
る
往
生
浄
土
思
想
を
「
死
後
往
生
」
と
理
解
す
る
向
き
も
あ
る
（
小
谷
信
千
代
『
世
親
『
浄
土
論
』
の
諸
問

題
』
な
ど
）
が
誤
解
で
あ
る
。
天
親
の
『
無
量
寿
経
論
』
に
は
、
命
終
を
契
機
と
す
る
往
生
に
つ
い
て
の
言
説
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。

菩
提
流
支
は
『
金
剛
仙
論
』
に
お
い
て
み
ず
か
ら
が
天
親
の
法
脈
に
連
な
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（「
広
説
〔
中
略
〕
論
主
天
親
既

従
無
障
礙
比
丘
辺
学
得
。
復
尋
此
経
。
凡
有
八
十
偈
。
及
作
長
行
論
釈
。
復
以
此
論
。
転
教
金
剛
仙
論
師
等
。
此
金
剛
仙
。
転
教
無
尽
意
。
無
尽

意
復
転
教
聖
済
。
聖
済
転
教
菩
提
留
支
。
迭
相
転
授
。
以
至
於
今
。
始
二
百
年
許
。
未
曾
断
絶
故
。
言
及
広
説
。」（『
金
剛
仙
論
』
巻
第
十
、
大
正

蔵
二
五
巻
・
八
七
四
頁
）
と
い
う
。『
金
剛
仙
論
』
の
真
偽
に
つ
い
て
は
議
論
も
あ
る
が
、
大
竹
晋
が
複
数
の
中
国
人
に
よ
り
筆
記
・
編
纂
さ
れ
た

菩
提
留
支
の
講
義
録
と
い
う
見
解
を
示
し
て
お
り
（『
金
剛
仙
論
』「
解
題
」『
新
国
訳
大
蔵
経
　
釈
経
論
部
一
一
上
』
二
六
頁
）、
私
も
こ
の
見
解

に
従
い
た
い
。
こ
の
中
に
出
る
「
二
百
年
許
」
と
い
う
年
数
に
は
疑
義
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
天
親
の
法
系
に
属
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の

菩
提
流
支
か
ら
直
接
の
指
導
を
受
け
た
曇
鸞
が
『
無
量
寿
経
論
』
の
主
題
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
私
た
ち
は
翻
訳
者
自
身

か
ら
直
接
の
教
示
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
曇
鸞
の
註
解
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
し
「
無
量
寿
優
婆
提
舎
経
論
」
と
あ
る
。
ち
な
み
に
大
竹
に
よ
る
と
僧
辯
は
『
深
密
解
脱
経
』『
十
地
経
論
』『
勝
思
惟
梵
天
所
問
経
論
』

『
文
殊
師
利
菩
薩
問
菩
提
経
論
』（
伽
耶
山
頂
経
論
）
に
つ
い
て
筆
受
を
努
め
て
い
る
と
い
う
。（
以
上
、
大
竹
「
解
題
」
二
八
八
〜
二
八
九
頁
を

参
照
）。

安
田
理
深
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
偈
を
通
し
て
自
己
解
釈
と
し
て
経
典
が
解
釈
さ
れ
る
。〔
中
略
〕
経
典
を
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
典

の
教
え
に
教
え
ら
れ
た
自
己
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
解
釈
と
し
て
教
法
が
解
明
さ
れ
る
。
言
わ
ば
、
経
典
を
超
え
て
経
言
を
見
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
」（
安
田
理
深
『
正
信
偈
講
義
』
第
二
巻
・
一
四
〇
頁
）
と
的
確
に
言
い
当
て
て
い
る
。

『
無
量
寿
経
論
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
版
本
系
の
テ
キ
ス
ト
と
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
の
う
ち
に
引
用
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
と
は
異
な
り
が
あ

る
。
ち
な
み
に
大
竹
は
曇
鸞
の
引
用
す
る
『
無
量
寿
経
論
』
の
本
文
に
つ
い
て
疑
義
を
呈
し
て
い
る
（
大
竹
「
解
題
」
三
一
四
頁
）。
本
論
文
で
は
、
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曇
鸞
は
訳
者
で
あ
る
菩
提
流
支
と
面
晤
し
た
と
い
う
伝
承
、
ま
た
菩
提
流
支
訳
に
つ
い
て
も
批
判
的
な
考
察
を
通
し
て
註
釈
す
る
と
い
う
誠
実
な

態
度
な
ど
か
ら
も
、
曇
鸞
が
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
を
信
用
す
る
。
な
ぜ
随
分
と
時
間
が
経
っ
て
か
ら
編
纂
さ
れ
た
大
蔵
経
に
収
録
さ
れ
た
テ
キ
ス

ト
の
方
が
信
頼
で
き
る
の
か
。
以
上
の
理
由
か
ら
本
論
文
で
は
『
無
量
寿
経
論
』
の
引
用
文
を
『
浄
土
論
註
』
所
引
本
に
拠
る
。

迦
才
や
源
信
も
浄
土
教
の
依
拠
経
典
と
し
て
『
無
量
寿
経
論
』
を
挙
げ
て
い
る
が
、
三
部
経
に
対
す
る
一
論
と
い
う
明
確
な
地
位
は
与
え
て
い

な
い
。

小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
』
で
は
、『
無
量
寿
経
論
』
に
は
帰
敬
序
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
天
親
の
宗
論
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
理
解

（
古
く
は
江
戸
教
学
の
講
録
か
ら
、
近
年
で
は
山
口
益
『
世
親
の
浄
土
論
』
な
ど
の
見
解
）
を
批
判
し
て
い
る
が
、
単
に
帰
敬
序
の
み
な
ら
ず
、

偈
全
体
に
「
我
」
が
配
当
さ
れ
る
意
義
に
つ
い
て
は
留
意
し
て
い
な
い
。

菩
提
流
支
が
翻
訳
し
た
天
親
の
著
述
に
つ
い
て
は
、「
優
婆
提
舎
」
の
名
が
付
く
も
の
と
し
て
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
一
巻
の
他
に

『
妙
法
蓮
華
経
優
婆
提
舎
』
二
巻
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
も
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
論
』
三
巻
、『
十
地
経
論
』
十
二
巻
、『
勝
思
惟
梵
天
所
問
経

論
』
四
巻
、『
文
殊
師
利
菩
薩
問
菩
提
経
論
』
二
巻
が
あ
る
。

『
真
聖
全
』
一
・
頁
二
七
七
〜
二
七
八
頁
。

偈
の
要
所
に
四
な
い
し
五
箇
所
（
異
本
）
に
わ
た
り
「
我
」
の
文
字
が
配
置
さ
れ
る
意
義
に
つ
い
て
は
安
田
理
深
が
注
目
し
て
い
る
（『
願
生
浄

土
』
文
栄
堂
な
ど
）。『
無
量
寿
経
論
』
に
世
親
の
帰
敬
序
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
深
励
は
「
釈
宗
論
」（『
浄
土
論
註
講
義
』）
と
し
て
、
山
口
益
は
世

親
の
「
根
本
論
」（『
世
親
の
浄
土
論
』）
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
む
し
ろ
偈
全
体
に
「
我
」
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
世
親
の
信
仰
を

表
白
す
る
論
と
見
な
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
小
谷
と
同
じ
く
大
竹
も
、
他
の
天
親
の
著
述
に
も
帰
敬
序
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
山

口
説
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
小
谷
・
大
竹
は
、
菩
提
流
支
が
『
無
量
寿
経
論
』
に
お
い
て
「
我
」
を
偈
の
要
所
に
配
置
し
て
い
る
こ
と
の
意

義
に
つ
い
て
は
留
意
し
て
い
な
い
。

安
田
理
深
は
「
瑜
伽
の
教
学
に
よ
っ
て
無
量
寿
経
に
説
か
れ
た
と
こ
ろ
の
世
尊
の
教
え
に
相
応
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
か

ら
見
れ
ば
、
浄
土
論
は
瑜
伽
の
論
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
」（『
正
信
偈
講
義
』
題
二
巻
、
一
〇
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

『
続
高
僧
伝
』
義
解
篇
（『
新
国
訳
大
蔵
経
・
中
国
選
述
部
①
─
3
〈
史
伝
部
〉』
一
七
四
頁
）。

ち
な
み
に
親
鸞
は
「
正
信
念
仏
偈
」
や
『
高
僧
和
讃
』
の
中
で
、
菩
提
流
支
が
曇
鸞
に
授
け
た
「
観
経
」（『
続
高
僧
伝
』）
を
「
浄
教
」
と
述
べ
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て
お
り
、
特
定
の
典
籍
で
は
な
く
、
浄
土
の
教
え
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
す
く
な
く
と
も
曇
鸞
の
浄
土
教
理
解
の
根
底
に
『
大
無
量
寿
経
』
が

据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
并
論
』（「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
」「
略
論
安
楽
土
義
」）
と
い
う
著
述
が
『
大
無
量

寿
経
』
に
説
か
れ
る
願
と
願
成
就
文
を
基
軸
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
曇
鸞
の
偈
を
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
に
引
用
し
、
ま
た
「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」（
第
四
十
五
首
、
第
四
十
六
首
）
で
和
讃
し
て

い
る
。

曇
鸞
は
『
無
量
寿
経
論
』
の
冒
頭
の
「
世
尊
」
に
つ
い
て
、
一
応
は
『
無
量
寿
経
』
を
説
い
た
釈
迦
如
来
で
あ
り
、
再
応
は
諸
仏
も
含
む
と
解

釈
し
て
い
る
（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
〜
二
八
二
頁
）。

曇
鸞
は
他
力
の
仏
道
を
「
易
行
道
は
謂
く
、
但
、
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往

生
を
得
。
仏
力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
聚
に
入
る
。
正
定
は
即
ち
是
れ
阿
毘
跋
致
な
り
。
譬
え
ば
水
路
に
船
に
乗
ず
れ
ば
則
ち
楽
し
き
が
如

し
」（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
。
親
鸞
『
教
行
信
証
』
行
巻
引
用
。）
と
定
義
し
て
い
る
。

こ
の
二
首
は
曇
鸞
の
原
文
で
は
結
讃
に
当
た
る
が
、
親
鸞
の
「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
で
は
原
文
と
の
配
列
順
序
が
変
え
ら
れ
て
お
り
、
全
四

十
八
首
中
第
四
十
五
・
四
十
六
首
に
置
か
れ
て
い
る
。

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』（『
真
聖
全
』
一
・
三
六
五
頁
。
親
鸞
『
教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
引
用
）。

曇
鸞
の
註
釈
に
つ
い
て
、
大
竹
・
小
谷
は
、
世
親
の
瑜
伽
教
学
を
理
解
せ
ず
に
龍
樹
と
い
う
異
な
っ
た
伝
統
に
立
っ
て
解
釈
し
た
誤
り
で
し
か

な
い
と
非
難
す
る
（
例
え
ば
大
竹
「
解
題
」
三
〇
〇
頁
）
が
、
む
し
ろ
曇
鸞
は
菩
提
流
支
の
伝
統
を
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て
自
ら
は
龍
樹
の
『
十

住
毘
婆
沙
論
』
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
課
題
（
易
行
道
）
に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
立
場
を
註
釈
の
前
に
明
示
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
曇
鸞
の
教
学

に
対
す
る
誠
実
な
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
た
い
。
曇
鸞
は
、
龍
樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
よ
っ
て
、
菩
薩
が
不
退
転
を
求
め
る
と
き

に
二
種
の
道
、
つ
ま
り
自
力
難
行
道
と
他
力
易
行
道
が
あ
る
こ
と
示
し
た
。
こ
れ
は
曇
鸞
に
よ
る
仏
教
教
判
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
で
あ
っ
た
。
曇

鸞
は
、〈
無
量
寿
経
〉
を
、「
自
力
」
に
よ
る
「
難
行
道
」
を
経
典
で
は
な
く
、「
他
力
」
つ
ま
り
「
如
来
の
本
願
力
」
を
説
く
経
典
、
つ
ま
り
私
た

ち
が
大
乗
菩
薩
道
を
歩
む
と
い
う
課
題
を
仏
力
に
よ
っ
て
実
現
す
る
「
易
行
道
」
を
説
く
経
典
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
か
ら
『
無
量
寿
経

論
』
を
照
ら
し
返
し
て
註
釈
し
た
。

「
復
次
に
、
仏
の
説
き
給
ひ
し
所
の
論
議
経
、
及
び
摩
訶
迦
旃
延
の
解
す
る
所
の
修
多
羅
、
乃
至
像
法
の
凡
夫
が
法
の
如
く
説
く
を
も
、
亦
た
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曇
鸞
は
訳
者
で
あ
る
菩
提
流
支
と
面
晤
し
た
と
い
う
伝
承
、
ま
た
菩
提
流
支
訳
に
つ
い
て
も
批
判
的
な
考
察
を
通
し
て
註
釈
す
る
と
い
う
誠
実
な

態
度
な
ど
か
ら
も
、
曇
鸞
が
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
を
信
用
す
る
。
な
ぜ
随
分
と
時
間
が
経
っ
て
か
ら
編
纂
さ
れ
た
大
蔵
経
に
収
録
さ
れ
た
テ
キ
ス

ト
の
方
が
信
頼
で
き
る
の
か
。
以
上
の
理
由
か
ら
本
論
文
で
は
『
無
量
寿
経
論
』
の
引
用
文
を
『
浄
土
論
註
』
所
引
本
に
拠
る
。

迦
才
や
源
信
も
浄
土
教
の
依
拠
経
典
と
し
て
『
無
量
寿
経
論
』
を
挙
げ
て
い
る
が
、
三
部
経
に
対
す
る
一
論
と
い
う
明
確
な
地
位
は
与
え
て
い

な
い
。

小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
』
で
は
、『
無
量
寿
経
論
』
に
は
帰
敬
序
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
天
親
の
宗
論
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
理
解

（
古
く
は
江
戸
教
学
の
講
録
か
ら
、
近
年
で
は
山
口
益
『
世
親
の
浄
土
論
』
な
ど
の
見
解
）
を
批
判
し
て
い
る
が
、
単
に
帰
敬
序
の
み
な
ら
ず
、

偈
全
体
に
「
我
」
が
配
当
さ
れ
る
意
義
に
つ
い
て
は
留
意
し
て
い
な
い
。

菩
提
流
支
が
翻
訳
し
た
天
親
の
著
述
に
つ
い
て
は
、「
優
婆
提
舎
」
の
名
が
付
く
も
の
と
し
て
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
一
巻
の
他
に

『
妙
法
蓮
華
経
優
婆
提
舎
』
二
巻
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
も
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
論
』
三
巻
、『
十
地
経
論
』
十
二
巻
、『
勝
思
惟
梵
天
所
問
経

論
』
四
巻
、『
文
殊
師
利
菩
薩
問
菩
提
経
論
』
二
巻
が
あ
る
。

『
真
聖
全
』
一
・
頁
二
七
七
〜
二
七
八
頁
。

偈
の
要
所
に
四
な
い
し
五
箇
所
（
異
本
）
に
わ
た
り
「
我
」
の
文
字
が
配
置
さ
れ
る
意
義
に
つ
い
て
は
安
田
理
深
が
注
目
し
て
い
る
（『
願
生
浄

土
』
文
栄
堂
な
ど
）。『
無
量
寿
経
論
』
に
世
親
の
帰
敬
序
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
深
励
は
「
釈
宗
論
」（『
浄
土
論
註
講
義
』）
と
し
て
、
山
口
益
は
世

親
の
「
根
本
論
」（『
世
親
の
浄
土
論
』）
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
む
し
ろ
偈
全
体
に
「
我
」
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
世
親
の
信
仰
を

表
白
す
る
論
と
見
な
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
小
谷
と
同
じ
く
大
竹
も
、
他
の
天
親
の
著
述
に
も
帰
敬
序
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
山

口
説
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
小
谷
・
大
竹
は
、
菩
提
流
支
が
『
無
量
寿
経
論
』
に
お
い
て
「
我
」
を
偈
の
要
所
に
配
置
し
て
い
る
こ
と
の
意

義
に
つ
い
て
は
留
意
し
て
い
な
い
。

安
田
理
深
は
「
瑜
伽
の
教
学
に
よ
っ
て
無
量
寿
経
に
説
か
れ
た
と
こ
ろ
の
世
尊
の
教
え
に
相
応
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
か

ら
見
れ
ば
、
浄
土
論
は
瑜
伽
の
論
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
」（『
正
信
偈
講
義
』
題
二
巻
、
一
〇
八
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

『
続
高
僧
伝
』
義
解
篇
（『
新
国
訳
大
蔵
経
・
中
国
選
述
部
①
─
3
〈
史
伝
部
〉』
一
七
四
頁
）。

ち
な
み
に
親
鸞
は
「
正
信
念
仏
偈
」
や
『
高
僧
和
讃
』
の
中
で
、
菩
提
流
支
が
曇
鸞
に
授
け
た
「
観
経
」（『
続
高
僧
伝
』）
を
「
浄
教
」
と
述
べ
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て
お
り
、
特
定
の
典
籍
で
は
な
く
、
浄
土
の
教
え
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
す
く
な
く
と
も
曇
鸞
の
浄
土
教
理
解
の
根
底
に
『
大
無
量
寿
経
』
が

据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
并
論
』（「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
」「
略
論
安
楽
土
義
」）
と
い
う
著
述
が
『
大
無
量

寿
経
』
に
説
か
れ
る
願
と
願
成
就
文
を
基
軸
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
曇
鸞
の
偈
を
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
に
引
用
し
、
ま
た
「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」（
第
四
十
五
首
、
第
四
十
六
首
）
で
和
讃
し
て

い
る
。

曇
鸞
は
『
無
量
寿
経
論
』
の
冒
頭
の
「
世
尊
」
に
つ
い
て
、
一
応
は
『
無
量
寿
経
』
を
説
い
た
釈
迦
如
来
で
あ
り
、
再
応
は
諸
仏
も
含
む
と
解

釈
し
て
い
る
（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
一
〜
二
八
二
頁
）。

曇
鸞
は
他
力
の
仏
道
を
「
易
行
道
は
謂
く
、
但
、
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往

生
を
得
。
仏
力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
聚
に
入
る
。
正
定
は
即
ち
是
れ
阿
毘
跋
致
な
り
。
譬
え
ば
水
路
に
船
に
乗
ず
れ
ば
則
ち
楽
し
き
が
如

し
」（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
九
頁
。
親
鸞
『
教
行
信
証
』
行
巻
引
用
。）
と
定
義
し
て
い
る
。

こ
の
二
首
は
曇
鸞
の
原
文
で
は
結
讃
に
当
た
る
が
、
親
鸞
の
「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
」
で
は
原
文
と
の
配
列
順
序
が
変
え
ら
れ
て
お
り
、
全
四

十
八
首
中
第
四
十
五
・
四
十
六
首
に
置
か
れ
て
い
る
。

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』（『
真
聖
全
』
一
・
三
六
五
頁
。
親
鸞
『
教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
引
用
）。

曇
鸞
の
註
釈
に
つ
い
て
、
大
竹
・
小
谷
は
、
世
親
の
瑜
伽
教
学
を
理
解
せ
ず
に
龍
樹
と
い
う
異
な
っ
た
伝
統
に
立
っ
て
解
釈
し
た
誤
り
で
し
か

な
い
と
非
難
す
る
（
例
え
ば
大
竹
「
解
題
」
三
〇
〇
頁
）
が
、
む
し
ろ
曇
鸞
は
菩
提
流
支
の
伝
統
を
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て
自
ら
は
龍
樹
の
『
十

住
毘
婆
沙
論
』
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
課
題
（
易
行
道
）
に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
立
場
を
註
釈
の
前
に
明
示
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
曇
鸞
の
教
学

に
対
す
る
誠
実
な
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
た
い
。
曇
鸞
は
、
龍
樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
よ
っ
て
、
菩
薩
が
不
退
転
を
求
め
る
と
き

に
二
種
の
道
、
つ
ま
り
自
力
難
行
道
と
他
力
易
行
道
が
あ
る
こ
と
示
し
た
。
こ
れ
は
曇
鸞
に
よ
る
仏
教
教
判
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
で
あ
っ
た
。
曇

鸞
は
、〈
無
量
寿
経
〉
を
、「
自
力
」
に
よ
る
「
難
行
道
」
を
経
典
で
は
な
く
、「
他
力
」
つ
ま
り
「
如
来
の
本
願
力
」
を
説
く
経
典
、
つ
ま
り
私
た

ち
が
大
乗
菩
薩
道
を
歩
む
と
い
う
課
題
を
仏
力
に
よ
っ
て
実
現
す
る
「
易
行
道
」
を
説
く
経
典
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
か
ら
『
無
量
寿
経

論
』
を
照
ら
し
返
し
て
註
釈
し
た
。

「
復
次
に
、
仏
の
説
き
給
ひ
し
所
の
論
議
経
、
及
び
摩
訶
迦
旃
延
の
解
す
る
所
の
修
多
羅
、
乃
至
像
法
の
凡
夫
が
法
の
如
く
説
く
を
も
、
亦
た
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優
婆
提
舎
と
名
く
」（『
智
度
論
』
三
三
、『
国
訳
一
切
経
』
釈
経
論
部
三
、
四
一
頁
、
大
正
二
五
・
三
〇
八
ｂ
）。
深
励
は
、『
智
度
論
』
二
の
「
何

者
是
仏
法
有
五
種
人
説
。
一
者
仏
自
口
説
。
二
者
仏
弟
子
説
。
三
者
仙
人
説
。
四
者
諸
天
説
。
五
者
化
人
説
。〔
中
略
〕
復
次
如
是
我
聞
。
是
阿
難

等
仏
大
弟
子
輩
説
。
入
仏
法
相
故
名
為
仏
法
。」（
大
正
二
五
・
六
六
ｂ
）
を
合
糅
し
て
引
用
し
た
と
す
る
（『
浄
土
論
註
講
義
』
一
〇
三
頁
）。

水
野
弘
元
は
、「
経
典
を
註
釈
し
た
も
の
を
優
婆
提
舎
と
呼
ん
で
い
る
。
優
婆
提
舎
の
名
は
阿
毘
達
磨
論
の
註
釈
書
に
は
用
い
ら
れ
な
い
ら
し
く
、

〔
中
略
〕
つ
ま
り
優
婆
提
舎
と
は
仏
説
と
し
て
の
経
典
を
註
釈
説
明
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
説
と
し
て
の
阿
含
経
な
ど
の
法
を
註
釈
説
明
し
た

阿
毘
達
磨
論
が
論
義
（upadeśa

）
と
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
」（
水
野
『
仏
教
要
語
の
基
礎
知
識
』
春
秋
社
、
一
九
七
二
年
、
八
五
頁
）

と
し
て
い
る
。
も
し
『
大
無
量
寿
経
』
が
、
教
主
・
釈
尊
に
代
表
さ
れ
る
仏
陀
た
ち
が
法
を
説
く
背
景
を
、
如
来
の
本
願
と
し
て
基
礎
づ
け
る
経

典
で
あ
る
な
ら
ば
、『
大
無
量
寿
経
』
と
は
、
大
乗
の
立
場
か
ら
如
来
の
本
生
を
説
く
「
大
乗
ジ
ャ
ー
タ
カ
」（『
安
田
理
深
集
下
』）
に
し
て
、
か

つ
他
の
大
乗
の
仏
説
を
仏
説
と
し
て
根
拠
づ
け
る
経
典
、
つ
ま
り
大
乗
経
典
を
成
就
す
る
優
婆
提
舎
経
、
大
乗
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
と
い
う
意
味
を
も

つ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
と
い
う
名
に
、
曇
鸞
は
、〈
無
量
寿
経
〉
と
い
う
特
定
の
経
典
に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
の

優
婆
提
舎
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
拡
大
し
て
大
乗
経
典
に
よ
っ
て
仏
法
の
相
に
入
る
こ
と
を
成
就
す
る
た
め
の
優
婆
提
舎
と
い
う
意
義
を
見
出
し

た
の
で
は
な
い
か
。

山
口
益
、
大
竹
晋
、
小
谷
信
千
代
の
他
に
も
、
石
川
琢
道
『
形
成
論
』
七
七
頁
な
ど
。

大
竹
は
、
こ
の
文
を
「
云
何
が
讃
嘆
す
る
。
／
口
業
を
も
て
讃
歎
す
る
な
り
。
彼
の
如
来
の
名
を
、
彼
の
如
来
の
光
明
智
相
の
如
く
称
う
る
な

り
。
彼
の
名
義
の
如
く
、
欲
〔
に
依
り
て
〕
如
実
修
行
に
相
応
す
る
が
故
に
。」
と
訓
む
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
大
竹
晋
『
新
国
訳
一
切

経
』
三
二
四
頁
）。

曇
鸞
は
、『
浄
土
論
註
』
上
で
、「
天
親
菩
薩
、
今
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
言
た
ま
ふ
は
、
即
是
彼
の
如
来
の
名
に
依
る
、
彼
の
如
来
の
光
明
智

相
の
如
く
讃
嘆
す
る
な
り
。
故
に
知
り
ぬ
。
此
の
句
は
讃
嘆
門
な
り
。」（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
三
頁
）
と
、
讃
嘆
門
そ
の
も
の
は
前
半
の
二
句
に

示
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

山
口
益
は
『
釈
軌
論
』
に
よ
っ
てanulom

a

を
想
定
し
「
仏
の
教
法
を
正
し
い
方
向
に
向
け
て
い
こ
う
」
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る

（『
世
親
の
浄
土
論
』
四
五
頁
）。
大
竹
晋
は
『
文
殊
師
利
菩
薩
問
菩
提
経
論
』（
大
正
二
六
・
三
三
二
中
）
に
よ
っ
て
「
加
行
」（prayoga

）
を

想
定
し
て
い
る
（『
新
国
訳
大
蔵
経
　
釈
経
論
部
一
八
』
三
二
四
頁
註
）。
安
田
理
深
は
、「
瑜
伽
」（yoga

）
を
想
定
し
、
さ
ら
に
『
瑜
伽
師
地
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論
』
に
よ
っ
て
、yoga

に
は
、
止
観
と
い
う
狭
い
意
味
と
、
境
行
果
と
い
う
広
い
意
味
が
あ
る
が
、
後
者
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
て
い
る
。
曇
鸞
の

よ
う
に
「
函
蓋
相
応
」
の
意
味
で
と
れ
ばsam

prayukta

も
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

『
大
無
量
寿
経
』
の
い
わ
ゆ
る
三
毒
五
悪
段
に
「
言
行
忠
信
表
裏
相
応
」（『
真
聖
全
』
一
・
三
四
頁
）「
綱
紀
羅
網
上
下
相
応
」（
同
前
四
一

頁
）
と
あ
る
が
、
仏
教
と
相
応
す
る
と
い
う
意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

『
真
聖
全
』
一
・
二
八
三
頁
。

『
智
度
論
』
三
六
、
第
三
習
相
応
品
、『
国
訳
一
切
経
』
釈
経
論
部
三
、
九
三
七
頁
。

前
註
を
参
照
。

前
註
を
参
照
。

親
鸞
は
、
こ
の
一
文
の
「
名
号
」
を
「
称
名
」
と
言
い
換
え
る
（
行
巻
『
定
本
教
行
信
証
』
二
三
頁
）
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
如
来
の
名
に

称
う
と
い
う
課
題
が
一
層
明
瞭
に
な
る
。

道
綽
は
『
安
楽
集
』
第
二
大
門
の
結
び
に
曇
鸞
の
三
不
信
の
文
を
引
用
し
、
さ
ら
に
曇
鸞
の
原
文
に
は
な
い
「
此
の
三
心
を
具
し
て
若
し
生
ま

れ
ず
ば
、
是
の
処
有
る
こ
と
無
し
」（『
真
聖
全
』
一
・
四
〇
三
頁
）
と
い
う
一
文
を
加
え
て
い
る
。
親
鸞
は
こ
の
道
綽
の
仕
事
を
「
三
不
三
信
の

誨
、
慇
懃
に
し
て
」（『
教
行
信
証
』
行
巻
、「
正
信
偈
」『
真
典
全
』
二
・
宗
祖
篇
上
、
六
三
頁
）
と
讃
え
て
い
る
。
道
綽
に
よ
っ
て
曇
鸞
で
は

「
不
相
応
」
の
「
三
不
信
」
と
い
う
消
極
的
な
表
現
に
あ
わ
せ
て
、「
相
応
」
の
た
め
の
積
極
的
原
理
が
、『
仏
説
無
量
寿
観
経
』
に
基
づ
い
て
、

「
具
此
三
心
」
と
表
現
さ
れ
た
。

原
文
は
カ
タ
カ
ナ
。
親
鸞
『
高
僧
和
讃
』
曇
鸞
讃
、（『
真
典
全
』
二
・
宗
祖
篇
上
、
四
三
〇
頁
）。

ち
な
み
に
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
十
字
の
名
号
が
記
さ
れ
た
名
号
本
尊
の
銘
に
も
『
大
無
量
寿
経
』
の
文
と
あ
わ
せ
て
、
こ
の

第
二
行
を
含
む
一
連
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
直
接
の
引
用
で
は
な
い
が
、「
正
信
偈
」『
入
出
二
門
偈
』
な
ど
に
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。

〈
無
量
寿
経
〉
に
も
と
づ
い
た
浄
土
教
の
伝
統
、
親
鸞
が
浄
土
真
宗
と
名
づ
け
た
仏
教
の
伝
統
は
、
通
俗
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、

諸
仏
の
一
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
浄
仏
国
土
の
物
語
で
も
な
く
、
ま
た
死
後
に
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
て
、
死
者
た
ち
と
再
会
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
仏
教
の
伝
統
で
は
な
い
、
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
聞
く
こ
と
を
凡
夫
に
実
現
す
る
た
め
の
教
法
の
伝
統
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
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優
婆
提
舎
と
名
く
」（『
智
度
論
』
三
三
、『
国
訳
一
切
経
』
釈
経
論
部
三
、
四
一
頁
、
大
正
二
五
・
三
〇
八
ｂ
）。
深
励
は
、『
智
度
論
』
二
の
「
何

者
是
仏
法
有
五
種
人
説
。
一
者
仏
自
口
説
。
二
者
仏
弟
子
説
。
三
者
仙
人
説
。
四
者
諸
天
説
。
五
者
化
人
説
。〔
中
略
〕
復
次
如
是
我
聞
。
是
阿
難

等
仏
大
弟
子
輩
説
。
入
仏
法
相
故
名
為
仏
法
。」（
大
正
二
五
・
六
六
ｂ
）
を
合
糅
し
て
引
用
し
た
と
す
る
（『
浄
土
論
註
講
義
』
一
〇
三
頁
）。

水
野
弘
元
は
、「
経
典
を
註
釈
し
た
も
の
を
優
婆
提
舎
と
呼
ん
で
い
る
。
優
婆
提
舎
の
名
は
阿
毘
達
磨
論
の
註
釈
書
に
は
用
い
ら
れ
な
い
ら
し
く
、

〔
中
略
〕
つ
ま
り
優
婆
提
舎
と
は
仏
説
と
し
て
の
経
典
を
註
釈
説
明
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
説
と
し
て
の
阿
含
経
な
ど
の
法
を
註
釈
説
明
し
た

阿
毘
達
磨
論
が
論
義
（upadeśa

）
と
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
」（
水
野
『
仏
教
要
語
の
基
礎
知
識
』
春
秋
社
、
一
九
七
二
年
、
八
五
頁
）

と
し
て
い
る
。
も
し
『
大
無
量
寿
経
』
が
、
教
主
・
釈
尊
に
代
表
さ
れ
る
仏
陀
た
ち
が
法
を
説
く
背
景
を
、
如
来
の
本
願
と
し
て
基
礎
づ
け
る
経

典
で
あ
る
な
ら
ば
、『
大
無
量
寿
経
』
と
は
、
大
乗
の
立
場
か
ら
如
来
の
本
生
を
説
く
「
大
乗
ジ
ャ
ー
タ
カ
」（『
安
田
理
深
集
下
』）
に
し
て
、
か

つ
他
の
大
乗
の
仏
説
を
仏
説
と
し
て
根
拠
づ
け
る
経
典
、
つ
ま
り
大
乗
経
典
を
成
就
す
る
優
婆
提
舎
経
、
大
乗
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
と
い
う
意
味
を
も

つ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
と
い
う
名
に
、
曇
鸞
は
、〈
無
量
寿
経
〉
と
い
う
特
定
の
経
典
に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
の

優
婆
提
舎
に
止
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
拡
大
し
て
大
乗
経
典
に
よ
っ
て
仏
法
の
相
に
入
る
こ
と
を
成
就
す
る
た
め
の
優
婆
提
舎
と
い
う
意
義
を
見
出
し

た
の
で
は
な
い
か
。

山
口
益
、
大
竹
晋
、
小
谷
信
千
代
の
他
に
も
、
石
川
琢
道
『
形
成
論
』
七
七
頁
な
ど
。

大
竹
は
、
こ
の
文
を
「
云
何
が
讃
嘆
す
る
。
／
口
業
を
も
て
讃
歎
す
る
な
り
。
彼
の
如
来
の
名
を
、
彼
の
如
来
の
光
明
智
相
の
如
く
称
う
る
な

り
。
彼
の
名
義
の
如
く
、
欲
〔
に
依
り
て
〕
如
実
修
行
に
相
応
す
る
が
故
に
。」
と
訓
む
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
大
竹
晋
『
新
国
訳
一
切

経
』
三
二
四
頁
）。

曇
鸞
は
、『
浄
土
論
註
』
上
で
、「
天
親
菩
薩
、
今
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
言
た
ま
ふ
は
、
即
是
彼
の
如
来
の
名
に
依
る
、
彼
の
如
来
の
光
明
智

相
の
如
く
讃
嘆
す
る
な
り
。
故
に
知
り
ぬ
。
此
の
句
は
讃
嘆
門
な
り
。」（『
真
聖
全
』
一
・
二
八
三
頁
）
と
、
讃
嘆
門
そ
の
も
の
は
前
半
の
二
句
に

示
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

山
口
益
は
『
釈
軌
論
』
に
よ
っ
てanulom

a

を
想
定
し
「
仏
の
教
法
を
正
し
い
方
向
に
向
け
て
い
こ
う
」
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る

（『
世
親
の
浄
土
論
』
四
五
頁
）。
大
竹
晋
は
『
文
殊
師
利
菩
薩
問
菩
提
経
論
』（
大
正
二
六
・
三
三
二
中
）
に
よ
っ
て
「
加
行
」（prayoga

）
を

想
定
し
て
い
る
（『
新
国
訳
大
蔵
経
　
釈
経
論
部
一
八
』
三
二
四
頁
註
）。
安
田
理
深
は
、「
瑜
伽
」（yoga

）
を
想
定
し
、
さ
ら
に
『
瑜
伽
師
地
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（
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論
』
に
よ
っ
て
、yoga

に
は
、
止
観
と
い
う
狭
い
意
味
と
、
境
行
果
と
い
う
広
い
意
味
が
あ
る
が
、
後
者
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
て
い
る
。
曇
鸞
の

よ
う
に
「
函
蓋
相
応
」
の
意
味
で
と
れ
ばsam

prayukta

も
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

『
大
無
量
寿
経
』
の
い
わ
ゆ
る
三
毒
五
悪
段
に
「
言
行
忠
信
表
裏
相
応
」（『
真
聖
全
』
一
・
三
四
頁
）「
綱
紀
羅
網
上
下
相
応
」（
同
前
四
一

頁
）
と
あ
る
が
、
仏
教
と
相
応
す
る
と
い
う
意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

『
真
聖
全
』
一
・
二
八
三
頁
。

『
智
度
論
』
三
六
、
第
三
習
相
応
品
、『
国
訳
一
切
経
』
釈
経
論
部
三
、
九
三
七
頁
。

前
註
を
参
照
。

前
註
を
参
照
。

親
鸞
は
、
こ
の
一
文
の
「
名
号
」
を
「
称
名
」
と
言
い
換
え
る
（
行
巻
『
定
本
教
行
信
証
』
二
三
頁
）
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
如
来
の
名
に

称
う
と
い
う
課
題
が
一
層
明
瞭
に
な
る
。

道
綽
は
『
安
楽
集
』
第
二
大
門
の
結
び
に
曇
鸞
の
三
不
信
の
文
を
引
用
し
、
さ
ら
に
曇
鸞
の
原
文
に
は
な
い
「
此
の
三
心
を
具
し
て
若
し
生
ま

れ
ず
ば
、
是
の
処
有
る
こ
と
無
し
」（『
真
聖
全
』
一
・
四
〇
三
頁
）
と
い
う
一
文
を
加
え
て
い
る
。
親
鸞
は
こ
の
道
綽
の
仕
事
を
「
三
不
三
信
の

誨
、
慇
懃
に
し
て
」（『
教
行
信
証
』
行
巻
、「
正
信
偈
」『
真
典
全
』
二
・
宗
祖
篇
上
、
六
三
頁
）
と
讃
え
て
い
る
。
道
綽
に
よ
っ
て
曇
鸞
で
は

「
不
相
応
」
の
「
三
不
信
」
と
い
う
消
極
的
な
表
現
に
あ
わ
せ
て
、「
相
応
」
の
た
め
の
積
極
的
原
理
が
、『
仏
説
無
量
寿
観
経
』
に
基
づ
い
て
、

「
具
此
三
心
」
と
表
現
さ
れ
た
。

原
文
は
カ
タ
カ
ナ
。
親
鸞
『
高
僧
和
讃
』
曇
鸞
讃
、（『
真
典
全
』
二
・
宗
祖
篇
上
、
四
三
〇
頁
）。

ち
な
み
に
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
十
字
の
名
号
が
記
さ
れ
た
名
号
本
尊
の
銘
に
も
『
大
無
量
寿
経
』
の
文
と
あ
わ
せ
て
、
こ
の

第
二
行
を
含
む
一
連
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
直
接
の
引
用
で
は
な
い
が
、「
正
信
偈
」『
入
出
二
門
偈
』
な
ど
に
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。

〈
無
量
寿
経
〉
に
も
と
づ
い
た
浄
土
教
の
伝
統
、
親
鸞
が
浄
土
真
宗
と
名
づ
け
た
仏
教
の
伝
統
は
、
通
俗
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、

諸
仏
の
一
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
浄
仏
国
土
の
物
語
で
も
な
く
、
ま
た
死
後
に
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
生
ま
れ
て
、
死
者
た
ち
と
再
会
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
仏
教
の
伝
統
で
は
な
い
、
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
聞
く
こ
と
を
凡
夫
に
実
現
す
る
た
め
の
教
法
の
伝
統
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
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こ
の
凡
夫
が
仏
陀
の
言
葉
を
正
し
く
聞
く
と
い
う
課
題
は
、
源
空
の
「
凡
夫
が
報
土
に
生
ず
」
と
い
う
問
題
と
呼
応
し
て
い
る
と
思
う
。

天
親
に
よ
る
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
と
い
う
事
業
が
な
け
れ
ば
、『
無
量
寿
経
』
が
私
た
ち
に
「
願
生
」
に
よ
っ
て
「
我
、
仏
教
と
相
応
せ

り
」
と
い
う
自
覚
を
実
現
す
る
教
え
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
曇
鸞
に
よ
る
『
無
量
寿
経
論
』
の
註
解
が
な
け
れ
ば
、〈
無
量
寿
経
〉
が
仏
の
本
願
力
（
他
力
易
行
道
）
を
主
題
と
す
る
と
い
う
理
解
は
成
立
し

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
他
力
の
仏
道
に
お
い
て
は
、
如
来
の
呼
び
か
け
を
表
現
す
る
讃
嘆
門
と
し
て
の
「
称
名
」
こ
そ
が
「
相
応
」
の
本
質

で
あ
る
信
心
を
私
た
ち
に
実
現
す
る
行
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
親
鸞
の
『
無
量
寿
経
論
』『
浄
土
論
註
』
の
第
二
行
に
対
す
る
註
釈
へ
の
注
目
が
な
け
れ
ば
、
凡
夫
が
仏
陀
た
ち
の
言
葉
を
正
し
く
聞
信
し
、
大

乗
の
仏
道
を
歩
む
た
め
の
真
実
教
と
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（

）
39

（

）
40

27

序
　
論

　
　
│
日
記
『
臘
扇
記
』
と
そ
の
倫
理
性
│

　
清
沢
満
之
（
以
下
、
清
沢
）
に
は
『
臘
扇
記
』
と
い
う
日
記
が

あ
る
。
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
八
月
十
五
日
か
ら
翌
年
一

月
二
十
五
日
ま
で
の
連
続
し
た
思
索
と
、
二
月
二
十
五
日
「
偶
坐

案
定
」
及
び
「
四
月
五
日
記
」
か
ら
な
る
三
十
六
歳
当
時
の
日
記

で
あ
る
。
そ
の
日
記
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
人
、
エ
ピ
ク
テ
ト

ス
の
言
葉
が
多
く
書
き
写
さ
れ
、
ま
た
そ
の
言
葉
を
通
し
た
思
索

が
記
さ
れ
て
い
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
の
書
を
読
む
こ
と
は
清
沢
に

と
っ
て
大
な
る
「
読
書
の
恵
み
」
で
あ
っ
た
。

　
清
沢
は
結
核
に
よ
る
喀
血
の
な
か
で
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、

死
を
恐
れ
、
生
き
て
い
く
こ
と
へ
苦
悩
す
る
。
後
に
『
当
用
日

記
』
の
な
か
で
清
沢
は
当
時
の
周
辺
の
事
情
を
「
人
事
の
興
廃
」、

「
人
情
の
煩
累
」
と
表
し
、
端
的
に
苦
悩
の
内
容
と
し
て
述
べ
て

い
る
。
死
と
は
何
な
の
か
、
生
と
は
何
な
の
か
、
恐
れ
と
は
何
な

の
か
、
そ
し
て
自
分
自
身
は
何
も
の
な
の
か
、
そ
の
思
い
が
切
実

な
ら
ば
切
実
な
ほ
ど
に
、
自
分
自
身
の
な
か
に
問
い
と
、
そ
れ
を

探
ろ
う
と
す
る
欲
い
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。
か
り
に
そ
れ
を
求

道
心
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
『
臘
扇
記
』

は
、
た
ん
に
毎
日
の
行
事
の
み
記
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

日
々
懐
に
抱
き
続
け
た
求
道
心
の
思
索
と
一
筋
の
関
心
で
貫
か
れ

た
思
想
書
な
の
で
あ
る
。

　
彼
の
日
記
『
臘
扇
記
』
と
は
い
か
な
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

の
か
。
そ
こ
で
思
索
さ
れ
た
信
念
の
内
容
は
、
死
生
の
宗
教
的
な

決
着
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
彼
の
「
死
生
観
」
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
資
料
で
あ
る
。

　
そ
の
日
記
で
告
白
さ
れ
た
清
沢
の
信
念
は
、
何
を
問
題
と
し
て

（

）
1

（

）
2

清
沢
満
之
『
臘
扇
記
』
と
エ
ピ
ク
テ
ト
ス川

　
　
　
口
　
　
　
　
淳


