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根
拠
と
い
う
も
の
に
還
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
根
源
と
い
う
も
の
に
。
そ
う
い
う
も
の
が
か
え
っ
て
知
る
と
い
う
こ
と
を
成
り
立
た
せ
て

お
る
ね
。
根
源
で
あ
る
も
の
が
か
え
っ
て
根
源
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
。
根
源
は
根
拠
で
あ
る
。
そ
う
言
わ
な
き
ゃ
な

ら
ん
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
そ
こ
ま
で
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

（
本
稿
は
、
一
九
六
三
年
十
一
月
三
十
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「
願
生
論
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部
）
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今
号
か
ら
、
大
谷
大
学
開
放
セ
ミ
ナ
ー
「
大
乗
の
歩
み
」
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
を
掲
載
し
ま
す
。
も
と
も
と
は
、
七

高
僧
の
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
と
思
想
に
つ
い
て
、
真
宗
学
科
、
仏
教
学
科
、
歴
史
学
科
の
教
員
が
二
回
ず
つ
担
当
し
た
一
般

向
け
の
開
放
講
座
で
、
全
部
で
四
十
二
回
に
わ
た
り
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
真
宗
学
科
教
員
の
講
座
十
四
回
分
を
活
字
化
し

て
い
き
ま
す
。 

編
集
部

は
じ
め
に

　
こ
れ
か
ら
二
回
に
わ
た
っ
て
、
イ
ン
ド
の
龍
樹
菩
薩
に
つ
い
て
、
特
に
親
鸞
の
眼
を
通
し
て
と
い
う
内
容
で
講
義
し
て
ま
い
り
ま
す
。

親
鸞
の
浄
土
真
宗
の
思
想
の
な
か
で
、
龍
樹
の
仏
教
思
想
が
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
絞
っ
て
お

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
大
学
の
連
続
講
座
企
画
で
す
が
、
今
回
私
の
よ
う
に
親
鸞
思
想
を
専
門
と
す
る
者
が
登
場
す
る
の
は
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

大
乗
仏
教
の
歩
み
│
│
親
鸞
の
眼
を
通
し
て
│
│

龍
樹
①
　
　
二
〇
〇
八
年
三
月
一
二
日

木
　
　
越
　
　
　
　
　
康
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そ
こ
で
は
じ
め
に
、
今
回
の
大
谷
大
学
の
公
開
講
座
全
体
の
狙
い
に
つ
い
て
、
お
話
し
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
き
な
タ
イ
ト
ル

は
「
大
乗
仏
教
の
歩
み
│
親
鸞
の
眼
を
通
し
て
ー
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
私
の
テ
ー
マ
が
「
親
鸞
と
龍
樹
」
で
す
。

　
「
大
乗
仏
教
」
は
、
も
ち
ろ
ん
イ
ン
ド
の
仏
陀
か
ら
は
じ
ま
る
長
い
伝
統
を
持
ち
ま
す
が
、
そ
の
歩
み
が
日
本
の
親
鸞
に
ま
で
至
り
届

い
た
流
れ
を
大
き
く
確
認
し
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
、
今
回
の
大
学
側
の
企
画
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
視
点
の
中
心
に
置
か
れ
ま
す
の

が
「
親
鸞
」
と
い
う
人
物
で
す
の
で
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
「
龍
樹
・
天
親
・
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
・
源
信
・
源
空
」
と
い
う
七
人
の

仏
教
者
と
、
そ
し
て
聖
徳
太
子
で
す
。
私
の
担
当
は
、
そ
の
は
じ
め
の
龍
樹
で
す
。
今
日
は
ス
タ
ー
ト
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ま
ず
は
親
鸞
と
七
人
の
高
僧
の
関
係
か
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
に
、
龍
樹
と
親
鸞
思
想
に
つ
い
て
考
え

て
い
き
ま
す
。

　
今
日
が
ス
タ
ー
ト
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
言
わ
ば
龍
樹
シ
リ
ー
ズ
で
は
前
回
、
前
々
回
と
、
他
の
教
員
が
す
で
に
講
義
を
行
っ
た
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
連
続
講
義
で
は
、
一
番
初
め
に
対
象
と
な
る
人
物
、
本
日
は
龍
樹
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
生
涯
と
仏
教
思
想
上
の

業
績
に
関
し
て
の
講
義
が
な
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
主
に
史
学
や
仏
教
学
を
専
門
と
す
る
教
員
が
担
当
し
ま
す
。
計
画
で
は
各
祖
師
に
つ
い

て
の
シ
リ
ー
ズ
が
は
じ
ま
る
最
初
に
歴
史
を
専
門
と
す
る
教
員
が
登
場
し
、
主
に
そ
の
人
物
の
生
涯
や
基
本
的
な
業
績
に
つ
い
て
講
義
し

ま
す
。
そ
し
て
二
番
目
に
は
仏
教
学
を
専
門
と
す
る
教
員
が
登
場
し
、
対
象
と
な
る
高
僧
が
明
ら
か
に
し
た
仏
教
思
想
と
そ
の
歴
史
的
な

意
義
に
つ
い
て
講
義
し
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
真
宗
学
を
専
門
と
す
る
教
員
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
は
冒
頭
に
も
触
れ
ま
し
た
よ
う

に
、
先
立
つ
講
義
を
受
け
て
、
特
に
親
鸞
が
そ
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
、
そ
こ
か
ら
浄
土
真
宗
を
ど
う
開
い
て
い
っ
た
の
か
を
確

か
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
一
応
の
目
論
見
は
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
今
回
の
龍
樹
に
関
し
て
も
、
前
回
前
々
回
と
、
歴
史
的
立
場
や
イ
ン
ド
仏
教
を
専
門
と
す
る
立
場
か
ら
生
涯
と
思
想
に
つ
い
て
の
講

義
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
今
回
は
そ
の
内
容
を
継
承
し
て
、
親
鸞
思
想
を
専
門
に
研
究
す
る
も
の
の
立
場
か
ら
龍
樹
菩
薩
の
思
想
に
つ
い

て
確
か
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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非
常
に
長
い
ス
パ
ン
の
企
画
で
あ
り
、
そ
の
間
多
く
の
先
生
方
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
皆
さ
ん
も
そ
れ
ぞ
れ
の
講

義
の
主
眼
に
注
意
し
な
が
ら
、
し
か
し
ゆ
っ
た
り
と
学
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
親
鸞
の
視
点
か
ら
は
は
じ
め
て
で
す

の
で
、
親
鸞
と
七
高
僧
の
関
係
か
ら
確
認
し
ま
す
。
一
般
の
方
々
が
多
く
お
ら
れ
る
大
学
の
講
座
で
す
の
で
、「
聖
人
」
や
「
さ
ま
」
と

い
う
よ
う
な
敬
称
は
、
た
い
へ
ん
恐
縮
で
す
が
基
本
的
に
は
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
講
義
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

師 

資 

相 

承

　
親
鸞
は
、
一
一
七
三
年
の
お
生
ま
れ
だ
と
さ
れ
ま
す
。「
浄
土
真
宗
の
開
祖
」
と
仰
が
れ
ま
す
が
、
親
鸞
自
身
は
自
分
を
そ
の
よ
う
に

考
え
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
直
接
的
に
浄
土
真
宗
を
開
か
れ
た
の
は
、
面
授
の
師
で
あ
る
法
然
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
加
え
て
六
人

の
高
僧
が
、
特
に
大
切
な
先
輩
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
法
然
を
加
え
て
七
高
僧
と
通
常
は
呼
ば
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
国
と
時
代
に

あ
っ
て
、
親
鸞
を
導
い
た
師
と
し
て
仰
が
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
か
ら
は
龍
樹
と
天
親
、
中
国
か
ら
は
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
そ
し
て
日

本
で
は
源
信
と
源
空
で
す
。
直
接
会
っ
て
指
導
を
受
け
た
の
は
最
後
の
法
然
だ
け
で
す
が
、
親
鸞
は
生
涯
こ
の
七
人
の
高
僧
方
を
浄
土
真

宗
の
祖
と
し
て
仰
い
で
お
ら
れ
ま
す
。
イ
ン
ド
か
ら
中
国
そ
し
て
日
本
と
、
実
に
多
く
の
高
僧
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
な
ぜ
こ
の
七
人
が

特
に
選
ば
れ
て
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
す
ね
。

　
こ
れ
は
基
本
的
に
は
「
師
資
相
承
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
法
が
正
し
く
受
け
伝
え
ら
れ
て
い
く
、
伝
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
表

し
て
い
ま
す
。
教
え
が
間
違
い
な
く
受
け
伝
え
ら
れ
て
い
く
、
そ
の
伝
統
で
す
。
親
鸞
の
場
合
に
は
、
龍
樹
、
天
親
、
曇
鸞
、
そ
し
て
道

綽
、
善
導
、
源
信
、
源
空
と
相
承
さ
れ
、
自
分
の
も
と
ま
で
伝
わ
っ
て
き
た
ん
だ
と
了
解
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
師
資
相
承
に
つ
い
て

七
人
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
が
浄
土
真
宗
へ
の
伝
統
と
な
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
思
想
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
し
か
し
こ
こ
で
少
し
注
意
し
た
い
の
が
、
こ
う
い
う
浄
土
真
宗
へ
の
教
え
の
伝
統
を
初
め
に
表
明
し
た
の
は
、
親
鸞
の
師
で
あ

る
法
然
だ
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
は
あ
り
ま
す
。
し
か
も
ち
ょ
っ
と
親
鸞
と
は
違
う
形
で
表
現
し
て
い
ま
す
。
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に
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の
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今
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、
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。

79

　
非
常
に
長
い
ス
パ
ン
の
企
画
で
あ
り
、
そ
の
間
多
く
の
先
生
方
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
皆
さ
ん
も
そ
れ
ぞ
れ
の
講

義
の
主
眼
に
注
意
し
な
が
ら
、
し
か
し
ゆ
っ
た
り
と
学
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
親
鸞
の
視
点
か
ら
は
は
じ
め
て
で
す

の
で
、
親
鸞
と
七
高
僧
の
関
係
か
ら
確
認
し
ま
す
。
一
般
の
方
々
が
多
く
お
ら
れ
る
大
学
の
講
座
で
す
の
で
、「
聖
人
」
や
「
さ
ま
」
と

い
う
よ
う
な
敬
称
は
、
た
い
へ
ん
恐
縮
で
す
が
基
本
的
に
は
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
講
義
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

師 

資 

相 

承

　
親
鸞
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っ
て
指
導
を
受
け
た
の
は
最
後
の
法
然
だ
け
で
す
が
、
親
鸞
は
生
涯
こ
の
七
人
の
高
僧
方
を
浄
土
真

宗
の
祖
と
し
て
仰
い
で
お
ら
れ
ま
す
。
イ
ン
ド
か
ら
中
国
そ
し
て
日
本
と
、
実
に
多
く
の
高
僧
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
な
ぜ
こ
の
七
人
が

特
に
選
ば
れ
て
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
す
ね
。

　
こ
れ
は
基
本
的
に
は
「
師
資
相
承
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
法
が
正
し
く
受
け
伝
え
ら
れ
て
い
く
、
伝
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
表

し
て
い
ま
す
。
教
え
が
間
違
い
な
く
受
け
伝
え
ら
れ
て
い
く
、
そ
の
伝
統
で
す
。
親
鸞
の
場
合
に
は
、
龍
樹
、
天
親
、
曇
鸞
、
そ
し
て
道

綽
、
善
導
、
源
信
、
源
空
と
相
承
さ
れ
、
自
分
の
も
と
ま
で
伝
わ
っ
て
き
た
ん
だ
と
了
解
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
師
資
相
承
に
つ
い
て

七
人
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
が
浄
土
真
宗
へ
の
伝
統
と
な
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
思
想
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。
し
か
し
こ
こ
で
少
し
注
意
し
た
い
の
が
、
こ
う
い
う
浄
土
真
宗
へ
の
教
え
の
伝
統
を
初
め
に
表
明
し
た
の
は
、
親
鸞
の
師
で
あ

る
法
然
だ
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
は
あ
り
ま
す
。
し
か
も
ち
ょ
っ
と
親
鸞
と
は
違
う
形
で
表
現
し
て
い
ま
す
。
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資
料
に
挙
げ
て
お
り
ま
す
の
が
、
法
然
が
書
い
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
で
す
。
こ
の
書
物
の
中
に
、
こ
の
浄
土
教
、
浄
土
宗
の
師
資

相
承
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

聖
道
家
の
血
脈
の
ご
と
く
、
浄
土
宗
に
も
ま
た
血
脈
あ
り
。
た
だ
し
、
浄
土
の
一
宗
に
お
い
て
諸
家
ま
た
不
同
な
り
。
い
わ
ゆ
る
廬

山
の
慧
遠
法
師
・
慈
愍
三
蔵
・
道
綽
・
善
導
等
こ
れ
な
り
。
今
は
し
ば
ら
く
、
道
綽
・
善
導
の
一
家
に
よ
っ
て
、
師
資
相
承
の
血
脈

を
論
ず
る
も
の
な
り
。
こ
れ
に
ま
た
両
説
あ
り
、
一
に
は
、
菩
提
流
支
三
蔵
・
慧
寵
法
師
・
道
場
法
師
・
曇
鸞
法
師
・
大
海
禅
師
・

法
上
法
師
。
二
に
は
、
菩
提
流
支
三
蔵
・
曇
鸞
法
師
・
道
綽
禅
師
・
善
導
禅
師
・
懐
感
法
師
・
少
康
法
師
な
り
。 

 

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
九
三
三
│
四
頁
）

　
「
聖
道
家
の
血
脈
ご
と
く
、
浄
土
宗
に
も
ま
た
血
脈
あ
り
」
と
記
さ
れ
ま
す
。「
血
脈
」
と
は
、
法
脈
の
こ
と
で
す
ね
。
血
〈
ち
〉
と

書
き
ま
す
が
、
血
筋
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
法
の
伝
承
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
が
正
し
く
伝
え
ら
れ
る
伝
統
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

「
浄
土
宗
に
も
ま
た
血
脈
あ
り
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
次
に
「
た
だ
し
、
浄
土
の
一
宗
に
お
い
て
諸
家
ま
た
不
同
な
り
」
と
あ
り
ま

す
。
浄
土
宗
に
ま
で
到
る
伝
統
に
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
の
だ
と
言
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
「
廬
山
の
慧
遠
法
師
・
慈
愍
三
蔵
・
道
綽
・
善
導
等
こ
れ
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
浄
土
教
の
伝
統
に
つ
い
て
、
三
つ

の
大
き
な
流
れ
を
ま
ず
法
然
は
押
さ
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
一
つ
め
が
慧
遠
を
始
ま
り
と
す
る
伝
統
で
す
。
二
つ
め
が
慈
愍
三
蔵
を

始
ま
り
と
す
る
伝
統
で
す
。
そ
し
て
三
つ
め
が
道
綽
や
善
導
と
い
う
方
々
を
始
ま
り
と
す
る
浄
土
教
思
想
の
伝
統
で
す
。
こ
れ
ら
三
つ
の

流
れ
を
、
ま
ず
法
然
は
押
さ
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
法
然
の
浄
土
教
思
想
、
法
然
浄
土
宗
は
、
こ
の
う
ち
の
一
つ
の
伝
統
に
立
つ
も
の
で

す
ね
。
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
明
い
た
し
ま
す
。「
今
は
し
ば
ら
く
、
道
綽
・
善
導
の
一
家
に
よ
っ
て
、
師
資
相
承
の
血
脈
を
論
ず
る
も

の
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
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法
然
が
継
承
し
て
い
る
浄
土
教
の
流
れ
は
三
つ
の
流
れ
の
う
ち
の
道
綽
・
善
導
系
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
こ
の

道
綽
・
善
導
系
の
流
れ
に
も
ま
た
、
さ
ら
に
二
つ
の
理
解
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
流
れ
は
「
菩
提
流
支
三
蔵
・
慧
寵
法
師
・
道
場
法
師
・

曇
鸞
法
師
・
大
海
禅
師
・
法
上
法
師
」
で
あ
り
、
今
一
つ
は
「
菩
提
流
支
三
蔵
・
曇
鸞
法
師
・
道
綽
禅
師
・
善
導
禅
師
・
懐
感
法
師
・
少

康
法
師
な
り
」
で
す
。
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
人
の
名
前
が
で
て
き
て
た
い
へ
ん
で
す
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
二
つ
の
浄
土
教
の
伝

統
を
、
法
然
は
『
選
択
集
』
に
明
記
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
詳
細
は
お
そ
ら
く
法
然
の
講
義
時
に
、
担
当
か
ら
お
話
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、

法
然
浄
土
教
の
伝
承
観
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
法
然
と
い
う
方
は
、
仏
教
史
の
中
で
た
い
へ
ん
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お

り
ま
す
。
最
も
大
き
な
お
仕
事
は
、「
浄
土
宗
」
と
い
う
一
宗
を
仏
教
諸
宗
に
お
い
て
独
立
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
で
し
ょ
う
。「
浄
土
宗
」

と
い
う
「
宗
」
を
独
立
し
て
建
て
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
後
に
批
判
さ
れ
る
点
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
法
然
と
い
う
人
物
が

果
た
し
た
仏
教
史
上
の
大
き
な
仕
事
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
そ
の
時
、
い
か
に
智
慧
第
一
の
法
然
と
い
え
ど
も
勝
手
に
浄
土
宗
を
建
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
何
が
し
か
の
大
切
な

仏
教
的
確
信
を
表
現
す
る
場
合
、
背
景
と
な
る
仏
教
伝
統
を
示
し
て
根
拠
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
わ
た
し
に
は
間
違
い
の
な

い
伝
統
、
法
脈
が
あ
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
、
批
判
的
に
検
証
す
る
態
度
と
共
に
表
現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
し
な

い
と
、
自
分
が
教
祖
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
法
然
は
、
確
か
に
浄
土
宗
と
い
う
も
の
を
独
立
さ
せ
る
は
た
ら
き
を
な
さ
れ
る

わ
け
で
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ご
自
身
が
教
祖
で
あ
る
と
は
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
い
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
独
立
の
際
に
大
切
な
の
は
、
そ
れ
と
同
じ
ほ
ど
に
「
教
え
に
は
伝
承
が
あ
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
に
あ

る
わ
け
で
す
。
伝
統
で
す
。
こ
れ
を
『
選
択
集
』
で
確
認
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
法
脈
や
師
資
相
承
と
い
う
の
は
、
で
す
か
ら
親
鸞
や

法
然
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
の
中
で
は
非
常
に
大
事
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
そ
こ
で
法
然
の
言
う
二
つ
の
流
れ
で
す
。
二
つ
の
う
ち
の
後
ろ
の
流
れ
だ
け
み
ま
す
。「
菩
提
流
支
三
蔵
・
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
・
懐
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感
法
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・
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│
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う
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
に
あ

る
わ
け
で
す
。
伝
統
で
す
。
こ
れ
を
『
選
択
集
』
で
確
認
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
法
脈
や
師
資
相
承
と
い
う
の
は
、
で
す
か
ら
親
鸞
や

法
然
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
の
中
で
は
非
常
に
大
事
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
そ
こ
で
法
然
の
言
う
二
つ
の
流
れ
で
す
。
二
つ
の
う
ち
の
後
ろ
の
流
れ
だ
け
み
ま
す
。「
菩
提
流
支
三
蔵
・
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
・
懐
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感
・
少
康
」
と
あ
り
ま
す
。
自
分
は
こ
の
流
れ
の
中
に
立
つ
者
で
あ
る
と
、
法
然
は
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
が
、

こ
れ
は
親
鸞
が
大
切
に
し
た
伝
統
と
違
い
ま
す
ね
。
親
鸞
は
龍
樹
を
筆
頭
に
七
高
僧
を
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
法
然
は
六
人
の
名
前
を
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
菩
提
流
支
三
蔵
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
懐
感
、
少
康
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
今
の
言
い
方
で
す
と
皆
さ
ん
中
国
関
係
の

方
に
な
り
ま
す
。

　
最
初
の
菩
提
流
支
三
蔵
は
翻
訳
家
、
訳
経
家
で
す
ね
。
イ
ン
ド
の
言
葉
を
中
国
の
言
葉
に
翻
訳
な
さ
る
翻
訳
者
で
す
。
そ
の
他
は
中
国

の
方
で
す
が
、
つ
ま
り
こ
こ
に
数
え
挙
げ
ら
れ
る
方
々
は
中
国
仏
教
に
深
く
か
か
わ
る
方
々
で
す
。
そ
こ
に
法
然
は
、
日
本
で
起
こ
っ
た

浄
土
宗
の
伝
統
の
起
源
を
み
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
こ
の
法
然
の
相
承
は
、
親
鸞
の
七
高
僧
の
特
異
性
を
反
照
す
る
も
の
と
し
て
大
事
な
意
味
を
持
つ
伝
統
の
提
示
だ
と
言
え
ま
す
。
親
鸞

も
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
法
然
の
伝
承
の
語
り
を
ご
存
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
イ
ン
ド
か
ら
の
伝
統
を
七
高
僧
と
い
う

形
で
強
調
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
私
が
中
心
的
に
確
か
め
る
龍
樹
は
、
そ
の
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
師
法

然
と
の
違
い
を
あ
え
て
強
調
す
る
な
ら
ば
、
親
鸞
は
浄
土
真
宗
の
伝
統
を
イ
ン
ド
に
遡
っ
て
表
現
し
よ
う
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

　
ち
ょ
っ
と
時
代
が
古
く
な
り
ま
す
が
、
も
う
少
し
「
伝
統
」
あ
る
い
は
「
伝
承
」
と
い
う
こ
と
の
大
切
さ
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
今

回
の
龍
樹
菩
薩
以
降
、
皆
さ
ん
は
天
親
か
ら
法
然
ま
で
を
順
に
学
ば
れ
ま
す
の
で
、
仏
教
に
お
け
る
法
の
伝
統
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
仏
教
で
す
の
で
、
当
然
は
じ
め
に
釈
尊
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
仏
陀
釈
尊
の
最
後
の
言
葉
と
さ
れ
る
も
の
か
ら
確
か
め

ま
し
ょ
う
。
山
口
益
先
生
の
編
集
さ
れ
た
『
仏
教
聖
典
』
か
ら
抜
き
出
し
て
み
ま
す
。
釈
尊
は
こ
う
い
う
言
葉
を
遺
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
汝
ら
は
或
い
は
こ
う
思
う
か
も
し
れ
な
い
。『
師
の
語
は
終
わ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
教
主
は
も
う
い
な
い
』
と
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
こ
の
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
わ
た
し
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
知
ら
し
め
ら
れ

た
法
と
律
と
は
、
わ
た
し
の
亡
き
あ
と
は
お
前
た
ち
の
師
で
あ
る
。（
中
略
）「
い
ざ
、
比
丘
た
ち
よ
、
お
前
た
ち
に
告
げ
よ
う
。
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『
諸
行
は
壊
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
た
ゆ
ま
ず
に
努
力
せ
よ
』
と
。」 

（
山
口
益
編
『
仏
教
聖
典
』・
一
五
二
│
三
頁
）

　
こ
の
場
面
は
、
ま
さ
に
仏
陀
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
最
後
の
言
葉
で
す
。
こ
れ
か
ら
入
滅
し
、
言
わ
ば
お
亡

く
な
り
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
仏
弟
子
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
対
し
て
「『
師
の
語
は
終
わ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
教
主
は
も
う
い
な
い
』
と

見
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ご
自
身
の
入
滅
、
人
間
釈
尊
の
生
命
の
終
わ
り
の
場
面
で
す
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
わ
た
し
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
知
ら
し
め
ら
れ
た
法
と
律
と
は
、
わ
た
し
の
亡
き
あ
と
は
お
前
た
ち

の
師
で
あ
る
。（
中
略
）
い
ざ
、
比
丘
た
ち
よ
、
お
前
た
ち
に
告
げ
よ
う
。『
諸
行
は
壊
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
た
ゆ
ま
ず
に
努
力
せ

よ
』」
と
、
こ
う
言
い
遺
し
て
釈
尊
は
入
滅
な
さ
い
ま
す
。「
説
か
れ
、
知
ら
し
め
ら
れ
た
法
と
律
と
は
、
わ
た
し
の
亡
き
あ
と
は
お
前
た

ち
の
師
で
あ
る
」
で
す
ね
。

　
で
す
か
ら
そ
の
後
の
仏
弟
子
た
ち
は
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
「
法
と
律
」、
つ
ま
り
は
教
え
と
戒
め
を
自
分
た
ち
の
師
と
し
て
大
切
に
伝

承
し
、
聞
き
留
め
て
い
こ
う
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
ス
ー
ト
ラ
で
す
。
こ
れ
を
師
と
し
て
大
切
に
仰
ぐ
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
釈
尊

個
人
で
は
な
く
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
教
え
と
戒
律
を
大
事
な
指
針
と
し
て
、
永
く
保
と
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
弟
子
た
ち

に
と
っ
て
何
よ
り
大
切
な
こ
と
は
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
教
え
で
す
。
そ
れ
を
間
違
い
な
く
、
次
の
世
代
へ
次
の
世
代
へ
と
受
け
継
い
で
、

い
わ
ば
相
承
し
て
い
っ
て
、
自
分
も
そ
の
中
に
身
を
置
こ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中
で
教
え
を
受
け
止
め
、
論
じ
解
す

る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
伝
承
さ
れ
た
先
達
を
敬
い
つ
つ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
論
じ
釈
す
る
。
そ
う
や
っ
て
仏
陀
の
「
教
え
」

か
ら
「
論
」
や
「
釈
」
と
い
う
も
の
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
仏
教
の
伝
統
で
す
。
こ
れ
が
大
切
に
守
ら
れ
て
未
来
に
等
流

し
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

　
親
鸞
も
七
高
僧
の
中
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
る
道
綽
禅
師
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。『
安
楽
集
』
の
言
葉
で

す
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
の
末
尾
に
、
大
切
な
意
味
を
持
つ
教
え
と
し
て
引
用
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
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感
・
少
康
」
と
あ
り
ま
す
。
自
分
は
こ
の
流
れ
の
中
に
立
つ
者
で
あ
る
と
、
法
然
は
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
お
気
づ
き
で
し
ょ
う
が
、

こ
れ
は
親
鸞
が
大
切
に
し
た
伝
統
と
違
い
ま
す
ね
。
親
鸞
は
龍
樹
を
筆
頭
に
七
高
僧
を
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
法
然
は
六
人
の
名
前
を
挙
げ

ら
れ
ま
す
。
菩
提
流
支
三
蔵
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
懐
感
、
少
康
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
今
の
言
い
方
で
す
と
皆
さ
ん
中
国
関
係
の

方
に
な
り
ま
す
。

　
最
初
の
菩
提
流
支
三
蔵
は
翻
訳
家
、
訳
経
家
で
す
ね
。
イ
ン
ド
の
言
葉
を
中
国
の
言
葉
に
翻
訳
な
さ
る
翻
訳
者
で
す
。
そ
の
他
は
中
国

の
方
で
す
が
、
つ
ま
り
こ
こ
に
数
え
挙
げ
ら
れ
る
方
々
は
中
国
仏
教
に
深
く
か
か
わ
る
方
々
で
す
。
そ
こ
に
法
然
は
、
日
本
で
起
こ
っ
た

浄
土
宗
の
伝
統
の
起
源
を
み
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
こ
の
法
然
の
相
承
は
、
親
鸞
の
七
高
僧
の
特
異
性
を
反
照
す
る
も
の
と
し
て
大
事
な
意
味
を
持
つ
伝
統
の
提
示
だ
と
言
え
ま
す
。
親
鸞

も
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
法
然
の
伝
承
の
語
り
を
ご
存
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
イ
ン
ド
か
ら
の
伝
統
を
七
高
僧
と
い
う

形
で
強
調
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
私
が
中
心
的
に
確
か
め
る
龍
樹
は
、
そ
の
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
師
法

然
と
の
違
い
を
あ
え
て
強
調
す
る
な
ら
ば
、
親
鸞
は
浄
土
真
宗
の
伝
統
を
イ
ン
ド
に
遡
っ
て
表
現
し
よ
う
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

　
ち
ょ
っ
と
時
代
が
古
く
な
り
ま
す
が
、
も
う
少
し
「
伝
統
」
あ
る
い
は
「
伝
承
」
と
い
う
こ
と
の
大
切
さ
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
今

回
の
龍
樹
菩
薩
以
降
、
皆
さ
ん
は
天
親
か
ら
法
然
ま
で
を
順
に
学
ば
れ
ま
す
の
で
、
仏
教
に
お
け
る
法
の
伝
統
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
仏
教
で
す
の
で
、
当
然
は
じ
め
に
釈
尊
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
仏
陀
釈
尊
の
最
後
の
言
葉
と
さ
れ
る
も
の
か
ら
確
か
め

ま
し
ょ
う
。
山
口
益
先
生
の
編
集
さ
れ
た
『
仏
教
聖
典
』
か
ら
抜
き
出
し
て
み
ま
す
。
釈
尊
は
こ
う
い
う
言
葉
を
遺
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
汝
ら
は
或
い
は
こ
う
思
う
か
も
し
れ
な
い
。『
師
の
語
は
終
わ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
教
主
は
も
う
い
な
い
』
と
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
こ
の
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
わ
た
し
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
知
ら
し
め
ら
れ

た
法
と
律
と
は
、
わ
た
し
の
亡
き
あ
と
は
お
前
た
ち
の
師
で
あ
る
。（
中
略
）「
い
ざ
、
比
丘
た
ち
よ
、
お
前
た
ち
に
告
げ
よ
う
。
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『
諸
行
は
壊
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
た
ゆ
ま
ず
に
努
力
せ
よ
』
と
。」 

（
山
口
益
編
『
仏
教
聖
典
』・
一
五
二
│
三
頁
）

　
こ
の
場
面
は
、
ま
さ
に
仏
陀
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
最
後
の
言
葉
で
す
。
こ
れ
か
ら
入
滅
し
、
言
わ
ば
お
亡

く
な
り
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
仏
弟
子
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
対
し
て
「『
師
の
語
は
終
わ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
教
主
は
も
う
い
な
い
』
と

見
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ご
自
身
の
入
滅
、
人
間
釈
尊
の
生
命
の
終
わ
り
の
場
面
で
す
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
わ
た
し
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
知
ら
し
め
ら
れ
た
法
と
律
と
は
、
わ
た
し
の
亡
き
あ
と
は
お
前
た
ち

の
師
で
あ
る
。（
中
略
）
い
ざ
、
比
丘
た
ち
よ
、
お
前
た
ち
に
告
げ
よ
う
。『
諸
行
は
壊
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
た
ゆ
ま
ず
に
努
力
せ

よ
』」
と
、
こ
う
言
い
遺
し
て
釈
尊
は
入
滅
な
さ
い
ま
す
。「
説
か
れ
、
知
ら
し
め
ら
れ
た
法
と
律
と
は
、
わ
た
し
の
亡
き
あ
と
は
お
前
た

ち
の
師
で
あ
る
」
で
す
ね
。

　
で
す
か
ら
そ
の
後
の
仏
弟
子
た
ち
は
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
「
法
と
律
」、
つ
ま
り
は
教
え
と
戒
め
を
自
分
た
ち
の
師
と
し
て
大
切
に
伝

承
し
、
聞
き
留
め
て
い
こ
う
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
ス
ー
ト
ラ
で
す
。
こ
れ
を
師
と
し
て
大
切
に
仰
ぐ
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
釈
尊

個
人
で
は
な
く
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
教
え
と
戒
律
を
大
事
な
指
針
と
し
て
、
永
く
保
と
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
弟
子
た
ち

に
と
っ
て
何
よ
り
大
切
な
こ
と
は
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
教
え
で
す
。
そ
れ
を
間
違
い
な
く
、
次
の
世
代
へ
次
の
世
代
へ
と
受
け
継
い
で
、

い
わ
ば
相
承
し
て
い
っ
て
、
自
分
も
そ
の
中
に
身
を
置
こ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
歴
史
の
中
で
教
え
を
受
け
止
め
、
論
じ
解
す

る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
伝
承
さ
れ
た
先
達
を
敬
い
つ
つ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
論
じ
釈
す
る
。
そ
う
や
っ
て
仏
陀
の
「
教
え
」

か
ら
「
論
」
や
「
釈
」
と
い
う
も
の
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
仏
教
の
伝
統
で
す
。
こ
れ
が
大
切
に
守
ら
れ
て
未
来
に
等
流

し
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。

　
親
鸞
も
七
高
僧
の
中
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
る
道
綽
禅
師
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。『
安
楽
集
』
の
言
葉
で

す
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
の
末
尾
に
、
大
切
な
意
味
を
持
つ
教
え
と
し
て
引
用
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
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前
に
生
ま
れ
ん
者
は
後
を
導
き
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
、
連
続
無
窮
に
し
て
、
願
わ
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。

無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
さ
ん
が
た
め
の
ゆ
え
な
り
、
と
。 

（『
真
宗
聖
典
』・
四
〇
一
頁
）

　
先
の
時
代
に
生
ま
れ
た
者
に
は
、
後
の
者
を
導
く
責
任
が
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
仏
教
の
伝
統
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

仏
道
の
歩
み
の
伝
統
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、
自
分
が
い
た
だ
い
て
き
た
法
と
律
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
後
の
者
を
導
こ
う
と
い
う
意
味

で
す
ね
。
勝
手
に
自
ら
の
思
い
で
導
く
の
で
は
な
く
、
師
資
相
承
を
大
切
に
し
ま
す
。
そ
し
て
「
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
」
で
す

ね
。
前
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
教
え
、
自
身
に
先
立
っ
て
学
ば
れ
た
方
々
に
よ
っ
て
大
事
に
保
た
れ
て
き
た
法
、
教
え
と
い
う
も
の
を
敬
っ

て
訪
ね
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
が
「
連
続
無
窮
に
し
て
、
願
わ
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
」
で
す
か
ら
、
法
の

相
続
、
教
え
の
伝
承
が
止
ま
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
が
強
く
願
わ
れ
る
の
で
す
ね
。
な
ぜ
こ
の
こ
と
が
強
く
願
わ
れ
る
の
か
。
そ
の

理
由
が
「
無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
さ
ん
が
た
め
の
ゆ
え
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
数
限
り
な
い
、
あ
る
い
は
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
間

の
迷
い
の
姿
、
広
く
て
深
い
混
迷
の
世
界
を
救
い
尽
く
そ
う
と
さ
れ
る
志
願
で
す
ね
。
そ
れ
ら
を
救
い
尽
く
さ
ん
が
た
め
に
、
願
わ
く
は

法
の
流
れ
と
い
う
も
の
を
途
絶
え
な
い
よ
う
に
し
た
い
、
あ
る
い
は
さ
せ
た
い
、
こ
れ
が
道
綽
禅
師
の
『
安
楽
集
』
に
語
ら
れ
、
親
鸞
も

『
教
行
信
証
』
の
最
後
に
同
じ
意
思
を
受
け
記
さ
れ
る
内
容
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
『
安
楽
集
』
の
言
葉
で
あ
り
、
ま

た
親
鸞
が
大
事
に
し
た
言
葉
で
す
け
ど
も
、
そ
も
そ
も
が
釈
尊
に
遡
っ
て
大
切
に
さ
れ
た
仏
教
的
精
神
そ
の
も
の
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

教
え
の
伝
承
へ
の
願
い
は
、
救
済
の
伝
統
へ
の
願
い
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
精
神
そ
の
も
の
に
な
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

　
そ
う
い
う
中
で
親
鸞
は
七
高
僧
を
、
浄
土
真
宗
の
大
切
な
法
脈
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
法
然
は
六
人
の
方
々
を
浄
土
宗
の
伝
統
の
大
事
な

先
達
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
法
然
の
場
合
は
こ
の
中
か
ら
菩
提
流
支
三
蔵
を
抜
い
た
五
人
を
「
浄
土
五
祖
」
と
仰
ぎ
ま
す
。
特

に
法
然
が
独
自
に
示
さ
れ
た
浄
土
宗
の
歴
史
は
、
曇
鸞
を
起
源
と
す
る
五
祖
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
法
然
の
思
索
を
遺
し
た
も
の
に

『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
法
然
の
語
録
で
す
ね
。
そ
こ
に
「
浄
土
五
祖
伝
」
と
い
う
も
の
も
作
ら
れ
て
い
ま
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す
。
こ
れ
は
法
然
が
浄
土
教
の
相
承
と
し
て
仰
ぐ
五
人
の
伝
記
を
集
め
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
す
。
曇
鸞
に
関
し
て
は
六
つ
の
伝
記
、
道

綽
か
ら
は
四
つ
の
伝
記
、
善
導
は
六
つ
の
伝
記
、
懐
感
か
ら
は
二
つ
の
伝
記
、
そ
し
て
少
康
と
、
ま
あ
い
ろ
ん
な
所
に
、
皆
さ
ん
高
僧
方

で
す
か
ら
伝
記
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
法
然
は
集
め
て
「
浄
土
五
祖
伝
」
と
し
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
法
然
の
場
合
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
記
述
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
や
は
り
弾
圧
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
法
然
の
浄
土
宗
、
念
仏
を
柱
と
す

る
浄
土
教
思
想
は
ご
承
知
の
よ
う
に
厳
し
い
批
判
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
批
判
の
論
点
の
一
つ
が
、「
お
前
は
勝
手
に
浄
土
宗

を
建
て
た
で
は
な
い
か
」
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
仏
教
の
伝
統
に
則
っ
て
教
え
を
い
た
だ
く
の
で
は
な
く
、
自
分
勝
手
に
教
え
を
建
立
し

た
と
批
判
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
法
然
は
、「
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
わ
け
で

す
。
仏
教
の
伝
統
の
上
に
自
身
が
い
た
だ
い
た
教
え
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ

こ
で
五
祖
の
伝
記
を
ま
と
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

　
そ
の
よ
う
な
法
然
上
人
の
ご
苦
労
を
よ
く
よ
く
知
っ
て
い
る
親
鸞
は
、
と
こ
ろ
が
龍
樹
│
天
親
│
曇
鸞
と
い
う
よ
う
に
、「
浄
土
五

祖
」
か
ら
「
浄
土
七
祖
」
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
違
い
が
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
つ
ま
り
法
然
は
浄
土
教
の
伝
統
と
い
う

も
の
を
中
国
か
ら
の
も
の
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
中
国
か
ら
日
本
へ
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
が
わ
が
浄
土
宗
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
、
イ
ン
ド
か
ら
浄
土
真
宗
の
伝
統
を
み
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
は
じ
め
の
龍
樹
と
天
親
は
イ
ン

ド
の
方
々
で
す
ね
。
法
然
の
相
承
で
す
と
言
い
方
は
悪
い
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
で
は
浄
土
宗
の
伝
統
が
イ
ン
ド
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
明
示

で
き
な
い
わ
け
で
す
ね
。
訳
経
家
が
そ
の
ス
タ
ー
ト
に
置
か
れ
は
し
ま
す
が
、
イ
ン
ド
そ
の
も
の
の
仏
教
思
想
に
は
遡
ら
な
い
形
で
伝
承

の
は
じ
ま
り
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
親
鸞
は
イ
ン
ド
の
、
そ
れ
も
八
宗
の
祖
と
も
仰
が
れ
る
龍
樹
に
ま
で
遡
っ
て
浄

土
宗
の
伝
統
を
確
か
め
よ
う
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
親
鸞
が
法
然
の
教
え
を
受
け
な
が
ら
も
、
七
祖
を
挙
げ
よ
う
と
さ
れ
た
大
切

な
意
味
を
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
法
然
か
ら
伝
統
さ
れ
た
浄
土
教
思
想
を
「
浄
土
真
宗
」
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
背
景
を
イ
ン
ド
に

ま
で
遡
ろ
う
と
さ
れ
る
。
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前
に
生
ま
れ
ん
者
は
後
を
導
き
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
、
連
続
無
窮
に
し
て
、
願
わ
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。

無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
さ
ん
が
た
め
の
ゆ
え
な
り
、
と
。 

（『
真
宗
聖
典
』・
四
〇
一
頁
）

　
先
の
時
代
に
生
ま
れ
た
者
に
は
、
後
の
者
を
導
く
責
任
が
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
仏
教
の
伝
統
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。

仏
道
の
歩
み
の
伝
統
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、
自
分
が
い
た
だ
い
て
き
た
法
と
律
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
後
の
者
を
導
こ
う
と
い
う
意
味

で
す
ね
。
勝
手
に
自
ら
の
思
い
で
導
く
の
で
は
な
く
、
師
資
相
承
を
大
切
に
し
ま
す
。
そ
し
て
「
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
」
で
す

ね
。
前
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
教
え
、
自
身
に
先
立
っ
て
学
ば
れ
た
方
々
に
よ
っ
て
大
事
に
保
た
れ
て
き
た
法
、
教
え
と
い
う
も
の
を
敬
っ

て
訪
ね
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
が
「
連
続
無
窮
に
し
て
、
願
わ
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
」
で
す
か
ら
、
法
の

相
続
、
教
え
の
伝
承
が
止
ま
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
が
強
く
願
わ
れ
る
の
で
す
ね
。
な
ぜ
こ
の
こ
と
が
強
く
願
わ
れ
る
の
か
。
そ
の

理
由
が
「
無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
さ
ん
が
た
め
の
ゆ
え
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
数
限
り
な
い
、
あ
る
い
は
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
人
間

の
迷
い
の
姿
、
広
く
て
深
い
混
迷
の
世
界
を
救
い
尽
く
そ
う
と
さ
れ
る
志
願
で
す
ね
。
そ
れ
ら
を
救
い
尽
く
さ
ん
が
た
め
に
、
願
わ
く
は

法
の
流
れ
と
い
う
も
の
を
途
絶
え
な
い
よ
う
に
し
た
い
、
あ
る
い
は
さ
せ
た
い
、
こ
れ
が
道
綽
禅
師
の
『
安
楽
集
』
に
語
ら
れ
、
親
鸞
も

『
教
行
信
証
』
の
最
後
に
同
じ
意
思
を
受
け
記
さ
れ
る
内
容
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
『
安
楽
集
』
の
言
葉
で
あ
り
、
ま

た
親
鸞
が
大
事
に
し
た
言
葉
で
す
け
ど
も
、
そ
も
そ
も
が
釈
尊
に
遡
っ
て
大
切
に
さ
れ
た
仏
教
的
精
神
そ
の
も
の
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

教
え
の
伝
承
へ
の
願
い
は
、
救
済
の
伝
統
へ
の
願
い
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
精
神
そ
の
も
の
に
な
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

　
そ
う
い
う
中
で
親
鸞
は
七
高
僧
を
、
浄
土
真
宗
の
大
切
な
法
脈
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
法
然
は
六
人
の
方
々
を
浄
土
宗
の
伝
統
の
大
事
な

先
達
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
法
然
の
場
合
は
こ
の
中
か
ら
菩
提
流
支
三
蔵
を
抜
い
た
五
人
を
「
浄
土
五
祖
」
と
仰
ぎ
ま
す
。
特

に
法
然
が
独
自
に
示
さ
れ
た
浄
土
宗
の
歴
史
は
、
曇
鸞
を
起
源
と
す
る
五
祖
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
法
然
の
思
索
を
遺
し
た
も
の
に

『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
法
然
の
語
録
で
す
ね
。
そ
こ
に
「
浄
土
五
祖
伝
」
と
い
う
も
の
も
作
ら
れ
て
い
ま
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す
。
こ
れ
は
法
然
が
浄
土
教
の
相
承
と
し
て
仰
ぐ
五
人
の
伝
記
を
集
め
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
す
。
曇
鸞
に
関
し
て
は
六
つ
の
伝
記
、
道

綽
か
ら
は
四
つ
の
伝
記
、
善
導
は
六
つ
の
伝
記
、
懐
感
か
ら
は
二
つ
の
伝
記
、
そ
し
て
少
康
と
、
ま
あ
い
ろ
ん
な
所
に
、
皆
さ
ん
高
僧
方

で
す
か
ら
伝
記
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
法
然
は
集
め
て
「
浄
土
五
祖
伝
」
と
し
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
法
然
の
場
合
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
記
述
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
や
は
り
弾
圧
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
法
然
の
浄
土
宗
、
念
仏
を
柱
と
す

る
浄
土
教
思
想
は
ご
承
知
の
よ
う
に
厳
し
い
批
判
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
批
判
の
論
点
の
一
つ
が
、「
お
前
は
勝
手
に
浄
土
宗

を
建
て
た
で
は
な
い
か
」
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
仏
教
の
伝
統
に
則
っ
て
教
え
を
い
た
だ
く
の
で
は
な
く
、
自
分
勝
手
に
教
え
を
建
立
し

た
と
批
判
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
法
然
は
、「
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
語
ら
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
わ
け
で

す
。
仏
教
の
伝
統
の
上
に
自
身
が
い
た
だ
い
た
教
え
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ

こ
で
五
祖
の
伝
記
を
ま
と
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

　
そ
の
よ
う
な
法
然
上
人
の
ご
苦
労
を
よ
く
よ
く
知
っ
て
い
る
親
鸞
は
、
と
こ
ろ
が
龍
樹
│
天
親
│
曇
鸞
と
い
う
よ
う
に
、「
浄
土
五

祖
」
か
ら
「
浄
土
七
祖
」
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
違
い
が
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
つ
ま
り
法
然
は
浄
土
教
の
伝
統
と
い
う

も
の
を
中
国
か
ら
の
も
の
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
中
国
か
ら
日
本
へ
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
が
わ
が
浄
土
宗
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
、
イ
ン
ド
か
ら
浄
土
真
宗
の
伝
統
を
み
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
は
じ
め
の
龍
樹
と
天
親
は
イ
ン

ド
の
方
々
で
す
ね
。
法
然
の
相
承
で
す
と
言
い
方
は
悪
い
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
で
は
浄
土
宗
の
伝
統
が
イ
ン
ド
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
明
示

で
き
な
い
わ
け
で
す
ね
。
訳
経
家
が
そ
の
ス
タ
ー
ト
に
置
か
れ
は
し
ま
す
が
、
イ
ン
ド
そ
の
も
の
の
仏
教
思
想
に
は
遡
ら
な
い
形
で
伝
承

の
は
じ
ま
り
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
親
鸞
は
イ
ン
ド
の
、
そ
れ
も
八
宗
の
祖
と
も
仰
が
れ
る
龍
樹
に
ま
で
遡
っ
て
浄

土
宗
の
伝
統
を
確
か
め
よ
う
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
親
鸞
が
法
然
の
教
え
を
受
け
な
が
ら
も
、
七
祖
を
挙
げ
よ
う
と
さ
れ
た
大
切

な
意
味
を
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
法
然
か
ら
伝
統
さ
れ
た
浄
土
教
思
想
を
「
浄
土
真
宗
」
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
背
景
を
イ
ン
ド
に

ま
で
遡
ろ
う
と
さ
れ
る
。
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な
ぜ
イ
ン
ド
に
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
、
す
こ
し
雑
な
言
い
方
を
し
ま
す
と
、
そ
う
で
な
い
と
「
浄
土
教
思
想
は
中

国
か
ら
始
ま
っ
た
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
中
国
で
も
い
い
と
言
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
で
す
と
先

ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
師
資
相
承
が
、
釈
尊
の
教
え
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
ど
こ
か
ら
始
ま
っ
て
自
分
の
所
に
ま
で
至

り
届
い
た
か
と
い
う
と
、
曇
鸞
起
源
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
浄
土
教
思
想
は
中
国
で
生
ま
れ
た
思
想
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
親
鸞
が
七
祖
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
表
明
す
る
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

浄
土
真
宗
の
起
源
は
イ
ン
ド
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
浄
土
真
宗
は
イ
ン
ド
の
地
で
芽
生
え
た
の
だ
と
い
う
意
味
を
持
つ
わ
け
で

す
。
こ
れ
が
親
鸞
の
「
七
高
僧
」
の
大
事
な
視
点
で
す
ね
。

　
し
か
し
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
、
親
鸞
が
勝
手
に
龍
樹
を
伝
統
の
は
じ
め
に
く
っ
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
然
の
五
祖
の

頭
に
、
勝
手
に
龍
樹
を
付
け
足
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
然
が
中
国
の
曇
鸞
を
第
一
祖
と
し
て
仰
い
だ
こ
と
を
確
か
め
ま
し
た
が
、

実
は
そ
の
曇
鸞
の
著
作
『
浄
土
論
註
』
を
み
ま
す
と
、
そ
こ
に
龍
樹
の
伝
統
を
示
唆
す
る
言
葉
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
。
龍
樹
か
ら
の
伝

統
が
指
南
さ
れ
て
い
ま
す
。

謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
』
を
案
ず
る
に
、
云
わ
く
、
菩
薩
、
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
に
、
二
種
の
道
あ
り
。
一
つ
に
は
難

行
道
、
二
つ
に
は
易
行
道
な
り
。
難
行
道
は
、
い
わ
く
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
に
お
い
て
、
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
を
難
と
す
。
…
中

略
…
「
易
行
道
」
は
、
い
わ
く
、
た
だ
信
仏
の
因
縁
を
も
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
、
す
な
わ
ち
か
の
清

浄
の
土
に
往
生
を
得
し
む
。
仏
力
住
持
し
て
、
す
な
わ
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
。 

（『
真
宗
聖
典
』・
一
六
七
│
八
頁
）

曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
冒
頭
に
、
龍
樹
菩
薩
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
浄
土
の
教
え
に
つ
い
て
論
じ

よ
う
と
す
る
曇
鸞
が
、
第
一
に
名
前
を
挙
げ
て
仰
ぐ
の
が
イ
ン
ド
の
龍
樹
な
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
法
然
上
人
は
祖
師
の
は
じ
ま
り
を
曇

87

鸞
に
置
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
曇
鸞
は
自
ら
の
思
索
の
は
じ
ま
り
を
龍
樹
に
置
い
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
先
ほ
ど
親
鸞
が

法
然
と
は
違
っ
て
浄
土
教
思
想
の
大
切
な
伝
統
の
は
じ
ま
り
を
イ
ン
ド
に
も
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
が
、
実
は
曇
鸞

が
自
ら
浄
土
教
に
帰
依
し
て
い
く
根
拠
を
龍
樹
菩
薩
の
教
え
に
見
出
す
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
言
う
と
、
浄
土
教
思
想
に
よ
る

救
済
の
起
点
を
曇
鸞
に
す
る
こ
と
と
龍
樹
と
す
る
こ
と
と
は
、
実
は
同
じ
な
ん
で
す
ね
。
は
じ
ま
り
と
し
て
曇
鸞
を
み
れ
ば
、
そ
の
曇
鸞

自
身
が
教
え
の
は
じ
ま
り
を
龍
樹
に
置
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
親
鸞
は
大
事
に
さ
れ
て
、
恐
ら
く
一
般
の
仏
教
史
か
ら
見
て
い
く

と
浄
土
教
の
は
じ
ま
り
は
曇
鸞
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
親
鸞
の
眼
差
し
か
ら
す
る
な
ら
ば
イ
ン
ド
の
龍
樹
を
第
一
祖
と
仰
ぎ
、

実
は
浄
土
真
宗
の
教
え
が
イ
ン
ド
か
ら
相
承
さ
れ
た
真
実
の
教
え
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

親
鸞
「
正
信
念
仏
偈
」
と
龍
樹
菩
薩

　
さ
て
そ
の
上
で
こ
こ
か
ら
よ
う
や
く
龍
樹
菩
薩
の
浄
土
教
へ
の
拓
け
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
人
物
を
確
か

め
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
も
真
宗
学
を
専
門
と
す
る
立
場
か
ら
の
視
点
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
親
鸞
が
ど
の
よ
う
に
み

て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
際
最
も
目
安
と
な
る
も
の
は
親
鸞
が
作
ら
れ
た
「
正
信
念
仏
偈
」
や
「
高
僧
和
讃
」
に
な
る
で
し

ょ
う
。
こ
れ
は
龍
樹
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
親
鸞
の
視
点
か
ら
七
人
の
高
僧
方
を
確
か
め
て
い
く
時
の
共
通
の
目
安
に
な
る
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
各
講
義
で
先
生
方
が
そ
れ
ぞ
れ
に
引
用
し
て
紹
介
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
資
料
に
用
意
し
て
い
る
の
は
、

「
正
信
念
仏
偈
」
で
す
。
親
鸞
作
で
す
。
主
著
『
教
行
信
証
』
の
「
行
巻
」
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
親
鸞
の
自
筆
も
遺
さ
れ

て
い
ま
す
。
実
際
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
ね
。
龍
樹
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
個
所
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
釈
迦
如
来
楞
伽
山
　
為
衆
告
命
南
天
竺

　
　
龍
樹
大
士
出
於
世
　
悉
能
摧
破
有
無
見
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な
ぜ
イ
ン
ド
に
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
、
す
こ
し
雑
な
言
い
方
を
し
ま
す
と
、
そ
う
で
な
い
と
「
浄
土
教
思
想
は
中

国
か
ら
始
ま
っ
た
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
中
国
で
も
い
い
と
言
え
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
で
す
と
先

ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
師
資
相
承
が
、
釈
尊
の
教
え
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
ど
こ
か
ら
始
ま
っ
て
自
分
の
所
に
ま
で
至

り
届
い
た
か
と
い
う
と
、
曇
鸞
起
源
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
浄
土
教
思
想
は
中
国
で
生
ま
れ
た
思
想
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
親
鸞
が
七
祖
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
表
明
す
る
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

浄
土
真
宗
の
起
源
は
イ
ン
ド
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
浄
土
真
宗
は
イ
ン
ド
の
地
で
芽
生
え
た
の
だ
と
い
う
意
味
を
持
つ
わ
け
で

す
。
こ
れ
が
親
鸞
の
「
七
高
僧
」
の
大
事
な
視
点
で
す
ね
。

　
し
か
し
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
、
親
鸞
が
勝
手
に
龍
樹
を
伝
統
の
は
じ
め
に
く
っ
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
然
の
五
祖
の

頭
に
、
勝
手
に
龍
樹
を
付
け
足
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
然
が
中
国
の
曇
鸞
を
第
一
祖
と
し
て
仰
い
だ
こ
と
を
確
か
め
ま
し
た
が
、

実
は
そ
の
曇
鸞
の
著
作
『
浄
土
論
註
』
を
み
ま
す
と
、
そ
こ
に
龍
樹
の
伝
統
を
示
唆
す
る
言
葉
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
。
龍
樹
か
ら
の
伝

統
が
指
南
さ
れ
て
い
ま
す
。

謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
』
を
案
ず
る
に
、
云
わ
く
、
菩
薩
、
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
に
、
二
種
の
道
あ
り
。
一
つ
に
は
難

行
道
、
二
つ
に
は
易
行
道
な
り
。
難
行
道
は
、
い
わ
く
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
に
お
い
て
、
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
を
難
と
す
。
…
中

略
…
「
易
行
道
」
は
、
い
わ
く
、
た
だ
信
仏
の
因
縁
を
も
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
、
す
な
わ
ち
か
の
清

浄
の
土
に
往
生
を
得
し
む
。
仏
力
住
持
し
て
、
す
な
わ
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
。 

（『
真
宗
聖
典
』・
一
六
七
│
八
頁
）

曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
冒
頭
に
、
龍
樹
菩
薩
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
浄
土
の
教
え
に
つ
い
て
論
じ

よ
う
と
す
る
曇
鸞
が
、
第
一
に
名
前
を
挙
げ
て
仰
ぐ
の
が
イ
ン
ド
の
龍
樹
な
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
法
然
上
人
は
祖
師
の
は
じ
ま
り
を
曇
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鸞
に
置
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
曇
鸞
は
自
ら
の
思
索
の
は
じ
ま
り
を
龍
樹
に
置
い
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
先
ほ
ど
親
鸞
が

法
然
と
は
違
っ
て
浄
土
教
思
想
の
大
切
な
伝
統
の
は
じ
ま
り
を
イ
ン
ド
に
も
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
が
、
実
は
曇
鸞

が
自
ら
浄
土
教
に
帰
依
し
て
い
く
根
拠
を
龍
樹
菩
薩
の
教
え
に
見
出
す
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
言
う
と
、
浄
土
教
思
想
に
よ
る

救
済
の
起
点
を
曇
鸞
に
す
る
こ
と
と
龍
樹
と
す
る
こ
と
と
は
、
実
は
同
じ
な
ん
で
す
ね
。
は
じ
ま
り
と
し
て
曇
鸞
を
み
れ
ば
、
そ
の
曇
鸞

自
身
が
教
え
の
は
じ
ま
り
を
龍
樹
に
置
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
親
鸞
は
大
事
に
さ
れ
て
、
恐
ら
く
一
般
の
仏
教
史
か
ら
見
て
い
く

と
浄
土
教
の
は
じ
ま
り
は
曇
鸞
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
親
鸞
の
眼
差
し
か
ら
す
る
な
ら
ば
イ
ン
ド
の
龍
樹
を
第
一
祖
と
仰
ぎ
、

実
は
浄
土
真
宗
の
教
え
が
イ
ン
ド
か
ら
相
承
さ
れ
た
真
実
の
教
え
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

親
鸞
「
正
信
念
仏
偈
」
と
龍
樹
菩
薩

　
さ
て
そ
の
上
で
こ
こ
か
ら
よ
う
や
く
龍
樹
菩
薩
の
浄
土
教
へ
の
拓
け
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
人
物
を
確
か

め
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
も
真
宗
学
を
専
門
と
す
る
立
場
か
ら
の
視
点
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
親
鸞
が
ど
の
よ
う
に
み

て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
際
最
も
目
安
と
な
る
も
の
は
親
鸞
が
作
ら
れ
た
「
正
信
念
仏
偈
」
や
「
高
僧
和
讃
」
に
な
る
で
し

ょ
う
。
こ
れ
は
龍
樹
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
親
鸞
の
視
点
か
ら
七
人
の
高
僧
方
を
確
か
め
て
い
く
時
の
共
通
の
目
安
に
な
る
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
各
講
義
で
先
生
方
が
そ
れ
ぞ
れ
に
引
用
し
て
紹
介
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
資
料
に
用
意
し
て
い
る
の
は
、

「
正
信
念
仏
偈
」
で
す
。
親
鸞
作
で
す
。
主
著
『
教
行
信
証
』
の
「
行
巻
」
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
親
鸞
の
自
筆
も
遺
さ
れ

て
い
ま
す
。
実
際
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
ね
。
龍
樹
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
個
所
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
釈
迦
如
来
楞
伽
山
　
為
衆
告
命
南
天
竺

　
　
龍
樹
大
士
出
於
世
　
悉
能
摧
破
有
無
見
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宣
説
大
乗
無
上
法
　
証
歓
喜
地
生
安
楽

　
　
顕
示
難
行
陸
路
苦
　
信
楽
易
行
水
道
楽

　
　
憶
念
弥
陀
仏
本
願
　
自
然
即
時
入
必
定

　
　
唯
能
常
称
如
来
号
　
応
報
大
悲
弘
誓
恩 

（『
真
宗
聖
典
』・
二
〇
五
頁
）

「
正
信
偈
」
は
漢
文
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
詩
で
す
が
、
こ
れ
を
書
き
下
し
に
し
て
み
ま
す
。
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　
釈
迦
如
来
、
楞
伽
山
に
し
て
、
衆
の
た
め
に
告
命
し
た
ま
わ
く
、

　
　
南
天
竺
に
、
龍
樹
大
士
世
に
出
で
て
、
こ
と
ご
と
く
、
よ
く
有
無
の
見
を
摧
破
せ
ん
。

　
　
大
乗
無
上
の
法
を
宣
説
し
、
歓
喜
地
を
証
し
て
、
安
楽
に
生
ぜ
ん
、
と
。

　
　
難
行
の
陸
路
、
苦
し
き
こ
と
を
顕
示
し
て
、
易
行
の
水
道
、
楽
し
き
こ
と
を
信
楽
せ
し
む
。

　
　
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
れ
ば
、
自
然
に
即
の
時
、
必
定
に
入
る
。

　
　
た
だ
よ
く
、
常
に
如
来
の
号
を
称
し
て
、
大
悲
弘
誓
の
恩
を
報
ず
べ
し
、
と
い
え
り
。

　
「
釈
迦
如
来
、
楞
伽
山
に
し
て
、
衆
の
た
め
に
告
命
し
た
ま
わ
く
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
は
じ
ま
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
が
龍
樹
に
つ

い
て
の
段
に
な
り
ま
す
。
釈
迦
如
来
が
「
衆
の
た
め
に
告
命
し
た
ま
わ
く
」
で
す
か
ら
、「
お
釈
迦
さ
ま
は
楞
伽
山
に
お
い
て
、
人
び
と

に
次
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
。
何
と
釈
尊
は
告
げ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
次
に
あ

り
ま
す
。「
南
天
竺
に
、
龍
樹
大
士
世
に
出
で
て
、
こ
と
ご
と
く
、
よ
く
有
無
の
見
を
摧
破
せ
ん
」
で
す
。
そ
し
て
「
大
乗
無
上
の
法
を

宣
説
し
、
歓
喜
地
を
証
し
て
、
安
楽
に
生
ぜ
ん
」
と
続
き
ま
す
。
こ
う
い
う
風
に
親
鸞
は
龍
樹
菩
薩
の
こ
と
を
「
正
信
偈
」
の
中
で
記
述
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し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
内
容
は
『
楞
伽
経
』
と
い
う
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
す
。「
正
信
偈
」
は
親
鸞
が
作
っ
た
も
の
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん

勝
手
に
伝
記
や
思
想
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
や
論
や
釈
あ
る
い
は
高
僧
伝
な
ど
を
参
照
し
て
釈
尊
の
教
え
や
七

祖
の
生
涯
と
思
想
を
描
い
て
い
か
れ
ま
す
。
こ
こ
の
龍
樹
の
内
容
は
『
楞
伽
経
』
で
す
。
そ
の
部
分
の
記
述
を
ち
ょ
っ
と
み
て
み
ま
し
ょ

う
。

南
国
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
リ
ー
に
、
栄
光
あ
り
、
名
声
大
い
な
る
比
丘
が
出
現
す
る
。
彼
は
、
名
を
ナ
ー
ガ
と
い
い
、
有
と
無
の
主
張
を

打
ち
砕
く
。
わ
が
乗
で
あ
る
無
上
の
大
乗
を
世
間
に
明
ら
か
に
し
て
彼
は
、
歓
喜
地
を
得
て
、
ス
カ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
（
極
楽
）
に
行

く
で
あ
ろ
う
。 

（『
入
楞
伽
経
』）

　
こ
う
い
う
『
楞
伽
経
』
を
も
と
に
し
て
、
親
鸞
は
「
正
信
偈
」
を
作
っ
て
い
か
れ
る
わ
け
で
す
。『
楞
伽
経
』
は
も
ち
ろ
ん
経
典
で
す

が
、
龍
樹
が
活
躍
な
さ
る
前
に
説
か
れ
た
お
経
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
釈
尊
が
龍
樹
が
誕
生
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
言
し
て

い
る
と
い
う
、
不
思
議
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
出
来
上
が
っ
た
の
は
龍
樹
が
活
躍
し
た
後
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
逆
に

い
う
と
龍
樹
を
讃
仰
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
経
典
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
何
も
釈
尊
に
は
不
思
議
な
予
言
力
が
備
わ
っ

て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
は
な
く
、
龍
樹
を
讃
嘆
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
経
典
で
す
。「
世
尊
は
か
つ
て
楞

伽
山
に
お
い
て
教
え
を
説
か
れ
た
時
、
集
ま
ら
れ
た
大
衆
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。
後
の
世
の
南
イ
ン
ド
に
龍
樹
と
名

の
る
菩
薩
が
出
生
さ
れ
、
こ
と
ご
と
く
有
無
の
邪
見
を
破
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
上
な
き
大
乗
の
法
を
説
き
広
め
て
自
ら
歓
喜
地
の
位
に
至

り
、
つ
い
に
は
安
楽
国
に
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
、
こ
う
い
う
風
に
釈
尊
は
予
言
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
は
、
ど
れ
ほ
ど
龍
樹
と
い
う
人
物
が
仏
教
史
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
あ
り
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宣
説
大
乗
無
上
法
　
証
歓
喜
地
生
安
楽

　
　
顕
示
難
行
陸
路
苦
　
信
楽
易
行
水
道
楽

　
　
憶
念
弥
陀
仏
本
願
　
自
然
即
時
入
必
定

　
　
唯
能
常
称
如
来
号
　
応
報
大
悲
弘
誓
恩 

（『
真
宗
聖
典
』・
二
〇
五
頁
）

「
正
信
偈
」
は
漢
文
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
詩
で
す
が
、
こ
れ
を
書
き
下
し
に
し
て
み
ま
す
。
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　
釈
迦
如
来
、
楞
伽
山
に
し
て
、
衆
の
た
め
に
告
命
し
た
ま
わ
く
、

　
　
南
天
竺
に
、
龍
樹
大
士
世
に
出
で
て
、
こ
と
ご
と
く
、
よ
く
有
無
の
見
を
摧
破
せ
ん
。

　
　
大
乗
無
上
の
法
を
宣
説
し
、
歓
喜
地
を
証
し
て
、
安
楽
に
生
ぜ
ん
、
と
。

　
　
難
行
の
陸
路
、
苦
し
き
こ
と
を
顕
示
し
て
、
易
行
の
水
道
、
楽
し
き
こ
と
を
信
楽
せ
し
む
。

　
　
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
れ
ば
、
自
然
に
即
の
時
、
必
定
に
入
る
。

　
　
た
だ
よ
く
、
常
に
如
来
の
号
を
称
し
て
、
大
悲
弘
誓
の
恩
を
報
ず
べ
し
、
と
い
え
り
。

　
「
釈
迦
如
来
、
楞
伽
山
に
し
て
、
衆
の
た
め
に
告
命
し
た
ま
わ
く
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
は
じ
ま
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
が
龍
樹
に
つ

い
て
の
段
に
な
り
ま
す
。
釈
迦
如
来
が
「
衆
の
た
め
に
告
命
し
た
ま
わ
く
」
で
す
か
ら
、「
お
釈
迦
さ
ま
は
楞
伽
山
に
お
い
て
、
人
び
と

に
次
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
ま
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
。
何
と
釈
尊
は
告
げ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
次
に
あ

り
ま
す
。「
南
天
竺
に
、
龍
樹
大
士
世
に
出
で
て
、
こ
と
ご
と
く
、
よ
く
有
無
の
見
を
摧
破
せ
ん
」
で
す
。
そ
し
て
「
大
乗
無
上
の
法
を

宣
説
し
、
歓
喜
地
を
証
し
て
、
安
楽
に
生
ぜ
ん
」
と
続
き
ま
す
。
こ
う
い
う
風
に
親
鸞
は
龍
樹
菩
薩
の
こ
と
を
「
正
信
偈
」
の
中
で
記
述
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し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
内
容
は
『
楞
伽
経
』
と
い
う
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
す
。「
正
信
偈
」
は
親
鸞
が
作
っ
た
も
の
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん

勝
手
に
伝
記
や
思
想
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
や
論
や
釈
あ
る
い
は
高
僧
伝
な
ど
を
参
照
し
て
釈
尊
の
教
え
や
七

祖
の
生
涯
と
思
想
を
描
い
て
い
か
れ
ま
す
。
こ
こ
の
龍
樹
の
内
容
は
『
楞
伽
経
』
で
す
。
そ
の
部
分
の
記
述
を
ち
ょ
っ
と
み
て
み
ま
し
ょ

う
。

南
国
の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
リ
ー
に
、
栄
光
あ
り
、
名
声
大
い
な
る
比
丘
が
出
現
す
る
。
彼
は
、
名
を
ナ
ー
ガ
と
い
い
、
有
と
無
の
主
張
を

打
ち
砕
く
。
わ
が
乗
で
あ
る
無
上
の
大
乗
を
世
間
に
明
ら
か
に
し
て
彼
は
、
歓
喜
地
を
得
て
、
ス
カ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
（
極
楽
）
に
行

く
で
あ
ろ
う
。 

（『
入
楞
伽
経
』）

　
こ
う
い
う
『
楞
伽
経
』
を
も
と
に
し
て
、
親
鸞
は
「
正
信
偈
」
を
作
っ
て
い
か
れ
る
わ
け
で
す
。『
楞
伽
経
』
は
も
ち
ろ
ん
経
典
で
す

が
、
龍
樹
が
活
躍
な
さ
る
前
に
説
か
れ
た
お
経
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
釈
尊
が
龍
樹
が
誕
生
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
言
し
て

い
る
と
い
う
、
不
思
議
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
出
来
上
が
っ
た
の
は
龍
樹
が
活
躍
し
た
後
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
逆
に

い
う
と
龍
樹
を
讃
仰
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
経
典
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
何
も
釈
尊
に
は
不
思
議
な
予
言
力
が
備
わ
っ

て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
は
な
く
、
龍
樹
を
讃
嘆
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
経
典
で
す
。「
世
尊
は
か
つ
て
楞

伽
山
に
お
い
て
教
え
を
説
か
れ
た
時
、
集
ま
ら
れ
た
大
衆
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。
後
の
世
の
南
イ
ン
ド
に
龍
樹
と
名

の
る
菩
薩
が
出
生
さ
れ
、
こ
と
ご
と
く
有
無
の
邪
見
を
破
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
上
な
き
大
乗
の
法
を
説
き
広
め
て
自
ら
歓
喜
地
の
位
に
至

り
、
つ
い
に
は
安
楽
国
に
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
、
こ
う
い
う
風
に
釈
尊
は
予
言
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
は
、
ど
れ
ほ
ど
龍
樹
と
い
う
人
物
が
仏
教
史
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
あ
り



90

ま
す
が
、
今
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
申
し
上
げ
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
思
想
的
な
側
面
と
い
う
か
、「
正
信
偈
」
が
注
目
す
る
視

点
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。「
こ
と
ご
と
く
有
無
の
見
を
破
る
」
と
い
う
龍
樹
の
仕
事
の
確
か
め
で
す
。
こ
れ
が
龍
樹
の
果
た
さ
れ
た
大
切

な
仕
事
の
内
容
だ
と
、
親
鸞
は
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
こ
の
「
悉
能
摧
破
有
無
見
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
仏
教
学
の
専
門
の
立
場
か
ら
の
講
義
は
終
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

龍
樹
が
仏
教
思
想
史
上
に
成
し
た
大
き
な
役
割
で
す
。「
有
無
の
見
を
破
す
」
と
い
う
龍
樹
の
偉
大
な
仕
事
で
す
。

　
龍
樹
は
南
イ
ン
ド
の
方
で
す
。
釈
尊
が
活
躍
な
さ
っ
た
の
は
イ
ン
ド
の
北
方
で
す
が
、
龍
樹
は
南
イ
ン
ド
で
す
。
今
は
仏
跡
の
一
つ
と

も
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
マ
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
や
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
、
龍
樹
が
活
躍
さ
れ
た
所
だ
と
さ
れ
ま
す
。

古
い
遺
跡
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。
南
イ
ン
ド
で
龍
樹
と
い
う
方
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
活
躍
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
も
、

ア
マ
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
に
は
古
い
僧
院
跡
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
研
究
が
盛
ん
な
所
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
は
、

も
と
も
と
の
場
所
は
現
在
は
ダ
ム
の
底
に
沈
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
今
は
下
に
あ
っ
た
遺
跡
を
上
方
の
島
に
移
し
て
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
現
在
は
ダ
ム
湖
を
ボ
ー
ト
に
乗
っ
て
参
拝
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
一
昨
年
に
こ
れ
ら
南
イ
ン
ド
の
龍
樹
に
ま
つ
わ
る
地
に
、
学
生
た
ち
と
研
修
に
訪
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
博
物
館
が
あ
っ
て
、
研
究
員

に
質
問
す
る
と
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
か
ら
す
れ
ば
ち
ょ
っ
と
面
白
い
こ
と
を
二
つ
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
真

実
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
興
味
深
い
話
で
し
た
。

　
一
つ
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
か
ら
発
見
さ
れ
た
龍
樹
の
石
像
、
当
然
か
な
り
古
い
も
の
で
す
。
そ
れ
が
後
々
の
多
く
の
釈
尊

像
の
原
型
に
な
っ
た
の
だ
と
、
そ
の
研
究
員
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
仏
陀
釈
尊
の
姿
を
表
現
し
た
い
わ
ゆ
る
仏
像
や
絵
像
な
ど
は
、

も
と
も
と
は
無
か
っ
た
も
の
で
す
ね
。
先
に
も
確
か
め
ま
し
た
よ
う
に
釈
尊
は
、
自
分
で
は
な
く
法
と
律
と
が
お
前
た
ち
の
師
で
あ
る
と

告
げ
て
入
滅
な
さ
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
残
さ
れ
た
弟
子
た
ち
は
、
釈
尊
個
人
を
仰
ぐ
意
味
を
持
っ
て
し
ま
う
仏
像
な
ど
は
造
ら
ず
に
い

た
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
を
仰
ぐ
の
だ
と
い
う
教
え
を
大
切
に
し
て
、
仏
像
を
造
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
仏
陀
を
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表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
法
輪
を
そ
の
印
と
し
て
石
に
刻
ん
だ
り
、
菩
提
樹
を
描
い
た
り
さ
れ
た
の
で
す
ね
。
法
輪
や
釈
尊
が
そ
の
下
で

さ
と
り
を
開
い
た
と
さ
れ
る
菩
提
樹
、
こ
れ
ら
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
陀
釈
尊
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
後
に

釈
尊
像
と
い
う
も
の
が
誕
生
し
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
の
原
型
と
な
っ
た
の
が
龍
樹
菩
薩
像
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
こ
の
研

究
員
の
方
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
と
も
う
一
つ
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
実
は
、
こ
の
講
義
の
事
前
打
ち
合
わ
せ
の
際
に
、
ご
担
当
く
だ
さ
っ

た
イ
ン
ド
専
門
の
先
生
方
に
伝
え
た
ら
、「
そ
ん
な
バ
カ
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
叱
ら
れ
た
内
容
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
本
当
は

言
わ
な
い
方
が
良
い
ん
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
イ
ン
ド
で
は
「
な
る
ほ
ど
」
と
思
う
面
も
あ
り
ま
し
た
の
で
皆
さ
ん
に
は
お
伝
え
し
て
お
き

ま
す
。
龍
樹
菩
薩
に
は
、
た
く
さ
ん
の
著
述
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
膨
大
な
も
の
で
す
。
と
て
も
学
び
き
る
こ
と
が
出
来
な
い
ほ
ど
の
も

の
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
質
問
し
た
時
、
イ
ン
ド
の
研
究
員
の
方
は
「
実
は
龍
樹
は
一
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。「
た
く
さ
ん
の
方
々
が
龍
樹
の
も
と
に
い
た
、
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
い
て
、
そ
の
総
体
が
『
龍
樹
』
な
の
だ
」
と

言
わ
れ
た
の
で
す
。
通
常
は
龍
樹
は
お
一
人
お
ら
れ
て
、
そ
の
龍
樹
が
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
思
索
を
表
現
な
さ
っ
た
と
理
解
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
そ
の
イ
ン
ド
の
研
究
員
は
「
龍
樹
と
い
う
の
は
実
は
グ
ル
ー
プ
を
指
す
ん
だ
」
と
い
う
風
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
。

日
本
の
イ
ン
ド
仏
教
専
門
の
先
生
方
か
ら
は
叱
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
も
う
言
う
の
は
や
め
ま
す
が
、
そ
の
イ
ン
ド
の
方
の
説
明
を
聞
い
て

「
な
る
ほ
ど
」
と
も
思
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

難
行
と
易
行
を
顕
示
す
る

　
と
も
か
く
そ
の
よ
う
な
龍
樹
菩
薩
の
お
仕
事
を
、
親
鸞
聖
人
は
「
正
信
偈
」
で
「
有
無
の
見
を
破
し
た
こ
と
に
あ
る
」
と
書
き
記
す
の

で
す
ね
。「
有
」
と
は
、
有
る
で
す
ね
。「
無
」
と
は
、
無
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
人
間
は
分
別
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
有
る
と
か
こ

れ
が
無
い
と
か
、
こ
れ
は
良
い
と
か
悪
い
と
か
、
分
別
し
ま
す
ね
。
有
れ
ば
嬉
し
い
し
、
無
け
れ
ば
悲
し
い
。
あ
る
い
は
逆
に
、
有
れ
ば
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ま
す
が
、
今
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
申
し
上
げ
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
思
想
的
な
側
面
と
い
う
か
、「
正
信
偈
」
が
注
目
す
る
視

点
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。「
こ
と
ご
と
く
有
無
の
見
を
破
る
」
と
い
う
龍
樹
の
仕
事
の
確
か
め
で
す
。
こ
れ
が
龍
樹
の
果
た
さ
れ
た
大
切

な
仕
事
の
内
容
だ
と
、
親
鸞
は
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
こ
の
「
悉
能
摧
破
有
無
見
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
仏
教
学
の
専
門
の
立
場
か
ら
の
講
義
は
終
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

龍
樹
が
仏
教
思
想
史
上
に
成
し
た
大
き
な
役
割
で
す
。「
有
無
の
見
を
破
す
」
と
い
う
龍
樹
の
偉
大
な
仕
事
で
す
。

　
龍
樹
は
南
イ
ン
ド
の
方
で
す
。
釈
尊
が
活
躍
な
さ
っ
た
の
は
イ
ン
ド
の
北
方
で
す
が
、
龍
樹
は
南
イ
ン
ド
で
す
。
今
は
仏
跡
の
一
つ
と

も
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
マ
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
や
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
、
龍
樹
が
活
躍
さ
れ
た
所
だ
と
さ
れ
ま
す
。

古
い
遺
跡
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。
南
イ
ン
ド
で
龍
樹
と
い
う
方
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
活
躍
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
も
、

ア
マ
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
に
は
古
い
僧
院
跡
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
研
究
が
盛
ん
な
所
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
は
、

も
と
も
と
の
場
所
は
現
在
は
ダ
ム
の
底
に
沈
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
今
は
下
に
あ
っ
た
遺
跡
を
上
方
の
島
に
移
し
て
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
現
在
は
ダ
ム
湖
を
ボ
ー
ト
に
乗
っ
て
参
拝
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
一
昨
年
に
こ
れ
ら
南
イ
ン
ド
の
龍
樹
に
ま
つ
わ
る
地
に
、
学
生
た
ち
と
研
修
に
訪
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
博
物
館
が
あ
っ
て
、
研
究
員

に
質
問
す
る
と
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
か
ら
す
れ
ば
ち
ょ
っ
と
面
白
い
こ
と
を
二
つ
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
真

実
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
興
味
深
い
話
で
し
た
。

　
一
つ
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
か
ら
発
見
さ
れ
た
龍
樹
の
石
像
、
当
然
か
な
り
古
い
も
の
で
す
。
そ
れ
が
後
々
の
多
く
の
釈
尊

像
の
原
型
に
な
っ
た
の
だ
と
、
そ
の
研
究
員
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
仏
陀
釈
尊
の
姿
を
表
現
し
た
い
わ
ゆ
る
仏
像
や
絵
像
な
ど
は
、

も
と
も
と
は
無
か
っ
た
も
の
で
す
ね
。
先
に
も
確
か
め
ま
し
た
よ
う
に
釈
尊
は
、
自
分
で
は
な
く
法
と
律
と
が
お
前
た
ち
の
師
で
あ
る
と

告
げ
て
入
滅
な
さ
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
残
さ
れ
た
弟
子
た
ち
は
、
釈
尊
個
人
を
仰
ぐ
意
味
を
持
っ
て
し
ま
う
仏
像
な
ど
は
造
ら
ず
に
い

た
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
を
仰
ぐ
の
だ
と
い
う
教
え
を
大
切
に
し
て
、
仏
像
を
造
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
代
わ
り
に
仏
陀
を
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表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
法
輪
を
そ
の
印
と
し
て
石
に
刻
ん
だ
り
、
菩
提
樹
を
描
い
た
り
さ
れ
た
の
で
す
ね
。
法
輪
や
釈
尊
が
そ
の
下
で

さ
と
り
を
開
い
た
と
さ
れ
る
菩
提
樹
、
こ
れ
ら
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
陀
釈
尊
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
後
に

釈
尊
像
と
い
う
も
の
が
誕
生
し
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
の
原
型
と
な
っ
た
の
が
龍
樹
菩
薩
像
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
こ
の
研

究
員
の
方
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
と
も
う
一
つ
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
実
は
、
こ
の
講
義
の
事
前
打
ち
合
わ
せ
の
際
に
、
ご
担
当
く
だ
さ
っ

た
イ
ン
ド
専
門
の
先
生
方
に
伝
え
た
ら
、「
そ
ん
な
バ
カ
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
叱
ら
れ
た
内
容
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
本
当
は

言
わ
な
い
方
が
良
い
ん
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
イ
ン
ド
で
は
「
な
る
ほ
ど
」
と
思
う
面
も
あ
り
ま
し
た
の
で
皆
さ
ん
に
は
お
伝
え
し
て
お
き

ま
す
。
龍
樹
菩
薩
に
は
、
た
く
さ
ん
の
著
述
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
膨
大
な
も
の
で
す
。
と
て
も
学
び
き
る
こ
と
が
出
来
な
い
ほ
ど
の
も

の
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
質
問
し
た
時
、
イ
ン
ド
の
研
究
員
の
方
は
「
実
は
龍
樹
は
一
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。「
た
く
さ
ん
の
方
々
が
龍
樹
の
も
と
に
い
た
、
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
を
な
し
て
い
て
、
そ
の
総
体
が
『
龍
樹
』
な
の
だ
」
と

言
わ
れ
た
の
で
す
。
通
常
は
龍
樹
は
お
一
人
お
ら
れ
て
、
そ
の
龍
樹
が
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
思
索
を
表
現
な
さ
っ
た
と
理
解
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
そ
の
イ
ン
ド
の
研
究
員
は
「
龍
樹
と
い
う
の
は
実
は
グ
ル
ー
プ
を
指
す
ん
だ
」
と
い
う
風
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
。

日
本
の
イ
ン
ド
仏
教
専
門
の
先
生
方
か
ら
は
叱
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
も
う
言
う
の
は
や
め
ま
す
が
、
そ
の
イ
ン
ド
の
方
の
説
明
を
聞
い
て

「
な
る
ほ
ど
」
と
も
思
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

難
行
と
易
行
を
顕
示
す
る

　
と
も
か
く
そ
の
よ
う
な
龍
樹
菩
薩
の
お
仕
事
を
、
親
鸞
聖
人
は
「
正
信
偈
」
で
「
有
無
の
見
を
破
し
た
こ
と
に
あ
る
」
と
書
き
記
す
の

で
す
ね
。「
有
」
と
は
、
有
る
で
す
ね
。「
無
」
と
は
、
無
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
人
間
は
分
別
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
有
る
と
か
こ

れ
が
無
い
と
か
、
こ
れ
は
良
い
と
か
悪
い
と
か
、
分
別
し
ま
す
ね
。
有
れ
ば
嬉
し
い
し
、
無
け
れ
ば
悲
し
い
。
あ
る
い
は
逆
に
、
有
れ
ば
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悔
し
い
し
、
無
け
れ
ば
嬉
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
は
し
か
し
、
す
べ
て
は
人
間
も
し
く
は
自
分
の
都
合
に
よ
っ
て

世
界
の
事
象
を
捉
え
て
表
現
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
己
中
心
的
な
物
の
見
方
と
判
断
に
基
づ
い
た
分
別
の

事
柄
に
な
り
ま
す
ね
。
有
る
無
し
に
一
喜
一
憂
す
る
の
が
私
た
ち
人
間
で
す
。
財
が
あ
れ
ば
嬉
し
い
し
、
無
け
れ
ば
悲
し
い
。
富
や
名
声

が
有
れ
ば
嬉
し
い
し
、
無
け
れ
ば
な
ん
と
な
く
寂
し
い
と
い
う
感
情
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
ま
た
、
富
や
名
声
が
有

っ
た
な
ら
有
っ
た
で
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
に
不
安
や
憂
い
や
怒
り
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
人
間
で
す
。
で
す
か
ら
人

間
と
い
う
の
は
、
私
と
い
う
存
在
を
中
心
に
、
物
事
の
有
・
無
を
分
別
し
、
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
惑
わ
さ
れ
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
有
・
無
の
見
識
が
、
人
間
の
愚
か
し
い
分
別
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
虚
仮
の
思
索
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
龍
樹
は

明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
龍
樹
と
い
う
人
物
が
仏
教
史
上
に
お
い
て
果
た
し
た
大
き
な
役
割
で
あ
る
わ
け
で
す
。

無
分
別
の
世
界
、
空
の
世
界
を
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
の
が
釈
尊
な
の

だ
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
龍
樹
で
す
ね
。
そ
れ
が
龍
樹
大
士
が
南
イ
ン
ド
に
あ
っ
て
「
摧
破
有
無

見
」
と
い
う
お
仕
事
を
果
た
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
役
割
を
仏
教
史
上
に
お
い
て
果
た
し
た
の
が
龍
樹
で
す
が
、
親
鸞
の
眼
か
ら
す
る
と
龍
樹
は
そ
れ
に
加
え
て
、
さ
ら
に
別

の
視
点
を
広
く
説
き
示
さ
れ
た
方
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
曇
鸞
が
『
浄
土
論
註
』
で
明
ら
か
に
示
さ
れ
た
龍
樹
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

浄
土
真
宗
の
祖
師
と
し
て
の
龍
樹
で
す
が
、「
正
信
偈
」
の
続
き
は
、
そ
の
よ
う
な
龍
樹
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
親
鸞
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
ね
。「
顕
示
難
行
陸
路
苦
　
信
楽
易
行
水
道
楽
」
と
あ
り
ま
す
。「
難
行
の
陸
路
、
苦
し
き
こ
と
を
顕
示
し
て
、
易

行
の
水
道
、
楽
し
き
こ
と
を
信
楽
せ
し
む
」
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
続
く
句
も
読
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。「
憶
念
弥
陀
仏
本
願
　
自
然
即

時
入
必
定
」
で
す
。「
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
れ
ば
、
自
然
に
即
の
時
、
必
定
に
入
る
。
た
だ
よ
く
、
常
に
如
来
の
号
を
称
し
て
、
大

悲
弘
誓
の
恩
を
報
ず
べ
し
、
と
い
え
り
」
と
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
い
う
風
に
、
親
鸞
と
い
う
方
は
龍
樹
の
お
仕
事
を
了
解
な
さ
い
ま
す
。
一
応
、
簡
単
に
訳
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。「
龍
樹
菩
薩
は
、
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陸
路
を
歩
む
よ
う
な
仏
道
修
行
が
苦
し
い
難
行
で
あ
る
こ
と
を
お
示
し
に
な
り
、
水
道
を
進
む
が
如
き
易
行
の
道
の
楽
し
い
こ
と
を
信
知

さ
せ
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
す
」
で
す
ね
。
龍
樹
は
、
陸
路
を
歩
ん
で
進
む
よ
う
な
仏
道
修
行
が
た
い
へ
ん
苦
し
い
困
難
な
実
践
で
あ
る
こ

と
を
説
き
示
し
、
水
道
を
進
む
が
如
き
易
行
道
の
楽
し
い
こ
と
を
広
く
説
き
示
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
は
特
に
取
り
上
げ
ま
す
。

こ
れ
が
龍
樹
の
仕
事
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
語
り
ま
す
。
そ
し
て
次
に
、「
衆
生
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
心
に
憶
い
念
ず
る
な
ら

ば
、
こ
と
さ
ら
に
計
ら
わ
ず
と
も
、
即
時
に
必
ず
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
身
と
定
ま
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
、
阿
弥

陀
の
大
悲
本
願
の
ご
恩
に
報
い
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
で
す
。
こ
う
教
え
た
の
が
龍
樹
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
親
鸞
は
提
示
し
ま
す
。

　
こ
の
二
句
目
や
三
句
目
に
あ
る
「
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
」
や
「
称
名
」
は
、
次
回
尋
ね
ま
す
。
今
日
は
「
難
行
の
陸
路
」
と
「
易
行
の

水
道
」
に
つ
い
て
続
け
て
講
義
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
「
難
行
」
と
「
易
行
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
龍
樹
菩
薩
が
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
「
行
」
を
明
ら
か
に
示
さ
れ
た

と
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
龍
樹
を
理
解
す
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
親
鸞
に
は
背
景
と
根
拠
が
あ
り
ま
す
。
勝
手
に
龍
樹
に
つ
い
て
主
張

し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
思
想
史
的
根
拠
が
あ
っ
て
、
こ
の
句
を
作
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
背
景
に
な
る
の
が
、
龍

樹
の
著
書
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
と
い
う
論
書
で
す
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

仏
法
に
無
量
の
門
あ
り
。
世
間
の
道
に
難
あ
り
、
易
あ
り
。
陸
道
の
歩
行
は
す
な
わ
ち
苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
す
な
わ
ち
楽
し
き

が
ご
と
し
。
菩
薩
の
道
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
あ
る
い
は
勤
行
精
進
の
も
の
あ
り
、
あ
る
い
は
信
方
便
の
易
行
を
も
っ
て
疾
く
阿

惟
越
致
に
至
る
者
あ
り
。
乃
至
　
も
し
人
疾
く
不
退
転
地
に
致
ら
ん
と
欲
わ
ば
、
恭
敬
心
を
も
っ
て
執
持
し
て
名
を
称
す
べ
し
。
も

し
菩
薩
こ
の
身
に
お
い
て
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
ら
ん
と
欲
わ
ば
、
当
に
こ
の
十
方
諸
仏
を

念
ず
べ
し
。 
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悔
し
い
し
、
無
け
れ
ば
嬉
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
は
し
か
し
、
す
べ
て
は
人
間
も
し
く
は
自
分
の
都
合
に
よ
っ
て

世
界
の
事
象
を
捉
え
て
表
現
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
己
中
心
的
な
物
の
見
方
と
判
断
に
基
づ
い
た
分
別
の

事
柄
に
な
り
ま
す
ね
。
有
る
無
し
に
一
喜
一
憂
す
る
の
が
私
た
ち
人
間
で
す
。
財
が
あ
れ
ば
嬉
し
い
し
、
無
け
れ
ば
悲
し
い
。
富
や
名
声

が
有
れ
ば
嬉
し
い
し
、
無
け
れ
ば
な
ん
と
な
く
寂
し
い
と
い
う
感
情
が
起
こ
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
ま
た
、
富
や
名
声
が
有

っ
た
な
ら
有
っ
た
で
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
に
不
安
や
憂
い
や
怒
り
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
人
間
で
す
。
で
す
か
ら
人

間
と
い
う
の
は
、
私
と
い
う
存
在
を
中
心
に
、
物
事
の
有
・
無
を
分
別
し
、
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
惑
わ
さ
れ
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る

わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
有
・
無
の
見
識
が
、
人
間
の
愚
か
し
い
分
別
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
虚
仮
の
思
索
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
龍
樹
は

明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
龍
樹
と
い
う
人
物
が
仏
教
史
上
に
お
い
て
果
た
し
た
大
き
な
役
割
で
あ
る
わ
け
で
す
。

無
分
別
の
世
界
、
空
の
世
界
を
教
え
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
の
が
釈
尊
な
の

だ
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
龍
樹
で
す
ね
。
そ
れ
が
龍
樹
大
士
が
南
イ
ン
ド
に
あ
っ
て
「
摧
破
有
無

見
」
と
い
う
お
仕
事
を
果
た
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
役
割
を
仏
教
史
上
に
お
い
て
果
た
し
た
の
が
龍
樹
で
す
が
、
親
鸞
の
眼
か
ら
す
る
と
龍
樹
は
そ
れ
に
加
え
て
、
さ
ら
に
別

の
視
点
を
広
く
説
き
示
さ
れ
た
方
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
曇
鸞
が
『
浄
土
論
註
』
で
明
ら
か
に
示
さ
れ
た
龍
樹
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

浄
土
真
宗
の
祖
師
と
し
て
の
龍
樹
で
す
が
、「
正
信
偈
」
の
続
き
は
、
そ
の
よ
う
な
龍
樹
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
親
鸞
は
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
ね
。「
顕
示
難
行
陸
路
苦
　
信
楽
易
行
水
道
楽
」
と
あ
り
ま
す
。「
難
行
の
陸
路
、
苦
し
き
こ
と
を
顕
示
し
て
、
易

行
の
水
道
、
楽
し
き
こ
と
を
信
楽
せ
し
む
」
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
続
く
句
も
読
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。「
憶
念
弥
陀
仏
本
願
　
自
然
即

時
入
必
定
」
で
す
。「
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
れ
ば
、
自
然
に
即
の
時
、
必
定
に
入
る
。
た
だ
よ
く
、
常
に
如
来
の
号
を
称
し
て
、
大

悲
弘
誓
の
恩
を
報
ず
べ
し
、
と
い
え
り
」
と
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
い
う
風
に
、
親
鸞
と
い
う
方
は
龍
樹
の
お
仕
事
を
了
解
な
さ
い
ま
す
。
一
応
、
簡
単
に
訳
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。「
龍
樹
菩
薩
は
、
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陸
路
を
歩
む
よ
う
な
仏
道
修
行
が
苦
し
い
難
行
で
あ
る
こ
と
を
お
示
し
に
な
り
、
水
道
を
進
む
が
如
き
易
行
の
道
の
楽
し
い
こ
と
を
信
知

さ
せ
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
す
」
で
す
ね
。
龍
樹
は
、
陸
路
を
歩
ん
で
進
む
よ
う
な
仏
道
修
行
が
た
い
へ
ん
苦
し
い
困
難
な
実
践
で
あ
る
こ

と
を
説
き
示
し
、
水
道
を
進
む
が
如
き
易
行
道
の
楽
し
い
こ
と
を
広
く
説
き
示
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
は
特
に
取
り
上
げ
ま
す
。

こ
れ
が
龍
樹
の
仕
事
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
語
り
ま
す
。
そ
し
て
次
に
、「
衆
生
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
心
に
憶
い
念
ず
る
な
ら

ば
、
こ
と
さ
ら
に
計
ら
わ
ず
と
も
、
即
時
に
必
ず
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
身
と
定
ま
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
て
、
阿
弥

陀
の
大
悲
本
願
の
ご
恩
に
報
い
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
で
す
。
こ
う
教
え
た
の
が
龍
樹
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
親
鸞
は
提
示
し
ま
す
。

　
こ
の
二
句
目
や
三
句
目
に
あ
る
「
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
」
や
「
称
名
」
は
、
次
回
尋
ね
ま
す
。
今
日
は
「
難
行
の
陸
路
」
と
「
易
行
の

水
道
」
に
つ
い
て
続
け
て
講
義
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
「
難
行
」
と
「
易
行
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
龍
樹
菩
薩
が
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
「
行
」
を
明
ら
か
に
示
さ
れ
た

と
言
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
龍
樹
を
理
解
す
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
親
鸞
に
は
背
景
と
根
拠
が
あ
り
ま
す
。
勝
手
に
龍
樹
に
つ
い
て
主
張

し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
思
想
史
的
根
拠
が
あ
っ
て
、
こ
の
句
を
作
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
背
景
に
な
る
の
が
、
龍

樹
の
著
書
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
と
い
う
論
書
で
す
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

仏
法
に
無
量
の
門
あ
り
。
世
間
の
道
に
難
あ
り
、
易
あ
り
。
陸
道
の
歩
行
は
す
な
わ
ち
苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
す
な
わ
ち
楽
し
き

が
ご
と
し
。
菩
薩
の
道
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
あ
る
い
は
勤
行
精
進
の
も
の
あ
り
、
あ
る
い
は
信
方
便
の
易
行
を
も
っ
て
疾
く
阿

惟
越
致
に
至
る
者
あ
り
。
乃
至
　
も
し
人
疾
く
不
退
転
地
に
致
ら
ん
と
欲
わ
ば
、
恭
敬
心
を
も
っ
て
執
持
し
て
名
を
称
す
べ
し
。
も

し
菩
薩
こ
の
身
に
お
い
て
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
ら
ん
と
欲
わ
ば
、
当
に
こ
の
十
方
諸
仏
を

念
ず
べ
し
。 
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こ
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
親
鸞
は
注
目
し
、
あ
る
い
は
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
ま
ず
は
曇
鸞
が
注
目
し
て
い
る
の
で
す
。
曇
鸞
の
言

葉
で
言
い
ま
す
と
「
謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
』
を
案
ず
る
に
…
二
種
の
道
あ
り
」
で
す
。
よ
く
よ
く
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘

婆
沙
論
』
の
教
え
を
伺
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
二
つ
の
道
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
二
つ
の
道
は
「
勤
行
精
進
」
の
道
と

「
信
方
便
の
易
行
」
で
す
。
こ
の
二
つ
の
道
が
説
か
れ
て
い
る
ん
だ
、
と
。

　
こ
の
二
つ
の
道
は
難
行
易
行
と
あ
る
よ
う
に
、「
行
」
の
問
題
と
理
解
し
て
考
え
れ
ば
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
仏
道
修
行
上
の
実
践
の

問
題
で
す
。
真
理
の
世
界
に
到
達
す
る
た
め
の
「
道
」
の
問
題
だ
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
そ
こ
で
そ
の
道
に
つ
い
て
龍
樹
は
、「
陸
路
」
と
「
水
道
」
の
二
つ
の
道
が
あ
る
ん
だ
と
教
え
る
わ
け
で
す
。
陸
路
で
す
か
ら
、
歩
い

て
そ
の
真
理
に
到
達
す
る
の
が
一
つ
の
道
、
今
一
つ
が
、
川
に
浮
か
ぶ
船
に
乗
っ
て
進
む
と
い
う
道
で
す
ね
。
皆
さ
ん
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
長
い
旅
路
を
進
む
の
に
、
ど
ち
ら
を
選
ば
れ
ま
す
か
。
な
ん
だ
か
船
に
乗
っ
て
進
み
た
い
気
も
す
る
し
、
船
に
乗
る
の
は
ち
ょ
っ
と

ず
る
い
よ
う
な
気
も
す
る
し
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
思
案
な
さ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
と
も
か
く
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
は
そ
の
よ
う
に

仏
道
に
つ
い
て
説
か
れ
る
わ
け
で
す
。

　
龍
樹
と
い
う
方
は
、
一
般
的
に
龍
樹
菩
薩
と
捉
え
と
、
や
は
り
難
行
道
を
大
事
に
さ
れ
る
姿
が
浮
か
ぶ
は
ず
で
す
。「
菩
薩
」
で
す
か

ら
、
悟
り
に
向
け
て
努
力
を
惜
し
ま
な
い
方
と
し
て
長
く
尊
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。
難
行
道
を
キ
チ
ッ
と
歩
み
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
説
い

た
方
が
龍
樹
だ
と
理
解
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
仏
陀
が
説
か
れ
た
戒
律
を
守
っ
て
、
智
慧
を
深
め
て
修
行
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
、
一
歩
一
歩
、
覚
り
の
世
界
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
近
づ
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
説
く
の
が
龍
樹
菩
薩
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
ま
す
ね
。

菩
薩
の
実
践

　
菩
薩
道
の
実
践
は
、
伝
統
的
に
「
六
波
羅
蜜
行
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
し
て
整
理
し
て
伝
え
ら
れ
ま
す
。「
波
羅
蜜
」
と
い
う
の
は
、
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「
最
高
の
状
態
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
に
「
六
」
が
付
く
わ
け
で
す
か
ら
、「
六
つ
の
最
高
の
状
態
」
と
な
り
ま
す
。
通
常
仏
教
の

道
を
進
む
に
は
、
こ
の
六
波
羅
蜜
の
行
を
実
践
し
な
く
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
目
的
は
何
か
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
仏
陀
と
同
じ
境

地
に
到
達
す
る
た
め
で
す
。
今
日
の
話
か
ら
す
れ
ば
、
有
無
の
見
と
い
う
も
の
を
突
破
す
る
境
地
に
至
る
た
め
に
、
こ
の
六
つ
の
最
高
の

状
態
を
保
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
龍
樹
が
菩
薩
行
を
説
く
と
き
に
も
、
こ
の
六
波
羅
蜜
を
背
景
に
持
っ
て
い
ま
す
。

六
つ
と
は
、
一
つ
が
布
施
の
実
践
、
一
つ
が
持
戒
の
実
践
、
そ
の
後
は
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
智
慧
に
な
り
ま
す
ね
。
布
施
と
い
う
の
は

「
他
者
に
与
え
る
こ
と
」
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
が
あ
り
ま
す
。
財
施
・
法
施
・
無
畏
施
な
ど
で
す
。
特
に
無
畏
施
と
は
、「
無

畏
」
と
い
う
の
は
畏
れ
の
無
い
状
態
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
畏
れ
の
無
い
状
態
を
相
手
に
布
施
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
相
手

の
畏
れ
を
取
り
除
い
て
差
し
上
げ
る
と
い
う
実
践
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
れ
ら
の
布
施
行
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
最
高
の
状
態
を
保

持
し
続
け
る
こ
と
が
、
悟
り
へ
の
道
の
一
つ
と
な
る
の
で
す
。
持
戒
は
、
戒
律
を
守
る
こ
と
の
完
成
で
す
ね
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う

に
、
法
と
律
を
釈
尊
は
説
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、
戒
め
を
し
っ
か
り
守
っ
て
い
く
こ
と
が
二
番
目
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
忍
辱
で
す
ね
。

苦
難
に
堪
え
忍
ぶ
行
為
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
精
進
は
、
真
実
の
道
を
求
め
る
努
力
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
す
ね
。
禅
定
は
、

精
神
を
統
一
す
る
集
中
力
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
。
そ
し
て
最
後
が
智
慧
で
す
け
れ
ど
も
、
空
を
観
察
す
る
智
慧
の
完
成
で
す
。
真
実
の
智

慧
の
獲
得
に
お
い
て
最
高
の
状
態
を
保
持
す
る
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
難
行
と
い
う
も
の
は
、
伝
統
的
な
菩
薩
道
と
い
う
こ
と
を
背

後
に
お
い
て
、
例
え
ば
こ
の
六
波
羅
蜜
の
行
を
修
め
る
道
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
こ
の
六
波
羅
蜜
は
「
行
」
で
す
が
、
そ
れ
と
も
う
一
つ
難
行
道
で
基
本
的
に
大
切
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
行
」
に
対
し
て
は

「
心
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
行
」
と
不
離
の
も
の
と
し
て
龍
樹
は
大
切
に
な
さ
い
ま
す
。
特
に
こ
の
「
心
」
の
面
で
は
、「
利

他
」
が
強
調
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仏
教
の
言
葉
で
「
自
利
」
と
は
、
自
分
が
覚
り
の
世
界
に
近
づ
く
た
め
の
行
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。「
利
他
」
と
は
、
他
者
を
導
く
行
為
で
す
。
他
を
利
益
す
る
こ
と
で
す
。
龍
樹
が
大
事
に
さ
れ
る
菩
薩
道
は
大
乗
の
仏

道
で
す
か
ら
、
自
分
だ
け
が
救
わ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
他
者
と
共
に
救
わ
れ
て
い
く
仏
道
を
求
め
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
龍
樹
で
す
。
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こ
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
親
鸞
は
注
目
し
、
あ
る
い
は
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
ま
ず
は
曇
鸞
が
注
目
し
て
い
る
の
で
す
。
曇
鸞
の
言

葉
で
言
い
ま
す
と
「
謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
』
を
案
ず
る
に
…
二
種
の
道
あ
り
」
で
す
。
よ
く
よ
く
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘

婆
沙
論
』
の
教
え
を
伺
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
二
つ
の
道
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
二
つ
の
道
は
「
勤
行
精
進
」
の
道
と

「
信
方
便
の
易
行
」
で
す
。
こ
の
二
つ
の
道
が
説
か
れ
て
い
る
ん
だ
、
と
。

　
こ
の
二
つ
の
道
は
難
行
易
行
と
あ
る
よ
う
に
、「
行
」
の
問
題
と
理
解
し
て
考
え
れ
ば
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
仏
道
修
行
上
の
実
践
の

問
題
で
す
。
真
理
の
世
界
に
到
達
す
る
た
め
の
「
道
」
の
問
題
だ
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
そ
こ
で
そ
の
道
に
つ
い
て
龍
樹
は
、「
陸
路
」
と
「
水
道
」
の
二
つ
の
道
が
あ
る
ん
だ
と
教
え
る
わ
け
で
す
。
陸
路
で
す
か
ら
、
歩
い

て
そ
の
真
理
に
到
達
す
る
の
が
一
つ
の
道
、
今
一
つ
が
、
川
に
浮
か
ぶ
船
に
乗
っ
て
進
む
と
い
う
道
で
す
ね
。
皆
さ
ん
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
長
い
旅
路
を
進
む
の
に
、
ど
ち
ら
を
選
ば
れ
ま
す
か
。
な
ん
だ
か
船
に
乗
っ
て
進
み
た
い
気
も
す
る
し
、
船
に
乗
る
の
は
ち
ょ
っ
と

ず
る
い
よ
う
な
気
も
す
る
し
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
思
案
な
さ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
と
も
か
く
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
は
そ
の
よ
う
に

仏
道
に
つ
い
て
説
か
れ
る
わ
け
で
す
。

　
龍
樹
と
い
う
方
は
、
一
般
的
に
龍
樹
菩
薩
と
捉
え
と
、
や
は
り
難
行
道
を
大
事
に
さ
れ
る
姿
が
浮
か
ぶ
は
ず
で
す
。「
菩
薩
」
で
す
か

ら
、
悟
り
に
向
け
て
努
力
を
惜
し
ま
な
い
方
と
し
て
長
く
尊
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。
難
行
道
を
キ
チ
ッ
と
歩
み
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
説
い

た
方
が
龍
樹
だ
と
理
解
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
仏
陀
が
説
か
れ
た
戒
律
を
守
っ
て
、
智
慧
を
深
め
て
修
行
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
、
一
歩
一
歩
、
覚
り
の
世
界
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
に
近
づ
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
説
く
の
が
龍
樹
菩
薩
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
ま
す
ね
。

菩
薩
の
実
践

　
菩
薩
道
の
実
践
は
、
伝
統
的
に
「
六
波
羅
蜜
行
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
し
て
整
理
し
て
伝
え
ら
れ
ま
す
。「
波
羅
蜜
」
と
い
う
の
は
、
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「
最
高
の
状
態
」
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
に
「
六
」
が
付
く
わ
け
で
す
か
ら
、「
六
つ
の
最
高
の
状
態
」
と
な
り
ま
す
。
通
常
仏
教
の

道
を
進
む
に
は
、
こ
の
六
波
羅
蜜
の
行
を
実
践
し
な
く
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
目
的
は
何
か
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
仏
陀
と
同
じ
境

地
に
到
達
す
る
た
め
で
す
。
今
日
の
話
か
ら
す
れ
ば
、
有
無
の
見
と
い
う
も
の
を
突
破
す
る
境
地
に
至
る
た
め
に
、
こ
の
六
つ
の
最
高
の

状
態
を
保
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
龍
樹
が
菩
薩
行
を
説
く
と
き
に
も
、
こ
の
六
波
羅
蜜
を
背
景
に
持
っ
て
い
ま
す
。

六
つ
と
は
、
一
つ
が
布
施
の
実
践
、
一
つ
が
持
戒
の
実
践
、
そ
の
後
は
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
智
慧
に
な
り
ま
す
ね
。
布
施
と
い
う
の
は

「
他
者
に
与
え
る
こ
と
」
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
が
あ
り
ま
す
。
財
施
・
法
施
・
無
畏
施
な
ど
で
す
。
特
に
無
畏
施
と
は
、「
無

畏
」
と
い
う
の
は
畏
れ
の
無
い
状
態
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
畏
れ
の
無
い
状
態
を
相
手
に
布
施
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
相
手

の
畏
れ
を
取
り
除
い
て
差
し
上
げ
る
と
い
う
実
践
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
れ
ら
の
布
施
行
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
最
高
の
状
態
を
保

持
し
続
け
る
こ
と
が
、
悟
り
へ
の
道
の
一
つ
と
な
る
の
で
す
。
持
戒
は
、
戒
律
を
守
る
こ
と
の
完
成
で
す
ね
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う

に
、
法
と
律
を
釈
尊
は
説
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、
戒
め
を
し
っ
か
り
守
っ
て
い
く
こ
と
が
二
番
目
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
忍
辱
で
す
ね
。

苦
難
に
堪
え
忍
ぶ
行
為
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
精
進
は
、
真
実
の
道
を
求
め
る
努
力
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
で
す
ね
。
禅
定
は
、

精
神
を
統
一
す
る
集
中
力
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
。
そ
し
て
最
後
が
智
慧
で
す
け
れ
ど
も
、
空
を
観
察
す
る
智
慧
の
完
成
で
す
。
真
実
の
智

慧
の
獲
得
に
お
い
て
最
高
の
状
態
を
保
持
す
る
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
難
行
と
い
う
も
の
は
、
伝
統
的
な
菩
薩
道
と
い
う
こ
と
を
背

後
に
お
い
て
、
例
え
ば
こ
の
六
波
羅
蜜
の
行
を
修
め
る
道
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
こ
の
六
波
羅
蜜
は
「
行
」
で
す
が
、
そ
れ
と
も
う
一
つ
難
行
道
で
基
本
的
に
大
切
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
行
」
に
対
し
て
は

「
心
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
行
」
と
不
離
の
も
の
と
し
て
龍
樹
は
大
切
に
な
さ
い
ま
す
。
特
に
こ
の
「
心
」
の
面
で
は
、「
利

他
」
が
強
調
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仏
教
の
言
葉
で
「
自
利
」
と
は
、
自
分
が
覚
り
の
世
界
に
近
づ
く
た
め
の
行
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。「
利
他
」
と
は
、
他
者
を
導
く
行
為
で
す
。
他
を
利
益
す
る
こ
と
で
す
。
龍
樹
が
大
事
に
さ
れ
る
菩
薩
道
は
大
乗
の
仏

道
で
す
か
ら
、
自
分
だ
け
が
救
わ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
他
者
と
共
に
救
わ
れ
て
い
く
仏
道
を
求
め
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
龍
樹
で
す
。
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私
が
仏
道
に
救
わ
れ
、
他
が
救
わ
れ
る
。
む
し
ろ
他
が
救
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
仏
教
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し

ょ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
大
乗
の
仏
道
が
語
ら
れ
る
と
き
、
六
波
羅
蜜
行
と
あ
わ
せ
て
「
心
」
の
問
題
も
重
視
さ
れ
る
の
で
す
。
ど
ん
な

「
心
」
が
要
求
さ
れ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
で
「
四
無
量
心
」
と
い
う
も
の
が
説
か
れ
ま
す
。
四
つ
の
無
量
の
心
で
す
。
六
つ
の
最
高
の

状
態
と
四
つ
の
無
量
の
心
を
保
持
す
る
こ
と
が
大
切
な
実
践
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
四
つ
は
、「
慈
・
悲
・
喜
・
捨
」
で
す
ね
。「
慈
」
は
、
生
き
る
も
の
に
楽
を
与
え
よ
う
と
す
る
心
の
は
た
ら
き
で
す
。「
悲
」
と
い
う

の
は
悲
し
み
と
い
う
字
で
す
け
ど
も
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
苦
を
抜
き
取
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
心
の
は
た
ら
き
で
す
ね
。
三
つ
目
の

「
喜
」
は
、
他
者
の
喜
び
を
妬
ま
ず
に
自
己
の
喜
び
と
す
る
心
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
結
構
難
し
い
心
持
ち
に
な
り
ま
す
ね
。
他
者
の
喜

び
を
妬
ま
ず
に
、
我
が
事
の
よ
う
に
喜
べ
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
ね
。
我
が
子
の
喜
ぶ
姿
は
ま
さ
に
我
が

事
の
よ
う
に
喜
べ
ま
す
け
ど
、
敵
対
す
る
も
の
、
ラ
イ
バ
ル
視
す
る
も
の
の
喜
び
の
姿
は
、
腹
立
ち
や
妬
み
の
心
の
引
き
金
に
も
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
四
無
量
心
で
説
か
れ
る
「
喜
」
と
い
う
た
っ
た
一
つ
の
心
持
ち
も
、
維
持
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。
ま
た
大
切
な
内
容
の
お
心
と
し
て
、
最
後
の
「
捨
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
相
手
を
好
き
だ
と
か
嫌
だ
と
か
と

い
う
分
別
に
よ
っ
て
差
別
し
な
い
こ
と
が
大
切
だ
と
示
さ
れ
ま
す
。
分
別
を
捨
て
る
。
好
き
嫌
い
に
よ
っ
て
他
者
を
差
別
し
、
見
捨
て
な

い
と
い
う
心
に
も
理
解
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
四
無
量
心
で
す
。

　
こ
の
六
波
羅
蜜
と
四
無
量
心
が
両
輪
の
よ
う
に
合
わ
さ
っ
て
、
象
徴
的
に
は
智
慧
と
慈
悲
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
分

の
智
慧
を
磨
き
、
そ
し
て
慈
悲
の
心
を
養
い
、
自
利
利
他
円
満
の
道
を
歩
ん
で
い
く
の
で
す
。
こ
れ
が
大
乗
の
菩
薩
道
の
基
本
で
す
ね
。

こ
れ
が
大
事
な
道
だ
と
語
っ
た
の
が
、
龍
樹
菩
薩
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
龍
樹
の
『
菩
提
資
糧
論
』
に
説
か
れ
る
よ
う
に
ま
さ
に
覚
り
の

資
糧
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
釈
尊
の
境
地
に
近
づ
こ
う
と
す
る
の
で
す
。

　
こ
れ
が
難
行
で
す
が
、
も
う
少
し
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
と
言
う
の
は
、
仏
教
の
教
え
は
常
に
自
分
の
身
に
引
き
当
て
て
考
え
な
く
て

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
か
れ
る
こ
と
の
意
味
が
少
し
は
身
体
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
に
な
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り
ま
す
。
単
純
に
言
う
と
、
こ
れ
ら
の
行
や
心
が
自
分
の
身
の
上
に
成
立
す
る
か
ど
う
か
を
、
少
し
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
日
は
戒
律
だ
け
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。
身
に
引
き
当
て
て
確
か
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
戒
律
を
守
る
こ
と
を

完
成
さ
せ
る
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
、
で
す
ね
。

　
最
も
初
歩
的
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
戒
に
、「
五
戒
」
が
あ
り
ま
す
。
五
つ
の
戒
で
す
。
当
然
こ
れ
は
、
欲
望
の
放
棄
の
た
め
の
戒

め
で
す
。
同
時
に
真
理
に
到
達
す
る
た
め
の
戒
め
で
す
。
五
つ
と
は
「
他
者
を
殺
す
こ
と
を
や
め
る
」、「
他
の
も
の
を
盗
む
こ
と
を
や
め

る
」、「
邪
な
交
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
や
め
る
」、「
う
そ
を
つ
く
こ
と
を
や
め
る
」、「
我
を
忘
れ
酔
う
こ
と
を
や
め
る
」
で
す
。
不
殺
生
・

不
偸
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
、
六
波
羅
蜜
行
の
中
の
二
つ
目
に
あ
る
「
持
戒
」
の

内
容
に
な
り
ま
す
。
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
智
慧
の
二
番
目
で
す
。
他
者
を
殺
さ
な
い
、
他
者
に
帰
属
す
る
も
の
を
盗
ま

な
い
、
他
者
と
邪
な
交
わ
り
を
持
た
な
い
、
他
者
に
う
そ
を
つ
か
な
い
、
我
を
忘
れ
酔
う
こ
と
し
な
い
、
と
い
う
生
き
方
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
五
つ
の
戒
め
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
仏
道
、
菩
薩
の
道
を
歩
む
時
に
こ
の
五
つ
の
戒
律
が
最
低
限
守
ら
れ
る
べ

き
事
柄
と
し
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
保
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
、
仏
教
の
教
え
を
身
体
を
通
し
て
聞

く
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
仏
の
教
え
を
聞
く
の
は
、
耳
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
で
聞
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
戒
に
つ
い
て
は
、

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
我
が
身
の
中
で
成
立
す
る
か
し
な
い
か
、
で
す
。
仏
教
が
法
を
理
解
す
れ
ば
い
い
だ
け
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、

言
い
方
は
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ほ
ど
難
行
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
勉
強
す
れ
ば
、
多
少
の
努
力
は
必
要

で
す
が
、
説
か
れ
る
法
の
内
容
は
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
一
生
懸
命
聞
き
、
何
度
も
確
か
め
て
勉
強
す
れ
ば
理
解
で
き
ま
す
。
し
か

し
仏
教
で
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
頭
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
真
理
に
到
達
す
る
道
を
自
身
が
進
ん
で
い
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
。
一
つ
一
つ
身
が
近
づ
い
て
い
く
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
こ
に
示
さ
れ
た
五
つ
の
戒
め
ご
と
を
、
皆
さ
ん
も
身
体
を
通
し
て
聞
き
止
め
、
守
っ
て
い
く
自
分
が
想
像
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
最
初
の
不
殺
生
、「
他
者
を
殺
す
こ
と
な
か
れ
」
は
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。「
他
者
」
を
「
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
」
と
考
え
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私
が
仏
道
に
救
わ
れ
、
他
が
救
わ
れ
る
。
む
し
ろ
他
が
救
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
仏
教
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し

ょ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
大
乗
の
仏
道
が
語
ら
れ
る
と
き
、
六
波
羅
蜜
行
と
あ
わ
せ
て
「
心
」
の
問
題
も
重
視
さ
れ
る
の
で
す
。
ど
ん
な

「
心
」
が
要
求
さ
れ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
で
「
四
無
量
心
」
と
い
う
も
の
が
説
か
れ
ま
す
。
四
つ
の
無
量
の
心
で
す
。
六
つ
の
最
高
の

状
態
と
四
つ
の
無
量
の
心
を
保
持
す
る
こ
と
が
大
切
な
実
践
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
四
つ
は
、「
慈
・
悲
・
喜
・
捨
」
で
す
ね
。「
慈
」
は
、
生
き
る
も
の
に
楽
を
与
え
よ
う
と
す
る
心
の
は
た
ら
き
で
す
。「
悲
」
と
い
う

の
は
悲
し
み
と
い
う
字
で
す
け
ど
も
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
苦
を
抜
き
取
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
心
の
は
た
ら
き
で
す
ね
。
三
つ
目
の

「
喜
」
は
、
他
者
の
喜
び
を
妬
ま
ず
に
自
己
の
喜
び
と
す
る
心
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
結
構
難
し
い
心
持
ち
に
な
り
ま
す
ね
。
他
者
の
喜

び
を
妬
ま
ず
に
、
我
が
事
の
よ
う
に
喜
べ
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
ね
。
我
が
子
の
喜
ぶ
姿
は
ま
さ
に
我
が

事
の
よ
う
に
喜
べ
ま
す
け
ど
、
敵
対
す
る
も
の
、
ラ
イ
バ
ル
視
す
る
も
の
の
喜
び
の
姿
は
、
腹
立
ち
や
妬
み
の
心
の
引
き
金
に
も
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
四
無
量
心
で
説
か
れ
る
「
喜
」
と
い
う
た
っ
た
一
つ
の
心
持
ち
も
、
維
持
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。
ま
た
大
切
な
内
容
の
お
心
と
し
て
、
最
後
の
「
捨
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
相
手
を
好
き
だ
と
か
嫌
だ
と
か
と

い
う
分
別
に
よ
っ
て
差
別
し
な
い
こ
と
が
大
切
だ
と
示
さ
れ
ま
す
。
分
別
を
捨
て
る
。
好
き
嫌
い
に
よ
っ
て
他
者
を
差
別
し
、
見
捨
て
な

い
と
い
う
心
に
も
理
解
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
四
無
量
心
で
す
。

　
こ
の
六
波
羅
蜜
と
四
無
量
心
が
両
輪
の
よ
う
に
合
わ
さ
っ
て
、
象
徴
的
に
は
智
慧
と
慈
悲
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
分

の
智
慧
を
磨
き
、
そ
し
て
慈
悲
の
心
を
養
い
、
自
利
利
他
円
満
の
道
を
歩
ん
で
い
く
の
で
す
。
こ
れ
が
大
乗
の
菩
薩
道
の
基
本
で
す
ね
。

こ
れ
が
大
事
な
道
だ
と
語
っ
た
の
が
、
龍
樹
菩
薩
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
龍
樹
の
『
菩
提
資
糧
論
』
に
説
か
れ
る
よ
う
に
ま
さ
に
覚
り
の

資
糧
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
釈
尊
の
境
地
に
近
づ
こ
う
と
す
る
の
で
す
。

　
こ
れ
が
難
行
で
す
が
、
も
う
少
し
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
と
言
う
の
は
、
仏
教
の
教
え
は
常
に
自
分
の
身
に
引
き
当
て
て
考
え
な
く
て

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
か
れ
る
こ
と
の
意
味
が
少
し
は
身
体
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
に
な
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り
ま
す
。
単
純
に
言
う
と
、
こ
れ
ら
の
行
や
心
が
自
分
の
身
の
上
に
成
立
す
る
か
ど
う
か
を
、
少
し
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
日
は
戒
律
だ
け
取
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。
身
に
引
き
当
て
て
確
か
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
戒
律
を
守
る
こ
と
を

完
成
さ
せ
る
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
、
で
す
ね
。

　
最
も
初
歩
的
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
戒
に
、「
五
戒
」
が
あ
り
ま
す
。
五
つ
の
戒
で
す
。
当
然
こ
れ
は
、
欲
望
の
放
棄
の
た
め
の
戒

め
で
す
。
同
時
に
真
理
に
到
達
す
る
た
め
の
戒
め
で
す
。
五
つ
と
は
「
他
者
を
殺
す
こ
と
を
や
め
る
」、「
他
の
も
の
を
盗
む
こ
と
を
や
め

る
」、「
邪
な
交
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
や
め
る
」、「
う
そ
を
つ
く
こ
と
を
や
め
る
」、「
我
を
忘
れ
酔
う
こ
と
を
や
め
る
」
で
す
。
不
殺
生
・

不
偸
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
、
六
波
羅
蜜
行
の
中
の
二
つ
目
に
あ
る
「
持
戒
」
の

内
容
に
な
り
ま
す
。
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
智
慧
の
二
番
目
で
す
。
他
者
を
殺
さ
な
い
、
他
者
に
帰
属
す
る
も
の
を
盗
ま

な
い
、
他
者
と
邪
な
交
わ
り
を
持
た
な
い
、
他
者
に
う
そ
を
つ
か
な
い
、
我
を
忘
れ
酔
う
こ
と
し
な
い
、
と
い
う
生
き
方
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
五
つ
の
戒
め
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
仏
道
、
菩
薩
の
道
を
歩
む
時
に
こ
の
五
つ
の
戒
律
が
最
低
限
守
ら
れ
る
べ

き
事
柄
と
し
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
保
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
、
仏
教
の
教
え
を
身
体
を
通
し
て
聞

く
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
仏
の
教
え
を
聞
く
の
は
、
耳
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
で
聞
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
戒
に
つ
い
て
は
、

ど
う
で
し
ょ
う
か
。
我
が
身
の
中
で
成
立
す
る
か
し
な
い
か
、
で
す
。
仏
教
が
法
を
理
解
す
れ
ば
い
い
だ
け
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、

言
い
方
は
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ほ
ど
難
行
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
勉
強
す
れ
ば
、
多
少
の
努
力
は
必
要

で
す
が
、
説
か
れ
る
法
の
内
容
は
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
一
生
懸
命
聞
き
、
何
度
も
確
か
め
て
勉
強
す
れ
ば
理
解
で
き
ま
す
。
し
か

し
仏
教
で
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
頭
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
真
理
に
到
達
す
る
道
を
自
身
が
進
ん
で
い
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
。
一
つ
一
つ
身
が
近
づ
い
て
い
く
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
こ
に
示
さ
れ
た
五
つ
の
戒
め
ご
と
を
、
皆
さ
ん
も
身
体
を
通
し
て
聞
き
止
め
、
守
っ
て
い
く
自
分
が
想
像
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
最
初
の
不
殺
生
、「
他
者
を
殺
す
こ
と
な
か
れ
」
は
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。「
他
者
」
を
「
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
」
と
考
え
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れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
か
ね
。
し
か
し
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
な
ん
と
か
可
能
か
も
し
れ
な
い
と
頷
い
て
い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
、
戒
律
の
一
つ
を
ク
リ
ア
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
歩
覚
り
に
近
づ
き
ま
す
。
次
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
他
の

も
の
を
盗
ま
な
い
で
す
。
こ
こ
で
も
う
無
理
で
し
ょ
う
か
。
可
能
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
な
ん
と
か
可
能
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

「
盗
み
」
を
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
一
応
ク
リ
ア
し
た
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
い
て
、
次
に
い
き
ま
す
。「
他
者
と
邪
な
交

わ
り
を
持
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
在
家
で
あ
る
か
出
家
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
内
容
の
厳
し
さ
が
分
か
れ
ま
す
。
在
家
仏

教
者
に
対
し
て
は
、
ま
あ
「
浮
気
を
し
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
も
入
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
自
信
が
あ
り
ま
す
か
ね
。
四
つ
目
が

「
不
妄
語
」
で
す
ね
。「
う
そ
を
つ
か
な
い
」
で
す
ね
。
も
う
少
し
言
え
ば
、
悪
口
や
二
枚
舌
も
「
妄
語
」
に
入
り
ま
す
。
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
そ
し
て
最
後
が
「
不
飲
酒
」
で
す
。
酒
な
ど
を
飲
ん
で
、
我
を
忘
れ
な
い
。

　
ま
あ
こ
の
よ
う
な
内
容
が
最
も
基
本
的
な
戒
律
で
す
が
、
難
行
と
言
っ
て
も
こ
の
よ
う
に
一
つ
ひ
と
つ
を
確
か
め
て
み
れ
ば
、
ま
っ
た

く
無
理
と
い
う
こ
と
で
も
な
さ
そ
う
で
す
ね
。
少
し
づ
つ
、
実
践
を
延
ば
し
て
い
け
ば
い
い
ん
で
す
。
す
べ
て
一
度
に
、
一
生
涯
と
考
え

る
と
難
し
い
で
す
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
一
秒
一
秒
を
重
ね
て
い
け
ば
、
長
い
間
戒
律
を
保
つ
こ
と
も
出
来
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
不
殺

生
・
不
偸
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
の
戒
め
を
十
秒
な
ら
守
れ
る
で
し
ょ
う
。
い
や
十
分
ぐ
ら
い
は
い
け
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
十
分
で
き
る
の
な
ら
、
一
時
間
ぐ
ら
い
は
可
能
で
し
ょ
う
。
一
時
間
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
一
〇
時
間
に
延
ば
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
が
で
き
れ
ば
二
十
四
時
間
に
延
ば
し
、
三
日
に
延
ば
し
、
一
週
間
に
、
一
月
に
、
一
年
に
と
延
ば
し
て
み
ま
し
ょ
う
か
。
さ
あ
皆
さ

ん
の
身
体
に
聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ど
れ
ほ
ど
保
持
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
三
日
間
ぐ
ら
い
、
入
院
し
た
気
に
な
っ
て
静
か
に
黙
っ
て

過
ご
せ
ば
、
可
能
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
が
仏
教
の
戒
律
に
は
面
倒
な
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
っ
て
、
こ
の
殺
生
や
邪
淫
な
ど
の
悪
は
十
悪
と
い
う
形
で
も
う
少
し
展
開
し
、

戒
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
五
戒
が
基
本
で
す
が
、
十
の
悪
を
慎
む
行
為
、
十
善
業
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

十
の
悪
を
為
さ
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
十
の
善
行
で
す
ね
。
基
本
的
に
五
戒
に
同
じ
で
す
。
特
に
最
初
は
一
緒
で
、
殺
生
を
し
な
い
、
偸
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盗
を
し
な
い
、
邪
淫
を
し
な
い
で
す
。
次
の
「
妄
語
」
が
少
し
展
開
し
ま
す
。「
綺
語
」
や
「
悪
口
」
や
「
両
舌
」
も
戒
め
ら
れ
ま
す
。

大
口
を
た
た
か
な
い
こ
と
や
飾
り
言
葉
を
言
わ
な
い
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
悪
口
を
言
い
、
二
枚
舌
を
使
わ
な
い
こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と

整
理
し
て
み
ま
す
。

十
悪

　
殺
生
・
偸
盜
・
邪
淫
（
身
三
）

　
妄
語
・
綺
語
・
悪
口
・
両
舌
（
口
四
）

　
貪
欲
・
瞋
恚
・
邪
見
（
意
三
）

十
善

　
不
殺
生
・
不
偸
盜
・
不
邪
淫

　
不
妄
語
・
不
綺
語
・
不
悪
口
・
不
両
舌

　
不
貪
欲
・
不
瞋
恚
・
不
邪
見

初
め
の
三
つ
、
殺
生
・
偸
盗
・
邪
淫
は
身
の
行
為
な
の
で
「
身
業
」
の
悪
と
理
解
さ
れ
ま
す
。
身
の
行
為
と
し
て
殺
さ
な
い
、
盗
ま
な
い
、

邪
な
交
わ
り
を
し
な
い
と
い
う
戒
め
で
す
。
次
の
妄
語
・
綺
語
・
悪
口
・
両
舌
は
口
の
行
為
な
の
で
「
口
業
」
で
す
。
そ
し
て
三
列
目
で

す
。
こ
れ
が
非
常
に
厄
介
に
な
り
ま
す
。「
貪
欲
・
瞋
恚
・
邪
見
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
心
の
は
た
ら
き
で
す
。「
意
業
」
と
言
い
ま
す
。

「
意
」
は
、
意
識
や
意
欲
の
「
意
」
で
す
が
、
つ
ま
り
は
心
の
問
題
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
十
の
善
は
、
心
の
戒
め
に
も
関
わ
る
わ
け
で

す
。
貪
欲
な
心
を
持
た
な
い
。
瞋
恚
は
怒
り
で
す
か
ら
、
心
に
怒
り
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
邪
見
は
、
邪
な
捉
え
方
を
し
な
い
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れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
か
ね
。
し
か
し
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
な
ん
と
か
可
能
か
も
し
れ
な
い
と
頷
い
て
い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
う
す
れ
ば
、
戒
律
の
一
つ
を
ク
リ
ア
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
歩
覚
り
に
近
づ
き
ま
す
。
次
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
他
の

も
の
を
盗
ま
な
い
で
す
。
こ
こ
で
も
う
無
理
で
し
ょ
う
か
。
可
能
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
な
ん
と
か
可
能
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

「
盗
み
」
を
働
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
一
応
ク
リ
ア
し
た
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
い
て
、
次
に
い
き
ま
す
。「
他
者
と
邪
な
交

わ
り
を
持
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
在
家
で
あ
る
か
出
家
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
内
容
の
厳
し
さ
が
分
か
れ
ま
す
。
在
家
仏

教
者
に
対
し
て
は
、
ま
あ
「
浮
気
を
し
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
も
入
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
自
信
が
あ
り
ま
す
か
ね
。
四
つ
目
が

「
不
妄
語
」
で
す
ね
。「
う
そ
を
つ
か
な
い
」
で
す
ね
。
も
う
少
し
言
え
ば
、
悪
口
や
二
枚
舌
も
「
妄
語
」
に
入
り
ま
す
。
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
そ
し
て
最
後
が
「
不
飲
酒
」
で
す
。
酒
な
ど
を
飲
ん
で
、
我
を
忘
れ
な
い
。

　
ま
あ
こ
の
よ
う
な
内
容
が
最
も
基
本
的
な
戒
律
で
す
が
、
難
行
と
言
っ
て
も
こ
の
よ
う
に
一
つ
ひ
と
つ
を
確
か
め
て
み
れ
ば
、
ま
っ
た

く
無
理
と
い
う
こ
と
で
も
な
さ
そ
う
で
す
ね
。
少
し
づ
つ
、
実
践
を
延
ば
し
て
い
け
ば
い
い
ん
で
す
。
す
べ
て
一
度
に
、
一
生
涯
と
考
え

る
と
難
し
い
で
す
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
一
秒
一
秒
を
重
ね
て
い
け
ば
、
長
い
間
戒
律
を
保
つ
こ
と
も
出
来
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
不
殺

生
・
不
偸
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
飲
酒
の
戒
め
を
十
秒
な
ら
守
れ
る
で
し
ょ
う
。
い
や
十
分
ぐ
ら
い
は
い
け
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
十
分
で
き
る
の
な
ら
、
一
時
間
ぐ
ら
い
は
可
能
で
し
ょ
う
。
一
時
間
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
一
〇
時
間
に
延
ば
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
が
で
き
れ
ば
二
十
四
時
間
に
延
ば
し
、
三
日
に
延
ば
し
、
一
週
間
に
、
一
月
に
、
一
年
に
と
延
ば
し
て
み
ま
し
ょ
う
か
。
さ
あ
皆
さ

ん
の
身
体
に
聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ど
れ
ほ
ど
保
持
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
三
日
間
ぐ
ら
い
、
入
院
し
た
気
に
な
っ
て
静
か
に
黙
っ
て

過
ご
せ
ば
、
可
能
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
が
仏
教
の
戒
律
に
は
面
倒
な
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
っ
て
、
こ
の
殺
生
や
邪
淫
な
ど
の
悪
は
十
悪
と
い
う
形
で
も
う
少
し
展
開
し
、

戒
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
五
戒
が
基
本
で
す
が
、
十
の
悪
を
慎
む
行
為
、
十
善
業
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

十
の
悪
を
為
さ
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
十
の
善
行
で
す
ね
。
基
本
的
に
五
戒
に
同
じ
で
す
。
特
に
最
初
は
一
緒
で
、
殺
生
を
し
な
い
、
偸
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盗
を
し
な
い
、
邪
淫
を
し
な
い
で
す
。
次
の
「
妄
語
」
が
少
し
展
開
し
ま
す
。「
綺
語
」
や
「
悪
口
」
や
「
両
舌
」
も
戒
め
ら
れ
ま
す
。

大
口
を
た
た
か
な
い
こ
と
や
飾
り
言
葉
を
言
わ
な
い
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
悪
口
を
言
い
、
二
枚
舌
を
使
わ
な
い
こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と

整
理
し
て
み
ま
す
。

十
悪

　
殺
生
・
偸
盜
・
邪
淫
（
身
三
）

　
妄
語
・
綺
語
・
悪
口
・
両
舌
（
口
四
）

　
貪
欲
・
瞋
恚
・
邪
見
（
意
三
）

十
善

　
不
殺
生
・
不
偸
盜
・
不
邪
淫

　
不
妄
語
・
不
綺
語
・
不
悪
口
・
不
両
舌

　
不
貪
欲
・
不
瞋
恚
・
不
邪
見

初
め
の
三
つ
、
殺
生
・
偸
盗
・
邪
淫
は
身
の
行
為
な
の
で
「
身
業
」
の
悪
と
理
解
さ
れ
ま
す
。
身
の
行
為
と
し
て
殺
さ
な
い
、
盗
ま
な
い
、

邪
な
交
わ
り
を
し
な
い
と
い
う
戒
め
で
す
。
次
の
妄
語
・
綺
語
・
悪
口
・
両
舌
は
口
の
行
為
な
の
で
「
口
業
」
で
す
。
そ
し
て
三
列
目
で

す
。
こ
れ
が
非
常
に
厄
介
に
な
り
ま
す
。「
貪
欲
・
瞋
恚
・
邪
見
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
心
の
は
た
ら
き
で
す
。「
意
業
」
と
言
い
ま
す
。

「
意
」
は
、
意
識
や
意
欲
の
「
意
」
で
す
が
、
つ
ま
り
は
心
の
問
題
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
十
の
善
は
、
心
の
戒
め
に
も
関
わ
る
わ
け
で

す
。
貪
欲
な
心
を
持
た
な
い
。
瞋
恚
は
怒
り
で
す
か
ら
、
心
に
怒
り
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
邪
見
は
、
邪
な
捉
え
方
を
し
な
い
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と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
ね
。
偏
っ
た
邪
な
見
解
、
物
事
を
本
当
に
そ
の
物
事
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
心
の
あ
り
よ
う
を
戒
め
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
「
十
」
と
数
え
て
も
内
容
は
「
身
・
口
・
意
」
と
い
う
三
つ
を
母
体
と
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
す
ね
。
し
か
し
三
つ

の
母
体
と
言
っ
て
も
実
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
は
す
べ
て
一
番
底
に
あ
る
「
意
（
こ
こ
ろ
）」
を
根
本
と
し
て
起
こ
る
も
の
だ
と
わ
か
り

ま
す
ね
。
な
ぜ
「
殺
生
」
が
身
に
行
わ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
心
に
怒
り
を
懐
く
か
ら
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
口
に
悪
口
が
行
わ
れ
る
の
か
。
そ

れ
は
同
じ
く
心
に
悪
意
を
持
つ
か
ら
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
二
枚
舌
の
よ
う
な
両
舌
の
発
言
が
行
わ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
心
の
底
に
隠
れ
る

「
貪
欲
」
が
、
自
分
の
利
益
を
求
め
て
発
言
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
。
表
に
現
れ
る
行
為
の
す
べ
て
は
、
す
べ
て
底
に
あ
る
「
意
」
か
ら
起

こ
る
ん
で
す
ね
。
意
識
無
意
識
を
含
め
、
意
か
ら
起
こ
り
ま
す
。
心
に
潜
む
貪
欲
や
瞋
恚
や
邪
見
の
性
質
が
表
出
し
て
、
身
の
行
為
と
な

り
口
の
行
為
と
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
実
は
身
・
口
の
戒
め
を
守
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
底
を
支
え
る
意
業
に
お
い
て
そ
れ
を
守

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
が
戒
律
保
持
が
困
難
な
要
因
と
な
り
ま
す
。

　
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
五
戒
を
与
え
ら
れ
て
五
戒
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
ん
な
に
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
と
も
思
わ
れ
ま

す
。
優
秀
で
あ
れ
ば
一
月
は
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
は
五
戒
を
、
身
と
口
の
行
為
と
し
て
し
か
理
解
し
て
い
な
い
態
度
に

な
り
ま
す
。
誰
も
い
な
い
山
中
に
籠
も
っ
て
ず
っ
と
静
か
に
し
て
い
る
間
は
、
身
や
口
に
悪
行
を
行
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ

が
、
厄
介
な
の
は
「
意
」
で
す
。
不
貪
欲
・
不
瞋
恚
・
不
邪
見
の
戒
め
が
達
成
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
、
全
体
の
完
成
が
か
か
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
は
仏
教
の
戒
律
と
、
世
間
の
法
律
の
大
き
な
違
い
で
す
ね
。
通
常
の
法
律
の
場
合
、
心
に
「
欲
し
い
」
と
思
っ
て
も
実
際

に
盗
ま
な
い
限
り
は
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
素
敵
だ
な
あ
」
と
思
っ
て
も
、
相
手
の
カ
バ
ン
や
財
布
を
盗
ま
な
い
限
り

逮
捕
は
さ
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
仏
教
の
戒
律
は
、
戒
め
の
根
幹
に
心
が
置
か
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
貪
欲
の
心
が
は
た
ら
い
た
だ
け
で

基
本
的
に
は
破
戒
と
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。「
畜
生
、
あ
の
人
さ
え
居
な
け
れ
ば
い
い
の
に
」
と
思
え
ば
瞋
恚
が
動
き
、「
不
幸
に
な

れ
ば
い
い
ん
だ
」
と
内
に
つ
ぶ
や
い
た
途
端
に
、
悪
口
や
両
舌
の
戒
が
犯
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
仏
教
の
戒
め
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を
表
面
上
と
し
て
み
れ
ば
、
優
秀
な
人
物
な
ら
ば
一
年
程
で
も
守
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
心
の
戒
め
と
い
う
こ
と
で
捉
え
直
せ
ば
、
一
分
、

一
秒
た
り
と
も
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
己
の
精
神
性
が
露
わ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
の
龍

樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
も
あ
る
わ
け
で
す
。「
菩
薩
の
道
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
あ
る
い
は
勤
行
精
進
の
も
の
あ
り
、
あ
る
い
は
信

方
便
の
易
行
を
も
っ
て
疾
く
阿
惟
越
致
に
至
る
者
あ
り
」
で
す
。
特
に
「
勤
行
精
進
」
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
厳
し
い
道
を
、
努
力
を
惜
し

ま
ず
に
進
む
こ
と
を
言
う
の
で
す
ね
。
龍
樹
は
こ
の
よ
う
な
難
行
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
ま
す
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』

に
引
用
し
ま
せ
ん
が
、
同
じ
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
で
す
。

大
乗
を
行
ず
る
者
に
は
、
仏
、
か
く
の
ご
と
く
説
き
た
ま
え
り
。
発
願
し
て
仏
道
を
求
む
る
は
三
千
大
千
世
界
を
挙
ぐ
る
よ
り
も
重

し
。
汝
、
阿
惟
越
致
地
は
、
こ
の
法
甚
だ
難
し
、
久
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
し
、
も
し
易
行
道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得

る
有
り
や
と
は
、
こ
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
、
こ
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非
ず
。 

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
二
五
四
頁
）

難
行
道
の
実
践
は
三
千
大
千
世
界
を
挙
げ
る
よ
り
も
重
い
。
貪
欲
の
心
を
静
め
る
こ
と
や
瞋
恚
の
心
を
静
め
る
こ
と
は
、
実
は
三
千
大
千

世
界
を
挙
げ
る
よ
り
も
重
い
作
業
で
あ
る
。
難
行
の
難
の
本
質
は
、
そ
こ
に
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
貪
欲
ひ
と
つ
が
収
ま
ら
な
い
。
瞋
恚
の

心
一
つ
が
止
ま
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
の
実
現
が
、
実
は
「
三
千
大
千
世
界
を
挙
ぐ
る
よ
り
も
重
し
」
で
す
。

難
行
か
ら
易
行
へ

　
で
す
か
ら
こ
の
よ
う
な
難
行
に
対
し
て
、
龍
樹
は
次
の
よ
う
に
説
く
わ
け
で
す
ね
。
後
半
を
も
う
一
度
読
み
ま
し
ょ
う
。「
も
し
易
行

道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
有
り
や
と
は
、
こ
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
、
こ
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非
ず
。
汝
も
し
必

ず
此
の
方
便
を
聞
か
ん
と
欲
せ
ば
今
ま
さ
に
之
を
説
く
べ
し
」（
同
右
）
で
す
。「
も
し
易
行
道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
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と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
ね
。
偏
っ
た
邪
な
見
解
、
物
事
を
本
当
に
そ
の
物
事
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
心
の
あ
り
よ
う
を
戒
め
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
「
十
」
と
数
え
て
も
内
容
は
「
身
・
口
・
意
」
と
い
う
三
つ
を
母
体
と
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
す
ね
。
し
か
し
三
つ

の
母
体
と
言
っ
て
も
実
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
は
す
べ
て
一
番
底
に
あ
る
「
意
（
こ
こ
ろ
）」
を
根
本
と
し
て
起
こ
る
も
の
だ
と
わ
か
り

ま
す
ね
。
な
ぜ
「
殺
生
」
が
身
に
行
わ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
心
に
怒
り
を
懐
く
か
ら
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
口
に
悪
口
が
行
わ
れ
る
の
か
。
そ

れ
は
同
じ
く
心
に
悪
意
を
持
つ
か
ら
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
二
枚
舌
の
よ
う
な
両
舌
の
発
言
が
行
わ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
心
の
底
に
隠
れ
る

「
貪
欲
」
が
、
自
分
の
利
益
を
求
め
て
発
言
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
。
表
に
現
れ
る
行
為
の
す
べ
て
は
、
す
べ
て
底
に
あ
る
「
意
」
か
ら
起

こ
る
ん
で
す
ね
。
意
識
無
意
識
を
含
め
、
意
か
ら
起
こ
り
ま
す
。
心
に
潜
む
貪
欲
や
瞋
恚
や
邪
見
の
性
質
が
表
出
し
て
、
身
の
行
為
と
な

り
口
の
行
為
と
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
実
は
身
・
口
の
戒
め
を
守
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
底
を
支
え
る
意
業
に
お
い
て
そ
れ
を
守

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
が
戒
律
保
持
が
困
難
な
要
因
と
な
り
ま
す
。

　
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
五
戒
を
与
え
ら
れ
て
五
戒
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
ん
な
に
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
と
も
思
わ
れ
ま

す
。
優
秀
で
あ
れ
ば
一
月
は
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
は
五
戒
を
、
身
と
口
の
行
為
と
し
て
し
か
理
解
し
て
い
な
い
態
度
に

な
り
ま
す
。
誰
も
い
な
い
山
中
に
籠
も
っ
て
ず
っ
と
静
か
に
し
て
い
る
間
は
、
身
や
口
に
悪
行
を
行
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ

が
、
厄
介
な
の
は
「
意
」
で
す
。
不
貪
欲
・
不
瞋
恚
・
不
邪
見
の
戒
め
が
達
成
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
、
全
体
の
完
成
が
か
か
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
は
仏
教
の
戒
律
と
、
世
間
の
法
律
の
大
き
な
違
い
で
す
ね
。
通
常
の
法
律
の
場
合
、
心
に
「
欲
し
い
」
と
思
っ
て
も
実
際

に
盗
ま
な
い
限
り
は
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
素
敵
だ
な
あ
」
と
思
っ
て
も
、
相
手
の
カ
バ
ン
や
財
布
を
盗
ま
な
い
限
り

逮
捕
は
さ
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
仏
教
の
戒
律
は
、
戒
め
の
根
幹
に
心
が
置
か
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
貪
欲
の
心
が
は
た
ら
い
た
だ
け
で

基
本
的
に
は
破
戒
と
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。「
畜
生
、
あ
の
人
さ
え
居
な
け
れ
ば
い
い
の
に
」
と
思
え
ば
瞋
恚
が
動
き
、「
不
幸
に
な

れ
ば
い
い
ん
だ
」
と
内
に
つ
ぶ
や
い
た
途
端
に
、
悪
口
や
両
舌
の
戒
が
犯
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
仏
教
の
戒
め
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を
表
面
上
と
し
て
み
れ
ば
、
優
秀
な
人
物
な
ら
ば
一
年
程
で
も
守
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
心
の
戒
め
と
い
う
こ
と
で
捉
え
直
せ
ば
、
一
分
、

一
秒
た
り
と
も
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
己
の
精
神
性
が
露
わ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
の
龍

樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
も
あ
る
わ
け
で
す
。「
菩
薩
の
道
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
あ
る
い
は
勤
行
精
進
の
も
の
あ
り
、
あ
る
い
は
信

方
便
の
易
行
を
も
っ
て
疾
く
阿
惟
越
致
に
至
る
者
あ
り
」
で
す
。
特
に
「
勤
行
精
進
」
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
厳
し
い
道
を
、
努
力
を
惜
し

ま
ず
に
進
む
こ
と
を
言
う
の
で
す
ね
。
龍
樹
は
こ
の
よ
う
な
難
行
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
ま
す
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』

に
引
用
し
ま
せ
ん
が
、
同
じ
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
で
す
。

大
乗
を
行
ず
る
者
に
は
、
仏
、
か
く
の
ご
と
く
説
き
た
ま
え
り
。
発
願
し
て
仏
道
を
求
む
る
は
三
千
大
千
世
界
を
挙
ぐ
る
よ
り
も
重

し
。
汝
、
阿
惟
越
致
地
は
、
こ
の
法
甚
だ
難
し
、
久
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
し
、
も
し
易
行
道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得

る
有
り
や
と
は
、
こ
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
、
こ
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非
ず
。 

（『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
・
二
五
四
頁
）

難
行
道
の
実
践
は
三
千
大
千
世
界
を
挙
げ
る
よ
り
も
重
い
。
貪
欲
の
心
を
静
め
る
こ
と
や
瞋
恚
の
心
を
静
め
る
こ
と
は
、
実
は
三
千
大
千

世
界
を
挙
げ
る
よ
り
も
重
い
作
業
で
あ
る
。
難
行
の
難
の
本
質
は
、
そ
こ
に
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
貪
欲
ひ
と
つ
が
収
ま
ら
な
い
。
瞋
恚
の

心
一
つ
が
止
ま
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
の
実
現
が
、
実
は
「
三
千
大
千
世
界
を
挙
ぐ
る
よ
り
も
重
し
」
で
す
。

難
行
か
ら
易
行
へ

　
で
す
か
ら
こ
の
よ
う
な
難
行
に
対
し
て
、
龍
樹
は
次
の
よ
う
に
説
く
わ
け
で
す
ね
。
後
半
を
も
う
一
度
読
み
ま
し
ょ
う
。「
も
し
易
行

道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
有
り
や
と
は
、
こ
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
、
こ
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非
ず
。
汝
も
し
必

ず
此
の
方
便
を
聞
か
ん
と
欲
せ
ば
今
ま
さ
に
之
を
説
く
べ
し
」（
同
右
）
で
す
。「
も
し
易
行
道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
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有
り
や
」
と
い
う
の
は
、「
も
う
自
分
に
は
三
千
大
千
世
界
を
挙
げ
る
ほ
ど
の
行
は
で
き
な
い
の
で
、
何
か
も
っ
と
や
さ
し
い
行
は
あ
る

で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
も
し
簡
単
で
、
す
ぐ
に
覚
り
の
世
界
に
至
る
道
が
あ
る
な
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
」

と
、
誰
か
が
問
う
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
龍
樹
は
「
こ
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
、
こ
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非

ず
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
卑
怯
で
弱
く
て
下
劣
な
者
の
問
い
だ
」
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ
は
龍
樹
の
叱
咤
で
す
ね
。
難
行
道
に
弱
音

を
吐
く
人
に
対
す
る
、
叱
咤
激
励
で
し
ょ
う
。「
こ
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非
ず
」
で
す
か
ら
、「
志
を
し
っ
か
り
建
て
て
仏
陀
釈
尊
の
真
理

に
至
ろ
う
と
す
る
者
の
発
言
で
は
な
い
」
と
、
戒
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
形
で
難
行
道
に
つ
い
て
説
き
示
し
た
後
に
、
し
か
し
龍
樹
は
「
汝
も
し
必
ず
此
の
方
便
を
聞
か
ん
と
欲
せ
ば
今
ま
さ
に
之

を
説
く
べ
し
」
と
言
わ
れ
ま
す
。「
卑
劣
な
も
の
で
あ
っ
て
も
ど
う
し
て
も
方
便
の
道
を
知
り
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
今
ま
さ
に
教

え
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
て
、
言
葉
を
継
ぐ
わ
け
で
す
。
困
難
な
仏
道
を
歩
む
の
が
無
理
だ
と
い
う
方
も
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ

の
た
め
に
別
の
実
践
を
方
便
と
し
て
説
こ
う
で
は
な
い
か
と
、
龍
樹
は
言
う
の
で
す
。

　
実
は
こ
れ
ら
の
言
葉
に
続
く
の
が
、
す
で
に
先
に
読
ん
だ
も
の
に
な
り
ま
す
。
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
に
引
用
す
る
も
の
で
す
。
も
う

一
度
み
ま
し
ょ
う
。

仏
法
に
無
量
の
門
あ
り
。
世
間
の
道
に
難
あ
り
、
易
あ
り
。
陸
道
の
歩
行
は
す
な
わ
ち
苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
す
な
わ
ち
楽
し
き

が
ご
と
し
。
菩
薩
の
道
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
あ
る
い
は
勤
行
精
進
の
も
の
あ
り
、
あ
る
い
は
信
方
便
の
易
行
を
も
っ
て
疾
く
阿

惟
越
致
に
至
る
者
あ
り
。
乃
至
　
も
し
人
疾
く
不
退
転
地
に
致
ら
ん
と
欲
わ
ば
、
恭
敬
心
を
も
っ
て
執
持
し
て
名
号
を
称
す
べ
し
。

親
鸞
の
引
用
に
は
本
来
龍
樹
の
文
に
つ
い
て
い
る
言
わ
ば
前
置
き
の
部
分
、「
こ
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
」
と
い
う
叱
咤
や
「
大
人

志
幹
の
説
に
非
ず
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
教
行
信
証
』
で
は
そ
の
箇
所
を
引
用
し
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
を
抜
い
て
「
仏
法
に
は
無
量
の

門
が
あ
っ
て
、
一
つ
が
勤
行
精
進
で
あ
り
今
一
つ
が
信
方
便
の
易
行
な
の
だ
よ
」
と
い
う
内
容
を
引
き
ま
す
。

　
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
は
、
こ
れ
か
ら
の
講
座
の
学
習
で
も
し
ば
し
ば
登
場
し
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
釈
尊
の
教
説
や
七
高
僧
な
ど
の
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論
釈
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
成
立
す
る
親
鸞
の
主
著
で
す
。
正
式
名
称
を
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
言
う
よ
う
に
、「
文
類
」
の

形
で
先
徳
の
文
章
を
集
め
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
親
鸞
自
身
の
言
葉
も
記
述
さ
れ
ま
す
が
、
全
体
に
引
用
文
が
メ
イ
ン
と
な
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
時
に
親
鸞
は
、
祖
師
方
の
文
章
を
割
愛
し
た
り
順
番
を
入
れ
替
え
た
り
、
時
に
は
独
自
の
訓
点
を
打
っ
て
引
用
す

る
と
い
う
作
業
を
行
い
ま
す
。
た
い
へ
ん
多
く
の
部
分
で
そ
の
よ
う
な
工
夫
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
各
意
図
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

と
こ
ろ
で
先
生
方
か
ら
解
説
が
加
わ
る
と
思
い
ま
す
。

　
今
の
と
こ
ろ
も
そ
の
一
つ
で
す
。
龍
樹
が
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
で
難
行
道
と
易
行
道
に
つ
い
て
説
く
箇
所
を
引
用
す
る
場
面
で
す
が
、

特
に
易
行
道
が
菩
提
心
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
怯
弱
下
劣
者
の
た
め
に
説
か
れ
る
の
だ
と
述
べ
ら
れ
る
箇
所
は
、
言
わ
ば
カ
ッ
ト
さ
れ

ま
す
。
親
鸞
が
引
用
し
た
形
態
を
み
れ
ば
、
二
つ
の
道
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
す
。

　
一
度
、
親
鸞
が
カ
ッ
ト
し
た
部
分
と
引
用
し
た
部
分
と
を
続
け
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

易
行
道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
有
り
や
と
は
、
こ
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
、
こ
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非
ず
。

汝
も
し
必
ず
此
の
方
便
を
聞
か
ん
と
欲
せ
ば
今
ま
さ
に
之
を
説
く
べ
し
。
仏
法
に
無
量
の
門
あ
り
。
世
間
の
道
に
難
あ
り
、
易
あ
り
。

陸
道
の
歩
行
は
す
な
わ
ち
苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
す
な
わ
ち
楽
し
き
が
ご
と
し
。

　
皆
さ
ん
、
こ
れ
を
読
ん
だ
時
に
ど
う
お
感
じ
に
な
り
ま
す
か
ね
。
難
行
と
易
行
の
ど
ち
ら
を
勧
め
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
を
叱
咤
激
励
を
主
旨
と
し
て
読
み
取
り
、「
志
を
し
っ
か
り
持
て
」
と
叱
る
龍
樹
だ
と
理
解
す
る
読
み
方
も
当
然
あ
り
ま
す
。
ひ
ょ

っ
と
す
る
と
そ
れ
が
正
当
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
し
か
し
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
「
易
行
」
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
龍
樹
と
し
て
仰
ぐ
受
け
止
め
方
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。「
怯
弱
下
劣
」

の
者
に
対
し
て
、
そ
れ
で
も
仏
道
を
説
き
示
し
て
く
だ
さ
る
龍
樹
で
す
。
難
行
道
を
厳
し
く
説
か
れ
た
龍
樹
を
師
と
仰
ぐ
の
か
、
易
行
道

を
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
龍
樹
を
師
と
仰
ぐ
の
か
で
す
。
こ
の
一
つ
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
先
の
仏

道
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
そ
こ
に
私
た
ち
今
回
の
連
続
講
座
で
大
切
に
す
る
、「
親
鸞
の
眼
を
通
し
て
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
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有
り
や
」
と
い
う
の
は
、「
も
う
自
分
に
は
三
千
大
千
世
界
を
挙
げ
る
ほ
ど
の
行
は
で
き
な
い
の
で
、
何
か
も
っ
と
や
さ
し
い
行
は
あ
る

で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
も
し
簡
単
で
、
す
ぐ
に
覚
り
の
世
界
に
至
る
道
が
あ
る
な
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
」

と
、
誰
か
が
問
う
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
龍
樹
は
「
こ
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
、
こ
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非

ず
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
卑
怯
で
弱
く
て
下
劣
な
者
の
問
い
だ
」
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ
は
龍
樹
の
叱
咤
で
す
ね
。
難
行
道
に
弱
音

を
吐
く
人
に
対
す
る
、
叱
咤
激
励
で
し
ょ
う
。「
こ
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非
ず
」
で
す
か
ら
、「
志
を
し
っ
か
り
建
て
て
仏
陀
釈
尊
の
真
理

に
至
ろ
う
と
す
る
者
の
発
言
で
は
な
い
」
と
、
戒
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
形
で
難
行
道
に
つ
い
て
説
き
示
し
た
後
に
、
し
か
し
龍
樹
は
「
汝
も
し
必
ず
此
の
方
便
を
聞
か
ん
と
欲
せ
ば
今
ま
さ
に
之

を
説
く
べ
し
」
と
言
わ
れ
ま
す
。「
卑
劣
な
も
の
で
あ
っ
て
も
ど
う
し
て
も
方
便
の
道
を
知
り
た
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
今
ま
さ
に
教

え
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
て
、
言
葉
を
継
ぐ
わ
け
で
す
。
困
難
な
仏
道
を
歩
む
の
が
無
理
だ
と
い
う
方
も
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ

の
た
め
に
別
の
実
践
を
方
便
と
し
て
説
こ
う
で
は
な
い
か
と
、
龍
樹
は
言
う
の
で
す
。

　
実
は
こ
れ
ら
の
言
葉
に
続
く
の
が
、
す
で
に
先
に
読
ん
だ
も
の
に
な
り
ま
す
。
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
に
引
用
す
る
も
の
で
す
。
も
う

一
度
み
ま
し
ょ
う
。

仏
法
に
無
量
の
門
あ
り
。
世
間
の
道
に
難
あ
り
、
易
あ
り
。
陸
道
の
歩
行
は
す
な
わ
ち
苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
す
な
わ
ち
楽
し
き

が
ご
と
し
。
菩
薩
の
道
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
あ
る
い
は
勤
行
精
進
の
も
の
あ
り
、
あ
る
い
は
信
方
便
の
易
行
を
も
っ
て
疾
く
阿

惟
越
致
に
至
る
者
あ
り
。
乃
至
　
も
し
人
疾
く
不
退
転
地
に
致
ら
ん
と
欲
わ
ば
、
恭
敬
心
を
も
っ
て
執
持
し
て
名
号
を
称
す
べ
し
。

親
鸞
の
引
用
に
は
本
来
龍
樹
の
文
に
つ
い
て
い
る
言
わ
ば
前
置
き
の
部
分
、「
こ
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
」
と
い
う
叱
咤
や
「
大
人

志
幹
の
説
に
非
ず
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
教
行
信
証
』
で
は
そ
の
箇
所
を
引
用
し
な
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
を
抜
い
て
「
仏
法
に
は
無
量
の

門
が
あ
っ
て
、
一
つ
が
勤
行
精
進
で
あ
り
今
一
つ
が
信
方
便
の
易
行
な
の
だ
よ
」
と
い
う
内
容
を
引
き
ま
す
。

　
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
は
、
こ
れ
か
ら
の
講
座
の
学
習
で
も
し
ば
し
ば
登
場
し
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
釈
尊
の
教
説
や
七
高
僧
な
ど
の
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論
釈
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
成
立
す
る
親
鸞
の
主
著
で
す
。
正
式
名
称
を
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
言
う
よ
う
に
、「
文
類
」
の

形
で
先
徳
の
文
章
を
集
め
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
親
鸞
自
身
の
言
葉
も
記
述
さ
れ
ま
す
が
、
全
体
に
引
用
文
が
メ
イ
ン
と
な
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
時
に
親
鸞
は
、
祖
師
方
の
文
章
を
割
愛
し
た
り
順
番
を
入
れ
替
え
た
り
、
時
に
は
独
自
の
訓
点
を
打
っ
て
引
用
す

る
と
い
う
作
業
を
行
い
ま
す
。
た
い
へ
ん
多
く
の
部
分
で
そ
の
よ
う
な
工
夫
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
各
意
図
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

と
こ
ろ
で
先
生
方
か
ら
解
説
が
加
わ
る
と
思
い
ま
す
。

　
今
の
と
こ
ろ
も
そ
の
一
つ
で
す
。
龍
樹
が
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
で
難
行
道
と
易
行
道
に
つ
い
て
説
く
箇
所
を
引
用
す
る
場
面
で
す
が
、

特
に
易
行
道
が
菩
提
心
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
怯
弱
下
劣
者
の
た
め
に
説
か
れ
る
の
だ
と
述
べ
ら
れ
る
箇
所
は
、
言
わ
ば
カ
ッ
ト
さ
れ

ま
す
。
親
鸞
が
引
用
し
た
形
態
を
み
れ
ば
、
二
つ
の
道
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
す
。

　
一
度
、
親
鸞
が
カ
ッ
ト
し
た
部
分
と
引
用
し
た
部
分
と
を
続
け
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

易
行
道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
有
り
や
と
は
、
こ
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
、
こ
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非
ず
。

汝
も
し
必
ず
此
の
方
便
を
聞
か
ん
と
欲
せ
ば
今
ま
さ
に
之
を
説
く
べ
し
。
仏
法
に
無
量
の
門
あ
り
。
世
間
の
道
に
難
あ
り
、
易
あ
り
。

陸
道
の
歩
行
は
す
な
わ
ち
苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
す
な
わ
ち
楽
し
き
が
ご
と
し
。

　
皆
さ
ん
、
こ
れ
を
読
ん
だ
時
に
ど
う
お
感
じ
に
な
り
ま
す
か
ね
。
難
行
と
易
行
の
ど
ち
ら
を
勧
め
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
を
叱
咤
激
励
を
主
旨
と
し
て
読
み
取
り
、「
志
を
し
っ
か
り
持
て
」
と
叱
る
龍
樹
だ
と
理
解
す
る
読
み
方
も
当
然
あ
り
ま
す
。
ひ
ょ

っ
と
す
る
と
そ
れ
が
正
当
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
し
か
し
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
「
易
行
」
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
龍
樹
と
し
て
仰
ぐ
受
け
止
め
方
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。「
怯
弱
下
劣
」

の
者
に
対
し
て
、
そ
れ
で
も
仏
道
を
説
き
示
し
て
く
だ
さ
る
龍
樹
で
す
。
難
行
道
を
厳
し
く
説
か
れ
た
龍
樹
を
師
と
仰
ぐ
の
か
、
易
行
道

を
説
き
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
龍
樹
を
師
と
仰
ぐ
の
か
で
す
。
こ
の
一
つ
の
文
章
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
先
の
仏

道
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
そ
こ
に
私
た
ち
今
回
の
連
続
講
座
で
大
切
に
す
る
、「
親
鸞
の
眼
を
通
し
て
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
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す
。
親
鸞
は
祖
師
方
の
教
え
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
受
け
止
め
、
浄
土
真
宗
を
伝
え
る
高
僧
と
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
龍
樹
の
場
面
で
言
え
ば
、
親
鸞
に
と
っ
て
龍
樹
と
は
「
怯
弱
下
劣
」
な
る
も
の
に
「
信
方
便
の
易
行
」
の
仏
道
を
説
き
示
し
て
く

だ
さ
っ
た
方
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
難
行
道
の
道
を
叱
咤
激
励
し
な
が
ら
勧
め
た
の
が
龍
樹
で
は
な
く
、
よ
く
よ

く
そ
の
意
図
を
伺
っ
て
み
る
と
、
私
た
ち
衆
生
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
へ
の
信
の
仏
道
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
る
の
が
龍
樹
な
の
だ
と
い

う
視
点
で
す
ね
。
そ
れ
が
親
鸞
の
眼
を
通
し
た
龍
樹
で
す
。
そ
し
て
ま
た
曇
鸞
大
師
か
ら
の
教
示
で
も
あ
り
ま
す
。

　
曇
鸞
は
『
浄
土
論
註
』
冒
頭
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。「
謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
』
を
案
ず
る
に
、

云
わ
く
、
菩
薩
、
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
に
、
二
種
の
道
あ
り
。
一
つ
に
は
難
行
道
、
二
つ
に
は
易
行
道
な
り
。
…
中
略
…
「
易
行
道
」
は
、

い
わ
く
、
た
だ
信
仏
の
因
縁
を
も
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
」
で
す
。
謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
教
え
を
い
た
だ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
二

つ
の
道
が
説
い
て
あ
る
。「
ふ
と
読
む
と
、
龍
樹
菩
薩
は
あ
た
か
も
難
行
道
を
勧
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
く
よ
く
案
じ
て
み
る

と
易
行
道
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
」
と
曇
鸞
は
言
う
の
で
し
ょ
う
。
龍
樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
は
、
難
行
の
菩
薩
道
で
は
な

く
易
行
の
念
仏
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
曇
鸞
は
親
鸞
に
示
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

敗
壊
の
菩
薩
と
愚
禿
釈
親
鸞

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
今
回
の
講
義
の
最
後
の
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
曇
鸞
や
親
鸞
の
仏
道
の
選
択
で
す
。
あ
る
い
は
仏
道
と
の

出
遇
い
と
い
う
言
い
方
を
し
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
の
中
で
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
龍
樹
の
論
に
は
、
難
行
と
易
行
と
の
両
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
な
ぜ
曇
鸞
や
親
鸞
は
「
怯
弱
下
劣
」
の
仏
道
を
選
び
取
り
、

龍
樹
の
教
え
の
要
と
し
て
敬
っ
て
進
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。「
怯
弱
下
劣
」
か
「
大
人
志
幹
」
か
、
そ
の
仏

道
の
選
び
の
分
か
れ
目
が
ど
こ
で
確
立
す
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。

　
そ
の
視
点
が
ど
の
よ
う
に
定
ま
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
実
は
龍
樹
の
教
え
の
中
に
選
び
の
ヒ
ン
ト
や
解
答
が
あ
る
の
で
は
な
く
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て
、
仏
道
を
歩
も
う
と
す
る
曇
鸞
や
親
鸞
自
身
の
身
の
内
に
強
い
動
機
が
あ
っ
て
、
易
行
と
の
出
遇
い
が
湧
き
上
が
っ
て
き
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
も
う
少
し
か
み
砕
い
て
言
え
ば
、
つ
ま
り
自
分
自
身
が
「
大
人
志
幹
」
で
あ
る
の
か
「
怯
弱
下
劣
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
、

自
己
と
の
出
遇
い
の
問
題
で
す
。
龍
樹
の
本
心
が
ど
ち
ら
を
勧
め
て
い
る
の
か
で
は
な
く
て
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
一
点
に
、

仏
道
の
選
び
の
起
点
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。「
怯
弱
下
劣
」
の
わ
が
身
が
信
方
便
の
易
行
を
進
む
の
か
、「
大
人
志
幹
」
の
者
と

し
て
菩
提
心
を
保
持
し
て
六
波
羅
蜜
と
四
無
量
心
を
実
践
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
が
良
い
か
悪
い
か
の
問

題
で
は
な
い
ん
で
す
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
問
題
は
龍
樹
の
教
え
の
本
意
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
の
吟
味
で
は
な
く
、
自
分
が
何
者

で
あ
る
の
か
と
い
う
吟
味
に
、
仏
道
を
選
び
歩
む
起
点
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
信
方
便
の
易
行
を
説
く
教
え
と
出
遇

っ
た
の
が
曇
鸞
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
曇
鸞
の
教
え
、
親
鸞
か
ら
す
れ
ば
も
っ
と
手
前
に
は
も
ち
ろ
ん
法
然
が
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ

ら
の
先
輩
方
の
姿
を
通
し
て
同
じ
く
本
願
念
仏
道
に
立
っ
て
い
く
自
己
を
見
出
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
特
に
法
然
や

親
鸞
は
、
仏
道
に
立
つ
自
己
を
「
愚
者
」
や
「
愚
禿
」
と
い
う
よ
う
に
は
っ
き
り
と
自
覚
し
公
言
す
る
方
々
で
す
ね
。

　
実
は
易
行
道
を
歩
む
者
と
は
い
か
な
る
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
龍
樹
は
同
じ
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
中
で
「
敗
壊
の

菩
薩
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
仏
道
の
厳
し
さ
に
敗
れ
、
壊
れ
て
し
ま
っ
た
菩
薩
で
す
ね
。
キ
チ
ッ
と
菩
薩
道
を
歩
め
な
い
、

難
行
道
を
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
す
。「
怯
弱
下
劣
」
の
者
で
も
あ
り
ま
す
が
、「
敗
壊
」
と
は
ど
う
い
う
者
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て

龍
樹
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
　
若
し
は
志
幹
あ
る
こ
と
な
く
　
好
ん
で
下
劣
の
法
を
楽
い

　
　
深
く
名
利
養
に
著
し
て
　
そ
の
心
端
直
な
ら
ず 

（『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
二
六
巻
・
三
八
頁
）

菩
提
心
に
一
貫
せ
ず
、
下
劣
な
教
え
を
好
ん
で
従
い
、
名
声
や
自
分
の
利
益
に
執
着
し
て
し
ま
っ
た
心
が
正
さ
れ
ず
に
真
っ
直
ぐ
で
は
な
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す
。
親
鸞
は
祖
師
方
の
教
え
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
受
け
止
め
、
浄
土
真
宗
を
伝
え
る
高
僧
と
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
龍
樹
の
場
面
で
言
え
ば
、
親
鸞
に
と
っ
て
龍
樹
と
は
「
怯
弱
下
劣
」
な
る
も
の
に
「
信
方
便
の
易
行
」
の
仏
道
を
説
き
示
し
て
く

だ
さ
っ
た
方
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
難
行
道
の
道
を
叱
咤
激
励
し
な
が
ら
勧
め
た
の
が
龍
樹
で
は
な
く
、
よ
く
よ

く
そ
の
意
図
を
伺
っ
て
み
る
と
、
私
た
ち
衆
生
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
へ
の
信
の
仏
道
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
る
の
が
龍
樹
な
の
だ
と
い

う
視
点
で
す
ね
。
そ
れ
が
親
鸞
の
眼
を
通
し
た
龍
樹
で
す
。
そ
し
て
ま
た
曇
鸞
大
師
か
ら
の
教
示
で
も
あ
り
ま
す
。

　
曇
鸞
は
『
浄
土
論
註
』
冒
頭
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。「
謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
』
を
案
ず
る
に
、

云
わ
く
、
菩
薩
、
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
に
、
二
種
の
道
あ
り
。
一
つ
に
は
難
行
道
、
二
つ
に
は
易
行
道
な
り
。
…
中
略
…
「
易
行
道
」
は
、

い
わ
く
、
た
だ
信
仏
の
因
縁
を
も
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
」
で
す
。
謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
教
え
を
い
た
だ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
二

つ
の
道
が
説
い
て
あ
る
。「
ふ
と
読
む
と
、
龍
樹
菩
薩
は
あ
た
か
も
難
行
道
を
勧
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
く
よ
く
案
じ
て
み
る

と
易
行
道
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
」
と
曇
鸞
は
言
う
の
で
し
ょ
う
。
龍
樹
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
は
、
難
行
の
菩
薩
道
で
は
な

く
易
行
の
念
仏
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
曇
鸞
は
親
鸞
に
示
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

敗
壊
の
菩
薩
と
愚
禿
釈
親
鸞

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
今
回
の
講
義
の
最
後
の
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
曇
鸞
や
親
鸞
の
仏
道
の
選
択
で
す
。
あ
る
い
は
仏
道
と
の

出
遇
い
と
い
う
言
い
方
を
し
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
の
中
で
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
龍
樹
の
論
に
は
、
難
行
と
易
行
と
の
両
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
な
ぜ
曇
鸞
や
親
鸞
は
「
怯
弱
下
劣
」
の
仏
道
を
選
び
取
り
、

龍
樹
の
教
え
の
要
と
し
て
敬
っ
て
進
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。「
怯
弱
下
劣
」
か
「
大
人
志
幹
」
か
、
そ
の
仏

道
の
選
び
の
分
か
れ
目
が
ど
こ
で
確
立
す
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。

　
そ
の
視
点
が
ど
の
よ
う
に
定
ま
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
実
は
龍
樹
の
教
え
の
中
に
選
び
の
ヒ
ン
ト
や
解
答
が
あ
る
の
で
は
な
く
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て
、
仏
道
を
歩
も
う
と
す
る
曇
鸞
や
親
鸞
自
身
の
身
の
内
に
強
い
動
機
が
あ
っ
て
、
易
行
と
の
出
遇
い
が
湧
き
上
が
っ
て
き
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
も
う
少
し
か
み
砕
い
て
言
え
ば
、
つ
ま
り
自
分
自
身
が
「
大
人
志
幹
」
で
あ
る
の
か
「
怯
弱
下
劣
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
、

自
己
と
の
出
遇
い
の
問
題
で
す
。
龍
樹
の
本
心
が
ど
ち
ら
を
勧
め
て
い
る
の
か
で
は
な
く
て
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
一
点
に
、

仏
道
の
選
び
の
起
点
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。「
怯
弱
下
劣
」
の
わ
が
身
が
信
方
便
の
易
行
を
進
む
の
か
、「
大
人
志
幹
」
の
者
と

し
て
菩
提
心
を
保
持
し
て
六
波
羅
蜜
と
四
無
量
心
を
実
践
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
が
良
い
か
悪
い
か
の
問

題
で
は
な
い
ん
で
す
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
問
題
は
龍
樹
の
教
え
の
本
意
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
の
吟
味
で
は
な
く
、
自
分
が
何
者

で
あ
る
の
か
と
い
う
吟
味
に
、
仏
道
を
選
び
歩
む
起
点
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
信
方
便
の
易
行
を
説
く
教
え
と
出
遇

っ
た
の
が
曇
鸞
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
曇
鸞
の
教
え
、
親
鸞
か
ら
す
れ
ば
も
っ
と
手
前
に
は
も
ち
ろ
ん
法
然
が
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ

ら
の
先
輩
方
の
姿
を
通
し
て
同
じ
く
本
願
念
仏
道
に
立
っ
て
い
く
自
己
を
見
出
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
特
に
法
然
や

親
鸞
は
、
仏
道
に
立
つ
自
己
を
「
愚
者
」
や
「
愚
禿
」
と
い
う
よ
う
に
は
っ
き
り
と
自
覚
し
公
言
す
る
方
々
で
す
ね
。

　
実
は
易
行
道
を
歩
む
者
と
は
い
か
な
る
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
龍
樹
は
同
じ
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
中
で
「
敗
壊
の

菩
薩
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
仏
道
の
厳
し
さ
に
敗
れ
、
壊
れ
て
し
ま
っ
た
菩
薩
で
す
ね
。
キ
チ
ッ
と
菩
薩
道
を
歩
め
な
い
、

難
行
道
を
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
す
。「
怯
弱
下
劣
」
の
者
で
も
あ
り
ま
す
が
、「
敗
壊
」
と
は
ど
う
い
う
者
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て

龍
樹
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
　
若
し
は
志
幹
あ
る
こ
と
な
く
　
好
ん
で
下
劣
の
法
を
楽
い

　
　
深
く
名
利
養
に
著
し
て
　
そ
の
心
端
直
な
ら
ず 

（『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
二
六
巻
・
三
八
頁
）

菩
提
心
に
一
貫
せ
ず
、
下
劣
な
教
え
を
好
ん
で
従
い
、
名
声
や
自
分
の
利
益
に
執
着
し
て
し
ま
っ
た
心
が
正
さ
れ
ず
に
真
っ
直
ぐ
で
は
な
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い
者
で
す
。
戒
律
一
つ
守
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
貪
欲
と
瞋
恚
の
心
に
汚
染
さ
れ
、
仏
道
を
進
む
こ
と
が
出
来
な
い
者
で
し
ょ
う
。
こ
れ

が
敗
壊
の
菩
薩
で
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
ら
の
よ
う
な
龍
樹
の
教
え
を
聞
い
て
、
自
身
が
敗
壊
の
菩
薩
で
あ
る
と
懺
悔
す
る
の
か
、
逆
に
た

ゆ
ま
ぬ
努
力
の
中
か
ら
更
に
菩
薩
道
の
歩
み
に
励
む
の
か
が
、
難
行
と
易
行
の
分
岐
点
で
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

　
そ
こ
で
親
鸞
が
龍
樹
の
論
を
ど
の
よ
う
に
み
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
戻
り
ま
す
と
、
繰
り
返
し
こ
れ
は
ど
う
読
ん
だ
の
か
で
は
な
く
て
、

自
分
を
ど
う
理
解
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
親
鸞
が
作
っ
た
和
讃
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
　
是
非
し
ら
ず
邪
正
も
わ
か
ぬ
　
こ
の
み
な
り

　
　
小
慈
小
悲
も
な
け
れ
ど
も
　
名
利
に
人
師
を
こ
の
む
な
り 

（『
真
宗
聖
典
』・
五
一
一
頁
）

と
あ
り
ま
す
。「
是
非
し
ら
ず
邪
正
も
わ
か
ぬ
　
こ
の
み
な
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
こ
の
み
」
と
は
親
鸞
自
身
を
指
し
て
い
ま
す
ね
。

「
身
」
は
、
存
在
そ
の
も
の
、
知
性
や
理
性
で
は
振
り
払
う
こ
と
の
で
き
な
い
実
態
で
し
ょ
う
。
振
り
払
う
こ
と
の
で
き
な
い
宿
業
の
身

で
す
。
そ
の
身
が
、
何
が
是
で
非
な
の
か
わ
か
ら
ず
、
邪
も
正
も
わ
か
ら
な
い
。「
小
慈
小
悲
も
な
け
れ
ど
も
」
と
は
、
わ
ず
か
ば
か
り

の
利
他
の
心
も
わ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
さ
き
に
は
菩
薩
の
四
無
量
心
を
確
か
め
ま
し
た
が
、
最
初
の
二
つ
が
慈
の
心
と
悲
の
心

で
し
た
ね
。
親
鸞
は
そ
れ
が
少
し
も
無
い
の
だ
と
言
い
ま
す
。
利
他
を
大
切
に
す
る
大
乗
の
菩
薩
と
し
て
は
失
格
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
名
利
に
人
師
を
こ
の
む
」
で
す
。
名
声
と
利
益
を
求
め
る
心
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
さ
ら
に
は
人
か
ら
師
と
仰
が
れ

た
い
と
言
う
の
で
す
。
先
に
龍
樹
の
敗
壊
の
菩
薩
の
詩
を
み
ま
し
た
が
、
親
鸞
の
こ
の
和
讃
も
そ
れ
と
同
じ
精
神
を
吐
露
し
た
も
の
だ
と

言
え
ま
す
ね
。

　
こ
の
親
鸞
の
和
讃
は
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
最
後
に
創
作
さ
れ
た
も
の
の
中
に
入
り
ま
す
。
最
後
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
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は
八
十
五
か
ら
六
歳
の
間
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
詠
ま
れ
る
の
が
「
こ
の
身
」
を
痛
む
和
讃
な
の
で
す
ね
。
恐
ら
く
親
鸞
は
最

晩
年
ま
で
徹
底
し
て
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
視
点
を
外
さ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
言
い
方
は
悪
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、「
私
は
敗
壊
の
菩
薩
な
ん
だ
」
と
い
う
名
の
り
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
て
し
ま
い
ま
す
。
徹
底
し
た
親
鸞
の
仏
道
へ
の
視
点
で
す
ね
。

そ
れ
が
「
敗
壊
の
菩
薩
」
と
い
う
姿
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
で
す
か
ら
親
鸞
は
正
式
に
名
の
る
時
に
は
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
記
さ
れ
ま
し
た
ね
。
こ
れ
が
正
式
な
名
の
り
で
す
。
自
分
は
「
愚
」
で

あ
る
。
そ
し
て
「
禿
」
と
い
う
の
は
破
戒
僧
、
戒
律
を
破
る
僧
へ
の
蔑
称
で
す
ね
。
し
か
し
そ
こ
に
ま
た
「
釈
」
と
い
う
文
字
が
つ
い
て

い
ま
す
の
で
、
仏
弟
子
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
堂
々
と
あ
る
わ
け
で
す
。「
愚
か
で
あ
り
戒
律
を
破
っ
て
在
る
仏
弟
子
親
鸞
と
い
う
」、
妙

な
名
の
り
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
親
鸞
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
信
方
便
の
易
行
に
お
い
て
は
ま
さ
に
正
統
な
仏
弟
子
と
し
て
の
名
の
り
と
も

な
る
の
で
す
ね
。

　
も
う
時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
。
次
回
は
具
体
的
に
こ
の
よ
う
な
形
で
選
ば
れ
た
「
信
方
便
の
易
行
」
に
つ
い
て
、
龍
樹
の
思
想
、
親
鸞

の
言
葉
に
従
い
な
が
ら
さ
ら
に
学
ん
で
い
き
ま
す
。
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い
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で
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瞋
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是
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す
が
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の
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払
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の
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。
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葉
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