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こ
れ
に
依
り
て
浄
土
は
阿
弥
陀
仏
国
と
い
わ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
と
は
無
量
・
無
辺
・
無
碍
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
量
の
世
界
、
そ 

れ
は
現
世
界
に
相
対
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
観
待
し
て
感
知
せ
ら
れ
る
領
域
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』
に
は
、
そ
れ
を
勝
過
三
界
道
と
説 

き
始
め
て
い
る
。
無
辺
の
世
界
、 

そ
れ
は
究
竟
如
虚
空
，
広
大
無
辺
際
で
あ
る
。
そ
こ
は
老
少
善
悪
の
人
を
簡
ば
ず' 

往
く
人
多
け
れ
ば 

多
い
程' 

広
さ
を
感
ぜ
し
め
る
所
で
む
る
。
無
碍
の
世
界
、
そ
れ
は
正
道
大
慈
悲
出
世
善
根
生
と
称
讃
せ
ら
れ
た
。
大
悲
は
大
慈
で
あ
り 

大
愛
で
あ
る
。
か
な
し
み
と
は
い
と
し
む
心
で
あ
る
。
そ
の
大
愛
の
心
に
は
一
切
群
生
の
い
か
な
る
生
活
も
碍
げ
る
も
の
な
く
、
悪
人
が
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か
え
っ
て
正
機
と
い
わ
れ
る
。

し
か
れ
ば
、
そ
の
浄
土
こ
そ
、
群
生
海
の
在
る
べ
き
場
所
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
大
悲
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ 

こ
に
あ
る
べ
く
願
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
願
に
は
、
ま
た
群
生
の
心
で
な
く
て
は
感
応
す
る
も
の
は
な
い 

の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
ら
の
道
を
求
む
る
心
は
、
方
向
転
換
し
て
如
来
の
本
願
を
聞
信
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
の
如
来
の
本
願
は
大
悲
・
大
愛
で
あ
る
。
そ
の
大
愛
こ
そ
純
粋
感
情
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
依
り
て
浄
土
は
本
願
を 

表
現
し
、
純
粋
感
情
を
象
徴
す
る
境
地
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
『
浄
土
論
』
の
二
十
九
種
荘
厳
と
い
わ
れ
る
も
の
で 

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
最
も
留
意
す
べ
き
こ
と
は' 

阿
弥
陀
の
呼
称
は
仏
の
名
で
あ
り
つ
つ' 

そ
の
徳
は
浄
土
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
あ
る
と
こ
ろ 

そ
こ
に
浄
土
あ
り' 

そ
こ
へ
と
往
生
を
願
う
、
そ
れ
は
聖
道
の
心
で
あ
っ
た
。
親
鸞
に
あ
り
て
は
浄
土
の
あ
る
所
、
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
あ 

り
、
そ
の
本
願
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。

『
和
讃
』
に
あ
り
て
も
阿
弥
陀
は
浄
土
の
徳
で
あ
り
、

『
教
行
信
証
』
に
あ
り
て
は
真
仏
土
は
往 

生
人
の
世
界
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
仏
も
阿
弥
陀
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も' 

そ
れ
に
依
り
て
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
ま
た
、
阿
弥
陀
の
実
徳
を
知
っ
て' 

そ
の
名
を
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、
そ
の
名
を
聞
く
こ
と
に
依
り
て
、
そ
の
実
徳
を
感
ぜ 

し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
実
あ
れ
ば' 

そ
の
名
あ
り' 

さ
れ
ど
そ
の
名
に
実
な
く
ば
、
そ
の
徳
は
伝
わ
ら 

な
い
。
し
た
が
っ
て
阿
弥
陀
の
名
こ
そ' 

如
来
の
実
徳
を
現
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
切
群
生
海
の
心
は
、
そ
の
名
に
感
応
す
る
の
で
あ 

る
。
し
か
れ
ば
「光
明
無
量
の
故
に
阿
弥
陀
と
名
づ
け
」
、

ま

た

「彼
の
仏
の
寿
命
、
及
び
そ
の
人
民
も
無
量
無
辺
の
故
に
阿
弥
陀
と
名 

づ
く
」
と
い
う
経
文
も
、
特
に
そ
の
名
づ
く
に
重
点
を
お
い
て
領
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
和
讃
に
於
て
も
「名
づ
け
た
り
」 

「
名
づ
け
た 

て
ま
つ
る
」
と
あ
る
。
そ
こ
に
阿
弥
陀
の
徳
は
殊
に
そ
の
名
に
あ
る
こ
と
を
現
わ
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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十

三

信
 

解

さ
れ
ど
、
こ
の
よ
う
な
浄
土
は
わ
が
道
を
の
み
求
め
る
賢
者
に
は
思
想
さ
れ
て
い
な
い
。
聖
道
に
取
り
て
は
浄
土
は
場
所
で
は
な
く
、
 

理
想
で
あ
る
。

『
般
若
経
』
で
は
身
口
意
を
浄
む
る
こ
と
が
浄
土
の
行
で
あ
り
、

『
維
摩
経
』
で
は
心
浄
け
れ
ば
仏
土
浄
し
で
あ
る
。
し 

た
が
っ
て
阿
弥
陀
も
浄
土
の
徳
で
は
な
く
、
行
善
の
帰
依
と
な
る
べ
き
人
、
覚
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
仏
に
帰
依
し
そ
の
浄
土
を
期 

待
し
て
無
窮
の
仏
道
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
大
菩
薩
道
と
い
う
こ
と
も
説
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
道
は
極
め
て
近
く
脚
下
に
あ
り
て' 

極
め
て
遠
き
彼
方
に
あ
る
。
そ
の
近
さ
は' 

発
心
す
る
こ
と
が' 

す
で
に
道
に
入
っ
て
い
る 

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
り
て
初
発
心
時
便
成
正
覚
と
も
説
か
れ
た
。
そ
の
遠
き
は
、
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
い
よ
い
よ
遠 

く
難
き
を
感
ぜ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
三
大
阿
僧
祗
の
修
行
と
も
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、
そ
の
修
行
に
於
て
信
解
行
証
と
い
う
階
位
が
定
め
ら
れ
る
。
そ
の
階
位
と
い
う
は
心
境
の
展
開
で
あ
る
。
道
は
歩
み
で
あ 

り' 

行
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
り
て
自
覚
は
深
ま
り
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
信
を
第
一
と
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ 

に
依
り
て
経
に
は
信
は
道
の
元
と
為
す
功
徳
の
母
な
り
と
い
い
、
論
に
は
、
仏
法
の
大
海
に
は' 

信
を
以
て
能
入
と
す
と
説
か
れ
て
い
る
。
 

思
う
に
仏
道
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
先
ず
以
て
仏
法
を
領
解
す
る
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
そ
の
領
解
と
は
認
識
す
る 

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、 

已
に
幾
度
も
繰
返
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
ゝ
仏
法
を
信
解
す
る
こ
と
で 

あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
、

『
涅
槃
経
』
に

は

「若
し
人
、
信
あ
り
て
解
な
く
ば
無
明
を
長
じ
、 

解
あ
り
て
信
な
く
ば
邪
見
に
陥
る
」
と
説 

か
れ
た
。
し
か
れ
ば
信
心
と
は
固
く
執
っ
て
動
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
閉
ざ
さ
れ
た
心
で
は
な
く
領
解
と
し
て
開
か
れ
た
心
で
な
く
て
は 

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
解
と
い
う
は
単
に
仏
教
を
学
知
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
疑
い
な
く
領
解
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
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十

四

如

実

修

行

し
か
る
に
『
涅
槃
経
』
で
は
、
そ
の
信
解
を
わ
が
道
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
さ
れ
ど
聖
道
の
要
と
す
る
も
の
は
行
証
で
あ
っ
て
信
解 

で
は
な
い
。
菩
提
心
の
求
め
て
い
る
も
の
は
直
下
の
行
証
で
あ
っ
て
、
信
解
は
修
道
の
間
に
感
得
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
信 

解
を
要
と
す
る
も
の
は
特
に
わ
れ
ら
の
道
を
求
む
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
信
解
と
行
証
と
の
交
流
が
問
題
と
な
る
。
わ
れ
ら
は
、

「行
証
か
な
は
ぬ
身
」
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
深
く
信
解
せ
ね
ば
な
ら 

な
い
。
群
胡
に
取
り
て
は' 

行
証
と
い
っ
て
も
信
解
の
外
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
曇
鸞
の
如
実
修
行
を
信
心
相
続
で
あ
る
と 

い
う
領
解
は
、
ま
こ
と
に
適
切
な
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

大
師
の
『
論
註
』
に
依
れ
ば
称
名
憶
念
は
当
然' 

往
生
の
志
願
を
満
た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
已
に
い
う
よ
う
に
法
爾
の
道
理 

で
あ
る
。
そ
れ
が
そ
う
な
ら
な
い
こ
と
の
あ
る
の
は
何
故
か
。

「
如
来
は
こ
れ
実
相
身
で
あ
り' 

是
れ
為
物
身
で
あ
る
」
こ
と
を
如
実
に 

知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
実
相
身
と
は
「如
」
で
あ
り' 

為
物
身
と
は
「来
」
で
は
な
い
か
。
し
か
れ
ば
信
心
と
い
う
も
如
「来
」 

を

「如
」
来
と
知
る
こ
と
の
外
に
は
な
い
。
そ
れ
を
如
実
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
、
信
心
を
淳
・

相
続
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

十

五

波 

羅 

蜜

さ
れ
ど
我
が
道
を
求
む
る
人
に
取
り
て
は
、
信
解
よ
り
は
行
証
で
あ
る
。
そ
の
行
証
は
、
仏
陀
釈
迦
に
よ
り
て
ハ
正
道
と
説
か
れ
た
。
 

ハ
正
道
は
ハ
聖
道
で
あ
り
ハ
涅
槃
道
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
乗
教
に
於
て
は
六
波
羅
蜜
と
展
開
さ
れ
た
。
波
羅
蜜
即
ち
到
彼
岸
で
あ
り
涅
槃 

道
で
あ
る
。

涅
槃
へ
の
道
は
涅
槃
の
心
に
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
聖
道
の
難
行
さ
が
あ
る
。
第
一
に
施
波
羅
蜜
。
そ
れ
に
は
財
施
と
法 

施
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が' 

畢
竟
は
財
施
も
法
施
の
心
に
て
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
三
輪
清
浄
と
い
う
こ
と
が
要
と
せ
ら
れ
て

4



い
る
。
わ
れ' 

こ
れ
を' 

か
れ
に
施
す
と
三
者
に
執
え
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
者
に
執
え
ら
れ
て
は
布
施
と
い 

っ
て
も
、
そ
れ
は
波
羅
蜜
で
は
な
い
。

第
二
に
は
戒
波
羅
蜜
。
そ
れ
は
殺
す
勿
れ
、
盗
む
勿
れ
、
偽
る
勿
れ
と
い
う
当
然
の
戒
め
よ
り
、
少
欲
知
足
で
あ
れ' 

端
身
正
行
で
あ 

れ
に
至
る
ま
で
律
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
人
間
生
活
は
到
彼
岸
に
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
い
で
忍
辱
精
進
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
忍
辱
と
は
、
寒
暑
に
も
耐
え
毁
誉
に
も
動
乱
せ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ど' 

そ
れ
は
必 

ず
し
も
凝
し
て
耐
え
る
力
を
の
み
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
忍
は
認
で
あ
り
了
解
で
あ
る
。
事
情
を
了
解
し
て
耐
え
忍
ぶ
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
が
到
彼
岸
と
し
て
の
忍
で
あ
る
。
こ
の
忍
あ
り
て'

第
四
の
精
進
が
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
精
進
は
勉
強
で
あ
り
努
力
で
は
あ
る 

に
違
い
は
な
い
が
必
ず
涅
槃
に
向
う
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
依
っ
て
悪
を
貫
く
も
の
は
精
進
で
は
な
く
懈
怠
で
あ
る
と
説 

か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は' 

今
日' 

常
用
さ
れ
て
い
る
頑
張
る
と
い
う
こ
と
と
は
何
か
異
る
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ 

う
か
。
頑
張
る
は
我
を
張
る
も
の
で
あ
り' 

精
進
は
我
を
離
れ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
、
第
五
の
禅
波
羅
蜜
、
第
六
の
般
若
波
羅
蜜
へ
と
到
達
す
る
。
布
施
等
の
四
行
も
こ
の
禅
智
に
依
り
て
行
わ
れ' 

か
え 

っ
て
禅
定
智
慧
へ
と
帰
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
行
証
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
道
は
、
面
々
に
具
わ
る
と
い
え
ど
も
、
行
わ
ず
ば 

証
せ
ら
れ
ず
、
修
せ
ず
ば
身
に
つ
か
な
い
。
法
爾
の
道
理
で
あ
る
。
こ
こ
に
は' 

聖
道
は
脚
下
に
あ
り
つ
つ
、
進
む
に
し
た
が
っ
て
い
よ 

い
よ
遠
き
を
感
ぜ
し
め
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

十

六

廻
 

向

し
か
る
に
『
華
厳
経
』
等
の
経
典
に
は
、
行
証
の
間
に
廻
向
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
説
ま
こ
と
に
広
大
無
尽
で
あ
る
。
 

経
家
は' 

そ
の
経
文
に
よ
り
て
衆
生
廻
向
、
如
来
廻
向
、
実
際
廻
向
の
三
種
を
説
い
て
い
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
三
つ
の
廻
向
が
あ
る
と
い 

う
こ
と
で
は
な
い
。
如
来
に
向
か
い
衆
生
に
向
か
い
て
碍
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
か
に
精
進
し
て
も
、
そ
れ
な
け
れ
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ば
行
は
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
廻
向
と
は
、 

ま
さ
し
く
こ
れ
方
向
転
換
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
ね
ば 

な
ら
な
い
。
行
が
証
を
得
る
為
に
、
方
向
転
換
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
方
向
転
換
と
は
已
に
説
け
る
よ
う
に' 

見
る
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
見
る
わ
れ
は
個
人
で
も' 

見
ら
れ
る 

月
は
天
に
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
月
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
わ
れ
ら
は
群
生
海
と
し
て
の
我
等
で
あ
り
、
月 

は
隈
な
く
照
し
て
葉
末
の
露
に
も
宿
る
光
と
な
る
。
そ
の
よ
う
に
覚
を
求
め
た
る
行
は
、
覚
り
に
求
め
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の 

方
向
転
換
の
視
野
に
現
わ
れ
た
も
の
こ
そ
浄
土
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
方
向
転
換
に
よ
り
て
、
わ
が
道
と
し
て
求
め
ら
れ
た
る
涅
槃
は
浄
土
よ
り
我
等
へ
と
願
わ
れ
た
も
の
と
な
る
。
そ
れ
が
歓
喜
地
と 

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
歓
喜
地
は
即
ち
必
至
滅
度
の
境
地
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
境
地
に
入
れ
ば
六
波
羅
蜜
の
般
舟
三
昧
と
し
て
受
行 

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
わ
が
道
と
し
て
の
聖
道
か
ら
わ
れ
ら
の
道
と
し
て
の
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
仏
法
に
二 

種
あ
り
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
唯
だ
一
つ
の
道
が
方
向
転
換
を
要
求
し
て
見
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
最
も
明
ら
か
に
説
け
る
も
の
は
龍
樹
の
『
十
住
論
』
で
あ
る
。
般
舟
三
昧
と
無
生
法
忍' 

そ
れ
は
菩
薩
の
父
母
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
依
り
て
浄
土
の
家
に
生
れ
る
。
そ
の
家
に
あ
る
も
の
は
、
六
波
羅
蜜
等
の
功
徳
で
あ
る
。
そ
れ
即
ち
菩
薩
の
歓
喜
心
で
あ
る
。
こ 

う
し
て
自
覚
々
他
と
い
わ
れ
た
聖
道
も
浄
土
へ
の
往
相
還
相
と
し
て
領
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
依
り
て
思
う
に
、
親

鸞

は

「他
力
と
は
如
来
の
本
願
力
な
り
」
と
決
定
し
て
浄
土
へ
の
道
は
如
来
の
本
願
力
で
あ
る
こ
と
を
顕 

わ
せ
る
も
、
廻
向
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
方
向
転
換
に
よ
り
て
視
野
は
開
け
た
に
違
い
は
な
い
が
、
そ
の
視
野
を
開 

い
た
も
の
は
如
来
の
光
明
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
浄
土
は
我
等
の
あ
る
べ
き
世
界
で
あ
り
、
ま
た
如
来
の
世
界
で
あ
る
。
真
仏
国
は 

往
生
人
の
世
界
で
あ
り
往
生
人
の
世
界
は
即
ち
阿
弥
陀
仏
国
で
あ
る
。
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十

七

久

遠

の

視

野

こ
こ
に
聖
道
よ
り
浄
土
へ
が
あ
る
。
そ
の
方
向
転
換
な
く
ば
我
等
の
あ
る
べ
き
場
所
が
見
出
さ
れ
な
い
。
釈
尊
と
い
え
ど
も
、
自
灯
明 

を
法
灯
明
と
す
る
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
釈
尊
は
仏
教
の
教
主
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
出
現
さ
れ
た
本
懐
は
我
等
の
道
を
開
く 

に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
親
癒
の
領
解
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
た
開
け
た
視
野
に
於
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
視
野
は
「
所
」
に
於
て
開
か
れ
た
の
み
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
久
遠
の
「
時
」
に
開
か
れ
た
。
我
等
の
道
は
無
明
の
大
夜 

と
し
て
初
め
な
き
初
め
か
ら
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
暗
の
中
に
迷
い
、
そ
の
長
夜
の
内
に
悩
む
、
そ
れ
が
無
始
流
転
の
群
生
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
そ
れ
を
そ
れ
と
知
ら
し
め
る
も
の
は
久
遠
の
光
で
あ
る
。
そ
の
光
、
長
夜
の
暗
に
浸
み
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
「群
生
海
の
心 

に
み
ち
み
ち
た
ま
へ
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
久
遠
と
い
う
言
葉
は
特
に
過
去
を
思
わ
し
め
る
。
曠
劫
已
来
と
い
い
、
無
始
流
転
と
い
う
、
い
ず
れ
も
過
去
を
想
わ
し
め
る
。
さ 

れ
ど
現
在
を
も
未
来
を
も
包
む
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
幽
遠
と
い
い
、
遙
遠
と
い
う
言
葉
は
そ
れ
を
表
わ
す
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
殊
に
過
去
を
感
ぜ
し
め
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
視
野
と
し
て
見
開
か
れ
た
も
の
は
特
に
過
去
で
あ
る
か
ら
で
あ 

る
。
過
去
は
過
ぎ
去
っ
て
今
は
無
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
過
去
こ
そ
現
在
を
現
在
で
あ
ら
し
め
て
い
る
の
で
は
な 

し
た
が
っ
て
、
そ
の
視
野
は
聖
道
に
止
ま
る
か
ぎ
り
開
か
れ
な
い
。
そ
の
人
に
取
り
て
は
、
現
在
は
永
遠
に
現
在
で
あ
る
。
そ
れ
が
道 

元
の
時
間
観
で
は
な
か
っ
た
か
。
永
遠
は
今
を
超
え
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
今
の
深
さ
で
あ
る
。

さ
れ
ど
親
鸞
に
あ
り
て
は
ゝ
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
視
野
に
現
わ
れ
た
る
時
間
は
ゝ
三
世
を
超
え
、
三
世
を
包
み
、
三
世
の
内
に
現
わ 

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
久
遠
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
日
を
語
る
に
宿
世
を
以
て
し' 

過
去
を
語
っ
て
今
日
を
思
う
こ
と
と 

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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し
か
れ
ば
、
久
遠
実
成
の
阿
弥
陀
と
い
う
は
、
現
在
の
我
等
の
道
の
光
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
五
劫
思
惟
の
願
と
い
い
兆
載
永
遠
の
修 

行
と
い
う
も
、
今
は
過
ぎ
去
り
し
遠
い
昔
の
事
で
は
な
い
。
本
願
を
信
ず
る
人
に
と
っ
て
は
、
惣
べ
て
現
在
の
念
仏
に
内
感
さ
れ
る
こ
と 

で
あ
る
。
こ
う
し
て
今
日
を
語
る
に
、
宿
業
と
い
い' 

前
世
と
い
う
。
群
生
の
頷
き
で
あ
る
。

十

八

歴 

史 

観

し
か
る
に
現
代
で
は' 

そ
の
視
野
を
歴
史
観
の
上
に
展
望
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
仏
陀
よ
り
親
鸞
ま
で
」
を
そ
の
視
野
に
於
て
見
開 

こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
思
想
形
式
は
曇
鸞
・
道
綽
に
依
り
て
為
さ
れ
た
「
聖
道
よ
り
浄
土
へ
」
と
同
じ
も
の
で
は
あ
る
が
、
 

特
に
そ
れ
が
仏
教
史
観
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
重
要
な
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
第
一
に
歴
史
は
過
去
か
ら
現
在
へ
で 

あ
る
が' 

史
観
は
現
在
か
ら
過
去
へ
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
史
観
を
主
と
す
れ
ば
歴
史
は
現
在
か
ら
次
第
に
逆
上
り
て
書
か
れ
ね 

ば
な
ら
ぬ
。
更
に
い
え
ば
歴
史
は
時
間
の
推
移
が
あ
っ
て
も
史
観
の
眼
に
は
同
時
代
で
あ
る
。

さ
れ
ど
歴
史
は
展
開
の
相
に
於
て
見
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
展
開
と
は
当
然
連
続
的
の
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

し
か
し
歴
史
的
展
開
は
非
連
続
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
依
り
て
歴
史
家
は
時
代
を
説
き
、
そ
の
」
度
か
ぎ
り
で
あ
る
こ
と
を 

断
言
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
、
そ
の
非
連
続
は
途
切
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
前
時
代
は
後
時
代
に
浸
透
し
、
後
時
代
は
前
時
代
に 

予
想
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
歴
史
は
連
続
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
歴
史
は
繰
返
す
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ 

れ
に
依
り
て
歴
史
は
「鏡
」
と
も
い
わ
れ
て
来
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
視
野
と
し
て
の
意
味
も
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
に
依
り
て
「釈
尊
よ
り
親
鸞
へ
」
は
、
何
故
に
日
本
の
学
者
に
の
み
説
か
れ
て
、
西
洋
の
仏
教
学
者
に
は
容
易
に
了
解
せ
ら
れ
な 

い
か
と
い
う
疑
問
も
解
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
人
の
仏
教
史
は
日
本
国
民
の
精
神
史
で
あ
る
。
父
祖
の
伝
統
で
あ
る
。
宿
業
に
よ
る 

宿
縁
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
人
間
の
生
活
を
内
観
し
つ
つ
、

「
久
遠
劫
来
か
く
の
如
し
」
と
思
わ
し
め
ら
る
る
と
も' 

特
に
日
本
人
的
の
も
の
で
あ
る 

か
も
知
れ
な
い
。
歴
史
観
を
も
つ
者
に
は
当
然
あ
る
べ
き
感
情
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「世
界
に
は
何
十
億
の
人
間
が
あ
っ
て
も' 

共 

通
の
潜
在
意
識
が
あ
り
、
宗
教
心
は
そ
の
潜
在
意
識
に
あ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
そ
の
潜
在
意
識
こ
そ
久
遠 

劫
来
の
群
生
の
心
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
そ
の
視
野
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
こ
そ' 

や
が
て
は
世
界
平
和
の
基
と
も
な
る
べ 

き
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
意
味
に
於
て
歴
史
学
と
は' 

今
日
を
問
題
と
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
曾
て
は
正
・
像

・
末
の
三
時
を
分
っ
は
特
殊
の 

思
想
で
あ
っ
て
本
筋
の
仏
道
に
は
無
い
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
そ
れ
は
い
か
に
も
と
思
わ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
顧
み
れ
ば
そ 

れ
は
飽
く
ま
で
も
仏
道
を
個
人
の
法
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
は
い
つ
で
も
聖
賢
で
は
あ
る
が
、
歴
史
的
の
人
で
は
な
い
と
い
わ 

れ
て
い
る
。
そ
の
人
に
与
え
ら
れ' 

そ
の
人
に
見
ら
れ
た
る
視
野
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

十

九

普 

賢 

行

こ
こ
に
立
ち
帰
り
て
「如
」
の
世
界
を
思
う
。
そ
れ
は
開
か
れ
た
る
視
野
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
視
野
を
見
失
わ
な
い
も
の
は
文
殊
の 

心' 

普
賢
の
行
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
文
殊
の
智
と
は
、
惣
べ
て
を
善
意
に
解
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

三
人
寄
れ
ば
文
殊
の
智
慧
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
八
と2

と
は
対
立
す
る
。
善
意
に
解
す
れ
ば
両
者
い
ず
れ
に
も
無
理
は
な
い
。
そ
の
こ 

と
が'

。
に
依
り
て
明
ら
か
に
せ
ら
る
れ
ば
人
と
お
と
に
も' 

そ
れ
を
了
解
せ
し
む
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
譲
り
合
う
和 

解
の
道
も
開
か
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

親
鸞
に
は
、
そ
の
文
殊
の
智
こ
そ
念
仏
で
あ
っ
た
。
智
慧
の
念
仏
、
即
ち
文
殊
の
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
老
少
善
悪
の
人
を
簡
ば 

れ
な
い
視
野
が
開
か
れ
る
。
そ
の
視
野
、
す
な
わ
ち
一
乗
海
で
あ
る
。
悪
人
と
し
て
除
外
さ
れ
る
も
の
は
な
い
。
ま
こ
と
に
真
如
一
実
の 

功
徳
宝
海
で
あ
る
。
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こ
の
文
殊
の
智
慧
に
よ
る
人
間
生
活
、
そ
れ
が
普
賢
の
行
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
善
他
非
の
心
を
反
省
す
る
も
の
で
あ
る
。

「直
き
を
彼 

に
推
し
て
曲
れ
る
を
己
に
う
く
」
。

世
は
濁
れ
り' 

わ
れ
独
り
清
し
と
い
う
こ
と
で
は
明
ら
か
に
普
賢
道
で
は
な
い
。
し
か
れ
ば
普
賢
行 

と
は
他
を
主
と
し
自
を
従
と
す
る
と
い
う
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
普
賢
と
は
従
の
徳
で
あ
る
。
そ
れ
は
勿
論' 

他
を
権
威
者
と
し
て
服 

従
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
善
き
に
も
悪
し
き
に
も
従
う
」
。
随
所
に
従
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
を
立
て
ず' 

対
者
に
な
り
き
っ
て 

善
処
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
随
処
に
主
と
な
る
と
い
う
も
、
畢
竟
は
随
処
に
従
と
な
る
こ
と
の
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
に
依
り
て
柔
輒
心
は
成
就
す
る
。
そ
の
心
に
は
自
善
他
非
の
硬
直
は
な
く
、
た
だ
服
従
す
る
軟
弱
さ
は
な
い
。
そ
れ
に
依
り
て
普 

賢
は
ま
た
遍
吉
と
訳
せ
ら
れ
て
い
る
。

普
賢
の
梵
語5

3
一
总
!
!

贷&

一

一
3
3 5

3

は
も
〇
一
石
き
包
2，0

ま
と
英
訳
さ
れ' 

幸
さ
き
善
し' 

め 

で
た
し
め
で
た
し
と
和
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
遍
吉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
普
賢
と
は
賢
さ
を
普
及
す
る
も
の
で
あ
る
が 

そ
れ
は
即
ち
惣
べ
て
の
人
を
幸
福
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二

十

親

鸞

教

学

こ
う
し
て
如
の
世
界
観
は
親
鶯
教
学
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
善
導
の
眼
を
も
っ
て
曇
鸞
を
見
開
い
た
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
曇
鸞
の 

眼
を
も
っ
て
善
導
を
見
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
善
導
に
依
り
て
教
え
ら
れ
た
浄
土
は
他
土
で
あ
り
別
の
世
界
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
浄
土 

と
は
聖
道
を
成
就
す
る
道
場
と
も
思
わ
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
現
世
と
浄
土
と
を
対
観
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
観
待
さ
れ
て
あ
る
の
で
は
な 

い
。
し
た
が
っ
て
往
生
の
行
信
と
い
う
も
当
面
は
因
果
の
形
に
於
て
思
想
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
い
か
に
し
て
も
法
爾
の
道
理
と 

し
て
の
証
成
を
欠
く
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
時
代
に
対
す
る
文
殊
の
智
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
善
意
を
以
て
時
代
を
見
よ
。
末
法
五
濁
の
世
な
れ 

ば
こ
そ
弥
陀
の
本
願
に
遇
い
得
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
視
野
を
与
え
ら
れ
た
る
普
賢
の
行
は
、
た
と
え
現
代
は
い
か
に
あ
る
と
も
人
間 

に
生
ま
れ
た
意
味
と
喜
び
と
幸
福
と
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
親
鸞
の
教
学
は
底
知
れ
な
い
厭
世
観
を
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母
胎
と
し
つ
つ
大
い
な
る
楽
天
観
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
生
涯
を
貫
い
て
愚
禿
釈
親
鸞
と
名
告
れ
る
親
し
み
が
あ
る
。
そ
の
親
鸞
の
名
は
天
親
・
曇
鸞
を
私
淑
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ 

と
は
周
知
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
『
正
像
末
和
讃
』
に
至
り
て
善
信
と
署
名
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
臨
終
を
近
く
迎
え
て
、
今 

更
に
師
上
人
の
教
え
が
身
に
即
く
も
の
あ
る
と
感
ぜ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
善
信
房
と
は
師
上
人
か
ら
賜
わ
れ
る
名
に
違
い
は
な
い
。
 

そ
の
名
が
天
親.

曇
鸞
の
教
に
依
り
て
身
に
即
く
思
い
出
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
五
濁
悪
世
と
い
う
も
の
が' 

唯
だ
悲
観
す
べ
き
も
の
で
は 

な
く'

智
慧
の
念
仏
に
よ
り
て
見
開
か
れ
た
視
野
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
文
殊
の
智
慧
で
あ
り' 

善
意
に
物
を
見
る 

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
『
正
像
末
和
讃
』
で
は
衆
生
が
有
情
と
な
り
、
正
定
聚
は
等
正
覚
と
な
り' 

往
生
浄
土
は
証
大
涅
槃
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ 

に

「極
悪
最
下
の
衆
生
の
為
に
極
善
最
上
の
法
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
畢
竟
こ
れ
、
群
前
の
心
で
な
く
て
は
、
頷
け
ぬ
法
で
あ 

る
。
そ
れ
が
浄
土
の
教
で
あ
る
。

そ
れ
は
特
に
終
生
、
愚
禿
釈
親
鸞
と
自
称
せ
ら
れ
た
心
境
に
も
感
知
せ
ら
れ
る
。
す
で
に
出
家
を
捨
て
て
在
家
と
な
れ
る
身
で
あ
る
。
 

何
故
に
釈
と
呼
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
唯
だ
懐
か
し
い
思
い
出
で
あ
る
。
非
僧
で
あ
っ
て
も
俗
で
は
な
い
。
と
い
っ 

て
も
な
ん
の
誇
り
も
あ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
だ
け
は
忘
れ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
少
し
も
名
誉
に
な
ら
ぬ
こ
と
な
が
ら
、
法
衣
を 

着
、
袈
裟
を
か
け
て
い
る
。
そ
れ
が
親
鸞
教
徒
で
あ
る
私
た
ち
田
舎
出
の
愚
僧
の
心
境
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
う
な
る
と
最
後
に
残
る
も
の
は
愚
秃
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
愚
の
一
字
、
ど
う
あ
っ
て
も
自
分
と
親
鸞
と
を
結
び
つ
け
て
離
さ 

な
い
も
の
で
あ
る
。

「
愚
中
の
愚
」
と
い
わ
れ
た
高
僧
も
あ
っ
た
。

「愚
老
」
と
い
う
呼
称
も
珍
ら
し
く
は
な
い
。
し
か
る
に
何
故
に
親 

鸞
に
於
て
の
み
痛
切
に
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
内
賢
外
愚
に
対
し
て
内
愚
外
賢
と
言
い
現
わ
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
外
愚
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の 

内
愚
は
底
が
知
れ
な
い
。
親
鸞
の
真
宗
は
、
そ
の
内
愚
外
賢
の
も
の
で
あ
っ
た
。
(

完)
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