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一

親
鸞
聖
人
の
主
著' 

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
六
巻
は
聖
人
自
身
の
一
生
を
貫
く
求
道
顕
真
の
努
力
の
成
果
を
記
録
す
る
鎮
骨
の 

名
著
で
あ
り
、
ま
た
新
し
い
浄
土
真
宗
の
成
立
を
宣
言
す
る
立
教
開
宗
の
本
典
で
も
あ
る
。
本
書
の
類
聚
形
態
は
宋
の
天
台
学
者
宗
暁
の 

『
楽
邦
文
類
』
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、
教
'

仃

，
証
の
三
法
あ
る
い
は
教
・
行
・
信

・
証
の
四
法
の
区
分
も
天
台
の
『
法
華
玄
義
』
や 

『
摩
訶
止
観
』
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
教
行
信
証
』
を
中
心
と
す
る
親
鸞
聖
人
の
思
想
と
天
台
教
学
と
の
密
接
な
関
係
に
っ 

い
て
は' 

聖
人
の
七
百
回
忌
記
念
出
版
，
大
谷
大
学
編
『
親
鸞
聖
人
』
の
拙
稿
「親
鸞
聖
人
と
天
台
教
学
」
の
な
か
で
論
及
し
た
如
く
で 

あ
る
。
叡
岳
二
十
年
に
亘
る
聖
人
の
天
台
修
学
の
こ
と
を
憶
え
ば
、
聖
人
の
晩
年
の
思
想
に
深
く
天
台
教
学
の
影
響
が
及
ん
で
い
る
こ
と 

は
当
然
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
『
教
行
信
証
』
は
ひ
と
り
天
台
の
み
な
ら
ず
八
万
の
法
蔵
に
亘
る
大
小
二
乗
の
全
体
を
批
判 

の
対
象
と
し'

浄
土
三
部
経
に
つ
い
て
も
隠
顕
，
権
実
の
関
係
を
看
破
し' 

『
大
無
量
寿
経
』
こ
そ
釈
尊
出
世
の
本
懐
た
る
真
実
教
な
る 

こ
と
を
教
・
行
・
信
・
証
の
四
法
に
亘
っ
て
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
書
「
信
巻
」
に
菩
提
心
に
つ
い
て
横
竪
二
種
を
大
別
し
、
 

そ
れ
ぞ
れ
出
超
の
二
種
あ
り
と
し
、
『
愚
禿
鈔
』
巻
上
に
有
名
な
二
雙
四
重
判
を
説
き
、
『
大
無
量
寿
経
』
を
ば
唯
一
の
真
実
教(
浄
土
実
教) 

と
し' 

ほ
か
の
聖
道
諸
教
や
浄
土
門
の
要
門
と
真
門
の
諸
教
も
す
べ
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
横
超
弘
願
の
教
法
を
説
か
ん
が
た
め
の
序
教 

『教
行
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の
仏
教
思
想
史
上
の
意
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二 

で
あ
り
権
教
で
あ
る
と
す
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
所
説
の
真
実
教
こ
そ
専
中
之
専
・
頓
中
之
頓
・
真
中
之
真
・
乗
中
之
一
乗
で
あ
り
、
こ
れ 

こ
そ
真
宗
で
あ
る
と
す
る
教
学
思
想
の
完
成
を
意
味
し
て
い
る
。
す
で
に
法
然
上
人
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
如
き
浄
土
教
思
想
史
上 

重
大
な
意
義
を
も
つ
先
蹤
が
あ
り' 

聖
人
の
真
宗
思
想
は
本
質
的
に
は
こ
れ
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
上
人
に
お
い
て
は
未
だ
念 

仏
門
を
中
心
と
す
る
教
判
体
系
は
組
織
さ
れ
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
道
綽
禅
師
の
聖
浄
二
門
の
分
判
を
依
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は 

上
人
が
こ
と
さ
ら
に
無
用
の
争
論
を
回
避
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
『
選
択
集
』
の
末
尾
に
「
庶
ひ
ね
が
は
く
は
一
び
高
覧 

を
経
て
の
後' 

壁
の
底
に
埋
み
て
窓
の
前
に
遺
す
こ
と
莫
れ
」
と
記
し
て
お
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
南
都
北
嶺
の
反
対
を
却
け
無 

用
の
靜
論
を
避
け
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
念
仏
為
本
の
教
判
体
系
の
組
織
こ
そ
急
務
で
あ
り
効
果
的
で
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人 

の

『
教
行
信
証
』
は
、
天
台
宗
の
開
祖
智
頷
が
『
法
華
玄
義
』

の
な
か
で
釈
名
・
弁

体

・
明
宗

・
論

用

・
判
教
の
五
重
玄
義
を
説
い
た
の 

に
形
式
的
に
非
常
に
近
似
し
て
お
り
、
智
顎
が
五
重
玄
義
の
『
法
華
玄
義
』
に
拠
っ
て
天
台
宗
を
開
創
し
た
の
に
対
し
て
、
聖
人
は
『
大
無 

量
寿
経
』
の
四
重
玄
義
を
説
い
て
、
浄
土
真
宗
の
開
創
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
驚
く
べ
き
勇
気
と
決
断
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

い
づ
れ
に
し
て
も
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
学
を
教
・
行

・
信

・
証
の
四
法
に
よ
っ
て
体
系
付
け
た
最
初
の
ひ
と
は
親
鸞
聖
人
で
あ
る
。
 

如
来
の
出
世
本
懐
の
真
実
教
の
内
容
を
真
実
教
の
語
る
が
ま
ま
に
教
・
行
・
信
・
証
の
四
法
の
体
系
組
織
に
よ
っ
て
純
粋
に
展
開
し
た
功 

績
は
親
鸞
聖
人
の
不
朽
の
功
績
で
あ
る
。

『
法
華
経
』
と

『
大
無
量
寿
経
』
の
出
世
本
懐
の
相
違
点
と
云
え
ば
、
前
者
こ
そ
真
実
教
の
名 

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
後
者
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
は
た
だ
『
法
華
経
』
の
真
実
教
に
相
応
で
き
ぬ
鈍
根
劣
機
の
も
の
に 

も
利
根
と
同
じ
普
益
を
与
え
る
に
す
ぎ
ぬ
と
す
る
見
解
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
か
ら
見
れ
ば
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
法
は
機 

法
両
面
と
も
に
究
竟
の
真
実
を
説
く
真
の
出
世
本
懐
の
教
で
あ
り
、
『
法
華
経
』
を
ふ
く
め
て
一
切
の
諸
教
の
全
体
が
、
『
大
無
量
寿
経
』 

の
説
法
の
た
め
の
序
経
で
あ
り
権
仮
方
便
の
教
法
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
一
念
多
念
証
文
』
に
ハ
万
四
千
の
法
門
は
み
な 

こ
れ
浄
土
の
方
便
の
善
な
り
と
記
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、

『
大
無
量
寿
経
』
の
真
理
こ
そ
真
の
意
味
の
出
世
本
懐
の
教
法
で
あ
る
こ
と
を



明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
真
宗
と
い
う
名
称
が
す
で
に
遠
く
南
北
朝
期
北
地
の
耆
闍
寺
安
禀
の
教
判
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
『
法
華
玄
義
』 

に
出
て
お
り
、
唐
代
に
入
っ
て
善
導
の
『
散
善
義
』
等
に
出
て
い
る
に
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
諸
師
は
た
だ
他 

宗
の
教
学
を
権
仮
と
し
自
宗
を
真
実
と
す
る
を
標
示
し
た
に
す
ぎ
ず
真
宗
の
教
学
体
系
を
組
織
す
る
に
至
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
る 

に
親
鸞
聖
人
の
場
合
は
、

一
方
で
聖
道
諸
教
の
み
な
ら
ず
、
浄
土
門
の
要
門
及
び
真
門
が
権
教
で
あ
り' 

弘
願
真
実
を
的
示
す
る
『
大
無 

量
寿
経
』
の
教
説
を
真
宗
と
名
付
け
、
他
方
で
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
説
く
真
理
が
究
竟
至
極
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
よ
う
と
さ 

れ
た
。
そ
こ
に
は
真
宗
の
教
法
こ
そ
如
来
出
世
本
懐
の
最
高
真
理
の
開
顕
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
烈
々
と
し
て
燃
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら 

れ
る
。
し
た
が
っ
て
顕
浄
土
真
実
と
い
う
こ
と
は
浄
土
門
の
教
法
に
限
局
さ
れ
ず
、
聖
道
浄
土
の
差
別
を
超
え
た
仏
教
最
高
の
真
理
の
開 

顕
を
意
味
す
る
。

「行
巻
」
の
一
乗
海
の
釈
に
於
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
絶
対
性
を
厳
密
に
多
方
面
か
ら
論
証
し' 

法
華
妙
法
も
究
竟
真 

理
を
説
く
『
無
量
寿
経
』
の
た
め
の
権
仮
の
序
経
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
明
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
『
法
華
経
』
が
利 

根
の
大
機
を
対
象
と
す
る
に
対
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
が
愚
悪
の
鈍
根
小
機
に
も
普
益
を
与
え
る
こ
と
に
の
み
拠
る
か
ら
で
は
な
く'

こ 

の
経
の
教
説
原
理
そ
の
も
の
が
法
華
妙
法
を
超
え
て
究
竟
至
上
で
あ
る
と
い
う
深
い
認
識
に
拠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
真
宗
思
想
の
本 

質
と
絶
対
性
が
こ
こ
に
あ
る
。

二

「教
巻
」
に
如
来
の
本
願
を
説
く
を
経
の
宗
致
と
す
る
と
明
確
に
規
定
し
て
い
る
か
ら
、

如
来
の
本
願
を
説
く
こ
と
は
『
大
無
量
寿 

経
』
を
所
依
と
す
る
『
教
行
信
証
』
に
と
っ
て
も
全
体
を
一
貫
す
る
統
一
原
理
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
『
教
行
信 

証
』
は
如
来
の
本
願
力
に
加
被
さ
れ
て
転
迷
開
悟
す
る
衆
生
の
教
行
信
証
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
と
も
に' 

ま
た
如
来
自
身
の
衆
生
摂
取 

の
活
動
の
展
開
過
程
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
『
教
行
信
証
』
を
基
盤
と
し
て 

『
教
行
信
証
』
の
仏
教
思
想
史
上
の
意
義 

三



四 

成
立
す
る
真
宗
思
想
の
本
質
を
聖
人
自
身
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
如
来
の
本
願
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な 

わ
ち
如
来
の
本
願
の
群
生
摂
取
の
活
動
の
開
顕
と
い
う
こ
と
が
真
宗
教
学
の
生
命
で
あ
り
、
も
し
こ
の
点
を
無
視
す
れ
ば
真
宗
教
学
の
生 

命
が
絶
滅
す
る
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て' 

そ
の
本
願
の
主
体
た
る
如
来
と
は
い
か
な
る
如
来
で
あ
る
か
が
問
題
で 

あ
る
。

「
真
仏
士
巻
」
に
仏
は
こ
れ
不
可
思
議
光
如
来
な
り
と
規
定
し
、

こ
の
仏
身
が
四
十
八
願
の
第
十
二
光
明
無
量
の
願
及
び
第
十
三 

寿
命
無
量
の
願
に
酬
報
す
る
真
仏
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
さ
ら
に
「
化
身
土
巻
」
で

は

『
観
無
量
寿
経
』
真
身
観
の
仏
身
が
第
十
九
至 

心
発
願
の
願' 

『
阿
弥
陀
経
』
の
化
身
が
第
二
十
至
心
廻
向
の
願
に
よ
る
仮
身
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
厳
密
に
規
定
し
て
お
ら
れ
る
。
お
な
じ 

弥
陀
の
仏
身
に
三
経
の
相
違
あ
り
と
し
、
そ
れ
を
弥
陀
自
身
の
願
に
拠
る
こ
と
を
指
摘
し
、
弘
願
門
を
説
く
『
大
無
量
寿
経
』
の
真
仏
が 

不
可
思
議
光
仏
で
あ
り' 

『
観
無
量
寿
経
』
や

『
阿
弥
陀
経
』
の
仏
身
が
仮
身
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
聖
人
の
三
願
転
入
の
真 

仏
探
究
に
対
応
し
て
い
る
と
と
も
に' 

直
接
的
な
経
験
的
実
証
を
追
求
す
る
こ
と
に
奔
命
す
る
念
仏
が
最
後
的
に
そ
の
経
験
的
実
証
に
限 

局
さ
れ
て
い
る
非
主
体
的
な
精
神
段
階
か
ら
新
な
る
高
次
の
実
存
的
な
精
神
世
界
に
進
入
す
べ
き
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
。
『
教
行
信
証
』 

に
は
経
典
二
十
一
種
、
論
部
四
種
、
法
語
類
三
十
八
種
、
外
典
一
種
の
諸
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
京
都
か
ら
越
後
へ
、
さ
ら
に
関
東
へ 

の
変
転
を
別
と
し
て
も
当
時
と
し
て
は
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
視
野
の
広
汎
で
あ
る
。
し
か
も
単
に
研
究
視
野
が
広
汎
で
あ
る
の
み
な
ら
ず 

そ
の
厳
密
な
経
典
批
判
の
眼
識
は
何
人
の
追
随
を
も
ゆ
る
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
い
ま
仏
身
に
つ
い
て
も
聖
道
諸
教
が
一
千
数
百
年
の
あ 

い
だ
に
築
き
あ
げ
た
欝
然
た
る
仏
身
論
体
系
の
堅
固
な
城
壁
の
権
威
に
屈
せ
ず
、
盧
舎
那
仏
に
代
表
さ
れ
る
十
方
諸
仏
と
弥
陀
の
地
位
を 

逆
転
し
、
弥
陀
を
報
身
仏
な
り
と
す
る
善
導
以
来
の
主
張
を
さ
ら
に
徹
底
し' 

阿
弥
陀
仏
を
久
遠
実
成
の
古
仏
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、 

さ 

ら
に
は
方
便
法
身
に
ま
で
押
し
上
げ
て
十
方
諸
仏
の
根
本
身
格
と
し
て
規
定
し
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
新
し
い
仏
身
説
の
組
織
で
あ
る 

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
聖
人
が
真
仏
を
不
可
思
議
光
仏
と
規
定
し
、
『
観
無
量
寿
経
』
や
『
阿
弥
陀
経
』
の
弥
陀
を
仮
身
仮
仏
な



り
と
判
別
し' 

真
仏
は
も
は
や
経
験
的
実
証
の
確
認
を
超
え' 

た
だ
信
心
に
よ
っ
て
の
み
信
知
さ
る
べ
き
も
の
と
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ 

る
。
弥
陀
を
経
験
的
実
証
の
対
象
と
考
え
る
こ
と
は
要
門
の
念
仏
の
主
要
性
格
で
あ
り' 

真
門
に
も
そ
の
思
想
が
依
然
と
し
て
残
存
し
て 

い
る
。
と
く
に
『
観
無
量
寿
経
』
及

び

『
般
舟
三
昧
経
』
・
『
観
仏
三
昧
経
』
等
は
専
ら
見
仏
を
修
道
の
最
高
目
標
と
し
、
我
々
の
感
官
に 

よ
っ
て
弥
陀
を
経
験
的
に
実
証
す
る
こ
と
に
専
念
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
五
根
に
よ
っ
て
経
験
的
に
自
己
の
外
な
る
弥 

陀
の
色
身
を
見
、
弥
陀
の
説
法
を
聴
き
、
弥
陀
の
色
身
に
触
れ
る
こ
と
が
念
仏
の
目
的
で
あ
る
。
『
般
舟
三
昧
経
』
な
ど
は
こ
の
よ
う
な
弥 

陀
と
の
経
験
的
な
対
面
や
対
話
を
約
束
し
て
お
り' 

こ
れ
に
拠
っ
て
定
め
ら
れ
た
修
行
を
修
め
て
実
際
に
弥
陀
の
現
前
や
摩
頂
を
経
験
し 

た
ひ
と
の
霊
現
や
奇
瑞
の
記
録
も
少
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
。
親
鸞
聖
人
も
叡
岳
二
十
年
の
あ
い
だ
横
川
の
常
行
三
昧
堂
で
修
行
さ
れ
た 

の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
般
舟
念
仏
の
目
標
た
る
如
来
と
の
経
験
的
な
接
触
を
求
め
、
た
だ
ひ
と
す
じ
に
常
行
三
昧
の
修
行
に
い
そ
し
ま 

れ
た
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
る
に
聖
人
は
遂
に
叡
岳
を
去
っ
て
法
然
上
人
の
門
に
到
り
『
大
無
量
寿
経
』
の
世
界
に
進
入
さ
れ
た
の 

で
あ
る
。
こ
れ
は
『
法
華
経
』
を
出
世
本
懐
と
す
る
天
台
の
観
点
よ
り
『
大
無
量
寿
経
』
を
理
解
す
る
立
場
か
ら
、

『
大
無
量
寿
経
』
の 

観
点
よ
り
『
大
無
量
寿
経
』
を
理
解
す
る
立
場
へ
の
転
換
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
単
な
る
転
換
で
は
な
く 

一
大
飛
躍
で
あ
る
。
け
だ
し
如 

来
の
色
身
を
目
で
見
、
 

耳
で
招
喚
の
声
を
聞
き' 

直
接
色
身
に
触
れ
よ
う
と
期
待
す
る
の
み
で' 

現
実
の
自
己
そ
の
も
の
を
問
題
と
し
な 

い
精
神
段
階
か
ら' 

『
大
無
量
寿
経
』
を
自
己
の
問
題
と
し
て
把
え' 

自
己
の
実
存
可
能
の
畢
竟
依
と
し
て
色
身
よ
り
も
如
来
の
本
願
を 

信
知
し
よ
う
と
す
る
実
存
的
な
自
覚
え
の
飛
躍
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
実
存
の
立
場
と
は
日
常
的
因
襲
的
一
般
的
な
存
在
了
解
を
離 

れ
て
、
自
在
の
生
存
と
い
う
も
の
を
根
底
的
に
確
認
し
よ
う
と
す
る
主
体
的
自
覚
の
も
と
に
、
こ
の
自
覚
の
な
か
に
了
解
さ
れ
る
真
の
自 

己
存
在
の
確
立
に
努
力
し
よ
う
と
す
る
主
体
的
立
場
を
意
味
す
る
。
叡
岳
二
十
年
の
聖
人
の
常
行
三
昧
や
浄
土
門
の
要
門
え
の
絶
望
と
懐 

疑
は
か
か
る
実
存
の
立
場
え
の
進
展
を
意
味
す
る
。
聖
人
が
真
門
も
ま
た
方
便
仮
門
な
り
と
し
、
弘
願
他
力
の
真
宗
こ
そ
真
の
出
世
本
懐 

の
経
た
る
『
大
無
量
寿
経
』

の
真
理
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
如
来
の
色
身
の
観
想
の
念
仏
を
超
え
て
も' 

真
門
の
念
仏
の
な
か
に
依
然
と 

『
教
行
信
証
』
の
仏
教
思
想
史
上
の
意
義 

五
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し
て
主
体
的
自
覚
の
不
徹
底
な
面
が
あ
る
こ
と
を
徹
見
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
真
宗
念
仏
は
も
は
や
如
来
の
経
験
的
な 

実
証' 

つ
ま
り
如
来
を
見
た
り
、
 

如
来
の
金
口
の
説
法
を
聞
い
た
り
、
如
来
の
色
身
に
触
れ
る
こ
と
を
念
仏
の
目
標
と
す
る
の
で
は
な
く
、
 

経
験
的
実
証
へ
の
期
待
よ
り
も
如
来
の
実
在
の
法
爾
の
必
然
性
を
自
己
の
実
存
の
生
き
た
現
実
と
し
て
信
知
す
る
の
で
あ
る
。
聖
人
の
有 

名
な
三
願
転
入
は
単
な
る
聖
道
教
学
へ
の
絶
望
と
逃
避
の
過
程
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
経
験
的
実
証
の
み
を 

重
ん
ず
る
素
朴
的
実
在
論
の
思
想
が
人
間
存
在
の
主
体
性
の
確
立
に
導
く
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
実
存
的
な
生
存
の
実
現
を
妨
げ
る
こ
と
を 

知
り' 

こ
の
実
存
的
な
生
存
の
真
理
を
究
極
的
に
教
え
る
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
海
を
実
存
の
根
拠
と
し
て
信
知
し
よ
う
と
す
る
飛
躍 

的
積
極
的
な
精
神
の
誕
生
を
意
味
す
る
。
生
存
に
と
っ
て
見
聴
き
す
る
五
官
の
範
囲
が
す
べ
て
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
五
官
の
経
験
内 

容
が
望
遠
鏡
や
顕
微
鏡
な
ど
の
発
達
に
よ
っ
て
極
大
と
極
小
の
宇
宙
を
い
か
に
拡
大
し
て
も
、
そ
れ
は
経
験
主
義
に
立
つ
科
学
の
全
体
世 

界
で
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
生
存
に
と
っ
て
は
わ
ず
か
な
ー
部
門
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
仏
教
が
教
え
る
実
存
的
な
自
覚
に
お
い
て
は 

た
と
い
目
に
も
見
え
ず
耳
に
も
聞
え
な
く
て
も' 

経
験
的
に
存
在
す
る
も
の
よ
り
は
る
か
に
確
実
性
の
あ
る
広
汎
な
世
界' 

こ
れ
を
仏
教 

で
は
法
界
と
呼
ん
で
い
る
が' 

そ
う
い
う
広
汎
な
法
界
の
な
か
で
生
存
の
真
の
意
義
を
見
出
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

『
大
品
般
若
経
』
が
有
無
の
二
見
を
離
れ
た
無
分
別
智
で
あ
る
般
若
の
本
質
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
詳
細
に
説
明
し
一
切
の
実
在
論
的
偏 

執
を
拒
け
な
が
ら
、
し
か
も
浄
土
品
や
往
生
品
で
は
浄
土
の
荘
厳
を
説
き
、
阿
閤
仏
の
妙
喜
浄
土
や
弥
勒
菩
薩
の
兜
率
浄
土
の
往
生
を
奨 

め
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
。

『
維
摩
経
』
が
無
分
別
智
の
立
場
で
浄
土
を
理
解
す
る
の
が
正
観
で
あ
り
、
分
別
智
の
立
場
で
浄
土
を 

見
る
の
を
邪
観
で
あ
る
と
縷
設
す
る
の
は
何
故
か
。
東
方
世
界
に
阿
関
仏
の
浄
土
が
あ
り
、
西
方
に
弥
陀
の
浄
土'

上
方
世
界
に
弥
勤
浄 

土
等
が
あ
り
、
四
維
上
下
に
浄
土
が
あ
る
と
諸
大
乗
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
の
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た

『
法
華
経
』 

や

『
華
厳
経
』
に
は
地
獄
・
餓

鬼

・
畜
生

・
阿
修
羅
・
人
間
・
天
上
・
声
聞
・
縁

覚

・
菩

薩

・
仏
の
十
法
界
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
が' 

畜
生
と
人
間
以
外
の
八
法
界
な
ど
は
経
験
的
に
は
全
く
実
証
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
ー
見
非
経
験
的
世
界
こ



そ
人
間
の
実
存
に
と
っ
て
絶
対
的
に
必
然
な
実
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
と
も
と
大
乗
の
般
若
の
教
説
が
有
無
の
二
見
に
執
着 

し
狭
隘
な
分
別
智
の
世
界
に
滞
落
し
て
い
る
人
間
精
神
を
広
い
無
分
別
智
の
実
存
世
界
へ
誘
導
せ
ん
が
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た 

か
ら
で
あ
る
。
聖
道
門
の
諸
仏
諸
菩
薩
に
対
す
る
観
想
や
、
浄
土
門
の
要
門
の
念
仏
は
こ
の
一
般
的
な
非
主
体
的
な
実
在
論
か
ら
実
存
的 

な
立
場
へ
の
転
換
の
た
め
の
方
便
で
あ
り
媒
介
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
り' 

真
門
の
念
仏
も
未
だ
明
確
な
実
存
的
自
覚
を
完
成
し
て
い 

な
い
点
で
不
徹
底
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
聖
人
の
真
宗
念
仏
は
純
粋
た
る
実
存
の
立
場
の
確
立
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
は
も
は
や 

生
前
は
も
と
よ
り
臨
終
さ
え
如
来
の
現
前
へ
の
期
待
は
な
く
、
如
来
の
実
在
を
自
己
の
実
存
の
た
め
の
決
定
的
な
根
拠
、
す
な
わ
ち
畢
竟 

依
と
し
て
、
た
だ
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
が
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
非
主
体
的
立
場
か
ら
実
存
的
立
場
へ
の
進
転
と
、
こ
の
立
場
の 

確
立
こ
そ
『
教
行
信
証
』
が
仏
教
思
想
史' 

と
く
に
浄
土
教
思
想
史
上
特
筆
大
書
に
値
す
る
重
要
性
を
も
つ
所
以
で
あ
る
。

三

如
来
の
経
験
的
実
証
を
追
求
す
る
見
仏
の
立
場
か
ら
実
存
的
な
信
仰
の
立
場
へ
の
転
換
は
聖
人
に
於
て
は
如
来
の
摂
取
の
活
動
の
よ
り 

現
実
的
な
極
性
の
認
識
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「真
仏
土
巻
」
に
聖
人
は
「
仏
は
則
ち
是
れ
不
可
思
議
光
如
来
、

土
は
亦
是
れ 

無
量
光
明
土
な
り
」
と
規
定
し
、
弥
陀
の
依
正
と
も
に
光
明
す
な
わ
ち
智
慧
を
本
質
と
す
る
と
こ
ろ
に
『
大
無
量
寿
経
』
所
説
の
真
仏
と 

真
土
の
特
色
が
あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
る
に
こ
の
智
慧
の
光
明
を
体
と
す
る
弥
陀
は
単
な
る
真
如,

法
性
と
い
う
よ
う 

な
静
止
的
な
理
法
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

一
切
衆
生
の
生
存
の
危
機
と
、
生
存
の
全
体
意
義
を
保
証
す
る
た
め
に
衆
生
の 

生
存
に
対
し
て
積
極
的
に
関
与
し
衆
生
の
実
存
を
可
能
な
ら
し
め
る
究
竟
依
で
あ
り
畢
竟
依
で
も
る
。
こ
の
場
合
衆
生
の
実
存
の
究
竟
依 

と
か
畢
竟
依
と
な
る
べ
き
も
の
は
単
な
る
静
止
的
な
智
慧
と
か
、
智
慧
の
内
容
で
は
な
く'

そ
れ
を
体
と
し
て
活
動
す
る
如
来
で
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。
聖
人
が
弥
陀
を
一
方
で
報
身
仏
で
あ
る
と
規
定
し
つ
つ
、
し
か
も
他
面
で
は
方
便
法
身
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
法
性
法
身 

『教
行
信
証
』
の
仏
教
思
想
史
上
の
意
義 

七



八 

が
積
極
的
な
衆
生
摂
取
の
活
動
に
入
る
段
階
を
方
便
法
身
と
し
、
法
蔵
因
位
の
大
願
大
行
に
酬
報
す
る
衆
徳
円
満
の
相
好
荘
厳
の
果
徳
を 

得
た
段
階
を
報
身
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

『
愚
禿
鈔
』
上
に
は
仏
に
法
身
，
報
身
・
応
身
・
化
身
の
四
種
を
分
け' 

さ
ら
に
法
身
に 

法
性
法
身
・
方
便
法
身
の
二
種
が
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
報
身
に
弥
陀
，
釈

迦

・
十
方
の
三
種
、 

応
化
身
に
同
じ
く
弥
陀-

釈
迦
・
十
方 

の
三
種
が
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
報
応
化
の
三
身
は
弥
陀
・
釈
迦
・
十
方
諸
仏
に
共
通
す
る
身
位
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が' 

法 

身
に
つ
い
て
は
『
愚
禿
鈔
』
は
何
の
規
定
も
加
え
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
後
に
『
一
念
多
念
証
文
』
に 

「
一
実
真
如
と
申
す
は
無
上
大
涅
槃
な
り
、
涅
槃
す
な
は
ち
法
性
な
り' 

法
性
す
な
は
ち
如
来
な
り
。

「
宝
海
」
と
申
す
は
よ
ろ
づ 

の
衆
生
を
き
ら
は
ず
さ
は
り
な
く
へ
だ
て
ず
み
ち
び
き
た
ま
ふ
を
大
海
の
水
の 

へ
だ
て
な
き
に
譬
へ
た
ま
へ
る
な
り
。
こ
の
一
如
宝 

海
よ
り
形
を
あ
ら
は
し
て
法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
無
礙
の
誓
を
お
こ
し
た
ま
ふ
を
た
ね
と
し
て
阿
弥
陀
仏
と
な
り
た
ま
ふ
が 

故
に
報
身
如
来
と
申
す
な
り
。
こ
れ
を
「
尺
十
方
無
礙
光
仏
」
と
名
付
け
た
て
ま
つ
れ
る
な
り
。
こ
の
如
来
を
「南
無
不
可
思
議
光 

仏
」
と
申
す
な
り
。
こ
の
如
来
を
「方
便
法
身
」
と
は
申
す
な
り
。

「方
便
」
と
申
す
は
形
を
あ
ら
は
し
御
名
を
示
し
て
衆
生
に
知 

ら
し
め
た
ま
ふ
を
申
す
な
り
。
す
な
は
ち
阿
弥
陀
仏
な
り
。
こ
の
如
来
は
光
明
な
り
。
光
明
は
智
慧
な
り
。
智
慧
は
光
の
か
た
ち
な 

り
。
智
慧
ま
た
形
な
け
れ
ば
「
不
可
思
議
光
仏
」
と
申
す
な
り
。
こ
の
如
来
十
方
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
へ
る
が
故
に
「
無
辺 

光
仏
」
と
申
す
。
然
れ
ば
世
親
菩
薩
は
「
尺
十
方
無
礙
光
如
来
」
と
名
付
け
た
て
ま
つ
ウ
た
ま
へ
り
」 

と
述
べ' 

さ
ら
に
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
も
詳
細
に
こ
れ
を
説
明
し
て'

「
然
れ
ば
仏
に
つ
い
て
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
、

一
に
は
法
性
法
身
と
申
す
、
二
に
は
方
便
法
身
と
申
す
。

「法
性
法
身
」
と
申
す 

は
色
も
な
し
形
も
ま
し
ま
さ
ず
、
然
れ
ば
心
も
お
よ
ば
ず
語
も
た
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
形
を
あ
ら
は
し
て
「
方
便
法
身
」
と
申 

す
、

そ
の
御
相
に
「法
蔵
比
丘
」

と
な
の
り
た
ま
ひ
て
不
可
思
議
の
四
十
八
の
大
誓
願
を
お
こ
し
あ
ら
は
し
た
ま
ふ
な
り
。

こ
の 

誓
願
の
な
か
に
光
明
無
量
の
本
願
・
寿
命
無
量
の
弘
誓
を
本
と
し
て
あ
ら
は
れ
た
ま
へ
る
御
形
を
世
親
菩
薩
は
「
尽
十
方
無
礙
光
如



来
」
と
名
付
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。
こ
の
如
来
す
な
は
ち
誓
願
の
業
因
に
む
く
い
た
ま
ひ
て
「
報
身
如
来
」
と
申
す
な
り' 

即 

ち

「
阿
弥
陀
如
来
」
と
申
す
な
り
、
「
報
」
と
い
ふ
は
た
ね
に
む
く
い
た
る
故
な
り
。
こ
の
報
身
よ
り
応
化
等
の
無
量
無
類
の
身
を
あ 

ら
は
し
て
微
塵
世
界
に
無
礙
の
智
慧
光
を
放
た
し
め
た
ま
ふ
故
に
「
尺
十
方
無
礙
光
仏
」
と
申
す
。
光
の
御
形
に
て
色
も
ま
し
ま
さ 

ず
形
も
ま
し
ま
さ
ず' 

即
ち
法
性
法
身
に
同
じ
く
し
て
無
明
の
闇
を
は
ら
ひ
悪
業
に
さ
へ
ら
れ
ず
、
こ
の
故
に
「無
礙
光
」
と
申
す 

な
り
。
無
礙
は
有
情
の
悪
業
煩
悩
に
さ
へ
ら
れ
ず
と
な
り
。
然
れ
ば
阿
弥
陀
仏
は
光
明
な
り
、
光
明
は
智
慧
の
形
な
り
と
知
る
べ
し
」 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

『
一
念
多
念
文
意
』
に
方
便
法
身
の
方
便
の
意
味
に
つ
い
て
「方
便
と
申
す
は
形
を
あ
ら
は
し
御
名
を
示
し
て
衆
生
に
知
ら
し
め
た
ま 

ふ
を
申
す
な
り
」
と
指
示
し
、

『
唯
信
鈔
文
意
』
に

も

「
こ
の
一
如
よ
り
形
を
あ
ら
は
し
て
方
便
法
身
と
申
す
、
そ
の
御
相
に
法
蔵
比
丘 

と
な
の
り
た
ま
ひ
て
不
可
思
議
の
四
十
八
の
大
誓
願
を
お
こ
し
あ
ら
は
し
た
ま
ふ
な
り
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て' 

方
便
法 

身
は
法
性
法
身
が
法
蔵
比
丘
と
し
て
四
十
ハ
の
誓
願
を
立
て
る
と
い
う
法
身
の
活
動
態
を
表
わ
し
、
そ
の
願
行
の
完
成
に
よ
る
果
位
を
と 

く
に
報
身
の
阿
弥
陀
仏
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
弥
陀
を
報
身
仏
と
す
る
の
は
道
綽' 

と
く
に
善
導 

以
後
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
弥
陀
を
応
化
身
と
す
る
古
来
の
聖
道
諸
家
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
是
報
非
化
の
主
張
も
決
し
て
仏
教
学
界
の
一
般 

的
承
認
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
聖
人
の
時
代
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
る
に
弥
陀
を
報
身
を
超
え
て
法
身
位
に
ま
で
昇 

格
し
、
方
便
法
身
と
す
る
こ
と
は
聖
人
独
抜
の
学
説
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
と
に
既
述
の
『
愚
禿
鈔
』
に
報
・
応
・
化
の
三 

種
仏
身
が
弥
陀
・
釈
迦

，
十
方
諸
仏
に
共
通
す
る
と
明
記
し
な
が
ら
、
法
性
法
身
と
方
便
法
身
に
つ
い
て
は
弥
陀
・
釈
迦

・
十
方
諸
仏
の 

通
局
に
つ
い
て
何
の
規
定
も
指
示
し
て
い
な
い
。
し
か
る
に
上
述
の
如
く
『
一
念
多
念
文
意
』
や

『
唯
信
鈔
文
意
』
で
は
方
便
法
身
と
は 

阿
弥
陀
仏
な
り
と
明
示
し
、
方
便
法
身
を
弥
陀
に
限
局
し
て
釈
迦
や
十
方
諸
仏
に
は
認
め
な
い
と
す
る
意
向
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ 

る
。

『
法
華
経
』
の
久
遠
実
成
の
思
想
を
も
摂
り
入
れ
『
弥
陀
和
讃
』
に

「
久
遠
実
成
阿
弥
陀
仏
、
五
濁
の
凡
愚
を
あ
は
れ
み
て' 

釈
迦 

『教
行
信
証
』
の
仏
教
思
想
史
上
の
意
義 

九
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牟
尼
仏
と
し
め
し
て
ぞ
、
迦
耶
城
に
は
応
現
す
る
」
と
讃
歎
し
て
お
ら
れ
る
点
か
ら
見
る
と
き' 

『
口
伝
鈔
』

一
五
の
久
遠
実
成
の
弥
陀 

を
も
っ
て
報
身
如
来
の
本
体
と
定
め
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
応
迹
を
垂
る
る
諸
仏
通
総
の
法
・
報

・
応
の
三
身
を
す
べ
て
弥
陀
の
化
用
な
り 

と
す
る
の
が
聖
人
の
真
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「証
巻
」
の

「然
れ
ば
弥
陀
如
来
は
如
従
り
来
生
し
て
報
応
化
種
種
の
身
を 

示
現
し
た
ま
ふ
な
り
」
の
文
も
、
如
よ
り
来
生
し
た
方
便
法
身
が
報
応
化
三
身
の
示
現
の
基
体
で
あ
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ 

う
。
か
く
て
『
口
伝
鈔
』

の
諸
仏
通
総
の
三
身
の
根
本
た
る
報
身
如
来
の
本
体
こ
そ
久
遠
実
成
の
弥
陀
、 

す
な
わ
ち
方
便
法
身
を
指
す
と 

見
る
べ
き
で
あ
る
。

方
便
法
身
は
も
と
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
り
、

『
涅
槃
経
』
や

『
央
掘
摩
羅
経
』
な
ど
が
出
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ 

て
い
る
が' 

親
鸞
聖
人
の
方
便
法
身
に
は
独
抜
の
特
異
な
意
義
が
附
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
弥
陀
を
他
の
諸
仏
に
共
通
す
る
報
身
の
限 

界
を
越
え
、
法
身
仏
の
衆
生
摂
取
の
活
動
の
本
質
的
且
つ
必
然
的
形
式
と
し
て
方
便
法
身
と
い
う
も
の
を
考
え
、
こ
の
方
便
法
身
は
諸
仏 

で
あ
る
以
前
の
段
階
に
於
て
先
づ
自
ら
を
法
蔵
比
丘
と
名
の
り' 

四
十
ハ
の
誓
願
を
立
て
そ
の
願
行
を
実
践
す
る
と
考
え
、
従
来
一
般
に 

報
身
・
応
身

・
化
身
と
呼
ぶ
諸
仏
は
す
べ
て
こ
の
弥
陀
を
根
本
と
し
て
生
れ
た
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
法
性
法
身
が
一
如
法
性
そ
の
も
の 

で
あ
る
に
対
し
て
、
方
便
法
身
は
こ
の
一
如
法
性
の
根
源
的
具
体
的
活
動
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
法
蔵
比
丘
と
名
の
り
四
十
八
願
を 

起
す
の
は
諸
仏
の
な
か
の
一
仏
の
因
行
で
は
な
く
し
て
、
諸
仏
を
成
立
せ
し
め
る
法
性
法
身
の
根
源
的
活
動
を
指
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
法
性
法
身
そ
れ
自
体
は
真
如
法
性
の
理
法
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
未
だ
具
体
的
な
利
他
活
動
に
入
っ
て
お
ら
な
い
限
り
に
於
て
抽 

象
的
な
普
遍
性
の
段
階
に
属
し
て
い
る
が
、
利
他
活
動
の
具
体
化
と
現
実
化
に
向
っ
て
働
き
出
す
と
き
「
一
如
よ
り
形
を
あ
ら
は
し
て
方 

便
法
身
の
御
相
に
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
四
十
八
の
大
誓
願
を
お
こ
し
あ
ら
は
し
た
ま
ふ
」(
『唯
信
鈔
文
意
』)

の
で
あ
る
。
か
く
て 

法
性
法
身
は
法
蔵
比
丘
と
名
乗
り
四
十
八
願
を
立
て
る
こ
と
に
於
て
自
己
を
具
体
化
し
活
動
す
る
。
抽
象
的
な
普
遍
的
一
般
者
と
し
て
の 

法
性
法
身
は
法
蔵
比
丘
と
名
乗
り
四
十
八
願
を
立
て
る
と
い
う
特
定
の
行
為
を
媒
介
と
し
て
の
み
自
己
を
実
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
法
蔵



比
丘
や
四
十
八
願
と
い
う
名
称
や
行
為
の
特
殊
性
は
十
方
諸
仏
の
な
か
の
一
仏
と
し
て
の
特
殊
性
で
は
な
く'

む
し
ろ
十
方
諸
仏
の
根
源 

的
必
然
的
な
「御
相
」
で
あ
り
「形
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
特
殊
性
は
む
し
ろ
法
性
法
身
に
対
し
て
の
具
体
性
と
十
方
諸
仏
に
対
す
る
根
源 

的
共
通
性
を
意
味
し
て
い
る
。

か
く
し
て
弥
陀
は
単
な
る
報
身
で
は
な
く
方
便
法
身
と
し
て
報
・
応

・
化
の
諸
仏
身
よ
り
も
根
源
的
な
法
身
そ
の
も
の
の
必
然
的
な
活 

動
身
格
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
親
鸞
聖
人
の
い
わ
ゆ
る
真
仏
と
は
ま
さ
し
く
こ
の
不
可
思
議
光
仏
と
し
て
の
方
便
法
身
で 

あ
る
。
不
可
思
議
光
仏
は
光
明
を
体
と
す
る
が
、
光
明
の
体
は
ま
た
智
慧
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
方
便
法
身
と
し
て
の
不
可
思
議
光
仏
は 

法
蔵
と
な
の
り
四
十
八
願
を
た
て
る
と
こ
ろ
に
活
動
す
る
智
慧
を
本
体
と
す
る
。
こ
の
自
ら
を
法
蔵
と
な
の
り
四
十
八
願
を
立
て
る
と
こ 

ろ
に
働
く
智
慧
が
法
性
法
身
を
方
便
法
身
へ
転
成
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
一
如
法
性
の
根
源
的
な
活
動
と
し
て
の
智
慧
を
体
と
す
る
弥 

陀
の
本
願
に
対
す
る
信
心
が
往
生
の
正
因
と
さ
れ
る
。
経
験
的
実
証
の
対
象
と
し
て
の
弥
陀
は
『
般
舟
三
昧
経
』
の
三
十
二
相
は
も
と
よ 

り
、

『
観
無
量
寿
経
』
の
八
万
四
千
相
と
雖
も
方
便
法
身
に
比
較
す
れ
ば
な
お
卑
近
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
善
導
以
後
の
専
修
専
念
の 

称
名
も
『
般
舟
三
昧
経
』
や

『
観
無
量
寿
経
』
の
見
仏
を
放
棄
し
、
た
だ
口
業
に
の
み
甘
ん
ず
る
限
り
に
お
い
て
は
、
更
に
易
行
で
あ
る 

に
ち
が
い
な
い
。
け
れ
ど
も
親
鸞
聖
人
は
『
観
無
量
寿
経
』
や

『
阿
弥
陀
経
』
の
弥
陀
を
仮
仏
と
断
定
し
、

『
大
無
量
寿
経
』
の
方
便
法 

身
と
し
て
の
不
可
思
議
光
仏
を
真
仏
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
観
経
弥
陀
や
小
経
弥
陀
よ
り
も
不
可
思
議
光
仏
は
高
遠
な
る
根 

源
仏
で
あ
る
。
聖
人
に
よ
れ
ば
こ
の
方
便
法
身
は
た
だ
信
ず
る
よ
り
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
信
心
は
自
然
法 

爾
で
あ
り
法
則
で
も
あ
っ
て(
『
一
念
多
念
証
文
』)

、
そ
の
点
で
は
易
行
で
も
あ
る
。

こ
れ
は
近
い
も
の
が
遠
く
て
、

遠
い
も
の
が
近
く
な 

る
と
い
う
不
可
思
議
な
転
換
で
も
る
。
そ
れ
は
経
験
的
認
識
の
対
象
と
し
て
は
は
る
か
に
高
遠
で
あ
る
が
、
自
己
存
在
の
現
実
と
生
存
の 

意
義
を
如
実
に
凝
視
し
、
あ
ら
ゆ
る
日
常
的
な
無
自
覚
の
存
在
了
解
を
脱
却
し
て
根
源
的
な
真
の
存
在
了
解
に
ま
で
自
己
を
深
め
よ
う
と 

す
る
実
存
の
立
場
に
於
て
は' 

自
然
に
法
則
的
な
妥
当
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
信
知
せ
し
め
ら
れ
る
。

『
教
行
信
証
』
の
仏
教
思
想
史
上
の
意
義 

ー
ー



ー
ニ

四

親
建
聖
人
の
方
便
法
身
が
古
来
の
一
般
の
信
仰
常
識
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
高
遠
な
意
味
を
も
っ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が' 

智
慧
を 

体
と
し
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
四
十
八
願
を
た
て
る
弥
陀
に
よ
っ
て
往
相
還
相
と
も
に
廻
向
さ
れ
る
と
い
う
他
力
思
想
が
聖
人
の
思
想
の 

全
体
を
統
一
す
る
基
本
原
理
で
あ
る
。

聖
人
に
よ
れ
ば
「
本
願
他
力
は
一
切
群
生
海
や
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
て
ま
し
ま
す
」(
『唯
信
鈔 

文
意
』)

の
で
あ
る
が' 

智
慧
の
光
明
は
衆
生
の
煩
悩
の
な
か
に
の
み
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
に
と
っ
て
は
こ
の
煩
悩
こ
そ
が 

方
便
法
身
の
如
来
の
認
識
根
拠
で
あ
る
。
見
た
り
聞
い
た
り
嗅
い
だ
り
触
っ
た
り
す
る
六
識
と
い
う
経
験
的
意
識
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て 

最
も
身
近
な
日
常
意
識
で
あ
る
。
こ
の
経
験
的
意
識
を
も
と
に
し
て
い
ろ
い
ろ
の
煩
悩
の
心
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
煩
悩
の
当
相 

当
処
に
実
は
方
便
法
身
の
如
来
の
智
慧
の
摂
取
の
活
動
が
働
い
て
い
る
と
信
知
す
る
。
こ
の
点
か
ら
云
え
ば
人
間
精
神
こ
そ
ま
ず
方
便
法 

身
の
他
力
の
活
動
の
場
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
群
生
海
や
十
方
微
塵
世
界
に
方
便
法
身
の
如
来
が
み
ち
み
ち
て
い
る
と
い
う
の 

は
単
な
る
汎
神
論
で
も
万
有
在
神
論(

)

で
も
な
い
。
け
だ
し
神
と
仏
と
は
本
質
的
に
異
る
か
ら
で
あ
る
。
神
は
人
類
と 

は
異
質
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
万
物
に
内
在
し
て
も
、
ま
た
逆
に
万
物
が
神
に
内
在
す
る
に
し
て
も
、
や
は
り
神
は
神
、
人
は
人
で
あ
る 

に
す
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
方
便
法
身
は
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
四
十
八
願
を
立
て
報
仏
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
に
ま
で
自
己
を
展
開
す
る
と
こ 

ろ
の
法
身
の
覚
体
で
あ
る
。
こ
の
法
身
仏
の
覚
体
が
そ
の
願
行
に
酬
報
す
る
相
好
荘
厳
の
果
徳
を
具
足
し
た
段
階
を
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の 

で
あ
っ
て
、
こ
の
弥
陀
の
他
力
廻
向
を
信
受
す
る
機
の
立
場
か
ら
云
え
ば
方
便
法
身
は
自
己
の
内
に
摂
取
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ 

る
。
自
己
の
外
に
あ
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
自
己
の
内
に
働
い
て
い
る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
ご
と
く
如
来
の
摂
取
の
活
動 

の
認
識
根
拠
が
自
己
の
内
な
る
煩
悩
で
あ
る
点
か
ら
云
え
ば
、
如
来
は
自
己
の
煩
悩
の
内
に
遍
在
す
る
。
け
れ
ど
も
如
来
は
自
己
の
本
性 

で
は
な
く
自
己
を
越
え
た
超
越
者
の
面
を
も
っ
て
い
る
。
聖
道
の
諸
教
、
と
く
に
天
台
の
浄
土
教
を
修
め
た
親
鸞
聖
人
が
自
性
唯
心
の
思



想
を
痛
烈
に
批
判
し
た
の
も' 

要
す
る
に
如
来
の
こ
の
超
越
的
性
格
の
無
視
を
誡
め
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
 

真
宗
教
学
の
本
質
と
絶
対
性
は
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
の
な
か
で
明
示
せ
ら
れ
た
教
・
行

・
信

・
証
の
四
法
か
ら
立
体
的
総
合
的
に
考 

察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
教
行
信
証
』
六
巻
は
実
に
真
宗
教
学
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
真
宗
の 

絶
対
性
を
根
拠
付
け
た
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
真
宗
教
学
の
本
質
は
上
述
の
よ
う
に
方
便
法
身
の
弥
陀
の
内
在
と
超
越
の
二
面
性
に 

あ
る
。
聖
道
諸
家
が
浄
土
門
を
批
判
の
対
象
に
す
る
場
合
最
大
の
焦
点
が
弥
陀
の
身
格
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
法
相
系 

の
思
想
家
は
唯
識
の
立
場
か
ら
弥
陀
の
依
正
を
唯
識
論
的
に
解
釈
す
る
。
慈
恩
窺
基
な
ど
が
そ
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
個
人
的 

唯
識
論
の
解
釈
に
於
て
は
弥
陀
の
正
依
二
報
と
も
に
単
な
る
転
識
得
智
の
主
観
的
心
理
学
的
意
義
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
、
真 

如
は
凝
然
と
し
て
静
止
す
る
観
所
縁
縁
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
『
大
乗
起
信
論
』
の
真
如
随
縁
の
思
想
は
真
如
の
積
極
的 

活
動
を
説
き' 

法
相
系
の
個
人
的
唯
識
論
を
超
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
主
観
主
義
の
性
格
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
華 

厳
教
学
も
『
起
信
論
』

の
唯
識
説
を
摂
り
入
れ
て
い
る
限
り
観
念
論
的
な
主
観
主
義
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
浄
影
慧
遠
の
『
大
乗 

大
義
章
』
十
九
浄
土
義
の
な
か
に
各
種
の
浄
土
を
評
価
し
、
弥
陀
浄
土
を
最
低
の
事
浄
土
な
り
と
評
し
、
慧
遠
が
最
高
の
理
想
浄
土
と
す 

る
華
厳
の
蓮
華
蔵
世
界
こ
そ
純
粋
の
真
浄
土
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
土
は
実
在
し
な
い
と
規
定
し
て
い
る
の
は
唯
識
系
の
仏
身
仏
土 

説
の
主
観
主
義
的
性
格
を
顕
著
に
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て' 

本
来
の
実
存
の
立
場
を
忘
れ
て
、

一
般
的
な
存
在
論
に
逆
転
し
た
こ
と
を
表 

示
し
て
い
る
。

仏
身
や
仏
土
に
つ
い
て
か
か
る
主
観
主
義
へ
の
偏
向
を
警
戒
し
た
の
は
三
論
や
天
台
の
学
系
で
あ
っ
た
と
云
い
得
る
。
嘉
祥
吉
蔵
は
当 

時
の
法
相
学
者
の
主
観
主
義
的
唯
識
学
的
な
仏
身
仏
土
説
に
批
判
を
加
え
、
仏
身
や
仏
土
を
単
な
る
日
常
的
非
主
体
的
な
実
在
の
問
題
と 

し
て
取
扱
わ
ず
、
実
存
の
立
場
で
仏
身
の
活
動
や
仏
土
の
実
在
を
承
認
し
よ
う
と
し
た
。

『
浄
名
玄
論
』
巻
ハ
の
最
後
の
論
同
実
異
の
項 

の
唯
識
大
乗
の
無
境
有
心
に
対
す
る
論
評
な
ど
は
よ
く
三
論
系
の
身
土
論
の
実
存
的
存
在
論
を
明
示
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
中
道
の
立
場 

『
教
行
信
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』
の
仏
教
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想
史
上
の
意
義 

一
三



一
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を
最
も
徹
底
し
よ
う
と
し
た
の
は
天
台
系
の
見
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
三
諦
円
融
の
原
理
に
よ
っ
て
日
常
意
識
を
支
配
す
る 

分
別
智
を
超
脱
す
る
十
法
界
の
実
存
的
存
在
論
を
展
開
し
、
開
祖
天
台
智
顎
自
ら
も
自
身
が
応
身
応
土
な
り
と
判
定
し
た
弥
陀
の
依
正
を 

純
粋
実
存
の
立
場
で
思
慕
し
た
。
後
世
約
心
観
仏
や
即
心
浄
土
の
主
張
が
こ
の
学
系
に
於
て
盛
に
行
わ
れ
た
の
は
智
顎
以
来
の
中
観
仏
教 

の
実
存
思
想
の
伝
統
を
展
開
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど,
も

『
摩
訶
止
観
』
の
常
行
三
昧
の
見
仏
体
験
を
中
心
と
す
る
修 

行
が
、
宋
代
以
後
日
中
両
天
台
に
お
い
て
『
観
無
量
寿
経
』
を
尊
重
重
視
す
る
傾
向
に
転
じ
た
が
、
智
頻
以
来
の
実
存
的
な
観
心
の
立
場 

が
再
び
主
観
主
義
に
顚
落
す
る
傾
向
を
生
じ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
中
国
の
宋
代
天
台
が
約
心
観
仏
や
即
心
浄
土
を
強
調
し
、
や
が 

て
は
本
性
弥
陀
・
唯
心
浄
土
の
思
想
に
ま
で
徹
底
し
た
の
は
、
本
来
は
弥
陀
の
依
正
を
単
な
る
外
の
実
在
と
考
え
る
日
常
的
、
あ
る
い
は 

非
主
体
的
な
実
在
論
の
他
律
的
性
格
を
廃
し' 

弥
陀
の
依
正
を
主
体
的
に
把
握
し
、
自
律
的
自
覚
的
に
弥
陀
の
依
正
を
自
己
存
在
の
根
拠 

と
し
て
仰
信
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
宋
代
の
知
識
層
の
念
仏
者
た
ち
が
本
性
弥
陀
・
唯
心
浄
土
を
標
傍
し
つ
つ
、
し
か
も
敬
虔
的
に
称 

名
念
仏
に
専
念
し
た
一
見
矛
盾
と
見
え
る
信
仰
の
秘
密
は
こ
の
点
に
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

け
れ
ど
も
約
心
観
仏
や
即
心
浄
土
の
真
義
を
誤
解
す
れ
ば
本
性
弥
陀
・
唯
心
浄
土
は
単
な
る
日
常
的
一
般
的
な
主
観
主
義
的
唯
心
論
的 

な
偏
頗
な
存
在
論
に
逆
転
す
る
危
険
を
多
分
に
内
含
し
て
い
る
。
し
か
る
に
親
鸞
聖
人
の
教
学
は
『
大
無
量
寿
経
』
に
拠
っ
て
如
来
の
本 

願
を
機
法
二
面
に
亘
っ
て
確
認
す
る
こ
と
を
根
本
的
立
場
と
し
て
い
る
。
自
己
の
存
在
確
立
に
全
力
を
捧
げ
る
聖
人

(5:
南
都
北
嶺
の
煩
瑣 

教
学
の
単
な
る
知
識
や
形
ば
か
り
の
修
道
の
虚
仮
不
実
と
要
真
二
門
の
な
お
究
竟
依
に
至
り
得
ざ
る
こ
と
を
確
認
し
、
聖
道
諸
教
に
相
応 

し
得
ざ
る
自
己
の
根
本
悪
の
抜
き
難
き
力
を
厳
粛
に
自
省
し' 

既
成
教
学
の
単
純
な
理
想
主
義
と
主
観
主
義
が
空
し
い
幻
想
で
あ
る
こ
と 

を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
絶
望
の
な
か
に,
如
来
の
本
願
の
呼
び
掛
け
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
如
来
の 

本
願
は
聖
人
に
と
っ
て
摂
取
の
呼
び
か
け
で
あ
る
と
と
も
に' 

反
面
に
お
い
て
根
本
悪
の
宣
告
で
も
あ
っ
た
。
五
濁
の
悪
時
悪
世
界
と
凡 

愚
性
悪
の
衆
生
の
認
識
が
慈
光
は
る
か
に
か
む
ら
し
め
る
摂
取
の
光
明
の
認
識
を
生
み
、
同
時
に
生
き
生
き
と
活
動
す
る
大
信
海
と
い
う



新
し
い
実
存
の
広
野
が
拓
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
信
海
に
お
い
て
は
弥
陀
界
と
本
願
海
と
群
生
海
と
が
結
合
一
体
化
し
、
本
願
海
の 

光
明
世
界
の
な
か
に
根
本
悪
の
波
浪
高
く
渦
巻
く
群
生
界
の
暗
黒
が
明
瞭
に
照
し
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
明
暗
相
即
の
実
相
を
説 

く
の
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
一
乗
海
の
真
理
で
あ
る
。
聖
人
は
い
ま
や
「
大
無
量
寿
経
の
真
理
」
を
他
の
諸
経
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
 

『
大
無
量
寿
経
』
に
拠
て
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
「
大
無
量
寿
経
の
世
界
」
が
聖
人
に
よ
っ
て
名
実
と
も
に
畢
竟
依
た
る 

べ
き
真
実
教
で
あ
る
こ
と
が
、
教
行
信
証
の
四
法
に
よ
っ
て
体
系
的
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
が 

教
え
る
教
行
信
証
は
一
面
か
ら
云
え
ば
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
存
在
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
主
体
的
実
存
の
論
理
を
超
え
た
論
理
の
構
造
で 

あ
る
と
と
も
に' 

他
面
か
ら
云
え
ば
こ
の
主
体
的
実
存
を
可
能
な
ら
し
め
る
方
便
法
身
の
如
来
の
本
願
他
力
の
実
動
を
生
き
生
き
と
説
く 

も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
願
他
力
の
弥
陀
海
の
群
生
海
へ
の
働
き
か
け
と
い
う
事
実
を
教
・
行
・
信
・
証
の
四
法
を
以
て
体
系
付
け
た
と
こ 

ろ

に

『
教
行
信
証
』,

文
類
六
巻
の
思
想
史
上
の
特
筆
大
書
す
べ
き
意
義
が
あ
り
、
こ
の
本
願
他
力
の
信
知
を
教
学
の
根
本
基
礎
と
す
る
点 

に
本
書
が
浄
土
真
宗
開
創
の
本
典
た
る
所
以
も
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
願
他
力
の
信
知
は
聖
人
に
於
て
単
な
る
盲
目
的
な
超
越
者
へ
の 

盲
従
で
も
他
律
的
非
主
体
的
な
信
仰
意
識
を
意
味
す
る
の
で
も
な
く
、

一
切
の
日
常
的
学
問
的
な
意
識
や
思
想
世
界
の
束
縛
を
脱
し
て
自 

己
存
在
の
真
実
の
可
能
性
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
主
体
的
自
己
が
そ
の
主
体
的
可
能
性
を
実
現
す
る
た
め
に
日
常
意
識
に
安
住
し
よ
う
と 

す
る
誘
惑
と
南
都
北
嶺
の
既
成
教
学
の
権
威
に
屈
す
る
こ
と
な
く
悪
戦
苦
闘
し
、
自
己
存
在
の
奥
底
の
深
層
に
思
い
が
け
も
な
く
大
願
海 

の
水
が
交
流
し
て
い
る
こ
と
を
自
然
法
爾
に
発
見
し
そ
こ
に
日
常
的
な
意
識
や
既
成
教
学
の
学
問
的
知
識
よ
り
も
よ
り
根
本
的' 

よ
り
高 

次
な
畢
竟
依
と
も
い
う
べ
き
究
極
的
な
根
拠
と
し
て
の
新
し
い
実
存
的
真
理
の
認
識
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
群
生
海
の
う
ち
の
自
己 

に
対
す
る
高
遠
な
る
主
観
主
義
の
教
学
は
、
い
ま
や
求
道
す
る
精
神
の
た
め
の
単
な
る
序
曲
で
あ
り' 

大
信
海
に
到
達
す
る
た
め
の
前
奏 

曲
で
も
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
畢
竟
依
た
る
浄
土
真
宗
の
本
質
を
単
な
る
思
想
的
関
連
性
や
類
似
性
に
も
と
ず
い
て
異 

教
と
混
同
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
ま
た
仏
教
で
も
聖
道
門
や
浄
土
門
の
要
真
二
門
の
思
想
に
還
元
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
妥
当
で 

『
教
行
信
証
』
の
仏
教
思
想
史
上
の
意
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は
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
異
教
や
聖
道
諸
教
と
は
異
る
真
宗
の
本
質
は
類
似
思
想
や
関
連
思
想
の
単
な
る
集
大
成
で
は
な
く'

い
づ
れ 

に
も
還
元
で
き
な
い
真
宗
を
真
宗
た
ら
し
め
る
統
一
原
理
のX
を
ふ
く
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
人
の
浄
土
真
宗
の
本
質
的
な
中
心
原 

理
は
こ
のX
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
のX
こ
そ
本
願
他
力
の
群
生
海
へ
の
活
動
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本
願
他
力
の
活
動
を
教
・
行
・ 

信
・
証
の
四
法
に
組
織
的
に
展
開
し
た
こ
と
は
浄
土
真
宗
の
絶
対
性
を
も
意
味
す
る
。
こ
の
絶
対
性
は
一
つ
の
全
体
と
し
て
仏
教
思
想
を 

思
想
史
的
に
考
察
す
る
見
地
の
み
で
は
永
久
に
到
達
で
き
な
い
。
そ
れ
は
真
宗
の
開
創
を
畢
竟
依
の
真
実
の
完
全
な
る
開
顕
と
し
て
認
識 

し' 

ハ
万
の
法
蔵
を
権
と
見
る
実
存
の
立
場
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
真
宗
は
時
間
的
に
も
聖
道
の
諸
教
や
浄
土
の
要
門
・
真
門
の
後 

に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
単
に
時
間
的
の
み
な
ら
ず
真
実
の
開
顕
に
於
て
も
後
な
る
も
の
で
あ
る
。
理
論
的
に
最
後
の
も
の 

は
最
高
の
も
の' 

つ
ま
り
畢
竟
依
で
あ
る
。
こ
の
畢
竟
依
こ
そ
浄
土
真
宗
の
絶
対
性
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
日
常
意
識
や 

聖
道
の
思
想
の
存
在
論
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
本
願
他
力
の
実
在
の
思
想
は
非
合
理
的
で
あ
り
神
話
的
な
く
も
が
な
の
前
近
代
的
な
ド
グ
マ 

と
誤
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
自
己
存
在
を
確
立
し
て
自
己
の
真
実
の
存
在
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
真
剣
且
つ
厳
粛
な
求
道 

精
神
に
と
っ
て
は
普
通
の
存
在
了
解
と
は
別
の
実
存
了
解
と
い
う
も
の
が
精
神
の
奥
底
に
働
い
て
い
る
。
こ
の
実
存
了
解
が
聖
人
を
し
て 

南
都
北
嶺
の
聖
道
教
学
に
対
し
て
絶
望
せ
し
め
、
浄
土
の
要
門
や
真
門
に
も
満
足
せ
し
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
方
便
法
身
の
不
可
思
議 

光
仏
と
し
て
の
弥
陀
は
仏
名
と
し
て
は
聖
道
諸
教
の
諸
仏
を
超
絶
し
た
最
も
高
遠
な
る
身
格
を
も
つ
。
し
か
る
に
聖
人
に
と
っ
て
は
こ
の 

不
可
思
議
光
仏
の
本
願
他
力
が
像
末
五
濁
の
群
生
海
に
み
ち
み
ち
て
い
る
最
も
身
近
の
如
来
で
あ
る
。
こ
の
逆
説
的
矛
盾
に
見
え
る
信
心 

の
智
慧
は
す
で
に
如
来
の
経
験
的
実
証
や
口
業
の
称
名
念
仏
に
す
べ
て
の
不
安
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
存
在
論
に
煩
わ
さ
れ
な
い
自
然
法
爾 

の
真
理
を
認
識
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
本
願
他
力
の
実
在
は
経
験
の
直
接
性
に
留
る
の
で
は
な
く
、
自
己
存
在
の
現
実
を
通
し
て
畢
竟
依
、
 

す
な
わ
ち
自
己
の
真
実
の
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
現
に
い
ま
そ
れ
を
支
え
て
い
る
最
も
確
実
な
実
在
と
し
て
信
知
さ
れ
る
。
こ
の
真
宗
独 

特
の
高
次
の
実
在
思
想
を
非
近
代
的
と
考
え
、
聖
道
教
学
通
途
の
主
観
主
義
的
観
念
論
に
浄
土
真
宗
の
思
想
を
還
元
す
る
こ
と
は
真
宗
教



学
の
本
質
を
無
視
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
思
想
の
逆
行
退
歩
を
意
味
す
る
。
真
宗
の
近
代
化
や
非
神
話
化
は
か
か
る
時
間
的
逆
行
や
思
想 

上
の
主
観
主
義
へ
の
還
元
で
は
な
く
、
む
し
ろ
真
宗
教
学
の
本
質
で
あ
る
本
願
他
力
の
実
在
を
主
体
的
に
把
握
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る 

と
こ
ろ
に
実
現
す
る
の
で
は
な
い
か
。
け
だ
し
主
体
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
本
願
他
力
を
主
観
主
義
、
す
な
わ
ち
聖
人
の
い
わ
ゆ 

る
自
性
唯
心
の
立
場
で
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
単
な
る
主
観
主
義
や
単
な
る
実
在
論
の
立
場
と
は
別
の
立
場' 

す
な
わ
ち
徹
底
的
に 

自
己
自
身
の
存
在
可
能
性
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
実
存
の
立
場
に
於
て
本
願
他
力
の
実
在
を
信
知
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
哲 

が
八
万
の
法
蔵
の
な
か
の
三
経
を
読
む
の
で
は
な
く
、
三
経
の
な
か
の
ハ
万
の
法
蔵
を
見
よ
と
教
え
、
さ
ら
に
は
『
大
無
量
寿
経
』
を
通 

し
て
ハ
万
の
法
蔵
を
見
よ
と
警
め
た
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
研
究
方
法
に
対
し
て
も
重
要
な
指
針
で
あ
る
こ
と
を
痛 

切
に
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
の
仏
教
思
想
史
上
の
意
義

一
七


