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「
世
親
菩
薩
依
ー
ー
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
一
一
心
帰
一-
命

尽

十

方

不

可

思

議

光

如

来
」
(

聖
全
ニ
ー
四
ハ
〇) 

と
、
普
通
は.
天
親
菩
薩
と
言
う
の
で
す
が
、
こ
こ
に
は
世
親
菩
薩
と
呼
ん
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
法
然
上
人
は
『
大
無
量
寿
経
』
と
い 

う
も
の
に
つ
い
て
選
択
本
願
と
い
う
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
異
訳
の
経
典
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
正
依
の
経
典
で
は
摂
取
と
言 

う
が
、
異
訳
を
通
し
て
み
る
と
選
択
と
言
う
。
異
訳
の
経
典
の
選
択
、
正
依
の
経
典
の
摂
取
と
、
言
葉
は
違
っ
て
い
て
も
心
は
同
じ
で
す
。
 

た
だ
選
択
と
言
え
ば
選
び
捨
て
る
と
と
も
に
選
び
取
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
選
択
と
い
う
こ
と
を
異
訳
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
親
鸞 

も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
深
い
ヒ
ン
ト
と
い
う
か' 

非
常
に
大
き
な
示
唆
と
い
う
も
の
を
得
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
親
鸞
は 

異
訳
と
い
う
も
の
を
非
常
に
尊
敬
し
て
お
ら
れ
る
。

『
無
量
寿
経
』
で
は
殊
に
異
訳
の
『
如
来
会
』
で
す
。

『
如
来
会
』
と
い
う
の
は
新 

訳
の
経
典
で
す
。

と
こ
ろ
で
仏
典
の
翻
訳
の
上
に
新
訳•

旧
訳
と
あ
る
の
も' 

玄
奘
三
蔵
と
い
う
非
常
に
優
れ
た
翻
訳
家
が
出
た
た
め
に
何
か
翻
訳
上
で 

大
き
な
革
命
が
起
き
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
翻
訳
と
い
う
の
が
非
常
に
厳
密
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
玄
奘
以
後
は
新
訳
と
い
う
。
 

そ
の
例
に
漏
れ
ず
こ
こ
で
も
天
親
と
い
う
の
も
世
親
と
い
う
の
も
同
じ
意
味
で
す
け
れ
ど
も' 

新
訳
の
経
典•

訳
語
と
い
う
も
の
を
引
い 

て
あ
る
わ
け
で
す
。
何
で
も
な
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
親
鸞
は
こ
う
い
う
こ
と
に
細
か
く
配
慮
し
て
4S
ら
れ
る
。
こ

の

『
入
出
二
門
偈
』
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に
は
二
つ
の
本
が
あ
り
ま
す
が' 

そ
の
う
ち
の
一
つ
の
本(

法
雲
寺
蔵
本)

に
よ
る
と
「
入
出
二
門
」
と
い
う
の
は
『
浄
土
論
』
よ
り
出 

た' 

そ
し
て
ま
た
『浄
土
論
』
は
ま
た
『
往
生
論
』
と
い
う
と
あ
り
、
し

か

も

「
旧
訳
に
は
天
親
、
こ
れ
は
こ
れ
あ
や
ま
れ
る
な
り
。
新 

訳
に
は
世
親
な
り' 

こ
れ
を
正
と
す
」
と
、
そ
ん
な
こ
と
ま
で
ず
う
っ
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
意
味
は
変
わ
り
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
 

や
っ
ぱ
り
新
し
い
新
訳
と
い
う
も
の
を
、
尊
敬
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
例
が' 

こ
こ
に
も
出
て
い
る
わ
け
で
す
。
 

そ
れ
で
、
「
願
生
偈
」
自
身
で
は
「我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
」
と
い
う
第
一
行
を
で
す
ね
、
『
入
出
二
門
偈
』
の
場
合
は
、
第
一
行
に 

置
き
換
え
、

「
世
尊
我
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
「
願
生
偈
」
の
第
一
行
を
今
度
は
第
二
行
に
置
き
換
え
た
。

『
入
出
二 

門
偈
』
の
始
め
の
二
行
は
「
願
生
偈
」

の
始
め
の
二
行
に
依
っ
て
あ
る
の
で
す
け
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
順
序
が
逆
倒
し
て
あ
る
。
の
み
な 

ら
ず
削
っ
て
あ
る
、
と
い
う
の
は
「
願
生
偈
」
の
始
め
の
二
行
は
序
分
に
な
っ
て
い
て
、

「
願
生
偈
」
で
は
我
と
い
う
こ
と
が
特
色
的
で 

あ
っ
て
、
我
と
い
う
字
が
述
べ
て
あ
る
。
そ
れ
で

「
願
生
偈
」
と
い
う
の
が
一
つ
の
表
白
と
い
う
意
味
に
な
る
。
天
親
菩
薩
の
一
つ
の
表 

白
で
す
ね
、
我
と
い
う
言
葉
を
述
べ
た
表
白
で
す
。
そ
こ
が
大
事
な
の
で
す
け
れ
ど
、
我
と
い
う
字
が
四
ケ
所
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
 

四
ケ
所
に
置
か
れ
て
あ
る
の
は
自
ら
「
願
生
偈
」
の
組
織
を
表
わ
し
て
お
る
。
始
め
二
つ
の
我
は
序
分
で
あ
り
ま
す
。
次
の
我
は
、

「
故 

我
願
生
彼
阿
弥
陀
仏
国
」
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
あ
正
宗
分
と
い
う
も
の
を
代
表
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
「我
作
論
説
偈
」
我
れ 

論
偈
を
作
り
て
偈
を
説
く
と
い
う
の
は' 

最
後
の
結
語
で
す
。
そ
う
い
う
具
合
い
に
で
す
ね
、
我
と
い
う
字
が
四
ケ
所
に
置
い
て
あ
る
と 

い
う
の
が
自
ら
文
章
上
の
組
織
を
表
わ
し
て
い
る
。
始
め
の
は
序
分
と
い
う
。
序
分
と
い
う
も
の
の
内
容
は
二
つ
あ
る
。
始
め
の
一
行
は 

帰
敬
序
と
い
う
。

一
心
帰
命
、
二
尊
に
対
し
て
帰
す
る
帰
敬
を
表
わ
し
と
る
。

つ
ま
り
二
尊
と
い
う
の
は
世
尊
と
尽
十
方
無
碍
光
如
来
。
 

始
め
の
世
尊
は
こ
れ
釈
尊
で
す
ね
。
釈
迦
弥
陀
二
尊
と
い
う
も
の
の
名
前
で
す
。

つ
ま
り
二
尊
と
い
う
も
の
の
方
便
に
お
い
て
一
心
と
い 

う
も
の
を
賜
っ
た
と
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
ニ
尊
と
い
う
の
は
仏
教
の
伝
統
で
す
け
れ
ど
も' 

二
尊
の
意
義
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に 

し
た
の
が
善
導
で
す
。
発
遣
と
い
う
こ
と
と
招
換
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
主
世
尊
の
発
遣
、 

そ
れ
か
ら
本
願
招
換
の
如
来
だ
と
。
発
遣
招 

喚
と
い
う
意
味
で
明
確
に
な
っ
て
い
る
の
が
善
導
大
師
で
す
。
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ま
あ
二
尊
の
伝
統
は
、
釈
迦
弥
陀
と
来
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 

親
鸞
に
来
る
と
弥
陀
釈
迦
と
変
っ
て
し
ま
う
。
二
尊
は
二
尊
だ
け
ど' 

順
序
が
逆
倒
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
細
か
く
見
た
ら
あ
り
ま
す
が' 

釈
尊
の
教
え
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
接
す
る
と
、 

だ
か
ら
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
、
目
覚
め
た
一
心
と
い
う
も
の
を
以
っ
て
、
釈
尊
に
答
え
る
と
、
奉
答
す
る
と
い
う
意
味
で
世
尊
と 

呼
び
か
け
た
、
そ
れ
で
我
一
心
に
帰
命
す
る
と
。
ニ
尊
に
対
す
る
帰
命
で
す
。
第
一
行
は
帰
命
を
表
明
し
て
あ
る
。
第
二
行
は
釈
尊
の
教 

え
に
依
っ
て
「
願
生
偈
」
を
作
る
と' 

そ
し
て
二
尊
の
教
え
に
答
え
る
と
、
そ
う
い
う
の
が
第
二
行
。

『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
を
製
作 

す
る
意
図
で
す
ね
、 

発
起
す
る
と
い
う
発
起
序
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
序
分
に
発
起
と
帰
敬
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ

が

「
願
生 

偈
」
第
一
行
、 

第
二
行
で
す
。
と
こ
ろ
が
今' 

順
序
を
逆
倒
し
て
、
こ
う
表
わ
し
て
あ
る
で
す
ね
。

『
浄
土
論
』
第
二
行
の
中
に
、
曇
鸞
大
師
の
解
釈
に
よ
る
と
、
我
れ
真
実
功
徳
に
依
っ
て
、

「願
生
偈
」
を
持
っ
て
、
修
多
羅
に
説
か 

れ
て
い
る
内
容
を
総
持
す
る
と
、
そ
の
総
持
す
る
方
法
が
偈
文
な
の
で
す
。
「
願
生
偈
」
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
『
無
量
寿
経
』
の
論
と
い 

う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
『
無
量
寿
経
』
の
経
文
を
解
釈
し
た
の
で
は
な
く
て'

『
無
量
寿
経
』
に
一
環
し
て
い
る
精
神
全
体
を
総
持
す
る
。
 

部
分
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

『
無
量
寿
経
』
の
精
神
を
総
持
す
る
そ
の
総
持
す
る
方
法
が
偈
文
な
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
『
無
量
寿 

経
』
と
相
応
し
た
い
と
。
ま
あ
曇®

大
師
は
、
教
に
依
っ
て
教
に
相
応
す
る
。
こ
れ
は
そ
の
経
典
の
意
味
を
継
承
す
る
と
い
う
意
味
で
す 

ね
。
も
っ
と
い
え
ば
経
典
か
ら
生
ま
れ
て
経
典
を
造
る
。
経
典
か
ら
教
え
ら
れ
て
、
経
典
を
完
成
す
る
。
経
典
は' 

救
う
と
こ
ろ
の
教
え 

を
説
い
て
あ
る
。
論
は
そ
れ
を
受
け
る
の
で
す
か
ら
、
救
わ
れ
た
と
い
う
、
救
わ
れ
た
表
白
を
す
る
か
ら
、
我
と
い
う
字
を
述
べ
て
あ
る
。
 

け
れ
ど
救
う
法
は
、
救
う
法
だ
け
で
完
成
し
な
い
。
救
済
の
法
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
者
が
出
て
こ
な
い
と
救
う
法
は
完
成
し
な
い
。

つ
ま 

り
救
う
法
は
教
法
だ
け
ど' 

救
わ
れ
た
の
は
人
間
で
す
。

つ
ま
り
法
か
ら
人
が
生
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
し
て
人
が
生
ま
れ
な
い
と
法
が 

あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
教
理
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
教
え
と
い
う
こ
と
が
教
理
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
て' 

行
と
い
う
も
の 

に
な
ら
ぬ
、
現
実
に
な
ら
な
い
。

教
法
が
働
く
と
い
う
の
は
行
な
の
で
す"

こ
の
間
、

鈴
木
大
拙
先
生
の
英
訳
と
い
う
の
が
出
て
、
行
と
い
う
こ
と
がl

i
v
i
n
g

と
翻
訳
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さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
本
願
が
生
き
て
働
ら
い
て
い
る
、
願
が
人
間
の
上
に
行
じ
と
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
空
中
に
願
が
あ
る
わ
け
で
は 

な
い
。
人
間
が
無
け
れ
ば' 

願
は
永
遠
に
願
に
と
ど
ま
る
。
願
行
具
足
で
す
。
行
は
何
か
と
い
う
とw

 i
r
k
l
i
c
h
k
e

rt--
と
い
う
。
現
実
と 

い
う
。
唯
識
の
教
学
で
は
、
行
は
現
行
と
い
う
。

普
通
、

行
と
い
う
字
はp
r
a
c
t
i
c
e

と
い
う
翻
訳
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
実
践 

項
目
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
践
す
べ
き
も
の
と
い
う
一
つ
の
教
理
に
な
っ
て
し
ま
う
。
教
が
教
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
本
願
の
叫
び
と
し
て 

の
人
間
の
行
と
な
る
。
法
が
法
に
と
ど
ま
ら
ず
に
人
間
に
生
き
て
働
ら
く
法
と
な
る
。

こ
こ
に
仏
様
は
生
き
と
る
と
い
う
、
救
わ
れ
た
人 

が
無
け
れ
ば
、
救
わ
ぬ
法
に
な
る
。
人
間
が
救
わ
れ
た
と
い
う
の
は
、

た
だ
結
果
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
逆
に
法
が
法
を
救
う
と
い
う 

と
語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
「
不
虚
作
住
持
功
徳
」
、
不
虚
作
と
い
う
の
は
虚
し
く
な
い
。
教
に
依
っ
て
教
に
相
応
す
る
。
本
願
の 

教
に
依
っ
て
世
親
は
そ
こ
に
自
分
を
見
出
し
て
く
る
。

一
心
が
そ
こ
に
成
り
立
つ
。
相
応
は
感
応
、
経
典
が
歌
え
ば
世
親
は
舞
う
。
心
臓 

と
心
臓
と
の
呼
応
。
法
を
説
か
れ
た
世
親
は
親
で
す
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
来
た
の
は
子
で
す
。
し
か
し
、
師
弟
と
い
う
よ
う
に 

位
は
違
う
。

「
与
仏
教
相
応
」
は
非
常
に
謙
譲
で
す
。
師
弟
一
味
だ
と
い
う
が
位
が
違
う
。
経
典
の
説
か
れ
た
こ
と
を
自
分
流
に
解
釈
し 

た
の
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
学
問
も
あ
る
。
今
日
の
学
問
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
経
典
で
書
か
れ
た
も
の
を
理
論
で
解
釈
す
る
と
か
、
 

哲
学
的
意
義
と
か
ね
。
仏
教
を
研
究
し
て
論
文
を
書
く
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
は
仏
教
と
別
で
あ
る
。

仏
教
は
世
間
の
立
場
か
ら
研
究
す
る
と
名
利
と
な
る
。
今
日
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
き
て' 

念
仏
称
え
て
生
き
た
と
こ
ろ
で
学 

位
は
く
れ
な
い
。
卒
業
さ
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
対
す
る
研
究
は
、
授
業
料
も
か
か
る
し' 

ど
ん
な
研
究
で
あ
ろ
う
と
、
努
力
に
対 

す
る
報
酬
が
あ
る
。
研
究
に
よ
っ
て
学
位
と
か
博
士
に
な
れ
る
よ
う
に
な
っ
と
る
。
学
界
は
賑
か
だ
け
ど
一
向
興
隆
せ
ん
。
人
間
の
功
績 

が
輝
い
と
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
幻
惑
さ
れ
る
。

み
ん
な
が
そ
の
道
を
歩
く
こ
と
に
な
る
。

念
仏
は
誰
も
認
め
り
や
せ
ん
。

道
元
禅
師
が 

「
学
道
用
心
」

と
い
う
。
聞
法
の
こ
と
を
学
と
い
う
。
自
分
を
明
ら
か
に
す
る
。
念
仏
に
よ
っ
て
自
己
を
解
明
し
て
い
く
学
問' 

そ
れ
は 

聞
法
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
。
聞
が
人
間
を
考
え
さ
せ
る
。
妄
像
を
捨
て
て
与
仏
教
相
応
と
聞
に
動
か
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
は 

何
遍
も
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

一
遍
い
っ
た
か
ら
と
そ
れ
で
済
ん
だ
の
じ
ゃ
な
い
。
耳
が
鞘
に
な
る
程
い
わ
ぬ
と
明
ら
か
に
な
ら
ぬ
。
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優
婆
提
舎
の
義
を
成
ず
る
と
い
う
、
優
婆
提
舎
と
い
う
の
が
『
浄
土
論
』
を
造
る
意
図
で
す
。
経
か
ら
生
ま
れ
て
経
を
批
判
し
て
い
く 

仕
事
を
論
と
い
う
。
経
の
外
か
ら
批
判
す
る
の
で
は
な
い
。
経
の
内
か
ら
論
ず
る
。
本
願
の
中
で
本
願
を
研
究
す
る
。
救
わ
れ
た
自
己
に 

よ
っ
て
救
う
本
願
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
論
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
優
婆
提
舎
の
義
を
成
ず
る
。
非

常
に
よ
く
分
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
は' 

第
二
に
成
上
起
下
と
、
上
を
成
じ
下
を
起
こ
す
、
そ
う
い
う
意
義
を
こ
れ
で
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

「
願
生
偈
」
と
い
う
の
は
、
偈
文
の
後
に
解
義
分
と
い
う
の
が
出
て
い
る
。

『
入
出
二
門
偈
』
は

「
願
生
偈
」
に
よ
る
と
い 

う
け
れ
ど
、

「
願
生
偈
」
の
解
義
分
に
よ
る
。
解
義
分
の
内
容
が
入
出
二
門
、
先
い
っ
た
よ
う
に
総
持
す
る
方
法
が
偈
で
す
。
そ
れ
で
偈

文
の
方
は
総
説
分
で
す
。
解
義
分
は
付
け
加
え
て
あ
る
が
総
説
分
を
解
釈
す
る
。
総
説
が
全
体
で
あ
る
。
偈
文
が
全
体
で
あ
る
。
そ
の
中 

に
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
持
っ
て
い
る
意
義
を
表
わ
し
て
く
る
の
が
解
義
分
で
あ
る
。
偈
と
解
義
分
と
半
分
半
分
と
い
う
見
方
も
あ

る
。
し
か
し
、
総
体
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
展
開
し
て
い
く
。
自
分
に
は
必
要
な
い
。
人
の
為
に
解
釈
す
る
。
そ
う
い
う

立
場
も
あ
る
。
ま
た
逆
に
い
え
ば 

世
尊
我
一
心
の
我
と
い
う
か
ら
一
人
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 

一
人
の
本
願
の
中
に
自
分
を
見
出

せ
ば' 

本
願
の
中
に
自
分
が
生
き
て
い
る
。
そ
れ

は

「親
鸞
一
人
が
為
」
と
い
う
意
味
で
す
。

一
人
と
い
う
の
は
所
有
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
自
分
が
本
願
に
助
け
ら
れ
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
助
け
ら
れ
た
と
い
う
の 

は' 

そ
の
意
味
か
ら
い
う
と' 

か
え
っ
て
自
分
に
所
有
出
来
な
い
も
ん
だ
。
自
分
が
本
願
に
助
け
ら
れ
た
、
そ
の
本
願
と
い
う
の
は
私
有 

す
る
事
は
出
来
な
い
も
の
で
す
。
私
以
上
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
で
感
動
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
本

願

は

「親
鸞
一
人
が
為
」
の
本
願

じ
ゃ
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
十
方
衆
生
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
れ
ば' 

一
切
群
生
海
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
本
願

は
一
切
群
生
海
の
本
願
な
の
で
す
。
決
し
て
親
鸞
一
人
の
本
願
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
解
義
分
と
い 

う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
を
表
わ
す
た
め
に
解
義
分
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
普
遍
的
な
意
味
で
す
。
我
と
い
う
の
は
一
人
し
か
無 

い
者
と
い
う
意
味
で
す
。
し
か
し
そ
の
意
義
は
、
我
だ
け
が
所
有
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
人
類
が
救
わ
れ
る
意
義
が
そ
こ
に
あ
る
。
人 

類
の
救
い
と
い
う
の
は
、
人
類
の
問
題
を
私
一
人
の
問
題
で
頷
い
た
。
こ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
に
普
遍
的
な
意
味
が
あ
る
。
偈
文
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だ
け
で
自
分
の
全
体
が
あ
る
。
自
分
の
全
体
を
持
つ
と
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
か
え
っ
て
自
分
を
超
え
と
る
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
を
表
わ
す 

た
め
に
解
義
分
と
い
う
も
の
を
表
わ
す
。

こ
う
い
う
意
味
で
す
ね
。

偈
の
義
を
解
釈
す
る
と
言
っ
て
も
、
偈
文
の
方
に
我
一
心
と
出
と
る
。
だ
か
ら
一
心
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
解 

釈
し
て
お
る
の
な
ら
注
釈
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
う
で
な
く
む
し
ろ
本
願
が
親
鸞
一
人
と
い
う
、
そ
れ
を
表
わ
せ
ば
一
心
と
い
う
の
で
す
。
 

一
心
と
い
う
も
の
の
こ
と
ば
の
意
味
じ
ゃ
な
し
に
、

一
心
と
い
う
も
の
の
背
景
を' 

か
え
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
の
が
解
義
分 

で
す
。

一
心
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

自
分
が
本
願
に
召
さ
れ
た
と
い
う
の
は' 

主
観
的
個
人
的
意
味
の
も
の
で
な
い
。
主
観
的
個
人
的
で
な
い
の
を
、
歴
史
的
と
い
う
の
で 

す
。
歴
史
的
意
義
が
そ
こ
に
あ
る
。

つ
ま
り
本
願
と
い
う
も
の
が
私
の
上
に
成
り
立
つ
に
は
歴
史
が
あ
る
。

一
心
が
奇
跡
の
よ
う
に
忽
然 

と
し
て
表
わ
れ
た
の
じ
ゃ
な
い
。
信
仰
と
い
う
も
の
を
そ
う
見
る
人
も
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
親®

な
ら
歴
史
が
無
い
。
キ
リ
ス
ト
教 

な
ん
か
は
そ
う
い
う
点
が
あ
る
。
啓
示
と
い
う
。

信
仰
と
い
う
の
はO

f
f
e
n
b
a
r
u
n
g

啓
示
と
い
う
。
啓
示
は
天
啓
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
 

普
通
に
言
え
ば〇

:S
e
n
b
a
r
u
n
g

を
開
示
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
の
熟
語
で
啓
示
と
い
う
。

神
の
啓1$
、
神
の
国
と
い
う
。
神
の 

意
志
の
啓
示
で
す
。
人
間
を
超
え
た
も
の
が
人
間
の
上
に
開
か
れ
て
く
る
。
我
々
と
か
ら
言
え
ば
神
の
意
志
に
よ
る
奇
跡
で
す
。
仏
教
で 

は

「
開
示
悟
入
」

と
い
う
。

『
法
華
経
』

の
言
葉
で
す
。

善
導
大
師
は
、

『
法
華
経
』

の
言
葉
に
よ
っ
て
本
願
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
だ
か
ら
本
願
一
乗
と
い
う
。

一
乗
は
『
法
華
経
』

の
課
題 

で
す
。

「
正
信
偈
」

の
善
導
の
と
こ
ろ
に
、

「
開
入
本
願
大
智
海
」
と
い
う
、

一
乗
の
内
容
を
『
大
無
量
寿
経
』

で
は
、
本
願
大
智
海
と 

い
う
。

『
法
華
経
』
で
は
一
乗
と
い
う
の
は
内
容
が
無
い
。
諸
法
実
相
と
い
う
。
開
示
は
法
、
悟
入
は
我
々
の
心
を
開
く
。
大
地
の
底
に 

流
れ
て
い
る
も
の
が
、
我
々
の
意
識
の
上
に
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
を
名
号
と
い
う
。
打
つ
の
を
開
示' 

響
く
の
は
我
々
。
教
え
に
よ
っ 

て
我
々
の
底
に
あ
っ
た
も
の
が
響
い
て
く
る
。
本
願
に
感
動
す
る
自
己
の
発
見
。
罪
悪
深
重
の
凡
夫
。
そ
う
い
う
大
き
な
力
を
伸
ば
し
て 

い
く
の
が
教
義
じ
ゃ
な
い
か
。
人
間
で
は
本
願
に
打
つ
と
、
本
願
に
響
い
て
く
る
。
本
願
は
お
経
の
中
じ
ゃ
な
い
。
自
分
の
中
に
あ
っ
た
。
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意
識
の
根
源
に
あ
っ
た
も
の
が
意
識
の
上
に
成
り
立
つ
。

覚

知

と

い

うs
e
l
b
s
t
b
e
w
u
B
c
s
e
i
n
、

本
能
と
し
て
持
っ
て
い
た
も
の
が
自
分 

の
上
に
意
識
さ
れ
て
く
る
。
本
能
の
感
覚
の
明
証
で
す
。
も
し
神
の
啓
示
な
ら
、
特
定
性
。
神
の
我
儘
だ
。
全
智
全
能
の
神
な
ら
誰
れ
で 

も
救
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
予
定
調
和
と
い
う' 

そ
れ
を
考
え
る
の
を
神
学
と
い
う
。

そ
れ
に
対
し
て
仏
教
で
は
自
覚
と
い
う
。
本
能
と
い
う
の
は
自
覚
を
超
え
た' 

そ
れ
も
、

一
層
深
い
自
覚
で
あ
る
。
だ
か
ら
感
と
い
う 

一
層
深
い
自
覚
だ
。
天
か
ら
降
っ
て
来
た
の
で
な
く
、
地
か
ら
湧
い
た
。
そ
れ
を
歴
史
と
い
う
。
仏
教
の
歴
史
は
奇
蹟
じ
ゃ
な
い
。
歴
史 

的
成
就
を
法
蔵
菩
薩
と
い
う
。
神
秘
的
経
験
の
成
就
で
な
い
。
難
信
と
い
う
の
は
、
信
じ
た
人
が
い
う
。
信
ぜ
ん
人
に
は
、
難
も
易
も
無 

い
。
信
を
得
た
人
が
難
信
と
い
う
。
歴
史
的
自
覚
で
す
。
難
、
叵
と
使
う
け
れ
ど
、
善
導
は
両
方
と
も
「
か
た
し
」

と
い
う
。

「
真
宗
叵 

遇
、
浄
土
之
要
難
逢
」
と
あ
る
。
そ
の
叵
は
不
可
能
と
い
う
。
親
鸞
は
叵
し
と
、

こ
っ
ち
の
発
音
で
読
ん
だ
。
可
を
逆
さ
に
し
た
様
な
字 

で
す
。
難
は
困
難
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
痛
切
に
表
わ
し
て
い
る
。
不
可
能
と
い
う
程
教
え
が
困
難
だ
。
我
々
に
や
れ
ぬ
こ
と
を
歴
史
と 

し
て
成
り
立
た
し
て
き
た
。
我
々
の
思
い
か
ら
漏
れ
た
も
の
を
実
存
と
い
う
。
思
い
の
底
に
超
え
て
包
む
。
天
か
ら
降
っ
て
来
た
も
の
で 

は
な
い
。

信
心
は
思
い
で
は
得
ら
れ
ぬ
。
不
可
思
議
兆
載
永
劫
の
修
業
が
私
の
上
に
成
就
す
る
ま
で
の
容
易
な
ら
ん
歴
史
が
あ
る
。
御
苦
労
と
い 

う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
痛
切
な
感
動
で
す
。
有
難
い
と
い
う
意
味
の
感
謝
で
な
く
、
懺
悔
で
す
。
背
徳
者
と
し
て
の
自
覚
。
そ 

こ
に
難
と
い
う
。
本
願
の
憶
念
を
念
仏
と
い
う
。
浄
土
真
宗
の
信
心
は
廻
向
の
信
心
で
す
。
他
力
廻
向
の
信
心
を
体
験
で
い
え
ば
難
信
と 

い
う
。
廻
向
が
親
鸞
教
学
を
代
表
す
る
言
葉
で
す
。
聖
道
門
は
難
行
と
い
う
。
信
は
易
信
と
い
う
。
信
ず
る
こ
と
は
易
い
が
実
行
は
大
変 

だ
。
真
宗
は
逆
で
す
。
本
願
の
歴
史
的
現
行
を
浄
土
真
宗
と
い
う
。
我
々
の
努
力
は
虚
仮
で
あ
る
。
不
必
要
で
あ
る
。
易
行
の
大
道
で
す
。
 

た
だ
頷
く
の
が
容
易
で
な
い
。
聖
道
門
は
易
信
難
行
、
そ
れ
に
対
し
て
、
真
宗
は
易
行
難
信
で
す
。

難
信
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
が
優
婆
提
舎
で
す
。
解
義
分
は
一
心
の
解
釈
で
す
。

一
心
の
背
景
の
憶
念
。
由
来
で
す
。

「
正
信
偈
」
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で
は
、
天
親
菩
薩
は
「
光
闡
横
超
大
誓
願
広
由
本
願
力
廻
向
」
と
い
う
。
本
願
力
廻
向
を
以
っ
て
の
故
に
と
い
う
。
本
願
力
廻
向
と
い
う 

こ
と
ば
は
、
親
鸞
以
前
に
遡
っ
て
み
れ
ば
、

『浄
土
論
』
に
ー
ケ
所
あ
る
。
解
義
分
の
終
り
に
あ
る
。

「
以-
一
本
願
力
廻
向-

故
」
故
は
由 

来
と
い
う
。
故
と
い
う
字
を
し
き
り
に
使
っ
て
あ
る
の
が
優
婆
提
舎
で
す
。
故
で
な
く
由
の
字
が
使
っ
て
あ
る
の
が
善
導
大
師
で
す
。
善 

導
大
師
が
不
可
思
議
兆
載
永
劫
の
修
業
を
述
べ
る
と
き
に
、
由
と
い
う
。
親
鸞
は
善
導
を
も
っ
て
由
来
と
い
う
。

一
心
の
由
来
で
す
。
そ 

れ
は
願
生
心
の
自
己
転
回
の
歴
史
で
す
。
転
回
点
が
我
で
す
。
解
義
分
は
そ
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

「
願
生
偈
」
は
一
心
を
述
べ
、
解
義
分
は
一
心
の
文
字
を
解
釈
す
る
、

一
心
の
歴
史
的
背
景
の
内
観
で
あ
る
。
歴
史
と
い
っ
て
も
歴
史 

学
者
の
い
う
歴
史
で
は
な
い
。
歴
史
科
学
、
歴
史
の
学
問
で
い
う
歴
史
で
な
い
。
も
の
が
も
の
と
成
る
に
は
成
る
だ
け
の
プ
ロ
セ
ス' 

道 

程
が
あ
る
。

ロ
ー
マ
は
一
日
に
し
て
成
ら
ず
で
す
。
不
可
思
議
兆
載
永
劫
は
五
念
門
の
歴
史
で
す
。

一
心
の
背
景
を
法
蔵
菩
薩
と
い
う
。
 

始
め
は
、
五
念
門
、
最
後
は
五
功
徳
門
。
解
義
分
は
五
念
門
に
始
ま
り' 

五
功
徳
門
に
終
る
。
五
念
門
は
行
を
表
わ
し
、
五
功
徳
門
は
行 

に
よ
っ
て
勝
ち
取
ら
れ
た
果
を
表
わ
す
。
そ
れ
は
本
来
具
し
て
い
る
も
の
で
す
。
功
徳
と
い
う
の
は
無
い
も
の
を
得
る
の
で
な
い
。
場
所 

的
変
換
と
し
て
の
獲
信
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
場
所
が
移
動
し
た
だ
け
な
ら
、
金
は
天
下
の
回
り
も
の
と
い
う
よ
う
に
、
油
断
出
来 

ぬ
。
煩
悩
を
捨
て
た
と
い
う
が
消
え
は
し
な
い
。
金
は
消
え
て
も
煩
悩
は
自
分
の
所
有
に
な
ら
ぬ
。
自
分
の
努
力
を
超
え
て
本
来
持
っ
て 

い
る
も
の
が
開
か
れ
て
き
た
。
自
分
の
再
認
識
で
す
。
本
来
廻
向
さ
れ
て
い
る
も
の
を
我
々
に
見
出
し
て
く
る
。
努
力
で
造
る
の
を
象
牙 

の
塔
と
い
う
。
そ
こ
で
は
本
来
得
て
い
る
も
の
を
ま
す
ま
す
失
っ
て
い
く
努
力
を
し
て
い
る
。
努
力
を
間
違
う
と
や
れ
ば
や
る
程
弱
く
な 

る
。
本
当
の
努
力
は
自
分
の
持
っ
て
い
る
力
を
生
み
出
し
て
い
く
も
の
で
、
他
人
を
羨
ま
し
が
っ
て
ひ
と
の
や
っ
て
い
る
も
の
に
自
分
も 

な
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
努
力
は
間
違
い
の
努
力
で
す
。
皆
お
の
お
の
顔
が
違
う
よ
う
に
一
人
ひ
と
り
が
他
人
に
な
い
も
の
を
与
え
ら
れ
て 

い
る
。
他
人
は
他
人
、
己
れ
は
己
れ
で
な
い
と
い
か
ぬ
。
ひ
と
に
敗
け
ぬ
よ
う
に
輸
入
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
ら
だ
ん
だ
ん
自
分
が
駄 

目
に
な
る
。

「外
か
ら
来
た
る
も
の
家
珍
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
。
盗
ん
だ
も
の
は
身
に
付
か
ぬ
。
身
に
付
く
の
は
本
来
賦
与
せ
ら
れ
て
い 

る
も
の
で
す
。
そ
の
賦
与
さ
れ
て
い
た
も
の
を
再
確
認
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
努
力
で
す
が
、
実
は
努
力
し
た
と
い
う
意
味
で
再
確
認
す
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る
の
じ
ゃ
な
い
。
努
力
し
て
み
て
努
力
が
完
成
し
た
の
で
な
く
、
努
力
の
無
効
だ
と
知
っ
た
の
で
す
。
そ
の
時
与
え
ら
れ
て
お
っ
た
ん
だ
。
 

努
力
が
有
効
だ
と
い
う
時
は
ま
だ
努
力
が
足
り
ん
と
き
で
あ
る
。
努
力
し
た
と
い
う
こ
と
は
努
力
無
効
だ
と
知
っ
た
と
き
あ
る
。
し
か
し 

努
力
は
必
要
な
か
っ
た
ん
だ
。
既
に
与
え
ら
れ
て
い
た
ん
だ
。
そ
こ
に
帰
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
由
来
と
い
う
こ
と
で
す
が' 

最
初
五
念
門
の
行
、 

最
後
五
功
徳
門
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
五
念
の
念
と
い
う
の
は
行
の
名 

前
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
梵
語
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
梵
語
で
な
し
に
直
接
に
は
漢
文
の
言
葉 

で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
学
者
に
と
っ
て
は
訳
文
だ
け
れ
ど
、
我
々
道
を
求
め
、
教
を
求
め
る
者
に
と
っ
て
は
原
文
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏 

が
訳
文
だ
と
思
う
人
も
お
ら
ん
。
イ
ン
ド
語
と
思
わ
ぬ
、
日
本
語
や
と
思
っ
て
い
る
。
教
を
求
め
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
原
文
で
す
。
 

そ
う
す
る
と
念
は
本
願
文
に
は
「
乃
至
十
念
」
と
書
い
て
あ
る
し' 

本
願
成
就
文
に
は
「
乃
至
一
念
」
と
あ
り
ま
す
。
念
と
い
う
字
は 

念
仏
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
。
清
沢
満
之
先
生
は
新
し
い
言
葉
で
念
を
生
か
し
て
お
ら
れ
る
。
信
仰
と
言
わ
ぬ
。

「
我
が
信
念
」
と
言 

わ
れ
る
。

「我
、
他
力
の
救
済
を
念
ず
る
と
き
」
「
我
他
力
の
救
済
を
忘
る
る
と
き
」
「我
、
他
力
の
救
済
を
念
ず
る
と
き
は
、
我
が
処
す 

る
と
こ
ろ
に
光
明
照
し' 

我
、
他
力
の
救
済
を
忘
る
る
と
き
は
、
我
が
処
す
る
と
こ
ろ
に
黒
闇
覆
う
」(

『
他
力
の
救
済
』)

と
あ
り
、
そ
こ 

に
時
と
あ
る
。
教
理
じ
ゃ
な
い
。
理
屈
か
ら
言
え
ば
念
じ
て
も
念
じ
ん
で
も
関
係
な
し
に
照
ら
す
者
は
照
ら
す
。
し
か
し
体
験
は
忘
れ
て 

は
照
ら
さ
ぬ
。
思
い
出
し
た
ら
そ
れ
が
光
な
ん
だ
。
そ
れ
を
体
験
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。
光
明
が
何
処
か
に
あ
る
と
い
う
ん
で
な
い
。
 

念
を
離
れ
れ
ば
光
明
は
理
屈
で
し
ょ
う
。
念
と
い
う
と
こ
ろ
に
事
実
が
あ
る
。
清
沢
先
生
は
そ
う
い
う
よ
う
に
念
を
生
か
し
て
信
念
と
言 

わ
れ
た
。
昔
の
真
宗
学
の
言
葉
で
は
念
は
念
仏
で
あ
り
、
信
は
信
心
で
す
。
行
信
と
い
う
。
し
か
し
行
信
で
は
今
は
通
ぜ
ん
か
ら
清
沢
先 

生
は
念
を
信
念
と
言
わ
れ
る
外
な
い
。
本
願
は
我
が
信
念
、
本
願
が
自
分
の
中
に
あ
っ
て
自
分
を
生
か
し
て
お
る
。
 

五
念
門
と
い
う
も
の
は
一
念
に
備
っ
と
る
念
で
あ
る
。

一
心
は
偈
文
に
言
っ
て
あ
る
。
そ
の
一
心
に
備
っ
と
る
念
の
力
、
そ
れ
を
表
わ 

し
と
る
の
が
解
義
分
で
す
。

一
心
と
い
う
も
の
に
五
念
門
と
い
う
も
の
が
理
屈
で
備
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

一
心
を
得
れ
ば
そ
の
背
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景
に
本
願
が
不
可
思
議
兆
載
に
わ
た
っ
て
我
れ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
歴
史
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
る
。
目
覚
め
る
の
は
現
在
の
一
瞬
に 

目
覚
め
る
け
れ
ど' 

目
覚
め
た
と
き
不
可
思
議
兆
載
永
劫
、 

三
大
阿
僧
祇
劫
と
い
う
歴
史
が
一
念
の
中
に
生
き
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と 

で

は

『
摂
大
乗
論
釋
』
に
は
、

一
念
の
こ
と
を
一
番
短
い
一
刹
那
と
言
っ
て
あ
る
。
「
三
阿
僧
祇
劫
為
一
刹
那
」(

大
正
蔵
三
一
丄
二
八)

、 

三
大
阿
僧
祇
劫
も
一
刹
那
の
中
に
あ
る
。

一
刹
那
を
離
れ
て
三
大
阿
僧
祇
劫
も
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
目
覚
め
た
一
刹
那
で
す
。
三
大
阿 

僧
祇
劫
の
歴
史
に
よ
っ
て
一
刹
那
が
成
就
す
る
。

一
刹
那
に
三
大
阿
僧
祇
劫
も
包
ま
れ
る
。

一
刹
那
に
よ
っ
て
三
大
阿
僧
祇
劫
は
た
て
た 

ん
だ
と
、
そ
う
す
る
と
一
刹
那
は
本
当
だ
け
れ
ど
、
三
大
阿
僧
祇
劫
は
仮
立
し
た
も
の
だ
と
い
う
議
論
も
出
て
く
る
。
然
し
唯
識
の
学
で 

は
、
ど
っ
ち
も
本
当
で
あ
る
。

一
刹
那
の
外
に
三
大
阿
僧
祇
劫
も
な
い
。
し
か
し
一
刹
那
が
実
で
あ
っ
て
三
大
阿
僧
祇
劫
は
仮
で
あ
る
か 

と
い
う
と
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
つ
ま
り
三
大
阿
僧
祇
劫
も
一
刹
那
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
刹
那
も
三
大
阿
僧
祇
劫
か
ら
出
て
い
く
ん
だ
。
三 

大
阿
僧
祇
劫
も
一
刹
那
に
摂
ま
る
け
れ
ど
も
、

一
刹
那
も
ー
ー
ー
大
阿
僧
祇
劫
を
重
ね
る
。

ど
っ
ち
も
本
当
で
な
い
か
。

そ
う
い
う
こ
と
が 

『
摂
大
乗
論
釋
』
に
出
て
い
ま
す
。

一
心
の
中
に
備
わ
っ
て
い
る
背
景
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
歴
史
の
力
が
ー 

心
の
中
に
起
る
。
そ
れ
だ
か
ら
信
念
の
確
立
で
す
。
五
念
門
の
因
に
よ
っ
て
五
功
徳
の
果
を
勝
ち
と
る
と
、
こ.
フ
い
う
の
だ
が' 

仏
教
の 

因
果
は
同
時
で
あ
る
。
因
果
一
如
で
あ
る
。
因
も
一
如
の
因
で
あ
り' 

果
も
一
如
の
果
で
す
。
因
果
と
い
う
け
れ
ど
も' 

因
果
と
い
う
も 

の
は
深
く
広
い
意
味
の
象
徴
で
す
。
蓮
如
の
言
葉
の
中
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
本
願
を
た
て
ま
し
ま
し
て:

：:

、
南
無
阿
弥
陀
仏
と 

な
り
ま
し
ま
す
」
と
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
で
な
か
っ
た
本
願
が
突
如
と
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て
出
て
く
る
、
そ
ん
な
化
物
じ
ゃ
な 

い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
成
就
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
始
め
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
、
昔
か
ら
南
無
阿
弥
陀 

仏
だ
が
い
つ
で
も
新
し
い
。
今
出
来
上
っ
た
新
鮮
さ
を
も
っ
て
い
る
。
新
し
い
と
い
え
ば
今
、
旧
い
と
い
え
ば
昔
か
ら
そ
う
だ
っ
た
。
そ 

う
い
う
こ
と
が
因
果
一
如
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
如
の
世
界
を
因
果
と
い
う
形
で
表
現
す
る
。
五
念
門
の
行
の
結
果' 

功
徳
を
得
る
と
言
う
が
、
功
徳
を
得
た
力
が
行
と
し
て
働
く
。
 

道
元
禅
師
が
「修
証
一
如
」
と
い
う
。
修
行
の
修
と
、
行
に
よ
っ
て
勝
ち
取
る
証
が
一
つ
な
ん
で
す
。
修
行
し
て
証
る
と
い
う
け
れ
ど'

10



証
っ
て
修
行
す
る
ん
だ
。
証
が
働
く
ん
だ
。
働
い
た
か
ら
働
き
自
身
が
働
い
て
く
る
ん
だ
。

こ
れ
は
別
に
禅
宗
だ
け
の
話
し
で
な
い
。

一
心
と
五
念
だ
が' 

一
心
は
能
と
い
う
。

五
念
は
所
行
で
す
。

能
は
心
だ
け
に
つ
く
。

心
は 

所

に
な
ら

ぬ
。
そ

れ

は

S
u
b
j
e
c
i
d
v
i
t
a
t

主
体
性
で
す
。

心
は
主
体
性
を
表
わ
す
の
で
あ
っ
て' 

決
し
て
向
う
に
お
く
わ
け
に
い
か
ぬ
も 

の
が
心
で
す
。
信
心
と
い
う
も
の
も
向
う
に
お
く
わ
け
に
い
か
ぬ
も
の
で
す
。

向
う
に
お
い
た
心
は
考
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、 

「
世
尊
我
一
心
」

は

「
論
主
建
め
に
我
一
心
と
言
ま
え
り
」

と' 

我
と
一
心
は
別
け
て
言
わ
ぬ
。

「
我
一
心
」

と
言
う
。

向
う
に
お
い
た 

我
で
な
い
。
人
で
あ
る
。

い
つ
で
も
心
と
い
う
も
の
は
我
を
代
表
す
る
。s

u
b

と
い
う
字
は
こ
っ
ち
に
あ
る
も
の
、
向
う
に
あ
る
も
の
で 

は
な
い
。

そ

の

基

に

あ

る

も

の

をs
u
b

と
い
う
字
で
表
わ
す
。

こ
の
よ
う
に
解
義
分
を
み
る
と
五
念
門
が
解
義
分
を
代
表
す
る
。
偈
文
は
一
心
が
代
表
す
る
。

そ
の
一
心
を
述
べ
て
あ
る
の
は
最
初
の 

一
行
で
す
。
序
分
だ
け
が
一
心
か
と
見
え
る
。

「
観
彼
世
界
相
」

以
下
は
一
心
以
外
の
よ
う
に
見
え
る
け
ど
、
親

鸞

は

「
一
心
の
華
文
」 

と
み
る
。

一
心
は
序
分
だ
け
で
な
い
ん
だ'

「
願
生
偈
」

全
体
が
我
を
離
れ
て
な
い
ん
だ
と
み
る
。

第
一
行
は
形
は
序
分
だ
が
内
容
は
「
願 

生
偈
」

全
体
を
摂
め
て
い
る
。

そ
の
一
心
を
解
釈
し
た
解
義
分
を
み
る
と
五
念
門
が
出
て
い
る
。

一
心
の
中
に
あ
っ
た
も
の
を
取
り
出
し 

た
も
の
だ
か
ら
、
摂
め
て
み
れ
ば
ー
心
の
中
に
あ
る
は
ず
だ
。

一
心
が
背
負
う
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

曇
鸞
大

師

は

「
願
生
偈
」

を
解
釈
す
る
と
き
に' 

帰
命
が
礼
拝
門
、

尽
十
方
無
碍
光
如
来
は
讃
嘆
門
で
す
。

願
生
安
楽
国
は
作
願
門
で 

す
。

第
三
行
以
下
は
観
彼
世
界
相
と
い
う
観
と
い
う
字
で
貫
か
れ
て
い
る
観
察
門
で
す
。
最
後
は
廻
向
門
で
す
。

廻

向

門

は

「
願
生
偈
」 

を
作
っ
て
も
う
一
ぺ
ん
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
し
た
い
と
。
自
分
一
人
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

一
切
衆
生
に
廻
向
す
る
と
い
う
こ
と
で 

す
。

こ
う
い
う
よ
う
に
礼
拝•

讃

嘆
•

作

願
•

観

察
•

廻
向
と
五
念
門
に
配
当
出
来
る
と
い
う
の
が
曇
鸞
大
師
の
解
釈
の
仕
方
で
す
。

ー
 

心
に
備
わ
っ
と
る
の
が
五
念
門
だ
か
ら
、
従
っ
て
解
義
分
は
一
心
の
外
か
ら
解
釈
を
加
え
た
も
の
で
は
な
い
。

一
心
の
中
で
あ
っ
た
も
の 

を
解
釈
し
た
も
の
で
す
。

だ

か

ら

一

心

の

「
願
生
偈
」

を
解
釈
す
る
と
き
に
五
念
門
を
通
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
だ
。

こ
う
し
て
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だ
ん
だ
ん
意
味
が
変
っ
て
く
る
。
天
親
菩
薩
は
「
願
生
偈
」
、
親

鸞

は

「
一
心
の
華
文
」
、
曇
鸞
大
師
は
「
五
念
義
」
と
い
う
三
つ
の
名
前 

が
出
て
く
る
。
そ
れ
が
お
の
お
の
新
し
い
意
味
を
そ
こ
に
見
出
し
て
い
る
。

「
願
生
偈
」
「
一
心
偈
」
「
五
念
義
」
と
、
こ
の
と
き
に
は
も 

う
序
分
じ
ゃ
な
い
。

第
二
行
は
成
上
起
下
と
い
っ
て
上
の
三
門
を
承
け
て
後
の
二
門
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
二
行
は
い
ら
ぬ
の
か
と
い
う
と
そ
う
じ 

や
な
い
。
上
の
三
門
が
す
ん
で
次
は
観
察
門
を
起
す
。
観
察
が
す
ん
だ
ら
廻
向
を
起
す
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
一
々
と
や
っ
て
い
く
の
で 

は
な
い
。
成
上
起
下
と
い
う
こ
と
は
展
開
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
礼
拝
の
横
に
讃
嘆
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
。
礼
拝
を
く
ぐ
る
と
讃 

嘆
や
、
讃
嘆
を
く
ぐ
る
と
作
願
、
作
願
を
く
ぐ
る
と
観
察
で
す
、
観
察
を
く
ぐ
る
と
廻
向
で
す
。
横
に
並
ん
で
い
る
の
は
別
々
で
し
ょ
う
。
 

こ
れ
が
す
ん
だ
ら
次
は
こ
れ
と' 

そ
う
で
は
な
い
。
縦
に
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
中
に
展
開
し
て
く
る
の
で
す
。
礼
拝
門
を 

や
ら
ん
者
に
讃
嘆
門
は
な
い
。
礼
拝
門
を
や
る
と
そ
の
中
に
讃
嘆
を
開
く
。
無
限
に
展
開
し
て
い
く
。
だ
か
ら
一
つ
一
つ
が
別
じ
ゃ
な
い
。
 

五
念
門
が
一
拠
に
あ
る
ん
だ
。

一
心
の
歩
み
な
ん
だ
。
五
念
門
が
同
時
に
即
し
て
お
る
。
離
し
て
は
い
か
ぬ
も
の
。
こ
う
い
う
意
味
を
成 

上
起
下
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
全
部
本
攻
で
あ
っ
て
、
第
一
行
は
帰
敬
序
、
第
二
行
は
発
起
序
と' 

「
願
生
偈
」
は
そ
う
な
ん
で
す
け
れ 

ど
も
、
親
鸞
で
み
る
と
「
一
心
偈
」
は
、
こ
れ
は
全
体
の
一
心
だ
。
序
分
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
か
ら
曇
鸞
大
師
で
み
る
と
全
体
が
五
念
門
だ
。
 

序
分
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
序
分
で
は
な
い
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
承
け
て
『
二
出
二
門
偈
』
の
第
一
行
は
「世
親
菩
薩
依
ー
ー
大
乗 

修
多
羅
真
実
功
徳
ニ
と
説
い
て' 

「
願
生
偈
」 

の

「
説
願
偈
総
持 

与
仏
教
相
応
」
を
削
っ
て
あ
る
。
削
っ
て
あ
る
け
れ
ど' 

本
文
を
解
釈
す
る
の
で
あ
っ
て
優
婆
提
舎
の
義
を
成
ず
る 

の
で
は
な
い
か
ら
「
願
偈
を
説
き
総
持
し
て
仏
教
と
相
応
せ
ん
」
と
い
う
の
で
は
な
し
に
「
真
実
功
徳
に
依
る
」
と
い
う
一
点
を
お
さ
え 

て
本
文
と
し
て
の
意
義
を
把
え
て
く
る
。
内
容
を
削
り
順
序
も
逆
に
し
て
あ
る
。
前

に

は

「
願
生
偈
」
を
造
る
根
拠
を
修
多
羅
に
依
る
と 

い
っ
て
そ
の
根
拠
に
経
典
が
あ
る
。

今
は
そ
う
で
な
く
世
親
菩
薩
の
根
拠
、
世
親
菩
薩
が
こ
れ
こ
れ
に
依
っ
て
「
一
心
に
帰
命
し
た
ま
え
り
」
と
言
う
。
そ
れ
で
文
章
も
改
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め
ら
れ
、
順
序
も
逆
倒
し
て
意
味
も
変
わ
っ
て
く
る
。

『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
た
五
功
徳
門
は
五
念
門
に
成
就
し
て
お
る
。
世
親
の
教 

に
よ
っ
て
本
願
に
帰
す
れ
ば
、
そ
こ
に
不
可
思
議
兆
載
永
劫
の
修
行
の
本
願
の
徳
全
体
が
自
分
に
与
え
ら
れ
る
。
身
に
満
つ
る
。
そ
れ
に 

よ
っ
て
一
心
が
始
め
て
成
り
立
つ
。
帰
命
せ
ず
に
お
れ
ぬ
一
心
が
成
り
立
つ
。
助
か
ら
ず
に
帰
命
す
る
の
じ
ゃ
な
い
。
本
願
が
我
が
身
に 

満
つ
れ
ば
帰
命
せ
ず
に
お
れ
ぬ
。
そ
れ
を
順
序
を
逆
倒
し
て
そ
こ
に
表
わ
し
て
あ
る
の
で
す
。

(

木
蔽
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月S
H
-

岐
卓M

慈
光
会
主
傕
のr

入
出-

一
門«

』
の
会
に
為
け
る
誰a

の
華®

を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る•

文
黄 

秦)

如
来
浄
華
の
も
ろ
も
ろ
の
聖
衆
は
、
法
蔵
正
覚
の
華
よ
り
化
生
す
。
 

諸
機
は
本
す
な
わ
ち
三
三
の
品
な
れ
ど
も
、
今
は
一
ニ
の
殊
異
な
し
。
 

同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
け
れ
ば
な
り
。
な
お
淄«

の
一
味
な
る
が
ご
と
き
な
り
。
 

か
の
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
凡
愚
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
。
 

一
心
に
専
念
す
れ
ば
速
や
か
に
、
真
実
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む
。
 

菩
薩
は
五
種
の
門
を
入
出
し
て
、
自
利
利
他
の
行
、
成
就
し
た
ま
え
り
。
 

不
可
思
議
兆
載
劫
に
、
漸
次
に
五
種
の
門
を
成
就
し
た
ま
え
り
。
 

何
等
を
か
名
づ
け
て
五
念
門
と
す
る
と
。
祈
と
讃
と
作
願
と
観
察
と
回
と
な
り
。
 

い
か
ん
が
礼
拝
す
る
、
身
業
に
礼
し
た
ま
い
き
。

弥
陀
仏
正
遍
知
、
も
ろ
も
ろ
の
群
生
を
善
巧
方
便
し
て
、
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
意
を
な
さ
し
め
た
ま
う
が
ゆ
え
な
り
。

——

『
入
出
二
門
偈
』
よ
り!
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