
浄
土
真
宗
に
お
け
る
「業

・
宿
業
」
の
問
題

!

『浄
土
論
註
』
を
中
心
と
し
て!

序一
 

宿
業
と
い
う
課
題

二
本
願
念
仏
の
行
証
と
「
業
」

序

安 

藤 

文 

雄

「
業
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
は
、
近
年
問
い
直
し
が
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
特
に
因
果
応
報
の
強
調
に
お
い
て
、
人
間
に
あ
き 

ら
め
の
感
情
を
植
え
付
け
る
と
い
う
形
で
、

為
政
者
に
と
っ
て
極
め
て
都
合
の
よ
い
事
柄
と
し
て
機
能
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

「
業
」 

と
い
う
言
葉
は
、
仏
教
に
お
け
る
最
も
特
徴
的
な
存
在
了
解
を
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
人
間
の
生
き
方
の
基
本
の
と
こ
ろ 

で
受
け
止
め
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
要
な
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
受
け
止
め
方
に
よ
っ
て
人
間
を 

呪
縛
し
、

人
間
の
生
き
る
気
力
を
奪
う
危
険
な
言
葉
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
近
代
の
実
証
的
な
物
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

「
業
」
と
い
う 

こ
と
も
、
「
宿
業
」
と
い
う
こ
と
も
、

非
科
学
的
で
消
極
的
な
人
間
観
と
し
て
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
同
時
に
仏
教
へ
の
根
深 

い
不
信
感
と
も
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
「
業
」
・
「宿
業
」
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
、

仏
教
の
本
質
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

釈
尊
は
業
論
者 

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

す
で
に
原
始
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

仏
教
の
展
開
に
お
い
て
、
「
業
」
と
い
う
こ
と
を
抜 

き
に
し
て
の
仏
教
了
解
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
特
に
中
国
，
日
本
に
展
開
し
た
本
願
念
仏
の
教
説
に
か
ん
し
て
は
、
ま
さ

に
こ

の

「
業
」 

と
い
う
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
こ
と
へ
の
積
極
的
な
了
解
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

一
般
的
に
仏
教
に
お
け
る 

「
業
」

の
思
想
の
端
緒
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
業
・
輪
回
思
想
を
釈
尊
が
継
承
し
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
現
代
で
も
イ
ン
ド
の 

人
々
の
固
有
の
実
感
と
し
て
定
着
し
て
い
る.
「
輪
回
観
」
に
応
じ
て
、

釈
尊
が
説
法
さ
れ
た
の
で
「
業
」
「
輪
回
」
と
い
う
こ
と
が' 

そ 

の
対
機
説
法
と
し
て
必
然
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
イ
ン
ド
民
族
固
有
の
存
在
観
で
あ
る
と
も
限
定
で
き
る
。
そ
の
た 

め
、
仏
教
が
中
国
に
伝
わ
る
に
際
し
て
は
、

業
・
輪
回
と
い
う
概
念
の
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
る
混
乱
が
、

「
神
滅
不
滅
論
」
と
し
て
起

①

こ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
に
か
く
、

い
ろ
い
ろ
な
事
情
は
あ
る
に
し
て
も
、
「
業
」
と
い
う
こ
と
は
中
国
，
日
本
の
仏
教
の
展
開
に
お
い 

て
も
、
定
着
し
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
業
」

と
い
う
言
葉
は
、

い
ろ
い
ろ
な
側
面
を
あ
わ
せ
も
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
何
等
か
の
言
葉
に
置
き
換
え
た 

り
、
ま
た
一
義
的
に
定
義
す
る
こ
と
の
困
難
な
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
現

代

で

は

「
業
」
と
い
う
言
葉
が
内
容
確
認
の
な
い
ま
ま
曖
昧 

で
特
殊
な
言
葉
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら' 

そ
の
言
葉
そ
の
も
の
が
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
意
味
を
再
解
釈
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ 

う
。
今
回
の
論
文
で
は'

「
業
・
宿
業
」
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て
、
曇

鸞

の

『
浄
土
論
註
』

の
思
想
に
よ
り
な
が
ら
考
察
し
た
い
。
 

「
業
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
あ
る
特
定
の
時
代
の
、
あ
る
特
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
た
、
存
在
に
つ
い
て
の
特
殊
な
見
方
と
す
る 

視
点
を
、
私
は
一
応
採
用
し
な
い
で
お
こ
う
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
の
感
じ
考
え
て
い
く
事
柄
が
様
々
の
影
響
と
限
定
の
も
と
に
あ 

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

「
業
」
と
い
う
言
葉
は
人
間
観
・
世
界
観
の
原
点
に
か
か
わ
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
普
遍
的
な 

意
味
合
い
を
見
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

人
間
存
在
そ
の
も
の
が
課
題
と
な
る
よ
う
な
視
点
に
お
い
て
、

「
業

・
宿
業
」
と
い
う 

こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
同
時
に
そ
の
こ
と
は
自
己
存
在
が
自
覚
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
か
に
救
済
も
な
い
と
い
う
こ
と
が' 

真
宗
学
に
お
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け
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
了
解
視
点
で
あ
る
と
思
う
が
、
本
論
で
は
ま
ず
問
題
そ
の
も
の
の
性
格
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
 

『
浄
土
論
註
』

の
文
章
に
よ
り
な
が
ら
「
業

，
宿
業
」
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
 

宿
業
と

い
う
課
題

「
宿
業
」
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
人
間
存
在
そ
れ
自
体
が
課
題
と
な
る
と
い
う
視
点
で
了
解
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
宗 

教
に
か
か
わ
る
と
い
う
と
き' 

そ
の
原
初
に
あ
る
問
題
と
し
て' 

そ
の
こ
と
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず'

「
業
」"

「宿
業
」 

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
き
、
そ
れ
が
イ
ン
ド
固
有
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
思
想
史
的
な
受
容
と
展
開
に
注
意
し
て 

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
と
思
う
。
ま
た
仏
教
思
想
そ
の
も
の
が
多
岐
に
展
開
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
応
じ
て
「
業
」

の 

概
念
に
何
等
か
の
変
化
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
に
は
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
準
備
も
力
量
も
な
い
し
、
そ
の
個
々
の 

問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
専
門
領
域
か
ら
の
研
究
成
果
も
出
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
論
文
で
そ
の
こ
と
に
論
及
す
る
こ
と
は
差 

し
控
え
た
い
。

た
だ
、

一
つ
だ
け
気
が
か
り
に
な
る
こ
と
を
述
べ
る
と
す
れ
ば
、

「
業
」
と
い
う
言
葉
が
経
論
釈
に
わ
た
る
基
本
的
な
仏 

教
書
に
頻
出
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
阿
毘
達
磨
論
書
を
除
い
て
は
、
そ
の
言
葉
自
体
が
特
別
に
厳
密
に
定
義
さ
れ
て
い
く
形
跡
が
な
い 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
「
業
」
と
い
う
こ
と
が
、
何
か
の
言
葉
と
概
念
に
代
替
で
き
な
い
こ
と
と
し
て
、
定
着
し
た
こ
と
を 

意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
全
く
手
が
か
り
が
な
い
の
で
、

問
題
を
確
か
め
る
た
め
に
、
「
業
」
と
い
う
こ
と
に
っ 

い
て
、

一
応
の
了
解
を
示
し
て
お
こ
う
。

「業
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
基
本
的
に
「
造
作
」
、
「
行
為
」
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
因
果
関
係
に
お
い
て
、

「
業
因
」
、
「
業
報
」 

と
熟
語
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
善
悪
の
価
値
観
を
と
も
な
っ
て
、
現
存
在
の
限
定
を
示
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
き
て
い
る
。
仏
教
に 

お

い

て

は

「
縁
起
」
に
基
づ
い
て
「
業
因
縁
」
と

し

て

「
業
」
が
了
解
さ
れ
、

「
業
」
と
い
う
実
体
が
あ
る
の
で
は
な
く
て' 

因
縁
所
生 

に

お

い

て

「
業
」
が
立
て
ら
れ
る
。
過
去
が
現
在
を
規
定
し
、
現
在
が
未
来
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と' 

現
存
在
の
事
実
は
様
々
の
可
能
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性
と
条
件
性
の
限
定
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
ら
は
一
つ
の
法
則
的
道
理
で
あ
る
が
、
原
始
経
典
で
は
釈
尊
は
業
論
者
で
あ
っ 

た
と
同
時
に
、
精
進
論
者
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
現
在
の
限
定
さ
れ
た
事
実
に
立
っ
て
の
意
志
の
自
由
が
、
仏
教
に
お
け
る
業
論
の
特
徴 

と
し
て
強
調
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、

「
業
」
と
い
う
こ
と
は
外
在
的
な
何
等
か
の
も
の
に
人
間
が
運
命
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う 

こ
と
で
は
な
い
。
自
己
の
全
責
任
に
お
い
て
自
己
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
等
か
の
こ
と
を
感
じ
、
何
等
か
の
こ
と 

を
思
い
、
何
等
か
の
行
動
を
お
こ
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
私
た
ち
の
存
在
の
事
実
が
あ
る
。
存
在
と
い
う
固
定
し
た
も
の
が
あ
る
と
い
う 

よ
り
も' 

何
か
を
思
う
と
い
う
こ
と
も
含
め
て' 

行
為
し
て
い
る
こ
と
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
「
業
」
と
い
う
こ
と
の 

持
つ
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が' 

私
は
、

一
応
、
行
為
と
因
果
関
係
に
基
づ
く
存
在
現
実
を
指 

し
示
す
言
葉
と
し
て
お
き
た
い
。

存
在
現
実
と
い
う
言
葉
で
「
業
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
き
わ
め
て
曖
昧
な
言
い
方
で 

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が'

「
業
」
と
い
う
こ
と
を
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
、

現
代
流
行
し
て
い
る
遺
伝
子
と
い
っ
た
科
学
的
実
証
主
義
の
立 

場
か
ら
類
比
す
る
こ
と
を
避
け
た
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
仏
教
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
現
実
の
様
々
の
現
象
に
つ
い
て
の
解
釈 

や
分
析
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
こ
と
も
、

様
々
の
事
物
の
現
象
の
説
明
で
あ
る
な
ら
ば' 

こ
と
さ
ら
に
問
題
と 

す
る
必
要
の
な
い
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
人
間
の
苦
悩
と
結
び
つ
く
教
法
と
な
る
と
き
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
苦
悩 

か
ら
の
解
脱
に
か
か
わ
る
真
理
と
な
る
の
で
あ
る
。
仏
教
が
問
題
と
す
る
の
は
人
間
観
・
世
界
観
の
「
観
」
の
問
題
で
あ
り
、
そ

の

「
観
」 

は
意
味
と
価
値
に
お
い
て
生
き
て
い
る
存
在
を
規
定
し
て
い
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
事
柄
で
あ
る
と
言
え
る
。

「
業
」
に
つ
い
て
考
え
て 

い
く
と
き
、
そ
の
こ
と
が
文
献
的
に
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
を
解
釈
し
て
い
く
こ
と
が
、
基
本
的
な
作
業
と
し
て
重
要
で
は
あ
る 

が
、
そ
の
と
き
同
時
に
そ
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
為
さ
れ
て
い
る
か
の
問
題
が
出
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と 

は
実
証
と
し
て
の
学
の
限
界
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
仏
教
に
お
け
る
基
本
的
な
視
点
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
業
」
，
「宿
業
」
と
い
う
こ
と
は' 

宗
教
的
真
理
に
照
し
出
さ
れ
て
明
ら
か
に
な
る
人
間
観
で
あ
り
、

本
願
に
値
遇
す
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る
こ
と
と
、
自
己
自
身
の
信
知
と
が
同
時
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
確
か
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
こ
と
に
つ
い 

て
は' 

第
二
節
で
具
体
的
な
教
説
を
通
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
が' 

と
り
あ
え
ず
、 

ま

ず

「
宿
業
」
と
い
う
こ
と
の
持
つ
意 

味
あ
い
を
、
存
在
の
課
題
と
し
て
見
て
み
た
い
。
た
だ
し' 

ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
か
を
確
か
め
て
お
こ
う
。
 

人
間
は
様
々
な
形
で
、

様
々
な
問
い
を
持
つ
が
、
「
宿
業
」
と
い
う
こ
と
は' 

問
い
を
持
つ
人
間
自
身
が
根
本
か
ら
問
わ
れ
る
よ
う
な 

問
い
で
あ
る
。
問
う
も
の
自
身
が
問
わ
れ
る
問
い' 

そ
れ
は
問
う
て
み
よ
う
の
な
い
問
い
、
自
己
が
自
身
の
外
に
答
え
を
見
つ
け
る
、
あ 

る
い
は
自
己
の
内
に
答
え
を
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
い
で
あ
る
。
た
だ' 

そ
の
よ
う
な
問
い
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
よ
う 

な
問
い
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
自
己
自
身
の
無
知
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
を
問
う
た
と
こ
ろ
に
同
時
に
答
え
が
あ
る 

よ
う
な
問
い
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
私

た

ち

が

「
宿
業
」
と
い
う
こ
と
を
直
接
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ 

と
が
あ
る
。
「
宿
業
」
が
本
願
に
お
い
て
の
み
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
は' 

本
願
や
真
理
を
想
定
し
て
、

そ
の
想
定
し
た
事
柄
に
よ 

っ

て

「
宿
業
」
を
見
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
そ
の
も
の
の
性
格
か
ら
し
て
必
然
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
結
論
を
先
取 

り
し
て
言
え
ば' 

す
で
に
し
て
在
り' 

今
こ
の
よ
う
に
在
る
と
い
う
自
己
自
身
へ
の
透
明
な
信
知
と
い
う
こ
と' 

そ
れ
は
何
等
か
の
存
在 

の
分
析
の
結
果
と
し
て
の
存
在
解
釈
で
は
な
く
て
、
す
で
に
見
出
さ
れ
て
い
る
自
己
と
の
値
遇
に
お
け
る
自
己
自
身
へ
の
回
帰
と
し
て
、
 

自
己
が
唯
一
無
二
の
自
己
と
成
る
と
い
う
性
格
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
課
題
こ
そ
が' 

そ
れ
を
意
識
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら 

ず
、
「
生
ま
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て' 

誰
に
で
も
共
通
し
た
普
遍
的
な
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。

と
、
同
時
に
こ
の
こ
と
は
一
人 

ひ

と

り
の

「
信
知
」
に
お
い
て
の
み
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
誰
に
で
も
あ
る
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、

一
般
化
で
き
な
い
質
の
問 

題
で
も
あ
る
。
自
己
が
な
ぜ
自
己
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
誰
か
が
替
わ
っ
て
問
え
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な 

答
え
が
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
客
観
的
な
証
明
を
も
っ
て
は
一
般
化
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
宗
教
的
課
題
と
い
う
こ
と
の
基
本
的
な
性
格
が
あ
る
。
た
と
え
、
何
か
の
言
葉
が
ど
れ
ほ
ど
絶
対
的
な
真
理
で
あ
る
と
強
調
さ 

れ
た
と
し
て
も
「
そ
れ
が
自
明
化
さ
れ
た
一
般
論
と
な
る
か
ぎ
り
、
そ
の
言
葉
は
命
を
失
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
教
理
の
分
析
に
終

20



始
し
て
き
た
仏
教
の
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
。
「
宿
業
」
と
い
う
こ
と
は
、

問
題
そ
の
も
の
の
性
格
と
し
て
、

教
義
的
解
釈
の
埒
外
に
あ 

る
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
れ
は
、
『
観
経
』

の
序
分
に
お
い
て
韋
提
希
の
問
い
に
対
し
て
、

釈
尊
が
沈
黙
を
も
っ
て
応
答
さ 

れ
た
よ
う
に' 

釈
尊
の
存
在
が
韋
提
希
自
身
に
う
な
ず
か
れ
る
と
こ
ろ
に
開
か
れ
る
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
の
存
在
事 

由
と
自
己
の
存
在
と
が
一
つ
に
な
る
形
で
、
教
法
と
唯
一
無
二
の
自
身
と
の
関
係
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
聞
法
が
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
の
意
味
で
存
在
観
・
人
間
観
と
し
て
「
宿
業
」
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
と
は
何
か' 

人
間
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
説
明
的
な 

解
釈
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
の
生
き
る
こ
と
が
、
同
時
に
自
己
存
在
を
尋
ね
歩
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
人
間
観
で 

あ
る
。
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
生
の
全
体
が
虚
無
の
な
か
を
彷
徨
す
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
常
に
意
味
を
求
め
、
自
己
の 

存
在
を
価
値
あ
ら
し
め
る
べ
く
生
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
人
間
了
解
，
存

在

了

解

が

「
宿
業
」
の
問
題
で
あ
る
。

こ 

の
よ
う
な
問
い
を
問
う
こ
と
の
困
難
さ
は
、
問
う
人
間
自
身
の
不
明
性
に
由
来
す
る
。
問
う
人
間
自
身
の
既
知
の
領
域
に
答
え
は
な
い
の 

で
あ
る
。
た
だ
問
う
こ
と
の
、
そ
の
問
い
の
出
発
点
に
、
そ
の
よ
う
な
問
い
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に
、
当
然
の
事
と
し
て
疑
わ 

れ
る
こ
と
な
く
あ
っ
た
自
己
存
在
へ
の
了
解
が
、
「
虚
妄
・
顚
倒
」
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
形
で
自
覚
さ
れ
る
と
き
に
、
「
宿
業
」

の

「
信 

知
」
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

い
ま
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
宿
業
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
な
性
格
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
る
の
か
、
 

ま

た

「
宿
業
」
が
明
ら
か
に
な
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
に
お
い
て
言
え
る
こ
と
な
の
か
が
、
基
本
的
に
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
曾
我
量
深
師
を
代
表
に
近
代
の
真
宗
教
学
に
お
い
て
、
 

強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
私
は
そ
の
こ 

と
を
結
論
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、

問
題
の
出
発
点
と
し
て
確
か
め
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
宿
業
」
と
い
う
こ
と
が
意 

識
さ
れ
る
に
せ
よ' 

さ
れ
な
い
に
せ
よ' 

そ
の
こ
と
こ
そ
が
仏
説
に
尋
ね
ら
れ
る
べ
き
基
本
的
問
題
で
あ
り' 

し
た
が
っ
て' 

仏
陀
の
教 

説
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
の
応
答
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
対
機
説
法
と 

し
て
の
方
便
と
い
う
以
上
の
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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二
本
願
念
仏
の
行
証
と
「
業
」

仏
伝
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
苦
行
の
虚
し
さ
を
知
る
こ
と
で
、
菩
提
樹
下
に
座
ら
れ
、
苦
悩
の
元
を
内
観
さ
れ
る
こ
と
で
正
覚
を
得
ら
れ 

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
釈
尊
が
自
己
を
ど
れ
だ
け
延
長
し
て
も
自
己
自
身
を
超
越
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
身
を
も
っ
て 

知
ら
れ
、
現
在
す
る
苦
悩
の
元
を
苦
悩
に
即
し
て
尋
ね
て
い
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
営
為
は
意
識
的
な
自 

己
省
察
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
存
在
を
成
立
さ
せ
て
い
る
基
盤
が
何
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
で
あ
り' 

釈
尊
は
人
間
の
自
己
存
在
そ
の
も 

の
へ
の
無
知
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
明
の
事
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
既
知
の
存
在
了
解
の 

無
根
拠
性
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は
釈
尊
に
固
有
の
特
別
な
神
秘
体
験
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
す 

べ
て
の
人
間
存
在
に
共
通
す
る
「
法
」(

道
理)

で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
に
教
え
が
説
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
釈
尊
の
正
覚
と
は
「
法
」 

の
開
顕
で
あ
り
、
そ
こ
に
具
体
的
な
仏
教
の
歴
史
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

仏
教
の
歴
史
的
展
開
は
編
年
史
的
に
は' 

原
始
仏
教
か
ら
阿
毘
達
磨
仏
教
へ
、
般
若
中
観
の
初
期
大
乗
仏
教
か
ら
瑜
伽
唯
識
、
華

厳

・
 

法
華
に
よ
る
一
乗
、
そ
し
て
全
仏
教
・
全
宗
教
を
包
摂
し
た
密
教
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
仏
教
の
在 

り
方
は
並
存
し
つ
つ
、
論
戦
を
交
え
て
い
っ
た
の
が
実
際
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
複
雑
な
事
情
や
要
素
が
か
ら
み
あ
っ
て
、
単
純
な
図
式
で

⑤
 

は
割
り
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
仏
教
の
展
開
を
究
極
へ
向
っ
て
の
止
揚
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ 

の
編
年
史
的
な
仏
教
史
か
ら
す
る
と
、
浄
土
教
は
大
乗
仏
教
の
展
開
に
お
け
る
一
派
生
と
し
て
、
仏
教
に
お
け
る
一
つ
の
特
殊
な
在
り
方 

と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
結
果
論
か
ら
仏
教
を
分
類
す
る
こ
と
で
、
仏
教
は
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
が
様
々
な
形
で 

展
開
し
て
い
っ
た
こ
と' 

そ
の
こ
と
を
仏
教
の
発
展
と
見
る
か
、
変

質

，
堕
落
と
見
る
か
は
別
に
し
て
、
ま
ず
そ
こ
に
一
貫
し
て
い
る
課 

題
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
「
法
」

の
開
顕
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、

仏
教
と
い
う
こ
と
は
確
か
め
得 

る
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
「
法
」
と
い
う
事
柄
は
事
物
に
つ
い
て
の
解
釈
で
は
な
く
て
、

存
在
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
道
理
で
爲
る
か
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ら
、
仏

教

は

「
法
」

の
自
覚
自
証
に
お
い
て
の
み
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。
 

浄
土
教
は
こ
の
釈
尊
に
よ
る
「
法
」
の
開
顕
を
、
本
願
念
仏
の
教
法
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
浄
土
を
も
っ
て
衆
生
を
救
済
す
る 

と
い
う
本
願
に
お
い
て
、
浄
土
往
生
の
行
と
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
が
選
択
回
向
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
『
無
量
寿
経
』

の
教 

説
で
あ
り
、
そ

の

「
伝
承
と
己
証
」
が
、
親
鸞
が
確
か
め
明
ら
か
に
し
た
「浄
土
真
宗
」
な
る
仏
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
限
定
さ
れ 

た
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
こ
と
の
積
極
的
な
意
味
を
考
え
る
な
ら
ば
、
大
乗
仏
教
の
展
開
に
お
け
る
課
題
へ
の
応
答
と
し
て
、

⑥
 

仏
教
の
具
体
的
な
表
現
が
為
さ
れ
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
 

少
し
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
の
は
、

念
仏
の
伝
統
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
伝
承
と
い
う
こ
と
は' 

仏
教
の
特
殊
な
一
形
態
で
あ
る
と
す
る
通
例
の
仏
教
観
か
ら
す
る
常
識
を
再
検
討
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
私
は
そ
れ
が
特
殊 

で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、

こ
と
さ
ら
に
弁
明
を
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
普
遍
的
な
真
実
が
形
を
取
る
こ
と
の
重
要 

性
に
注
目
し
て
き
た
の
が
浄
土
の
仏
教
の
伝
統
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
が
、

曇

總

の

『
浄
土
論
註
』

で
あ
る
。
『
浄
土 

論
註
』
を
読
む
と
き' 

曇

鸞

が

「
業
」
と
い
う
言
葉
を
か
な
り
重
視
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
曇
鸞
の
時
代
は
、
中
国
へ
仏 

教
が
伝
わ
り
、
般
若
中
観
を
中
心
と
し
て
大
乗
仏
教
の
思
想
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
『
浄
土
論
註
』
に
は
『
維
摩
経
』
・
『
法 

華
経
』"

『
華
厳
経
』
を
始
め
と
す
る
経
典
、

龍

樹

の

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
・
『
大
智
度
論
』
・
『
中
論
』
、
 

鳩
摩
羅
什
と
そ
の
門
弟
の
註
釈
書 

で

あ

る

『
注
維
摩
経
』
な
ど
、
多
く
の
経
論
釈
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
面
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
中
国
初
期
大
乗
仏
教
の
思
想
が
網 

羅
さ
れ
て
お
り
、

実
際
に
日
本
に
始
め
て
伝
わ
っ
た
の
は
三
論
宗
の
註
釈
書
と
し
て
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
『
浄
土
論
註
』
は

『
無
量
寿 

経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』
と
い
う
題
号
自
体
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
無
量
寿
経
』
・
『
観
無
量
寿
経
』
・
『
阿
弥
陀
経
』
の
三
部
の
経
典
を 

基

軸
と

し

た

『
浄
土
論
』

の
註
釈
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
『
浄
土
論
註
』
を
読
む
か
ぎ
り
、

龍
樹
の
仏
教
思
想
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
は 

明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
に
も
、
曇
鸞
の
視
点
は
『
十
住
毘
婆
沙
論
』

の

「
易
行
品
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
菩
薩
道
の
不
退 

転
地
の
獲
得
と
い
う
、
私
た
ち
が
仏
道
を
歩
む
と
き
の
仏
教
の
実
際
面
の
課
題
が
主
題
で
あ
っ
て
、
般
若
中
観
の
教
理
体
系
・
論
理
の
了
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解
が
主
題
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
浄
土
論
註
』

の
序
分
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

易
行
道
と
い
う
こ
と
、

誰
も
が
歩
み
得
る
仏 

道

の

発

見(

自
己
存
在
の
成
立
自
体
に
か
か
わ
る
「
他
力
の
持
つ
」
と
い
う
事
実
へ
の
目
覚
め)

こ
そ
が
、
曇

鸞

が

『
浄
土
論
』
を
註
解 

す
る
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
浄
土
三
部
経
と
、
「
易
行
品
」
に
説
か
れ

る
「
憶
念
弥
陀
仏
本
願
」
、
「
弥
陀
の
名
号
」
、
世
親 

の

『
浄
土
論
』
巻

頭

の

「
世
尊
我
一
心 

帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国
」
と
の
呼
応
に
、
曇
舞
の
見
定
め
て
い
る
仏
教
了
解

⑧

の
基
点
が
あ
る
。
 

こ

の

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
な
る
弥
陀
の
名
号
の
行
証
を
、
曇
鸞
は
人
間
存
在
の
苦
悩
の
本
質
と
の
関
係
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 

そ
の
と
き
、
 

こ
の
よ
う
な
了
解
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
が
「
業
」

の
問
題
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』

で
は
解
義
分
に
五
念
門
に
か
ん
す
る
身 

口
意
の
三
業
・
「智
業
」
・
「方
便
智
業
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
『
浄
土
論
註
』

で
は
曇
鸞
は
浄
土
・
仏

・
菩
薩
の
三
種
荘 

厳
功
徳
を
本
願
に
即
し
て
註
釈
す
る
に
際
し
て'

「
業
」
と
い
う
言
葉
、

ま

た

「
業
」
の
問
題
を
頻
繁
に
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

な
ぜ
、
浄
土
・
仏'

咅
薩
が
荘
厳
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
、
曇
鸞
は
弥
陀
の
本
願
の
発
起
と
し
て
註
釈
す
る
が' 

そ
の
と
き
見

⑨
 

据
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、

「
業
」
に
か
か
わ
る
人
間
の
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
文
面
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、

一
例 

を
上
げ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
荘
厳
一
切
所
求
満
足
功
徳
の
註
解
で
は
、
 

有
る
国
土
を
見
そ
な
わ
す
に
、
或
い
は
名
高
く
、
位
重
く
し
て
潜(

か
わ
る)

処
す
る
に
由
な
し
。
或
い
は
人
、
凡
性
、
鄙
く
し
て
出 

と
烯
う
に
路
な
し
。
或
い
は
侑(

な
が
し)

短

繫(

つ
な)

業
、
制
す
る
に
己
に
在
ら
ず
。
阿
私
陀
仙
人
の
如
き
の
類
な
り
。
是
の
如
き 

等
の
業
風
の
為
に
吹
か
れ
て
自
在
を
得
ざ
る
こ
と
あ
り
。(
『
真
聖
全
』
巻
一
、
二
九
八
頁(

)

の
部
分
は
、
親
鸞
の
左
仮
名) 

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
言
わ
れ
る
「
業
」
は
、
特
に
存
在
の
限
定
を
指
し
示
す
意
味
で
あ
る
。
身
分
の
上
下
、
寿
命 

の
長
短
と
い
う
例
に
よ
っ
て
、
曇

鸞

は

「
業
」
に
繫
縛
さ
れ
て
自
由
を
失
っ
て
い
る
人
間
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
始
め
の
二
つ 

の
事
例
は
身
分
的
差
別
の
固
定
と
も
な
り' 

問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
曇
鸞
の
言
い
た
い
こ
と
は
身
分
が
高
か
ろ
う
が
、
低
か
ろ 

う

が

「
自
在
」
を
得
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
阿
私
陀
仙
人
」
は
、

釈
尊
の
誕
生
に
立
ち
合
う
こ
と
は
で
き
た
が
、

釈
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尊
の
成
道
を
知
り
つ
つ
ゝ
そ
の
と
き
ま
で
寿
命
が
な
い
こ
と
を
嘆
き
悲
し
ん
だ
存
在
と
し
て
仏
伝
に
出
て
く
る
。
有
限
無
常
の
時
を
様/I
 

の
条
件
の
元
に
、

一
回
的
に
誰
と
も
代
れ
な
い
自
己
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ

こ

に

「業
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
る
「
存
在
事 

実
」
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
限
定
性
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
深
い
自
由
へ
の
要
求
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
 

そ
の
要
求
に
か
か
わ
っ
て
『
浄
土
論
註
』
で
く
り
返
し
問
題
と
さ
れ
る
「虚

妄

，
顚
倒
」
の
自
覚
を
促
す
仏
の
教
化
が
あ
る
。
「
虚

妄

・
顚 

倒
」
に
あ
る
か
ぎ
り
、
業
の
繫
縛
、
自
己
の
行
為
・
自
己
の
生
み
出
し
た
も
の
に
人
間
が
束
縛
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
か
ら 

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
曇
鸞
の
了
解
の
仕
方
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、

「
業
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
苦
悩
す
る
人
間
の
問
題
に
お
い
て
、

曇
鸞
が 

『
浄
土
論
』
を
註
釈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
時
に
曇
鸞
は
、
「
業
」
と
い
う
言
葉
は
煩
悩
，
罪
悪
に
か
か
わ
る
「
有 

漏
業
」
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
「
無
漏
業
」
・
「清
浄
業
」
と
し
て
も
積
極
的
に
使
用
し
て
い
る
。

「
無
漏
業
」
・
「清
浄
業
」
と
し
て
の 

「業
」

の
了
解
が
、
す
で
に
曇
鸞
当
時
の
中
国
仏
教
に
定
着
し
た
表
現
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
曇
鸞
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
私
に 

は
わ
か
ら
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
曇
鸞
の
仏
教
了
解
の
基
本
に
「
業
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
こ
と' 

そ
の
こ
と
が
道
綽
・
善
導
へ
と 

継
承
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
人
間
の
苦
悩
に
即
し
て
の
「
法
」
の
開
顕
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
 

そ

の

「
法
」
が

「
業
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
曇

鸞

が

『
浄
土
論
註
』
で' 

初

め

て

「
清
浄 

業
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
く
る
の
は'

「
真
実
功
徳
相
」
の
註
釈
で
あ
る
。

真
実
功
徳
相
は
二
種
の
功
徳
あ
り
。

一
に
は
有
漏
の
心
よ
り
生
じ
て
法
性
に
順
ぜ
ず
。

い
わ
ゆ
る
凡
夫
人
天
の
諸
善'

人
天
の
果
報
、
 

若
し
は
因
、
若
し
は
果
、
皆
是
れ
顚
倒
、
 

皆
是
れ
虚
偽
な
り
。
是
の
故
に
不
実
の
功
徳
と
名
く
。
二
に
は
菩
薩
智
慧
清
浄
の
業
よ
り 

起
り
て
仏
事
を
荘
厳
す
。
法
性
に
依
り
て
清
浄
の
相
に
入
る
。
是
の
法
、
顚
倒
せ
ず
、
虚
偽
な
ら
ず
、
名
け
て
真
実
功
徳
と
為
す
。
 

(

『
同
』
、
二
八
四
頁)

こ

の
文
は
『
浄
土
論
』

の

「
如
来
即
真
実
功
徳
相
」
の
曇
鸞
の
了
解
で
あ
る
が
、

如
来
と
は
実
体
的
な
存
在
者
で
は
な
く
、

「
凡
夫
人
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天
」

の

現

実

を

「
不
実
」
と
言
い
切
る
こ
と
に
お
い
て
、
真
実
に
帰
入
せ
し
め
る
「
法
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の 

こ
と
が
抽
象
的
な
理
念
で
は
な
く
て
、

「
功
徳
」
と
し
て
言
わ
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

形
な
き
真
実
が
「
不
実
」

の
衆
生
の
苦
悩
を 

契
機
と
し
て
形
を
取
る
と
き
、
そ
の
発
起
の
元
が
「
菩
薩
智
慧
清
浄
の
業
よ
り
起
り
て
」
と
述
べ
ら
れ
、
そ
こ
に
仏
事
が
「
荘
厳
」
さ
れ 

る
。
「
荘
厳
」
の
意
味
は
、
「
か
ざ
る
、
か
た
ど
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
表
現
し
え
な
い
こ
と
を
何
等
か
の
形
を
借
り
て
現
わ
す
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
仏
教
が
説
く
こ
と
は
基
本
的
に
物
理
的
な
現
象
の
説
明
で
は
な
く
て' 

苦
悩
か
ら
の
解
脱 

で
あ
り
、
そ
の
苦
悩
の
元
を
人
間
の
基
本
に
あ
る
物
事
の
見
方
、
そ
れ
に
基
づ
く
要
求
、
そ
の
要
求
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
価
値
観
・
世 

界
観
な
ど
の
問
題
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
『
浄
土
論
註
』
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
「
荘
厳
」
と
い
う
こ
と
も
、

智
慧 

と
大
悲
と
い
う
菩
薩
の
心
が' 

身
と
土
を
も
っ
て
生
き
る
人
間
の
現
実
に
同
じ
て
、
虚

妄

，
顚
倒
を
ひ
る
が
え
し
て
い
く
「
功
徳
」
と
し 

て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
註
釈
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
浄
土
論
註
』
下
巻
の
次
の
文
で
あ
る
。

諸
経
に
統(

す
べ
て)

し
て
言
わ
く
。
五
種
の
不
可
思
議
あ
り
。

一
者
衆
生
多
少
不
可
思
議
、
二
者
業
力
不
可
思
議
、
三
者
龍
力
不
可 

思
議
、
四
者
禅
定
力
不
可
思
議
、
五
者
仏
法
力
不
可
思
議
。
此
の
中
の
仏
土
不
可
思
議
に
二
種
の
力
あ
り
。

一
者
業
力
、
謂
く
法
蔵 

菩
薩
の
出
世
の
善
根
と
、
大
願
業
力
と
の
所
成
な
り
。
二
者
正
覚
の
阿
弥
陀
法
王
善
住
持
カ
に
摂
せ
ら
れ
た
り
。(

『
同
』
、
三
一
七
頁) 

『
浄
土
論
』
自
体
に
は
「本
願
力
」,

「
不
可
思
議
カ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
『
浄
土
論
註
』
で
曇
鸞
は
現
代
で
も
常
に
問
題
に
な
る 

「
他
力
」(

序

分

，
結
釈)

と
い
う
俗
語
で
、

ま
ず
本
願
力
を
表
現
し
て
い
る
。

そ

し

て

『
論
註
』

の
そ
れ
ぞ
れ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
箇
所 

で

「
力
」
の
言
葉
を
多
用
し
て
い
る
。

『
無
量
寿
経
』

の
教
説
で
あ
る
「
弥
陀
の
本
願
」
の
基
本
的
な
内
容
は
、

衆

生

の

「
生
死
勤
苦
の 

元
を
抜
く
」
た
め
に
仏
国
土
を
建
立
し
て
、
そ
の
国
土
に
衆
生
を
共
に
等
し
く
迎
え
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
阿
弥
陀
仏 

の
因
位
，
法
蔵
菩
薩
は
、
衆

生

の

「
生
死
勤
苦
」

の
只
中
に
お
い
て
超
世
の
願
を
発
し
、
限
り
な
い
修
行
に
お
い
て
浄
土
を
建
立
す
る
。
 

曇
鸞
は
こ

の
『
無
量
寿
経
』

の
教
説
を
『
浄
土
論
』

の

「
本
願
力
」
の
一
句
に
読
み
込
ん
で
、
虚
妄
顚
倒
に
お
い
て
流
転
し
て
い
く
衆
生
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の
境
界
を
転
じ
て
浄
土
に
至
ら
し
め
る
「
力
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

こ
の
文
章
は
『
浄
土
論
』

の

「
不
可
思
議
カ
」
に
つ
い
て
の
注
釈 

で
あ
る
。
は
じ
め
の
五
種
の
「
不
思
議
」

の

「業
力
不
可
思
議
」
は
、
衆
生
に
様
々
の
違
い
が
あ
る
の
は
「
業
」

の
異
な
り
が
あ
る
と
い 

う

意

味

の

「
不
思
議
」
と
さ
れ
て
い
る
。

次

の

「
仏
土
不
可
思
議
」
の

「業
力
」
は
、

「
仏
土
」

の
因
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ 

る
。
同

じ

「
業
力
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
意
味
の
重
な
り
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
 

「
業
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
具
体
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
仏
教
の
教
説
の
基
盤
は
「
真
如
法
性
」
と
説
か
れ
る
形
な
き
真 

実
に
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
に
明
ら
か
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

『
無
量
寿
経
』

の
教
説
は
阿
弥
陀 

仏
の
正
覚
が
他
の
仏
の
正
覚
よ
り
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
全
て
の
存
在
が
平
等
に
「証
」
に
触
れ
る
道
を
「
弥 

陀
の
本
願
」
と
し
て
説
く
こ
と
に
あ
る
。

そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
に
限
っ
て
の
別
願
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
業
力
」
と
い
う
言
葉 

に
よ
っ
て
、

「
本
願
力
」
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
そ
こ
に
見
て
い
け
る
で
あ
ろ
う
。

ど
れ
ほ
ど
普
遍
性
が
強
調
さ
れ
て
も
、
 

そ
れ
だ
け
で
は
抽
象
的
な
観
念
に
終
わ
る
こ
と
は
私
た
ち
が
い
つ
も
感
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
乗
仏
教
の
興
起
に
お
い
て
、
仏
の
因

⑩
 

位
を
説
く
経
典
が
出
現
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
の
必
然
性
も
こ
こ
に
見
て
い
け
る
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
、
今
ま
で
見
て
き
た
『
浄
土
論
註
』
に
お
け
る
「業
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
の
教
説
が
、
も
っ
と
も
集
約
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の 

こ
と
が
人
間
の
根
本
的
な
自
覚
と
救
済
の
問
題
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ハ
番
問
答
で
あ
ろ
う
。
ハ
番
問
答
は
世
親
が
『
願 

生
偈
』

の
最
後
の
偈
頌
に
お
い
て
「
普
共
諸
衆
生
」
と
呼
び
か
け
た
「
諸
衆
生
」
と
は
、
誰
の
こ
と
で
あ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
の
八
つ
の
問 

答
で
あ
る
。

曇
鸞
は
こ
の
問
題
を
『
無
量
寿
経
』
第

十

八

願

の

「
唯
除
」

の
機
と
、

『
観
無
量
寿
経
』

の
下
品
下
生
の
機
と
の
会
通
に
よ 

っ
て
行
な
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
た
ん
に
経
説
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
の
作
業
で
は
な
い
。

「
十
方
の
衆
生
よ
」
と
呼
び 

か
け
る
弥
陀
の
誓
願
、
「普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
」
と
呼
び
か
け
る
世
親
の
発
遣
、

し
か
し
、
そ
の
呼
び
か
け
は
、

ま
さ
に
そ
の
こ
と
を 

自
ら
の
事
と
し
て
聞
く
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
願
が
自
身
の
た
め
に
発
起
さ
れ
る
こ
と
の
必
然
性
を
信
知
す
る
こ
と 

を
抜
き
に
し
て' 

本
願
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 

ハ
番
問
答
で
問
わ
れ
る
「
五

逆

・
謗
法
」
と
い
う
罪
の
問
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題
も
、
あ
る
特
定
の
個
人
に
限
定
さ
れ
る
問
題
で
は
な
く
て
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
な
る
本
願
の
名
号
が
、

私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
自
覚 

内
容
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
か
と
い
う
と
き
の
、
そ
の
自
覚
内
容
に
か
か
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

⑪

曇
鸞
は
ハ
番
問
答
を
通
し
て
、

「
五
逆
」

の

基
底

に
「
謗
法
」
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

た

と

え

「
五
逆
」
と
い
う
具
体
的
な
罪
を
犯 

さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
「
謗
法
」

の
罪
が
決
定
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
謗
法
」
と
い
う
こ
と
は
、

た
ん
に
形
と
し 

て
仏
教
を
謗
る
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

い
く
つ
か
の
大
乗
経
典
で
は
そ
の
教
説
の
流
布
に
か
か
わ
っ
て
、
具
体
的
に
そ 

の
経
典
を
読
誦
し
伝
え
る
者
の
功
徳
を
強
調
し' 

そ
の
経
典
を
謗
る
者
を
厳
し
く
指
弾
す
る
形
で
、
「
謗
法
」
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
経
典
の
成
立
と
受
容
に
際
し
て' 

そ
の
背
景
に
様
々
な
論
難
と
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

し
か
し
、
「
弥
陀
の 

本
願
」
を
説
く
浄
土
経
典
の
中
国
に
お
け
る
受
容
に
お
い
て
は
、
「
五
逆
・
謗
法
」

の
問
題
が
一
つ
の
大
き
な
主
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
、
親

鸞

が

『
教
行
信
証
』
信

巻

で

『
涅
槃
経
』
と

『
浄
土
論
註
』
，
『
観
経
散
善
義
』
に
よ
っ
て
、
課
題
的
に
明
瞭
に
し
て
い 

る
こ
と
で
あ
る
が
、

私
た
ち
の
存
在
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
我

見

・
我
所
見
」
「虚
妄
・
顚
倒
」
こ
そ
が
、

真
実
を
知
る
こ
と
な
く
生 

き
て
い
る
私
た
ち
に
、
「
謗
法
」
と
教
え
ら
れ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
、
「
五
逆
」
が

「
謗
法
」
か
ら
必
然
す
る
こ
と
を
確
か
め
た 

上
で' 

次
の
よ
う
な
問
答
を
設
け
て
問
題
を
総
括
す
る
。

問
う
て
日
く
。
業
道
経
に
言
わ
く
。
業
道
は
秤
の
如
し
。

重
き
者
、

先
ず
牽
く
と
。
『
観
無
量
寿
経
』
に
言
う
が
如
し
。
人
あ
り 

て
五
逆
十
悪
を
造
り
、
諸
の
不
善
を
具
せ
ら
ん
。
悪
道
に
堕
し
て
多
劫
を
経 

歴
し
て
無
量
の
苦
を
受
く
。
命
終
の
時
に
臨
み
て
善 

知
識
の
教
え
に
遇
い
て
、
南
無
無
量
寿
仏
と
称
せ
ん
。
是
の
如
き
心
を
至
し
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
て
、
十
念
を
具
足
し
て
便
ち 

安
楽
浄
土
に
往
生
し
て
、
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
り
て
、
畢
竟
じ
て
退
せ
ず
。
三
塗
の
諸
の
苦
と
永
く
隔
て
ん
。
先
ず
牽
く
の
義\ 

理
に
於
い
て
い
か
ん
ぞ
。
又' 

曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
備
さ
に
諸
の
行
を
造
り
て' 

有
漏
の
法
は
三
界
に
繫
属
せ
り
。
但
、
十
念
を
阿 

弥
陀
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
る
を
以
て
、
便
ち
三
界
を
出
ず
。
繫
業
の
義
、
云
何
が
欲
わ
ん
や
。

答
え
て
日
く
。
汝' 

五
逆
十
悪
の
繫
業
等
を
重
し
と
為
し
、
下
下
品
の
人
の
十
念
を
以
て
軽
と
為
し
て
、
罪
の
為
に
牽
か
れ
て
先
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ず
地
獄
に
堕
し
て
三
界
に
繫
在
す
べ
く
ば
、
今
、
当
に
義
を
以
て
軽
重
の
義
を
校
量
す
べ
し
。
心
に
在
り
、
縁
に
在
り' 

決
定
に
在 

り' 

時
節
の
久
近
多
少
に
は
在
ら
ざ
る
な
り
。(
『
同
』
、
三
〇
九
頁)

こ
の
文
は
、
「
五
逆
」

の

「
悪
業
」
を
造
っ
た
者
が
、
「
十
念
の
称
名
」
で
往
生
で
き
る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
疑
い
を
含
ん 

だ
問
答
で
あ
る
。
「
業
道
経
」
と
は
、
具
体
的
な
経
典
名
で
は
な
く
、
「
業
道
」
を
説
い
て
い
る
経
と
さ
れ
て
い
る
。
業
が
果
を
牽
く
と
い 

う
道
理
か
ら
す
れ
ば
、
「
五
逆
」
は

「
悪

道
(

地
獄)

」
に
堕
す
る
こ
と
が
当
然
の
報
い
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
わ
ず
か
十
念
の
称
名
で
た 

だ
ち
に
浄
土
に
往
生
で
き
る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

曇
鸞
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、

「
五
逆
十
悪
の
繫
業
」
と 

『
観
経
』

に
説
か
れ
る
「
下
下
品
の
十
念
」
の

「
軽
重
」
を
比
べ
る
こ
と
で
答
え
る
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
「
心
に
在
り
」
と
は
、

「
五 

逆
」
は

「虚
妄
顚
倒
の
見
」
に
依
止
し
て
生
じ
た
の
に
対
し
て'

「
十
念
」
は
善
知
識
の
教
え
に
依
っ
て
実
相
の
法
を
聞
く
こ
と
で
生
じ
た
。
 

千
年
の
闇
の
部
屋
で
あ
っ
て
も
、

一
旦
、

光
が
入
る
な
ら
ば
闇
が
晴
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

「
縁
に
在
り
」
と
い
う 

こ
と
は
、
「
五
逆
」
は

「妄
想
の
心
」
に
依
止
し
て

「
煩
悩
虚
妄
の
果
報
の
衆
生
」
に
依
っ
て
生
じ
た
の
に
対
し
て
、
「
十
念
」
は

「
無
上 

の
信
心
」
に
依
止
し
て
「
阿
弥
陀
如
来
の
真
実
功
徳
の
名
号
」
に
依
っ
て
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
決
定
に
在
り
」
と
は
、
「
五
逆
」 

は

「
有

後

心

・
有
間
心
」
に
依
止
し
て
生
じ
た
の
に
対
し
て
、
「
十
念
」
は

「
無

後

心

・
無
間
心
」
に
依
止
し
て
生
じ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
 

曇
鸞
の
答
え
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
は
、
「
五

逆

，
十
悪
」
の

「
悪
業
」
と
い
う
こ
と
が
、
「
虚
妄
顚
倒
の
見
」
・
「妄
想
の
心
」
に
依
止 

す
る
衆
生
の
在
り
方
に
必
然
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

「
五
逆
」
と
い
う
こ
と
に
人
間
の
現
実
相
が
見
極
め
ら
れ
て
い
る 

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
虚
妄
顚
倒
」
に

お

い

て

「
三
界
」
を
流
転
し
て
い
く
人
間
の
在
り
方' 

そ

こ

に

「
業
」
に
繫
縛
さ
れ
て
い
る
人 

間
の
姿
が
あ
る
。

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
な
る
名
号
に
よ
っ
て
、
流

転

の

「
業
」
が
転
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
は
何
等
か
の
行
の
蓄 

積
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
て
、
依
止
の
転
換
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

『
観
無
量
寿
経
』

の
下
下
品
は
「臨
終
苦
必
」
と
い
う
場
面
に
お
い
て
説
か
れ
る
教
え
で
あ
る
。
そ
の
表
現
だ
け
を
見
れ
ば
、
人
間
の 

限
界
情
況
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
切
の
も
の
が
間
に
合
わ
な
い
こ
と
を
最
も
実
感
す
る
情
況
が
、
死
に
直
面
す
る
と
き
で
あ
る
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か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

生
を
無
意
識
的
に
絶
対
化
し
て
生
き
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
「
臨
終
」
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
特
別 

な
場
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
命
の
実
際
は
そ
の
こ
と
を
意
識
す
る
か
、
否
か
に
か
か
わ
ら
ず' 

一
刻 

一
刻
に
生
き
つ
つ
死
に
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
命
の
事
実
に
即
し
て
私
た
ち
に
目
覚
め
を
呼
び
起
こ
し
て
く
る
の
が
、
仏
陀
の
教
説 

で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
「
弥
陀
の
名
号
」
に
お
け
る
依
止
の
転
換
と
は
、

自
己
を
絶
対
化
し
て
限
り
な
く
夢
の
な
か
を
彷 

徨
す
る
私
た
ち
の
在
り
方
の
転
換
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
現
在
す
る
自
身
へ
の
落
在
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

以
上
、
曇
鸞
に
お
け
る
「
業
」

の
了
解
に
つ
い
て
、
特
に
ハ
番
問
答
の
「
三
在
釈
」
に
集
約
す
る
形
で
考
察
し
て
み
た
。
こ
の
よ
う
な 

曇

鸞

の

「
業
」
に
か
ん
す
る
了
解
は
、
曇
鸞
の
碑
文
に
遇
っ
て
回
心
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
道
綽
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
さ
ら
な
る
展
開
を

⑬

し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
段
階
で
は
私
自
身
に
『
安
楽
集
』

の
読
み
込
み
が
で
き
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
検
討
は
次
の
機
会
に
譲
り
た
い
ー 

ま
た
、
本
論
文
を
執
筆
す
る
に
際
し
て
は
、
善

導

の

『
観
無
量
寿
経
』
了
解
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
、
『
観
経
散
善
義
』
「
深
信
」
釈
を
通
し 

て

「
宿
業
」
を
考
え
る
こ
と
で
結
論
と
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、

『
浄
土
論
註
』
を
通
し
て
検
討
し
た
問
題
の
展
開
を
、

道

綽

・
善
導
の 

次
第
で
考
察
し
た
い
と
思
う
の
で
、

こ
の
問
題
も
併
せ
て
次
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

註①
 

古
田
和
弘
著
「
初
期
中
国
仏
教
に
お
け
る
業
論
」(

雲
井
昭
善
編
『
業
思
想
研
究
』
所
収)

、
木
村
宣
彰
著
「
業
報
説
の
受
容
と
神
滅
不
滅
」(

『
仏 

教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
二
十
号)

等
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②
 

例
え
ば
、

舟
橋
一
哉
著
『
業
の
研
究
』
・
「
第
一
章
阿
含
に
顕
わ
れ
た
る
業
論
」(

法
蔵
館
刊
，
三
六
頁)

で
は
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ 

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
の
業
論
の
特
色
が
、

三
業
の
中
で
意
業
に
重
き
を
置
く
所
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

「
業
」
と
言
う
語
を
「
行
為
」
と
和
訳 

す
る
こ
と
は
、
こ
の
点
か
ら
言
っ
て
も
相
応
わ
し
く
な
い
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な
ら
ば
我
々
の
言
葉
と
し
て
は
、
心
の
中
で
「
か
く 

か
く
の
こ
と
を
為
そ
う
」
と
意
志
し
た
だ
け
の
範
囲
で
は
、
未

だ

「
行
為
」
と
は
名
づ
け
難
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
点
だ
け
を
取 

っ
て
言
え
ば
、
私

は

「
業
」
は

「
生
活
」
で
あ
る
と
言
っ
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
そ
の
中
で
身
・
語
二
業
は
身
体
的
生
活
で
あ
り
、
意
業
は
精 

神
的
生
活
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
面
の
生
活
を
総
括
し
た
も
の
が
「
命
」
で
あ
る
。
ハ
聖
道
の
中
で
、
正
思
・
正

語

・
正
業
の
三
は
、
次
第
の
如
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③④

く
意
業
・
語

業

・
身
業
に
当
る
と
せ
ら
れ(

こ
の
こ
と
は
阿
含
中
の
註
釈
経
典
が
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る)

、

普
通
こ
れ
ら
を
総
括
し
た
も
の 

が
次
の
正
命
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
が
、
「
命
」
は

「
生
活
」
又

は

「
生
活
方
法
」
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、

逆
に
言
え
ば
、

こ
こ
で
は
正
命
の
生 

活
が
意
・
語

・
身
の
三
に
分
け
ら
れ
て
、
そ
れ
等
が
そ
れ
ぞ
れ
正
思
・
正

語

・
正
業
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
言 

っ
て
も
、
業

は

命(

即
ち
生
活)

と
同
義
で
あ
る
と
見
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
日
常
語
で
も
「
宿
業
」
と

「
宿
命
」
と

を
(

そ
の 

受
け
取
り
方
の
上
に
は
天
地
の
隔
た
り
が
あ
ろ
う
が
、

言
葉
そ
の
も
の
の
持
つ
意
味
と
し
て
は)

、

殆
ん
ど
同
じ
意
味
で
使
っ
て
い
る
よ
う
で 

あ
る
。
け
れ
ど
も
「
業
」
を

「
生
活
」
と
訳
し
て
見
て
も
、
未
だ
、
業
が
心
を
内
容
づ
け
る
、
そ
の
よ
う
な
、
心
を
内
容
づ
け
た
所
の
業(

即 

ち
後
の
無
表
業)

の
意
味
が
、

「
生
活
」
と
い
う
言
葉
で
は
表
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
点
は
現
代
語
で
は
如
何
に
し
て
も
表
わ
し
切
れ
な
い
で 

あ
ろ
う
。

又

「
生
活
」
と
い
う
言
葉
は
抽
象
的
に
く
ら
し
の
全
体
を
指
示
す
る
言
葉
で
あ
っ
て
、

「
業
」
が
具
体
的
な
行
為
の
ー
ー
を
意
味
す 

る
の
と
異
り
、X

「
生
活
」
と
い
う
語
に
は
業
の
意
味
か
ら
幾
ら
か
逸
脱
し
た
よ
う
な
意
味(

特
に
経
済
生
活
を
主
と
す
る
面
及
び
意
志
以
外 

の
心
の
は
た
ら
き
を
も
含
〇
面)

も
あ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
訳
語
で
充
分
だ
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

こ
の
文
は
特
に
原
始
仏
教
で
の
「
ハ
正
道
」
に
か
ん
す
る
業
論
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
後
の
部
派
仏
教
・
阿
毘
達
磨
仏
教
に
お
い
て
は
「
業
」
に 

つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
，
定
義
が
行
な
わ
れ
て
い
く
が
、

「
業
」
と
い
う
言
葉
が
多
義
的
な
内
容
を
含
み
つ
つ
、

そ
の
一
言
で
全
体
を
言
い
表
わ
す 

よ
う
な
言
葉
と
し
て
仏
教
に
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
業
思
想
に
か
ん
し
て
は
、
現
代
ま
で
の
仏
教 

研
究
か
ら
系
統
的
に
見
て
い
け
る
よ
う
で
あ
る
が
、
中

国

，
日
本
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
が
私
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
専
門
家
の
ご 

教
示
を
願
い
た
い
。

一
昨
年
、
大
谷
大
学
同
和
資
料
室
、

真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
と
共
同
で
、

業
思
想
に
か
ん
す
る
雑
誌
論
文
を
収
集
し
た
。
「
宗
教
と
差
別
」
に 

つ
い
て
の
論
文
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
厳
密
に
業
思
想
の
み
に
限
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
約
千
三
百
件
の
論
文
を
収
集
し
た
。
ま
だ
、
整

理

・
 

分
類
が
で
き
て
い
な
い
の
で
充
分
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、

近
代
・
現
代
の
仏
教
研
究
に
お
い
て
、

「
業
思
想
」
が
仏
教
了
解
の
鍵
を
握
る
テ
ー
マ 

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

「
業
」
が
運
命
論
的
な
差
別
思
想
と
指
摘
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
弁
明
と
し
て
「
生
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
は
な
く
、
行
為
に
よ
っ
て
バ
ラ 

モ
ン
で
あ
る
」
と
い
う
『
ス
ッ
タ
・
ニ
パI

タ
』
等
の
教
説
が
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
人
間
の
意
志
の
自
由
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
否
定
し 

て
展
開
し
て
き
た
ヨ
ー 

口
ッ
パ
近
代
思
想
の
前
提
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
そ
の
も
の
が
現
代
で
は
疑
問
視
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
無
制
限
の
自
由 

と
い
う
こ
と
は
、
観
念
的
に
は
言
い
得
る
と
し
て
も
、
人
間
は
常
に
限
定
に
お
い
て
の
み
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
定
と
一
つ
に
な
る
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こ
と
を
抜
き
に
し
て
何
も
始
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
不
明
で
あ
る
と
こ
ろ
で
の
意
志
の
自
由
と
い
う
こ
と
が
、

い
か
な
る
悲
惨
な
事
態
を
引 

き
起
こ
し
て
い
る
か
、
そ
れ
は
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
回
の
論
文
で
は
触
れ
な
い
が
『
歎
異
抄
』
第
十
三 

章

の

「
宿
業
」
の
了
解
に
つ
い
て
、
上
田
義
文
氏
が
『
歎
異
抄
』
の
「
宿
業
」
は
仏
教
通
義
の
業
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
提
起
を
さ
れ
、
 

そ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

密
教
に
か
ん
し
て
は
、
中
国
に
お
い
て
は
統
一
的
な
教
判
は
為
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全
仏
教
を
統
括
し
た
精
緻
な
教
判
を
作
っ
た
の
は
日
本
の
空
海 

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
イ
ン
ド
・
中
国
で
す
で
に
顕
密
の
教
判
が
定
着
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
密
教
の
教
判
は
空
海
以
後
の
日
本
仏
教
の
中
で
常 

識
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
然
、
何
事
か
が
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
普
遍
的
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
よ
う
と
一
つ
の
限
定
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
た
の
が
浄
土
教
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
う
。
拙

稿

「
法
然
の
『
無
量
寿
経
』
観
」(

『
大
谷
学
報
』
第 

73
巻
第4
号)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
浄
土
論
註
』
序
分
で
大
乗
菩
薩
道
の
課
題
に
か
か
わ
っ
て
難
行
，
易
行
が
問
題
と
さ
れ
る
必
然
性
、
ま
た
難
行
・
易
行
と
い
う
こ
と
が
実
際
に 

歩
む
と
い
う
実
感
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

広
瀬
杲
著
『
真
宗
救
済
論
』
(

法
蔵
館
刊)

一
三
六
〜
一
四
七
頁
を
参 

照
さ
れ
た
い
。

こ
の
こ
と
は
『
浄
土
論
註
』
の
題
号
釈
に
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

無
量
寿
は
是
れ
安
楽
浄
土
の
如
来
の
別
号
な
り
。
釈
迦
牟
尼
仏
、
王
舎
城
お
よ
び
舎
衛
国
に
在
し
て
、
大
衆
の
中
に
し
て
無
量
寿
仏
の
荘
厳
功 

徳
を
説
き
た
ま
え
り
。
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
す
。
後
の
聖
者
、
婆
藪
槃
頭
菩
薩
、
如
来
大
悲
の
教
を
服
膺
し
て
経
に
傍
え
て
願 

生
の
偈
を
作
れ
り
。(

『
真
聖
全
』
巻
一
、
二
七
九
頁)

昨
年
の
大
谷
大
学
同
和
教
育
委
員
会
第
一
部
会
で
、
「
『
浄
土
論
註
』
に
お
け
る
「
業
」
の
問
題
」
と
い
う
こ
と
で
、
研
究
発
表
を
し
た
。
そ
の
と 

き
に
、

『
浄
土
論
註
』
の

「
業
」
に
か
ん
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
文
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
が
、

今
回
の
論
文
で
は
問
題
点
を
整
理
す
る
だ
け
に
と
ど 

め
た
い
。

昨
年
度
、
仏
教
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
仏
教
学
会
学
術
大
会
の
テ
ー
マ
は
「
誓
願
」
で
あ
っ
た
が
、
テ
ー
マ
設
定
の
要
旨
に
「
業
」
と
の
関
係 

が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
私
自
身
は
全
て
の
発
表
を
聞
い
て
い
な
い
の
で
実
際
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
本
学
の
鍵
主
先
生
が
そ
の
主
旨
に
そ
っ
た 

発
表
を
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
大
乗
仏
教
の
起
源
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
仏
教
学
に
お
け
る
重
要
な
主
題
で
あ
る
が
、
仏
舎
利
供
養
、
ジ
ャ
ー
タ

32



⑬
力
が
生
れ
て
く
る
経
緯
に
、
仏
陀
正
覚
の
因
位
・
発
願
が
人
間
の
具
体
的
な
苦
悩
の
問
題
と
の
関
係
に
お
い
て
見
定
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
得
る
で 

あ
ろ
う
。

ハ
番
問
答
の
原
文
に
つ
い
て
は
、
『
真
聖
全
』
第
一
巻
・
三
〇
七
頁
〜
三
一 

ー
頁
を
、
現
代
語
訳
は
、
『
大
乗
仏
典
』
中
国
日
本
篇
・
第

五

巻(

中 

央
公
論
社
刊)

お
よ
び
『
解
読
浄
土
論
註
』(

東
本
願
寺
刊)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
時
節
の
久
近
多
少
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
問
答
に
お
け
る
重
要
な
主
張
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
続
い
て
の
問
答
が
、
 

念
仏
の
多
少
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
阴
ら
か
で
あ
る
が
、
念
仏
を
人
間
に
お
け
る
行
修
と
し
、
救
済
の
手
段
と
し
て
し
か
受
け
止
め 

ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
信

・
疑
の
問
題
が
出
て
く
る
。
曇
鴛
が

『
浄
土
論
註
』
下

巻

・
起
観
生
信
章
に
お
い
て
、
問
答
を
通
し
て
「
如
実
修
行
相
応
」 

の
課
題
に
「
一
心
」
を
も
っ
て
答
え
て
く
る
必
然
性
を
こ
こ
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
道
綽
は
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
を
『
観
無
量
寿
経
』
の
下
下
品
に
よ
っ
て
受
け
止
め
て
い
る
。
ま
た
、
『
涅
槃
経
』
等
に
よ
っ
て
「
流 

転
無
窮
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
有
名
な
末
法
史
観
の
問
題
も
「
業
-

宿
業
」
と
関
係
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

(

『
真
聖
全
』
は

『
真
宗
聖
教
全
書
』
の
略
。
漢
文
は
書
き
下
し
文
に
旧
仮
名
使
い
は
現
代
仮
名
使
い
に
改
め
た
。)
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