
信
に
内
観
さ
れ
る
如
来

!

法
蔵
菩
薩
永
劫
修
行
の
内
景
と
し
て
の
「
還
相
回
向
釈
」!

序

親

鸞

に

お

け

る

如

来

観
 

親
鸞
に
お
け
る
如
来
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
う 

ま
で
も
な
く
親
鸞
は

「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
」
し
た
二
十
九 

歳
の
回
心
以
後
、
終
生
如
来
の
本
願
に
帰
し
て
念
仏
し
た
純
潔
な 

仏
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
親
鸞
が
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
帰 

命
し
続
け
た
阿
弥
陀
な
る
如
来
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の 

だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
親
鸞
に
お
い
て
如
来
と
は
い
か
な
る
存
在 

と
し
て
領
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

親
鸞
に
お
け
る
如
来
と
は
、
『
観
無
量
寿
経
』
『
阿
弥
陀
経
』

に 

顕
説
さ
れ
る
よ
う
な
、
三
十
二
相
八
十
随
形
好
を
具
足
し
て
西
方 

十
万
億
仏
土
を
過
ぎ
た
極
楽
世
界
に
説
法
す
る
、
実
在
の
仏
で
は 

な
い
。
(

『
観
経
』

『
小
経
』

の
教
説
そ
れ
自
体
は
必
ず
し
も
仏
の 

実
在
性
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く'

宗
教
的
言
語
の
持
つ
暗
示

豅 

弘 

信

性
・
象
徴
性
、

い
わ
ゆ
る
顕
彰
隠
密
義
の
所
産
な
の
で
あ
る
が
、) 

親
鸞
に
お
け
る
如
来
と
は
、
我
々
の
外
に
実
体
と
し
て
あ
る
、
い 

わ
ゆ
る
客
観
的
な
認
識
対
象
——
実
は
そ
れ
は
意
識
内
の
客
体' 

一
 

表
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
一
で
は
な
く
、
我
々
自
身
の
信
仰 

に
内
在
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
す
る
衆
生
の
行
信 

に
お
い
て
南
無
阿
弥
陀
仏
さ
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
と
言
わ
ね
ば 

な
ら
な
い
。

も
し
如
来
が
外
的
な
客
観
的
認
識
対
象
と
し
て
あ
る
な
ら
ば
、
 

そ
の
如
来
は
単
な
る
理
性
的
な
信
仰
の
対
象
で
し
か
な
い
。
そ
の 

よ
う
な
如
来
は
、
畢
竟
自
己
の
価
値
観
の
無
意
識
的
な
投
影
、
個 

人
の
自
我
意
識
の
希
求
す
る
理
想
的
人
格
の
影
に
他
な
ら
な
い
。
 

曾
我
量
深
に
お
い
て
そ
れ
は
す
で
に
、

吾
々
は
信
仰
に
よ
っ
て
救
い
を
求
め
、
浄
土
を
求
め
て
い
る 

が
、 

吾
々
が
救
い
を
求
め
、
 

浄
土
を
求
め
て
得
ら
れ
る
よ
う
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に
思
っ
て
い
る
そ
の
世
界
が
、
即
ち
方
便
化
土
で
あ
り
ま
す
。
 

兎
に
角
、
吾
々
が
求
む
れ
ど
も
得
ら
れ
な
い
、
け
れ
ど
も
吾 

々
が
常
に
求
め
て
い
る
所
の
世
界
が
即
ち
方
便
化
土
で
あ
り 

ま
す
。
し
か
し
求
め
ず
し
て
得
る
と
こ
ろ
の
世
界
が
即
ち
真 

実
報
土
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
求
め
て
得
ら
れ
な
い
所
の
浄 

土
よ
り
も
、
ほ
と
ん
ど
比
較
に
な
ら
ぬ
程
清
浄
な
る
世
界
を 

求
め
ず
し
て
得
る
、
求
め
ず
し
て
而
も
既
に
得
た
り
、

こ
う 

い
う
世
界
が
真
実
報
土
で
あ
る
。
求
む
れ
ど
も
得
ず
、
そ
れ 

が
即
ち
方
便
化
土
で
あ
る
。

(

『本
願
の
仏
地
』/

曾
我
量
深
選
集V

I
二
九
五
〜
六
頁) 

と
し
て
、

「方
便
化
土
」

の
仏
と
看
破
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
自
身 

に
お
い
て
は
、

良
に
仮
の
仏
土
の
業
因
・
千
差
な
れ
ば
、
土
も
ま
た
千
差
な 

る
べ
し
。

こ

れ

を

「方
便
化
身
・
化
土
」
と
名
づ
く
。
真
仮 

を
知
ら
ざ
る
に
由
っ
て
、
如
来
広
大
の
恩
徳
を
迷
失
す
。

(

「真
仏
土
巻
」/

三
二
四
頁) 

と
し
て
、
如
来
の
誓
願
の
真
仮
を
迷
失
し
、
自
我
の
価
値
意
識
の 

中
に
如
来
の
誓
願
を
私
有
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
欣
求
さ
れ
る
実 

体
的
仏
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
化
身
仏
に
簡
ん
で
親
鸞
が
「真
仏
」
と
領
解
し
た 

如
来
と
は
、
ま
さ
し
く
主
観
的
真
理
と
し
て
の
如
来
で
あ
り
、
近

代
の
科
学
的
理
性
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
客
観
的
に
実
証
さ
れ
る 

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
清
沢
満
之
に
お
い
て
、 

か
く
の
ご
と
き
無
限
者
の
吾
人
精
神
内
に
あ
る
か
、
吾
人
精 

神
外
に
あ
る
か
は' 

吾
人
一
遍
に
こ
れ
を
断
言
す
る
の
要
を 

見
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
か
の
絶
対
無
限
者
は
、

こ
れ
を
求
む 

る
人
の
こ
れ
に
接
す
る
所
に
あ
り
。
内
と
も
限
る
べ
か
ら
ず
、
 

外
と
も
限
る
べ 

か
ら
ざ
る
な
り
。

(

傍
点
筆
者
・
「精
神
主
義
」
ノ
清
沢
満
之
全
集
\1|
二
頁) 

私
の
信
念
と
は' 

申
す
ま
で
も
な
く'

私
が
如
来
を
信
ず
る 

心
の
あ
り
さ
ま
を
申
す
の
で
あ
る
が
、 

そ
れ
に
つ
い
て
信
ず 

る
と
い
う
こ
と
と' 

如
来
と
い
う
こ
と
と
、
二
つ
の
事
柄
が 

あ
り
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
事
柄
は' 

ま
る
で
別
々
の
こ
と
の 

よ
う
に
も
あ
り
ま
す
が
、
私
に
あ
り
て
は
、
そ
う
で
は
な
く 

し
て
、
二
つ
の
事
柄
が
全
く 

一
つ
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私 

の
信
念
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
、
如
来
を
信
ず
る
こ
と 

で
あ
る
。
私
の
い
う
所
の
如
来
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
、
 

私
の
信
ず
る
所
の
本
体
で
あ
る
。
分
け
て
い
え
ば
、
能
信
と 

所
信
の
別
が
あ
る
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
す
な
わ
ち
私 

の
能
信
は
信
念
で
あ
り
て
、
私
の
所
信
は
如
来
で
あ
る
と
申 

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
或
い
は
こ
れ
を
信
ず
る
機
と
信
ぜ
ら 

る
る
法
と
の
区
別
で
あ
る
と
申
し
て
も
よ
ろ
し
い
。
し
か
し
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能
所
だ
の
機
法
だ
の
と
い
う
よ
う
な
名
目
を
担
ぎ
出
す
と
、
 

か
え
っ
て
分
か
る
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
か 

ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
一
切
省
い
て
お
き
ま
す
。
 

(

傍
点
筆
者
・
「我
は
か
く
の
如
く
如
来
を
信
ず

(
我
が
信
念)

」/

全
集
巾
—
ニ
ニ
七
〜
ハ
頁) 

と
語
ら
れ
、
そ
れ
を
承
け
た
曾
我
量
深
に
お
い
て
、
 

如
来
ま
し
ま
す
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
ら
衆
生
は
こ
れ
を
信
ず
る 

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
、
 

そ
う
で
な
く
し
て
、
わ
れ
ら 

衆
生
に
深
い
願
あ
り
信
あ
る
が
ゆ
え
に
、
如
来
は
あ
ら
わ
れ 

た
も
う
の
で
あ
る
か
。
衆
生
の
信
が
先
で
あ
る
か
、
如
来
の 

本
願
が
先
で
あ
る
か
。

こ
う
い
う
よ
う
な
問
題
を
、
清
沢
先 

生
が
、
 

明
治
三
十
四
年
か
ら
三
十
五
年
ま
で
の
間
に
掲
げ
て
、
 

わ
た
し
た
ち
学
生
に
、
思
索
せ
よ
と
、

こ
う
い
う
よ
う
に
仰 

せ
ら
れ
た
。(
中
略)

仏
さ
ま
が
あ
る
、
如
来
ま
し
ま
す
が
ゆ 

え
に
信
ず
る
と
い
う
だ
け
で
な
し
に
、
さ
ら
に
深
く
自
分
を 

掘
り
下
げ
て
み
る
と
い
う
と
、

つ
ま
り
、
信
あ
る
が
ゆ
え
に 

如
来
ま
し
ま
す
。
信
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
如
来
ま
し
ま
さ
な 

い
。
信
の
あ
る
と
こ
ろ
に
如
来
ま
し
ま
す
。
仏
智
不
思
議
を 

疑
う
て
罪
福
を
信
じ
善
根
を
積
ん
で
い
く
よ
う
な
人
の
求
め 

る
仏
さ
ま
は
ヽ
方
便
化
身
の
仏
さ
ま
。
真
実
報
身
の
仏
さ
ま 

で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
信
心
が
如
来
を
決
定
す
る
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
お
述
べ
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(

「
我
如
来
を
信
ず
る
が
故
に
如
来
在
ま
す
」/

選
集
汕|

一
六
四
・
一
ハ
一
頁) 

と
語
ら
れ
て
い
る
如
来
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
如
来
観
は
、
誤
っ
た
意
味
で
の
主
観
主
義
的
唯
心 

論
と
誤
解
さ
れ
、
独
断
論
、
観
念
論
と
批
判
さ
れ
る
危
険
を
伴
っ 

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
場 

合

の

「
主
観
」

の
内
容
で
あ
る
。
如
来
を
認
識
す
る
主
観
の
主
体 

が
、
意
識
内
の
主
客
の
分
離
を
内(

自)

と

外
(

他)

と
錯
覚
し 

て
分
別
す
る
自
我
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

「私
が
信
じ 

る
」
と

い
う

そ

の

「私
」
そ
の
も
の
が
何
ら
批
判
さ
れ
な
い
ま
ま 

で
あ
る
な
ら
ば
、 

ど
ん
な
に
熱
烈
か
つ
真
摯
な
信
仰
の
外
的
形
態 

を
取
っ
て
自
他
共
に
そ
の
熱
烈
さ
を
認
め
て
い
た
と
し
て
も
、
自 

ら
の
内
に
信
仰
の
対
象
を
構
築
し
て
何
ら
か
の
功
利
的
目
的
の
達 

成
を
依
頼
す
る
、
と
い
う
依
頼
心
の
域
を
出
な
い
。
 

そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
の
語
る
如
来
と
は
、
そ
の
よ
う
な
依
頼
的 

信
仰
の
対
象
で
は
な
く
、
自
我
意
識
そ
の
も
の
を
根
元
的
に
批
判 

し
て
翻
す
も
の
で
あ
り
、
翻
さ
れ
た
そ
の
主
体
に
よ
っ
て
初
め
て 

自
覚
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
翻
さ
れ
た
主
体
は
、
曇
鸞

①
 

②
 

に

よ

っ

て

「自
大
語
」
の

我

・
「邪
見
語
」
の
我
に
簡
ん
だ
「
流
布 

③
語
」

の
我
と
し
て
抑
え
ら
れ
た
、
言
わ
ば
宗
教
的
主
体
と
し
て
の
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我
で
あ
る
。
邪
見
と
自
大
と
は
、
す
な
わ
ち
自
我
意
識
の
持
つ
無 

明
性
と
独
善
性
、
自
己
執
着
性
と
自
己
拡
大
性
と
を
意
味
し
、
流 

布
の
我
と
は
、
存
在
の
根
元
も
し
く
は
存
在
そ
の
も
の
と
呼
ば
れ 

る
自
己
の
内
奥
か
ら
自
我
意
識
の
堅
い
殻
を
破
っ
て
噴
出
す
る' 

自
己
の
本
来
性
へ
の
回
帰
の
呼
び
声
、
ま

さ

し

く

「
人
身
の
至
奥 

よ
り
出
る
至
誠
の
要
求
」
(

清
沢
満
之)

に
よ
っ
て
誕
生
し
た
新 

た
な
主
体
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
宗
教
的
主
体
に
お
い
て
感
受
さ 

れ
る
声
の
源
、 

も
し
く
は
声
そ
の
も
の
が
如
来
で
あ
る
。

こ
の
よ 

う
な
声
こ
そ
、
親

鸞

が

「本
願
招
喚
の
勅
命
」
と
呼
ん
だ
、
南
無 

阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
し
て
の
如
来
の
名
告
り
で
あ
る
。
そ
し
て
そ 

の
名
告
り
に
翻
さ
れ
た
主
体
に
よ
る
如
来
の
発
見
が
、
正
し
い
意

⑤
 

⑥
 

味

で

の

「主
観
主
義
」
「内
観
主
義
」(

清
沢
満
之)

の
成
果
な
の 

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
名
号
に
名
告
る
如
来
、
す
な
わ
ち
行
信
の
体
と
し 

て
の
如
来
は
、
自
己
に
対
す
る
カ
用
、
南
無
せ
よ
と
呼
び
掛
け
、
 

阿
弥
陀
仏
と
し
て
摂
取
す
る
力
用
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の 

意
味
に
お
い
て
名
号
と
は
静
的
な
固
有
名
詞
で
は
な
く
、
動
詞
と 

し
て
の
意
味
を
持
ち
、
そ
の
力
動
性
が
た
と
え
ば
『
自
然
法
爾
章
』 

に
お
い
て
、

弥
陀
仏
の
御
ち
か
い
の
、
も
と
よ
り
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ 

ら
ず
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
の
ま
せ
た
ま
い
て
、
む
か

え
ん
と
は
か
ら
わ
せ
た
ま
い
た
る
に
よ
り
て
、(

五
一 

ー
頁) 

と
抑
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
名
号
と
し
て
現
行
す
る
如
来
、
衆
生
の
信
仰
の
内 

容
と
し
て
在
る
如
来
こ
そ
が
真
の
仏
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
何
よ 

り
も
親
鸞
自
身
が
如
来
を
語
る
際
に
、

真
仏
と
言
う
は
、
『
大
経
』

に

は

「無
辺
光
仏
・
無
碍
光
仏
」 

と
言
え
り
。
ま

た

「
諸
仏
中
の
王
な
り
、
光
明
中
の
極
尊
な 

り
」
と
言
え
り
。
已
上 

『
論
』

に

は

「帰
命
尽
十
方
無
碍 

光
如
来
」
と
日
え
る
な
り
。

(

「
真
仏
土
巻
」/

三
二
三
頁) 

と
し
て
、
本
願
の
歴
史
的
成
就
で
あ
る
世
親
の
一
心
を
語
る
『
浄 

土
論
』

の
帰
敬
偈
、
す
な
わ
ち
本
願
の
名
号
を
こ
そ
、

「
真
仏
」 

と
し
て
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
そ
の
信
仰
と
は
、
単
な
る
理
性
的
な
心
理
作
用
で
は
な 

く
、
人
間
存
在
の
内
に
現
行
す
る
異
質
な
心
で
あ
り
、
如
来
と
は 

そ
の
よ
う
な
信
仰
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
自
己
の
理
性 

内
に
そ
の
原
因
を
求
め
ら
れ
な
い
と
い
う
超
越
性
を
持
っ
た
存
在 

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
如
来
の
現
行
を
親
鸞
は
本
願
力
回
向
の
成 

就
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

し
か
れ
ば
、
も
し
は
行
・
も
し
は
信
、

一
事
と
し
て
阿
弥
陀 

如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ 

る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
な
く
し
て
他
の
因
の
あ
る
に
は
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あ
ら
ざ
る
な
り
と
。
知
る
べ
し
。
(

「信
巻
」
ノ
ニ
二
三
頁
〉 

こ
こ
で
言
う
「
回
向
」
と
は
、
行
信
が
衆
生
の
体
験
の
事
実
と 

し
て
現
に
発
起
し
て
い
な
が
ら
、
衆
生
が
自
ら
の
自
由
意
志
で
起 

こ
し
た
と
言
う
訳
に
い
か
な
い
。
衆
生
の
信
心
で
あ
り
な
が
ら
私 

有
化
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず' 

衆
生
を
超
え
て
衆
生
を
動
か
し
っ 

つ
、
し
か
も
衆
生
の
内
に
何
ら
の
要
因
を
も
見
出
す
こ
と
が
で
き 

な
い' 

と
い
う
信
心
の
質
的
超
越
性
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
 

そ
し
て
ま
た
、
衆
生
が
獲
信
の
因
を
推
究
し
て
発
見
し
た
如
来 

の
願
は
、
自
ら
の
内
的
な
素
質
と
呼
ぶ
に
は
全
く
自
己
と
異
質
の 

も
の
で
あ
り
、 

さ
り
と
て
、
自
己
の
外
に
在
る
如
来
か
ら
天
下
り 

的
に
付
与
さ
れ
た
り(

他
因)' 

あ
る
い
は
突
発
的
に
生
じ
た
り
し 

た
(

無
因)

も
の
で
は
な
い
。

衆
生
の
信
心
は
如
来
の
清
浄
願
心 

(

招
喚
の
勅
命)

に
感
応
道
交
し
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
 

如
来
の
願
心
そ
の
も
の
の
現
行
と
し
て
の
質
を
持
つ
、
と
い
う
願 

心
と
信
心
と
の
関
係
性
を
表
す
言
葉
で
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
如
来
の
回
向
が
、
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
「
信 

巻
」
三
一
問
答
仏
意
釈
の
願
心
の
解
明
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て 

い
る
の
で
あ
る
。
三
一
問
答
と
は
、
 

曾

我

量

深

の

「
宗
教
的
信
が 

内
に
展
開
す
る
願
の
世
界
」(

「
本
願
の
仏
地
」
副
題)

が
示
す
と
お 

り
、
本
願
の
行
信
が
信
自
身
を
内
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
心 

の
内
容
と
し
て
の
願
、
す
な
わ
ち
信
の
対
象
で
あ
り
、
信
の
成
立

根
拠
で
あ
り
、
信
心
が
信
心
の
智
慧
に
よ
っ
て
信
自
身
を
批
判
し 

そ
の
純
粋
性
を
自
己
証
明
し
て
い
く
上
で
の
鏡
で
あ
る
如
来
の
願 

を
発
見
し
た
、
そ
の
記
録
で
あ
る
。

こ
の
親
鸞
に
お
け
る
内
観
推 

究
の
営
為
こ
そ
が
「真
宗
学
」
で
あ
る
と
曾
我
量
深
は
述
べ
て
い 

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
営
み
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
が
、
 

「如
来
表
現
の
範
疇
と
し
て
の
三
心
観
」
—
如
来
が
自
己
を
衆
生 

の
一
心
帰
命
の
信
に
回
向
表
現
す
る
上
で' 

至

心

・
信
楽
・
欲
生 

の
本
願
の
三
心
を
も
っ
て

そ

の

「範
疇
」?

最
高
類
概
念
、
信
に 

内
観
さ
れ
る
如
来
・
信
の
内
容
と
し
て
の
願
を
明
ら
か
に
す
る
上 

で
こ
れ
以
上
細
分
化
で
き
な
い
、
最
低
限
必
要
で
あ
り
、
か
つ
十 

分
な
概
念)

と
し
た
一
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
一
問
答
に
お
い
て
親
鸞
は
、
信
に
内
観
さ
れ
る 

如
来
を
願
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
私
は
同
じ
課 

題
、
同
じ
方
法
を
も
っ
て
親
鸞
が
如
来
を
推
究
し
た
箇
所
と
し
て
、
 

「
証
巻
」

の
還
相
回
向
釈
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
こ
の
還 

相
回
向
釈
が
、
 

回
向
を
主
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
に
至
る
如 

来
因
位
の
永
劫
修
行
の
内
景
を
描
い
た
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。
 

三
一
問
答
字
訓
釈
に
お
い
て' 

欲
生
心
は
最
も
根
源
的
な
願
心
と 

し

て

の

「大
悲
回
向
之
心
」
、

す
な
わ
ち
回
向
す
る
大
悲
心
と
定 

義
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
真
実 

証
釈
の
結
釈
は
、
真
実
の
教
行
信
証
の
四
法
を
内
実
と
す
る
「
真
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宗
」
が
如
来
大
悲
回
向
の
利
益
と
し
て
、
成
就
す
る
と
述
べ
て
い 

る
。

そ
れ
真
宗
の
教
行
信
証
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
大
悲
回
向
の
利 

益
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に' 

も
し
は
因
も
し
は
果
、

一
事
と 

し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
と 

こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
浄
な
る
が
ゆ
え 

に' 

果
ま
た
浄
な
り
。
知
る
べ
し
と
な
り
。

(

「証
巻
」/

二
八
四
頁) 

還
相
回
向
釈
は
こ
の
直
後
に
、
真
蹟
坂
東
本
で
は
段
落
を
改
め 

て
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ

の

「証
巻
」

の
次
第
展
開
は
、
往 

相
回
向
の
真
実
教
行
信
証
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
真
実
信
を
成
就
す
る 

如
来
の
大
悲
回
向
の
そ
の
内
実
が
、
還
相
回
向
釈
に
こ
そ
展
開
さ 

れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

こ
の
こ
と
か
ら
私
は
『
教
行
信
証
』
冒

頭

の

「真
宗
大
綱
」
に 

語
ら
れ
る
「
二
種
回
向
」
と
は
、
「
往
相
回
向
」
が
衆
生
に
成
就
す 

る
無
上
仏
道
を
、

「還
相
回
向
」
が
如
来
の
大
悲
回
向
を
、

そ
れ 

ぞ
れ
解
き
明
か
す
命
題
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

還
相
回
向
釈
は
「証
巻
」

の
後
半
部
分
に
位
置
す
る
。
そ
れ
が 

「
証
巻
」
を
貫
通
す
る
課
題
、

す
な
わ
ち
真
実
証
の
開
顕
、

「
必 

至
滅
度
の
願 

難
思
議
往
生
」(

標
挙
の
文)

の
開
顕
に
お
い
て
ど 

の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
が
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

「証
巻
」
冒
頭
の
真
実
証
釈
は
、
真
実
証
を
必
至
滅
度
の
願
成 

就

の

「
利
他
円
満
の
妙
位
、
無
上
涅
槃
の
極
果
」
と
抑
さ
え
て
い 

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
真
実
証
が
ど
の
よ
う
な
形
式
で
衆
生 

の
体
験
と
し
て
成
就
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て 

い
る
。し

か
る
に
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、 

生
死
罪
濁
か
群
萌 

往
相
回 

向
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
即
の
時
に
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入
る 

な
り
。
正
定
聚
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
必
ず
滅
度
に
至
る
。
 

必
ず
滅
度
に
至
る
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
常
楽
な
り
。
常
楽
は 

す
な
わ
ち
こ
れ
畢
竟
寂
滅
な
り
。
寂
滅
は
す
な
わ
ち
こ
れ
無 

上
涅
槃
な
り
。
無
上
涅
槃
は
す
な
わ
ち
こ
れ
無
為
法
身
な
り
。
 

無
為
法
身
は
す
な
わ
ち
こ
れ
実
相
な
り
。
実
相
は
す
な
わ
ち 

こ
れ
法
性
な
り
。
法
性
す
な
わ
ち
こ
れ
真
如
な
り
。
真
如
は 

す
な
わ
ち
こ
れ
ー
如
な
り
。
し
か
れ
ば
弥
陀
如
来
は
如
よ
り 

来
生
し
て
、
報

・
応

・
化
種
々
の
身
を
示
し
現
わ
し
た
ま
う 

な
り
。 

(
傍
点
筆
者
，
「証
巻
」/

二
八
〇
頁) 

こ
の
よ
う
に
、
 

一
如
法
性
を
如
実
知
見
す
る
仏
の
無
分
別
智
に 

対
し
て
、
虚
妄
分
別
の
凡
夫
に
お
い
て
真
実
の
証
す
な
わ
ち
無
上 

涅
槃
と
は
、
獲
信
に
よ
る
必
至
滅
度
の
仏
道
の
成
就
と
し
て
、
ま 

た
如
来
種
々
の
身
の
示
現
と
し
て
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
如
来 

の
示
現
、
殊
に
報
身
如
来
の
示
現
と
は
、
す
な
わ
ち
衆
生
の
行
信
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体
験
、
往
相
回
向
の
心
行
の
獲
得
で
あ
り' 

必
至
滅
度
と
は
そ
れ 

に
よ
っ
て
衆
生
の
身
に
大
般
涅
槃
道
と
し
て
成
就
す
る
生
の
意
味 

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
真
実
証
と
は
、
畢
竟
衆
生
の
行
信
体
験
に 

あ
る
。

「如
よ
り
来
生
」
す

る

如

来

の

「来
」
と
は' 

た
と
え

ば

『
唯 

信
鈔
文
意
』
に
、

「来
」
は
、
か
え
る
と
い
う
、
き
た
ら
し
む
と
い
う
。
法
性 

の
み
や
こ
へ
、
む
か
え
い
て
、
き
た
ら
し
め
、
か
え
ら
し
む 

と
い
う
。
法
性
の
み
や
こ
よ
り
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
、

こ 

の
娑
婆
界
に
き
た
る
ゆ
え
に
、

「来
」
を
き
た
る
と
い
う
な 

り' 

法
性
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
ゆ
え
に
、

「来
」
を
か
え
る 

と
い
う
な
り
。
 

(

五
五
一
頁) 

と
説
か
れ
る
よ
う
な
二
義
、
 

一
如
法
性
よ
り
娑
婆
世
界
に
き
た
り 

て' 

衆
生
を
一
如
法
性
へ
か
え
ら
し
む
る
「来
」

の
二
義
で
表
さ 

れ
る
。
衆
生
に
お
け
る
一
如
法
性
，
無
上
涅
槃
と
は
、

こ
の
よ
う 

な
、
き

た

り(

従
如
来
生)

て
、
か
え
ら
し
む(

必
至
滅
度)

「来
」 

の
力
用
と
し
て
体
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「証
巻
」
を
概
観
す
る
と
、
 

衆
生
の
行
信
体
験
に
成
就
す
る
仏
道
を
開
顕
し
た
も
の
、
す
な
わ 

ち
衆
生
を
一
如
法
性
に
か
え
ら
し
む
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も 

の
が
真
実
証
釈
で
あ
り
、 

衆
生
の
行
信
体
験
に
覚
知
さ
れ
る
如
来

の
示
現
、
す
な
わ
ち
ー
如
法
性
か
ら
娑
婆
世
界
に
き
た
る
こ
と
を 

明
ら
か
に
し
た
も
の
が
還
相
回
向
釈
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の 

で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、

こ
の
両
者
は
「衆
生
が
能
く
浄
土 

に
生
じ
る
」

と

「(

菩
薩
が)

衆
生
を
し
て
能
く
生
ぜ
し
め
た
ま 

う
」
と
い
う
呼
応
の
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
り' 

こ
の
こ
と
か
ら 

も
、
「
必
至
滅
度
の
願
」
成
就
と
し
て
の
「難
思
議
往
生
」
の
仏
道 

の
背
景
に
如
来
の
示
現
、
す
な
わ
ち
如
来
の
還
相
の
回
向
が
あ
る 

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

今
回
私
は
、
 

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
還
相
回
向
釈
に
参
入
し
て 

い
き
た
い
と
思
う
。

ー
 

如
来
還
相
応
化
の
願
心
と
の
感
応

-
-

観
菩
薩-
-

還
相
回
向
釈
は
、
そ
の
冒
頭
に
『
浄
土
論
』

の

「
出
第
五
門
」
 

の
文
、
『
論
註
』

の

「
回
向
門
の
還
相
」

の
文
を
掲
げ
た
後
、
『
論 

註
』
下

巻

の

「観
行
体
相
章
」

不
虚
作
住
持
功
徳
の
文
か
ら
「
利 

行
満
足
章
」
ま
で
を
引
い
て
い
く
。

こ
の
不
虚
作
住
持
功
徳
の
一
段
は
、
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
得
生 

見
仏
の
利
益
と
し
て
、
七
地
沈
空
の
難
に
陥
る
こ
と
な
く
、
畢
竟 

じ
て' 

浄
心
、
上
地
の
諸
菩
薩
と
同
じ
く
平
等
法
身
を
得
証
す
る
、
 

と
説
い
た
文
と' 

そ
れ
に
関
す
る
問
答
で
あ
る
。

こ
の
一
段
に
関
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す
る
詳
し
い
考
察
は
拙
稿
「真
実
証
」(

『
大
谷
学
報
』
第
六
十
八
巻 

第
三
号)

に
述
べ
た
の
で
割
愛
す
る
が
、

端
的
に
言
え
ば
こ
の
ー 

段
は
、
仏
の
本
願
力
を
観
じ
た
衆
生
に
必
至
滅
度
の
仏
道
が
成
就 

す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
仏
道
と
は
、
任
運
無
功
用 

の
教
化
を
果
た
す
ハ
地
已
上
平
等
法
身
の
菩
薩
を
永
遠
か
つ
究
極 

の
志
願
と
仰
ぐ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
想
と
し
た
自
信
教
人
信 

の
営
為
の
途
上
で
、
徒
労
感
や
虚
無
感
に
よ
っ
て
退
転
す
る
こ
と 

の
な
い
仏
道
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
空
過
す
る
こ
と
の
な
い
仏
道 

が
本
願
力
の
住
持
に
よ
っ
て
成
就
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
。

こ
こ
で
衆
生
の
理
想
と
仰
が
れ
る
ハ
地
已
上
の
菩
薩
と
は
、
四 

種
の
功
徳
を
も
っ
て
表
わ
さ
れ
る
浄
土
の
菩
薩
に
他
な
ら
な
い
。
 

こ
の
浄
土
の
菩
薩
は'

「無
垢
輪
」
と
は
仏
地
の
功
徳
な
り
。
仏
地
の
功
徳
は
、
習 

気

・
煩
悩
の
垢
ま
し
ま
さ
ず
。
仏' 

も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
の
た 

め
に
常
に
こ
の
法
輪
を
転
ず
。
も
ろ
も
ろ
の
大
菩
薩
、
ま
た 

よ
く
こ
の
法
輪
を
も
っ
て
、
 

一
切
を
開
導
し
て
暫
時
も
休
息 

な
け
ん
。
か
る
が
ゆ
え
に
常
転
と
言
う
。
法
身
は
日
の
ご
と 

く
し
て
、
応
化
身
の
光
、
も
ろ
も
ろ
の
世
界
に
遍
ず
る
な
り
。

(

ニ
ー
ハ
ハ
頁) 

と
あ
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
転
法
輪
の
功
徳
を
受
け
、
そ
の
善

住
持
カ
を
背
景
と
し
て
、
そ
の
法
輪
を
十
方
世
界
に
転
ず
る
、
す 

な
わ
ち
三
界
雑
生
の
火
中
に
お
い
て
退
転
す
る
こ
と
な
く
、
仏
に 

等
し
い
教
化
を
衆
生
に
も
た
ら
す
存
在
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
浄
土
の
菩
薩
と
は
、
如
来
自
身
の
還
相
応
化
の
願 

心
と
そ
の
利
他
教
化
の
具
体
的
カ
用
を
象
徴
し
た
も
の
に
他
な
ら 

な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
浄
土
の
菩
薩
は
、
「浄
入
願
心
章
」
に
、
 

「浄
入
願
心
」
と

は

「
ま
た
、
 

さ
き
に
観
察
荘
厳
仏
土
功
徳 

成
就
、
荘
厳
仏
功
徳
成
就
、
荘
厳
菩
薩
功
徳
成
就
を
説
き
つ
。
 

こ
の
三
種
の
成
就
は
願
心
の
荘
厳
し
た
ま
え
る
な
り
と
、
知 

る
べ
し
」
と
い
え
り
。

「知
る
べ
し
」
と
は
、

こ
の
三
種
の 

荘
厳
成
就
は
、
も
と
四
十
ハ
願
等
の
清
浄
願
心
の
荘
厳
せ
る 

と
こ
ろ
な
る
に
よ
っ
て' 

因
浄
な
る
が
ゆ
え
に
果
浄
な
り
。
 

因
な
く
し
て
他
の
因
の
あ
る
に
は
あ
ら
ず
と
知
る
べ
し
と
な 

り
。
 

(

二
八
九
〜
九
〇
頁) 

と
説
か
れ
る
よ
う
に' 

如
来
の
願
心
の
荘
厳
成
就
と
し
て
あ
る
か 

ら
で
あ
る
。
願
心
荘
厳
と
は
「
曾
我
量
深
の
示
唆
に
し
た
が
え
ば' 

如
来
の
一
々
の
願
心
を
「象
徴
」
——

「
形
の
無
い
と
こ
ろ
の
本
願 

が
形
を
取
る
、
心
も
言
葉
も
た
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
所
謂
形
而
上 

の
精
神
が
形
の
上
に
現
れ
て
来
る
、

つ
ま
り
形
を
越
え
て
そ
う
し

⑧

て
形
に
現
れ
る
」
—
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
荘
厳
菩
薩
功
徳 

と
は
、
よ
り
根
元
化
し
て
言
え
ば' 

如
来
自
身
の
還
相
応
化
の
志
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願
を
具
体
的
力
用
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

荘
厳
菩
薩
功
徳
の
成
就
と
は
、
体
験
か
ら
言
え
ば
「
よ
き
ひ
と 

の
お
お
せ
」
と
の
値
遇
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
浄
土
の
菩
薩
の 

観
察
と
は' 

我
の
眼
前
に
お
い
て
我
を
教
化
す
る
「
よ
き
ひ
と
」 

の
上
に
、
応
化
身
と
し
て
世
に
出
興
し
衆
生
を
教
化
す
る
浄
土
の 

菩
薩
の
徳
を
仰
ぐ
と
と
も
に
、
そ
の
根
源
に
あ
る
如
来
還
相
の
大 

悲
心
を
感
得
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
は
畢
竟
不
虚
作
住
持
功
徳
に
収
斂
さ
れ 

る
の
で
あ
る
が
、
「観
仏
本
願
力
」
と
は
、
直
接
的
に
言
え
ば
こ
の 

浄
土
の
菩
薩
功
徳
の
観
察
で
あ
り
、
如
来
本
願
力
の
住
持
に
よ
る 

不
退
転
と
は
、
具
体
的
に
は
そ
の
よ
う
な
「
よ
き
ひ
と
」

の
姿
に 

勇
気
づ
け
ら
れ
、
支
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し 

て
そ
れ
こ
そ
が
行
者
の
身
に
速
や
か
に
満
足
す
る
不
虚
作
住
持
功 

徳
の
大
宝
海
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
願
力
を
観
ず
る
、
殊
に
菩
薩
還
相
の
本
願
力
を 

観
ず
る
こ
と
に
お
い
て
、
衆
生
は
遊
戯
自
在
の
利
他
教
化
を
永
遠 

の
志
願
と
仰
ぎ
、
 

畢
竟
じ
て
平
等
法
身
を
得
証
す
る
身
と
な
り
得 

る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

真
実
証
釈
に
す
で
に
語
ら
れ
る 

「
入
大
乗
正
定
聚
之
数
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ 

そ
、

こ
の
本
願
の
仏
道
は
自
信
教
人
信
、
す
な
わ
ち
眷
属
功
徳
の 

行
証
を
そ
の
端
的
な
具
体
相
と
す
る
の
で
あ
る
。

序
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、

「
証
巻
」
は
二
つ
の
課
題
に
よ
っ
て
前 

半
部
分
と
後
半
部
分
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
真
実
証
釈
に
お 

い
て
も
如
来
の
示
現
を
語
る
箇
所
が
あ
り' 

還
相
回
向
釈
に
お
い 

て
必
至
滅
度
の
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
箇
所
も
あ
る
。
還
相
回
向 

釈
に
お
い
て
必
至
滅
度
の
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
が
こ
の
不 

虚
作
住
持
功
徳
の
一
段
で
あ
り
、
真
実
証
釈
で
如
来
の
示
現
を
語 

る
も
の
が
、
「
定
善
義
」

の
、

西
方
寂
静
無
為
の
楽
に
は
、
畢
竟
逍
遙
し
て
、
有
無
を
離
れ 

た
り
。
大
悲
、
心
に
薫
じ
て
法
界
に
遊
ぶ
。
分
身
し
て
物
を 

利
す
る
こ
と
、
等
し
く
し
て
殊
な
る
こ
と
な
し
。
あ
る
い
は 

神
通
を
現
じ
て
法
を
説
き
、
あ
る
い
は
相
好
を
現
じ
て
無
余 

に
入
る
。
変
現
の
荘
厳
意
に
随
い
て
出
ず
。
群
生
見
る
者
、
 

罪
み
な
除
こ
る
、
と
。
 

(

傍
点
筆
者
，
ニ
ハ
三
〜
四
頁) 

の
文
で
あ
る
。
真
実
証
釈
と
還
相
回
向
釈
と
の
呼
応
の
間
係
が
こ 

こ
か
ら
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

荘

厳

と

回

向

-

浄
入
願
心-
-

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
衆
生
に
信
心
を
獲
得
せ
し
め
、
浄 

土
の
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
を
自
証
せ
し
め
、
必
至
滅
度
の
仏
道
に 

立
た
し
め
る
根
拠
は
何
で
あ
る
か' 

と
い
う
点
で
あ
る
。
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無
上
仏
道
の
成
就
で
あ
れ
、
浄
土
の
巧
徳
の
自
証
で
あ
れ
、
畢 

竟
、
そ
の
因
で
あ
る
本
願
の
信
心
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
観 

点
を
変
え
れ
ば
、
如
来
は
い
か
な
る
因
位
の
修
行
に
よ
っ
て
浄
土 

の
荘
厳
を
成
就
し
、
衆
生
に
信
心
を
獲
得
せ
し
め
た
の
か
、
と
い 

う
信
心
が
背
景
の
問
題
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
す
る
親 

鸞
の
思
索
の
跡
が
、
以

下

の

「浄
入
願
心
章
」
以

降

「
利
行
満
足 

章
」
ま
で
の
引
文
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
る
。

先
に
私
は
二
十
九
種
荘
厳
を
如
来
の
願
心
の
象
徴
で
あ
る
と
理 

解
し
た
。
願
心
荘
厳
と
は
す
な
わ
ち
、
如
来
が
そ
の
形
無
き
大
悲 

の
実
現
の
た
め
に' 

そ
れ
を
二
十
九
句
と
し
て
具
体
的
に
示
し
た 

も
の
で
あ
る
。

二
十
九
句
と
は
、
衆
生
の
苦
悩
の
現
実
相
を
観
察 

し
た
如
来
が
、
無
明
流
転
の
衆
生
に
お
い
て
は
決
し
て
自
覚
し
得 

な
い
、
衆
生
自
身
の
永
遠
の
理
想
を
浄
土
と
し
て
言
い
当
て
た
も 

の
で
あ
る
。
如
来
は
更
に
そ
れ
を
鏡
と
し
て
穢
土
の
現
実
を
照
ら 

し
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
獲
信
に
お
い
て
浄
土
の
功
徳 

の
不
可
思
議
の
カ
用
を
体
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
よ
う
な 

浄
土
の
荘
厳
に
象
徴
さ
れ
る
如
来
の
大
悲
心
を
覚
知
し
て' 

衆
生 

は
自
ら
を
懺
悔
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
浄
土
の
功
徳
の
体 

験
が
、
難
思
議
往
生
の
内
容
と
し
て
真
実
証
釈
に
引
か
れ
る
妙
声 

・
主

・
眷

属

・
大

義

門

・
清
浄
の
五
種
の
功
徳
不
可
思
議
カ
の
成 

就
な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
曇
鸞
自
身
が
『
論
註
』

に
、
 

「真
実
功
徳
相
」
は
二
種
の
功
徳
あ
り
。

一
つ
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
、
も
し
は
因
・
も
し
は
果
、
み
な
こ
れ 

顚
倒
す
、
 

み
な
こ
れ
虚
偽
な
り
。

こ
の
ゆ
え
に
不
実
の
功
徳 

と
名
づ
く
。

二
つ
に
は
、
 

菩
薩
の
智
慧
・
清
浄
の
業
よ
り
起 

こ
り
て
仏
事
を
荘
厳
す
。
法
性
に
依
っ
て
清
浄
の
相
に
入
れ 

り
。

こ
の
法
顚
倒
せ
ず
、
 

虚
偽
な
ら
ず
。
真
実
の
功
徳
と
名 

づ
く
。

い
か
ん
が
顚
倒
せ
ざ
る' 

法
性
に
依
り
二
諦
に
順
ず 

る
が
ゆ
え
に
。

い
か
ん
が
虚
偽
な
ら
ざ
る
、
衆
生
を
摂
し
て 

畢
竟
浄
に
入
る
が
ゆ
え
な
り
。(

「
行
巻
」
引
用/
 

一
七
〇
頁) 

と
し
て
、
真
実
功
徳
相
に
真
実
不
実
二
種
の
功
徳
を
説
き
、
ま
た 

上

巻

に

は

「仏
、
本
何
の
故
ぞ
此
の
荘
厳(

願)

を
起
こ
し
た
ま 

う
と
、
有
る
国
土
を
見
そ
な
わ
す
に
」
と
し
て
、
如
来
発
願
の
因 

と
し
て
の
穢
土
の
相
を' 

下

巻

に

は

「
こ
れ
云
何
が
不
思
議
な
る 

や

い

ず

く

ん

ぞ

思

議

す

べ

き

や

」
と
し
て
浄
土
の
功
徳
不
可 

思
議
カ
の
成
就
を
そ
れ
ぞ
れ
説
く
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
の
で
あ 

る
。
如
来
が
見
そ
な
わ
す
穢
土
の
相
が
衆
生
の
不
実
功
徳
で
あ
り
、
 

発
願
修
行
し
て
成
就
す
る
浄
土
の
荘
厳
が
真
実
の
功
徳
で
あ
る
。
 

親
鸞
は
、

こ
の
真
実
の
功
徳
で
あ
る
浄
土
の
荘
厳
を
、

「
略
し
て
入
ー
法
句
を
説
く
が
ゆ
え
に
」
と
の
た
ま
え
り
。

46



(

二
九
〇
頁) 

と
説
く
。
親
鸞
は
こ
こ
で
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
は
、
略
説
す
れ 

ば

「
入
一
法
句
」
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
 

親
鸞
は
こ
の
文
を
『
論
註
』
加

点

本

で

「
略
説
し
て
一
法
句
に

⑨

入
る
が
故
に
と
」

と
読
む
の
に
対
し
て
、

「証
巻
」
で

は

「
入
一 

法
句
を
説
く
」
と
読
ん
で
い
る
。
加
点
本
の
読
み
で
は
、
二
十
九 

種
荘
厳
は
畢
竟
一
法
句
に
相
入
す
る
、

一
如
法
性
に
摂
ま
る
と
い 

う
意
味
で
あ
り
、

「
一
法
句
」
と
は
二
十
九
種
荘
厳
の
方
便
法
身 

に
対
す
る
法
性
法
身
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
言
亡
慮
絶
で
あ 

る
一
如
法
性
を
言
葉
と
し
て
表
現
し
た
句
、
た

と

え

ば

「
一
如
法 

性
」

「
法
性
法
身
」
と
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
。

こ
の
法
性
法
身 

を
背
景
と
す
る
故
に
、 

浄
土
の
荘
厳
が
単
な
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
志
向 

の
所
産
で
は
な
く
、

「
衆
生
を
摂
し
て
畢
竟
浄
に
入
」
ら
し
め
る 

仏
教
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「証
巻
」

の
訓
読
で
は
、
二
十
九
種
荘
厳
は
略 

説

す

れ

ば

「
入
一
法
の
句
」' 

一
如
法
性
に
入
ら
し
め
る
句
で
あ
る. 

と
了
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
場
合
の
「
入
」
と
は
相
入 

の
義
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
帰
入
の
意
味
を
持
ち
、
「
入
一
法
句
」 

と
は
衆
生
を
一
如
法
性
へ
帰
入
せ
し
め
る
言
葉' 

す

な

わ

ち

「南 

無
阿
弥
陀
仏
」

の
名
号
と
し
て
読
め
る
。

浄
土
の
功
徳
が
畢
竟
本
願
の
名
号
に
収
斂
さ
れ
る
が
故
に
、
親

鸞

は

『
尊
号
真
像
銘
文
』

に
お
い
て
、
本
来
二
十
九
種
荘
厳
を
表 

す

「真
実
功
徳
」

の
語
に
対
し
て
、

真
実
功
徳
相
と
い
う
は
、
真
実
功
徳
は
誓
願
の
尊
号
な
り
。
 

相
は
か
た
ち
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
 

(

五
一
ハ
頁) 

と
い
う
註
釈
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
衆
生
は
如
来
の 

真
実
功
徳
の
名
号
に
値
遇
し
て
自
ら
の
不
実
功
徳
を
回
心
懺
悔
し 

て
浄
土
の
真
実
功
徳
を
そ
の
身
に
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
体 

験
の
事
実
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
真
実
不
実
二
種
の
功
徳
を
観 

察
し
得
る
こ
と
こ
そ' 

回
心
に
た
ま
わ
る
功
徳
で
あ
る
と
言
え
よ 

う
。こ

の
よ
う
な
「
入
ー
法
句
」
と
し
て
の
名
号
は
、
法
性
法
身
に 

由
っ
て
生
じ
、
法
性
法
身
を
出
す
方
便
法
身
と
し
て
の
言
葉
で
あ 

る
。
法
性
法
身
が
無
相
の
一
如
法
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
方
便
法 

身
は
、こ

の
如
来
を
南
無
不
可
思
議
光
仏
と
も
う
す
な
り
。

こ
の
如 

来
を
方
便
法
身
と
は
も
う
す
な
り
。
方
便
と
も
う
す
は
、
か 

た
ち
を
あ
ら
わ
し
、
御
な
を
し
め
し
て
衆
生
に
し
ら
し
め
た 

ま
う
を
も
う
す
な
り
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
な
り
。

(

『
一
念
多
念
文
意
』/

五
四
三
頁) 

と
あ
る
よ
う
な
有
相
の
荘
厳
・
相

好

・
名
号
で
あ
る
。 

上
の
国
土
の
荘
厳
十
七
句
と
、
如
来
の
荘
厳
ハ
句
と
、
菩
薩
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の
荘
厳
四
句
と
を
「広
」
と
す
。

入
ー
法
句
は
、

「
略
」
と 

す
。
 

(

「証
巻
」
ノ
ニ
九
〇
頁)

と
あ
る
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
荘
厳
・
名
号
は' 

広
略
い
ず
れ
も 

「句
」

の
語
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の

「句
」

の
語
が
象
徴
す
る 

よ
う
に
方
便
法
身
と
は
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
教
説
と
し
て
の
言
葉
な 

の
で
あ
る
。

こ
の
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
荘
厳
・
名
号
と
の
関
係
を
示
す 

も
の
が
、

「
一
法
句
と
は
、
い
わ
く
清
浄
句
な
り
。
清
浄
句
は
、
い
わ 

く
真
実
の
智
慧
無
為
法
身
な
る
が
ゆ
え
に
」
と
の
た
ま
え
り
。
 

こ
の
三
句
は
展
転
し
て
相
入
る
。
 

(

同
右) 

と
い
う
三
句
の
展
転
相
入
で
あ
る
。

一
法
句
は
名
号
で
あ
り
、
清 

浄
句
と
は
二
十
九
種
荘
厳
の
総
相
で
あ
る
清
浄
功
徳
で
あ
り
、
真 

実
智
慧
無
為
法
身
は
ま
さ
し
く
法
性
法
身
を
指
す
。

こ
の
関
係
は 

ま
た' 

次

の

「善
巧
摂
化
章
」

の
、

広
の
中
の
二
十
九
句
、
略
の
中
の
一
句
、
実
相
に
あ
ら
ざ
る 

こ
と
な
き
な
り
。
 

(

二
九
二
頁) 

と
い
う
文
か
ら
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
三
句
の
展
転
相
入
、
あ

る

い

は

「
広
略
相
入
」
——
広
略
と 

相
入
、
広
略
の
方
便
法
身
の
示
現
と
法
性
法
身
の
相
入
—

の
関
係 

が
象
徴
す
る
も
の
が
、
名
号
に
帰
し
た
信
心
に
浄
土
の
荘
厳
が
自

証
さ
れ
る
と
い
う
体
験
の
事
実
で
あ
る
。
荘
厳
・
名
号
い
す
れ
も 

「
言
に
因
り
て
言
を
遣
る
」
方
便
の
言
説
で
あ
る
が
故
に' 

名
号 

へ
の
帰
入
が
そ
の
ま
ま
ー
如
法
性
へ
の
回
帰
、
す
な
わ
ち
証
大
涅 

槃
へ
の
歩
み
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

三 

法
蔵
菩
薩
の
五
念
門

—!

善

巧

摂

化!
—

 

以
上
の
よ
う
な
、
二
十
九
句
の
荘
厳
と
入
ー
法
句
の
名
号
と
を 

成
就
せ
し
め
る
因
位
の
修
行
を
語
る
の
が
「善
巧
摂
化
章
」
以
下 

の
文
で
あ
る
。
衆
生
が
本
願
の
行
信
に
お
い
て
浄
土
の
功
徳
を
自 

311
す
る
、
そ
の
歴
史
的
背
景
と
し
て
の
法
蔵
菩
薩
の
永
劫
修
行
が 

展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
法
蔵
と
は
あ 

く
ま
で
も' 

わ
れ
ら
衆
生
の
信
心
発
起
の
根
元.

原
理
と
し
て
の 

願
に
、
信
心
の
根
源
的
主
体
と
し
て
立
て
ら
れ
た
名
で
あ
っ
て
、
 

実
在
の
歴
史
的
人
格
と
し
て
あ
る
訳
で
は
な
い
。
も
し
法
蔵
を
実 

体
的
な
超
越
者
と
捉
え
れ
ば
、
そ
れ
は
序
に
述
べ
た
「化
仏
」

で 

あ
る
。
法
蔵
菩
薩
と
は
、
法
蔵
な
る
願
心
、
法
蔵
と
い
う
名
で
象 

徴
さ
れ
る
願
心
に
他
な
ら
な
い
。
法
蔵
願
心
、
そ

れ

は

「誓
い
を 

超
発
し
て
広
く
法
蔵
を
開
き
て
凡
小
を
哀
れ
み
て
選
ん
で
功
徳
の 

宝
を
施
す
る
こ
と
を
致
す
」
願
心
、
衆
生
の
た
め
に
如
来
の
智
慧
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海
を
開
示
し
、
名
号
を
選
択
し
施
与
す
る
願
心
、
衆
生
の
現
実
の 

救
済
の
た
め
に
第
十
八
願
を
起
こ
し
、

「
各
人
の
苦
悩
の
闇
黒
の 

胸
裡
」

に
お
い
て
衆
生
の
生
死
流
転
に
同
伴
し
、

「親
し
く
我

 々

一
切
衆
生
の
罪
業
を
以
て
直.
に
御
自
身
の
罪
業
と
感
じ
、
我
等
を

⑫

責
め
ず
し
て
直
に
御
自
己
を
責
め
」

て
同
体
に
大
悲
し
、

そ
の 

⑬

「凡
心
罪
業
の
実
験
に
依
」

っ
て
永
劫
に
修
行
し
、

つ
い
に
衆
生 

の

「如
来
を
念
ず
る
所
の
帰
命
の
信
念
の
主
体
」
と
し
て
、
衆
生 

の
行
信
の
内
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て
自
己
を
回
向
表
現
す
る
に 

至
っ
た
願
心
で
あ
る
。
我
々
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
あ
る
の
は
、
 

た
だ
人
類
の
歴
史
に
憶
持
さ
れ
、
 

今
現
在
に
自
己
の
一
念
の
信
と 

し
て
現
前
し
て
い
る
、
 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
み
で
あ
る
そ
の 

よ
う
な
信
心
獲
得
の
内
的
原
理
を
経
典
文
学
と
し
て
擬
人
化
・
象 

徴
化
し
た
も
の
が
、
『
大
経
』
法
蔵
菩
薩
神
話
な
の
で
あ
る
。
 

そ
の
よ
う
な'

『
大
経
』

勝
行
段
に
神
話
的
に
語
ら
れ
る
法
蔵 

菩
薩
の
永
劫
修
行
を
、
親
鸞
は
こ
こ
で
、

「
か
く
の
ご
と
き
の
菩
薩
は
、
奢

摩

他

・
毘
婆
舎
那
、
広
略 

修
行
成
就
し
て
柔
軟
心
な
り
」
と
の
た
ま
え
り
。

「実
の
ご
と
く
広
略
の
諸
法
を
知
る
」
と
の
た
ま
え
り
。
 

「
か
く
の
ご
と
き
巧
方
便
回
向
を
成
就
し
た
ま
え
り
」
と
の 

た
ま
え
・
り
。
・

「何
者
か
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
。
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
は
、

謂
わ
く
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
説
く
。
所
集
の
一
切
の
功 

徳
善
根
は
、
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
。

一
切
衆
生
の
苦
を 

抜
か
ん
と
欲
す
が
ゆ
え
に
、
作
願
し
て
一
切
衆
生
を
摂
取
し 

て
、
共
に
同
じ
く
か
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
む
。

こ
れ
を
菩 

薩
の
巧
方
便
回
向
成
就
と
名
づ
く
」
と
の
た
ま
え
り
。

(

傍
点
筆
者
・
以
上
、
二
九
二
頁) 

と
し
て
、
五
念
門
行
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
。
法
蔵
の
五
念
門 

行
が
先
に
あ
っ
て
衆
生
の
一
心
が
成
就
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
 

衆
生
の
一
心
の
信
に
自
然
に
五
念
門
行
の
意
味
が
成
就
す
る
と
い 

う
事
実
に
お
い
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
の
法
蔵
の
五
念
門
行
が
内 

観
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
説
か
れ
る
法
蔵
因
位
の
修
行
と
し
て
の
五
念
門
行'

な 

か
ん
ず
く
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
の
行
と
は
、
比
丘
法
蔵
が
世
自
在 

王
仏
の
御
前
に
お
い
て
稽
首
合
掌
し
、
偈
頌(

嘆
仏
偈)

を
も
っ
て 

仏
徳
を
礼
拝
讃
嘆
し
、
衆
生
済
度
の
た
め
の
荘
厳
浄
土
を
発
願
し 

て
、
世
自
在
王
仏
の
説
法
の
た
す
け
に
縁
っ
て
、
ま

さ

し

く

「大 

慈
悲
を
も
っ
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
」
し
て
、
浄
土
の
荘
厳 

と

そ

の

「荘
厳
仏
国
清
浄
の
行
」
す
な
わ
ち
往
生
浄
土
の
行
と
し 

て
の
称
名
念
仏
を
、
本
願
に
お
い
て
選
択
摂
取
し
た
こ
と
を
指
す 

の
で
あ
る
。
『
大
経
』
本
文
に
お
い
て
そ
れ
は
、

「唯
然
り
。
世
尊
、
我
無
上
正
覚
の
心
を
発
せ
り
。
願
わ
く
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は
、
仏
、
我
が
た
め
に
広
く
教
法
を
宣
べ
た
ま
え
。
我
当
に 

修
行
し
て
仏
国
を
摂
取
し' 

清
浄
に
無
量
の
妙
土
を
荘
厳
す 

べ
し
。
我
世
に
お
い
て
速
や
か
に
正
覚
を
成
ら
し
め
て
、
も 

ろ
も
ろ
の
生
死
・
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
ん
。
」(
中
略)

こ 

こ
に
世
自
在
王
仏
、
す
な
わ
ち
た
め
に
広
く
二
百
一
十
億
の 

諸
仏
刹
土
の
天
人
の
善
悪
、
国
土
の
鹿
妙
を
説
き
て
、
そ
の 

心
願
に
応
じ
て
こ
と
ご
と
く
現
じ
て
こ
れ
を
与
え
た
ま
う
。
 

時
に
か
の
比
丘
、
仏
の
所
説
の
厳
浄
の
国
土
を
聞
き
て
、
み 

な
こ
と
ご
と
く
覩
見
し
て
、
無
上
殊
勝
の
願
を
超
発
せ
り
。
 

そ
の
心
寂
静
に
し
て
、
志
着
す
る
と
こ
ろ
な
し
。

一
切
の
世 

間
に
能
く
及
ぶ
者
な
け
ん
。
五
劫
を
具
足
し
て
、
荘
厳
仏
国 

の
清
浄
の
行
を
思
惟
し
摂
取
す
。
 

(

一
三
〜
四
頁) 

と
語
ら
れ
、

こ
の
光
景
が
「
正
信
偈
」
に
端
的
に
、
 

法
蔵
菩
薩
の
因
位
の
時
、
世
自
在
王
仏
の
所
に
ま
し
ま
し
て
、
 

諸
仏
の
浄
土
の
因' 

国
土
人
天
の
善
悪
を
覩
見
し
て
、 

無
上
殊
勝
の
願
を
建
立
し
、
希
有
の
大
弘
誓
を
超
発
せ
り
。
 

五
劫
こ
れ
を
思
惟
し
て
摂
受
す
。
重
ね
て
誓
う
ら
く
は
、
名 

声
十
方
に
聞
こ
え
ん
と
。 

(

「行
巻
」
メ
ニ
〇
四
頁) 

と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
、
 

広
略
修
行
に
お
い
て
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
の
法
と
し
て
成
就
し
た 

も
の
が
、
十
方
に
聞
か
し
め
ん
と
重
誓
し
た
、
本
願
の
名
号
で
あ

る
。

「
回
向
」
は
、
本
願
の
名
号
を
も
っ
て
十
方
の
衆
生
に
あ
た 

え
た
ま
う
御
の
り
な
り
。(

『
一
念
多
念
文
意
』/

五
三
五
頁) 

こ
の
よ
う
な
本
願
の
名
号
の
施
与
、
衆
生
を
往
生
せ
し
め
ん
と 

す
る
如
来
欲
生
の
願
心
の
回
向
表
現
、
す
な
わ
ち
如
来
回
向
の
往 

相
、

お
お
よ
そ
回
向
の
名
義
を
釈
せ
ば
、
謂
わ
く
己
が
所
集
の
ー 

切
の
功
徳
を
も
っ
て
、

一
切
衆
生
に
施
与
し
て
、
共
に
仏
道 

に
向
か
え
し
め
た
ま
う
な
り
と
。

(

傍
点
筆
者
・
「証
巻
」/

二
九
三
頁) 

を

語
る
こ

と

が

「善
巧
摂
化
章
」

の
主
題
で
あ
り
、

こ
の
菩
薩
の 

巧
方
便
回
向
の
精
神
が
、

巧
方
便
は
、

謂
わ
く
菩
薩
願
ず
ら
く
、

「
己
が
智
慧
の
火
を 

も
っ
て
、

一
切
衆
生
の
煩
悩
の
草
木
を
焼
か
ん
と
。
も
し
ー 

衆
生
と
し
て
成
仏
せ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ば
、
我
仏
に
作
ら
じ
」 

と
。
し
か
る
に
衆
生
未
だ
こ
と
ご
と
く
成
仏
せ
ざ
る
に
、
菩 

薩
す
で
に
自
ら
成
仏
せ
ん
は
、
譬
え
ば
火
摘
し
て
一
切
の
草 

木
を
摘
ん
で
、 

焼
き
て
尽
く
さ
し
め
ん
と
欲
す
る
に' 

草
木 

未
だ
尽
き
ざ
る
に' 

火
摘
す
で
に
尽
き
ん
が
ご
と
し
。
そ
の 

身
を
後
に
し
て
、
身
を
先
に
す
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
方 

更
と
名
づ
く
。

こ
の
中
に
方
便
と
言
う
は
、
謂
わ
く
作
願
し
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て
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
、
共
に
同
じ
く
か
の
安
楽
仏
国
に 

生
ぜ
し
む
。
か
の
仏
国
は
す
な
わ
ち
こ
れ
畢
童
成
仏
の
道
路
、
 

無
上
の
方
便
な
り
。
 

(

同
右) 

と
語
ら
れ
る
、

一
切
苦
悩
の
衆
生
の
流
転
に
ど
こ
ま
で
も
随
順
し 

て
そ
の
超
克
を
願
う
「
設
我
得
仏
、
十
方
衆
生:

：:

若
不
生
者
、
 

不
取
正
覚
」

の
如
来
の
誓
願
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
を
成
就
す
る
「
自 

身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
。

一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
す
が
ゆ 

え
に
、
作
願
し
て
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
、
共
に
同
じ
く
か
の
安 

楽
仏
国
に
生
ぜ
し
む
」
る

「無
上
正
覚
心
」

が' 

「障
菩
提
門
」 

「
順
菩
提
門
」
に
お
い
て
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
し
て 

三
種
の
随
順
菩
提
門
の
法
を
満
足
し
た
心
と
説
か
れ
、

「
名
義
摂 

対
章
」
に
お
い
て
さ
ら
に
「智

慧

心

・
方

便

心

・
無

障

心

・
勝
真 

心
」
と
抑
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「智

慧

心

・
方

便

心

・
無

障

心

・
勝
真
心
」
に
よ 

っ
て
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
が
衆
生
の
上
に
実
現
す
る
が
故
に
、
回 

向
成
就
の
衆
生
の
信
心
に
「
願
作
仏
心
・
度
衆
生
心
」
、
自
己
の
我 

執
に
対
す
る
批
判
原
理
で
あ
り
、
衆
生
を
摂
取
し
て
安
楽
浄
土
に 

度
さ
ん
と
す
る
志
願
で
あ
る
横
超
の
菩
提
心
と
し
て
の
意
味
が
成 

り
立
つ
の
で
あ
る
。

四
往
相
還
相
の
対
面

-
-

願

事

成

就

・
利

行

満

足-
-

 

以
上
の
よ
う
な
四
種
の
清
浄
功
徳
、
す

な

わ

ち

「智
慧
心
・
方 

便

心

・
勝
真
心
」
に
よ
っ
て
、
法
蔵
菩
薩
が
五
念
門
を
修
行
し
て
、
 

衆
生
を
仏
国
土
に
生
ぜ
し
め
る
こ
と
を
語
る
の
が
、

「
願
事
成
就 

章
」
、

「
願
事
成
就
」
は'

「
か
く
の
ご
と
き
菩
薩
は
智
慧
心
・
方 

便
心
・
勝
真
心
を
も
っ
て' 

よ
く
清
浄
仏
国
土
に
生
ぜ
し
め 

た
ま
え
り
と
、
知
る
べ
し
」
と
の
た
ま
え
り
。

「知
る
べ
し
」 

と
は
、
謂
わ
く
こ
の
四
種
の
清
浄
の
功
徳
、
よ
く
か
の
清
浄 

仏
国
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
し
む
。

こ
れ
他
縁
を
し
て
生
ず 

る
に
は
あ
ら
ず
と
知
る
べ
し
と
な
り
。

「
こ
れ
を
菩
薩
摩
訶 

薩
、
五
種
の
法
門
に
随
順
し
て
、
所
作
意
に
随
い
て
自
在
に 

成
就
し
た
ま
え
り
と
名
づ
く
。
さ
き
の
所
説
の
ご
と
き
身
業 

-

口
業

・
意

業

・
智

業

・
方
便
智
業
、
法
門
に
随
順
せ
る
が 

ゆ
え
に
」
と
の
た
ま
え
り
。
随
意
自
在
と
は
、
一
言
う
こ
こ
ろ 

は
、

こ
の
五
種
の
功
徳
力
、
よ
く
清
浄
仏
土
に
生
ぜ
し
め
て
、
 

出
没
自
在
な
る
な
り
。
身
業
と
は
礼
拝
な
り
。

口
業
と
は
讃 

嘆
な
り
。
意
業
と
は
作
願
な
り
。
智
業
と
は
観
察
な
り
。
方 

便
智
業
と
は
回
向
な
り
。

こ
の
五
種
の
業
和
合
せ
り
、
す
な
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わ
ち
こ
れ
往
生
浄
土
の
法
門
に
随
順
し
て
、
自
在
の
業
成
就 

し
た
ま
え
り
、
と
言
え
り
と
。

(

傍
点
筆
者
'.
一
九
六
頁) 

で
あ
る
。

こ
の
一
段
か
ら
、
菩
薩
の
五
功
徳
門
と
は
、
従
来
の
了 

解
の
よ
う
な
行
者
の
往
還
二
相
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の 

全
体
が
衆
生
の
往
生
浄
土
の
成
就
に
関
わ
る
、
法
蔵
菩
薩
の
五
功 

徳
門
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
を
最
も
端
的
に
示
す
の
は
「随
意
自
在
者
言 

此
五
種
功
徳
力
能
生
清
浄
仏
土
出
没
自
在
也
」

の
文
の
訓
読
で
あ 

る
。

『
論
註
』
加

点

本

が

「
こ
の
五
種
の
功
徳
力
を
し
て
よ
く
清 

浄
の
仏
土
に
生
ま
れ(

入)

て
出
没
自
在
な
る(

出)

な
り
」
と 

読
み
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
の
も
出
没
自
在
な
る
の
も
五
念
門
行
の 

主
体
で
あ
る
菩
薩(

行
者)

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
の
に
対
し
て. 

「証
巻
」
は

「
こ
の
五
種
の
功
徳
力
、
よ
く
清
浄
仏
土
に
生
ぜ
し 

め
て
、
出
没
自
在
な
る
な
り
」
と
読
ん
で
お
り
、

こ
の
訓
読
に
拠 

れ
ば
、
五
念
門
を
行
じ
て
出
没
自
在
と
な
る(

出)

の
は
菩
薩
で 

あ
っ
て
、
浄

土

に

生(

入)

ぜ
し
め
ら
れ
る
の
は
衆
生
で
あ
る
、
 

と
了
解
で
き
る
。
そ
れ
故
、
次

の

「
利
行
満
足
章
」

の
五
功
徳
門 

と
は
、
行
者
の
入
出
二
門
、
往
還
二
相
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
菩 

薩
法
蔵
の
入
出
二
門
を
示
す
の
で
あ
る
。

『
大
経
』
勝
行
段
は
法
蔵
因
位
の
修
行
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
 

大
荘
厳
を
も
っ
て
衆
行
を
具
足
し' 

も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
し

て
功
徳
成
就
せ
し
む
。
 

(

二
十
七
頁) 

こ
の
一
文
に
対
し
て
安
田
理
深
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 

普
通
は
、
法
蔵
菩
薩
が
六
波
羅
蜜
の
行
を
行
じ
た
と
い
う
具 

合
に
書
い
て
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
『
浄
土
論
』
に
合
わ
せ 

て
み
る
と
、
法
蔵
菩
薩
は
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
五
念
門
の 

行
を
行
じ
ら
れ
た
と
。
五
念
門
の
行
を
通
し
て
五
功
徳
門
を 

成
ぜ
ら
れ
た
と
。
な
お
貴
重
な
の
は' 

五
念
門
の
最
後
に
回 

向
門
が
あ
る
。

こ
れ
が
一
番
大
事
で
あ
っ
て
、
如
来
回
向
も 

こ
こ
か
ら
出
て
く
る
。
そ

れ

で

『
大
経
』

の
不
可
思
議
兆
載 

永
劫
の
経
文
に
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。(
中
略)

「大
荘
厳
を 

以
て
衆
行
を
具
足
し
、
諸
の
衆
生
を
し
て
功
徳
成
就
せ
し
め 

た
も
う
」
と
。

こ
う
い
う
こ
と
が
言
っ
て
あ
る
。
し
か
し
、
 

『
無
量
寿
経
』
で
は
、
「
大
荘
厳
を
以
て
衆
行
を
具
す
」
と
い 

う
と
き
の
衆
行
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
ら 

な
い
。
そ
れ
は
波
羅
蜜
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い 

け
ど
、

『
浄
土
論
』
か
ら
み
れ
ば
衆
行
と
い
う
の
は
五
念
門 

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「諸
の
衆
生
を
し
て
功
徳
成
就
せ
し
む
」
 

と
い
う
と
き
の
功
徳
と
い
う
の
は
五
功
徳
門
で
あ
る
。

つ
ま 

り
法
蔵
菩
薩
は
五
念
門
の
行
を
行
じ' 

そ
れ
に
よ
っ
て
か
ち 

と
ら
れ
た
功
徳
は
衆
生
の
上
に
成
就
す
る
と
、
自
ら
は
五
念 

門
を
行
じ
、
し
か
も
そ
の
結
果
は
衆
生
の
上
に
成
就
す
る
と
。
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す
な
わ
ち
こ
れ
が
回
向
で
あ
る
。

(

『安
田
理
深
選
集
』
〇±

1
 -
五
七
〜
一
ハ
頁) 

こ
の
示
唆
に
し
た
が
え
ば
、
衆
行
と
は
五
念
門
で
あ
り
、
そ
れ 

に
よ
っ
て
衆
生
に
成
就
す
る
功
徳
が
近
門
・
大
会
衆
門
・
宅
門
・
 

屋

門

・
園
林
遊
戯
地
門
の
五
功
徳
門
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
如
来
因
位
の
五
念
門
と
衆
生
に
お
け
る
五
功
徳
門 

の
成
就
を
最
も
端
的
に
表
し
て
い
る
の
は
、

『
入
出
二
門
偈
頌
』 

(

法
雲
寺
本)

の
文
で
あ
る
。

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
。
 

礼
と
讃
と
作
願
と
観
察
と
回
と
な
り
。(
中
略)

無
碍
光
仏
、
 

因
地
の
時
、
こ
の
弘
誓
を
発
し
、

こ
の
願
を
建
て
た
ま
い
き
。
 

菩
薩
す
で
に
智
慧
心
を
成
じ
、
方
便
心
・
無
障
心
を
成
じ
、
 

妙
楽
勝
真
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
り
。
自
利
利
他 

の
功
徳
を
成
じ
た
も
う
。
す
な
わ
ち
こ
れ
を
名
づ
け
て
入
出 

門
と
す
と
の
た
ま
え
り
。 

(

四
六
一
〜
四
頁) 

こ
の
文
か
ら
、

『
入
出
二
門
偈
』

の
文
が
、

す
で
に
見
て
き
た 

『
論
註
』

の
引
文
と
共
通
の
課
題
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ 

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
こ
こ
で
語
ら
れ
る
入
の
功
徳
と
は
、
菩
薩
自
ら
が
浄
土

に
入
る
功
徳
で
は
な
く
、

「
入
第
一
門
と
い
う
は
、
阿
弥
陀
仏
を
礼
拝
し
て
、
か
の
国 

に
生
ぜ
し
め
ん
が
た
め
に
す
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
安
楽 

楽
世
界
に
生
ま
る
る
こ
と
を
得
し
む
。

こ
れ
を
第
一
門
と
名 

づ
く
。
」

仏
を
礼
し
て
仏
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
る
は
、

こ 

れ
初
め
の
功
徳
の
相
な
り
と
。

「
入
第
二
門
と
は
、

阿
弥
陀 

仏
を
讃
嘆
し
、
名
義
に
随
順
し
て
、
如
来
の
名
を
称
せ
し
め
、
 

如
来
の
光
明
智
相
に
依
っ
て
修
行
せ
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
 

大
会
衆
の
数
に
入
る
こ
と
を
得
し
む
。

こ
れ
を
入
第
二
門
と 

名
づ
く
」
と
の
た
ま
え
り
。
如
来
の
名
義
に
よ
っ
て
讃
嘆
す 

る
、

こ
れ
第
二
の
功
徳
相
な
り
。

「
入
第
三
門
と
は
、

一
心 

に
専
念
し
作
願
し
て
、
彼
に
生
じ
奢
摩
他
寂
静
三
昧
の
行
を 

修
す
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
蓮
華
蔵
世
界
に
入
る
こ
と
を 

得
し
む
。

こ
れ
を
入
第
三
門
と
名
づ
く
」
。

寂
静
止
を
修
せ 

ん
た
め
の
ゆ
え
に
、

一
心
に
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
る
、
 

こ
れ
第
三
功
徳
の
相
な
り
と
。

「
入
第
四
門
と
は' 

か
の
妙 

荘
厳
を
専
念
し
観
察
し
て' 

毘
婆
舎
那
を
修
せ
し
む
る
を
も 

っ
て
の
ゆ
え
に
、
か
の
所
に
到
る
こ
と
を
得
て
種
々
の
法
味 

の
楽
を
受
用
せ
し
む
。

こ
れ
を
入
第
四
門
と
名
づ
く
」
と
の 

た
ま
え
り
。
種
々
の
法
味
の
楽
と
は
、(

中
略)

こ
れ
第
四
の 

功
徳
相
な
り
と
。
 

(

傍
点
筆
者
・
「証
巻
」
ニ
九
七
頁)
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と
あ
る
よ
う
に
、
菩
薩
が
衆
生
を
し
て
浄
土
に
入
ら
し
む
る
功
徳 

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
法
蔵
の
礼
・
讃
・
作
願
・ 

観
察
の
功
徳
と
し
て
、
衆

生

の

「
一
心
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国
」

の
信
の
上
に
、
阿
弥
陀
如
来
を
礼
拝
・
讃
嘆
し
、
 

か
の
安
楽
浄
土
に
生
ま
れ
て
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
を
行
じ
て
種

 々

の
法
味
楽
を
受
用
せ
ん
こ
と
を
願
う
と
い
う
、
四
種
の
行
の
義
が 

自
然
に
成
就
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら 

そ
の
背
景
と
し
て
、
法
蔵
の
五
念
門
行
の
動
機
で
あ
る
欲
生
我
国 

の
願
心
が
、
我
を
礼
拝
・
讃
嘆
せ
よ' 

我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
作 

願
し
て
我
か
国
を
観
察
せ
よ
、
 

と
い
う
具
体
的
な
勅
命
と
し
て
衆 

生
を
招
喚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
二
門
偈
』

の 

文
に
よ
り
端
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

い
か
ん
が
礼
拝
す
る' 

身
業
に
礼
し
た
ま
い
き
。
阿
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
。
す
な
わ
ち
こ 

れ
を
第
一
門
に
入
る
と
名
づ
く
、
ま
た
こ
れ
を
名
づ
け
て
近 

門
に
入
る
と
す
。

い
か
ん
が
讃
嘆
す
る
、

口
業
を
し
て
讃
じ
た
ま
い
き
。
名 

義
に
随
順
し
て
仏
名
を
称
せ
し
む
。
如
来
の
光
明
智
相
に
よ 

っ
て
、
実
の
ご
と
く
修
し
相
応
せ
し
め
ん
と
欲
す
が
ゆ
え
に
。
 

す
な
わ
ち
こ
れ
無
碍
光
如
来
の
、
選

択

・
摂
取
の
本
願
な
る

が
ゆ
え
に
。

こ
れ
を
名
づ
け
て
第
二
門
に
入
る
と
す
。
す
な 

わ
ち
大
会
衆
の
数
に
入
る
こ
と
を
獲
る
な
り
。

い
か
ん
が
作
願
す
る
、
心
に
常
に
願
じ
た
ま
い
き
。

一
心 

に
専
念
し
て
彼
に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
し
む
。
蓮
華
蔵
世
界
に 

入
る
こ
と
を
得
、
実
の
ご
と
く
奢
摩
他
を
修
せ
し
め
ん
と
欲 

す
な
り
。

こ
れ
を
名
づ
け
て
第
三
門
に
入
る
と
す
。
ま
た
こ 

れ
を
名
づ
け
て
宅
門
に
入
る
と
す
。

い
か
ん
が
観
察
す
る
、
智
慧
を
し
て
観
じ
た
ま
い
き
。
正 

念
に
彼
を
観
ぜ
し
む
る
は
、
実
の
ご
と
く
毘
婆
舎
那
を
修
行 

せ
し
め
ん
と
欲
す
が
ゆ
え
な
り
。
か
の
所
に
到
る
こ
と
を
得 

れ
ば
、
す
な
わ
ち
種
々
無
量
の
法
味
の
楽
を
受
用
す
。
す
な 

わ
ち
こ
れ
を
第
四
門
に
入
る
と
名
づ
く
、
ま
た
こ
れ
を
名
づ 

け
て
屋
門
に
入
る
と
す
。
菩
薩
の
修
行
成
就
と
い
う
は
、
四 

種
は
入
の
功
徳
を
成
就
し
た
ま
う
、
自
利
の
行
成
就
し
た
ま 

う
と
は
、
知
る.
へ
し
。 

(

傍
点
筆
者
，
四
六
二
〜
三
頁) 

こ
こ
で
法
蔵
が
自
身
を
礼
拝-

讃
嘆
す
る
と
語
る
の
は'

「す 

な
わ
ち
こ
れ
無
碍
光
如
来
の
、
選

択

・
摂
取
の
本
願
な
る
が
ゆ
え 

に
」

と
い
う
一
文
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

「仏
名
を
称
せ
し
」 

め
て
、
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
意
を
な
さ
し
め
ん
が
た
め
に
、
本
願
に 

お
い
て
名
号
を
選
択
し
た
事
実
を
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
浄
土
を 

荘
厳
し
た
動
機
は
、
我
が
国
に
お
い
て
如
実
に
奢
摩
他
，
毘
婆
舎
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那
を
修
行
せ
し
め
、
任
運
自
在
の
教
化
を
衆
生
に
成
就
せ
し
め
る 

た
め
で
あ
り
、
そ
の
本
意
は
、
衆
生
を
し
て
そ
れ
を
永
遠
の
志
願 

と
す
る
仏
道
に
現
生
に
お
い
て
立
た
し
む
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い 

う
の
が
前
回
、
「真
実
証
」
で
の
私
の
考
察
で
あ
っ
た
。
 

こ

の
よ

う

な

「
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
意
を
な
」
し
、

「名
義
に
随 

順
し
て
仏
名
を
称
」
し

て

「如
来
の
光
明
智
相
に
よ
っ
て
、
実
の 

ご
と
く
修
し
相
応
せ
」
ん
と
欲
し
、

「
一
心
に
専
念
し
て
彼
に
生 

ま
れ
ん
と
願
」
じ

て

「蓮
華
蔵
世
界
に
入
る
こ
と
を
得' 

実
の
ご 

と
く
奢
摩
他
を
修
せ
」
ん
と
欲
し
、
「
正
念
に
彼
を
観
」
じ

て

「実 

の
ご
と
く
毘
婆
舎
那
を
修
行
せ
」
ん
と
欲
し
、

「
か
の
土
に
生
じ 

已
り
て
速
疾
に' 

奢
摩
他
毘
婆
舎
那
巧
方
便
力
成
就
を
得
已
り
て
、
 

生
死
園
煩
悩
林
に
入
り
て
、
応
化
身
を
示
し
神
通
に
遊
び
て
、
教 

化
地
に
至
り
て
群
生
を
利
」
せ
ん
と
欲
す
る
願
生
心
に
お
い
て
、
 

衆
生
の
往
生
浄
土
の
仏
道
が
、
菩
薩
の
自
利
の
行
の
功
徳
と
し
て 

成
就
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
出
第
五
門
と
は
、
そ
の
よ
う
な
衆
生
の
願
生
心
の
成
立 

根
拠
と
し
て
の
如
来
回
向
の
還
相
、
還
来
穢
国
の
相
を
採
っ
た
如 

来
願
心
の
回
向
表
現
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
出
第
五
門
と
は
、
大
慈
悲
を
も
っ
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を 

観
察
し
て
、
応
化
身
を
示
し
て
、
生
死
の
園
、
煩
悩
の
林
の 

中
に
回
入
し
て
、

通
に
遊
戯
し
、
教
化
地
に
至
る
。
本
願

力
の
回
向
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
。

こ
れ
を
出
第
五
門
と
名
づ 

く
」
と
の
た
ま
え
り
。(

中
略)

本
願
力
と
言
う
は
、
大
菩
薩
、
 

法
身
の
中
に
お
い
て
、
常
に
三
昧
に
ま
し
ま
し
て
、
種
種
の 

身
、
種
種
の
神
通
、
種
種
の
説
法
を
現
ず
る
こ
と
を
示
す
こ 

と
、
み
な
本
願
力
よ
り
起
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
な
り
。

(

ー
ー
九
七
〜
ハ
頁) 

こ
の
出
第
五
門
こ
そ
が
、
大
菩
薩
法
蔵
が
自
ら
の
本
願
力
に
由 

っ
て
種
々
の
応
化
身
を
示
し
て
種
々
の
神
通
・
説
法
を
も
っ
て
利 

他
教
化
し
て
い
く
、
菩
薩
自
身
の
出
門
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
出
第
五
門
と
は
、
『
大
経
』

の
文
に
還
元
す
る
と
、
 

無
央
数
劫
に
功
を
積
み
徳
を
累
ね
て
、
そ
の
生
処
に
随
い
て 

意
の
所
欲
あ
り
。
無
量
の
宝
蔵
、
自
然
に
発
応
す
。
無
数
の 

衆
生
を
教
化
し
安
立
し
て
、
無
上
正
真
の
道
に
住
せ
し
む
。
 

あ
る
い
は
長
者
・
居

士

・
豪

姓

・
尊
貴
と
な
り
、
あ
る
い
は 

刹
利
国
君
・
転
輪
聖
帝
と
な
り
、
あ
る
い
は
六
欲
天
主
、
乃 

至
、
梵
王
と
な
り
て
、
常
に
四
事
を
も
っ
て
一
切
の
諸
仏
を 

供
養
し
恭
敬
し
た
て
ま
つ
る
。
か
く
の
ご
と
き
の
功
徳
、
称 

説
す
べ
か
ら
ず
。
 

(

ニ
七
〜
ハ
頁) 

と
い
う
法
蔵
の
修
行
の
勝
果
段
、
言
わ
ば
永
劫
修
行
の
成
就
に
該 

当
す
る
の
で
あ
る
。

「勝
果
」
と
表
現
さ
れ
て
は
い
る
が
、

こ
れ 

は
決
し
て
過
去
世
の
出
来
事
で
は
な
く'

流
転
の
群
生
で
あ
る
自

55



己
一
人
に
お
い
て
、
諸
仏
を
供
養
恭
敬
す
る
善
知
識
と
の
値
遇
は 

今
現
在
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
諸
仏
の
国
に
遊
び
諸
仏
を 

供
養
し
衆
生
を
開
化
す
る
眼
前
の
「
よ
き
ひ
と
」
に
、
如
来
応
化 

の
願
心
を
感
得
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
法
蔵
菩
薩
の
還
相
の
回
向
の 

成
就
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
遊
諸
仏
国
，
供
養 

諸
仏
・
開
化
衆
生
そ
れ
自
体
が
、
未
来
際
を
尽
く
し
て
永
遠
に
終 

わ
る
こ
と
の
な
い
大
乗
菩
薩
道
の
行
の
一
貫
で
あ
り' 

今
現
在
に 

菩
薩
の
行
を
行
じ
る
法
蔵
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
、

一
切
衆
生
を
我 

が
国
土
に
生
ま
れ
し
め
ず
ば
永
遠
に
正
覚
を
取
ら
ぬ
と
誓
っ
た
法 

蔵
の
悲
願' 

衆
生
を
荷
負
し
て
と
も
に
無
有
出
離
の
縁
と
な
ら
ん 

と
す
る
大
悲
の
願
心
が
、
初
め
て
衆
生
に
覚
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
こ
の
如
来
応
化
の
本
意
は
畢
竟
衆
生
に
本
願
の
名
号
と 

し
て
の
自
己
を
回
向
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
本
願
の 

名
号
に
帰
す
る
衆
生
の
信
心
は
、
実
に
一
心
五
念
の
教
説
を
開
示 

す
る
歴
史
的
存
在
と
の
値
遇
を
こ
そ
直
接
の
契
機
と
し
て
成
り
立 

つ
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
応
化
説
法
こ
そ
が
、
本
願
の
名
号
を 

施
与
し
て
も
ろ
も
ろ
の
群
生
に
安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
意
を
な
さ
し 

め
る
、
阿
弥
陀
仏
正
遍
知
の
「善
巧
方
便
」
に
他
な
ら
な
い
の
で 

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
「重
誓
偈
」

の
、 

衆
の
た
め
に
法
蔵
を
開
き
て
、
広
く
功
徳
の
宝
を
施
せ
ん 

常
に
大
衆
の
中
に
し
て
、
法
を
説
き
て
師
子
吼
せ
ん
。

一
切
の
仏
を
供
養
し
た
て
ま
つ
り
、 

も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
・ 

足
せ
ん
。 

(

二
五
〜
六
頁) 

と
い
う
次
第
、
「為
衆
開
法
蔵
広
施
功
徳
宝
」
、
衆
生
に
名
号
を
施 

与
し
て
如
来
の
智
慧
海
を
開
示
す
る
た
め
の
「常
於
大
衆
中
説
法 

師
子
吼
供
養
一
切
仏
具
足
衆
徳
本
」
と
い
う
展
開
か
ら
も
知
ら
れ 

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
法
蔵
の
出
第
五
門
を
表
し
た
も
の
が
、
 

第
五
に
出
の
功
徳
を
成
就
し
た
も
う
。
菩
薩
の
出
第
五
門
と 

い
う
は
、

い
か
ん
が
回
向
し
た
ま
う
、
心
に
作
願
し
た
ま
い 

き
。
苦
悩
の
一
切
衆
を
捨
て
た
ま
わ
ざ
れ
ば
、
回
向
を
首
と 

し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
ゆ
え
に
、
 

功
徳
を
施
し
た
ま
う
。
か
の
土
に
生
じ
已
り
て
速
疾
に
、
奢 

摩
他
毘
婆
舎
那
巧
方
便
力
成
就
を
得
已
り
て
、
生
死
園
煩
悩 

林
に
入
り
て
、
応
化
身
を
示
し
神
通
に
遊
び
て
、
教
化
地
に 

至
り
て
群
生
を
利
し
た
ま
う
。
す
な
わ
ち
こ
れ
を
出
第
五
門 

と
名
づ
く
、
園
林
遊
戯
地
門
に
入
る
な
り
。
本
願
力
の
回
向 

を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
利
他
の
行
成
就
し
た
ま
え
り
、
 

知
る 

べ
し
。
 

(

傍
点
筆
者
・
四
六
三
〜
四
頁) 

と
い
う'

『
二
門
偈
』

の
文
で
あ
る
。

こ
の
如
来
還
相
応
化
の
願
心
、
浄
土
の
命
を
捨
て
て
三
界
雑
生 

の
火
の
中
に
捨
身
し
て
衆
生
を
教
化
せ
ん
と
す
る
願
心
と
呼
応
す
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「我
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の

「わ 

れ
一
人
」

の
信
心
は
、
初

め

て

「普
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」
と 

い

う

「
わ
れ
ら
」

の
開
け
を
持
ち
、
た
だ
自
身
の
楽
だ
け
の
た
め 

に
安
楽
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
う
の
で
な
く
、
五
濁
無
仏
の
娑
婆 

世
界
に
還
来
す
る
こ
と
を
究
極
の
志
願
と
し
た
願
生
浄
土
の
仏
道 

が
、
現
生
の
一
心
に
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
曾
我
量
深 

に
よ
っ
て
か
っ
て
「往
還
の
対
面
」
と
看
破
さ
れ
た
、
如
来
の
還 

相
と
の
対
面
に
拠
る
衆
生
の
往
相
の
成
就
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
法
蔵
の
因
位
修
行
を
五
念
門
と
捉
え
た
親
鸞
の 

洞
察
は
、
当
然
自
己
の
一
心
帰
命
の
信
心
の
上
に
五
功
徳
門
の
成 

就
と
し
て
の
五
念
門
の
義
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た 

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
論
主
の
「
己

心
(

信
心)

を
申
」
べ
る 

偈

頌
(

「願
生
偈
」)

に
曇
鸞
が
施
し
た
五
念
配
釈
が
大
き
な
示
唆 

を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
曇
鸞
の
示
唆
を
受
け 

た
親
鸞
に
お
い
て
、
絶
対
矛
盾
的
関
係
の
如
来
と
我
と
の
間
に
、
 

と
も
に
等
し
く
五
念
門
を
行
じ
る
と
い
う
、
超
時
間
的
な
連
続
性 

が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

結

「
仰
可
奉
持
、
特
可
頂
戴
。」

!

結
釈!
—

 

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
「証
巻
」

の
結
釈
の
文
、

し
か
れ
ば
大
聖
の
真
言
、
誠
に
知
り
ぬ
。
大
涅
槃
を
証
す
る 

こ
と
は
、
願
力
の
回
向
に
籍
り
て
な
り
。
還
相
の
利
益
は
利 

他
の
正
意
を
顕
す
な
り
。

こ
こ
を
も
っ
て
論
主
は
広
大
無
碍 

の
一
心
を
宣
布
し
て
、
あ
ま
ね
く
雑
染
堪
忍
の
群
萌
を
開
化 

す
。
宗
師
は
大
悲
往
還
の
回
向
を
顕
示
し
て
、
ね
ん
ご
ろ
に 

他
利
利
他
の
深
義
を
弘
宣
し
た
ま
え
り
。
仰
い
で
奉
持
す
べ 

し
、
特
に
項
戴
す
べ
し
と
。
 

(

二
九
八
頁) 

に
説
か
れ
る
如
来
「
利
他
の
正
意
」

の
具
体
的
顕
現
と
し
て
の 

「
還
相
の
利
益
」
と
は
、
出
第
五
門
の
功
徳
と
し
て
実
現
す
る
如 

来
自
身
の
還
相
の
回
向
、
利
他
教
化
地
の
利
益
で
あ
る
こ
と
が
知 

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
還
相
回
向
と
の
値
遇
こ
そ
が
如
来
の
回 

向
利
益
他
の
正
意
を
衆
生
の
上
に
実
現
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
如 

来
の
還
相
の
利
益
と
し
て
衆
生
に
成
就
す
る
も
の
が
「
願
力
の
回 

向
に
籍
」

っ

て

「
大
涅
槃
を
証
す
る
」
仏
道
、
す
な
わ
ち
「真
宗
」 

で
あ
る
。

そ
し
て
、
曇

鸞

が

「
大
悲
往
還
の
回
向
の
顕
示
し
て
愍
勲
に
」 

「弘
宣
し
」
た

「他
利
利
他
の
深
義
」
と
は
、
『
入
出
二
門
偈
』
に
、
 

願
力
成
就
を
五
念
と
名
づ
く
、
仏
を
し
て
言
わ
ば
、
宜
し
く 

利
他
と
言
う
べ
し
。
衆
生
を
し
て
言
わ
ば
他
利
と
言
う
べ
し
。
 

当
に
知
る
べ
し
、

い
ま
将
に
仏
力
を
談
ぜ
ん
と
す
。

(

四
六
四
頁)
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と
あ
る
よ
う
に
、

「利
他
」
と
は
徹
頭
徹
尾
仏
力' 

す
な
わ
ち
如 

来
の
往
還
二
相
の
回
向
利
益
他
を
指
し
、
衆
生
は
徹
頭
徹
尾
「
他 

利
」
さ
れ
る
存
在
、
他
力
と
し
て
の
如
来
に
よ
っ
て
利
益
さ
れ
る 

存
在
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「証
巻
」
結
釈
は
、
『
大
経
』
及
び
天
親
・
曇
鸞
の 

教
説
が' 

衆
生
が
ま
さ
し
く
如
来
の
利
他
回
向
に
帰
し
て
一
心
の 

信
を
獲
得
す
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
、
と 

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
釈
は
た
だ
単
に
そ
れ
を 

道
理
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
 

「仰
ぎ
て
奉
持
す 

べ
し
、
特
に
頂
戴
す
べ
し
」
と
い
う
教
説
へ
の
帰
敬
の
勧
め
で
締 

め
括
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
言
葉
は' 

仏
説
及
び
二
師
の
教
説
へ
の 

帰
依
を
勧
め
る
言
葉
で
あ
る
の
は
勿
論' 

そ
の
ま
ま
他
力
回
向
の 

一
心
の
獲
得
を
勧
め
る
言
葉
で
あ
る
。

私

は

「仰
可
奉
事
特
可
頂
戴
矣
」
と
勧
め
、
「
た
だ
念
仏
し
て
、
 

弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を 

か
ぶ
り
て
、
信
」
ぜ
よ
と
発
遣
す
る
親
鸞
の
語
を
通
し
て
、
も
ろ 

も
ろ
の
教
説
の
上
に
今
現
在
我
々
に
働
き
か
け
る
如
来
の
還
相
回 

向
と
、
そ
の
最
も
密
接
か
つ
直
截
な
歴
史
的
証
明
で
あ
る
親
鸞
を
、
 

確
か
に
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

付 

記

親
鸞
は
慶
長
ハ
年(

一
ニ
五
六
・
八
十
四
歳)

に

『
論
註
』
に
加
点 

を
施
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
教
行
信
証
』
は
、
最
晩
年
ま
で
推 

敲
が
重
ね
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
専
信
坊
専
海
に
書
写
を
許
し
、
 

そ
の
公
開
を
託
し
た
慶
長
七
年(

一
ニ
五
五
・
八
十
三
歳)

を
一
応
の 

完
成
期
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
著
し
た
二
つ 

の
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
に
施
さ
れ
た
訓
点
に
は
大
き
な 

違
い
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
、
両
者
の
主
題
が
必
ず
し
も
同 

ー
で
は
な
く
、
相
互
に
独
立
し
た
文
脈
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
意
味 

す
る
も
の 
で

る

。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
着
目
し
、
二
つ
の
著
述
の
文
脈
、
 

主
題
の
相
違
を
阴
確
に
指
摘
し
た
先
達
は
乏
し
い
。
両
者
を
明
確
に
分 

判
す
る
こ
と
な
く
、
『
論
註
』
の
文
脈
を
前
提
と
し
て
、
安
易
に
混
同
、
 

同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
感
が
拭
え
な
い
。

私

は

『
教
行
信
証
』
引
用
の
『
論
註
』
の
文
と
『
論
註
』
加
点
本
の 

親
娉
の
訓
読
を
対
比
す
れ
ば
、
両
者
の
文
脈
、
及

び

『
論
註
』
の
加
点 

『
教
行
信
証
』
の
撰
述
そ
れ
ぞ
れ
に
託
さ
れ
た
親
猫
の
著
述
意
図
が
お 

の
づ
か
ら
明
瞭
に
な
る
、
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
発
想
か
ら
本
稿
に 

お
い
て
は
、
時
に
は
両
者
の
訓
読
を
対
比
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
「
証 

巻
」
の
文
脈
、
訓
読
に
従
っ
て
考
察
し
た
た
め
、
「
入
一
法
句
」
「
広
略 

相
入
」
「
菩
薩
」
「
入
出
二
門
」
等
に
関
し
て
は
文
中
に
提
示
し
た
よ
う 

な
解
釈
を
示
す
結
果
と
な
っ
た
。
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註

①

②

③

『
浄
土
論
註
』(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
ツ
ー
七
頁)

④

「
御
進
講
覚
書
」(
清
沢
満
之
全
集⑷

— 
ー
 

ー
〇
頁)

⑤
⑥
 

「
精
神
主
義(

そ
の
二)

」(
清
沢
全
集
71|
六
三
頁)

他
。

⑦
 

「
本
願
の
仏
地
」
(

曾
我
量
深
選
集V

I
二
三
二
〜
六
頁
・
ニ
五 

五
〜
六
〇
頁)

参
照
。

⑧ 

同
右
二
九
四
頁
。

⑨ 

『
論

匡
(

定
親
全⑷

—

ー
ニ
五
頁)

⑩
 

『
大
乗
起
信
論
』(

大
正
蔵
三
二
・
五
六
七
・
2，) 

⑪
 

「
地
上
の
救
主
」(

曾
我
選
集
从
—
四
一
ニ
頁)

⑫

⑬

同
右
四
一
六
頁
。

⑭

同
右
四
一
四
頁
。

⑮
 

『
論

匡
(

定
親
全⑷

—

一
四
一
頁)

な
お
、
こ
の
論
文
は
「
真
実
証
——
如
来
回
向
の
利
益
と
し
て
の
「
真 

宗
—
」(

『
大
谷
学
報
』
第
六
十
八
巻
第
三
号)

の
続
編
で
あ
り
、
併
せ 

て
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
文
中
の
引
用
文
献
の
頁
数
は
典
拠 

の
指
示
の
な
い
も
の
は
全
て
東
本
願
寺
版
『
真
宗
聖
典
』
の
頁
数
で
あ 

る
。

59


