
願

成

就

の

一

心

—!

入
出
二
門
の
源
泉!

安 

田 

理 

深 

世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
、

一
心
に
尺
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
。
無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲 

な
り
、
こ
の
光
明
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
。

こ
れ
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
『
願
生
偈
』
の
初
め
の
二
行
に
依
っ
て
作
ら
れ
た
。

ニ
行
に
依
っ
て
作
ら
れ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、

第
一 

行
と
第
二
行
は
、
順
序
を
変
え
て
い
ま
す
。
「修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
る
」
と
い
う
の
は' 

第
二
行
で
す
。
「
一
心
帰
命
」
は
、
第
一
行
で 

す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
は' 

順
序
を
変
え
て
作
っ
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
、

言
葉
は
『
願
生
偈
』
に
依
っ
て
い
ま
す
。
『
願
生
偈
』
で
は 

序
分
な
の
で
す
け
れ
ど
、
よ
く
見
れ
ば
、
形
は
序
分
だ
け
れ
ど
も
内
容
は
序
分
じ
ゃ
な
い
。
こ

の
『
入
出
二
門
偈
』

の
場
合
、
こ
れ
は' 

や
っ
ぱ
り
、
序
分
じ
ゃ
な
い
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は' 

色
々
申
し
上
げ
ま
し
た
。

一
心
と
い
う
の
は' 

こ
れ
は
も
う
こ
の 

『
願
生
偈
』
と
一
体
で
あ
る
。
や
は
り
『
入
出
二
門
』
と
い
う
こ
と
も
一
心
の
全
体
な
わ
け
で
、

一
心
と
い
う
も
の
の
依
っ
て
き
た
背
景 

を
明
ら
か
に
し
、
「
一
心
」
に
備
わ
っ
て
い
る
意
義
を
表
わ
し
て
き
た
。

一
心
な
し
に
『
入
出
二
門
偈
』
を
著
わ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
 

一
心
に
備
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
『
入
出
二
門
偈
』
だ
か
ら
。
偈
文
の
方
は
、

一
心
と
い
う
言
葉
が
偈
文
を
代
表
し
て
い
る
の
で
す
。
入 

出
二
門
と
い
う
事
は
、
解
義
分
を
代
表
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

一
心
を
解
釈
し
て
、

一
心
に
含
ま
れ
て
い
る
意
義
を
顕
わ
に
す
る
の
が
解 

義
分
。
だ
か
ら
一
心
の
中
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
『
入
出
二
門
偈
』
は
、

一
心
と
い
う
も
の
を
先
ず
明
ら
か
に
し
て
あ
る
。



し
た
が
っ
て
、
『
入
出
二
門
偈
』
の
前
半
分
は
、
『
願
生
偈
』
の
文
に
依
っ
て
、
明
ら
か
に
し
た
。
ま
さ
し
く
、
そ

の

『
入
出
二
門
偈
』
そ 

の
も
の
を
述
べ
る
後
半
は
、
「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
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
以
下
で
す
。
 

そ
こ
に
入
出
ニ
門
と
い
う
の
は
、
五
念
門
の
事
な
の
で
す
。

一
 

心
と
い
う
も
の
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
す
。

一
心
に
包
ま
れ
一
心
に
成
就
す
る
と
こ
ろ
の
背
景
と
し
て
の
五
念
と
い
う 

も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
と' 

五
念
五
功
徳
と
い
う
も
の
の
、
何
と
い
い
ま
す
か
、

一
つ
の
歴
史
で
あ
る
。

一
心
の
由
来
す
る 

と
こ
ろ
の
歴
史
で
あ
る
。

一
心
と
い
う
の
は
、
突
然
出
た
も
の
じ
ゃ
な
い
。

一
心
と
い
う
の
は
、
長
い
道
程
を
も
っ
て
そ
こ
に
成
就
さ
れ 

て
き
た
。
た
だ
一
心
を
言
お
う
と
思
っ
て
、

一
心
を
言
え
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
全
く
そ
れ
は
時
機
到
来
だ
。
思
い
を
超
え
て
賜
わ
る
の
で 

あ
っ
て
、
そ
こ
に' 
-

心
と
い
う
も
の
は
作
る
の
で
は
な
く
て
、
賜
わ
る
も
の
だ
。

一
心
と
い
う
の
は
、
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
菩
提
心
な
ん
だ
。
願
作
仏
心
な
の
で
す
。

つ
ま
り
、
大
菩
提
心
と
い
う
の
は
成
仏
の
願
、
 

願
心
だ'

だ
か
ら
、
菩
提
と
い
う
言
葉
で
も
表
わ
す
ん
で
す
け
れ
ど
も
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
涅
槃
と
い
う
こ
と
で
も
表
わ
す
。
涅
槃
の 

真
因
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
成
仏
の
正
因
で
あ
る
。
往
生
成
仏
の
正
因
、
 

そ
れ
か
ら
涅
槃
の
真
因
。
涅
槃
を 

証
す
る
智
慧
の
方
か
ら
言
え
ば
、
菩
提
と
言
い
ま
す
。
智
慧
に
よ
っ
て
悟
れ
る
方
か
ら
言
え
ば
、
涅
槃
。
だ
か
ら
、
涅
槃
の
真
因
と
い
う
。
 

菩
提
の
正
因
、
そ
う
い
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
し
て
、
因
を
賜
る
。
因
を
押
え
れ
ば
、
果
は
自
然
で
す
。
因
を
決
定
す
る
の
は
今
。
果
は 

未
来
。
大
き
な
未
来
、
無
限
の
未
来
と
い
う
も
の
を
持
つ
と
り
た
い
と
思
い
ま
す
ね
。
し
か
し
な
が
ら
、
因
は
今
な
ん
で
す
。
因
も
未
来 

だ
と
い
う
と
、
話
し
に
な
ら
な
い
で
す
。
因
も
果
も
未
来
だ
と
話
し
に
な
ら
な
い
。
果
は
未
来
か
も
知
れ
な
い
け
ど' 

因
は
今
。
こ
う
い 

う
因
。
そ
う
い
う
一
心
な
の
で
す
。

一
心
と
い
う
て
も
突
然
来
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
背
景
が
あ
る
。
歴
史
で
し
よ
。

一
心
と
い
う
と
こ
ろ
に 

仏
道
が
あ
る
。
仏
道
や
ね
。
仏
道
の
背
景
と
い
う
の
は
菩
薩
道
で
す
。

菩
薩
道
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
こ
の
入
出
二
門
と
い
う
の
は
、
菩
薩
の
行
、
菩
薩
行
と
い
う
も
の
が
背
景
に
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の 

で
す
。
仏
道
の
背
景
な
ん
で
す
。
仏
道
と
い
う
も
の
は
、

一
般
仏
教
で
言
え
ば
、
三
大
阿
僧
と
い
う
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
『
無
量
寿
経
』



で
言
え
ば
、
不
可
思
議
兆
載
永
劫
で
す
。

一
心
と
い
う
の
は
、
今
な
ん
で
す
ね
。
今
の
背
景
に
、
不
可
思
議
兆
載
永
劫
と
い
う
歴
史
を
持 

っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
一
心
と
い
う
も
の
は
、
歴
史
を
持
っ
た
一
心
な
の
で
す
。
突
然
に
降
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
歴
史
と 

い
う
も
の
を
押
え
て
、
難
信
と
言
う
の
で
す
。
容
易
な
ら
ん
と
言
う
た
の
で
す
。

今
我
々
が
、
努
力
を
超
え
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
信
を
賜
る
。
賜
っ
た
の
は
因
だ
け
れ
ど
、
し
か
し
、
賜
っ
て
み
れ
ば
そ
れ
は 

容
易
な
ら
ん
こ
と
で
あ
る
。
貴
重
な
も
の
だ
。
こ
う
い
う
意
味
で
す
、
難
信
と
い
う
の
は
。
い
ろ
い
ろ
難
が
あ
る
け
ど
、
本
当
の
意
味
の
・ 

厳
密
な
意
味
で
の
難
と
い
う
の
は' 

信
を
得
る
こ
と
で
す
。

一
般
に
は
往
生
成
仏
と
い
う
も
の
が
難
事
業
で
あ
っ
て' 

そ
の
た
め
に
菩
薩 

の
修
行
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
菩
薩
の
行
と
い
う
も
の
が
、
往
生
成
仏
の
難
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
あ
そ 

う
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
往
生
成
仏
と
い
う
も
の
を
一
大
事
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
わ
す
ん
で
す
。

一
大
事
と
い
う
こ
と
が
、
難 

事
業
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
す
の
が
、
菩
薩
行
。

し
か
し
、
親
鸞
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
往
生
成
仏
が
必
ず
し
も
、
難
で
は
な
い
。
は
じ
め
か
ら
難
で
は
な
い
。

一
応
難
だ
。

一
応
難
で
あ 

る
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
押
え
て
み
れ
ば
、
往
生
成
仏
と
い
う
果
が
難
で
は
な
く
て
因
の
方
が
難
だ
。
さ
ら
に
押
え
て
み
た
ら
因
を
得
れ
ば. 

果
は
自
然
に
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
往
生
成
仏
と
い
う
よ
う
な
事
は' 

我
々
は
如
来
に
お
ま
か
せ
す
る
。
如
来
の
力
で
、
願
力
自
然
で 

往
生
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
願
力
自
然
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
 

そ
も
そ
も
、

ー

大
事
。
だ
か
ら
、
 

こ
の
本
願
と
い
う
も
の
が 

な
け
れ
ば
、

一
大
事
が
成
仏
に
な
る
。
願
が
な
け
れ
ば
そ
う
で
し
ょ
。
け
れ
ど,
も
、
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
往
生
成
仏
は
、
願 

力
自
然
な
ん
だ
。
願
力
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
事
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、

一
般
の
仏
教
か
ら
言
え
ば
、

一
大
事
は
往
生
成
仏
の
果 

に
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
本
願
と
い
う
教
学
に
お
い
て
は
、
信
を
得
る
こ
と
が
一
大
事
。
そ
う
い
う
こ
と
を
大
事
に
し
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
 

信
巻
に
は
、

「無
上
の
妙
果
、

成
じ
難
き
に
あ
ら
ず
」
と
。
無
上
妙
果
で
す
。
往
生
成
仏
の
果
で
す
。
だ
か
ら
無
上
妙
果
は
、
必
ず
し
も 

成
じ
難
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
は
じ
め
か
ら
易
い
も
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
ど
、
必
ず
し
も
成
じ
難
い
と
い
う
わ
け
で
は
な 

い
。
本
願
を
と
っ
て
し
ま
え
ば
、
成
じ
難
い
け
ど
、
本
願
が
あ
る
な
ら
必
ず
し
も
、
成
じ
難
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
願
力
自
然
に
よ



っ
て' 

無
上
の
妙
果
を
賜
わ
る
。
し
か
し
、
「真
実
の
信
楽
実
に
獲
る
こ
と
難
し
」
と
あ
る
。

信
心
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
、

因
の
方
が 

困
難
で
あ
る
。

そ
れ
で
難
信
と
い
う
。
「無
上
の
妙
果
、

成
じ
難
き
に
あ
ら
ず
」
だ
か
ら
し
て
一
般
の
仏
教
と
ま
っ
た
く
逆
に
な
っ
た
わ 

け
で
す
ね
。

一
般
の
仏
教
か
ら
言
え
ば
、
成
仏
は
難
だ
と
。
信
は
何
も
、
我
々
が
頷
く
こ
と
だ
か
ら
、
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
。
こ
う
い 

う
よ
う
に
も
言
え
る
ん
で
す
ね
。
む
し
ろ
難
と
い
う
の
は
、
行
の
方
が
難
だ
。
難
行' 

難
行
道
だ
。
そ
し
て' 

信
は
易
信
と
い
う
こ
と
に 

な
る
。
難
行
易
信
で
す
。
難
行
に
よ
っ
て
成
就
す
る
果
だ
か
ら
、
果
が
容
易
な
ら
ん
こ
と
だ
。

一
般
の
仏
教
か
ら
言
え
ば
、
こ
う
い
う
こ 

と
に
な
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
逆
に
本
願
の
仏
教
、
 

つ
ま
り
南
无
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
仏
道
か
ら
い
う
と
、
そ
う
じ
ゃ
な 

い
。
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
。
曾
我
先
生
は
こ
う
言
っ
た
で
す
ね
。
「無
上
の
妙
果
、

成
じ
難
き
に
あ
ら
ず' 

真
実
の
信
楽
実
に
獲
る
こ
と 

難
し
」
と
い
う
ゝ
「真
実
の
信
楽
実
に
獲
る
こ
と
難
し
」
と
い
う
こ
の
一
句
が
、

親
鸞
教
学
の
面
目
だ
と
。

信
巻
全
体
の
結
晶
だ
と
。
こ 

ん
な
高
い
評
価
を
与
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
容
易
な
ら
ん
言
葉
で
す
ね
、
難
信
と
い
う
こ
と
は
。
だ
か
ら' 

難
信
と
い
う
意
味
も
、
こ
れ
ま 

で
誤
解
し
て
お
っ
た
ん
じ
や
な
い
か
。
難
信
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
苦
労
し
て
来
い
と
い
う
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
 

〃
か
た
じ
け
な
い"

と
い
う
意
味
だ
。
た
だ
困
難
と
い
う
意
味
で
は
な
い
ん
だ
。
容
易
な
ら
ん
こ
と
だ
。
今
、
信
を
獲
る
と
い
う
の
は
、
 

ゆ
く
り
な
く
賜
っ
た
ん
だ
。
予
定
し
て
賜
っ
た
の
で
は
な
い
。
予
定
を
超
え
て
賜
っ
た
。
賜
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
容
易
な
ら
ん
こ
と
だ
。
 

容
易
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
歴
史
な
の
で
す
。
歴
史
的
成
就
な
ん
だ
。
別
の
言
葉
で
端
的
に
言
え
ば
、
私
が
現
に
今
、
目
が
覚
め
た
私 

と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
全
世
界
が' 

そ
う
い
う
ふ
う
に
必
要
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
意
味
だ
。
私
事
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
信
楽 

を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
事
で
は
な
く
て
、
全
法
界
の
事
業
な
ん
だ
。
こ
、フ
い
う
よ
う
な
意
味
が
、
こ
こ
に
込
め
ら
れ
て
お
る
わ
け
だ 

ね
。そ

う
い
う
わ
け
で
、
入
出
二
門
と
い
う
も
の
、
何
の
入
出
二
門
か
と
い
う
と
、

一
心
の
入
出
二
門
。
こ
う
い
う
意
味
で
、
初
め
の
方
に 

偈
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
『
願
生
偈
』
を
解
釈
さ
れ
た
解
義
分
に
、
入
出
二
門
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
五
念
門
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
曇
鸞
は
、
 

一
心
を
表
明
さ
れ
た
偈
文
の
方
を
、
五
念
門
に
分
け
て
解
釈
さ
れ
て
お
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
こ
の
前
言
っ
た
ね
。
そ
う
す
る
と
い
う



と
、
「帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
以
下
、
ず
っ
と
、

最
後
ま
で
五
念
門
に
当
て
る
と
い
う
と
、

帰
命
は
礼
拝
門
、
尽
十
方
无
碍
光
如
来 

を
讃
嘆
門
、
願
生
安
楽
国
は
作
願
門
、
観
彼
世
界
相
は
観
察
門
で
す
ね
。
願
作
論
説
偈
と
い
う
最
後
は
廻
向
門
。

一
応
配
当
す
る
の
で
す
。
 

無
理
に
一
応
配
当
し
て
み
れ
ば
、
配
当
で
き
る
。
学
問
の
く
せ
で
す
ね
。

善
導
大
師
に
、
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
典
の
題
目
を
、
『
无
量
寿
仏
観
経
』
无
量
寿
仏
と
い
う
こ
と
を
掲
げ
て
、
そ
れ
を
観
ず
る
。
 

无
量
寿
仏
と
い
う
言
葉
を
、
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で' 

帰
・
命
・
無
・
量
・
寿
・
仏
。
そ
う
す
る
と
、
南

・
 

無
・
阿
・
弥
・
陀
・
仏
。
六
字
に
な
る
。
そ
れ
だ
か
ら
し
て
南
は
帰
、
无
は
命
、
南
と
い
う
の
は
、
発
音
だ
か
ら
ね
。
南
に
帰
と
い
う
意 

味
が
あ
る
の
で
は
な
く
て' 

南
無
と
い
う
一
つ
の
言
葉
だ
か
ら
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
南
は
帰
、
無
は
命
と
い
う
技
巧
で
す
ね
。
配
当 

な
ん
だ
。
し
か
し
、
い
ち
い
ち
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
帰
命
無
量
寿
仏
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
だ
と
。
 

こ
う
言
う
と
る
。
全
体
と
し
て
ね
。
だ
か
ら
『
願
生
偈
』
全
体
は
五
念
門
な
ん
だ
。
配
当
で
き
る
の
だ
か
ら
必
ず
し
も
無
理
で
は
な
か
ろ
う
。
 

し
か
し
、
そ
の
時
に
一
心
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
な
い
。

一
心
ま
で
五
念
門
に
入
っ
て
な
い
。

「帰
命
」
以
下
が
五
念
門
。

だ
か
ら
、
 

一
心
と
い
う
も
の
は
違
う
ん
だ
ね
。
独
立
し
と
る
ん
だ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
、
非
常
に
大
事
な
ん
だ
ね
。
こ
れ
は
、
行
信
の
関
係
を
言 

う
と
る
ん
だ
。
信
ま
で
行
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
や
は
り
一
心
ま
で
行
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
何
か
と
い
う
と
ね
、
 

心
と
い
う
も
の
は
、
こ
こ
ろ
で
す
か
ら
主
体
を
表
わ
す
の
で
す
。
何
か
主
体
に
な
る
も
の
を
あ
ら
わ
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
も
の
は
、
言 

葉
で
表
現
す
れ
ば
、
「我
」
で
す
。
「我
一
心
」
。
だ
か
ら
、
曇
鸞
大
師
は'

「
こ
の
ゆ
え
に
論
主
建
め
に
」
、
「論
主
建
め
に
」
だ
。
「建
言
」
。
 

「建
め
に
我
一
心
と
言
え
り
」
。
建
め
に
一
心
と
言
へ
り
と
は
言
わ
な
い
。

「建
め
に
我
一
心
と
言
え
り
」
。

一
心
に
よ
っ
て
我
を
建
て
る 

の
で
す
。
我
が
あ
っ
て
一
心
を
起
こ
す
の
で
は
な
い
。

一
心
に
よ
っ
て
我
を
建
て
る
。
我
と
い
う
の
は
、
だ
か
ら
、
主
体
性
な
の
で
す
。
 

も
っ
と
言
え
ば
主
人
な
の
だ
。
行
の
主
人
。
主
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
し
ょ
。

つ
ま
り
、
行
の
歴
史
だ
ね
。
菩
薩
行
の
歴
史
に
よ
っ
て
、

一
心
が
成
り
立
っ
た
の
で
し
ょ
。
賜
っ
た
一
心
が
成
立
し
て
み
る
と
、
そ
れ 

ま
で
あ
っ
た
行
が
主
人
に
な
る
。
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
行
の
歴
史
に
よ
っ
て
一
心
を
賜
わ
る
と
、
賜
っ
た
一
心
の
方
が
、
主
人
に
な
っ



て' 

賜
っ
た
歴
史
の
主
に
な
る
。
歴
史
に
よ
っ
て
自
分
が
成
り
立
つ
と
い
う
と
、
そ
の
自
分
が
歴
史
の
主
に
な
る
。
心
と
い
う
も
の
は
、
 

外
の
方
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
主
体
性
は
、
客
体
的
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
す
。
能
所
っ
て
い
う
で
し
ょ
。
 

能
の
位
置
に
あ
る
の
で
す
。
だ

か

ら

「能
令
速
満
足 

功
徳
大
宝
海
」
能
令
だ
ね
。
能
と
い
う
位
に
あ
る
。
信
は
、
所
と
い
う
位
に
置
く 

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
行
は
所
な
の
で
す
。
所
行
と
い
う
。
行
ず
る
の
で
は
な
い
。
行
ぜ
ら
れ
る
の
だ
。
所
と
い
う
位
置
に
置
く
こ
と
が 

で
き
な
い
も
の
を
心
と
い
う
。
所
と
い
う
た
ら
見
ら
れ
た
心
。
見
ら
れ
た
心
は
、
も
う
心
で
は
な
い
。
見
る
か
ら
心
で
す
。
絶
対
に
向
こ 

う
の
方
に
置
け
な
い
も
の
を
、
心
と
い
う
。
能
安
の
心' 

能
く
安
ん
ず
る
心
、
安
心
と
い
う
の
で
す
。
安
心
の
心
と
い
う
も
の
は
、
能
安 

心
。
所
安
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
所
安
は
浄
土
で
あ
り' 

能
安
は
往
生
の
信
心
。
ま
た' 

名
号
は
所
行
。
能
信
は
、
心
。
こ
こ
ろ
。
信 

ず
る
の
は
心
。
こ
れ
は
、
客
体
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
は
っ
き
り
言
え
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
い
と
、
教
学
が
混 

乱
し
て
く
る
の
で
す
。
だ
か
ら' 

一
心
と
い
う
も
の
ま
で' 

五
念
門
に
入
っ
て
し
ま
う
と
、
だ
め
な
の
で
す
。
い
く
ら
配
当
し
て
み
た
と 

こ
ろ
で
。
帰
命
か
ら
配
当
に
な
っ
て
く
る
ん
だ
。

一
心
帰
命
と
言
う
け
れ
ど
、
帰
命
は
礼
拝
な
の
で
す
。
 

ち
ゃ
ん
と
限
界
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
、

一
心
は
ど
こ
ま
で
も
、
主
体
性
。
心
も
我
で
表
わ
し
て
、
我
一
心
。
そ
れ
か
ら
、
願
も
、
願
心 

と
い
う
の
だ
か
ら
、
我
と
い
う
字
が
つ
い
て
く
る
。
「設
我
得
仏
」
と
書
い
て
あ
る
。

本
願
の
方
で
は
、

願
心
と
い
う
も
の
の
主
体
を
、
 

我
と
い
う
。
法
蔵
菩
薩
が
あ
っ
て
、
願
心
を
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
。
願
心
も
法
蔵
菩
薩
。
願
心
に
法
蔵
菩
薩
と
い
う
名
前
を
立
て
る
の 

で
す
。
別
に
ど
こ
か
に
法
蔵
菩
薩
が
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
如
来
の
願
心
に
目
覚
め
た
人
は
、
誰
で
も
法
蔵
菩
薩
。
法 

蔵
菩
薩
は
そ
う
い
う
人
が
い
た
と
い
う
意
味
で
は
な
し
に
、
法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
は
人
間
の
根
源
的
な
あ
り
方
な
の
で
す
。
言
っ
て
み
れ 

ば
、
こ
っ
ち
の
方
に
凡
夫
が
あ
っ
て' 

そ
の
凡
夫
を
救
っ
て
下
さ
る
法
蔵
菩
薩
が
ど
こ
か
に
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
法
蔵
菩
薩
こ 

そ
、
真
凡
夫
な
ん
だ
。
本
願
を
起
こ
さ
れ
た
。
起
こ
し
た
と
い
っ
て
も
、
わ
し
が
起
こ
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
如
来
の
本
願
を
感 

得
し
た
の
だ
。
偉
い
位
に
つ
い
て
は
、
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
は
感
得
で
き
な
い
ん
だ
。
人
間
の
最
底
線
に
立
っ
て' 

凡
夫
に
帰
る
と 

こ
ろ
、
そ
こ
が
本
願
の
出
口
な
ん
だ
。
論
理
的
に
言
え
ば' 

法
蔵
菩
薩
と
い
う
の
は' 

一
つ
の
原
形
な
の
で
す
。



願
で
も
信
で
も
、
願
心
、
信
心
と
い
う
の
で
す
か
ら
。
み
ん
な
主
体
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
、
願
心
と
い
う
も
の
と
、
信
心 

と
い
う
も
の
が
二
つ
あ
る
の
で
は
な
い
。
二
つ
の
主
体
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
す
ね
。
如
来
の
位
に
置
け
ば
願
心
。
我
々
の
位
へ
置
け
ば 

信
心
。
位
が
違
う
の
は
、
廻
向
と
言
う
。
如
来
の
願
心
で
あ
る
こ
と
を
失
わ
ず
し
て
、
衆
生
に
成
就
す
る
。
そ
れ
が
信
心
。
だ
か
ら
衆
生 

に
成
就
し
て
も' 

衆
生
の
も
の
で
は
な
い
。
す
ぐ
如
来
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
信
心
を
私
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
あ
そ
う
い
う
意
味 

が
あ
る
。
そ
こ
で
、
我
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
。
我
一
心
。
我
と
一
心
と
い
う
も
の
を
離
さ
ず
に
、
我
一
心
。
こ
れ
は
な
か
な
か
い
い 

言
葉
だ
ね
。

か
る
が
ゆ
え
に
、
「論
主
建
言
我
一
心
」。
だ
か
ら
そ
の
、

は
じ
め
っ
て
も
の
に
全
部
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
『
願
生
偈
』
全 

体
は
五
念
門
に
解
釈
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、

序
分
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
た
。

そ
れ
は
ま
あ
貴
重
な
意
味
で
す
ね
。
「帰
命
尺 

十
方 

无
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国 

我
依
修
多
羅 

真
実
功
徳
相 

説
願
偈
総
持 

与
仏
教
相
応
」
そ
こ
ま
で
は
序
分
だ
っ
た
。

一
応 

序
分
な
の
で
す
け
れ
ど
、
五
念
門
に
配
当
す
れ
ば
、
序
分
で
は
な
い
。
本
文
だ
。
本
文
は
本
文
だ
け
れ
ど
、

一
心
と
い
う
も
の
は
、
ち
ょ 

っ
と
除
外
し
た
。
主
体
だ
か
ら
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
一
心
は
、
入
出
二
門
の
行
に
よ
っ
て
賜
わ
り
成
就
し
た
一
心
と
い
う
意
味
で 

す
。
親
鸞
教
学
で
言
え
ば'

『
阿
弥
陀
経
』
に
も
、

一
心
と
い
う
の
が
あ
る
け
ど
、
そ
れ
と
ち
よ
っ
と
違
う
。

つ
ま
り
、
『
願
生
偈
』

の
ー 

心
と
い
う
も
の
は
、
本
願
廻
向
成
就
の
一
心
。
こ
う
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
そ
れ
は' 

行
を
具
し
と
る
一
心
、
行
の
な
い
信
で
は 

な
い
ん
だ
。
だ
か
ら
、
行
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
、
行
に
よ
っ
て
賜
っ
て
、
ま
た
そ
の
行
を
統
一
す
る
一
心
。
行
に
よ
っ
て
賜
わ
り
、
賜
わ 

っ
た
と
き
に
、
も
う
そ
の
行
と
い
う
も
の
の
主
と
な
る
一
心
。
行
を
備
え
た
と
き
ー
心
と
い
う
ん
で
す
。
行
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と. 

今
日
の
も
っ
と
や
さ
し
い
言
葉
で
言
え
ば
、
生
活
で
す
。
生
活
が
あ
る
ん
だ
。
信
心
が
生
活
を
も
っ
と
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
そ
う
で
な
い
信
心
は' 

信
を
得
て
、
こ
れ
か
ら
行
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
生
活
は
な
い
。
そ
う
い
う
行
と
は
違
う
。
 

行
の
な
い
信
と
い
う
の
は' 

今
の
言
葉
で
言
え
ば
、
観
念
だ
。
無
内
容
な
信
だ
ね
。

つ
ま
り
何
か
、
本
願
を
信
じ
て
、
そ
れ
か
ら
本
願
の 

行
を
行
ず
る
と
い
う
、
信
行
と
い
う
の
と
は
違
う
。
行
信
な
の
で
す
。
信
を
起
こ
し
て
行
ず
る
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
二
十
願
。
二
十
願
の 

信
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
行
信
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
至
心
信
楽
。
第
十
八
願
成
就
の
信
心
。
こ
う
い
う
意
味
で
、
そ
こ
に



『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
と
は
え
ら
い
違
い
が
出
て
く
る
。
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
の
は
、
御
開
山
か
ら
い
う
と
方
便
の
教
え
。

昔
は
そ
ん 

な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
親
鸞
ま
で
は
、

一
心
と
い
う
の
は
、
ど
こ
で
も
い
っ
し
ょ
、
同
じ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
御
開
山
は
三
願 

に
よ
っ
て
、
三
経
と
い
う
も
の
を
決
定
す
る
と
い
う
意
味
で
、
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
も
の
は
、

二
十
願
成
就
、

二
十
願
と
い
う
も
の
を 

根
底
と
し
て
、
説
か
れ
た
釈
尊
の
教
え
で
あ
る
。

阿
弥
陀
仏
の
二
十
願
と
い
う
も
の
に
立
っ
て
、

説
か
れ
た
経
典
が
、
『
阿
弥
陀
経
』
で 

あ
る
。
十
九
願
に
立
っ
て
説
か
れ
た
経
典
が
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
第
十
八
願
に
立
っ
て' 

第
十
八
願
の 

精
神
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
が
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
親
鸞
教
学
に
お
い
て
は
、
三
経
三 

願
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
親
鸞
が
初
め
て
言
う
の
で
あ
っ
て
、
親
鸞
以
前
に
そ
う
い
う
こ
と
は
、
あ
り
は
し
な 

い
。
だ
か
ら
、

一
心
と
い
っ
て
も
、
『
浄
土
論
』
の
一
心
も
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
も' 

同
じ
こ
と
だ
。
し
か
し
、
分
け
て
見
れ
る
と
い 

う
こ
と
を
、
親
鸞
が
言
っ
て
み
ら
れ
る
と' 

な
る
ほ
ど
、
そ
う
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
だ
。
言
わ
れ
な
い
と
わ
か
ら
ん
ね
。
 

言
わ
れ
な
い
と
わ
か
ら
な
い
け
ど' 

言
わ
れ
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
そ
う
な
っ
て
い
る
な
あ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
何
故
か
と
い
う
と
、
 

『
阿
弥
陀
経
』
に
は'

「
一
心
不
乱
」
と
書
い
て
あ
る
。

散
乱
し
た
心
を
、

統
一
し
て
一
心
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

一
心
だ
け
取
れ
ば
い
い 

け
ど
、
「
一
心
不
乱
」
と
い
っ
て
あ
る
。
「執
持
名
号
」
と
。

一
心
に
努
力
し
て
、
自
分
の
精
神
を
統
一
し
て
、
名
号
を
執
持
し
よ
う
と
。
 

こ
れ
は
『
浄
土
論
』
の
一
心
と
全
々
別
な
も
の
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
何

か

「
一
心
不
乱
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
 

努
力
が
入
っ
と
る
わ
ね
。
だ
か
ら
執
持
名
号
と
い
う
の
は
努
力
し
て
執
持
す
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
も
見
え
る
わ
ね
。
し
か
し
、
よ
く
考 

え
て
み
る
と
、
本
当
に
執
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
努
力
で
は
な
い
。
執
持
と
い
う
こ
と
は
、
先
言
っ
た
主
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
 

執
持
名
号
、
名
号
の
主
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
一
心
だ
ね
。
だ
か
ら
、
本
当
の
意
味
で
執
持
す
る
と
い
う
意
味
は
、
や
は
り
、
努
力
で
は 

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
執
持
名
号
と
い
う
こ
と
は
、
二
十
願
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
名
号
を
執
持
す
る
ん
だ
、
本
願
に
執
着
し
て
、
自
分 

の
努
力
に
変
え
る
ん
だ
。
だ
か
ら
、
本
願
に
た
す
か
っ
た
と
い
う
の
だ
け
れ
ど
、
本
願
に
た
す
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
ん
だ
。
結
局 

言
え
ば
、
本
願
を
信
じ
る
と
云
う
け
ど
、
本
願
を
信
じ
て
い
る
自
分
の
力
を
信
じ
と
る
ん
だ
。
か
え
っ
て
、
裏
か
ら
言
え
ば
、
疑
っ
て
お



る
わ
け
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
。
そ
れ
が
二
十
願
。
だ
け
ど
、
お
ま
え
の
執
持
と
い
う
の
は
、
執
着
し
て
お
る
の
だ
ろ
う
と 

い
う
こ
と
を
自
覚
さ
せ
て
、
本
当
に
本
願
の
執
持
と
い
う
意
味
に
呼
び
か
え
す
と
い
う
意
味
が
あ
る
ん
だ
。
自
覚
し
な
い
と
わ
か
ら
な
い 

ね
。
執
持
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
執
着
し
て
い
た
ん
だ
と
い
う
事
に
目
を
覚
ま
し
て
、
初
め
て
、
執
持
に
帰
る
ん
だ
。
そ
れ
を
隠
顕
と
い 

う
。
二
十
願
と
い
う
の
は
、
た
だ
人
間
の
執
着
を
叱
り
つ
け
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
本
当
に
執
着
と
い
う
も
の
を
自
覚
さ
せ
て 

そ
し
て
我
々
が
そ
れ
を
取
る
必
要
が
な
い
、
本
願
自
身
が
名
号
を
執
持
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
。
こ
う
い
う
、
執
着
す
る
一
心
で
は
な
し 

に
、
執
持
す
る
一
心
と
い
う
も
の
を
賜
わ
っ
た
の
だ
。
そ
う
い
う
の
が
、
二
十
願
と
い
う
も
の
の
意
義
な
ん
で
す
が
ね
。
 

毎
月
、
同
じ
よ
う
な
事
、
話
し
と
っ
て
も
、
進
歩
せ
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、

言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ん
け
れ
ど'

『
浄
土
論
』
と
は
、

言
葉 

が
簡
潔
で
、
簡
潔
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
非
常
に
面
倒
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、
御
開
山
の
よ
う
な
、
あ
あ
い
う
優
れ
た
方
で
も
、
『
願
生
偈
』 

の
精
神
を
い
た
だ
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
曇
鸞
大
師
の
解
釈
が
あ
っ
て
初
め
て
、
我
々
は
『
願
生
偈
』

の
精
神
と
い
う
も
の
を
理
解 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
も
言
っ
て
お
ら
れ
る
ね
。
『
願
生
偈
』
と
い
う
の
は
、
短
い
の
だ
か
ら
、
五
分
程
で
全
部
読
ん
で
し
ま
え
る
。
 

し
か
し
、
考
え
さ
せ
る
か
ら
、
結
局
長
い
。
形
は
短
い
ニ
ペ
ー
ジ
ほ
ど
で
す
。
し
か
し
考
え
る
時
間
を
入
れ
れ
ば
、
何
百
ペ
ー
ジ
の
本
に 

な
る
程
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
何
遍
も
何
遍
も
、
熟
読
吟
味
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
ね
。

だ
か
ら
、
僕
は
、

や
っ
ぱ
り
、
『
願 

生
偈
』
は
な
る
ほ
ど
『
浄
土
論
』
で
す
か
ら'

『浄
土
論
』
と
い
う
も
の
は
、
経
を
予
定
し
と
る
ん
で
す
か
ら
、
『
大
无
量
寿
経
』
を
発
見 

し
て
、
『
无
量
寿
経
』
の
精
神
と
い
う
も
の
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
『
浄
土
論
』
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、

逆
に
言
え
ば
、
『浄
土
論
』
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
『
无
量
寿
経
』
で
あ
る
。

『
无
量
寿
経
』
の
精
神
を
明 

ら
か
に
す
る
の
は
、
『浄
土
論
』
だ
け
れ
ど
、

同
時
に
ま
た
、

『
浄
土
論
』

の
意
義
と
い
う
も
の
を
考
え
て
く
る
の
も
、
『
无
量
寿
経
』
に 

照
ら
し
て
。
『
浄
土
論
』
は

『
浄
土
論
』
、
『
无
量
寿
経
』
は

『
无
量
寿
経
』
と
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
た
ら
、
『
无
量
寿
経
』
と
い
う
も 

の
と

『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
と
、
無
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
歴
史
に
な
ら
な
い
。
歴
史
的
展
開
に
意
義
が
あ
る
。
そ
こ
に 

伝
承
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
が
、
は
じ
め
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
『
無
量
寿
経
』
が
は
じ
め
に
あ
っ



た
の
で
す
。
『
无
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
本
願
が
、
今
こ
こ
に' 

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
が
『
浄
土
論
』
。
本 

願
が
身
を
も
っ
て
証
し
て
い
る
ん
だ
。

さ
っ
き
の
歴
史
と
い
う
の
は' 

一
心
そ
の
も
の
に
菩
薩
道
の
歴
史
が
あ
る
。
行
の
歴
史
か
ら
生
ま
れ
て
、
ま
た
行
の
主
体
と
な
る
。
そ 

う
い
う
歴
史
は
、
個
人
歴
史
と
い
う
の
で
す
。
個
人
そ
の
も
の
が
も
う
、
歴
史
的
な
の
だ
。
個
人
と
い
う
も
の
が
歴
史
で
、
流
水
に
描
く 

よ
う
に
、
描
い
た
後
か
ら
、
消
え
て
い
く
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
過
去
を
知
り
、
未
来
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
も
の
が
自
己
に
な
る
。
 

そ
う
い
う
、
私
個
人
そ
の
も
の
が
、
も
う
既
に
歴
史
的
な
ん
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
に
、
阿
頼
耶
識
と
言
う
の
で
す
。
阿
頼
耶 

識
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
親
し
み
が
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
ど
。
阿
頼
耶
識
と
い
う
の
は
、
各
人
各
人
の
個
人
の
行
動
な
の
で
す
。
さ
っ 

き
言
っ
た
よ
う
に
法
蔵
菩
薩
が
人
間
の
原
形
で
あ
る
よ
う
に
、
阿
頼
耶
識
は
人
間
の
行
動
な
ん
で
す
。
法
蔵
菩
薩
の
方
は
、
何
か
神
話
的 

に
言
っ
て
あ
る
し
、
阿
頼
耶
識
の
方
は
学
問
的
に
言
っ
て
あ
る
だ
け
の
話
な
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り
、
人
間
原
形
な
ん
だ
。
阿
頼
耶
識
と
い 

う
の
は
ね
。

翻
訳
す
れ
ば
蔵
識
。
蔵
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
原
形
。
歴
史
的
と
い
う
の
は
過
去
を
蔵
し
て
お
る
。
ま
た
未
来
を
蔵
し
て
い
る
。
現 

在
は
流
れ
る
川
の
泡
み
た
い
な
も
の
で
は
な
い
。
阿
頼
耶
識
を
取
っ
て
し
ま
え
ば
、
人
間
の
個
人
と
い
う
の
は
、
水
の
泡
に
な
る
。
そ
う 

で
は
な
い
の
だ
。
流
れ
な
の
だ
、
人
間
は
。
だ
か
ら
、
流

転

の

「流
」
と
い
う
意
味
な
ん
だ
。
厳
密
な
意
味
で' 

流
転
と
い
う
こ
と
を
言 

う
の
は
、
阿
頼
耶
識
に
於
て
成
り
立
つ
ん
だ
。
阿
頼
耶
識
そ
の
も
の
が
、
流
転
と
い
う
構
造
を
備
え
て
い
る
。
流
転
の
意
識
と
い
う
も
の 

は
、
普
通
の
泡
の
よ
う
な
意
識
に
は
、
成
り
立
ち
は
し
な
い
。
阿
頼
耶
識
と
い
う
と
こ
ろ
に
流
転
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
。
阿
頼
耶
識 

と
い
う
と
こ
ろ
に
触
れ
て
は
じ
め
て
、
人
間
に
は
自
重
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、
重
い
も
の
だ
と
。
泡
の
よ
う
な
も 

の
で
は
な
い
と
。
自
重
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
阿
頼
耶
識
の
自
覚
に
於
て
成
り
立
つ
の
で
す
。

ま
あ
そ
ん
な
わ
け
で
、
そ
う
い
う
歴
史
な
の
で
す
け
ど
、
そ
う
で
な
し
に
、

一
般
的
な
歴
史
で
す
ね
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
で
す
。
今
言
っ 

た
よ
う
な
歴
史
は
、
歴
史
以
前
の
歴
史
で
あ
っ
て
ね
、
そ
れ
で
、
神
話
で
表
現
し
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
で
な
い
、
み
ん
な
多



く
の
人
が
認
め
る
よ
う
な
、
誰
で
も
わ
か
る
歴
史
だ
ね
、
 

一
般
的
な
歴
史
で
言
う
と
、
仏
教
の
歴
史
は
、
釈
尊
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
わ
ね
。
 

釈
尊
以
後
の
歴
史
で
す
。
釈
尊
以
前
に
は
、
仏
教
の
歴
史
は
な
か
っ
た
で
す
。
そ
う
い
う
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
と
い
う
も
の
か
ら
見
る
と
、
 

や
っ
ぱ
り
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
は
、
歴
史
的
位
置
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

『
大
無
量
寿
経
』

の
歴
史
の
上
に
、

大
き
な
位
置
を
持 

っ
て
い
る
。
こ
う
言
え
る
の
で
す
ね
。
『
無
量
寿
経
』
か
ら
生
ま
れ
て' 

そ
し
て
ま
た
、
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
の
精
神
を
成
就
し
、
 

完
成
し
て
い
く
と
。
そ
う
い
う
の
が
教
学
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
教
学
と
い
う
も
の
は
、
個
人
的
な
こ
と
を
好
き
で
や
る
と
い
う
も
の 

で
は
な
い
。
真
宗
教
学
、
親
鸞
の
教
学
と
い
う
も
の
は
、
親
鸞
の
教
え
を
受
け
た
人
が
、
各
人
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
な
の
だ
。
こ
れ
で
済 

ん
だ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
で
済
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
場
合
に
は
、
教
科
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
学
問
で
は
な
い
。
信 

仰
箇
条
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
信
仰
箇
条
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と
、
教
団
と
い
う
も
の
を
統
一
す
る
教
団
の
事
業
に
な
る
ん
だ
。
 

教
団
の
御
用
教
学
に
な
る
。
人
間
を
型
で
、
 

ち
ゃ
ん
と
統
一
す
る
。
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ィ
、
 

正
統
派
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
悪
い
意
味 

の
ド
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
で
す
。
ド
グV
の
教
学
。
そ
う
で
は
な
い
。
本
当
に
自
由
と
い
う
と
こ
ろ
に
思
想
が
あ
る
の
で
す
。
教
学
は
、
自
由 

と
い
う
意
味
の
教
学
。
教
科
書
と
い
う
意
味
の
教
学
で
は
な
い
ん
だ
。
既
成
の
教
学
で
は
な
い
ん
だ
。
い
つ
で
も
時
代
と
い
う
も
の
と
、
 

対
話
を
も
っ
て
い
る
教
学
。
対
話
す
る
ん
だ
時
代
と
。
雨
下
り
で
な
し
に
。
別
に
念
仏
と
い
う
の
は' 

政
治
の
議
論
す
る
の
で
は
な
い
で 

す
ね
。
仏
教
学
と
い
う
も
の
は
政
治
や
経
済
の
議
論
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
政
治
や
経
済
と
無
関
係
で
は
な
い
。
け
ろ
っ
と
し
て 

い
て
は
だ
め
で
す
。
政
治
や
経
済
と
い
う
問
題
の
運
動
を
や
る
の
は
教
学
で
は
な
い
。
そ
れ
は
社
会
運
動
と
い
い
ま
す
。
社
会
運
動
と
い 

う
も
の
を
お
こ
さ
せ
る
社
会
と
は
無
関
係
で
は
な
い
で
し
ょ
。
社
会
に
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
。

そ
う
い
う
も
の
は
、
思
想
問
題
に
せ
ん
な
ら
ん
わ
ね
。
混
乱
し
て
は
い
か
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
世
の
中
に
無
関
心
。
そ
う
い
う
も
の
な 

ら
い
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
社
会
運
動
に
飛
び
込
ん
で
し
ま
っ
た
ら
宗
教
は
い
ら
ん
こ
と
に
な
る
。
宗
教
と
い
う
も
の 

が
生
き
て
い
る
の
は' 

社
会
に
触
れ
て
い
る
。
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
層
宗
教
に
な
る
。
社
会
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
へ 

消
え
る
の
で
は
な
い
ん
だ
。
社
会
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
層
宗
教
的
に
な
る
。
そ
れ
を
対
話
と
い
う
の
だ
。



そ
れ
で
、
経
と
い
う
も
の
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
『浄
土
論
』
だ
け
ど
、
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い 

う
と' 

や
っ
ぱ
り
、

経
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
ね
。

『
大
無
量
寿
経
』
の
歴
史
か
ら
、
『
浄
土
論
』
が
生
ま
れ
た
け
れ
ど
も
ま
た
、
『
浄 

土
論
』
だ
け
で
は
な
い
。
何
で
も
止
ま
っ
た
ら
あ
か
ん
の
で
す
わ
。
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
か
ら
、
ま
た
、
更
に
、
『
浄
土
論
』
以
後
の 

歴
史
が
生
ま
れ
て
く
る
。

『
浄
土
論
』
の
前
に
も
、
龍
樹
菩
薩
が
あ
る
よ
う
に
、
『浄
土
論
』
の
後
に
も
、
『
論
註
』
と
か' 

道
綽
と
か' 

三
国
の
高
僧
の
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
歴
史
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
だ
か
ら'

『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
が
完
成
し
て
い
て
、
そ
の
後
か 

ら
、
 

龍
樹
菩
薩
や
、

『浄
土
論
』
が
出
て
来
た
の
で
は
な
い
ん
だ
。

龍
樹
菩
薩
や
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
が
、

『
大
無
量
寿
経
』
そ
れ 

自
身
の
歩
み
な
の
で
す
。

『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
は
、
『
大
無
量
寿
経
』

の
歴
史
な
の
で
す
。

『
浄
土
論
』
の
本
願
と
い
う
も
の
は
、
そ 

こ
に
あ
る
ん
だ
。
だ
か
ら
、
『
大
無
量
寿
経
』

の
教
え
と
い
う
も
の
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
だ
け
で
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
 

た
と
え
て
み
た
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
で
、
第
十
七
願
と
い
う
の
が
あ
る
で
し
ょ
。
十
方
の
諸
仏
に
対
し 

て
、
わ
が
名
を
称
讃
さ
れ
る
こ
と
を
誓
わ
れ
て
あ
る
。
諸
仏
称
讃
を
誓
わ
れ
て
あ
る
ん
で
す
。
そ
ん
な
も
の' 

第
十
七
願
だ
け
見
て
お
っ 

た
と
こ
ろ
で
何
に
も
出
て
来
ん
で
す
わ
ね
。
諸
仏
称
讃
、
何
か
言
お
う
と
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
何
の
意
味
か
わ
か
ら
な
い
。
親 

鸞
に
な
っ
て
初
め
て
、
大
行
の
名
号
を
成
就
す
る
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
も
の
、
親
鸞
に
来
る
ま
で
わ
か 

ら
な
か
っ
た
。
誰
も
言
や
し
ま
せ
ん
わ
ね
。

は
じ
め
の
二
人
は
印
度
、
後
の
五
祖
は
支
那
で
す
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
で
は
い
か
ん
で
す
。
支
那
に
生
ま
れ
た
人
を
、
釈 

家
と
い
う
ん
で
す
。

曇
鸞
大
師
は
支
那
に
生
ま
れ
た
人
だ
け
れ
ど
も
、

思
想
的
な
事
業
か
ら
い
う
と
菩
薩
で
す
。
「常
向
鸞
処
菩
薩
礼
」
 

と
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
。
だ
か
ら
、
『
論
註
』
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
け
ど
、
『
論
』
の
註
釈
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
け
ど
、
親
鸞
は' 

逆
に
し 

て
、
『
註
論
』
だ
。
『
論
註
』
で
は
な
い
、
『
註
論
』
だ
。
註
と
い
う
形
を
と
っ
て
お
る
け
ど
、
論
な
ん
だ
。
『
浄
土
論
』
や

『
十
住
毘
婆
娑 

論
』
と
同
じ
よ
う
に
論
だ
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
思
想
的
か
ら
言
え
ば
同
格
だ
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
上
の
三
人
と
い
う
の
は
論
家
だ
。
 

後
の
四
人
は
、
釈
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
論
家
に
は
、
前
も
後
も
あ
る
け
ど
、
論
家
の
中
の
論
家
は
天
親
菩
薩
。
釈
家
も
い
ろ
い
ろ
あ



る
け
ど
、
釈
家
の
中
の
釈
家
は
善
導
大
師
。

法
然
上
人
も
あ
る
け
ど
、
「偏
依
善
導
ー
師
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

も
っ
ぱ
ら
、
 

善
導
一
師
に
よ
っ
て
、
善
導
の
言
葉
を
通
し
て
、
法
然
上
人
は
、
安
心
決
定
さ
れ
た
。
善
導
の
教
え
と
い
う
も
の
を
と
お
し
て' 

初
め
て 

法
然
上
人
は
、
信
を
決
定
さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
善
導
だ
わ
ね
。
だ
か
ら
、
論
家
の
中
の
論
家
は
、
天 

親
菩
薩
。
釈
家
の
中
の
釈
家
は
、
善
導
。
こ
う
い
う
よ
う
に
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
も
や
っ
ぱ
り
一
心
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ね
。

ー
と
い
う
字
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

「
一
心
の
華
文
」
と
親
鸞
は
云
っ
て
い
る
。
 

『
一
心
偈
』
だ
と
。
『
願
生
偈
』
は

『
一
心
偈
』
だ
、
こ
う
い
っ
て
い
る
。
け
ど
、

一
心
と
い
う
も
の
は
、

願
生
の
一
心
だ
か
ら' 

願
生 

の
信
心
で
す
か
ら'

『
一
心
偈
』
と
い
う
も
の
を
『
願
生
偈
』
、

一
心
の
内
容
を
願
生
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

一
心
帰
命
と
い
う
け
れ 

ど
も
、
ど
う
い
う
よ
う
に
帰
命
す
る
の
か
と
い
う
と
わ
か
ら
な
い
。
願
生
と
い
う
の
が
、
帰
命
す
る
心
な
ん
だ
。
願
生
と
い
う
こ
と
を
動 

機
と
し
て
、
帰
命
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
。

一
心
帰
命
と
い
う
こ
と
の
動
機
づ
け
と
。
動
力
因
。

一
心
の
根
拠
や
ね
。
動
力
。
だ
か
ら
、
 

一
心
と
い
う
と
き
は
、
願
生
一
心
と
。
だ
か
ら
し
て
、
『
一
心
偈
』
と
い
う
の
も
、
『
願
生
偈
』
と
い
う
の
も
か
わ
り
は
し
な
い
で
す
ね
。
 

特
に
、
『
願
生
偈
』
と
言
っ
て
あ
る
の
は
、
親
鸞
が
わ
ざ
わ
ざ
、

「
一
心
の
華
文
」

つ
ま
り
、

『
一
心
偈
』
と
い
う
の
は
何
で
あ
ろ
う
か 

と
い
う
と
、
三
心
に
対
し
て
一
心
。
三
心
と
い
う
こ
と
が
、
背
景
と
し
て
三
心
の
願
が
、
天
親
菩
薩
の
一
心
と
し
て
成
就
し
て
い
る
。
そ 

の
一
心
を
成
り
立
た
せ
る
の
に
、
三
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
三
に
依
っ
て
一
を
成
就
す
る
。
こ
れ
は
日
本
の
仏
教
ば
か
り
で
は
な
い
。
 

外
国
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
で
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
ん
で
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
で
は' 

あ
な
た
方
、
あ
ま
り
興
味
な
い
か
も 

知
れ
ん
で
す
け
ど
、
我
信
ず
と
い
う
。
我
信
ず
と
い
う
と
き
、
そ
の
次
の
言
葉
は
、
三
一
の
神
を
信
ず
と
い
う
。
三
一
。
や
っ
ぱ
り
こ
れ 

は
、
三
心
一
心
や
。
う
ま
い
こ
と
で
き
て
い
る
。
三
一
の
神
を
信
ず
る
と
い
う
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
告
白
に
な
る
。
向
こ
う
は
、
 

ラ
テ
ン
の
文
章
で
読
む
ん
だ
。
カ
ソ
リ
ッ
ク
で
は
ね
。
我
々
は
、
三
位
と
い
う
字
は
あ
わ
ん
の
じ
ゃ
な
い
か
と
僕
は
思
う
ん
だ
。
三
面
と 

い
う
ね
。
三
つ
の
サ
イ
ド
。
三
つ
の
面
を
も
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

一
つ
の
も
の
だ
。
位
で
は
な
い
。
段
階
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と 

が
あ
る
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
。



三
と
い
う
数
は
、
ち
ょ
っ
と
言
葉
は
忘
れ
ま
し
た
け
ど
も' 

非
常
に
重
要
だ
と
か
、
あ
る
い
は
妙
味
の
あ
る
数
だ
と
、
重
要
な
数
だ
と
、
 

こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
二
も
あ
る
し
、
四
も
あ
る
け
ど
、
三
以
下
の
二
で
も
な
い
、
三
以
上 

の
四
で
も
な
い
。
三
と
い
う
と
こ
ろ
に' 

数
で
以
て
、
何
か
を
象
徴
す
る
の
で
す
。
道
理
を
象
徴
す
る
の
で
は
な
い
か
ね
。
必
然
性
を
、
 

四
で
は
余
る
し
二
で
は
足
ら
な
い
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
三
一
と
い
う
こ
と
だ
ね
。
三
が
、
そ
ろ
わ
な
い
と
、

ー
と
い
う
こ
と
が 

成
就
し
な
い
。

一
心
に
は
、
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
だ
か
ら
三
心
と
い
う
も
の
が
成
就
し
て
一
心
だ
と
。
如
来 

が
三
心
を
誓
わ
れ
た
の
は
、

一
心
を
衆
生
に
成
就
せ
ん
が
た
め
だ
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
で
先
言
っ
た
歴
史
か
ら
言
う
と
で
す
ね
、
そ
こ
に
ま
あ
、

『
無
量
寿
経
』
を
受
け
て
く
る
と
い
う
と
、

天
親
菩
薩
の
一
心
は
、
本 

願
成
就
の
一
心
。

本
願
成
就
の
一
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

本
願
と
い
う
も
の
の
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
歴
史
の
上
に
『
浄
土
論
』
が 

成
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
本
願
成
就
の
一
心
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
信
と
い
う
も
の
が
、
「信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
」 

と
い
う
こ
と
で
表
わ
さ
れ
て
お
り
ま
す
ね
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
、
親
鸞
が
読
ま
ん
と
あ
か
ん
の
で
す
わ
。
親
鸞
は
、
こ
の 

「
乃
至
一
念
」
を
、
「信
心
歓
喜
」
に
付
け
て
読
む
の
で
す
。
親
鸞
ま
で
は
、
後
の
方
に
付
け
て
読
む
の
で
す
。
「至
心
廻
向
」
の
方
に
付 

け
て
読
む
。

文
章
に
よ
っ
て
文
法
的
に
言
え
ば
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「乃
至
一
念
ま
で
も
至
心
に
回
向
し
て
」
後
に
付
け
て
読
む
の 

が
普
通
の
読
み
方
。
親
鸞
ま
で
は' 

法
然
上
人
も
そ
う
読
ん
だ
ん
だ
。

し
か
し
、
親
鸞
は
、
そ
う
で
な
く
こ
れ
を
切
っ
た
ん
だ
、
本
願
成
就
の
文
を
二
分
す
る
ん
だ
。
二
分
す
る
と
い
う
意
味
は
何
を
言
お
う 

と
し
て
い
る
か
と
い
う
と' 

一
念
の
信
心
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
と
に
つ
け
る
と' 

一
念
と
い
う
の
は
、
念
仏
の 

ー
 

声
と
い
う
意
味
。

一
声
の
念
仏
、
乃
至
一
声
の
念
仏
を
廻
向
し
て
い
う
こ
と
に
な
る
。
親
鸞
は
そ
う
で
は
な
い
。
信
の
一
念
だ
。

一
念
と 

言
っ
て
も
三
箇
所
あ
る
。
は
じ
め
の
方
に
二
箇
所
出
て
い
る
。

一
番
最
後
に
一
念
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
だ
け
ど
、

一
番
大
事
な
の 

は
、
始
め
と
終
わ
り
と
が
大
事
な
ん
だ
。

『
大
無
量
寿
経
』
の
下
巻
の
始
め
の
と
こ
ろ
の
一
念
と
、
後
の
一
念
と
、
親
鸞
は
始
め
の
一
念
を
、
本
願
成
就
の
一
念
と
、
こ
う
言
っ



て
お
ら
れ
る
。
後
の
一
念
を
、
弥
勒
付
属
の
一
念
と
。
付
属
と
い
う
の
は
、
親
鸞
は
、
照
ら
し
合
わ
し
た
と
思
い
ま
す
。
交
互
に
照
ら
し 

て
読
ん
だ
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
区
別
が
で
き
る
。
成
就
の
一
念
の
方
は' 

信
心
の
一
念
。
付
属
の
一
念
は
、
念
仏
の
一
念
。
そ
う
す 

る
と
、
念
と
い
う
字
は' 

念
仏
の
場
合
は
、

一
声
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
信
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
信
心
の
一
念
は
一
声
と
い
う
わ
け 

に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
「時
」
に
な
る
。

行
と
い
う
の
は
、
時
を
超
え
と
る
ん
だ
。

信
、
心
に
は
、
時
が
あ
る
と
い
う
こ
と 

が
大
事
な
ん
だ
。
だ
か
ら
信
と
い
う
と
き
に
な
る
と' 

二
つ
の
事
が
大
事
な
ん
で
す
ね
。
行
と
信
と
を
分
け
る
場
合
に
。
行
の
方
は
、
法 

に
な
る
ん
だ
。
信
心
と
い
う
と
き
に
、

一
番
大
事
な
の
は
、
第
一
は'

「時
」
「信
ず
る
時
を
待
ち
え
て
ぞ
」
と

い
う

「時
」
と
い
う
の
が 

大
事
な
の
だ
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
「信
ず
る
人
は
み
な
」
と
い
う
「人
」
が
入
る
。
「人
」
が
入
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
ね
。
だ
か
ら
、
 

行
者
と
い
う
の
だ
け
れ
ど
、
念
仏
の
行
者
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
は
、
信
の
一
念
に
成
り
立
つ
の
で
す
。
信
の
一
念
に
、
そ
の
人
は 

念
仏
の
行
者
に
な
る
。

一
声
称
え
た
時
に
行
者
に
な
る
。
信
の
一
念
に
行
者
に
な
る
。
だ
か
ら
信
と
い
う
も
の
は
、
人
が
成
り
立
つ
ん
だ
。
 

そ
れ
だ
か
ら
さ
っ
き
云
っ
た
主
体
性
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
ん
だ
。
人
が
成
り
立
つ
。
人
と
い
う
こ
と
と
、
時 

と
い
う
こ
と
と
、
こ
れ
は
信
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
に
は' 

念
仏
の
法
と
区
別
し
て
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
 

離
れ 

た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
信
念
と
。
こ
う
い
う
具
合
に
、
言
葉
も
成
り
立
つ
の
だ
ね
。
だ
か
ら
、
そ
う
考
え
て
み
る
と
い
う
と
、
五
念
門 

と
あ
る
し
、
『
大
無
量
寿
経
』
で
は
、
本
願
の
方
は
、
十
念
と
あ
る
し
、
成
就
の
経
文
の
方
で
は
一
念
と
あ
る
。

そ
れ
ら
皆
、

別
々
に
違 

う
と
い
う
こ
と
は
通
ら
な
い
ね
。
だ
か
ら
皆
一
つ
の
こ
と
で
し
ょ
。
だ
か
ら
、
念
と
い
え
ば
ど
こ
に
あ
っ
て
も
一
応
は
念
仏
で
し
ょ
。
け 

れ
ど
も
、
最
後
の
方
や
ね
。
先
言
っ
た
、
下
巻
の
方
の
二
箇
所
を
照
ら
し
て
み
る
と' 

最
後
の
と
こ
ろ
に
ま
た
、
少
し
意
義
が
出
て
く
る
。
 

だ
か
ら
し
て
、
再
応
考
え
る
と' 

一
念
の
中
に
信
と
い
う
も
の
も
含
み
う
る
と
。
だ
か
ら
し
て
、
親
鸞
は
、
念
仏
の
一
念
と
い
う
も
の
を 

や
め
て
、
そ
の
か
わ
り
、
信
の
一
念
と' 

こ
う
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
よ
。
念
仏
の
一
念
に
即
し
て
信
の
一
念
が
あ
る
。
や
め 

た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
念
仏
の
一
念
に
即
し
て
信
の
一
念
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
念
仏
の
一
念
と
い
う
こ
と
は
、
真
に
念
仏
の
一
念 

と
し
て
成
り
立
た
せ
る
も
の
は
、
信
の
一
念
だ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
即
し
て
や
ね
。
そ
こ
に
新
し
い
意
義
を
見
い
出
し
た
。

一
般
的
に



言
え
ば
、
念
と
い
っ
た
ら
皆
念
仏
な
の
で
す
。

一
声
の
念
仏
。
そ
う
い
う
古
い
意
味
の
中
に
、
新
し
い
意
義
を
、
親
鸞
は
見
つ
け
て
来
た
。
 

そ
う
い
う
こ
と
が
、
今
言
っ
た
、
信
に
帰
す
と
こ
ろ
に
出
て
来
た
。
「信
心
歓
喜
乃
至
一
念
せ
ん
」
と
切
る
ん
だ
。
続
け
て
読
む
と
、
「乃 

至
一
念
ま
で
も
至
心
廻
向
し
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
先
に
言
っ
た
よ
う
に
、
十
八
願
も
二
十
願
も
区
別
な
い
こ
と
に
な
る
。
 

至
心
に
廻
向
す
る
の
は
、
二
十
願
の
話
。
本
願
成
就
と
い
う
の
だ
か
ら
、
親
鸞
は
、
本
願
成
就
の
経
文
と
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

至
心
に
廻
向
し
て
い
て
は
、
成
就
し
て
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
我
々
の
廻
向
を
必
要
と
す
る
な
ら
、
成
就
し
て
い
な
い
。
我
々
の
廻
向
は 

必
要
な
い
の
だ
。
廻
向
す
る
必
要
が
な
い
の
だ
。
そ
こ
に
如
来
廻
向
が
あ
る
。
往
生
成
仏
の
一
大
事
が
、
こ
こ
へ
成
就
し
た
と
。
 

道
元
禅
師
は
「参
学
の
大
事' 

こ
こ
に
お
わ
ん
ぬ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
道
元
禅
師
が
、
支
那
で
、
如
浄
禅 

師
に
就
い
て
、
そ
こ
で
悟
り
を
開
か
れ
た
。
身
心
脱
落
と
い
う
言
葉
で
眼
を
開
い
た
。
身
心
脱
落' 

居
眠
り
し
て
い
る
坊
さ
ん
を
叱
っ
て 

や
ね
、
如
浄
禅
師
が
、
身
心
脱
落
と
言
わ
れ
た
ん
や
ね
。
叱
る
こ
と
の
中
に
、
身
心
脱
落
し
て
い
く
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
、
 

道
元
禅
師
は
、
眼
を
覚
ま
し
た
ん
だ'

初
め
て
膝
を
打
っ
た
ん
だ
。
こ
れ
だ
っ
た
か
。
そ
う
い
う
と
き
に
、
参
学
の
大
事
、

一
生
の
大
事 

は
こ
こ
に
お
わ
っ
た
ん
だ
。
今
日
ま
で
生
き
て
き
た
の
は
、
こ
の
た
め
だ
っ
た
か
。
今
日
の
た
め
に
、
今
日
ま
で:

：:

き
た
ん
だ
と
、
こ 

れ
ま
で
の
苦
労
が
一
遍
に
、
こ
れ
で
償
わ
れ
た
。
こ
う
い
う
よ
う
な
感
動
、
そ
れ
を
信
心
歓
喜
と
い
う
の
で
す
。
道
元
禅
師
は
、
や
っ
ぱ 

り
信
心
歓
喜
が
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
こ
ち
ら
の
方
で
は
、

一
生
の
大
事
こ
こ
に
お
わ
ん
ぬ
と
い
う
こ
と
を
、
現
生
不
退
と
い
う
言
葉
で 

表
わ
す
の
で
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
浄
土
に
い
く
ま
で
は
、
死
ん
で
も
死
に
切
れ
ん
と
い
う
の
で
は
な
い
ん
だ
。
往
生
せ
ん
で
も
い
い
と 

い
う
。
そ
れ
を
現
生
不
退
。
も
う
未
来
の
往
生
な
ん
か
頼
む
必
要
な
ん
か
な
い
の
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
地
獄
に
堕
ち
て
も
、
さ
ら
に
後
悔 

し
な
い
。
そ
れ
が
参
学
の
大
事
が
お
わ
っ
た
わ
け
だ
。
そ
う
い
う
意
味
で
し
ょ
。
こ
れ
は
一
番
大
事
な
こ
と
な
ん
だ
。
本
願
成
就
と
い
う 

こ
と
は
ね
。
成
就
と
い
っ
て
も
、
本
願
が
本
願
と
し
て
成
就
す
る
の
も
、
成
就
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
ん
だ
。
本
願
が
信
心
と
し 

て
成
就
す
る
ん
だ
。
如
来
が
人
間
の
上
に
成
就
す
る
。
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
廻
向
成
就
。
廻
向
成
就
と
い
う
こ
と
が
、
真
宗
教
学
、
親
鸞 

教
学
の
独
自
性
を
表
わ
す
概
念
だ
。



と
こ
ろ
が
今
、
言
っ
た
よ
う
に
、
廻
向
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
の
は
、
な
ん
ぼ
十
八
願
と
い
っ
て
も
、
十
八
願
に
は
な
い
。
か
え
っ 

て
二
十
願
に
あ
る
。
「至
心
廻
向
欲
生
我
国
」
と
み
え
る
。

十
八
願
に
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
と
あ
る
。

そ
こ
に
廻
向
と
い
う
も
の
が 

出
て
い
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
二
十
願
の
廻
向
と
い
う
も
の
を
内
面
化
し
て
い
る
の
で
す
。
廻
向
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
の
は
、
本
願 

に
は
出
て
い
な
い
け
ど
、
本
願
成
就
文
に
「
至
心
廻
向
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
、

一
般
的
に
言
え
ば
、
二
十
願
の
廻
向
と 

同
じ
こ
と
な
ん
だ
。
そ
れ
を
親
鸞
は
内
面
化
し
て
、
「廻
向
し
た
ま
え
り
」
と
読
ま
れ
た
。

つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
「至
心
廻
向
」
と
い 

う
こ
と
が
二
十
願
の
「
至
心
廻
向
」
を
内
面
化
し
て
。
二
十
願
の
廻
向
は' 

衆
生
の
廻
向
な
ん
だ
。
そ
れ
を
内
面
化
し
て
、
如
来
廻
向
と 

し
た
。
「廻
向
し
た
ま
え
り
」
そ
れ
は
、
親
鸞
が
勝
手
に
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

二
十
願
と
い
う
も
の
が
、

十
八
願
と
い
う
も
の 

を
内
面
化
す
る
だ
け
な
の
で
す
。
二
十
願
と
い
う
も
の
が
、
も
と
も
と
、
十
八
願
と
い
う
も
の
を
内
面
化
す
る
願
。
二
十
願
と
い
う
も
の 

が
な
け
れ
ば
、
十
八
願
は
内
面
化
さ
れ
な
い
。
二
十
願
を
通
し
て
、
我
々
は
は
じ
め
て
、
純
粋
な
本
願
と
い
う
も
の
に
、

つ
ま
り
、
十
八 

願
を
十
八
願
の
中
か
ら
、
内
面
化
し
て
い
く
。
外
の
方
は
十
九
願
。
十
八
願
の
外
か
ら
十
八
願
を
意
味
す
る
の
は
、
こ
れ
は
十
九
願
。
二 

十
願
の
方
は' 

十
八
願
の
中
か
ら
や
。
十
八
願
と
い
う
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
る
。
こ
ん
な
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
ま
あ
本
願
論 

の
事
は
、
ち
ょ
つ
と
こ
ん
な
簡
単
な
事
で
、
話
し
は
す
ま
ん
で
す
け
ど
。
ま
つ
話
し
の
つ
い
で
に
。

同
じ
一
心
と
い
っ
て
も
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
の
方
は
二
十
願
。

た
だ
、

廻
向
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
事
な
廻
向
か
と 

い
う
と
ね
、
本
願
の
文
に
は
、
な
し
に
、
本
願
成
就
に
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
は
非
常
に
大
事
。

こ
れ
は
、

や
っ
ぱ
り
、
『
浄 

土
論
』
の
一
心
と
い
う
も
の
を
、

『
大
無
量
寿
経
』
を
通
し
て
見
る
と
、

天
親
菩
薩
の
表
白
で
あ
る
。

本
願
成
就
の
文
は
、

『
大
無
量
寿 

経
』
で
は
、
釈
尊
の
言
葉
で
す
。
本
願
を
釈
尊
が
体
験
し
て
、
述
べ
ら
れ
た
。
本
願
を
体
験
し
た
こ
と:

：:

釈
尊
が
体
験
し
た
と
も
言
え 

る
し
、
阿
難
が
体
験
し
た
と
も
言
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
、
何
か
そ
の
、
本
願
を
間
接
に
表
わ
す
の
で
す
ね
。
本
願
の
体
験 

を
通
し
て
、
本
願
を
表
わ
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
す
ね
本
願
成
就
の
文
は
。
だ
か
ら
し
て' 

あ
そ
こ
に
「願
生
彼
国
」
と
書
か
れ
て
あ
る
。
 

直
接
の
場
合
、
「欲
生
我
国
」
と
言
わ
ん
な
ら
ん
。

わ
が
国
に
来
た
れ
と
言
わ
ん
な
ら
ん
が
、
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
え
、

こ
れ
は
、



間
接
に
表
わ
し
た
。
間
接
的
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
、
本
願
そ
の
も
の
を
、
体
験
を
通
し
て
、
本
願
を
体
験
し
た
人
が
、
体 

験
を
通
し
て
本
願
を
表
わ
す
。
こ
う
い
う
の
が
間
接
的
に
な
る
。

だ
か
ら
し
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
成
就
の
文
は
、

釈
尊
の
体
験
。
 

や
が
て
は
、
阿
難
に
成
就
し
た
本
願
の
体
験
。
そ
れ
を
今
度
は' 

天
親
菩
薩
は
、
自
分
に
成
就
し
た
体
験
を
表
わ
し
た
ん
だ
。
『
願
生
偈
』 

全
体
は
そ
う
だ
け
れ
ど
、
ま
ず
初
め
の
一
句
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
「世
尊
我
一
心 

帰
命
尺
十
方 

無
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国
」 

と
い
う
一
句
に
は
、
本
願
成
就
の
文
が
一
句
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

本
稿
は
、
昭
和
五
十
年
一
月
十
九
日
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』

の
会
に
お
け
る
誰
義
の
筆
録
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部)


