
真

言

と

解

釈
(17)

!

現

世

の

光
!
—

金 

子 

大 

榮 

今
日
か
ら
は
、
い
よ
い
よ
最
後
の
第
五
講
で' 

題
は
現
前.

現
世
の
光
で
す
。
今
ま
で
話
し
て
き
ま
し
た
こ
と
は
す
べ
て
真
宗
の
教
は 

浄
土
と
い
う
も
の
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
浄
土
と
い
う
の
は
、
あ
の
世
、
す
な
わ
ち
彼
岸
の
世
界
で
あ 

り
、
未
来
の
往
生
と
い
え
ば
、
来
世
の
往
生
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
点
か
ら
浄
土
の
教
と
い
う
の
は
、
現
実
の
生
活
に
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
る
。
 

そ
の
あ
や
ま
り
は
、
第
四
講
に
お
き
ま
し
て
、
「難
信
と
疑
惑
」
と
い
う
こ
と
で
一
応
説
い
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、

こ
の
浄 

土
の
教
え
と
い
う
の
は
今
ま
で
い
う
て
き
ま
し
た
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
そ
れ
は
現
生
に
光
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
現
生
に
意
味
を
与 

え
る
も
の
で
あ
り
、
現
生
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
実 

の
生
活
と
い
う
も
の
に
意
味
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
人
間
の
考
え
る
こ
と
は
、
た
と
え
ど
う
言
お
う
と
も
現
実 

の
人
生
と
い
う
も
の
が
問
題
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
死
後
の
浄
土
を
説
き
、
あ
の
世
と
い
う
こ
と
を
説
き
ま 

し
て
も
、
そ
れ
は
現
実
の
生
活
と
い
う
も
の
に
何
か
の
関
わ
り
が
あ
る
か
ら
で
な
く
て
は
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
問
題
は
い
つ 

で
も
現
生
、
現
世
の
生
活
と
い
う
も
の
が
問
題
で
あ
っ
て
、
い
か
に
答
え
ら
れ
よ
う
と
も
そ
の
答
え
は
、
現
世
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た 

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
後
生
と
か
来
世



と
か
い
う
こ
と
が
現
実
に
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
却
っ
て
そ
こ
に
問
題
が
あ 

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
う
い
た
し
ま
し
て
、
真
宗
の
教
え
の
上
に
お
き
ま
し
て
そ
の
現
世
と
い
う
も
の 

に
か
え
し
て
み
ま
す
と
い
う
と'

お
お
よ
そ
三
つ
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
現
生
、

現
生
不
退
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
『
教
行 

信
証
』
で
申
し
ま
す
と
、
現
生
に
十
種
の
益
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
二
つ
め
は
「現
世
利
益
和
讃
」
で
す
。
こ
れ 

は
ま
あ
『
教
行
信
証
』
の

「化
身
土
文
類
」
の
末
巻
に
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
さ
し
く
は
、
『
浄
土
和
讃
』
に

「現
世
利
益
和
讃
」 

と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
何
か
こ
う
現
生
十
種
の
益
と
い
う
も
の
と
違
っ
た
よ
う
な
感
じ
を
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
現
生 

不
退
と
、
そ
れ
か
ら
現
世
利
益
と
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
還
相
、
還
相
回
向
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
は
覚
り
を
開
い
て
還
っ
て
く
る
と 

い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
ら
、
ま
あ
そ
こ
に
色
々
な
問
題
が
有
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
還
相
生
活
と
い
う
も
の
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
、
 

煩
悩
の
こ
の
世
に
お
け
る
生
活
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
ゝ
真
宗
と
い
う
も
の
の
全
体
が
も
う
現
世
の
生
活
を
明
ら
か
に
す
る
も
の 

で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
と
に
問
題
と
し
て
現
世
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
も
の
は
、
こ
の
三
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し 

よ
う
。
そ
れ
で
最
後
の
第
五
講
と
し
ま
し
て
は
、
現
世
へ
の
光
と
し
て
こ
の
三
つ
の
こ
と
を
一
つ
一
つ
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
思
う
の 

で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
ま
ず
第
一
は
、
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
生
不
退
で
も
よ
ろ
し
い
。
浄
土
の
教
え
の
中
に
お
き
ま
し
て
も
、
法
然
上
人 

の
教
え
を
受
け
な
が
ら
、
多
く
の
法
然
門
下
の
人
々
の
説
は
、
臨
終
正
念
で
浄
土
へ
お
参
り
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
死
に
際
が
め
で
た
い 

と
浄
土
へ
参
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
る
。
臨
終
正
念
の
教
え
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
の
真
宗
は
現
生
不
退
で
あ
っ
て
、
 

こ
の
世
に
お
い
て
不
退
転
の
位
に
住
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
現
世
と
い
え
ば
現
生
不
退
と
い
う
こ
と
で
、
現
世 

利
益
や
還
相
回
向
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
宗
学
に
お
き
ま
し
て
も
、
 

現
生
不
退
と
い
う
こ
と 

だ
け
が
真
宗
の
説
こ
う
と
す
る
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
こ
の
現
生
不
退
と
い
う
こ
と
は
、

一
体
ど
う
い
う
こ
と 

な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
第
十
八
願
の
成
就
の
文
に
あ
り
ま
し
て
ゝ
「即
得
往
生
住
不
退
転
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「聞
其
名
号
信
心
歓



喜
」
「至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
、
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
す
な
わ
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
す
」
「願
生
彼
国
・
即
得
往
生
住 

不
退
転
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
「即
得
往
生
住
不
退
転
」
と
い
う
言
葉
の
解
釈
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
仮
名
書
き
の
も
の
で
す
が
、
 

『
一
念
多
念
文
意
』
そ
れ
か
ら
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
も
あ
り
ま
し
た
か
な
。

「即
得
往
生
住
不
退
転
」

の
こ
と
を
解
釈
し
て
宗
祖
は
い
つ 

で
も
こ
う
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
即
と
い
う
の
は
時
を
隔
て
ず
日
を
隔
て
な
い
こ
と
で
あ
る
。
即
得
の
即
と
は
即
時
と
い
う
こ
と
で
あ
り 

ま
す
。
だ
か
ら
信
心
を
い
た
だ
け
ば
す
ぐ
そ
の
場
で
そ
の
時
す
ぐ
さ
ま
往
生
を
得
る
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
を
不
退
転
に
住
す
と
い
う
な
り
」 

と
、
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
し
て
往
生
は
現
生
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り 

ま
す
。
そ
し
て
そ
の
時
を
隔
て
ず
日
を
隔
て
ず
と
い
う
こ
と
は
、
臨
終
を
ま
つ
こ
と
で
な
い
と
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
宗
祖
の
解
釈 

は
非
常
に
力
強
い
の
で
あ
り
ま
す
。
信
心
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
即
時
に
、
も
う
そ
の
時
に
、
現
生
に
お
い
て
往
生
を
得
る
の
で
あ
る
と
、
 

こ
う
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
あ
昔
か
ら
そ
う
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す
け
ど
も
、
昨
今
で
は
曾
我
先
生
は
殊
に
強
調
し
て
お
ら 

れ
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
も
何
度
も
聞
い
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
寸
分
も
隙
が
な
い
御
説
明
で
あ
り
ま
す
。
近

頃

「中
外
日
報
」
を
見
ま 

す
と
、
西
本
願
寺
の
上
田
義
文
氏
で
す
か
、
あ
の
人
も
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま
す
。
御
聖
教
を
見
ま
す
と
、
そ
れ
は
も
う
寸
分 

も
隙
の
な
い
御
説
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

た
だ
あ
そ
こ
を
読
ん
で
み
て
不
審
に
思
い
ま
す
こ
と
は
、

「現
生
十
種
の
益
」
の
中
に
「即 

得
往
生
の
益
」
な
ん
て
い
う
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
即
得
往
生
は
利
益
で
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
即
得
往
生
を
説
明
す
る
の
に 

い
つ
で
も
住
不
退
を
も
っ
て
説
明
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
得
往
生
す
る' 

そ
れ
を
住
不
退
転
と
い
う
な
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

住
不
退
転
と
い
う
言
葉
で
、
即
得
往
生
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
一
体
ど
う
い
う
も
ん
で
あ
ろ
う
か
と
思
う 

の
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は' 

往
生
と
い
う
こ
と
は
場
所
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
お
浄
土
で
す
か
ら
ね
。
こ
の
お
浄
土
と
い
う
所 

へ
行
く
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
往
生
の
語
義
で
す
。
そ
こ
か
ら
み
ま
し
て
も
、
要
す
る
に
未
来
、
来
世
と
い
う
感
じ
が
あ
り
ま
す
。
あ
る 

い
は
浄
土
は
超
越
の
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
超
越
の
世
界
へ
向
っ
て
い
く
こ
と
、
こ
の
世
を
越
え
て
一
つ
の
別
個
の
世
界
が
開
け
る
と
い
う 

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
精
神
界
と
い
う
も
の
が
こ
こ
に
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
往
生
は
浄
土
と
い
う
場
所
に
関



す
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
不
退
転
は
読
ん
だ
と
お
り
退
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
え
。
即
得
往
生
は
未
来
に
向
っ
て
の 

前
進
で
あ
る
な
ら
ば
、
住
不
退
転
は
過
去
へ
向
っ
て
の
退
転
し
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
即
得
往
生
は
浄
土
教
だ
け 

の
言
葉
で
あ
り
ま
す
し
、
住
不
退
転
は
、
仏
法
は
す
べ
て
住
不
退
転
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
即
得
往
生
と
い
う
こ
と 

は
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
言
葉
の
概
念
か
ら
申
し
ま
す
と
、
即
得
往
生
か
ら
す
ぐ
に
は
住 

不
退
転
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
が
、
仏
法
を
求
め
る
も
の
に
は
要
求
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の 

住
不
退
転
と
い
う
の
は
即
得
往
生
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
得
往
生
が
住
不
退
転
と
い
う
利
益
を
与
え
る
の
で
あ
る
と
、
こ 

う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
即
得
往
生
は
前
進
的
で
あ
り
ま
す
し
、
住
不
退
転
は
退
か
な
い
と
い
う
言
葉
の
感
情
を
持
っ
て
お
る
の
で
あ 

り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
即
得
往
生
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
喜
び
を
住
不
退
転
で
感
じ
て
お
ら
れ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ 

と
だ
け
は
明
ら
か
に
言
え
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

の

「即
得
往
生
住
不
退
転
」
の
解
釈
を
『
教
行
信
証
』
で
み
ま
す
と
い
う
と
、
 

『
教
行
信
証
』
「信
巻
」
の
末
巻
に
は
、

即
得
往
生
の
解
釈
は
「横
超
断
四
流
」
で
あ
り
ま
す
。

横
超
と
い
う
は
と
い
う
こ
と
で
「断
四 

流
」
の
御
説
明
を
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
非
常
に
感
激
の
多
い
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
る
が
、
善
導
大
師
が
「横
超
断
四
流
」
と
い
わ
れ
た
の 

が
す
な
わ
ち
即
得
往
生
で
あ
る
。
住
不
退
転
を
解
釈
す
る
に
真
の
仏
弟
子
は' 

と
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
も' 

も
う
横
超
で
す 

か
ら
ね
。
生
死
の
世
界
を
跳
ね
越
え
て
、
そ
し
て
今
度
は
超
越
の
世
界
へ
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
こ
れ
で
迷
う
と
い
う
こ
と
は
な 

い
。
断
は
、
迷
わ
な
い
、
迷
い
の
世
界
へ
帰
っ
て
い
く
こ
と
は
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
断
四
流
の
方
が
や
が
て
住
不
退
転 

に
と
連
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
住
不
退
転
の
解
釈
は
真
の
仏
弟
子
で
言
わ
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
う
い
う
所
に
も
即
得
往
生 

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
感
じ
と
、
住
不
退
転
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
と
は' 

何
か
こ
う
別
な
も
の
が
あ
る 

よ
う
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
別
な
も
の
じ
ゃ
な
く
て
一
っ
で
あ
る
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
宗
祖
の
心
境
が
あ
る
の
で
あ
る
と
こ
う
言
っ
て 

よ
い
の
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

即
得
往
生
と
い
う
の
は
願
生
彼
国
で
あ
る
。
願
生
彼
国
即
得
往
生
で
あ
る
。
願
生
彼
国
の
他
に
即
得
往
生
は
な
い
。
こ
れ
は
重
要
な
思



想
で
あ
り
ま
す
。
片
や
如
来
の
本
願
に
お
い
て
も' 

本
願
成
就
と
い
う
の
は' 

本
願
が
出
き
上
っ
て
も
う
何
も
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た 

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
本
願
を
本
願
と
し
て
満
た
さ
れ
、
本
願
を
本
願
と
し
て
そ
れ
自
身
に
欠
け
た
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
本
願
成
就 

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
で
す
ね
、
学
者
と
い
う
も
の
は
、
幼
稚
園
の
幼
児
か
ら
小
学
校
の
生
徒
ま
で
も
学
問
し
て
い
る
ん
だ 

か
ら
学
者
と
い
え
ば
学
者
な
ん
だ
。
け
れ
ど
も
中
学
校
や
高
等
学
校
の
生
徒
や
大
学
生
の
こ
と
を
学
者
と
は
い
わ
な
い
ん
だ
。
そ
れ
は
ど 

う
い
う
理
由
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
学
者
の
境
地
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
勉
強
せ
に
や
な
ら
ん
と
い
え
ば
不
退
転
で
あ
り
ま
す 

け
れ
ど
も
不
退
転
地
で
は
な
い
。
地
と
い
う
の
は
そ
の
境
地
な
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
学
ん
で
倦
ま
な
い
。
楽
し
ん
で
楽
し
ん
で
倦
ま 

な
い
。
「努
め
て
学
ぶ
も
の
は
、
楽
し
ん
で
学
ぶ
も
の
に
し
か
ず
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

努
め
て
努
め
て
励
ん
で
勉
強
せ
ん
な
ら 

ん
、
「な
ら
ん
」
で
は
ま
だ
本
物
じ
ゃ
な
い
。
私
は
本
を
読
む
の
が
好
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
一
歩
進
め
た
者
で
あ
り
ま
す
。
〃
こ
れ 

が
楽
し
み
で
ね
え
〃
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
ね
、
そ
れ
は
所
謂
学
者
の
境
地
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
龍
樹
は
不
退
転
と
い
わ
な
い 

で
不
退
転
地
と
言
う
て
お
る
。
不
退
転
地
と
い
う
の
は
、
住
不
退
転
で
あ
り
ま
す
。
即
得
往
生
と
い
う
の
は
願
生
彼
国
の
こ
と
で
あ
る
か 

ら
願
生
の
喜
び
、
浄
土
へ
参
ら
し
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
と
い
う
願
生
心
の
満
足
、
そ
れ
が
即
得
往
生
な
ん
で
あ
っ
て
、
も
う
願
生
す
る 

必
要
は
な
い
、
往
生
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
か
ら
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
偽
物
で
あ
っ
て
本
当
の
往
生
と
は
言
え
な
い
。
本
願
成
就
と
い
う 

こ
と
は
、
本
願
そ
の
も
の
の
内
に
成
就
が
包
ま
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
整
理
し
て
言
う
の
は
回
向
で
し
ょ
う
。
至
心
回
向 

で
し
ょ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
願
生
彼
国
と
い
う
こ
と
は
、
回
向
な
の
で
あ
る
。
我
が
求
め
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
如
来
招
喚
の 

勅
命
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
招
き
に
応
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
だ
か
ら
自
然
法
爾
に' 

願
生
彼
国
が
す
な
わ
ち
即
得
往
生
と
い
う
こ
と 

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
願
生
彼
国
を
や
め
て
し
ま
っ
た
ら
即
得
往
生
と
い
う
の
は
成
り
立
た
ん
の
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
こ
と
を
述 

べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
誤
解
す
る
と
い
う
と
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
信
心 

を
い
た
だ
い
て
し
ま
え
ば
、
も
う
往
生
し
た
ん
だ
か
ら
さ
ら
に
往
生
す
る
必
要
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
往
生
に 

望
み
を
か
け
、
往
生
に
願
い
を
か
け
、
そ
の
願
い
に
満
足
す
る
こ
と
が
即
得
往
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。



そ
れ
で
宗
祖
は
そ
れ
を
住
不
退
転
と
、
こ
う
言
わ
れ
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
し
て
、
即
得
往
生
を
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
で
解
さ 

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
不
退
転
に
住
す
る
も
の
は
時
を
隔
て
ず
日
を
隔
て
ず
浄
土
に
往
生
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
り
、
往
生
し
つ
つ
あ
る 

も
の
は
往
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て' 

即
得
往
生
は 

す
な
わ
ち
住
不
退
転
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
元
に
戻
し
ま
す
と
い
う
と
、
往
生
と
い
う
こ
と
は
場
所
に
関
す
る
こ 

と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
は
そ
の
人
の
自
覚
で
す
か
ら
ね' 

何
か
仏
道
、
人
間
道
、
道
と
い
う
も
の
に
関 

す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
不
退
転
と
い
う
の
は
道
を
進
ん
で
い
く
、
退
転
す
る
こ
と
な
し
に
覚
り
へ
の
道
へ
行
く
と
い
う
そ
う
い
う 

の
が
住
不
退
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
往
生
の
方
は
受
く
る
喜
び
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
だ
か
ら
、
即
得
往
生
を
現
実
の
経
験 

と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
浄
土
の
音
楽
を
聞
き
、

こ
こ
で
浄
土
の
風
光
に
接
す
る
の
で
あ
る
。

清
沢
先
生
は
、
「我
、
他
力
の
救
済
を
念
ず
る 

と
き
は' 

我
が
世
に
処
す
る
の
道
開
け' 

我
、

他
力
の
救
済
を
忘
る
る
と
き
は
我
が
世
に
処
す
る
の
道
閉
ず
」
と
こ
う
言
っ
て'

「も
し 

世
に
他
力
の
救
済
な
か
り
せ
ば
、
我
は
迷
乱
と
悶
絶
と
を
免
れ
ざ
り
し
な
る
べ
し
。
し
か
る
に
今
や
濁
浪
滔
々
の
闇
黒
世
裡
に
あ
り
て
、
 

夙
に
清
風
掃
々
の
光
明
海
中
に
遊
ぶ
を
得
る
も
の
、

そ
の
大
恩
高
徳
豈
に
区
々
た
る
感
謝
嘆
美
の
及
ぶ
所
な
ら
ん
や
。
」

と
い
わ
れ
て
い 

ま
す
。
そ
れ
は
、
清
風
掃
々
の
光
明
海
と
い
う
も
の
が
浄
土
で
あ
る
と' 

こ
う
い
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
信
心
を
い
た
だ 

け
ば
一
つ
の
別
個
の
世
界
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
往
生
を
、
そ
の
別
の
世
界
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意 

味
に
解
釈
し
て
、
も
う
往
生
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
信
心
を
い
た
だ
い
た 

か
ら
、
往
生
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
臨
終
に
な
っ
て
も
う
一
遍
往
生
す
る
必
要
は
な
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な 

し
に
、
や
は
り
往
生
と
い
う
こ
と
は
往
い
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
浄
土
を
願
っ
て
い
く
、
往
生
を
願
う
生
活
が
す
な
わ
ち
往 

生
の
生
活
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
し
ょ
う
。

現
世
往
生
と
い
う
こ
と
の
了
解
に
つ
い
て
、
先
生
方
は
非
常
に
苦
労
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く
の
読
者
や
、
あ
る 

い
は
そ
の
話
を
聞
い
た
人
に
は
、
何
か
こ
う
聖
道
門
的
な
こ
と
で
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
人
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
じ
ゃ
な
い.



そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
を
私
は
こ
こ
で
は
っ
き
り
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
点
か
ら
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
 

信
心
を
い
た
だ
い
た
の
は
す
な
わ
ち
往
生
で
あ
る
と
。
即
得
往
生
と
い
う
時
を
隔
て
ず
日
を
隔
て
ぬ
往
生
で
あ
る
と
い
う
ん
で
す
か
ら
、
 

信
心
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
即
得
往
生
と
言
う
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
も
っ
と
も
っ
と
こ
う
直
接
に
考
え
る
と
こ
ろ
の
道
が
な 

い
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昔
か
ら
の
講
者
で
も
色
々
な
こ
と
を
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
慧
然
と
い
う
講
師
が
お
ら 

れ
ま
す
。
こ
れ
は
ま
あ
学
寮
の
講
師
で
一
番
始
め
は
、
慧
空
と
い
う
方
で
す
が
、
二
代
目
は
慧
然
と
い
う
方
で
す
。
そ
の
慧
然
と
い
う
方 

の

『
大
無
量
寿
経
』
の
講
録
を
若
い
時
分
に
読
ん
で
非
常
に
感
激
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
四
十
八
願
に
お
け
る
国
中
人 

天
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
信
心
の
行
者
の
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
を
信
ず
る
者
が
国
中
の
人
天
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
ず
っ
と
四
十
ハ 

願
を
説
明
し
て
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
国
中
の
人
天
は
地
獄
・
餓
鬼
・
蓄
生
が
な
い
。
地
獄

・
餓
鬼
・
畜
生
の
な
い
と
い
う
所
に
、
そ
こ
に 

浄
土
が
あ
る
。
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
の
に
第
二
の
願
に
は
国
中
の
人
天
は
三
悪
道
に
帰
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
帰
え
る
こ
と
は
な
い
と 

い
う
こ
と
は
、
住
不
退
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
、
第
十
一
願
の
「正
定
聚
に
住
し
て
必
ず
滅
度
に
至
る
」
と
い
う
必 

至
滅
度
の
願
で
も
住
正
定
聚
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
国
中
人
天
の
こ
と
で
あ
る
。
国
中
人
、
す
な
わ
ち
現
生
の
念
仏
を
信
ず
る
も
の
が
、
 

そ
れ
が
住
不
退
転
で
あ
る
。
だ
か
ら
必
至
滅
度
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
ん
な
解
釈
が
さ
れ
て
あ
り
ま
し
て
、
古
い 

講
者
に
は
、
そ
う
い
う
解
釈
を
せ
ら
れ
た
人
も
多
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
な
。
し
か
し
そ
れ
は
い
つ
も
申
し
ま
す 

よ
う
に
、
そ
の
人
の
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
有
難
い
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
を
固
定
化
し
て
、
だ
か
ら
浄
土
と
い
っ
た
っ
て 

信
心
し
た
も
の
に
感
ぜ
ら
れ
る
他
な
に
も
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
っ
て
、
こ
の
世
の
中
に
あ
の
世
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か 

と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
、
ど
う
も
な
り
が
ち
に
な
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
言
葉
と
い
う
も
の
の
約
束
で
す
か
ら
ね
。
言
葉
と
い
う
も
の
の
約 

束
で
言
葉
の
中
に
盛
ら
れ
て
い
る
感
じ
と
い
う
も
の
を
見
失
っ
て
、
そ
し
て
筋
だ
け
お
う
と
い
う
と
間
違
う
と
い
う
こ
と
で
、
香
月
院
と 

い
う
よ
う
な
お
方
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
言
う
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
国
中
人
天
と
は
浄
土
の
人
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ま
あ
人
間
で
な
い 

ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
慧
然
講
師
あ
た
り
が
こ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
こ
と
も
一
応
参
考
に



今
日
は
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。

曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
を
見
ま
す
と
い
う
と
「穢
土
の
仮
名
人
、
浄
土
の
仮
名
人
、

一
に
あ
ら
ず
、
二
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
が
い 

わ
れ
て
い
ま
す
。
礼
拝
、
讃
嘆
、
作
願
、
観
察
、
回
向
と
い
う
五
念
の
行
を
修
す
る
人
間
と
は
、
穢
土
の
仮
名
人
で
あ
る
か
、
浄
土
の
仮 

名
人
で
あ
る
か
。
仮
名
人
と
い
う
の
は
つ
ま
り
、
人
と
い
い
、
我
と
い
う
の
は
な
い
と
い
う
点
か
ら
仮
名
人
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま 

し
て
、
彼
と
い
う
も
我
と
い
う
も
仮
の
名
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
念
仏
信
者
と
い
う
の
は
こ
の
世
の
人
で
も
あ
る
し
、
あ
の
世
の
人
で
も 

あ
る
。
あ
の
世
の
人
で
あ
る
と
言
お
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
世
の
人
で
あ
り
、
こ
の
世
の
人
で
あ
る
と
言
お
う
と
す
れ
ば
あ
の
世
の
人
で
あ 

る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
風
に
解
釈
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
若
い
時
分
で
、
 

今
風
に
言
っ
て
み
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
も
っ 

と
直
接
的
に
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
天
親
菩
薩
は
五
念
門
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
礼
拝
、
讃
嘆
、
作
願
、
観
察
、
回
向
と 

い
う
五
念
の
行
を
修
し
て
、
そ
し
て
、
近
門
、
大
会
衆
門
、
宅
門
、
屋
門' 

園
林
遊
戯
地
門
と
、
五
念
門
に
依
っ
て
五
功
徳
門
と
い
う
こ 

と
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
入
出
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
、
前
の
四
門
は
入
、
第
五
門
は
出
、
と
い
う
よ
う
な
入
出
と
い
う
こ
と 

を
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
入
門
と
い
う
こ
と
は
浄
土
へ
入
る
門
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
つ
ま
り
宗
教
の
世
界
へ
入
る
入
門
で
あ 

る
。
宗
教
入
門
と
い
う
の
は
礼
拝
で
あ
る
。
手
を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
宗
教
入
門
で
あ
る
。
讃
嘆
は
、
人
々
の
仲
間
へ
入 

っ
て
、
そ
し
て
念
仏
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
念
仏
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
世
に
お
り
な
が
ら
常
に
浄
土
の
人
々
と 

一
 

つ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
近
門
と
大
会
衆
門
は
『
正
信
偈
』
を
読
ん
で
み
ま
し
て
も
ね
、
現
生
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
安
楽
国
と 

い
う
も
の
を
蓮
華
蔵
世
界
と
い
う
も
の
と
区
別
し
て
ね
、
始
め
の
礼
拝
に
お
き
ま
し
て
は
、
安
楽
国
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
作 

願
門
へ
来
て
蓮
華
蔵
世
界
へ
生
ま
れ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
よ
う
な
点
に
お
き
ま
し
て
も
、
も
う
往
生
と
い
う
こ
と
は
既
に
合
掌
し
念
仏
す
る
と
い
う
そ
の
時
に
往
生
人
で
あ
る
と
い
う 

こ
と
が
言
え
る
と
い
う
こ
と
も
当
然
言
え
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
強
調
し
て
よ
い
わ
け
な
ん
で 

す
け
れ
ど
、
そ
れ
を
妨
げ
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
な
ん
と
い
っ
て
も
こ
の
世
は
こ
の
世
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で



し
よ
う
ね
。
こ
の
世
は
こ
の
世
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
念
仏
申
し
そ
う
ら
え
ど
も
煩
悩
は
依
然
と
し
て
あ
る
。
煩
悩
妄
念
の
あ
る
所
、
そ 

れ
が
こ
の
世
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
し
て
往
生
定
ま
る
と
か
、
往
生
す
る
身
に
な
る
の
で
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
。
分 

か
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
に
往
生
と
い
う
こ
と
は
先
程
か
ら
申
し
ま
す
よ
う
に
、
動
詞
で
あ
っ
て
ね
、
名
詞
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら 

往
生
し
つ
つ
あ
る
こ
と
な
ん
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
よ
く
解
か
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
現
生
往
生
と
こ
う
言
う
こ
と
を
宗 

祖
も
何
か
差
し
控
え
て
お
い
で
に
な
る
。
と
い
う
の
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
と
言
え
ば
、
ま
あ
そ
こ
に
現
生
と
い
う
も
の
の
中
に
現
世
と 

い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
生
だ
け
で
な
く
現
世
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
な
い
ん
で
し
ょ
う 

か
。
現
生
と
い
え
ば
、
主
体
的
で
す
ね
。
私
自
身
の
生
活
で
あ
り
ま
す
。

現
世
と
い
う
と
、
情
勢
で
あ
り
ま
す
。

世
界
で
す
。
「現
世
利 

益
和
讃
」
を
読
み
ま
す
と
は
っ
き
り
解
か
り
ま
す
が
ね
。
現
生
と
言
う
時
に
は
全
て
私
自
身
、
私
自
身
が
負
う
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な 

い
も
の
で
す
。
現
世
と
い
う
と
「世
界
情
勢
が
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
現
世
は
と
言
い
ま
す
と
、
現
実
の
世
界
は 

と
言
う
と
、
 

ま
だ
ま
だ
大
学
も
あ
あ
や
っ
て
騒
が
し
い
で
す
し
、
安
保
条
約
は
ど
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
う
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も 

我
々
は
浄
土
で
あ
る
と
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
は
現
世
利
益
の
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
に
お
き
ま 

し
て
、
そ
の
こ
と
を
宗
祖
も
、(
『
教
行
信
証
』
も
ま
だ
未
完
成
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

ま
あ
そ
う
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が)

、

何
か 

し
て
、
そ
こ
そ
こ
に
も
う
一
つ
躊
躇
い
が
あ
っ
て
ね
、
ま
さ
に
即
得
往
生
で
あ
る
と
言
わ
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
で
あ
る
が
、
そ
の
即
得
往
生 

と
い
う
こ
と
を
我
々
の
経
験
に
訴
え
て
、
我
々
の
実
感
に
訴
え
て
何
か
そ
こ
に
も
う
ち
よ
っ
と
会
得
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か 

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
私
は
か
つ
て
世
界
内
浄
土
と
い
う
こ
と
を
い
う
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

浄
土
と
い
う
の
は
世
界
外
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
世
は
穢
土
で
あ
り
ま
す
か
ら
浄
土
は
こ
の
世
を
超
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か 

し
こ
の
世
を
超
え
て
横
超
の
世
界
で
す
か
ら
、
こ
の
世
を
超
え
て
の
世
界
で
あ
る
に
違
い
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
我
々
は
そ
れ
を 

ど
こ
で
感
じ
る
か
と
い
う
と
、
世
界
内
に
お
い
て
感
ず
る
。
世
界
を
超
え
て
外
と
い
い
ま
す
れ
ば
世
界
外
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
浄
土
を 

我
々
が
世
界
内
に
お
い
て
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
す
れ
ば
雨
が
降
っ
て
も
風
が
吹
い
て
も
念
仏
の
あ
る
所
、
そ
こ
に
静
か
な
る
も



の
が
あ
る
と
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
界
が
不
和
で
あ
っ
て
も
動
乱
し
て
お
っ
て
も
、
 

動
乱
の
盛
ん
な
る
そ
の
中
に
あ 

っ
て
一
筋
静
か
な
る
境
地
を
見
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
世
界
内
浄
土
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
思 

想
は
、
今
回
の
宗
教
講
義
の
始
め
か
ら
諸
君
は
気
付
い
て
お
る
は
ず
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
を
超
え
て
あ
る
も
の 

か
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
底
に
あ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
と
い
う
も
の
は
哲
学
だ
の
芸
術
だ
の
道
徳
だ
の
と
い
う
あ
ら 

ゆ
る
文
化
を
超
え
て
あ
る
も
の
で
あ
る
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
の
底
を
流
れ
る
も
の
で
あ
る
か
。
数
学
的
に
言
え
ば
最
大
公
約
数
で
あ
る
の 

か
、
そ
れ
と
も
最
小
公
倍
数
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
そ
う
語
っ
て
お
っ
て
も
実
は
一
つ
な
の
で
あ
る
。
 

超
え
て
あ
る
も
の
は
内
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
超
え
て
あ
る
も
の
を
内
に
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
思 

い
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
信
心
を
い
た
だ
け
ば
、
す
な
わ
ち
現
生
に
お
い
て
浄
土
へ
往
生
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
、
 

そ
の
説
は
非
常
に
尊
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
固
定
し
て
そ
の
底
を
流
れ
る
実
感
と
い
う
も
の
を
見
失
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
も
は
や
仏
法
で 

も
宗
教
で
も
な
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
り
、
も
う
往
生
と
い
う
言
葉
す
ら
も
用
い
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
と
い 

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
「即
得
往
生
住
不
退
転
」
と
、

住
不
退
転
と
言
う
の
で
あ
る
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
現 

生
不
退
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。

そ
の
現
生
不
退
と
い
う
こ
と
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
が
、

そ
れ
が
現
生
の
利
益
で
あ
り
ま
す
。
「信
巻
」 

に
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
所
の
「金
剛
の
真
心
を
獲
得
す
れ
ば
、
横
に
五
趣
，
ハ
難
の
道
を
超
え
て' 

必
ず
現
生
に
十
種
の
益
を
獲
」
と
、
 

現
生
に
十
種
の
益
を
獲
る
と
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
現
生
の
十
種
の
益
と
い
う
も
の
を
ず
っ
と
み
て
い
き
ま
す
と
ね
、
 

十
種
の 

益
の
内
に
お
い
て
ま
ず
注
意
す
べ
き
も
の
は
第
一
の
「冥
衆
護
持
の
益
」
と
、
そ
れ
か
ら
第
十
の
「
入
正
定
聚
の
益
」
で
あ
り
ま
す
。
最 

初

に

「冥
衆
護
持
の
益
」
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。

「冥
衆
護
持
の
益
」

と
い
う
も
の
は
そ
れ
を
広
げ
た
も
の
が
「現
世
利
益
和
讃
」
 

で
あ
り
ま
す
。
冥
衆
と
い
う
の
は
天
神
地
祇
で
あ
り
、
四
天
王
だ
と
か
、
あ
る
い
は
何
か
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。
色
々
な
神
、
梵
王
帝 

釈
と
か
、
そ
れ
か
ら
閻
魔
大
王
と
か
他
化
天
の
大
魔
王
と
か
と
い
う
よ
う
な
の
が
冥
衆
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
冥
衆
が
我
々
の
生
活
を
護
っ 

て
下
さ
る
と
い
う
の
が
始
め
に
あ
り
ま
す
が
、
こ

の

「冥
衆
護
持
の
益
」
と
い
う
の
を
広
げ
た
も
の
が
「現
世
利
益
和
讃
」
で
あ
り
ま
す
。



だ

か
ら

「現
世
利
益
和
讃
」
と
い
う
の
は
「冥
衆
護
持
の
益
」
を
広
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
十
種
の
益
を
最
後
に
「
入
正
定 

聚
の
益
な
り
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
現
世
に
し
ろ
現
生
に
し
ろ
我
々
の
得
る
所
の
利
益
を
全
て
入
正
定
聚
の
益
で
あ
る
と
、
 

「現
生
不
退
の
益
」
で
あ
る
と
、
こ
う
考
え
れ
ば
、
現
生
の
利
益
も
現
世
利
益
も
結
局
住
不
退
転
の
益
に
収
ま
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
最 

初
の
冥
衆
護
持
の
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
来
ま
す
れ
ば' 

現
生
の
利
益
と
い
う
も
、
お
そ
ら
く
皆
、
現
世
の
利
益
で
あ
る
と
こ
う
感
ず
る
こ
と 

が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う' 

そ
う
で
し
ょ
。
現
生
と
い
う
も
の
と
現
世
と
い
う
も
の
と
の
間
を
縫
っ
て
い
る
も
の
は
、
も
う
一
つ
考
え
て
み 

な
き
ゃ
な
ら
ん
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
す
か
ら
し
て
現
生
十
種
の
益
は
、
ま
ず
最
初
の
「冥
衆
護
持
の
益
」
と
そ
れ
か
ら 

最

後

の

「
入
正
定
聚
の
益
」
と
い
う
も
の
を
抜
い
て
お
き
ま
し
て
、

そ
し
て
後
の
八
つ
を
考
え
て
み
ま
す
と
い
う
と
、

ま
ず
、
「至
徳
具 

足
の
益
」
と

「転
悪
成
善
の
益
」
と
い
う
も
の
で
す
。
至
徳
具
足
と
い
う
こ
と
は
、
念
仏
の
う
え
に
あ
ら
ゆ
る
徳
が
そ
な
わ
っ
て
お
る
と 

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
徳
は
ど
う
表
わ
れ
る
か
と
い
う
と' 

悪
を
転
じ
て
善
と
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
災
い
が
幸
せ
に
な
る
と 

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
あ
、
念
仏
す
る
者
に
よ
っ
て
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
至
徳
具
足
と
か
転
悪
成
善
と
か
い
う 

こ
と
は
、
現
世
利
益
の
方
へ
も
っ
て
い
き
ま
す
と
い
う
と
、
も
う
一
つ
は
っ
き
り
す
る
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
 

南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば 

こ
の
世
の
利
益
き
わ
も
な
し 

流
転
輪
廻
の
つ
み
き
え
て

定
業
中
夭
の
ぞ
こ
り
ぬ(
『浄
土
和
讃
』)

と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
の
は
、
い
わ
ゆ
る
転
悪
成
善
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
「現
世
利
益
和
讃
」
の
上
に
お
い
て
は
、
南
無
阿 

弥
陀
仏
に
お
い
て
至
徳
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
、
あ
ら
ゆ
る
徳
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
。
災
い
を
転
じ
て
幸
せ
に 

す
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
ま
ず
現
世
利
益
と
い
う
こ
と
と
思
い
あ
わ
さ
る
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
「諸
仏
護
念
の
益
」
と

「諸
仏
称
讃
の
益
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
念
仏
を
信
ず
る
者
、
そ
う
い
う
者
に
よ
っ
て
感
ぜ



ら
れ
る
同
朋
の
親
し
み
、
共
に
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
す
者
に
よ
っ
て
感
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
の
喜
び
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
実
感
す 

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
別
に
ど
こ
に
も
そ
う
い
う
こ
と
が
言
う
て
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
体
真
宗
に
お
け 

る
諸
仏
と
は
何
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
昔
の
講
者
た
ち
は' 

い
ろ
い
ろ
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
真
宗
に
お
け
る
諸
仏
と
い
う
の
は
な
ん 

ぞ
や
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
は
一
つ
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
私
は
諸
仏
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
に
い
た
だ
い
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

し
か
し
了
解
す
る
と
か
、
い
た
だ
く
と
か
い
う
こ
と
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
感
想
で
あ
り
ま
し
て
、
感
想
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
ば
そ
れ
ま 

で
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ま
あ
感
想
で
な
け
れ
ば
で
す
ね
、
 

何
か
言
葉
だ
け
憶
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ 

と
に
な
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
諸
仏
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
今
ま
で
考
え
て
い
ま
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
は
世
の
道 

の
イ
デ
ー(

1
6
%
)

 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
フ
ラ
ト
ン
の
哲
学
あ
た
り
か
ら' 

影
響
を
受
け
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 

も
の
の
根
に
は
そ
の
イ
デ
ー
が
あ
る
、
こ
れ
は
仏
教
で
は
本
尊
、
即
ち
そ
の
人
の
魂
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
の
人
の
イ
デ
ー
で
な
く 

ち
ゃ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
お
薬
師
様
と
い
う
の
は
お
医
者
様
の
本
尊
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
薬
師
如
来
に
仕
え
る
者
、
そ
れ
が
医
者
で 

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
観
音
と
い
う
も
の
は
、
母
性
愛
的
な
も
の
に
考
え
ら
れ
ま
す
わ
ね
。
母
と
し
て
の
本
尊
。
聖
徳
太
子
の
本
尊
が
観 

音
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
ま
す
と
何
か
こ
う
素
直
な
心
で
政
治
を
と
り
た
い
と
い
う
方
の
本
尊
が
、
慈

悲

・
慈 

尊
、
観
音
で
あ
っ
た
と
。

そ
う
す
れ
ば
、
五
人
お
れ
ば
五
人
の
本
尊
が
あ
る
。

『
華
厳
経
』
で
あ
り
ま
し
た
か
、

一
切
衆
生
の
数
程
諸
仏 

が
あ
る
と
説
か
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
で
私
た
ち
も
一
面
か
ら
見
れ
ば
迷
え
る
衆
生
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
悉
有
仏
性
で
、
皆' 

仏
心
を 

持
っ
て
お
る
ん
だ
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
諸
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
も
捨
て
ら
れ
な
い
感
じ
で
あ
り
ま
す
。
や
や
理 

屈
め
い
て
お
る
と
言
わ
れ
る
か
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
私
に
は
、
そ
れ
は
捨
て
ら
れ
な
い
感
じ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
次
に
考
え
ら
れ 

る
こ
と
は
、
聖
者
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
七
高
僧
と
か
ね
。
高
僧
伝
に
出
て
く
る
よ
う
な
、
あ
あ
い
う
よ
う
な
人
々
は
皆' 

と
に
か
く
仏
法 

に
つ
い
て
あ
る
覚
り
を
開
い
た
ん
だ
か
ら
諸
仏
で
あ
る
。
高
僧
伝
中
の
人
々
、
皆
諸
仏
で
あ
る
と' 

こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ 

う
。
そ
れ
を
広
げ
て
言
え
ば
、
同
信
同
行
の
人
々
、
同
じ
く
道
を
喜
び' 

同
じ
く
念
仏
申
す
る
人
々
を' 

諸
仏
と
い
う
の
で
あ
る
と' 

こ



う
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
な
ど
は
何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
大
変
身
に
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
言
っ
た
り
書
い
た
り
す
る
こ 

と
を
、
「そ
う
で
す
。
」
と
言
っ
て
く
れ
る
人
は
諸
仏
で
あ
り
、

諸
仏
称
讃
で
あ
り
ま
す
。

そ

し
て

「
お
達
者
で
な
。
」
と
言
う
こ
と
を
言 

わ
れ
る
の
は
護
念
で
す
。
諸
仏
の
証
誠
護
念
で
す
。
諸
仏
の
証
誠
護
念
の
内
に
我
々
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
。
諸
仏
の
証
誠
護
念 

な
く
し
て
我
々
は
現
生
不
退
な
ど
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
も
始
ま
ら
ん
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 

し
か
し
諸
仏
と
い
う
も
の
は
何
で
す
か
ね
え
。

『
大
無
量
寿
経
』

を
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
「
乃
往
過
去
・
久
遠
無
量
不
可
思
議
無
央 

数
劫
に
、
錠
光
如
来
」
と
仏
が
出
ま
す
。

五
十
三
の
仏
が
ず
ら
っ
と
並
べ
て
あ
る
。

龍
樹
の
『
十
住
毘
婆
娑
論
』
「易
行
品
」
を
読
む
と 

い
う
と
、

一
百
七
仏
章
と
い
っ
て
一
百
七
の
名
前
が
ず
っ
と
出
て
お
る
。

『
阿
弥
陀
経
』

の
諸
仏
の
名
前
を
見
る
と
い
う
と
ね
、

な
か
な 

か
こ
う
味
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
音
と
い
う
字
の
つ
い
た
仏
は
ど
れ
だ
け
あ
る
か
。
光
と
い
う
字
の
つ
い
た
仏
は
ど
れ
だ
け
あ
る
か
。
五
十 

三
仏
等
を
見
る
と
い
か
に
も
夜
の
光
と
い
う
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
あ
の
五
十
三
仏
の
中
に
輝
く
昼
の
光
と
い
う
よ
う
な
仏
は
無
い
よ 

う
で
あ
り
ま
す
。
寂
光
の
静
か
な
夜
を
照
ら
す
星
の
光
と
か
、
月
の
光
と
か
あ
る
い
は
水
に
映
る
光
と
か
と
、
何
で
も
で
た
ら
め
に
並
べ 

て
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

案
外
経
典
作
家
も
一
つ
の
感
覚
が
あ
っ
て
五
十
三
仏
に
は
五
十
三
仏
共
通
の
何
か
が
、
『
阿
弥
陀 

経
』
に

は

『
阿
弥
陀
経
』
に
お
け
る
何
か
が
、
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
諸
仏
の
護
念
証
誠
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て 

信
心
相
続
す
る
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
た
逆
に
申
し
ま
す
れ
ば
信
心
相
続
の
境
地
は
諸
仏
の
護
念
と
い
う
も
の
を
感
ず
る
も
の
で
あ 

る
と
こ
う
言
っ
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
か
ら
次
に' 

「心
光
常
護
」
と

「心
多
歓
喜
」
と
い
う
も
の
が
出
て
来
ま
す
。

こ
の
二
つ
は
正
し
く
必
至
滅
度
の
た
め
の
住
不
退 

転
で
す
。
そ
の
住
不
退
転
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
住
不
退
転
そ
の
も
の
、
そ
の
も
の
の
心
境
で
す
ね
。
そ 

れ
は
、十

方
微
塵
世
界
の

念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
わ
し



摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば

阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る(
『浄
土
和
讃
』)

と
い
う
摂
取
の
心
光
の
ゆ
え
に' 

心
光
常
護
の
ゆ
え
に
不
退
転
に
住
す
。
不
退
転
と
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て
不
退
転
に
な
る
こ
と
が
出
来 

る
か
、
現
生
に
お
い
て
ど
う
し
て
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
と
、
阿
弥
陀
の
心
光
常
護
の
ゆ
え
に
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
え 

に
、
正
定
聚
に
住
す
る
。
和
讃
な
ど
読
ん
で
ご
覧
に
な
り
ま
す
と
わ
か
り
ま
す
。
摂
取
不
捨
の
ゆ
え
た
正
定
聚
に
住
す
。
即
得
往
生
の
ゆ 

え
に
不
退
転
に
住
す
と
は
、
即
得
往
生
は
不
退
転
な
ん
で
あ
っ
て
即
得
往
生
の
ゆ
え
に
不
退
転
に
住
す
と
は
、
言
わ
れ
て
ま
せ
ん
。
ど
う 

い
う
理
由
で
、
ど
う
し
て
不
退
転
に
住
す
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
心
光
常
護
し
て
摂
取
不
捨
の
ゆ
え
に
正
定
聚
に
住
す 

と
い
う
こ
と
で
す
。
正
し
く
住
不
退
転
こ
そ
現
生
の
利
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
は
、
そ
れ
は
心
光
常
護
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
心
多
歓
喜
で
す
が' 

心
多
歓
喜
が
正
定
聚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
は' 

こ
れ
も
い 

く
ら
で
も
あ
る
は
ず
で
す
ね
。
例
え
ば
『
教
行
信
証
』
を
読
ん
で
み
ま
し
て
も
、
龍
樹
菩
薩
の
文
に
、 

般
舟
三
昧
と
大
悲
無
生
を
父
母
と 

し
て
、
如
来
の
家
に
生
ま
る
と
い
わ
れ
る
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
如
来
の
家
に
生
ま
る
と
い
う
こ
と
は
浄
土
で
あ
る
。
本
願
を
信
じ
念
仏 

を
申
せ
ば
浄
土
、
如
来
の
家
に
生
き
る
。
そ
の
家
に
生
ま
れ
る
の
は
現
生
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
歓
喜
地
、
歓
喜
の
境
地
で
あ 

る
。
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
は
、
 

歓
び
の
多
い
、
歓
喜
の
境
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
っ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
心
多
歓
喜
で
す
ね
。
 

ま
あ
、
い
つ
も
言
い
ま
す
よ
う
に
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
事
の
悲
し
み
を
知
ら
な
い
者
は
、
本
願
に
遇
う
事
の
喜
び
は
知
ら
な
い
。
人 

と
生
ま
れ
て
き
て
の
悲
し
み
を
知
ら
な
い
者
は
、
人
と
し
て
の
喜
び
を
知
ら
な
い
と
。
い
つ
で
も
そ
れ
を
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
年
寄 

り
に
な
っ
て
、

一
生
を
思
い
出
す
と' 

そ
の
思
い
出
の
中
に
は
、
う
れ
し
い
事
も
あ
っ
た
し
、
楽
し
い
事
も
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
何
故 

か
知
ら
ん
が
悲
し
い
事
だ
け
が
思
い
出
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
で
も' 

心
多
歓
喜
の
益
あ
り' 

と
言
わ
れ
る
と
い
う
と
、
 

あ
あ
そ
う
で
あ
っ
た
な
あ
と
思
い
ま
す
。
悲
し
い
こ
と
の
み
多
い
と
解
っ
て
も
、
そ
れ
が
い
つ
も
悲
し
い
か
と
言
え
ば
そ
う
で
な
い
。
そ 

れ
が
転
じ
て
、
そ
し
て
歓
び
が
多
い
。
ど
っ
か
に
心
の
平
和
が
あ
る
。
心
光
常
護
、
心
多
歓
喜
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
現
生



不
退
の
境
地
だ
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

残
る
の
は
「知
恩
報
徳
」
と

「常
行
大
悲
」
で
す
が
ね
。
恩
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
現
生
の
利
益
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て 

あ
り
ま
す
。
知
恩
報
徳
だ
の
常
行
大
悲
だ
の
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
受
く
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
し
ょ
。
今
ま
で
言
う
て
来
ま
し 

た
心
光
常
護
で
も
心
多
歓
喜
で
も
受
く
る
も
の
、
感
受
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し' 

知
恩
報
徳
と
あ
の
常
行
大
悲
に
つ
い
て
は
、
 

こ
ち
ら
か
ら
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
知
恩
報
徳
、
 

知
恩
は
感
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
も' 

報
徳
は
徳
に
報
い
る
の
で
す
か
ら' 

そ
こ
で 

信
心
正
因
称
名
報
恩
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
あ' 

西
本
願
寺
で
は
殊
に
そ
れ
は
重
要
な
名
目
で
あ
る
。
東
本
願
寺
だ
っ
て
鍵
が 

か
か
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
「唯
能
常
称
如
来
号' 

応
報
大
悲
弘
誓
恩
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、

念
仏
を
申
し
て
、
如
来
の
恩
に
応 

ぜ
よ
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
で
す
ね
、
そ
れ
を
決
め
て
し
ま
っ
て
で
す
ね
、 

信
心
正
因
称
名
報
恩
と
、
こ
う
一
言
っ
て
し
ま
う
も 

の
で
す
か
ら
、
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り
と
言
わ
れ
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
出
て
来
る
ん
で
す
ね
。
要
す 

る
に
み
ん
な
頭
で
決
め
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
念
仏
が
正
定
の
業
な
る
が
故
に
我
々
は
、
知
恩
報
徳
の
こ
こ
ろ
を
も
っ
て
、
 

称
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
で
あ
っ
て
、
念
仏
が
浄
土
往
生
の
種
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
ん
だ
か
ら
、
じ
ゃ
あ
正 

定
の
業
を
励
み
ま
し
ょ
う
で
は
、
正
定
の
業
に
な
ら
な
い
ん
で
す
わ
。
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り
と
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
教
え
を
感 

ず
る
こ
こ
ろ
が
仏
恩
報
謝
と
い
う
こ
と
よ
り
外
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

報
恩
と
言
っ
た
ら
大
体
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
報
徳
と
い
う
こ
と
は
、
知
恩
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
恩
を
知
る
と
い
う
こ 

と
で
あ
り
ま
す
。
恩
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
難
さ
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
本
願
名
号
正
定
業
と
い
う
こ
と
は 

有
難
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
有
難
い
こ
と
で
あ
る
と
感
じ
て
称
え
る
よ
り
外
な
い
の
が
、
称
名
な
ん
で
す
。
何
故
有
難
い
と
感
じ
て
称 

え
る
よ
り
ほ
か
な
い
か
と
言
う
と
、
正
定
の
業
な
ん
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
往
生
そ
の
も
の
は
信
心
で
あ
っ
て
念
仏
で 

な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
来
る
の
は
、
大
変
な
間
違
い
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
は
な
い
。
念 

仏
は
正
定
の
業
で
あ
る
。
念
仏
、
仏
の
名
号
に
よ
っ
て
の
み
我
々
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
有
難
い
こ
と



で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
称
え
ら
れ
る
の
が
、
そ
れ
が
正
定
の
業
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
正
定
の
業
で
は
な
く
報
恩
の
業
だ
と
い
う
よ 

う
な
、
そ
う
い
う
区
別
の
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
学
と
い
う
も
の
は
、
何
か
そ
う
い
う
所
に
い
つ
も
、
 

学
問
し
な
き
ゃ
解
り
ま 

せ
ん
け
れ
ど
も
、
又
、
学
問
の
陥
り
易
い
も
の
は
、
そ
う
い
う
所
に
あ
る
わ
け
な
ん
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
常
行
大
悲
と
い
う
こ
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
す
と
い
う
こ
と
は
、
常
行
大
悲 

で
あ
る
。
常
行
大
悲
は
利
他
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
し
て
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
自
利
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
自
利
が
即
ち
利 

他
で
あ
る
。
自
利
の
う
ち
に
即
ち
利
他
の
徳
を
具
え
て
お
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
常
行
大
悲
と
い
う
こ
と 

は
、
や
が
て
還
相
回
向
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
常
行
大
悲
と
い
う
こ
と
と
、
還
相
利
他
と
い
う
こ
と
と
、
同
じ
な
の
か
違
う
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
来
る
。
忘
れ
も
し
ま 

せ
ん
が
、
も
う
十
年' 

二
十
年
も
前
で
あ
っ
た
か
、
富
山
県
で
勉
強
し
て
お
ら
れ
る
団
体
か
ら
、
自
信
教
人
信
と
い
う
教
人
信
と
常
行
大 

悲
と
い
う
こ
と
と
還
相
回
向
と
い
う
こ
の
三 
つ
は
、
 

ど
う
違
う
ん
で
す
か
と
い
う
問
い
を
う
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
こ
と
な
ん
だ 

ろ
う
な
。
同
じ
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
何
か
そ
こ
に
感
覚
が
違
う
。
そ
の
感
覚
が
違
う
。
違
う
と
こ
ろ
に
自
信
教
人
信
と
い
う
と
や 

は
り
教
人
信
と
い
う
働
き
が
あ
り
ま
す
。
殊
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
。
自
信
を
持
っ
て
語
る
。
こ
れ
は
前
に
申
し
ま
し
た
ね
。
自
信
を
持 

っ
て
語
る
。
自
信
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
機
の
深
信
で
あ
る
。
自
分
は
愚
か
な
者
で
あ
る
と
い
う
自
信
さ
え
あ
れ
ば
、
本
願
の
法
の
深
信 

を
語
る
こ
と
が
出
来
る
。
自
信
が
な
い
も
の
が
ど
う
し
て
教
人
信
が
出
来
る
ん
で
す
か
と
、
学
生
時
代
に
先
生
を
困
ら
し
た
こ
と
が
あ
る 

の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
今
日
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
い
う
と
、
自
信
が
な
け
り
ゃ
教
人
信
が
出
来
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
自
信
と 

は
何
ぞ
や
。
自
分
は
愚
か
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
な
。
こ
の
自
信
さ
え
あ
れ
ば
、
教
人
信
が
出
来
る
。
教
え
の
誤
り
の
な
い
こ
と 

は
、
機
の
深
信
、
自
分
が
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
感
応
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
。
機
の
深
信
と
、
法 

の
深
信
と
は
、
そ
こ
に
感
応
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
感
応
が
機
の
深
信
に̂

い
て
法
の
徳
を
語
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ 

か
ら
、
教
人
信
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
行
わ
れ
、
教
人
信
は
働
き
と
し
て
行
わ
れ
る
。



常
行
大
悲
と
い
う
こ
と
は
、

自
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
か
、
こ
う
語
る
の
で
あ
る
と
か
い 

う
こ
と
で
な
く
し
て
、
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
常
行
大
悲
な
の
で
あ
る
。
ど
う
せ
ん
で
も
、
信
心
の 

徳
が
常
行
大
悲
で
あ
る
。
信
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
そ
の
人
の
存
在
が
、
常
行
大
悲
な
の
で
あ
る
。
念
仏
者
と
し
て
の
存
在 

が
、
常
行
大
悲
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
更
に
、
も
う
一
つ
、
教
え
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
も
、
 

た
だ
ち
に
本
願
を
教
え 

る
と
い
う
こ
と
で
な
く
し
て
、
色
々
と
方
便
に
よ
っ
て
人
を
見
据
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
い
わ
ば
念
仏
者
の
心
掛
け
と
い
う
よ
う
な
も 

の
が
、
 

還
相
利
他
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
知
恩
報
徳
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
感
情
に
お
い
て
行 

わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
最
後
の
知
恩
報
徳
と
常
行
大
悲
と
は
、
還
相
利
他
の
徳
と
い
う
も
の
に
含
ま
れ
て
お
り
、
心
光
常
護
と
心 

多
歓
喜
は
住
不
退
転
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
諸
仏
の
証
誠
護
念
は
、
そ
れ
は
我
ら
の
喜
び
で
あ
る
。
信
心
歓
喜
の
喜
び
で
あ
る
。
至
徳
具 

足
と
転
悪
成
徳
と
は
、
ど
こ
か
で
現
世
利
益
と
い
う
も
の
と
思
い
あ
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
お
き
ま
し
て
、
現
生
の
利 

益
と
い
う
も
の
は
、
ひ
っ
く
る
め
て
、
先
程
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
自
分
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
っ
た
こ
と 

は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
け
ど
、
今
日
の
言
葉
を
用
い
ま
す
と
主
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
主
体
と
し
て
、
私
自
身
に
於
い
て
感 

じ
ら
れ
る
も
の
が
、
こ
れ
が
、
現
生
の
利
益
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
生
活
す
る
者
に
と
っ
て
現
世
と
い
う
も
の
に
あ
る
見
方
を 

与
え
ら
れ
る
。
現
世
と
い
う
も
の
、
現
世
そ
の
も
の
が
、
ど
う
に
も
な
ら
ん
世
界
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
そ
う
い 

う
道
を
与
え
ら
れ
る
も
の
が
、
現
世
利
益
と
い
う
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
、
現
世
利
益
と
い
う
も
の
を
、
も
う
一
つ
考
え 

て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
現
世
利
益
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
ま
で
何
遍
も
講
義
し
て
み
た
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
も
う 

一
 

つ
付
録
み
た
い
で
ね
。
真
宗
の
教
え
と
し
て
は
付
録
の
よ
う
な
気
が
し
て
、
時
に
は
ど
う
で
も
い
い
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま 

す
け
ど
、
何
か
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
。

「現
世
利
益
和
讃
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
邪
道
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
と 

戒
め
ら
れ
る
場
合
も
、
念
仏
す
る
者
に
は
現
世
の
利
益
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
以
上
凡
夫
の
計
ら
い
で
現
世
利
益
を
求
め
て
は
な
ら
な 

い
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
考
え
と
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
君
の
方
で
も
、



も
う
一
つ
徹
底
し
て
く
れ
て
も
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ゝ
『
歎
異
抄
』

の

「第
七
章
」
で
す
。
「念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
」
と 

言
う
て
ね
、
「そ
の
い
わ
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、

信
心
の
行
者
に
は
、

天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
」
と
言 

わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は'

「現
世
利
益
和
讃
」
で
す
よ
。
そ
う
思
っ
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
「罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
言 

わ
れ
る
こ
と
も
、
こ
れ
も
「現
世
利
益
和
讃
」
に
出
て
来
ま
す
。

そ
う
す
れ
ば
、

「諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
ゆ
え
に
」
と
い
う
こ
と
も 

ひ
っ
く
る
め
て
、
現
世
利
益
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
歎
異
抄
』̂
^

と
言
っ
て
、
喧
し
く
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
私

も

「第
七
章
」
を 

何
度
も
講
義
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
始
め
て
気
が
付
い
た
ん
で
す
が
、
あ
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
お
る
信
心
の
行
者
の
無
碍
の
一
道
と 

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
「現
世
利
益
和
讃
」
で
す
。
だ
か
ら
現
世
利
益
と
は
何
ぞ
や
。
人
生
に
於
い
て
、
人
生
を
無
碍
の
一
道
た
ら
し
む 

る
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。

(

本
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は
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
二
十
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「
真
言
と
解
釈
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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