
実

験

の

宗

教

——
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
尽
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
。

は
じ
め
に
「彼
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
。

究
竟
せ
る
こ
と
広
大
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
。」

そ
れ
か
ら
続
き
ま
し
て
「猶
淄
滝 

の
一
味
な
る
が
ご
と
き
な
り
。
」

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
文
章
が
続
い
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
「真
実
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む
」
と
い 

う
と
こ
ろ
ま
で
文
章
が
続
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
今
度
は
、
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
「
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
」
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
不
可
思
議
光
如
来
を
受
け
て
く
る 

の
で
し
ょ
う
、
「彼
の
世
界
を
観
ず
る
」
。
そ

の

「彼
」
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
不
可
思
議
光
如
来
の
世
界
と
言
い 

ま
す
ね
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
彼
の
世
界
を
観
ず
る
。
そ
れ
か
ら
最
後
に
「彼
の
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
」
と
。

「観
ず
る
」
そ
れ
は 

は
じ
め
に
そ
の
世
界
を
観
ず
る
。
後
の
方
に
は
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
。
皆

「彼
」
「彼
」
と
言
い
ま
す
ね
。
『
願
生
偈
』
で
は
そ
の
始 

め

の

「観
彼
世
界
相
」
と
言
い
、
そ
こ

に

「観
彼
」
が
付
い
て
い
て
、
後
の
と
こ
ろ
に
は'

「観
仏
本
願
力
」
と
言
っ
て
「彼
」
と
い
う
字 

が
な
い
.0
し
か
し
、

『
入
出
二
門
偈
』
で
は
、
た

だ

「観
仏
本
願
力
」
と
言
わ
ず
に-

彼
の
本
願
力
を
観
ず
」
る
。

「彼
」
と
い
う
字
が



強
調
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
こ
ま
で
文
章
が
続
い
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
は
「彼
の
如
来
の
世
界
」
ま

た

「彼
の
如
来
の
本
願
力
」
そ
の
ど
ち 

ら
か
で
す
。

今
度
は
一
変
し
て
、
そ
の
次
に
「菩
薩
」
と
言
い
ま
す
ね
。

「菩
薩
は
五
種
の
門
を
入
出
し
て
、
自
利
利
他
の
行
成
就
し
た
ま
へ
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
い
う
具
合
に
「菩
薩
」
と
い 

う
字
が
後
半
に
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
「菩
薩
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
以
下
は
解
義
分
に
依
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「世
親 

菩
薩
、
大
乗:

：:

」
と
い
う
始
め
の
部
分
は
偈
文
と
総
説
分
に
依
っ
て
い
る
の
で
す
。
偈
を
も
っ
て
総
説
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
総
説
さ 

れ
た
偈
の
な
か
に
全
体
が
あ
る
。
そ
の
内
容
を
今
度
は
出
し
て
く
る
の
で
す
。

「如
来
に
帰
命
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
全
体
が
あ
る
。
そ 

の
全
体
の
な
か
に
包
ま
れ
て
い
る
の
が
菩
薩
の
世
界
な
の
で
す
。
如
来
の
世
界
と
い
う
も
の
が
如
来
の
世
界
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
く
歴 

史
を
そ
の
な
か
に
持
つ
の
で
す
。
そ
れ
を
展
開
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
『
願
生
偈
』
が
解
義
分
と
総
説
分
と
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う 

に
、
こ

の
『
入
出
二
門
偈
』
も
こ
の
『
浄
土
論
』
の
奥
義
に
基
づ
い
て
で
き
て
い
る
。

だ
い
た
い
『
教
行
信
証
』

の
教
学
と
い
う
の
は
『
論
』

『
論
註
』
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
骨
格
が
で
き
て
い
る
の
で
す
。
新
し
い
『
浄 

土
論
』
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
『
教
行
信
証
』
は
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
『
教
行
信
証
』
は
、
「教
」
「行
」
「信
」
「証
」
「真
仏
土
」
に
わ 

た
っ
て
こ
の
『
浄
土
論
』
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
た

だ

「化
身
土
巻
」
に
は
関
係
な
い
で
す
ね
。
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
と
い
う
そ 

う
い
う
伝
承
の
方
々
の
も
の
が
「方
便
化
身
土
巻
」
に
引
か
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
あ
曇
鸞
は
一
ケ
所
で
す
け
ど
も
、
だ
い
た
い
『
論
』
『
論 

註
』
と
い
う
も
の
は
前
五
巻
に
、
道
綽

・
善
導
と
い
っ
た
方
々
の
は
両
方
に
跨
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
『
教
行
信
証
』
に
は 

『論
』
『
論
註
』
の
こ
と
は
非
常
に
大
事
に
引
い
て
あ
る
だ
け
と
い
う
だ
け
で
な
し
に
基
礎
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
経
典
か
ら
申
し
ま
す
と
、
 

前
五
巻
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
で
す
。
「方
便
化
身
土
巻
」
は

『
観
無
量
寿
経
』
と

『
阿
弥
陀
経
』
で
、
前
五
巻
に
は
『
観
経
』

『
阿
弥
陀 

経
』
が
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
経
典
の
上
か
ら
す
れ
ば
、

「顕
真
実
」
と
い
う
言
葉
が
『
教
行
信
証
』
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
皆
こ
れ 

『
大
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
あ
る
。



今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
「世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
」
と
言
っ
て
、
こ

の

「真
実
」
と
い 

う
意
味
は
、
こ
れ
は
『
浄
土
論
』
と

『
大
無
量
寿
経
』
だ
け
に
あ
る
。

親
鸞
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
序
分
に
依
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
が
真
実
の
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
文
と
い
う
も
の
を
見
い
出
し
て 

く
る
。
そ
こ
に' 

そ

の

『
大
無
量
寿
経
』
自
身
が
『
大
無
量
寿
経
』
の
体
と
い
う
も
の
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ

に

「恵
以
真
実
之 

利
」
と
い
う
。

『
大
無
量
寿
経
』
の
序
分
の
中
に
出
世
本
懐
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
か
ら
言
う
の
で
は
な
し
に
『
大
無 

量
寿
経
』
自
身
が
そ
う
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。

と
、

「唯
説
弥
陀
本
願
海
」
と
い
う
語
の
元
に
な
っ
て
い
る
経
言
で
す
ね
、
そ
こ
へ 

「真
実
の
利
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
そ
れ
か 

ら

『
浄
土
論
』
で

は

「修
多
羅
真
実
の
功
徳
」
と
こ
う
書
い
て
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ

の

「真
実
の
功
徳
」
と

「真
実
の
利
」
と
相
い
応
じ 

て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
前
五
巻
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
精
神
と
い
う
も
の
が
『
大
無
量
寿
経
』

『
浄
土
論
』
に
よ
っ
て 

表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

だ
け
ど
『
願
生
偈
』
全
体
の
構
造
そ
の
も
の
が
出
て
い
る
の
は
『
入
出
二
門
偈
』
だ
け
で
す
ね
。

『
浄
土
論
』
の
構
造
そ
の
も
の
が
保 

存
し
て
述
べ
て
あ
る
の
が
『
入
出
ー 

ー
門
偈
』

の
特
色
で
す
。
し
か
も
、
そ

の

「
入
出
二
門
」
と
い
う
こ
と
は
、
今
言
っ
た
そ
の
ま
ん
中
か 

ら
出
て
い
る
。

「菩
薩
は
五
種
の
門
を
入
出
し
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
後
に
出
て
い
る
。

つ
ま
り
「
入
出
二
門
」
と
い
う
こ
と
は
解
義 

分
の
教
説
全
体
を
代
表
し
て
い
る
。
解
義
分
を
代
表
し
て
い
る
の
が
入
出
二
門
な
の
で
す
。

し
か
し
、

そ
の 

「
入
出
二
門
」

と
い
う
の
は' 

今
言
っ
た
よ
う
に
偈
に
含
ん
で
い
る
意
義
を
表
わ
す
と
い
う
の
が
解
義
・
解
釈
で
、
 

『
願
生
偈
』
と
い
う
も
の
に
述
べ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
に
対
し
て
外
か
ら
解
釈
を
加
え
る
の
で
は
な
い
。
偈
の
中
に
あ
る
も
の
を
表
わ
し
て 

い
く
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
二
つ
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
や

は

り
「
入
出
二
門
」
と
い
う
も
の
は
解
義
分
を
表
わ
す
と
い
う 

の
か
、
解
義
分
を
備
え
て
い
る
の
は
『
願
生
偈
』
な
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
『
入
出
二
門
偈
』
を
出
す
中
に
後
の
解
義
分
と
い
う
も
の
だ
け



で
よ
さ
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
始
め
の
偈
文
を
述
べ
て
あ
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
そ
こ
へ
含
ん
で
い
る
か
ら
で
す
ね
。
 

さ
ら

に

「
入
出
二
門
」
と
い
う
こ
と
は
、
今
言
っ
た
よ
う
に
「菩
薩
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
ね
。
菩
薩
道
。
始
め
は
仏
道
な
ん 

で
す
。
仏
道
と
い
う
中
に
菩
薩
道
を
含
ん
で
い
る
。
仏
道
が
な
い
な
ら
ば
菩
薩
道
と
い
う
の
は
な
い
の
だ
。
仏
道
を
離
れ
て
菩
薩
道
、

っ 

ま
り
仏
道
を
離
れ
た
菩
薩
道
を
聖
道
門
と
言
う
ん
だ
。
仏
道
が
な
い
と
菩
薩
道
し
か
考
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
菩
薩
道
に
お
い
て
仏
道
を 

成
就
し
よ
う
と
す
る
の
が
聖
道
門
。
浄
土
門
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
仏
道
を
押
え
れ
ば
、
そ
こ
に
自
然
に
菩
薩
道
が
あ
る
。
こ
う 

い
う
具
合
で
す
ね
。
菩
薩
道
を
や
っ
て
い
っ
て
遂
に
仏
道
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
の
が
聖
道
の
立
場
で
し
ょ
う
。
浄
土
教
は
逆
な
ん
で
す
。
 

仏
道
と
い
う
も
の
に
帰
す
れ
ば
、
そ
こ
に
も
は
や
菩
薩
道
が
成
就
す
る
。
こ
う
い
う
形
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
仏
道
と
は
何
か
と
言
う
と
、

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
な
の
で
す
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
仏
道
と
い
う
全
体 

が
あ
る
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
体
と
し
て
そ
こ
に
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
歴
史
が
あ
る
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
歴
史
が
五
念
門
で
す
。
 

入
出
二
門
で
す
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
歴
史
に
、

一
寸
言
葉
の
具
合
が
悪
い
け
ど
、
客
観
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
客
観
性 

で
す
。
歴
史
と
い
う
と
こ
ろ
に
客
観
性
が
あ
る
の
で
す
ね
。
誰
か
の
む
ね
の
中
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
観
念
論 

で
な
い
。
歴
史
が
あ
る
の
で
す
ね
。

普
通
は
、
念
仏
と
い
う
も
の
を
称
え
て
も
、
ど
う
も
心
が
晴
れ
な
い
と
い
う
質
問
を
曇
鸞
大
師
が
出
し
て
い
る
。
や
は
り
曇
鸞
大
師
も 

わ
か
ら
な
か
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。
い
つ
も
念
仏
す
る
け
ど
、
踊
躍
の
歓
喜
お
ろ
そ
か
だ
と
、

『
歎
異
抄
』
と
同
じ
よ 

う
な
問
題
を
出
し
て
い
る
。

念
仏' 

称
名
憶
念
は
す
る
け
れ
ど
も
、

ま
だ
ど
う
も
所
願
が
満
さ
れ
な
い
、

と
こ
う
言
っ
て
い
る
。

「す 

る
と
い
え
ど
も
」
、
だ
か
ら
念
仏
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
そ
れ
で
満
た
さ
れ
な
い
。

ま
あ' 

念
仏
し
て
い
る
と
い
う
け
れ
ど 

も
、
本
当
に
で
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
と
に
か
く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
か
ね
。
そ
れ
だ
か
ら
そ
う
い
う
問
題
が
出
る 

ん
だ
。

本
当
言
っ
た
ら
『
浄
土
論
』
の
境
地
と
い
っ
た
ら
な
か
な
か
曇
鸞
も
達
し
得
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
ま
た
曇
鸞
の
そ
う
い
う
疑
問
が
、



『
浄
土
論
』
に
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
我
々
に
は
参
考
に
な
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
『
願
生
偈
』
は
そ
れ
ほ
ど
純
粋
な
も
の
な
の
だ
。
『
願 

生
偈
』
は
、
簡
単
に
述
べ
ま
す
ね
。
曇
鸞
大
師
は
よ
ほ
ど
低
い
の
で
す
か
ね
。
何
と
言
う
か
、
立
場
が
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
そ
の
た
め
に 

低
い
我
々
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
事
に
な
る
。
高
い
も
の
を
止
め
て
低
く
し
た
ん
だ
。
そ
れ
は
安
も
の
の
浄
土
で
あ
る
か
と
言
う
と
そ
う 

で
は
な
い
。
高
い
も
の
を
止
め
て
安
売
り
し
た
と
い
う
話
し
で
は
な
い
。
高
い
内
容
を
失
わ
ず
に
低
く
語
っ
て
あ
る
と
。
た
だ
低
く
な
る 

の
は
低
く
な
る
た
め
に
低
く
な
る
の
で
は
な
し
に
、
低
い
も
の
に
漬
っ
て
高
め
る
た
め
に
低
く
な
る
の
で
す
ね
。
低
い
も
の
を
高
く
す
る 

た
め
に
低
く
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
が
『
論
註
』
に
は
あ
る
の
で
す
ね
。
だ

か

ら

「真
実
功
徳
」
と
い
う
こ
と
は
大
事
な
ん
だ
。
 

と
こ
ろ
が
、
曇
鸞
大
師
は
、

「真
実
功
徳
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

「
不
実
功
徳
」
に
対
し
て
言
う
ん
だ
と
注
意
し
て
い
る
。
こ
こ 

に

「修
多
羅
、
真
実
功
徳
相
に
依
る
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
そ
こ
で
曇
鸞
は
註
釈
を
し
て
い
る
。
真
実
功
徳
に
依
る
の
で
あ
っ
て
不
実
功 

徳
で
は
な
い
ん
だ
と
曇
鸞
大
師
は
注
意
し
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
真
実
が
不
実
で
は
な
い
こ
と
は
子
供
で
も
わ
か
る
わ
け
で
す
。
 

そ
う
で
し
ょ
う
。
真
実
と
言
っ
た
ら
不
実
で
な
い
、
不
真
実
で
な
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
。
な
ぜ
注
釈
す
る
か
と
言
え
ば' 

そ
れ

は

「真 

実
功
徳
」
と
言
っ
た
だ
け
で
は
我
々
も
で
き
る
と
思
う
か
ら
。
我
々
も
努
力
す
れ
ば
真
実
功
徳
に
な
る
。

つ
ま
り
真
実
功
徳
も
不
実
功
徳 

も
我
々
の
立
場
で
考
え
る
の
で
す
ね
。
我
々
は
不
真
面
目
だ
か
ら
不
実
功
徳
し
か
や
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
努
力
す
れ
ば
真
実
功
徳
に
な 

れ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
、
人
間
で
あ
る
限
り
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も 

不
実
功
徳
だ
と
、
真
実
功
徳
と
い
う
も
の
は
全
く
我
々
に
は
な
い
ん
だ
。
よ
く
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
う
い
う
註
釈
を
加
え
た
。
 

そ
れ
に
似
た
の
は
『
歎
異
抄
』
に
あ
り
ま
す
。

「念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
世
の
中
の
こ
と
「
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
 

ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
」
と
こ
う
書
い
て
あ
る
ね
。
唯
仏
是
真
と
い
う
こ
と
。
な
に
か
我
々
が
努
力
す
れ
ば
既
に
人
間
の
世
界
に
真
実
が 

出
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
絶
え
ず
夢
を
描
く
ん
だ
。
産
業
革
命
と
か
、
経
済
革
命
と
か
あ
る
い
は
政
治
体
制
の
変 

革
と
か
で
す
ね
、
革
命
と
か
、
今
度
こ
そ
は
と
考
え
る
け
れ
ど
も
、
ま
た
同
じ
こ
と
だ
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
自
分
の
夢
を
描
い
て
い
る 

時
は
美
し
い
け
れ
ど
も' 

そ
れ
を
実
現
し
て
み
る
と
夢
を
描
い
て
い
る
時
と
正
反
対
の
も
の
が
出
て
く
る
。
現
実
と
理
論
の
違
い
に
驚
い



て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
だ
け
ど
他
の
こ
と
な
ら
ば
ま
だ
あ
き
ら
め
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も' 

自
分
の
こ
と
で
す
か
ら
あ
き
ら
め
る
わ 

け
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
す
。
自
分
が
そ
こ
に
流
転
し
て
い
る
。
流
転
す
る
と
い
う
の
は
不
真
面
目
で
流
転
す
る
の
で
は
な
い
で
す
ね
。
 

真
面
目
で
あ
ら
ん
と
す
る
か
ら
流
転
し
て
い
く
。

「ど
う
で
も
い
い
わ
、
勝
手
に
せ
い
」
と
言
う
の
は
な
に
も
流
転
し
な
い
の
で
す
。
何 

か
、
 

ま
こ
と
を
求
め
る
、
そ
し
て
流
転
す
る
ん
で
す
。
ま
こ
と
を
求
め
る
。
け
れ
ど
も
求
め
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
が
出
て
く
る
。
ま
こ 

と
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
出
て
く
る
も
の
は' 

虚
偽
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
流
転
の
世
界
と
い
う
も
の
、
構
造 

が
あ
る
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
こ
う
言
う
他
に
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
真
実
功
徳
に
対
し
て
不
実
功
徳
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
 

つ
ま
り
真
実
だ
け
で
は
真
実
が
自
覚
で
き
な
い
の
で
す
。

我
々
は
不
実
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
如
来
の
真
実
が
自
覚
で
き
る
。'
我
々
は
、
如
来
の
真
実
に
ど
う
し
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
我 

々
は
不
実
だ
と
い
う
こ
と
を
機
と
し
て
如
来
の
真
実
に
触
れ
る
。
そ
う
で
な
い
と
如
来
の
真
実
に
触
れ
て
み
よ
う
が
な
い
。
人
間
が
ど
う 

し
て
如
来
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
た
だ
勝
手
に
「如
来
」
と
心
安
く
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
な

に

も

「如
来
」 

「如
来
」
と
言 

う
こ
と
が
如
来
で
な
い
。
大
谷
大
学
の
学
生
で
も
「如
来
」
と
言
っ
て
い
る
が
ね
。
ど
こ
で
如
来
を
語
る
権
利
が
あ
る
か
知
ら
な
い
け
れ 

ど
も' 

そ
れ
は
本
を
読
ん
で
い
る
だ
け
だ
。
で
す
か
ら
、
人
間
に
は
如
来
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
な
ん
だ
。
そ
れ
を
よ
く
考
え
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
ね
。

「如
来
に
帰
命
す
る
」
と
い
う
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

「帰
命
」
と
い
う
そ
こ
に
人 

間
に
否
定
が
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
れ
で
如
来
が
出
る
。
人
間
を
延
長
し
て
も
如
来
に
は
な
れ
な
い
の
で
す
。
人
間
を
延
長
し
て
如
来 

と
言
う
、
そ
れ
を

「化
身
土
」
と
言
う
。
人
間
を
延
長
し
て
も
如
来
で
は
な
い
。

こ
う
い
う
意
味
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、

『
入
出
二
門
偈
』
で

は

「彼
」
と
い
う
字
が
使
っ
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト 

教
で
は
、2
1
1
1
0

ナ!

(

他
者)

、

「他
な
る
者
」
と
言
い
ま
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「他
」
と
い
う
字
を
使
い
ま
す
。
そ
れ
で
合
う
ん
で 

は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
「他
な
る
者
」
。
親
鸞
で
は
「彼
な
る
者
」
で
す
。
な

ぜ

「他
な
る
者
」
と
言
う
か
と
い
う
と' 

「無
限
」
 

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
清
沢
先
生
の
言
葉
で
「絶
対
無
限
」
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
っ
て
あ
る
。



あ
あ
い
う
「無
限
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
で
は
な
い
。

「有
限
」
と

「無
限
」
と
あ
れ
ば
、
連
続
す
る
有
限
と 

い
う
も
の
を
無
限
に
重
ね
る
た
め
の
無
限
だ
。

「他
」
は
そ
う
で
は
な
い
。
連
続
が
な
い
。
有
限
の
他
な
ん
で
す
か
ら
。
有
限
を
延
長
し 

た
無
限
で
は
な
い
。
有
限
の
他
。
そ
う
い
う
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
で
は
プ
ラ
ト
ン
の
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
ん
で
す 

ね
。こ

こ
で
「彼
」
と
い
う
字
が
置
い
て
あ
る
。

「彼
」
と
い
う
字
が
浄
土
を
表
わ
す
言
葉
な
の
で
す
。

「他
な
る
彼
の
世
界
」
で
す
ね
。
 

つ
ま
り
浄
土
と
い
う
も
の
は
、
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
を
表
明
す
る
一
つ
の
教
相
な
ん
だ
。
そ
れ
を

「彼
」
と
い
う
。

「彼
」
と
い
う 

一
字
が
浄
土
の
教
学
の
教
相
な
の
で
す
。
こ
れ
を
否
定
し
た
ら
禅
宗
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。

「我
は
仏
陀
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
こ 

の
世
が
浄
土
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
身
成
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
娑
婆
即
寂
光
浄
土
。
皆
聖
道
の
人
た
ち
は
、
大
き
な
ホ
ラ
を 

吹
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
皆
「彼
」
で
は
な
い
。
そ
こ
を
注
意
し
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
た
め
に
「彼
」
と
い
う
字
で
念
を
押
し
た
ん 

だ
。
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
人
間
と
如
来
と
の
間
に
橋
は
架
ら
な
い
の
で
す
ね
。
む
し
ろ
否
定
に
よ
っ
て
繫
っ
て
い
る
ん
だ
。
橋
が
無
い 

と
い
う
こ
と
が
橋
な
ん
だ
。
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
、
橋
が
無
い
と
い
う
こ
と
が
橋
の
橋
な
ん
だ
。
こ
う
い
う
意
味
が
「彼
」
に
強
調
し 

て
あ
る
の
で
す
ね
。
そ
し
て
知
ら
な
い
う
ち
に
忘
れ
て
し
ま
う
ん
だ
。
し

か

し

「無
限
」
と
い
う
こ
と
は
、
清
沢
先
生
の
精
神
で
は
そ
う 

で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
清
沢
先
生
の
言
葉
は
、
や
は
り
そ
の
時
代
、
明
治
時
代
の
思
想
的
対
決
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。
 

仏
教
と
い
う
思
想
が
、
イ
ン
ド
か
ら
出
た
思
想
が
は
じ
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
対
決
し
て
来
た
の
が
、
明
治
以
前
キ
リ
シ
タ
ン
の
時
か
ら 

あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
明
治
時
代
に
は
っ
き
り
と
し
て
対
決
の
形
を
示
し
た
。
イ
ン
ド
の
思
想
と
い
う
も
の
は
漢
民
族
に
来
た
こ
と
に 

お
い
て
も
っ
と
も
大
き
な
も
の
に
触
れ
た
の
で
す
。
朝
鮮
と
か
日
本
で
も
漢
民
族
の
文
化
の
周
辺
に
あ
る
。
漢
民
族
の
文
化
と
い
う
も
の 

は
そ
れ
で
大
き
い
ん
だ
。
む
し
ろ
漢
民
族
の
文
化
と
い
う
も
の
に
反
対
し
て
日
本
文
化
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
漢
民
族
の
文
化
と
い
う 

も
の
を
一
層
洗
練
し
て
き
た
と
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
日
本
文
化
が
あ
る
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
今
度
は
そ
の
イ
ン
ド
か
ら
来
た
仏
教



が
明
治
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
も
の
に
触
れ
た
。
こ
れ
は
漢
民
族
以
上
の
も
の
だ
。
喧
嘩
で
言
う
な
ら
好
敵
が
で
き
た
、
そ
ん
な
意
味
で 

す
ね
。
だ
か
ら
明
治
以
後
は
、
西
田
幾
多
郎
で
も
鈴
木
大
拙
で
も
皆
東
西
文
化
の
総
合
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
。
今
は
段
々
そ
う
い
う
こ 

と
が
な
く
な
っ
て
来
て
い
ま
す
ね
。
東
西
と
言
う
け
れ
ど
も
、
ま
あ
半
分
半
分
と
い
う
具
合
で
考
え
て
お
っ
た
け
れ
ど
、
今
は
そ
う
で
は 

な
い
。

西
洋
文
化
が
世
界
文
化
だ
。

半
分
半
分
で
は
な
い
。

西
洋
文
化
と
い
う
も
の
が
世
界
文
化
に
な
る
。

西
洋
文
化
を
否
定
す
れ
ば 

世
界
文
化
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
孤
立
す
る
だ
け
だ
。
半
分
半
分
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
段
々
明
ら
か
に 

な
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
な
か
に
負
け
惜
し
み
で
鈴
木
大
拙
で
は
、

「東
洋
的
ー
」
と
か
ね
、
久
松
さ
ん
で
は
「東
洋
的
無
」
と
か
ね
、
 

「東
洋
的
有
」
と
は
言
わ
な
い
ん
だ
。

「東
洋
的
無
」
だ

の

「東
洋
的
ー
」
だ
の
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
全
て
禅
宗
の
人
が 

言
っ
て
い
る
ん
だ
。
浄
土
門
の
人
は
「東
洋
的
有
」
と

も

「無
」
と
も
言
わ
な
い
。
浄
土
門
の
人
は
窒
息
し
て
い
な
い
ん
だ
。
だ
い
た
い 

半
分
半
分
し
か
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
よ
。
西
洋
文
化
が
世
界
文
化
な
の
で
す
。
そ
れ
以
後
持
っ
と
ら
ん
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
 

一
寸
解
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
・
や
は
り
科
学
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も

〇-1
1
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こ
れ
が
西
洋
文
化
を
世
界
的
に
し
た
ん
じ
ゃ
な 

い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。
巧
智
の
問
題
は
、
や
は
り
そ
う
い
う
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
現
実
に
は
、
親
鸞
で
も
道
元
で
も
科
学
以
前
の
話 

し
な
ん
だ
。
今
で
は
宗
教
で
も
、
仏
教
で
も
、
宗
教
問
題
は
科
学
を
く
ぐ
っ
た
人
間
の
問
題
で
は
な
い
。

清
沢
先
生
が
、
近
代
思
想
史
を
語
れ
る
の
は
や
っ
ぱ
り
科
学
の
洗
練
を
受
け
た
せ
い
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
で
清
沢
先
生
か
ら
始
ま
っ 

た
ん
だ
。
そ
の
当
時
、
本
願
寺
教
団
は
封
建
的
社
会
の
延
長
の
中
に
あ
っ
た
。
清
沢
満
之
と
い
う
人
が
出
て
き
て
、
は
じ
め
て
西
洋
文
化
、
 

す
な
わ
ち
科
学
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
科
学
、
今
で
は
経
験
と
い
う
こ
と
、
実
験
で
す
ね
。
あ
の
頃
は
実
験
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て 

い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
段
々
言
葉
が
変
っ
て
き
て
体
験
と
言
い
出
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
る
意
味
で
は
実
験
の
宗
教
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
 

体
験
の
宗
教
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
西
田
先
生
の
本
『
善
の
研
究
』
と
い
う
本
に
は
「純
粋
経
験
」
と
い
う
も
の
が 

一
つ
の
立
場
に
な
る
。

「純
粋
経
験
」
に
立
っ
て
存
在
や
原
理
の
問
題
を
解
決
し
た
。

「純
粋
経
験
」
の
立
場
と
し
て
世
界
は
何
で
あ
る 

か
と
い
う
問
い
、
ま
た
我
々
が
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
人
生
問
題
を
そ
の
立
場
で
答
え
て
行
こ
う
と
。
我

々

「純
粋
経
験
一
と
言



っ
て
い
る
が
、
あ
れ
ア
メ
リ
カ
に
ジ
ェ
ー
ム
ス
と
い
う
人
が
あ
っ
て
、
非
常
に
名
著
で
あ
る
『
宗
教
経
験
の
諸
相
』
と
言
う
本
が
あ
る
の 

で
す
。

「宗
教
経
験
」
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
種
々
の
面' 

く34
」
の4

だ
ね
。
あ
そ
こ
に
は
、
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と
い 

う
、
あ
あ
い
う
宗
教
経
験
と
い
う
こ
と
が
新
鮮
な
意
義
を
も
っ
て
日
本
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ

の

「経
験
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る 

の
に
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
訴
え
る
。
経
験
の
証
明
が
な
い
も
の
は
い
か
に
立
派
な
継
承
で
す
ら
真
理
で
は
な
い
。
真
理
で
あ
る
か
な
い
か 

は
実
証
が
決
定
す
る
。
経
験
を
も
っ
て
証
明
す
る
も
の
が
実
証
主
義
で
す
。
実
証
主
義
と
言
う
か
ら
反
響
が
大
き
い
の
で
す
。
こ
れ
が
近 

世
と
中
世
を
分
つ
の
で
す
。

や
は
り
清
沢
先
生
の
本
を
読
ん
で
み
る
と
念
仏
の
信
仰
は
実
証
主
義
で
徹
底
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
ま
だ
浄
土
の
こ
と
を
語
る
こ
と 

は
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
言
っ
た
ら
、
浄
土
に
は
い
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
。
今
生
き
て
い
る
こ
と
が
私
を
語
る
。
如
来
を
語
る
と
い 

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
信
ず
る
如
来
を
語
る
だ
け
で
す
。
如
来
そ
の
も
の
ば
か
り
語
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
信
ず
る
如
来
を
私
は
語
る 

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
信
じ
な
い
で
も
如
来
が
あ
る
、
と
い
う
の
は
理
論
な
の
で
す
。
だ
か
ら
私
が
否
定
す
べ
か
ら
ざ 

る
事
実
と
し
て
の
存
在
を
信
じ
た
如
来
だ
。

「我
信
ず
る
」
。
「我
」
と
い
う
も
の
の
経
験
の
内
に
は
い
っ
た
如
来
だ
。

「我
」
と
な
っ
た 

如
来
だ
け
に
つ
い
て
私
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
の
が
清
沢
先
生
で
す
ね
。

だ
か
ら
、

浄
土
に
は
い
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
浄
土
を
語
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

今
、

私
は
肉
体
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
、

肉 

体
は
穢
土
に
在
る'

し
か
し
心
は
浄
土
に
触
れ
て
い
る
。
清
沢
先
生
は
こ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
は
極
め
て
実
証
的
で
す
ね
。
だ
か
ら
い 

っ
で
も
「掛
値
の
な
い
と
こ
ろ
を
言
え
」
と
言
う
の
で
す
。
ま
だ
行
っ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
話
を
す
る
な
と
言
う
の
で
す
。

「掛
値
の 

な
い
と
こ
ろ
を
言
え
。
」
こ
れ
ら
は
清
沢
先
生
、

ち
ゃ
ん
と
実
証
的
な
ん
で
す
。

そ
こ
が
面
白
い
ん
で
す
。

「浄
土
に
入
ら
し
め
る
が
如 

し
」
と
し
か
書
い
て
は
い
な
い
。

頼
り
な
い
よ
う
だ
が' 

そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。

却
っ
て
そ
う
い
う
点
を
深
く
考
え
て
み
れ
ば
「如 

し
」
と
い
う
こ
と
が
真
如
な
ん
だ
。

「真
如
」
と
書
い
て
あ
る
。

「如
し
」
と
い
う
の
が
頼
り
な
ん
だ
。
そ
れ
が
純
粋
な
存
在
な
ん
だ
。
 

「如
し
」
で
な
い
も
の
は
、
こ
れ
は
妄
想
だ
。
実
体
と
一
緒
で
妄
想
に
過
ぎ
な
い
。
本
当
に
実
在
は
「如
し
」
だ
。
如
来
が
在
る
ん
で
は



な
い
。

「在
る
が
如
し
」
な
ん
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
。

「如
し
」
と
い
う
字
が
非
常
に
重
要
な
字
で
、
こ
れ
も
イ
ン
ド
や 

中
国
の
仏
教
は
「真
如
」
と
い
う
も
の
を
非
常
に
深
遠
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。

真

宗

は

「南
無
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

「如
し
」
。
「南
無
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
は
や
「真
如
」
と
い
う
も
の
を
体
験
し
て
い
る 

わ
け
で
、
真
如
と
い
う
も
の
は
考
え
る
と
す
れ
ば
と
ん
で
も
な
い
誤
解
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
だ
か
ら
考
え
を
捨
れ
ば
足
下
に
在
る 

ん
だ
。
だ

か

ら

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
け
れ
ど
も' 

そ
の
半
分
が
半
分
で
な
く
「南
無
」
の
中
に
阿
弥
陀
仏
が
在
る
の
で
す
。

つ
ま 

り
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
二
字
・
四
字
で
「南
無
」
と

「
阿
弥
陀
仏
」
。
善
導
大
師
な
ん
か
そ
う
解
釈
し
て
い
る
。
「南
無
と
言
う
は
——
」
と 

言
い
、
そ
れ
に
対
し
て
「阿
弥
陀
仏
と
言
う
は
一
」
と' 

こ
こ
へ
帰
っ
て
来
る
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
に
そ
う
い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
。
 

「南
無
と
言
う
は
」
と
言
う
だ
け
で
、
そ
の
な
か
に
も
う
阿
弥
陀
仏
が
入
っ
て
い
る
の
で
す
。
六
字
釈
と
い
う
こ
と
を
よ
く
言
い
ま
す
ね
。
 

二
字
と
四
字
で
六
字
釈
と
言
う
の
で
す
け
れ
ど
、
親
鸞
は
二
字
釈
な
ん
で
す
。

「南
無
」
を
押
え
れ
ば
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
の
で
す
。
 

阿
弥
陀
仏
を
開
く
鍵
は
南
無
だ
。
そ
う
言
っ
た
も
の
が
本
当
で
す
。

「無
限
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
や
は
り
清
沢
先
生
は
西
洋
史
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
来
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
 

へI

ゲ
ル
の
哲
学
と
い
う
も
の
で
「絶
対
無
限
」
「絶
対
他
力
」

と
言
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、

別

に

『
教
行
信
証
』
を
見
て
い
て
も 

「絶
対
他
力
」
と
い
う
言
葉
は
在
り
は
し
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
「相
対
他
力
」
も
な
い
。
け
れ
ど
も
「絶
対
無
限
」
は

「経
験
」
と
い
う 

概
念
と
共
に
新
鮮
な
言
葉
で
す
。
有
限
と
無
限
、
こ
れ
は
僕
は
よ
く
知
ら
な
い
け
れ
ど
数
字
の
概
念
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ 

れ
に
対
し
て
む
し
ろ
宗
教
本
来
の
言
葉
は
無
限
で
は
な
し
に
「永
遠
」

と
い
う
こ
と
だ
。

ね
已
已@

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。

時 

と
永
遠
。
永
遠
と
い
う
こ
と
は
宗
教
固
有
の
言
葉
で
は
な
い
か
「無
限
」
と
い
う
よ
う
な
借
り
た
言
葉
で
は
な
し
に
で
す
ね
。
永
遠
は
時 

間
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
永
遠
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
世
界
を
こ
こ
で
は
「彼
」
と
い
う
字
で
表
わ
し
た
ん
で
す
ね
。
や
は
り
そ 

こ

に

「彼
」
と
い
う
字
で
表
わ
す
と
こ
ろ
に
否
定
を
く
ぐ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
永
遠
と
い
う
も
の
に
否
定
を
く
ぐ
っ
て
接
す 

る
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
体
と
し
て
、
如
来
と
か
如
来
の
世
界
と
か
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
仏
道
全
体
が
そ
こ
に



在
る
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
の
は
仏
で
あ
り
浄
土
で
あ
り
、
又
仏
法
な
ん
だ
。
そ
れ
は
観
念
論
で
は
な
い
。
世
界
と
い
う
も
の
が
在
っ 

て' 

世
界
の
中
に
我
々
の
よ
う
な
有
限
な
人
間
が
い
て
、
 

そ
の
有
限
な
人
間
が
ど
こ
か
誰
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
 

部
屋
の
隅
の
方
で 

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
て
い
る
。
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
考
え
ら
れ
や
す
い
。
曇
鸞
大
師
も
そ
う
い
う
念
仏
し
て
い
る
の
だ 

か
ら
、
称
名
憶
念
す
れ
ど
も
志
願
は
満
た
さ
れ
な
い
。
そ
う
言
わ
れ
る
。

つ
ま
り
我
々
の
立
場
か
ら
考
え
る
念
仏
も
、
や
は
り
我
々
の
立 

場
か
ら
見
れ
ば
大
行
で
は
な
い
で
す
ね
、
小
行
な
ん
で
す
。
種
々
の
行
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
親
鸞
の
教
義
で
は
十
九
願
と 

言
う
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
そ
う
い
う
立
場
は
、
念
仏
も
努
力
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
個
人
的
・
主
観
的
だ
。
そ
う
で
な
い
と 

い
う
こ
と
が
歴
史
的
な
ん
だ
。
我
々
が
念
仏
を
称
え
る
の
で
は
な
い
、
念
仏
の
な
か
に
我
々
が
摂
取
さ
れ
て
い
く
。
世
界
の
な
か
に
人
間 

が
あ
っ
て
、
人
間
の
な
か
に
は
口
が
あ
っ
て
、

口
か
ら
念
仏
す
る
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
念
仏
と
い
う
も
の
は
世
界
の
な
か
に
入 

ら
な
い
。
念
仏
が
我
々
の
な
か
に
入
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
で
は
な
い
。
念
仏
の
な
か
に
世
界
は
入
ら
な
い
。
念
仏
が
世
界
の
な
か
に
出 

て
く
る
と
世
界
は
破
ら
れ
て
し
ま
う
。
破
ら
れ
て
否
定
さ
れ
て
却
っ
て
そ
の
な
か
に
摂
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
歴
史
が
あ
る
。
そ
う
い
う 

こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

五
念
門
と
言
う
け
れ
ど
も
、
五
念
門
だ
け
で
終
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
だ
。
入
出
二
門
が
あ
る
。
そ
の
入
出
二
門
と
い
う
の
は
ど
・ 

こ
か
ら
引
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
ね
。
入
出
二
門
と
い
う
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
入
出
二
門
を
直
接
に
摑
も
う
と
す
れ
ば
、
 

出
た
り
入
っ
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ね
。

「
入
出
」
だ
か
ら
、
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
 

入
出
二
門
を
直
接
摑
も
う
と
す
れ
ば
、
そ
う
な
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら' 

入
出
二
門
と
い
う
も
の
は
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
体
と
い
う
も 

の
を
押
え
な
い
と
い
け
な
い
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
体
を
押
え
れ
ば
も
う
す
で
に
入
出
自
在
な
ん
だ
。
体
と
い
う
も
の
に
備
っ
て
い
る 

意
義
な
ん
で
す
か
ら
。
体
は
用
く
ん
だ
か
ら
、
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
出

る

が

「如
く
」
、
入

る
が

「如
く
」
な
ん
だ
。
 

そ
う
い
う
体
を
は
じ
め
に
表
わ
し
た
ん
だ
。
そ
の
体
は
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
け
れ
ど
も' 

そ
こ
に
ま
た
「
一
心
」
と
い
う
も
の
が



体
と
な
る
。
だ
か
ら
偈
文
の
方
は
「
一
心
」
と
い
う
語
で
表
わ
し
て
あ
る
し
、
解
義
分
の
方
は
そ
の
「
一
心
」
と
い
う
も
の
の
全
体
の
中 

に
含
ん
で
い
る
意
義
を
入
出
ニ
門
で
表
わ
し
て
い
る
。

「
一
心
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
仏
道
が
あ
る
の
で
す
。

一
心
願
生
で
す
ね
。
そ
れ
で
は
じ
め
に
置
い
て
あ
る
の
で
す
ね
。
だ
か
ら
は
じ
め 

の
解
義
分
と
い
う
の
は
ね
、
そ
の
解
義
分
の
中
に
『
願
生
偈
』
で
言
う
な
ら
ば
、
『
願
生
偈
』
で
は
、
は
じ
め
ニ
行
は
序
分
な
の
で
す
。
こ 

こ
で
今
読
む
は
じ
め
の
三
行
は
『
願
生
偈
』
の
は
じ
め
の
ニ
行
に
よ
っ
て
で
き
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
何
度
も
話
し
ま
し
た
。
た
だ 

順
序
が
変
っ
て
い
る
と
。

「世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
」
と
い
う
方
は
『
願
生
偈
』
で
は
二
行
目
な
の
で
す
。
返
っ 

て

「
一
心
に
帰
命
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
第
一
行
な
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
今
『
入
出
二
門
偈
』
は
逆
に
し
て
あ
る
ね
。

「依
っ
て
」
と
い
う 

字
を
始
め
に
出
し
て
「帰
命
」
の
方
を
後
に
出
し
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
逆
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

つ
ま
り
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か 

と
言
う
と' 

「依
る
」
と
い
う
意
味
が
違
っ
て
く
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、
つ
ま
り
逆
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
形
は
序
分
だ
け
れ
ど
も
、
内
容
は
序
分
で
は
な
い
の
だ
と
。

「
一
心
」
は

『
願
生 

偈
』
の
序
分
で
は
な
い
ん
だ
。
全
体
な
ん
だ
。
『
願
生
偈
』
全
体
が
一
心
の
外
に
な
い
の
だ
。
こ

の

「
一
心
」
の
な
か
に
彼
の
世
界
が
あ
る 

の
だ
と
、
「彼
の
仏
の
本
願
力
」
が
あ
る
ん
だ
と
。
そ
れ
だ
か
ら
曇
鸞
大
師
は
「広
大
無
碍
の
一
心
」
と
言
っ
て
い
る
。
「我
一
心
」
と
言 

う

か

ら

「我
」
は
小
さ
い
の
で
し
ょ
う
。

「我
」
と
い
う
の
は
宿
業
の
身
で
す
か
ら
。
宿
業
の
身
の
一
心
の
方
は
小
さ
い
。
そ
の
宿
業
の 

身

の

「我
」
が
帰
命
す
る
如
来
は
広
大
な
ん
で
し
ょ
う
。
帰
命
さ
れ
る
如
来
は
広
大
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
帰
命
す
る
「我
」
の
方
が
小
さ 

い
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
小
さ
い
一
心
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
そ
う
で
は
な
い
。

「広
大
無
碍
の
一
心
」

だ
。

こ
う
言
っ
た
ん
だ
か
ら 

「我
一
心
」
の
な
か
に
如
来
を
含
ん
で
い
る
。

「
一
心
」
を
離
れ
て
如
来
は
な
い
、
世
界
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
他
で
も
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
や
は
り
こ
う
い
う
こ
と
は
唯
識
論
で
は
な
い
か
ね3

さ
す
が
天
親
菩 

薩
は
唯
識
論
の
論
師
だ
。
唯
一
心
の
他
に
何
も
の
も
無
い
と
い
う
こ
と
が
唯
心
と
言
う
の
だ
。

一
心
の
他
に
何
も
の
も
な
い
の
だ
と
い
う



こ
と
が
、
そ
れ
が
唯
識
論
で
す
。
心
の
外
に
如
来
が
あ
っ
て
、
そ
の
如
来
に
心
が
帰
命
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
 

は
じ
め
か
ら
如
来
を
信
ず
る
心
が
あ
る
。
後
に
な
っ
て
か
ら
如
来
を
信
ず
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
如
来
と
は' 

は
じ
め
か
ら
信
ず
る
如
来
だ
と
、
 

こ
う
言
う
ん
で
す
。
信
ぜ
ら
れ
な
い
如
来
。
信
じ
な
い
の
に
如
来
が
あ
る
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
考
え
じ
ゃ
な
い
か
、
観
念
じ
ゃ 

な
い
か
、
そ
れ
は
理
論
と
い
う
も
の
だ
。
そ
こ
に
実
在
し
て
い
る
如
来
は
、
実
在
し
て
い
る
の
は
、
信
じ
る
如
来
が
実
在
だ
。
そ
れ
が
信 

仰
の
実
在
だ
。

昔
、
大
谷
大
学
で
曾
我
先
生
が
頌
寿
の
記
念
の
講
演
を
や
っ
た
の
で
す
。
曾
我
先
生' 

昔
の
こ
と
を
フ
ッ
と
思
い
出
し
た
。
そ
れ
は
清 

沢
先
生
か
ら
聞
い
た
言
葉
で
す
。
そ
の
ま
ま
の
言
葉
は
曾
我
先
生
は
忘
れ
て
い
る
け
れ
ど
そ
の
意
味
は' 

信
ず
る
か
ら
如
来
が
あ
る
の
か
、
 

如
来
が
あ
る
か
ら
そ
れ
を
我
々
は
信
じ
る
の
か
、
ど
っ
ち
な
の
か
。

そ
う
い
う
問
い
を
清
沢
先
生
が
出
し
た
。
そ
の
問
い
を
曾
我
先
生
は
覚
え
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
曾
我
先
生
も
、
問
題
提
起
と
し 

て
そ
の
清
沢
先
生
か
ら
の
問
い
を
出
し
た
。
清
沢
先
生
と
い
う
方
が
偉
い
の
は
、
問
題
を
与
え
る
人
な
ん
で
す
ね
。
答
え
を
与
え
る
人
で 

は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
曾
我
先
生
は
答
え
ば
か
り
与
え
て
い
る
。
ま
た
求
め
る
方
も
答
え
ば
か
り
聞
き
た
が
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ま
た 

そ
う
い
う
こ
と
は
、
宗
教
に
お
け
る
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
宗
教
が
間
違
っ
て
い
る
の
は
、
宗
教
問
題
も
な
い
の
に
宗
教
が 

答
え
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
宗
教
の
問
題
は
、
人
間
が
宗
教
問
題
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
宗
教
は
答
え
だ
け
を
持
っ
て
い
る
。
そ 

う
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。
死
ん
で
か
ら
楽
に
な
る
よ
う
に
で
す
ね
、
生
き
て
い
る
間
で
も
ま
だ
足
り
な
い
。
死
ん
で
か 

ら
も
尚
楽
し
み
た
い
と
。
本
当
に
す
ご
く
欲
の
深
い
あ
つ
か
ま
し
い
考
え
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
い
う
ほ
か
に
仕
方
が
な
い
ん
だ
。
そ
う 

い
う
も
の
に
転
落
し
て
い
く
ん
だ'

落
ち
て
い
け
ば
ね
。

よ
く
わ
か
る
ん
だ
。
助
け
て
ほ
し
い
と
。

「あ
な
た
は
ど
う
な
り
た
い
ん
で
す
か
」
と
言
う
と
、
い
い
加
減
な
も
の
で
は
な
い
か
。
本 

当
に
た
す
か
っ
た
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
内
容
は
本
当
に
た
す
か
っ
た
人
が
た
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
知
っ
て
い
る
。
 

ま
だ
た
す
か
ら
ん
者
が
た
す
か
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
い
い
加
減
な
も
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら' 

曾
我
先
生
の
言
わ
れ
た



こ
と
で
、
き
つ
い
言
葉
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、

『
御
一
代
聞
書
』
の
な
か
の
言
葉
で
す
が
真
宗
の
お
た
す
け
は
回
向 

だ
。

一
寸
と
し
た
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
パ
ー
ン
と
き
つ
く
捉
え
て
る
ん
だ
ね
。
曾
我
先
生
は
多
く
の
言
葉
の
な
か
に
す
ぐ
に 

そ
う
い
う
言
葉
を
見
逃
さ
な
い
ん
で
す
。
お
た
す
け
と
は' 

ど
う
い
う
も
の
か
。
真
宗
の
お
た
す
け
、
念
仏
の
お
た
す
け
は
、
回
向
だ
。
 

直
ぐ
押
え
る
。
押
え
ど
こ
ろ
が
違
う
ん
だ
。
回
向
だ
か
ら
、
即
往
生
だ
。
回
向
を
押
え
ず
に
お
た
す
け
を
考
え
る
の
は
未
来
の
往
生
で
す
。
 

回
向
を
押
え
な
い
で
、

我
々
は
頭
で
考
え
る
よ
う
に
た
す
け
を
考
え
る
ん
だ
。

そ
れ
を
未
来
往
生
と
言
う
。

「南
無
」

と
い
う
こ
と
、
 

「南
無
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
「
回
向
」
を
押
え
る
。

「南
無
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
純
粋
に
浄
土
に
触
れ
る
。
死
ん
で
か
ら
浄
土
に
触
れ
る 

と
い
う
よ
う
な
考
え
は
妄
想
で
す
。

そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て' 

曾
我
先
生
は' 

信
ず
る
と
こ
ろ
に
如
来
が
在
る
の
か' 

如
来
が
在
る
か
ら
信
ず
る
の
か
、
 

問
題
提 

起
さ
れ
て
い
る
。
問
い
が
大
事
な
ん
で
す
。
答
え
な
ん
て
ど
う
で
も
い
い
ん
だ
。
曾
我
さ
ん
も
そ
う
い
う
問
い
を
講
演
し
て
い
た
。
聞
い 

て
い
る
人
は
わ
か
ら
な
い
ん
だ
ね
。
ど
っ
ち
で
あ
ろ
う
か
と
帰
っ
て
行
っ
た
。
(
笑)

今
は
ど
う
で
す
か
。
両
方
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
 

と
に
か
く
清
沢
先
生
の
言
お
う
と
さ
れ
る
こ
と
は
わ
か
る
ん
で
す
。
こ
れ
ま
で
如
来
が
あ
る
か
ら
信
ず
る
ん
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
け
ど
、
 

果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
と
。
信
ず
る
と
こ
ろ
に
如
来
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
、
こ
う
い
う
の
が
清
沢
先
生
の
自
問
自
答
で
し 

よ
う
。

「ど
う
し
た
」
と
言
う
て
人
に
難
詰
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
昔
か
ら
如
来
が
あ
る
か
ら
信
ず
る
ん
だ
と
、
こ
う
言
わ
れ
て 

来
た
け
ど
、
し
か
し
そ
れ
は
教
え
だ
と
。
教
え
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
体
験
の
事
実
か
ら
言
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
実
証
か
ら
言
お
う 

と
す
る
な
ら
ば
、
 

信
ず
る
と
こ
ろ
に
如
来
が
あ
る
。
こ
れ
は
も
う
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
如
来
を
証
明
し
て
い 

る
。
だ

か

ら

「信
ず
る
」
と
い
う
こ
と
が
た
す
か
っ
た
こ
と
の
証
し
、
信
じ
る
こ
と
を
条
件
に
た
す
か
る
ん
で
は
な
い
ん
だ
。
直
裁
簡
明 

で
す
。
如
来
が
在
っ
て
信
ず
る
の
だ
っ
た
ら
信
じ
た
結
果
が
た
す
か
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
今
は
信
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
今
は 

な
い
。
今
の
終
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
今
信
ず
る
そ
れ
が
お
た
す
け
だ
。
そ
う
で
す
ね
。

(
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