
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就小 

野 

蓮 

明

一

親
鸞
に
お
い
て
は' 

「
行
証
久
し
く
廃
れ
」

た

「
聖
道
の
諸
教
」

に

簡

ん

で

「
証
道
今
盛
」

ん

な

る

「
浄
土
の
真
宗
」

と
し
て
確
証
さ 

れ
た
選
択
本
願
念
仏
の
一
道
の
拠
っ
て
立
つ
教
説
の
基
底
は
、
本
願
一
乗
の
教
え
を

説
き

示

さ
れ

た

『
大
無
量
寿
経
』

で
あ
っ
た
。
親
鸞 

は
、
浄

土

真

実

の

開
顕
の
書
で

あ
る
『
教
行
信
証
』

「
教
巻
」

の
初
め
に
、

大

無

量

寿

経

爨

竊

と
標
挙
し
、

そ
の
浄
土
真
宗
に
二
廻
向
四
法
の
教
相
を
仰
ぎ
、
そ
の
教
相
は
、

こ

の

『
大
無
量
寿
経
』

の
な
か
に
完
全
に
尺
く
さ
れ
て
い 

る
こ
と
を
示
し
て
、

夫
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
則

ち

『
大
無
量
寿
経
』

こ
れ
な
り
。(

『
教
行
信
証
』
教

巻

，
『
聖
典
』

一
五
二
頁)

と
言
い
切
り' 

更
に
、

こ

の

『
経
』

の
真
実
な
る
所
以
を
明
ら
か
に
し
て
、

こ
の
経
の
大
意
は
、

弥
陀' 

誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、

凡
小
を
哀
れ
み
て' 

選
び
て
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を 

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

五
三



五
四 

致
す
。
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て' 

道
教
を
光
闡
し
て' 

群
萌
を
拯
い
ゝ
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。

是
を
も 

っ
て' 

如
来
の
本
願
を
説
き
て
、 

経
の
宗
致
と
す
。

即
ち' 

仏
の
名
号
を
も
っ
て' 

経
の
体
と
す
る
な
り
。(

同
頁) 

と
述
べ
て
い
る
。

こ

の

『
経
』

は
、
如
来
の
本
願
真
実
を
説
く
釈
尊
出
世
本
懐
の
経
典
で
あ
る
と
い
い
、

そ

の

『
経
』
の
宗
体
を
示
し
て
、
 

如
来
の
本
願
と
仏
の
名
号
の
他
に
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

で
は
、

『
大
無
量
寿
経
』
が
何
故
に
真
実
の
教
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
大
無
量
寿
経
』

は
、
も
と
よ
り
弥
陀
の
本
願
と 

そ

の

成

就

の

絶

対
超
越
性
の
故
に
「
真
実
の
教
」

で
あ
り
、

「
絶
対
不
二
の
教
」

で
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ

れ

が

「
真
実
の
教
で
あ
る
」 

の
は' 

親
鸞
に
お
け
る
獲
信
の
事
実
、

即
ち
親
鸞
に
お
い
て

現
成
し
た
本
願
成
就
の
「
今
」
——

「
絶
対
不
二
の
機
」

の
成
就
——

と
全 

く
別
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』

の
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
、 

親
鸞
に
お
き
て
は' 

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
ず
る
ほ
か 

に
別
の
子
細
な
き
な
り
。(

『
歎
異
抄
』
二
条
・
『
聖
典
』
六
一
ー
七
頁)

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 

ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。(

『
歎
異
抄
』
後

序

・
『
聖
典
』
六
四
〇
頁) 

等
の
聖
言
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
本

願

成

就

の

「
今
」
を

生

き

た

「
よ
き
ひ
と
」

法

然

の

「
お
お
せ
」

に
出
遭
う
て
、
親8

も
ま
た
自
ら 

に

現

成

し

た

本

願

成

就

の

「
今
」

を

生

き

る

「
一
人
」

と
成
っ
た
の
で
あ
る
。
本

願

成

就

の

「
今
」
と
い
う
根
源
的
な
時
の
同
時
性
を
生 

き
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、 

親
鸞
の
上
に
何
の
暖
昧
さ
も
な
く
、

『
大
無
量
寿
経
』

が

「
真
実
の
教
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
諒
々
と 

頷
か
れ
自
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
願
の
成
就
と

い
う
根
源
的
な
出
来
事
の
「
時
」

と
、
親
鸞
に
お
い
て
信
心
が
獲
得
さ
れ
、
信
心
が
決 

定

す

る

と

い

う

「
時
」

と
は
、 

決
し
て
別
な
事
柄
で
は
な
く
、

別
な
時
で
は
な
い
。

ど
う
し
て
別
な
事
柄
で
な
く'

別
な
時
で
な
い
と
言 

え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
願
が
本
願
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
と
、
 

親
鸞
が
信
心
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
と
が
、
決
し
て
別
な
事
で
は
な
く' 

根
源
的
に
同
時
で
あ
り
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 

本
願
成
就
の
時
が
親
鸞
の
信
心
決
定
の
う
ち
で
現
在
と
な
り
、
親
鸞
の
信
心
決
定



の
時
が
本
願
成
就
の
場
で
現
在
と
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
、

二
つ
の
出
来
事
は
決
し
て
異
な
っ
た
二
つ
の
事
柄
で
は 

な
い
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
信
心
決
定
と
本
願
成
就
と
は' 

本
来
的
に
同
時
に
し
て
同
一
の
事
柄
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
こ
そ
、

『
大
無
量
寿 

経
』

が

「
真
実
の
教
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
親
鸞
の
身
に
一
点
の
疑
い
も
な
く
、
如
実
に
領
会
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、

そ
の
場
合
、
親

鸞

が

獲

信

の

一

念

に

『
大
無
量
寿
経
』

に
教
説
さ
れ
て
い
る
本
願
に
め
ぐ
り
遇
う
た
と
い
う 

だ
け
で
な
く
、
む

し

ろ

『
大
無
量
寿
経
』

以
前
の
本
願
に
値
遇
し
た
の
で
あ
る
、

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
の
信
心
の
超
越
的
根
拠 

で
あ
る
弥
陀
の
本
願
と
そ
の
成
就
は
、

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に' 

久
遠
劫
来
の
も
の
で
あ
る
。

弥
陀
の
本
願
は
、 

『
大
無
量
寿
経
』

の
教
説
が
説
か
れ
る
こ
と
に
お
い
て' 

は
じ
め
て
説
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
弥
陀
の
本
願
は
、
如
何
な
る 

過
去
を
も
超
え
て
全
く
久
遠
劫
来
誓
わ
れ
て
あ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
久
遠
劫
来
の
出
来
事
が
、
そ
の
ま
ま
親
鸞
が
他
力
廻
向
の
信
心 

を

獲

得

し

た

と

い

う

「
今
」

の
事
実
を
離
れ
て
は
、
ど
こ
に
も
そ
の
実
質
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
お
け
る
獲 

信
の
一
念
、
そ

の

「
今
」

に
お
け
る
本
願
成
就
が
、
親

鸞

を

し

て

『
大
無
量
寿
経
』

が

「
真
実
の
教
で
あ
る
」
と
頷
か
し
め
、

「
そ
れ
真 

実
の
教
を
顕
さ
ば
、
則

ち

『
大
無
量
寿
経
』

こ
れ
な
り
」
と
切
言
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

『
大
無
量
寿
経
』

に
説
き
示
さ
れ
た
阿
弥
陀
の
本
願
は
、

ま

こ

と

に

『
大
無
量
寿
経
』

を

し

て

『
大
無
量
寿
経
』

た
ら
し
め' 

ま
た
仏 

陀
世
尊
を
し
て
こ
の
世
に
出
興
せ
し
め
た
所
以
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、

こ

の

『
経
』

に
教
説
さ
れ
る
阿
弥
陀
の
本
願
は
、
経
典
の 

編
纂
結
集
に
先
立
っ
て
古
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
経
典
の
編
纂
結
集
は
、

仏
滅
四
百
年
項
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
、

そ 

こ
に
教
説
さ
れ
て
あ
る
弥
陀
の
本
願
は
、

そ
の
結
集
に
先
立
つ
久
遠
劫
来
の
も
の
で
あ
る
。

「
先
立
つ
」
と
い
う
意
味
は' 

単
に
時
間
的 

に
先
立
つ
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く'

む
し
ろ
、

こ

の

『
経
』
を

し

て

真

実

の

『
経
』

た
ら
し
め
て
い
る
基
底
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
底 

に
久
遠
劫
来
の
本
願
の
歩
み' 

本
願
の
歴
史
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、

既
に
曾
我
量
深
師
に
よ
っ
て
、

阿
弥
陀
の 

本
願
は
釈
尊
以
前
の
仏
法
で
あ
り
、

大
乗
仏
教
は
釈
尊
以
前
の
仏
教
で
あ
る
と
い
っ
て
、

『
大
無
量
寿
経
』

に
仰
が
れ
る
仏
教
史
観
の
眼 

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

五
五



五
六 

を
見
事
に
教
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(

曾
我
量
深
著
『
親
鸞
の
仏
教
史
観
』
参
照)

『
大
無
量
寿
経
』
を
説
く
釈
尊
に
よ
っ
て
、

釈 

尊
以
前
の
仏
々
の
久
遠
の
伝
統
が
語
ら
れ
、

そ
れ
が
釈
尊
を
こ
の
世
に
出
興
せ
し
め
た
背
景
で
あ
り
、

根
源
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
が
説
か 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仏
教
は' 

言
う
ま
で
も
な
く
、
釈
尊
の
正
覚
を
離
れ
て
あ
り
得
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、

『
大
無
量
寿
経
』 

に
開
け
た
親
鸞
の
仏
教
史
観
の
眼
は' 

仏
教
は
単
に
釈
迦
に
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
今
日
の
釈
迦
を
し
て
釈
迦
た
ら
し
め
た
久
遠
の
歴
史 

的
背
景
を
洞
見
し
、

釈
迦
を
通
し
て
釈
迦
以
前
の
仏
法
を
堀
り
起
し
、

久
遠
の
本
仏
で
あ
る
阿
弥
陀
の
本
願
を
開
顕
し
、

そ
の
久
遠
の
本 

願
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
御
名
に
現
在
し
歴
史
的
に
現
行
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

『
教
行
信
証
』

「
行
巻
」

に

憬

興

の

『
無
量
寿
経
述
文
賛
』

の
文
を
引
い
て
、
 

如
来
の
広
説
に
二
あ
り
。

初
め
に
は
広
く
如
来
浄
土
の
因
果
、

即
ち
所
行
・
所
成
を
説
き
た
ま
え
る
な
り
。
後
に
は
広
く
衆
生
往
生 

の
因
果
、

即

ち

所

摂

・
所
益
を
顕
し
た
ま
え
る
な
り
。(
『
聖
典
』

一
入
ニ
頁) 

と
言
い
、

『
大
無
量
寿
経
』

の

上

巻

は

「
如
来
浄
土
の
因
果
、

即
ち
所
行
所
成
を
説
き
」
、
下

巻

は

「
衆
生
往
生
の
因
果
、

即
ち
所
摂
所
益 

を
顕
」
わ
す
も
の
と
言
わ
れ
る
。

そ
れ
は' 

上
巻
所
説
の
如
来
浄
土
の
因
果
は
、
単
に
如
来
浄
土
の
因
果
と
し
て
尺
き
る
の
で
は
な
く
、 

同
時
に
下
巻
所
説
の
衆
生
往
生
の
因
果
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

上
巻
と
下
巻
、

如
来
浄
土
の
因 

果
と
衆
生
往
生
の
因
果
と
は' 

互
い
に
他
を
予
想
し' 

相
互
に
媒
介
し
あ
っ
て
い
る
。
衆
生
の
往
生
は
如
来
浄
土
の
因
果
に
も
た
れ
て
の 

み
可
能
で
あ
り' 

ま
た
法
蔵
菩
薩
の
成
仏
は
、

そ

の

願

文

の

一

々

に

「
設
我
得
仏
十
方
衆
生
」
と

呼

ん

で

「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
誓 

う
て
い
る
よ
う
に
、
十
方
衆
生
の
往
生
に
そ
の
証
を
求
め
て
い
る
。

仏
の
正
覚
と
衆
生
の
往
生
が
相
互
に
媒
介
し
あ
い
切
り
離
せ
な
い
と 

い
う
こ
と
は
、

如
来
浄
土
の
因
果
を
証
す
る
場
が' 

偏
え
に
衆
生
の
往
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

如
来 

浄
土
の
因
果
も
衆
生
の
往
生
の
問
題
と
し
て
主
体
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
如
来
浄
土
の
因
果
の
主
体
化
・
実
存
化
こ 

そ
、
親
鸞
の
身
を
通
し
て
確
証
さ
れ
た
衆
生
往
生
の
場
、

即

ち

「
正
定
聚
」

の
位
で
あ
る
。

住
正
定
聚
は
如
来
成
仏
の
必
然
性
に
よ
っ
て



貫
か
れ
て
お
り
ゝ
そ
の
必
然
性
は
如
来
浄
土
の
因
果
よ
り
来
る
。
如
来
浄
土
の
因
果
の
う
ち
に
衆
生
往
生
の
必
然
性
が
す
で
に
内
含
さ
れ 

て
い
る
の
で
あ
る
。

二

『
大
無
量
寿
経
』

の
叙
述
に
よ
れ
ば
、

阿
弥
陀
如
来
の
因
位
法
蔵
菩
薩
が
世
に
出
現
さ
れ
る
ま
で
、

乃
往
過
去
久
遠
の
昔' 

錠
光
如
来 

が
世
に
興
出
し
て
無
量
の
衆
生
を
教
化
し
度
脱
し
て
、

み
な
仏
道
を
得
せ
し
め
て
滅
度
を
取
ら
し
め
て
以
来
、

五
十
三
仏
の
仏
々
の
伝
統 

が
説
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
出
現
し
た
の
が
師
仏
の
世
自
在
王
仏
で
、

こ
の
仏
の
下
で
説
法
を
聞
い
て
心
に
悦
予
を
懐
き
無
上 

正
真
道
の
意
を
発
し' 

国
を
棄
て
王
位
を
損
て
て
沙
門
と
な
っ
て
「
法
蔵
」
と
名
乗
っ
た
の
が
、

法
蔵
比
丘
で
あ
る
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
法
蔵
比
丘
出
現
の
物
語
に
注
意
す
る
と
き' 

そ
の
直
接
的
表
現
は
恰
も
神
話
的
な
表
象
を
以
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し 

か
し
、

阿
弥
陀
仏
の
因
位
法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
行
の
説
話
は
、
そ
の
ま
ま
に
久
遠
の
歴
史
的
背
景
を
も
つ
高
次
の
宗
教
的
実
在
の
現
働 

現
前
の
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
は
、
信
心
と
い
う
宗
教
的
自
覚
の
内
面
に
諒
々
と
頷
か
れ
る
生
き
た
歴
史
的
事
実
な
の 

で
あ
る
。

『
経
』

の
表
面
的
叙
述
は
、
確
か
に
一
種
の
神
話
的
表
象
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
神
話 

的
表
象
を
通
し
て
神
話
的
表
象
の
も
つ
実
存
論
的
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
、
も
っ
と
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

か
つ
て' 

キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
い
て' 

ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン(

刃8

&

1 :
ヨ
蛉)

が

『
聖
書
』

に
お
け
る
非
神
話
化 

右
は
ヨ
科
！
!
。
一。
，
 

臥
ぬ
附ー

ー

品)

の
問
題
を
提
起
し
た
よ
う
に
、

神
話
的
表
象
を
い
わ
ば
実
存
の
方
向
に
引
き
寄
せ
て
領
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
必
要
で
あ 

る
。

詳
述
す
る
ま
で
も
な
く
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
場
合
は
、
『
聖
書
』

の
ケ
リ
ュ
グ
マ(

宣
教)

の
個
々
の
モ
チ
ー

フ
が
、
古
代
の
神
話
的
世
界 

像
や
思
惟
形
式
を
も
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
十
九
世
紀
以
降
の
自
由
主
義
神
学
が
こ
れ
ら
を
批
判
的
に
選
択
し
削
除
し 

た
結
果
、

『
聖
書
』

の
ケ
リ
ュ
グ
マ
自
身
も
削
除
し
て
し
ま
っ
た
誤
り
を
鋭
く
指
摘
し
、
ま
た
同
時
に
、
神
話
的
表
象
を
文
字
通
り
そ
の
ま 

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

五
七
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ま
容
認
す
る
こ
と
を
も
否
定
し
、
む
し
ろ
、
ケ
リ
ュ
グ
マ
の
神
話
的
表
象
の
積
極
的
解
釈
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
神
話
的
表
象
や 

世
界
観
を
、
そ
れ
が
神
話
的
で
」め
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

解

釈

学

的
(

え
一.!!!
月
各
工
も!
!
)

に
解
釈
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が 

い
わ
ゆ
る
神
話
の
非
神
話
化
論
で
あ
る
。

ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
神
話
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
単
に
客
観
的
な
世
界
像
を
与
え
る
も
の
で 

は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
間
が
自
己
を
世
界
に
お
い
て
如
何
に
理
解
し
て
い
る
か
の
自
己
理
解
を
表
象
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
 

神
話
は
世
界
観
的
に
で
は
な
く
人
間
学
的
に
、
即
ち
実
存
論
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
彼
の
基
本
的
な
主
張
で
あ
る
。
 

し
か
し
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は' 

キ

リ

ス

ト

教

の

『
聖
書
』

に

お

け

る

神

話

と

『
大
無
量
寿
経
』

に
お
け
る
神
話
的
表
象
と
を
、
直
ち
に 

同
質
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
領
解
す
る
こ
と
は
、
早
計
で
あ
ろ
う
。

い
ま
そ
の
こ
と
に
立
ち
入
っ
て
考 

察
す
る
余
裕
は
な
い
が
、

し
か
し' 

ブ
ル
ト
マ
ン
が
提
起
し
た
よ
う
に
、
神
話
の
本
来
の
意
図
に
従
っ
て
神
話
的
表
象
を
実
存
論
的
に
解 

釈
し
、
わ

れ

わ

れ

の

「
い
ま
、

こ
こ
に
」
お
け
る
実
存
を
開
示
す
る
契
機
と
し
て
そ
れ
を
領
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
確
か
に
重
要
な 

こ
と
で
あ
る
。

何
故
な
ら' 

神
話
に
は
神
話
的
表
象
を
用
い
な
け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
、
あ

る

根

源

的

な

「
こ
と
」
が
指
し
示
さ
れ
て
い 

る
か
ら
で
あ
る
。
神
話
的
表
象
は
本
来
神
話
的
表
象
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

一
般
に
表
現
は
言
葉
に
よ
ら
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
が' 

し
か
し
、

言
葉
が
何
の
奥
行
き
も
秘
密
も
な
く'

単
な
る
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ
る
場
合
、

そ
れ
は
真
実
に
宗
教
的 

意
味
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

言
葉
の
宗
教
的
性
格
は
表
象
乃
至
は
象
徴
と
い
わ
れ
る
が
、

表
象
乃
至
象
徴
と
は
、

言
葉
が
単
に
音
声 

や
文
字
以
上
の
も
の
、

つ
ま
り
、

ど
こ
ま
で
も
言
葉
を
超
え
た
も
の
と
一
つ
に
成
立
し' 

絶
対
的
に
超
越
的
な
る
も
の
、

絶
対
的
な
る
も 

の
に
貫
か
れ
、
表
現
し
得
ざ
る
も
の
を
表
現
し' 

聞
き
得
ざ
る
も
の
を
聞
か
し
め
る
た
だ
一
つ
の
方
法
を
意
味
す
る
。

要
す
る
に
、

象
徴 

と
は
超
越
の
範
疇
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

人
、

指
を
も
っ
て
月
を
指
う
、
も
っ
て
我
を
示
教
す
、
指
を
看
視
し
て
月
を
視
ざ
る
が
ご
と
し
。

人
、

語
り
て
言
わ
ん
、

「
我
指
を 

も
っ
て
月
を
指
う
、
汝
を
し
て
こ
れ
を
知
ら
し
む' 

汝
何
ぞ
指
を
看
て
月
を
視
ざ
る
や
」

と
。

こ
れ
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。

語
は
義



の
指
と
す
、
語
は
義
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

こ
れ
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、

語
に
依
る
べ
か
ら
ず
。
(

『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
，
『
聖
典
』
三 

五
ハ
頁)

『
大
智
度
論
』

の
こ
の
言
葉
が
教
え
て
い
る
よ
う
に
、

「
語
は
義
に
あ
ら
ざ
」
れ
ど
も
、

「
語
は
義
の
指
」

で
あ
っ
て
、

「
指
を
も
っ
て 

月
を
指
」

え
、

人
を
し
て
こ
れ
を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、

語
が
義
を
忘
れ
、

神
話
が
超
越
の
範
疇
を
見
失
う
時
、

神
話
は 

そ
の
ま
ま
の
形
で
は
批
判
さ
れ
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
親

鸞

の

い

う

「
久
遠
実
成
の
阿
弥
陀
如
来
」

と
い
う
思
念
に 

は
、
『
大
経
』
所
説
の
法
蔵
神
話
に
つ
い
て
、

い
わ
ゆ
る
そ
の
神
話
批
判
に
お
い
て
、
現
代
神
学
の
非
神
話
化
に
連
な
る
よ
う
な
精
神
が
、
 

少
く
と
も
そ
の
問
題
意
識
と
し
て
は
貫
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

か
く
し
て
、

『
大
無
量
寿
経
』

に
教
説
さ
れ
て
い
る
法
蔵
神
話
の
物
語
も
、
ど
こ
ま
で
も
こ
れ
を
実
存
論
的
に
、

主
体
的
に
、
自
己
の 

生
の
事
実
の
最
内
奥
に
お
け
る
信
仰
的
主
体
の
事
実
と
し
て
、
受
け
と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

法
蔵
の
出
来
事
が
信
仰
的
事
実
と
し
て 

自
己
に
受
け
と
め
ら
れ
る
と
き
、
伝
統
的
に
は
神
話
的
表
象
と
し
て
観
念
化
さ
れ
て
き
法
蔵
の
物
語
も
、
自
己
の
信
仰
的
主
体
の
事
実
と 

し
て
生
き
た
法
蔵
と
し
て
蘇
生
す
る
の
で
あ
る
。

乃
往
過
去
、

久
遠
無
量
不
可
思
議
無
央
数
劫
に
、
錠
光
如
来
、
世
に
興
出
し
て
、

無
量
の
衆
生
を
教
化
し
度
脱
し
て
、

み
な
道
を
得 

せ
し
め
て
乃
し
滅
度
を
取
り
た
ま
い
き
。(

『
無
量
寿
経
』
上

・
『
聖
典
』
九
頁)

と
語
り
出
さ
れ
る
法
蔵
神
話
に
お
い
て
、

ま

ず

そ

の

出

来

事

は

「
乃
往
過
去
久
遠
無
量
不
可
思
議
無
央
数
劫
」

と
い
う
時
の
出
来
事
で
あ 

る
と
い
う
。

「
乃
往
過
去
久
遠
無
量
不
可
思
議
無
央
数
劫
」
と
は
、
時
間
的
表
現
で
あ
り
、

そ
れ
は
時
を
超
え
た
無
限
乃
至
は
永
遠
の
事 

柄
で
あ
る
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
。

無
限
な
る
も
の' 

永
遠
な
る
も
の
は
、
本
来
如
何
な
る
時
間
的
限
定
を
も
超
え
た
も
の
で
あ
る
。

し 

か
る
に
ま
た
、

そ
れ
が
時
間
形
式
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、

無
限
乃
至
永
遠
な
る
も
の
は' 

時
間
の
中
に
現
わ
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

時
間
形
式
を
も
っ
て
限
定
し
得
な
い
永
遠
が
、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

時
間
の
う
ち
に
現
じ
、

時
間
に
相
即
し 

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

五
九



亠
ハ
〇 

て
働
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
永
遠
が
時
間
の
う
ち
に
現
じ
、
時
間
に
相
即
し
て
働
く
と
き' 

そ
こ
に
歴
史
は
成
立
す
る
。

永
遠
と
時
間 

と
の
相
即
に
お
い
て
錠
光
如
来
の
出
世
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
深
い
意
義
が
あ
る
。
錠

光

の

「
錠
」

は

「
灯
火
皿
」

で
あ
り
、

「光
」 

は

「
光
」

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が' 

ま

た

異

訳

の

『
如
来
会
』

或

は

『
大
乗
無
量
寿
荘
厳
経
』

で
は' 

錠

光

如

来

は

「
燃
灯
仏
」
と
も
訳 

さ
れ
て
い
る
。

さ
れ
ば' 

錠
光
如
来
も
燃
灯
仏
も
共
に
時
間
の
闇
に
現
わ
れ
て
働
く
永
遠
の
光
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
し
て' 

こ
の
時
間 

の
闇
に
即
し
て
現
働
す
る
永
遠
の
光
に
よ
っ
て
歴
史
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
五
十
三
仏
も
、
そ
れ
が
た
だ
仏
名
を
列
ね
た
も
の 

で
な
く
、

む
し
ろ' 

そ
の
一
々
の
仏
名
に
お
い
て
永
遠
が
時
に
現
わ
れ
て
闇
に
働
き
、
絶
対
が
歴
史
に
現
前
し
て
歴
史
を
形
成
す
る
過
程 

を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、

五
十
三
仏
の
最
後
が
世
自
在
王
仏
で
あ
る
の
は
、

五
十
三
仏
の
仏
名
の
歴
史
も
結
局
は
世
自
在
王 

仏
に
究
竟
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
れ
ば
、

こ
の
世
自
在
王
仏
を
師
仏
と
し
て
出
世
す
る
法
蔵
菩
薩
こ
そ' 

歴
史
の
う
ち 

の
最
も
根
源
的
な
歴
史
的
出
来
事
で
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
こ
と
に
歴
史
は
時
間
の
闇
に
相
即
し
て
は
た
ら
く
永
遠
の
光
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
、
永
遠
の
光
が
時
間
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
た 

め
に
は
、
光
が
相
即
す
る
闇
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

光
は
常
に
闇
に
現
わ
れ
、

闇
を
破
り
光
の
世
界
に
転
ず
る
こ
と
に
お
い
て
真
実
に 

光
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
転
換
に
歴
史
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
永
遠
な
る
光
を
時
間
の
上
に
現
前
せ
し
め
る
も
の
は
闇
で
あ
り
、

闇 

は
永
遠
な
る
光
を
光
た
ら
し
め
る
場
で
あ
る
が
、

そ
の
光
と
闇
、
永
遠
と
時
間
と
の
相
即
に
お
け
る
歴
史
生
成
の
根
源
事
を
語
る
も
の
こ 

そ
、

法
蔵
菩
薩
の
物
語
で
あ
る
。

世
自
在
王
仏
の
前
に
跪
き
、

ひ
た
す
ら
師
仏
の
説
法
を
求
め
る
法
蔵
比
丘
こ
そ
、

救
わ
れ
る
べ
き
闇
の 

衆
生
の
相
で
は
あ
る
ま
い
か
。

法
蔵
比
丘
と
は
、

仏
の
説
法
に
感
動
し' 

自
己
の
内
な
る
闇
を
徹
底
的
に
凝
視
す
る
が
故
に' 

国
を
棄
て 

王
位
を
捐
て
て
高
次
の
宗
教
的
世
界
を
求
め
る
求
道
者
で
あ
る
。

即
ち
、

闇
の
う
ち
に
あ
る
衆
生
が
闇
を
破
る
真
実
の
光
に
触
れ
て
「
無 

上
正
真
道
の
意
」
、

即
ち
無
上
菩
提
心
を
発
し
た
時
に
得
た
名
で
あ
る
。

そ
の
無
上
菩
提
心
と
は
、

「
嘆
仏
偈
」

に
よ
れ
ば' 

願
わ
く
は
我
作
仏
し
て
、

聖
法
の
王
と
斉
し
か
ら
ん
。

生
死
を
過
度
し
て
、
解
脱
せ
ず
と
い
う
こ
と
な
か
ら
し
む
。
布

施

・
調
意
・



戒
・
忍
・
精
進' 

か
く
の
如
き
の
三
昧
、 

智
慧
上
れ
た
り
と
せ
ん
。
吾
誓
う
ゝ
仏
を
得
ん
に
、

普
く
こ
の
願
を
行
ぜ
ん
。

一
切
の
恐 

懼
に
、

た
め
に
大
安
を
作
さ
ん
。(
『
聖
典
』

ー
ー
——

二
頁) 

と
示
さ
れ' 

こ
の
菩
薩
の
願
心
は
、
更
に
、

荘
厳
浄
土
の
願
と
し
て
展
開
し
、
 

我
仏
に
作
ら
ん
、

国
土
を
し
て
第
一
な
ら
し
め
ん
。
そ
の
衆' 

奇
妙
に
し
て
、
道
場' 

超
絶
な
ら
ん
。

国
泥
疽
の
ご
と
く
し
て' 

等 

雙
な
け
ん
。

我
当
に
哀
愍
し
て
、

一
切
を
度
脱
せ
ん
。

十
方
よ
り
来
生
せ
ん
も
の
、

心
悦
ば
し
め
て
清
浄
な
ら
ん
。

す
で
に
我
が
国

に
到
り
て
、
快
楽
安
穏
な
ら
ん
。

と
示
さ
れ' 

そ
し
て

た
と
い
、
身
を
諸
の
苦
毒
の
中
に
止
る
と
も' 

我
が
行
、
精
進
に
し
て
忍
び
て
終
に
悔
い
じ
。 

と
い
う
誓
い
で
結
ば
れ
て
い
る
。

更
に
、
法
蔵
比
丘
は
こ
の
頌
を
説
き
終
っ
て
、
 

唯
然
り
。

世
尊
、

我
無
上
正
覚
の
心
を
発
せ
り
。

願
わ
く
は
、

仏
、

我
が
た
め
に
広
く
経
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
、

諸
の
生
死
・
勤
苦
の
本
を

抜
か
し
め
ん
。(

『
聖
典
』

一
三
頁)

と
言
っ
て
、
極
め
て
崇
高
な
無
上
仏
道
の
志
願
を
展
開
し
て
い
る
。

「
一
切
の
恐
懼
に
、

た
め
に
大
安
を
な
さ
ん
」
と
言
い
、

「
諸
の
生 

死
・
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
ん
」
と
い
う
誓
願
は
、

「
普
共
諸
衆
生 

往
生
安
楽
国
」

の
志
願
を
湛
え
た
大
乗
の
仏
道
の
志
願
で
あ
り
、
 

大
乗
仏
教
の
菩
提
心
で
あ
る
。

法
蔵
菩
薩
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
無
上
仏
道
の
志
願
の
発
起
こ
そ
、
時
を
超
え
た
永
遠
な
る
光
が
時
間
の
う
ち
に
現
前
し
、
時
の
う
ち 

に
生
き
る
も
の
が
永
遠
の
光
を
時
間
に
お
い
て
捉
え
る
歴
史
の
始
め
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

生
死
勤
苦
の
衆
生
を
救
う
真
実
の
法
は
、
常 

に
救
わ
れ
る
べ
き
苦
悩
の
衆
生
に
即
し
て
、

そ
れ
を
契
機
と
し
て
法
の
歴
史
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、

阿
弥
陀
仏
の
因
位
法
蔵
菩
薩
の 

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

六
一



六
二 

発
願
と
修
行!
!

布

施

，
調

意

・
持

戒

・
忍

辱

・
清

進

・
禅

定

・
智
慧!

!

の
説
話
は
、

何
よ
り
も
苦
悩
の
衆
生
に
即
し
て
常
に
輝
く
法 

の
歷
史
が
形
成
さ
れ
て
い
く
す
が
た
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。

し
か
し
、

そ
れ
の
み
で
は
な
い
。

苦
悩
の
衆
生
に
と
っ
て
は
超
越
的
で
あ 

る
よ
う
な
無
上
仏
道
の
志
願
が
、
菩
薩
の
精
神
と
し
て
教
説
さ
れ
て
い
る
の
み
で
な
く
、

む
し
ろ
、

そ
の
よ
う
な
仏
道
の
志
願
が
、

十
方 

衆
生
を
機
と
す
る
誓
願
に
お
い
て
、
衆
生
の
一
人
一
人
の
上
に
信
心
と
し
て
実
現
し
成
就
す
る
と
い
う
、

極
め
て
貴
重
な
仏
道
を
開
い
て 

い

る

経

典

が

『
大
無
量
寿
経
』

で
あ
る
。

法
蔵
の
名
に
お
い
て
語
ら
れ
る
無
上
仏
道
の
志
願
は
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
に
と
っ
て
は
確
か
に
超 

越
的
な
願
心
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
法
蔵
の
願
心
の
廻
向
成
就
と
し
て
の
本
願
の
信
心
に
お
い
て
は
、

法
蔵
の
願
心
と
衆
生
の
信
心
と 

は
決
し
て
別
な
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
一
如
で
あ
る
と
証
知
さ
れ
た
の
が
、
親

鸞

の

『
大
経
』

の
領
解
で
あ
る
。

即
ち
、

法
蔵
菩
薩 

と
は
、

そ

れ

は

『
大
無
量
寿
経
』

の
無
上
仏
道
の
願
心
の
主
体
を
顕
わ
す
名
で
虧
る
と
同
時
に' 

信
心
と
い
う
宗
教
的
自
覚
の
主
体
を
現 

わ
す
名
で
も
あ
る' 

と
い
う
頷
き
で
あ
る
。

本
願
の
成
就
と
し
て
現
前
し
現
働
す
る
如
来
の
因
位
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
働
き
に
お
け
る
如 

来
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
の
基
底
を
明
す
名
と
し
て
、

法
蔵
菩
薩
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
因
位
の
仏
名
で
あ
る
。

三 

阿
弥
陀
如
来
の
体
を
光
明,

寿
命
の
二
無
量
と
領
解
さ
れ
た
の
が
親
鸞
で
あ
る
。

如
来
が
、

そ
の
体
に
お
い
て
光
寿
二
無
量
で
あ
り
、
 

如
来
の
智
慧
海
が
深
広
無
涯
底
な
る
無
上
涅
槃
界
と
し
て
領
解
さ
れ
る
限
り
、

如
来
は
無
始
已
来
無
明
海
に
流
転
し
諸
有
輪
に
沈
迷
し
続 

け
る
衆
生
に
と
っ
て
は' 

あ
く
ま
で
も
超
越
的
で
あ
り
彼
岸
的
で
あ
る
。

親0

は

「
証
巻
」

に
滅
度
を
転
釈
し
て
、
常

楽

，
寂

滅

，
無
上 

涅

槃
,

無

為

法

身

，
実
相
・
法

性

・

真

如,

一
如
と
言
っ
て
、

一
如
に
帰
さ
れ
た
よ
う
に' 

一
如
は
そ
れ
自
体
現
実
な
ら
ざ
る
超
越
的
世 

界
で
あ
る
。

し
か
し' 

そ
れ
は
ま
た' 

常
に
現
実
と
な
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
超
越
的
な
る
も
の
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

一
如 

が
一
如
と
し
て' 

如
来
が
如
来
と
し
て
、
苦
悩
の
衆
生
の
現
実
性
と
ど
こ
ま
で
も
隔
絶
し
超
越
し
て
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
真
に
し
て
実



な
る
一
如
で
あ
る
と
も' 

ま
た
如
来
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。

『
大
経
』

に

諸
の
庶
類
の
た
め
に
請
せ
ざ
る
友
と
作
る
。
群
生
を
荷
負
し
て
こ
れ
を
重
担
と
す
。

如
来
の
甚
深
の
法
蔵
を
受
持
し
、
仏
の
種
性
を 

護
り
て
常
に
絶
え
ざ
ら
し
む
。

大
悲
を
興
し
て
衆
生
を
愍
れ
み
、
慈
弁
を
演
べ' 

法
眼
を
授
く
。(

『
無
量
寿
経
』
上

・
『
聖
典
』
六
頁) 

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に' 

如
来
の
慈
悲
は
無
縁
の
大
悲
と
い
わ
れ
、
如

来

は

常

に

我

々

の

「
不
請
之
友
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、

如
来
は
真 

に
絶
対
的
に
し
て
超
越
的
な
る
が
故
に
、
却
っ
て
、

苦

悩

の

「
群
生
を
荷
負
し
」
、

「
大
悲
を
興
し
て
衆
生
を
愍
れ
み
、

慈
弁
を
演
べ
、
 

法
眼
を
授
」
け
よ
う
と
し
て
、
現
実
へ
の
限
り
な
き
働
き
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
如
は
一
如
に
背
き
続
け
る
迷
妄
の
群 

生
を
矜
哀
し
、

そ
れ
を
契
機
と
し
て
、

そ
の
上
に
真
如
の
世
界
を
実
現
せ
ん
と
し
て
、

限
り
な
く 

一
如
よ
り
来
生
す
る
と
こ
ろ
に
一
如
の 

本
来
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
働
き
に
お
け
る
一
如
を
開
顕
す
る
と
こ
ろ
に
、
如
来
の
本
願
の
創
造
性' 

生
産
性
が
あ 

る
が
、
そ
の
一
如
の
如
来
性
を
明
す
も
の
こ
そ
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。

『
唯
信
鈔
文
意
』

に
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
涅
槃
」
を
ば
、
滅
度
と
い
う' 

無
為
と
い
う
、
安
楽
と
い
う
、
常
楽
と
い
う
、
実
相
と
い
う
、

法
身
と
い
う
、

法
性
と
い
う' 

真 

如
と
い
う
、

一
如
と
い
う' 

仏
性
と
い
う
。
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。

こ
の
如
来' 

微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
え
り
。

す
な
わ 

ち
、

一
切
群
生
海
の
心
な
り
。

こ
の
心
に
誓
願
を
信
楽
す
る
が
ゆ
え
に
、

こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
。

仏
性
す
な
わ
ち
法
性
な 

り
。

法
性
す
な
わ
ち
法
身
な
り
。

法
身
は
、

い
ろ
も
な
し' 

か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。

し
か
れ
ば' 

こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
。

こ
と 

ば
も
た
え
た
り
。

こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て' 

方
便
法
身
と
も
う
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て' 

法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た 

ま
い
て
、

不
可
思
議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た
ま
う
御
か
た
ち
を
ば
、
世
親
菩
薩
は
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
な
づ
け 

た
て
ま
つ
り
た
ま
え
り
。

こ
の
如
来
を
報
身
と
も
う
す
。
誓
願
の
業
因
に
む
く
い
た
ま
え
る
ゆ
え
に' 

報
身
如
来
と
も
う
す
な
り
。
 

報
と
も
う
す
は
、

た
ね
に
む
く
い
た
る
な
り
。

こ
の
報
身
よ
り
、
応
化
等
の
無
量
無
数
の
身
を
あ
ら
わ
し
て
、
微
塵
世
界
に
無
碍
の 

智
慧
光
を
は
な
た
し
め
た
ま
う
ゆ
え
に' 

尽
十
方
無
碍
光
仏
と
も
う
す
ひ
か
り
に
て' 

か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず' 

い
ろ
も
ま
し
ま
さ 

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

六
三



六
四 

ず
。

無
明
の
や
み
を
は
ら
い
、
悪
業
に
さ
え
ら
れ
ず
。

こ
の
ゆ
え
に
、
無
碍
光
と
も
う
す
な
り
。

無
碍
は
、
さ
わ
り
な
し
と
も
う
す
。
 

し
か
れ
ば
、

阿
弥
陀
仏
は
、
光
明
な
り
。

光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
と
し
る
べ
し
。(
『
聖
典
』
五
五
四
頁) 

こ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

一
如
法
性
の
高
次
の
宗
教
的
実
在
の
世
界
は
、

「
い
ろ
も
な
し' 

か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
」

「
こ
こ
ろ
も
お
よ 

ば
れ
ず
、 

こ
と
は
も
た
え
た
」

る
絶
対
超
越
の
世
界
で
あ
る
が' 

し
か
し
、 

そ
れ
は
同
時
に'

「
す
な
わ
ち
如
来
」(

如/

来)

と

し

て

「微 

塵
世
界
に
み
ち
み
ち
」' 

即

ち

「
一
切
群
生
海
の
心
」

で
あ
る
と
い
う
。

一
如
は
、

そ
の
智
慧
の
光
を
も
っ
て
内
に
久
遠
劫
よ
り
流
転
し 

続
け
て
い
る
衆
生
の
実
相
を
照
見
し
た
と
き
、

一
如
は
一
如
に
と
ど
ま
り
得
ず
し
て
、

「
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て' 

方
便
法
身 

と
も
う
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
い
て
、

不
可
思
議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た
ま
う
」

の
で
あ 

る
。

ま
こ
と
に' 

一
如
を
し
て
如
よ
り
来
生
せ
し
め
て
法
蔵
菩
薩
と
名
乗
ら
し
め
、

「
不
可
思
議
の
大
誓
願
」
を
発
起
せ
し
め
る
根
拠
は' 

偏
え
に
一
如
の
智
眼
に
映
じ' 

法
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
内
観
さ
れ
た
一
切
群
生
海
の
無
明
性
で
あ
る
。

『
大
無
量
寿
経
』

は
、

こ
の
よ
う
に 

大
悲
心
の
現
働
に
お
け
る
如
来
を
生
み
出
す
根
源
を
、

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
行
、 

更
に
そ
の
成
就
と
し
て
教
説
す
る
の
で
あ
る
。
 

『
大
無
量
寿
経
』

に
お
け
る
仏
の
本
願
の
叙
述
に
お
い
て
、
発
願
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
り
、

阿
弥
陀
仏
は
そ
の
願
を
成
就
し
た
果
と
さ
れ 

て
、

法
蔵
菩
薩
と
阿
弥
陀
仏
と
が
い
わ
ゆ
る
因
位
と
果
位
と
に
思
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
け
だ
し
重
要
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

何
よ 

り
も
如
来
が
単
に
超
越
的
な
存
在
で
は
な
く
、

む

し

ろ

衆

生

の

「
諸
の
生
死
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
ん
」
と
し
て
、

そ
の
発
願
よ
り
成
就 

ま
で
に
衆
生
勤
苦
の
根
底
に
ま
で
自
ら
を
没
し
切
り
、

そ
の
苦
悩
を
共
に
経
験
す
る
過
程
を
現
わ
し' 

如
来
が
真
に
如
来
た
ら
ん
と
し
て 

自
ら
も
菩
薩
道
を
向
上
す
る
こ
と
を
現
わ
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。

『
経
』

に
お
い
て' 

阿
弥
陀
な
る
も
の
が
現
実
に
は
た
ら
く
因
位
の
本 

願
に
お
い
て
法
蔵
菩
薩
の
願
心
を
説
き' 

し
か
も
、

そ

の

願

心

が

「
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
お
い
て
、

菩
薩
の
無
量
の
徳
行
を
積
植
す
」
 

る
は
た
ら
き
と
し
て' 

こ
の
本
願
の
成
就
を
説
い
て
い
る
が' 

そ
れ
は
、

無
始
已
来
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
無
明
海
に
沈
淪
す
る
苦
悩
の 

衆
生
の
存
在
す
る
限
り
、
法
蔵
の
願
行
も
ま
た
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
わ
た
っ
て
績
植
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ



る
。
仏
は
真
に
仏
た
る
地
位
に
立
た
ん
と
し
て
、

却
っ
て
自
ら
仏
た
る
地
位
を
去
っ
て
法
蔵
菩
薩
の
立
場
に
立
ち' 

菩
薩
道
を
向
上
す
る 

こ
と
に
よ
っ
て
真
に
仏
と
成
る
の
で
あ
る
。

仏
も
仏
た
ら
ん
と
し
て
不
断
に
仏
生
成
の
道
程
を
歩
む
の
で
あ
る
。

無
論' 

法
蔵
菩
薩
と
阿 

弥
陀
仏
と
は
そ
の
本
質
を
異
に
す
る
ニ
仏
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
『
経
』
に
お
け
る
阿
難
と
仏
と
の
次
の
問
答
に
お
い
て
明
瞭
で
あ
る
。
 

阿
難
、

仏
に
白
さ
く
、

「
法
蔵
菩
薩
、

す
で
に
成
仏
し
て
滅
度
を
取
り
た
ま
え
り
と
や
せ
ん
。
未
だ
成
仏
し
た
ま
わ
ず
と
や
せ
ん
。 

今' 

現
に
ま
し
ま
す
と
や
せ
ん
」
と
。

仏
、

阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、

「
法
蔵
菩
薩' 

今
す
で
に
成
仏
し
て
、
現
に
西
方
に
ま
し
ま
す
。

此
を
去
る
こ
と
十
万
億
の
刹
な
り
。
 

そ
の
仏
の
世
界
を
名
づ
け
て
安
楽
と
日
う
。
」

阿
難
、

ま
た
問
い
た
て
ま
つ
る
。

「
そ
の
仏
、

成
道
し
た
ま
い
て
よ
り
已
来
、
幾
の
時
を
経
た
ま
え
り
と
か
せ
ん
」

と
。 

仏
の
言
わ
く
、

「
成
仏
よ
り
已
来
、

お
お
よ
そ
十
劫
を
歴
た
ま
え
り
。
」(

『
無
量
寿
経
』
上
,

『
聖
典
』
二
八
—
九
頁) 

し
か
し
ま
た
、

そ
の
本
質
に
お
い
て
全
く
同
一
性
を
有
し
な
が
ら' 

し
か
も
非
連
続
的
に
思
念
さ
れ
て
い
る
の
は
、

阿
弥
陀
仏
も
衆
生 

と
の
相
互
媒
介
性
に
お
い
て
真
に
仏
と
成
る
と
い
う' 

仏
生
成
の
階
梯
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

法
蔵
菩
薩
へ
の
仏
の
自
己
否
定
、

即
ち
そ 

れ
へ
の
進
出
降
下
は' 

同
時
に
、

仏
が
仏
自
身
に
成
ろ
う
と
す
る
自
身
へ
の
還
帰
向
上
で
あ
る
。

進
出
即
還
帰' 

降
下
即
向
上
と
い
う
、 

仏
自
身
に
お
け
る
自
己
内
生
成
展
開
の
は
た
ら
き
が' 

本
願
の
発
起
で
あ
る
。

願
を
体
と
せ
ず
、

願
と
し
て
自
ら
を
現
わ
さ
な
い
仏
は
、 

真
実
の
仏
で
は
な
く
、

そ
の
慈
悲
は
真
実
の
慈
悲
で
は
な
い
。

法

蔵

菩

薩

の

「
発
願
」
と
い
う
こ
と
に
は
、

仏
が
自
ら
の
自
己
否
定
に
お 

い
て
真
に
仏
と
成
ら
ん
と
い
う
、
 

仏
生
成
の
論
理
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

仏
の
発
願
と
そ
の
成
就
が
苦
悩
す
る
衆
生
の
存
在
を
前
提
と
し
て
初
め
て
意
味
の
あ
る
事
柄
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
こ
と 

は
、
仏
の
発
願
以
前
に
衆
生
が
い
わ
ゆ
る
迷
妄
の
衆
生
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た' 

仏
の
大
慈
大
悲
に
先
立
っ
て
衆
生
の 

苦
悩
が
苦
悩
と
し
て
存
す
る
も
の
で
も
な
い
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

わ
れ
ら
衆
生
が
無
始
已
来
の
無
明
業
相
に
戦
く
の
は' 

か
く 

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

六
五



六
六 

の
如
き
衆
生
を
摂
取
し
て
真
に
仏
た
ら
ん
と
す
る
法
蔵
の
願
心
に
触
れ
て
で
あ
り
、

ま
た
逆
に
、

わ

れ

ら

衆

生

が

「
無
有
出
離
之
縁
」

の 

自
ら
の
実
相
を
自
覚
し
、
真
実
の
救
い
を
求
め
る
こ
と
は
、

仏
が
久
遠
常
住
の
仏
で
あ
り
、

か
く
の
如
き
仏
と
し
て
苦
悩
の
衆
生
の
根
底 

に
法
蔵
菩
薩
と
し
て
如
来
し
現
前
す
る
大
悲
の
現
働
に
由
る
。

衆
生
が
自
ら
の
衆
生
性
に
目
覚
め
立
つ
の
は
、

仏
が
仏
と
し
て
如
来
し
現 

前
す
る
と
い
う
、

仏
の
大
悲
願
心
に
接
し
て
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し' 

こ
の
よ
う
に
言
っ
て
も' 

仏
の
発
願
が
衆
生
の
救
済
の 

要
求
に
応
じ
て
発
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
よ
う
に
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

衆
生
が
自
ら
の
救
済
を
要
求
す
る
以
前
に
、

既
に
仏 

は
久
遠
の
慈
悲
仏
と
し
て
存
し
、
発
願
に
お
い
て
仏
の
方
が
衆
生
を
喚
び
、
衆
生
の
救
い
を
誓
う
の
で
あ
る
。

仏
が
衆
生
を
喚
ぶ
と
は
、
 

衆
生
の
衆
生
性
の
自
覚
を
喚
起
す
る
こ
と
で
あ
り' 

衆

生

は

ま

た

仏

の

「
本
願
招
喚
の
勅
命
」

に
遇
う
て
、

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い 

た
っ
こ
こ
ろ
」
を
発
起
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て' 

私

の

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
、

ま
さ
に
そ
の
「
時
」 

(

即
時)

に
本
願
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

四

0
心
え
ば
、

「
設
我
得
仏
十
方
衆
生
」
と

呼

ん

で

「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
」

と
誓
う
法
蔵
菩
薩
の
願
心
は' 

眾
生
救
済
の
根
本
意
志
で
あ
る
と
同
時
に
、
如
来
成
仏
の
本
源
意
志
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
絶
対
者
の
内
面
的
発
展
の
論
理
的 

本
質
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
実
に
如
来
の
立
場
か
ら
自
己
内
展
開
で
あ
る
も
の
が
、
衆
生
の
立
場
か
ら
は
摂
取
救
済
で 

あ
る
。

そ
し
て
、

衆
生
救
済
に
お
け
る
絶
対
的
自
己
否
定
即
肯
定
の
如
来
に
お
け
る
自
己
内
転
換
の
象
徴
が
、

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
修
行 

で
あ
る
。
衆
生
は
、

法
蔵
菩
薩
と
し
て
の
仏
の
自
己
限
定
に
媒
介
せ
ら
れ
る
が
故
に' 

仏
の
大
悲
の
行
に
摂
取
せ
ら
れ
往
生
が
決
定
す
る 

の
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

『
大
無
量
寿
経
』

の
上
巻
は
如
来
浄
土
の
因
果
を
明
し' 

下
卷
は
衆
生
往
生
の
因
果
を
明
す
も
の
で
あ
る
が
、



そ
の
場
合
、
上
巻
の
如
来
浄
土
の
因
果
は
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
に
、
下
巻
の
衆
生
往
生
の
因
果
は
本
願
成
就
文
に
、
就

中

「
聞
其
名
号 

信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
の
教
説
に
、
摂
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

『
経
』

に
説
か
れ
る
如
来
の
本
願
は
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
に
お
い
て
は
「
聞 

其
名
号
信
心
歓
喜
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

阿
弥
陀
如
来
の
名
号
を
行
体
と
し
、

そ
の
名
号
の
讃
嘆
を
通
し
て

「
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
」 

き
開
い
て
、

一
念
の
信
心
を
発
起
す
る
と
こ
ろ
に
成
就
す
る
の
で
あ
り' 

そ
の
一
点
に
こ
そ
、

こ

の

『
経
』

の
一
部
始
終
が
あ
る
と
い
え 

る
。

そ
の
意
味
で
は' 

『
大
無
量
寿
経
』

は
何
よ
り
も
本
願
と
そ
の
成
就
を
語
る
経
典
で
あ
る
。

諸
有
衆
生
、
其
の
名
号
を
聞
き
て' 

信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、

乃
至
一
念
せ
ん
。

心
を
至
し
廻
向
し
た
ま
え
り
。

彼
の
国
に
生
ま
れ
ん 

と
願
ず
れ
ば
、

即
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
す
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
除
く
。(

『
無
量
寿
経
』
下

・
『
聖
典
』
四
四
頁) 

親
鸞
に
お
け
る
本
願
成
就
文
の
領
解
の
著
し
い
特
徴
は' 

そ
の
前
半
を
本
願
信
心
願
成
就
文
と
な
し
、
後
半
を
本
願
欲
生
心
成
就
文
と 

な
し
て' 

如
来
の
本
願
の
成
就
を
衆
生
に
お
け
る
信
心
の
成
就
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

即
ち
、
成

就

文

の

「
聞
其
名 

号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」

の

「
乃
至
一
念
」
を
、
『
如
来
会
』

の

「
能
発
一
念
浄
信
歓
喜
」

の

文

に

拠

っ

て

「
信
の
一
念
」
と
領
解
さ
れ
、
 

如

来

の

本

願

は

「
信
心
」
と
し
て
衆
生
に
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し' 

し

か

も

「
至
心
廻
向
」
を

「
至
心
に
廻
向
し
た 

ま
え
り
」
と
訓
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
信
心
の
成
就
は
如
来
の
願
心
の
廻
向
成
就
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
親8

に
よ
れ 

ば' 

信
心
と
は
如
来
の
本
願
が
私
の
上
に
事
実
と
し
て
現
行
し
成
就
し
た
も
の
よ
り
外
に
な
か
っ
た
。

も

し

は

行

・
も
し
は
信
、

一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
し
た
ま
う
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。 

(
「
信
巻
」

『
聖
典
』
ニ
ニ
三
頁)

と
言
い
切
る
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
衆
生
に
発
起
す
る
信
心
は
如
来
の
願
心
そ
の
も
の
の
廻
向
成
就
で
あ
っ
た
。
信
心
は
如
来
の
願
心
が
衆 

生
の
上
に
現
前
し
現
行
し
た
事
実
で
あ
り
、

願
心
は
そ
の
信
心
の
根
拠
で
ち
っ
て
、
両
者
は
決
し
て
別
物
で
は
な
い
、

と
い
う
頷
き
が
、
 

廻
向
成
就
と
い
う
こ
と
の
内
実
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
こ
と
の
親
鸞
に
お
け
る
最
も
厳
密
な
確
か
め
を
、

「
信
巻
」

の
三
心
一
心 

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

六
七



六
入 

問
答
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
、 

三
一
問
答
に
つ
い
て
詳
述
す
る
余
裕
が
な
い
が
ゝ
そ
の
要
を
言
え
ば
、

衆
生
に
発
起
す
る
一
心
帰
命
の
信
心
と
、

至
心
信
楽
欲
生 

我
国
と
誓
わ
れ
た
如
来
の
願
心
と
は
、
信
仰
的
自
覚
の
事
実
と
そ
の
根
拠
と
し
て
別
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、

言
い
換
え
れ
ば
、

一
心 

帰
命
の
一
心
と
本
願
の
三
心
と
は
、
分
際
を
異
に
し
な
が
ら
、

し
か
も
一
で
・
あ
る' 

と
い
う
頷
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
領
解
は' 

更 

に' 

「
世
界
我
一
心
」

と
表
明
す

る
信
心
の
主
体
と

し
て

の
「
我
」
と
、

「
設
我
得
仏
」
と
誓
い
出
さ
れ

た
願
心
の
主
体
と

し
て

の
「
我
」 

と
は
、

全
く
別
物
で
は
な
い
と
い
う
頷
き
、

言
い
換
え
れ
ば' 

願

心

の

主

体
で

あ

る

根

源

の

「
我
」
は
、
今' 

仏
陀
世
尊
の
教
言
に
賜
っ 

た

信

心

の

主

体

で

あ

る

「
我
」

と
し
て
、

こ
こ
に
現
前
現
成
し
て
い
る
と
い
う
頷
き
を' 

そ
の
根
底
に
蔵
し
て
い
る
。

大
悲
願
心
の
根
源 

的

主

体

と

し

て

の

「
我
」
と
は
、

「
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て' 

方
便
法
身
と
も
う
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て' 

法
蔵
比
丘
と
な 

の
り
た
ま
い
て
、

不
可
思
議
の
亠
人
誓
願
を
お
こ
し
、
あ
ら
わ
れ
た
ま
う
」

た
と
い
う
因
位
の
仏
・
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
従
っ
て
、

衆
生
に 

発
起
す
る
一
心
帰
命
の
信
心
の
主
体
と
し
て

の
「
我
」
も
ま
た
、

法
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
衆
生
を
内
に
超
え
て
、
そ 

の
無
明
業
相
の
一
切
を
背
負
う
て
、
衆
生
を
し
て
真
に
宗
教
的
実
存
た
ら
し
め
ん
と
願
う
法
蔵
の
願
心
こ
そ
、
永
劫
の
流
転
に
堪
え
う
る 

根
源
的
な
主
体
で
あ
る
。

法
蘆
の
願
心
が
、
何
故
に
宿
業
存
在
で
あ
る
私
の
根
源
的
主
体
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
私
の
宿
業
の
身 

を
し
て
自
ら
の
誓
願
を
実
現
す
る
場
所
に
転
じ
、
そ
の
誓
願
の
成
就
を
も
っ
て
、

自
ら
真
実
仏
た
ろ
う
と
す
る
大
悲
の
願
心
で
あ
る
か
ら 

で
あ
る
。

宿
業
存
在
で
あ
る
私
を
真
に
宗
教
的
実
存
た
ら
し
め
ん
と
願
う
法
蔵
の
願
心
と
は
、

そ

の

本

願

に

お

い

て

「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
と 

誓
わ
れ
た
三
心
で
あ
る
が
、
そ
の
三
心
と
は
、

具
体
的
に
は
、

五

劫

の

思

惟

に

決

定

し

た

「
乃
至
十
念
」
を
真
に
衆
生
の
行
と
し
て
成
就 

せ
ん
と
す
る
仏
心
の
全
現
全
働
で
あ
り
、 

私
を
往
生
せ
し
め
ん
と
す
る
道
に
お
い
て' 

仏
が
真
に
仏
た
ら
ん
と
す
る
仏
の
心
そ
の
も
の
で 

あ
る
が
、

そ

の

中

わ

け

て

も

「
欲
生
我
国
」
と
誓
わ
れ
た
欲
生
心
、

即
ち
如
来
の
大
悲
招
喚
は
、

法
蔵
の
願
心
を
し
て
願
往
生
の
心
た
ら



し
め
る
大
悲
廻
向
心
と
し
て
、
機
の
中
の
更
に
根
源
的
な
機
と
し
て
、
そ
れ
は
根
源
的
主
体
で
あ
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
本
願
と 

そ
の
成
就
の
世
界
は' 

如
来
招
喚
の
勅
命
と
し
て
の
欲
生
心
を
も
っ
て
本
源
と
な
す
と
い
う
意
義
を
明
瞭
に
開
顕
さ
れ
た
の
が
、

「
信
巻
」 

に
お
け
る
本
願
成
就
文
の
領
解
で
あ
る
。

即
ち
、
本
願
成
就
文
を
前
後
に
二
分
し
て
、
前
半
を
本
願
信
心
願
成
就
文
、
後
半
を
本
願
欲
生 

心
成
就
文
と
解
さ
れ
た
、

そ
の
領
解
で
あ
る
。
親

鸞

が

第

十

八

願

を

「
本
願
三
心
の
願
」

「
至
心
信
楽
の
願
」

と
名
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
 

本
来
、

願

成

就

の

す

べ

て

は

「
本
願
信
心
の
願
成
就
」
で̂

る
筈
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
親
鸞
は
そ
れ
を
前
後
に
二
分
さ
れ
た
の
は
、

成 

就
に
二
つ
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

「
本
願
信
心
の
願
成
就
」

の

根

底

に

「
本
願
の
欲
生
心
の
成
就
」

が
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
せ
ん 

が
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で' 

「
成
就
す
る
」
と

は

「
現
在
す
る
」

こ
と
で
あ
り
、

現

在

の

時

は

常

に

「
今
」

よ
り
外
に
な
い
。
善
導
が
本
願
の
成
就
を 

語
っ
て
、

も
し
我
成
仏
せ
ん
に
、

十
方
の
衆
生
我
が
名
号
を
称
せ
ん
、
下
十
声
に
至
る
ま
で
、
も
し
生
ま
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
と
。

彼
の
仏
、
 

今
址
は
ま
し
ま
し
て
成
仏
し
た
ま
え
り
。

当
に
知
る
べ
し
、

本
誓
重
願
虚
し
か
ら
ず
、

衆
生
称
念
す
れ
ば
必
ず
往
生
を
得' 

と
。
 

(

『
往
生
礼
讃
』
・
『
聖
典
』

一
七
五
頁
，
傍
点
筆
者)

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
願
の
成
就
は
今
現
在
の
私
に
お
い
て
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
弥
陀
の
成
仏
は' 

『
大
無
量
寿
経
』

に 

成
仏
よ
り
已
来' 

凡
そ
十
劫
を
歴
た
ま
え
り
。(

『
聖
典
』
二
九
頁)

と
示
さ
れ' 

ま
た' 

親

鸞

は

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』

に
、

弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は

い
ま
に
十
劫
を
へ
た
ま
え
り

法
身
の
光
輪
き
わ
も
な
く

法
蔵
菩
薩
の
発
願
と
そ
の
成
就 

六
九



七
〇 

世

の

盲
冥

を

て

ら

す

な

り(

『
聖
典
』
四
七
九
頁) 

と
詠
っ
て
い
る
よ
う
に
、

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
と
そ
の
成
就
と
い
う
出
来
事
は
、

い
か
な
る
過
去
よ
り
も
過
去
の
こ
と
と
し
て
、

過
去 

に
お
い
て
時
を
超
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

十
劫
の
昔
に
成
就
さ
れ
た
本
願
が
、

「
今
現
在
成
仏
」

と
し
て
、
本
願
力
廻
向
に
お
い 

て
つ
ね
に
歴
史
的
時
間
の
う
ち
に
生
き
る
念
仏
の
衆
生
の
一
人
一
人
に
直
接
現
前
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
限
り
に
お
い
て' 

か
の
出
来 

事

の

「
時
」
は
ま
た
何
時
も
現
在
な
の
で
あ
る
。

「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
」

は
、
そ
の
願
力
廻
向
に
お
い
て' 

常
に 

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
」
衆
生
の
一
人
一
人
の
現
在
に
成
就
し' 

ま

た

衆

生

が

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い 

た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」

に
、

そ

の

発

る

「
と
き
」

の
決
断
を
通
し
て
、

か

の

本

願

成

就

の

「
時
」

へ
現
在
す
る
の
で
あ
る
。
本
願 

成
就
の
時
が
信
心
決
定
の
時
で
あ
り
、
信
心
決
定
の
時
が
、
本
願
成
就
の
時
で
あ
っ
て
、

そ

の

最

も

根

源

的

な

「
時
」

の
成
就
は' 

如
来 

の
本
願
力
廻
向
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
願
力
の
廻
向
成
就
を
「
信
の
一
念
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
信
の
一
念
、 

根
源
的
な
同
時
性
の
時
の
現
成
の
現
在
に
、

「
親
鸞
一
人
」
と

い

わ

れ

る

よ

う

な

「
一
人
」
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
ま
た' 

信

心

決

定

の

「
今
」
と

本

願

成

就

の

「
今
」
と
の
根
源
的
な
同
時
性
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、,
如
何
な
る 

未
来
よ
り
も
未
来
で
、あ
る
弥
陀
の
浄
土
が
信
心
決
定
の
そ
の
「
時
」

に
、
未
来
と
現
在
と
い
う
時
間
的
な
前
後
を
消
す
こ
と
な
し
に' 

未 

来
は
現
在
の
そ
の
時
に
現
在
し
、
現
在
は
未
来
の
そ
の
時
に
現
在
す
る
も
の
と
し
て
、

い
わ
ば
未
来
と
の
同
時
性
、

即

ち

「
即
得
往
生
」
 

の
即
今
を
生
き
る
こ
と
で
も
あ
る
。

信
心
獲
得
の
初
一
念
に
同
時
に
住
不
退
の
位
に
つ
き
、

必
ず
滅
度
に
至
る
自
身
を
発
見
す
る
の
で
あ 

る
。

未
来
で
あ
る
べ
き
滅
度
涅
槃
が
現
在
の
信
心
の
内
実
と
し
て
現
在
し
、

信
心
の
現
在
が
純
粋
未
来
に
現
在
す
る
と
い
う
根
源
的
な 

「
時
」

の
現
成
に
お
い
て
の
み
、
信
心
は
決
定
心
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
未
来
は
願
力
の
自
然
に
よ
っ
て
不
断
に
現
在
に
将
来
し' 

将
来 

す
る
未
来
は
現
在
に
お
い
て
帰
来
す
る
過
去
的
契
機
と
交
互
に
媒
介
し
あ
っ
て
、
現
在
の
信
一
念
を
決
定
心
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
獲
信
の
一
念
と
は' 

如
何
な
る
過
去
よ
り
も
過
去
で
あ
る
本
願
成
就
の
時
と
同
時
的
な
現
在
で
あ
り
、

ま
た
如
何



な
る
未
来
よ
り
も
未
来
で
あ
る
浄
土
建
立
の
時
と
同
時
的
な
現
在
と
し
て
、

い

わ

ば

「
現
在
の
現
在
」

で
あ
る
。

現
在
は
、

尽
時
と
い
わ 

れ
る
よ
う
に
、 

時
の
全
体
を
包
ん
で
全
体
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、 

同
時
に
、 

全
体
に
お
い
て
常
に
ー
あ
っ
て
二
な
き
個
体
的
位
匱 

を
と
る
も
の
で
あ
る
。

か

の

「
親
鸞
一
人
」
と
い
う
主
体
の
立
場
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

歴
史
的
現
実
的
な
親
鸞
の
獲
信
の
現
在
が
、 

あ
ら
ゆ
る
過
去
と
同
時
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
未
来
と
同
時
的
な
、

現
在
の
現
在
で
あ
り
、
そ
の
現
在
が
、

そ

れ

自

身

「
一
人
」

の
建
立
と
い 

う
絶
対
的
位
置
を
も
つ
の
で
あ
る
。

ま
こ

と

に

過

去

・
現

在

・
未
来
の
三
時
が
超
越
的
に
ー
な
る
と
こ
ろ
は
弥
陀
の
当
体
で
あ
る
が
、
そ
の
弥
陀
の
成
仏
は
十
劫
成
仏
と
い 

わ
れ
な
が
ら
、

同
時
に
今
現
在
成
仏
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
常
に
現
在
と
い
わ
れ
る
現
在
、

即

ち

「
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
」

に
お
い 

て
成
仏
す
る
の
で
あ
る
。

彼
仏
が
今
現
在
に
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
衆
生
が
そ
の
成
仏
の
今
現
在
に
お
い
て
信
楽
開
発
す
る
と
い
う 

こ
と
で
あ
り
、
今
現
在
に
信
楽
開
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

彼
仏
が
そ
の
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
に
お
い
て
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
で 

あ
っ
て
、

両
者
の
同
時
相
即
の
現
在
が
宗
教
的
絶
対
現
在
と
し
て
の
信
の
一
念
で
あ
る
。
親
鸞
の
獲
信
の
一
念
に
法
蔵
菩
薩
の
本
願
が
成 

就
し
、

阿

弥

陀

は

親

鸞

の

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
と
い
う
、

そ

の

「
時
」

に
正
覚
を
成
ず
る
の
で
あ 

る
。
親
鸞
に
お
い
て
本
願
が
成
就
し' 

阿
弥
陀
が
正
覚
を
取
る
と
き
、
親

鸞

は

「
一
人
」

と
い
う
自
己
実
存
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
親 

鸞
は
、

こ
の
よ
う
な
最
も
確
か
な
自
己
実
存
の
成
就
を
通
し
て
、

阿
弥
陀
の
本
願
と

そ
の
成
就
を

説
く
『
大
無
量
寿
経
』
を
指
し
て
、
 

そ
れ
真
実
の
教
を
顕
わ
さ
ば' 

則

ち

『
大
無
量
寿
経
』

こ
れ
な
り
。

と
言
い
切
っ
た
の
で
あ
る
。

法
蔵
菩
薩
の
発
麒
と
そ
の
成
就

七
ー


