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の

人

格

あ
ら
ゆ
る
経
典
に
お
い
て
、
釈
尊
は
、
対
告
衆
に
向
っ
て
説
法
す
る
が
、

『
大
無
量
寿
経
』
で
は
、
釈
尊
は
、
阿

難

？2

ヨ
疔)

を
そ 

の
対
告
衆
の
代
表
に
選
ん
で
説
法
す
る
。
経
典
作
者
が
特
に
こ
の
阿
難
と
い
う
比
丘
を
対
告
者
と
し
て
設
定
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
何
ら
か 

の
意
図
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
、
阿
難
に
焦
点
を
当
て
て
『
大
無
量
寿
経
』
を
読
む
と
き
、
こ
の
経
典
の
心
の
一
端 

に
触
れ
え
る
思
い
が
す
る
。

阿
難
の
伝
記
の
う
ち
注
目
す
べ
き
こ
と
は
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、
阿
難
は
、
二
十
余
年
間
釈
尊
の
常
随
給
仕
の
弟
子
と
し
て
仕
え
た
こ 

と
で
あ
る
。
仏
成
道
の
夜
出
生
し
た
阿
難
は
、
釈
尊
の
従
弟
に
あ
た
り
、
二
十
五
歳
に
し
て
仏
の
侍
者
と
な
っ
て
か
ら
は
、
釈
尊
の
公
私 

の
生
活
の
全
体
に
わ
た
っ
て
、
影
の
形
に
随
う
よ
う
に
、
終
生
世
話
を
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
釈
尊
の
十
大
弟
子
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
 

聞
法
第
一
と
し
て' 

求
道
の
志
が
非
常
に
厚
か
っ
た
。

第
二
に
、
阿
難
の
伝
記
の
う
ち
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
尼
僧
教
団
の
成
立
に
尺
力
し
た
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
は' 

女
性
は



仏
教
の
器
で
な
い
と
し
て
容
易
に
出
家
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
釈
尊
は
阿
難
の
要
請
に
よ
っ
て
出
家
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
 

す
な
わ
ち
釈
尊
の
父
浄
飯
王(
^

ち!!
〇
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一
巴
が
逝
去
し
た
の
ち
、
 

釈
尊
の
養
母
で
あ
る
波
闍
波
提(3
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は
、
出
家 

を
釈
尊
に
乞
う
た
と
こ
ろ
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
阿
難
の
再
三
の
要
請
に
よ
っ
て
、
釈
尊
は
、
厳
重
な
戒
律
の
条
項
を
規
定
し
て 

つ
い
に
女
性
の
出
家
を
許
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
仏
教
の
教
団
が
女
性
に
も
開
放
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

第
三
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
仏
典
の
第
一
結
集
に
対
す
る
功
績
で
あ
る
。
釈
尊
入
滅
の
の
ち
摩
訶
迦
葉
が
主
催
し
て
、
聖
典
編
集
の 

会
議
を
行
っ
た
。
そ
の
席
上
で
彼
が
阿
難
に
一
々
の
経
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
き
、
阿
難
は
、

「
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
い
て
い
る:

：:

」 

と
い
っ
て
一
々
の
経
を
読
誦
し
た
と
い
わ
れ
る
。
以
来
、
経
典
の
冒
頭
に
あ
る
「如
是
我
聞
」
の
我
は
、
阿
難
自
身
を
指
す
と
伝
え
ら
れ 

て
い
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
多
聞
第
一
の
阿
難
は' 

最
後
ま
で
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
摩
訶
迦
葉
は
、
仏
典
結
集 

に
臨
ん
で
、
阿
難
が
ま
だ
煩
悩
を
断
尽
し
て
い
な
い
こ
と
を
叱
り
、
か
つ
五
罪
を
あ
げ
て
阿
難
を
呵
責
し
た
。
五
罪
と
は
、

一
に
、
女
人 

の
出
家
を
請
い
「
正
法
五
百
年
を
減
じ
た
。
二
に
、
仏
陀
入
滅
の
ま
え
に
水
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
こ
れ
を
給
し
な
か
っ
た
。
三
に
、
仏 

の
留
寿
を
請
わ
ず
に
、
入
滅
を
早
め
た
。
四
に' 

仏
の
着
て
い
る
法
衣(

僧
伽
梨
衣)

を
畳
む
と
き
、
足
で
踏
ん
だ
。
五
に
、
仏
陀
入
滅 

の
後
、
仏
の
秘
所
を
女
人
に
示
し
た
。
等
々
で
あ
る
が' 

諸
伝
を
参
照
し
て
、
阿
難
の
人
間
像
に
想
い
を
馳
せ
る
と
き
、
そ
こ
に
ま
こ
と 

に
人
間
的
な
姿
が
彷
彿
と
湧
き
上
っ
て
く
る
。

「釈
迦
の
御
弟
子
は
多
か
れ
ど
、
仏
の
従
弟
は
疎
か
ら
ず
、
親
し
き
こ
と
は
誰
よ
り
も
、
 

阿
難
尊
者
ぞ
お
は
し
け
る
」(
『梁
塵
秘
抄
』
巻
第
二)

と
歌
っ
た
古
人
の
気
持
が
推
し
量
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

『
大
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
阿
難
の
意
義
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
対
告
衆
の
構
成
が
注
意
さ
れ
る
。
康
僧
鎧 

訳

の

『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、
声
聞
と
菩
薩
の
二
衆
の
名
が
列
名
さ
れ
て
い
る
。
だ

が

『
大
無
量
寿
経
』

の
対
告
衆
が
声
聞
・
菩
薩
の
二 

衆
に
限
ら
な
い
こ
と
は
、
異
訳
に
照
ら
せ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
平
等
覚
経
』
に
は' 

仏
弟
子
阿
難 

入
九



九
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与
大
弟
子
衆
千
二
百
五
十
人
、
菩
薩
七
十
二
那
術
、
比
丘
尼
五
百
人
、
清
信
士
七
千
人
、
清
信
女
五
百
人
、
欲
天
子
ハ
十
万
、
色
天 

子
七
十
万
、
遍
浄
天
子
六
十
那
術
、
梵
天
一
億
皆
随
仏
住 

と
列
名
さ
れ
て
い
る
。
上
は
菩
薩
か
ら
下
は
人
天
に
至
る
ま
で
、
皆
対
告
衆
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

『
大
無
量
寿
経
』
の
法
門
が
ー 

切
衆
生
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
『
大
無
量
寿
経
』

の
阿
難
は
、
声
聞
衆
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、

「尊
者
阿 

難
」
と
列
名
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
阿
難
は' 

声
聞
の
し
か
も
最
後
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
。
こ
こ
に
は
考
慮
す
べ
き
こ
と
が
あ
る 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
承
知
の
よ
う
に
、
声
聞
は' 

仏
を
離
れ
て
修
行
で
き
ぬ
人
で
あ
る
。
大
乗
非
器
の
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
と 

し
て
の
声
聞
を
対
告
者
に
選
ん
で
、
釈
尊
が
説
教
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

『
大
無
量
寿
経
』
が' 

ま
さ
し
く 

一
切
の
群
萌
、
言
葉
を 

換
え
れ
ば
凡
夫
を
対
象
と
し
て
開
説
さ
れ
た
法
門
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

仏

陀

の

聖

旨

伝
統
的
な
区
分
法
に
随
え
ば
、
経
典
の
構
成
は
、
序

分

，
正
宗
分
，
流
通
分
の
三
段
に
分
け
ら
れ
る
。
小
論
で
は
『
大
無
量
寿
経
』

の 

序
分
を
扱
う
が
、
序
分
は
ニ
節
に
分
け
ら
れ
る
。
前
節(

通
序
，
証
信
序)

で
は
、
釈
尊
の
ハ
相
成
道
が
、
後
節(
別
序
・
発
起
序)

で
は
、
本 

論
で
あ
る
正
宗
を
引
き
出
す
導
入
の
物
語
が
説
か
れ
る
。
こ
の
後
節
の
発
起
序
に
阿
難
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
以
下
の
論
稿
で' 

私
は 

『
大
無
量
寿
経
』
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
あ
る
発
起
序
の
解
読
を
通
し
て
阿
難
の
存
在
意
義
を
尋
ね
て
み
た
い
。
 

あ
る
と
き
釈
尊
は
、
声
聞
・
菩
薩
と
と
も
に
王
舎
城
耆
闍
堀
山
に
お
ら
れ
た
。
浄
土
の
教
え
が
説
か
れ
る
べ
き
機
運
の
純
熟
し
た
こ
と 

を
悟
っ
た
釈
尊
は' 

い
ま
だ
か
つ
て
現
わ
し
た
こ
と
の
な
い
未
曾
有
の
瑞
相
を
現
わ
さ
れ
る
。
発
起
序
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
。
 

そ
の
時
、
世
尊
、
諸
根
悦
予
し
姿
色
清
浄
に
し
て
光
顔
魏
巍
と
ま
し
ま
す
。
尊
者
阿
難
、
仏
の
聖
旨
を
承
け
て
す
な
わ
ち
座
よ
り
起 

ち
、
偏
え
に
右
の
肩
を
袒
ぎ
ゝ
長
跪
合
掌
し
て
……



「光
顔
巍
巍
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
神
々
し
い
姿
に
驚
嘆
し
た
一
万
二
千
人
の
大
比
丘
衆
を
前
に
し
て
、
釈
尊
は
、
阿 

難
一
人
を
選
び
、
阿
難
一
人
を
対
告
者
と
し
て
金
口
を
開
か
れ
る
。
経
典
に
お
い
て
は
、
釈
尊
は
、
集
団
に
で
は
な
く
、
必
ら
ず
一
人
の 

者
に
向
っ
て
語
り
か
け
る
。
た
と
え
ー
万
二
千
人
の
聴
衆
が
い
て
も
、
対
告
者
を
一
人
に
限
定
し
て' 

そ
の
根
機
に
応
じ
て
教
を
説
く
。
 

こ
の
こ
と
は
、
教
と
の
出
会
い
が
、
説
く
者
と
聞
く
者
と
の
一
対
一
の
対
面
、
汝
と
我
と
の
対
面
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
こ
と
を
示
す 

も
の
で
あ
る
。

一
体
、
教
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
時
機
の
到
来
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
。
釈
尊
は
、
な
ぜ
対
告
者
と
し
て
阿
難
を
選
ば
れ
た
の 

か
。
そ
れ
は
、
阿
難
に
時
機
純
熟
し
た
姿
を
、
そ
し
て
阿
難
に
象
徴
さ
れ
る
人
間
全
て
に
教
の
説
か
る
べ
き
時
が
到
来
し
た
こ
と
を
見
届 

け
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
い
ま
世
尊
と
い
う
「我
」
に
よ
っ
て
、

「汝
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
阿
難
は
、
聖
旨
を
受
け
て
座
よ
り
起
ち
、
 

イ
ン
ド
の
礼
に
随
っ
て
、
右
の
肩
を
か
た
ぬ
ぎ
、
膝
を
地
に
つ
け
、
両
手
を
合
し
て
世
尊
に
対
面
す
る
。
大
比
丘
衆
が
注
視
す
る
中
で
行 

わ
れ
る
こ
の
阿
難
の
厳
粛
な
身
振
り
は
、
古
代
の
香
り
を
た
た
え
て
、
ひ
と
つ
の
ド
ラ
マ
が
始
ま
る
前
の
あ
の
緊
張
を
孕
ん
で
い
る
。

三

大

疑

現

前

『
大
無
量
寿
経
』

の
プ
ロ 

ロ
ー
グ
に
お
け
る
釈
尊
と
阿
難
の
出
会
い
は
ド
ラ
マ
的
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
対
話
を 

検
討
す
る
と
き
、

『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
典
の
性
格
と
意
図
が
お
の
ず
と
領
解
さ
れ
る
。

こ
の
釈
尊
と
阿
難
の
対
話
の
一
節
に
つ
き
、
中
国
の
経
典
学
者
は
、
い
く
つ
か
の
段
落
を
ほ
ど
こ
し
た
。
嘉
祥
は
、
『
無
量
寿
経
義
疏
』 

に
、

「初
如
来
現
相
、
二
阿
難
問
、
三
仏
検
其
問
意
、
四
奉
答
、
五
答
所
疑
仏
開
発
宗
」
と
五
段
に
分
け
て
い
る
。
憬
興
は
、

『
無
量
寿 

経
述
文
賛
』
に
、

「第
一
、
問
仏
顕
相
、
第
二
、
審
問
所
以
、
第
三
、
彰
問
自
請
、
第
四
、
歎
問
勅
許
、
第
五
、
阿
難
欲
聞
、
第
六
、
如 

来
広
説
」
と
六
段
に
分
け
て
い
る
。
浄
影
は' 

『
無
量
寿
経
義
疏
』
に
、

「第
一
段
、
如
来
現
相
発
起
、
第
二
段' 

阿
難
請
問
、
第
三
段
、
 

仏
弟
子
阿
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九
二 

如
来
審
問
、
第
四
段
、
阿
難
実
答
、
第
五
段
、
勅
聴
許
説
、
第
六
段
、
阿
難
奉
勅
」
の
六
段
に
分
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
典
学
者
の
科 

文
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
 

阿
難
と
釈
尊
の
対
話
は
、
問
い
と
答
え
の
展
開
で
あ
り' 

こ
の
問
答
往
復
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
 

『
大 

無
量
寿
経
』
が
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
仏
教
が
、
端
的
に
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
常
随
昵
近
の
侍
者
と
し
て
釈
尊
に
仕
え
て
き
た
阿
難
は' 

自
分
が
か
つ
て
見
た
こ
と
の
な
い
光
に
満
ち
た
釈
尊
の
尊
容
を
拝
す 

る
。
そ
の
光
は
な
に
ゆ
え
な
の
か
。
座
よ
り
起
っ
た
阿
難
は
、
聴
衆
を
代
表
し
て
、
い
ま
ま
の
あ
た
り
に
見
る
不
可
思
議
な
る
仏
の
相
好 

に
つ
い
て'

驚
き
の
念
を
も
っ
て
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
驚
き
が' 

『
大
無
量
寿
経
』
開
説
の
端
緒
を
開
く
の
で
あ
る
。
 

今
日
、
世
尊
、
諸
根
悦
予
し
姿
色
清
浄
に
し
て
、
光
顔
魏
巍
と
ま
し
ま
す
。
明
ら
か
な
る
浄
鏡
の
表
裏
に
影
惕
す
る
が
ご
と
し
。
威 

容
顕
曜
に
し
て
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
な
り
。
未
だ
曾
て
瞻
覩
せ
ず
。
殊
妙
な
る
こ
と
今
の
ご
と
く
ま
し
ま
す
を
ば
。
 

諸
根
悦
予
、
姿
色
清
浄
、
光
顔
巍
巍
の
三
句
に
、
阿
難
の
驚
き
は
尺
さ
れ
て
い
る
。
長
い
間
釈
尊
に
仕
え
、
真
実
の
仏
に
遇
い
た
い
と 

願
っ
た
阿
難
は
、

一
点
の
曇
り
も
な
い
鏡
の
よ
う
に
清
浄
な
釈
尊
の
姿
を
拝
見
し
て
大
き
な
感
動
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
阿
難 

の
驚
き
は
、

「光
」
と
の
出
会
い
と
い
う
形
で
説
か
れ
て
い
る
。
阿
難
の
眼
に' 

釈
尊
は
、

「光
の
人
」
と
し
て
映
じ
て
い
る
。
 

「光
」
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
、

「闇
」
が
晴
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
師
に
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
 

自
己 

の
無
明
が
破
ら
れ
る
と
い
う
体
験
に
他
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
法
然
に
出
会
っ
た
親
鸞
は
、
そ
の
よ
う
な
体
験
を
も
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
 

親
鸞
の
眼
に' 

法

然

は

「光
の
人
」
と
し
て
映
じ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

「智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り
本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て
」 

「源
空
存
在 

せ
し
と
き
に
金
色
の
光
明
は
な
た
し
む
」 

「源
空
光
明
は
な
た
し
め
門
徒
に
つ
ね
に
み
せ
し
め
き
」 

「本
師
源
空
の
お
わ
り
に
は
光
明
紫 

雲
の
ご
と
く
な
り
」(
『高
僧
和
讃
』)

と
歌
っ
た
の
で
あ
る
。

親,
鸞
は
、
そ
の
著
作
の
中
で' 

阿
難
に
つ
い
て
直
接
に
言
及
し
て
は
い
な
い
が
、
阿
難
に
深
く
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
違
い
な 

い
。

『
教
行
信
証
』
教
巻
は
、

『
無
量
寿
経
』

の
発
起
序
の
一
節
を
全
面
的
に
引
用
し
て
、

「真
実
教
を
顕
わ
す
明
証
」
と
し
て
い
る
。



こ
の
事
実
か
ら
も
、
私
は
、
親
鸞
が
阿
難
の
問
い
を
わ
が
問
い
と
し
、
阿
難
に
お
け
る
光
の
体
験
を
わ
が
体
験
の
上
に
映
し
み
て
『
教
行 

信
証
』
を
執
筆
し
て
い
る
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。

筆
端
思
わ
ぬ
方
向
に
及
ん
だ
が
、
注
意
さ
れ
る
の
は
、
阿
難
の
驚
き
は
、
阿
難
を
し
て
即
座
に
無
量
寿
仏
へ
の
帰
依
に
向
わ
せ
ず
に
、
 

阿
難
を
更
に
深
い
問
い
の
中
に
沈
め
た
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
阿
難
の
驚
き
を
次
の
よ
う
に
詠
っ
た
。

尊
者
阿
難
座
よ
り
た
ち

世
尊
の
威
光
を
瞻
仰
し

生
希
有
心
と
お
ど
ろ
か
し

未
曾
見
と
ぞ
あ
や
し
み
し(
『浄
土
和
讃
』)

驚
き
と
は
、
非
日
常
的
な
も
の
の
日
常
へ
の
到
来
で
あ
り
、
異
質
体
験
で
あ
る
。
驚
き
の
生
ず
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
信
仰
の
発
起
す
る 

根
が
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
驚
き
の
な
い
と
こ
ろ
に
は' 

信
仰
は
起
り
え
な
い
。
驚
き
は
、
信
仰
に
お
け
る
重
大
な
契
機
で
あ
る
。
聖
書

的
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
驚
き
に
は
、
究
極
的
に
二
つ
の
形
態
、
す
な
わ
ち
「驚
い
て
信
ず
る
か
」 

「驚
い
て
頤
く
か
」
が
あ
る
と
い
わ 

れ
る
。
(
武
藤
一
雄
『
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
』
339
頁)

い
ま
阿
難
の
驚
き
は
、
阿
難
を
す
ぐ
信
仰
へ
と
導
か
ず
に' 

阿
難
を
頤
か
せ
て
い
る
。
阿

難
の
心
に
い
ま
大
疑
が
現
前
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
大
疑
が
、
阿
難
の
問
い
を
更
に
深
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

大

寂

定

弥

陀

三

昧

こ
の
不
可
思
議
な
異
質
体
験
に
遭
遇
し
た
阿
難
は
、
心
ひ
そ
か
に
釈
尊
の
境
涯
を
推
察
す
る
。

唯
然
り
。
大
聖
、
我
が
心
に
念
言
す
ら
く
、
今
日
、
世
尊
、
奇
特
の
法
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日' 

世
雄' 

仏
の
所
住
に
住
し
た
ま 

え
り
。
今
日
、
世
眼
、
 

導
師
の
行
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日' 

世
英' 

最
勝
の
道
に
住
し
た
ま
え
り
。
今
日
、
天
尊' 

如
来
の
徳
を 

仏
弟
子
阿
難 

九
三



九
四

行
じ
た
ま
え
り
。

仏
弟
子
阿
難
の
眼
に
映
じ
た
釈
尊
の
尊
容
は
、
五
つ
の
徳
相
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
古
来
、
こ
の
徳
相
を
五
徳
現
瑞
と
呼
ん
で
い
る
。
 

こ
の
五
徳
現
瑞
に
、
い
ま
始
め
て
出
遇
い
得
た
と
い
う
驚
き
を
、
阿
難
は
、

「今
日
」
と
い
う
語
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
表
明
し
て 

い
る
。
そ
れ
で
は
、
五
徳
現
瑞
の
内
実
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
憬
興
の
次
の
解
説
に
聞
い
て
み
よ
う
。

「今
日
世
尊
住
奇
特
法
」
と
い
う
は
、
神
通
輪
に
依
っ
て
現
じ
た
ま
う
と
こ
ろ
の
相
な
り
、
た
だ
常
に
異
な
る
の
み
に
あ
ら
ず' 

ま 

た
等
し
き
者
な
き
が
故
に
。

「今
日
世
雄
住
仏
所
住
」
と
い
う
は' 

普
等
三
昧
に
住
し
て
、
よ
く
衆
魔
，
雄
健
天
を
制
す
る
が
ゆ
え 

に
、

「今
日
世
眼
住
導
師
行
」
と
い
う
は' 

五
眼
を
導
師
の
行
と
名
づ
く
、
衆
生
を
引
導
す
る
に
過
上
な
き
が
ゆ
え
に
。

「今
日
世 

英
住
最
勝
道
」
と
い
う
は
、
仏' 

四
智
に
住
し
た
ま
う
、
独
り
秀
で
た
ま
え
る
こ
と
、
匹
し
き
こ
と
な
き
が
ゆ
え
に
。

「今
日
天
尊 

行
如
来
徳
」
と
い
う
は
、
 

す
な
わ
ち
第
一
義
天
な
り' 

仏
性
不
空
の
義
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
。

「阿
難
当
知
如
来
正
覚
」
と
い
う
は 

す
な
わ
ち
奇
特
の
法
な
り
。

「慧
見
無
碍
」
と
い
う
は' 

最
勝
の
道
を
述
す
る
な
り
。

「無
能
遏
絶
」
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
如
来 

の
徳
な
り
。(
『無
量
寿
経
述
文
賛
』)

『
大
無
量
寿
経
』

の
五
徳
現
瑞
の
段
は
、
憬
興
に
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
親
鸞
は
、

『
教
行
信
証
』
教
巻
に
右
の
一
節
を
引
用
し 

五
徳
現
瑞
を
了
解
す
る
目
安
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
の
註
釈
と
し
て
巻
末
に
付
せ
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が 

我
々
は
、
憬
興
の
釈
を
通
し
て
五
徳
の
何
た
る
か
を
推
察
す
る
手
懸
り
を
う
る
の
で
あ
る
。

『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
五
徳
は
、
異

訳

『
如
来
会
』
に
よ
れ
ば
、

「
入
大
寂
定
、
行
如
来
徳
」
の
二
徳
に
分
け
ら
れ
る
。
い
ま 

こ
の
眼
を
も
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
五
徳
現
瑞
を
釈
す
れ
ば
、
五
德
の
う
ち
、
前
四
徳
は
、
住
徳
と
し
て
仏
の
大
寂
定
を
示
し
、
第
五 

徳
は
、
行
徳
と
し
て
如
来
行
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
大
寂
定
と
は
、
三
味
の
異
名
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
如
来
の
徳 

は' 

根
源
的
に
は
、
す
べ
て
第
二
徳
の
「仏
の
所
住
」
か
ら
等
流
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
昧
に
入
れ
ば
こ
そ
、
世
尊
は
、
様
々
な
奇
特
の



相
を
外
に
現
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

憬
興
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
二
徳
は
、
普
等
三
昧
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
普
等
三
昧
と
は
、
普
く
十
方
に
三
世
の
諸
仏
を
見
る
三
昧 

で
あ
る
。
普
等
三
昧
の
語
は' 

『
大
無
量
寿
経
』

の
な
か
で
は
、
第
四
十
五
願
に
出
て
、
こ
こ
で
は
「他
方
国
土
の
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
衆
、
 

我
が
名
字
を
聞
き
て
、
み
な
こ
と
ご
と
く
普
等
三
昧
を
逮
得
せ
ん
。
こ
の
三
昧
に
住
し
て' 

成
仏
に
至
る
ま
で
、
常
に
無
量
不
可
思
議
の 

一
切
の
諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
ら
ん
」
と
誓
わ
れ
て
い
る
。

『
観
無
量
寿
経
』

の
真
身
観
に
は
、

「
こ
の
事
を
見
れ
ば' 

す
な
わ
ち
十
方
一 

切
の
諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
。
諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
念
仏
三
昧
と
名
づ
く
」
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
念
仏
三 

昧
と
は
見
仏
三
昧
で
あ
り
、
普
等
三
昧
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

釈
尊
が
こ
の
普
等
三
昧
に
入
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
『
大
無
量
寿
経
』
開
説
の
予
兆
で
あ
る
。
お
よ
そ
経
を
開
説
せ
ん
と
す
る
場
合 

釈
尊
は
必
ら
ず
三
昧
に
入
ら
れ
る
。

『
華
厳
経
』
開
説
に
あ
た
っ
て
、
仏
は
華
厳
三
昧
に
入
ら
れ
た
。

『
大
無
量
寿
経
』
証
信
序
に
は' 

「仏
の
華
厳
三
昧
を
得
、

一
切
の
経
典
を
宣
暢
し
演
説
す
。
深
定
門
に
住
し
て
こ
と
ご
と
く
現
在
の
無
量
の
諸
仏
を
覩
た
て
ま
つ
る
」
と 

説
か
れ
て
い
る
。

『
法
華
経
』
開
説
の
釈
尊
も
無
量
義
処
三
昧
に
入
ら
れ
た
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

『
大
無
量
寿
経
』
を
説
か
ん
と
す 

る
に
あ
た
っ
て
、
釈
尊
は
普
等
三
昧
に
入
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
普
等
三
昧
が
や
が
て
阿
弥
陀
の
世
界
を
開
示
す
る
三
昧
に
等
し
い
も 

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
大
寂
定
弥
陀
三
昧
に
他
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
い
ま
阿
難
の
眼
前
に
あ
る
釈
尊
は
、
そ
の
ま
ま
永
遠
な
る
弥
陀 

が' 

釈
尊
の
身
体
を
通
し
て
現
じ
て
来
た
姿
だ
と
言
え
る
。

こ
の
大
寂
定
弥
陀
三
昧
に
入
っ
た
釈
尊
の
姿
を
拝
見
し
た
阿
難
は
、

「預
め
仏
意
を
知
る
」
(
『
平
等
覚
経
』)

が
ゆ
え
に
、
経
を
開
説
せ 

ん
と
す
る
兆
を
予
感
し
て
い
る
。

去
・
来
・
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
相
念
じ
た
ま
え
り
。
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
こ
と
な
き
こ
と
を
得
ん
や
。
何
が
ゆ
え
ぞ
威
神 

光
光
た
る
こ
と
乃
し
爾
る
。

仏
弟
子
阿
難 

九
五
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仏
仏
相
念
と
は
、
三
世
十
方
の
諸
仏
が
互
に
相
念
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
伽
耶
城
に
応
現
し
た
釈
尊
は
、
今
諸
仏
を
念
じ
て
い
る
に
違
い 

な
い
、
と
阿
難
は
確
信
し
て
い
る
。
阿
難
は
、
歴
史
の
内
に
あ
る
仏
が
、
歴
史
を
超
え
て
、
真
実
報
身
の
仏
、
す
な
わ
ち
諸
仏
の
称
揚
す 

る
阿
弥
陀
如
来
と
感
応
道
交
し
て
い
る
様
を
窺
い
、
ま
さ
に
経
の
開
説
さ
れ
ん
兆
を
予
感
す
る
の
で
あ
る
。
 

阿
難
は
、
こ
の
よ
う
に
仏
仏
相
念
す
る
釈
尊
の
内
景
を
念
言
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
阿
難
み
ず
か
ら
も
、
や
は
り
仏
仏
相
念
の 

精
神
界
の
う
ち
に
包
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
阿
難
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

「
そ
れ
は
い
は
ゆ
る
現
在
の
仏
と
未
来
の
仏
と
の
仏
仏
相
念
で
あ
る
」(
曾
我
量
深
『
大
無
量
寿
経
聴
記
』)

。
し
か
し
阿
難
の
驚
き
は
、
ま
だ 

疑
惑
を
伴
っ
て
い
る
。

「何
が
ゆ
え
ぞ
威
神
光
光
た
る
こ
と
乃
し
爾
る
」
。

阿
難
は
、

こ
の
よ
う
に
釈
尊
に
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の 

で
あ
る
。

五

仏

陀

の

反

問

阿
難
の
念
言
を
聞
き
留
め
た
釈
尊
は
、
そ
の
問
い
が
自
発
的
な
問
い
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
他
者
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
だ
け
の
非
主
体 

的
な
問
い
で
あ
る
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
確
か
め
る
。
そ
こ
に
、
真
理
を
求
め
る
者
へ
の' 

厳
し
い
釈
尊
の
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き 

る
。
す
な
わ
ち
釈
尊
は
、
 

阿
難
の
問
い
に
は
即
座
に
答
え
ず
、
次
の
よ
う
に
反
問
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
世
尊
、
阿
難
に
告
げ
て
日
わ
く
。

「
云
何
ぞ
阿
難
、
 

諸
天
の
汝
を
教
え
て
仏
に
来
し
問
わ
し
む
る
や
。
自
ら
慧
見
を
も
っ
て 

威
顔
を
問
い
た
て
ま
つ
る
や
。
」

問
い
に
答
え
る
に
先
立
ち
、 

釈
尊
が
確
か
め
る
の
は
、 

阿
難
の
問
い
の
主
体
性
如
何
で
あ
る
。

一
体
、
阿
難
の
問
い
は
、 

自
ら
の
直
接 

の

「慧
見
」
な
の
か
ど
う
か
。
釈
尊
の
吟
味
す
る
点
は
そ
こ
に
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
間
接
的
な
問
い
で
あ
れ
ば
、

「臆
見
」
と
も
い
う
べ 

き
で
あ
る
。



経
は
、
自
発
的
に
聞
か
ん
と
欲
す
る
者
の
上
に
の
み
開
か
れ
る
。
釈
尊
は
、

『
法
華
経
』
を
説
か
れ
る
霊
山
会
上
に
お
い
て
、
増
上
慢 

の
比
丘
た
ち
の
退
座
を
黙
然
と
し
て
見
送
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
上
に
真
摯
な
聞
法
の
態
度
を
見
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ 

え
釈
尊
は
、
直
接
の
対
話
者
で
あ
る
舎
利
弗
の
聞
法
の
心
構
え
を
三
度
ま
で
も
確
め
て
、
し
か
る
後
に
、
そ
の
志
の
堅
強
な
る
を
見
て
、
 

始
め
て
金
口
を
開
き
、

「汝
あ
き
ら
か
に
よ
く
聞
け
」
と
語
り
始
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
釈
尊
の
精
神
は
、
仏
教
そ
の
も
の
の
伝
統
で
あ
る
。
た
と
え
ば
龍
樹
は
、

『
十
住
毘
婆
娑
論
』

の
な
か
で
、
易
行
道
を
開 

く
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
求
め
る
者
の
態
度
を
先
づ
も
っ
て
厳
し
く
問
い
正
す
。
不
退
を
得
た
い
が
難
行
の
道
は
及
び
難
い
、
何
か
易
行 

の
道
は
な
い
か
、
と
求
め
る
者
に
対
し
て
、
そ
れ
は
丈
夫
志
幹(

菩
薩)

の
言
う
こ
と
で
は
な
い
、
獰
弱
怯
劣
の
者
の
言
う
こ
と
だ
と
叱 

っ
て
い
る
。
易
行
の
道
を
即
座
に
指
し
示
さ
ず
、
叱
正
し
た
上
で' 

不
退
を
求
め
る
者
に
対
し
て
称
名
の
道
を
説
く
の
で
あ
る
。
 

い
ま
阿
難
は
、
釈
尊
の
反
問
に
対
し
て
、
自
ら
の
問
い
が
決
し
て
、

「諸
天
」
と
い
う
よ
う
な
他
者
に
促
さ
れ
て
発
起
し
た
問
い
で
は 

な
く
、
真
に
自
発
的
・
主
体
的
な
問
い
で
あ
る
こ
と
を
確
言
す
る
。

阿
難
、
仏
に
白
さ
く
、

「諸
天
の
来
り
て
我
に
教
う
る
者
、
あ
る
こ
と
な
し
。
自
ら
所
見
を
も
っ
て
こ
の
義
を
問
い
た
て
ま
つ
る
の 

み
」
と
。

釈
尊

の

「光
瑞
希
有
」(
『如
来
会
』)

な
る
相
を
不
思
議
に
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
が
故
に
、
私
は
問
い
た
て
ま
つ
る
の
で
あ
る
。
そ
う 

阿
難
は
答
え
る
。
そ
の
答
え
を
確
か
め
た
釈
尊
は
、
阿
難
の
問
い
を
次
の
よ
う
に
褒
め
讃
え
る
。

仏
言
わ
く
、

「善
き
か
な
や
。
阿
難
。
問
い
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
、
甚
だ
快
し
。
深
き
智
慧
・
真
妙
の
弁
才
を
発
し
て
衆
生
を
愍
念 

し
て
こ
の
慧
義
を
問
え
り
。
」

こ
の
一
節
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
釈
尊
の
阿
難
を
褒
め
る
理
由
が
、
阿
難
の
問
い
が
全
衆
生
を
荷
負
し
た
問
い
で
あ
る
と
い
う
点
に 

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
釈
尊
の
眼
に
映
じ
る
阿
難
は
、
た
ん
に
山
上
の
対
告
衆
を
代
表
す
る
存
在
で
は
な
い
。
十
方
衆
生
、
群
前
を
代
表
す 

仏
弟
于
阿
難 
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九
八 

る
存
在
で
あ
る
。
普
等
三
昧
に
入
っ
た
釈
尊
は
、
諸
仏
を
代
表
し
、
阿
難
は
、
ど
こ
ま
で
も
衆
生
に
徹
し
て
、
群
萌
を
代
表
す
る
。
両
者 

の
問
答
は
、
そ
の
ま
ま
法
界
と
衆
生
界
と
の
応
答
で
あ
る
。
こ
の
機
法
対
応
す
る
と
こ
ろ
に
、

『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
経
典
の
思
想
的 

核
心
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

六 

出

世

の

大

事

阿
難
の
問
い
を
褒
め
讃
え
た
釈
尊
は
、
い
よ
い
よ
自
か
ら
の
出
世
の
本
意
を
告
げ
る
。
こ
の
釈
尊
出
世
の
本
懐
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ 

ろ
に
、

『
大
無
量
寿
経
』
序
分
の
最
大
の
目
的
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
阿
難
と
の
対
話
は
、
す
べ
て
こ
の
出
世
本
懐
を
告
げ
る
た
め
の
導 

入
で
あ
る
。

釈
尊
が
地
上
に
出
現
さ
れ
た
意
味
は
何
か
。
な
ぜ
釈
尊
は
地
上
に
出
現
さ
れ
た
の
か
。
歴
史
的
釈
尊
の
滅
後
、
仏
教
徒
の
問
う
た
こ
と 

は' 

こ
の
一
事
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
経
典
作
者
は
、
意
を
尽
し
て
そ
の
問
題
を
問
い
、
そ
れ
が
壮
大
な
経
典
文
学
の 

叙
述
と
な
っ
て
開
花
し
た
。
し
た
が
っ
て
仏
教
の
経
典
は
、
全
体
が
釈
尊
出
世
の
意
義
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
と
同
時
に' 

釈
尊
出
世
の 

意
義
に
対
す
る
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
今
『
大
無
量
寿
経
』
は
、
釈
尊
出
世
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
説
示
す
る
。

如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
う
。
世
に
出
興
し
た
ま
う
所
以
は' 

道
教
を
光
闡
し
て' 

群
前
を
拯
い
恵
む
に 

真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。
無
量
億
劫
に
値
い
た
て
ま
つ
る
こ
と
難
く
、
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
難
し
。
霊
瑞
華
の
、
 

時
あ
っ
て
時
に
乃
し
出
ず
る
が
ご
と
し
。

こ
の
一
節
の
鍵
と
な
る
語
は
、

「群
萌
」
の
一
字
で
あ
る
。
釈
尊
の
出
世
の
本
意
は
、
決
し
て
特
定
の
選
ば
れ
た
も
の
の
た
め
に
で
は 

な
く
、
ま
さ
に
大
地
に
密
生
す
る
雑
草
の
ご
と
き
「群
前
」
の
た
め
に
、
道
を
開
示
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
い 

か
な
る
「群
萌
」
の
上
に
も
成
就
す
る
道
、

「真
実
の
利
」
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
を
受
け
て
、

『
大
無
量
寿
経
』
は
、
阿



弥
陀
仏
の
本
願
に
お
い
て
開
顕
さ
れ
た
名
号
に
、

「群
前
」
の
依
る
べ
き
大
道
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
釈
尊
の
出
世
本
懐
は
、
ま
さ
に
仏 

の
名
号
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 

こ
の
経
典
の
本
論
た
る
正
宗
分
に
は' 

仏
願
の
生
起
本
末
が
詳 

細
に
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、

『
大
無
量
寿
経
』

の
釈
尊
観
が
あ
り' 

大
乗
的
な
仏
教
観
が
あ
る
。

い
ま
阿
難
は
、
そ

の

「群
萌
」
の
代
表
者
と
し
て' 

釈
尊
の
説
法
を
聴
聞
す
る
。

「時
あ
っ
て
時
に
乃
し
出
ず
る
」
霊
瑞
華
の
よ
う
に 

ま
さ
に
阿
難
の
上
に
、
釈
尊
の
説
教
の
好
機
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。
嘩
啄
同
時
と
言
わ
れ
る
。
枝
の
一
葉
が
落
ち
る
に
も
、
さ
る
べ
き 

宿
縁
の
催
し
が
あ
る
。

「若
妄
に
仏
辺
に
在
り
て
仏
に
侍
せ
し
に
あ
ら
ず
」
(
『
平
等
覚
経
』)

。

長
年
給
侍
し
て
き
た
阿
難
に
対
し
て
、
釈 

尊
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
阿
難
よ' 

お
前
が
私
の
側
に
あ
っ
て
聞
法
し
て
き
た
の
は
無
駄
で
は
な
か
っ
た' 

ま
さ
に
お
前
一
人
に 

道
を
説
か
ん
が
為
に
私
は
こ
の
世
に
生
れ
た
の
だ
——

と
。
こ
こ
に
釈
尊
は
、
出
世
の
本
腹
を
表
明
す
る
。
と
同
時
に
、
阿
難
は' 

釈
尊 

出
世
の
意
義
を
感
得
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
か
ら
の
出
世
の
一
大
事
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
自
覚
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
釈 

尊
が
い
く
ら
説
法
師
子
吼
し
て
も
、
聞
く
者
に
と
っ
て
は
空
語
に
過
ぎ
な
い
。

自

己

の

「群
胡
」
性
を
自
覚
す
る
者
に
と
っ
て
の
み
、

『
大
無
量
寿
経
』

の
教
説
は
響
き
う
る
。
そ
の
自
覚
を
く
ぐ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
 

親
鸞
は
、

「
そ
れ
、
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
」(
「教
巻
」)

と
叫
ば
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

「群 

萌
」
の
自
覚
を
通
し
て
、
親
鸞
は
如
来
の
祈
り
に
触
れ
た
。
そ
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
と
の
出
遇
い
を
、
万
劫
の
初
事
と
し
て
、
自
か
ら 

の
出
世
の
大
事
に
目
覚
め
た
。
こ
こ
に
親
鸞
の
生
存
の
自
覚
的
基
点
が
あ
り
、
生
存
の
方
向
と
使
命
が
決
定
さ
れ
た
。
 

機
教
相
応
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
周
利
槃
特̂

^
1
^
0

故
事
が
示
す
よ
う
に
、
仏
は
機
根
に
応
じ
て
教
を
説
か
れ
る
。

『
大
無
量 

寿
経
』
は
、
濁
世
に
喘
ぐ
「群
萌
」
に
道
を
示
す
と
こ
ろ
に
、
如
来
出
世
の
唯
一
の
目
的
が
あ
る
と
説
く
。
そ
の
道
と
は
、
念
仏
成
仏
の 

道
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て

「群
前
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、

一
人
一
人
の
生
身
の
人
間
で
あ
る
。
そ
の
一
人
の
胸
の
内
に
、
教
が
徹
到 

し
、
光
と
な
ら
な
け
れ
ば' 

如
来
の
出
世
も
虚
し
く
終
る
。

『
大
無
量
寿
経
』
は
、
そ
の
群
前
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
、
阿
難
を
登
場 

仏
弟
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阿
難 
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6
0

さ
せ
た
の
で
あ
る
。

七

願

楽

欲

聞

阿
難
の
問
い
を
受
け
た
釈
尊
は
、
そ
の
問
い
が
阿
難
の
個
人
的
な
問
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、

一
切
衆
生
を
利
益
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
讃 

え
、
如
来
の
絶
対
無
限
力
を
明
ら
か
に
し
て
、
愈

々

『
大
無
量
寿
経
』
の
真
意
を
説
き
出
さ
ん
と
告
げ
る
。

今
、
問
え
る
と
こ
ろ
は
饒
益
す
る
と
こ
ろ
多
し
。

一
切
の
諸
天
・
人
民
を
開
化
す
。
阿
難
、
当
に
知
る
べ
し
、
如
来
の
正
覚
、
そ
の 

智
量
り
難
く
し
て
。
導
御
し
た
ま
う
と
こ
ろ
多
し
。
慧
見
無
碍
に
し
て
、
能
く
遏
絶
す
る
こ
と
な
し
。

一
餐
の
力
を
も
っ
て
、
能
く 

寿
命
を
住
め
た
ま
う
こ
と
、
 

億
百
千
劫
無
数
無
量
に
し
て
、
ま
た
こ
れ
よ
り
も
過
ぎ
た
り
。
諸
根
悦
予
し
て
も
っ
て
毀
損
せ
ず
。
姿 

色
変
ぜ
ず
。
光
顔
異
な
る
こ
と
な
し
。
所
以
は
何
ん
と
な
れ
ば' 

如
来
は
定
・
慧
、
究
惕
し
た
ま
え
る
こ
と
極
ま
り
な
し
。

一
切
の 

法
に
お
い
て
自
在
を
得
た
ま
え
り
。
阿
難
、
あ
き
ら
か
に
聴
け
。
今
、
汝
が
た
め
に
説
か
ん
。

釈
尊
は
、
阿
難
の
背
後
に
一
切
の
諸
天
人
民
を
見
て
い
る
。
右
の
一
節
は
、
神
話
的
な
叙
述
の
た
め
に
、
現
実
性
が
乏
し
い
よ
う
に
も 

思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
こ
で
釈
尊
の
説
く
こ
と
は
、
如
来
の
永
遠
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
釈
尊
は
、
無
常
な
る
肉
身
に
固
執
し
、
永
遠
常
住 

な
る
法
に
無
自
覚
な
者
に
対
し
て
、
無
限
者
た
る
法
に
目
覚
め
よ
、
と
誡
め
る
の
で
あ
る
。

『
般
泥
追
経
』(
上)

や
小
乗
の
『
大
般
涅
槃
経
』(
中)

に
依
れ
ば
、
釈
尊
の
入
滅
の
近
い
こ
と
を
知
っ
た
阿
難
は
、
悶
え
悩
ん
で
堪
え 

き
れ
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
つ
阿
難
を
、
対
告
者
に
選
ん
で
、
 

如
来
の
永
遠
性
が
説
か
れ
る
の 

で
あ
る
。
こ
こ
に
『
大
無
量
寿
経
』

の
ひ
と
つ
の
思
想
的
な
意
図
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ま
釈
尊
は
、
わ
が
述
べ
る
法
を
聴
け
、
と
阿
難
に
告
げ
、
阿
難
は
、
徹
底
し
た
「聞
」
の
姿
勢
に
立
っ
て
次
の
よ
う
に
応
え
る
。
 

対
え
て
日
わ
く
、

「唯
然
り
。
願
楽
し
て
聞
き
た
ま
え
ん
と
欲
う
。」



釈
尊
の
説
か
ん
と
す
る
心
を
承
け
た
阿
難
は
、

「唯
然
り
」
と
心
に
頷
き
、

「願
楽
欲
聞
」
と
応
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
語
が
『
大 

無
量
寿
経
』
序
分
の
最
後
の
言
葉
で
あ
る
と
と
も
に
、

「
願
楽
欲
聞
」
が
流
通
分
に
至
る
ま
で
の
阿
難
の
一
貫
し
た
姿
勢
に
な
る
。
阿
難 

の
問
い
は
、
い
ま
始
め
て
「願
楽
欲
聞
」
の
心
に
ま
で
深
化
す
る
。
願
・
楽
・
欲
の
三
字
は
、
い
ず
れ
も
「
ネ
ガ
ウ
」
と
い
う
意
味
を
も 

っ
て
い
る
。
聞
と
い
う
一
字
の
前
に
、

「
ネ
ガ
ウ
」
を
意
味
す
る
同
義
語
が
三
字
付
け
ら
れ
て
い
る
。
経
典
訳
者
の
康
僧
鎧
は
、
こ
の
措 

辞
を
通
し
て
、
い
ま
発
起
し
た
阿
難
の
強
烈
な
聞
法
心
を
表
現
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

最

初

「問
」
か
ら
出
発
し
た
阿
難
は
、
「聞
」
へ
と
進
展
す
る
。
釈
尊
の
五
徳
現
瑞
を
拝
見
し
た
阿
難
は
、
驚
き
と
疑
い
の
中
か
ら
「問
」 

を
発
す
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
驚
き
と
疑
い
は' 

「聞
」

へ
と
昇
華
さ
れ
る
。

「問
」
は
自
己
抛
棄
の
「聞
」
に
転
換
さ
れ
て 

自

己

は

「無
」
に
な
り
き
り
、

「聞
」
に
な
り
き
る
の
で
あ
る
。
だ
が
阿
難
に
は' 

「
問
」
な
く
し
て
、

「聞
」
が
生
じ
る
こ
と
は
で
き 

な
か
っ
た
。

「問
」
か

ら

「聞
」
が
開
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
自
発
的
な
「問
」

の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、

「聞
」
も
生
れ
な
い
の
で
あ 

る
。

『
大
無
量
寿
経
』
発
起
序
は
、
こ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

ハ
立
ち
上
が
る
阿
難

以
上
、
私
は
、
発
起
序
の
講
読
を
通
し
て
、

『
大
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
阿
難
の
存
在
意
義
を
尋
ね
た
の
で
あ
る
が
、
正
宗
分
の
な
か 

に
入
っ
て
か
ら
は
、
阿
難
は
、
多
く
の
問
い
を
発
す
る
こ
と
は
な
い
。
ほ
ぼ
沈
黙
し
て
、
釈
尊
の
説
か
れ
る
仏
願
の
生
起
・
本
末
の
物
語 

に
耳
を
傾
け
る
。
そ
の
間
の
阿
難
の
二
三
の
問
い
は
、
も
は
や
疑
惑
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。

「我
こ
の
法
を
疑
わ
ず
。
但
将
来
の 

衆
生
の
、
そ
の
疑
惑
を
除
か
ん
と
欲
う
が
た
め
の
ゆ
え
に
、
こ
の
義
を
問
い
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
言
葉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
阿
難
の 

「
問
い
」
は
、
群
前
の
地
平
か
ら
発
せ
ら
れ
る
問
い
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
釈
尊
よ
り
仏
願
の
生
起,

本
末
の
物
語
を
聞
き
進
ん
だ
阿
難
は
、
最
終
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
姿
に
お
い
て
描
か
れ
る
で 

仏
弟
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阿
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6
 
二 

あ
ろ
う
か
。
正
宗
分
の
終
り
に
近
い
と
こ
ろ
に
見
え
る
次
の
一
節
は
、
本
願
の
仏
者
と
し
て
誕
生
し
た
阿
難
の
姿
を
象
徴
的
に
表
現
し
て 

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

仏

・
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
、

「汝
、
起
ち
て
更
に
衣
服
を
整
え
合
掌
恭
敬
し
て
、
無
量
寿
仏
を
礼
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
十
方
国 

土
の
諸
仏
如
来' 

常
に
共
に
か
の
仏
の
無
着
無
碍
に
ま
し
ま
す
を
称
揚
し
讃
歎
し
た
ま
う
。
」
 

こ
こ
に
阿
難
起
ち
て
衣
服
を
整
え
、
身
を
正
し
く
し
面
を
西
に
し
て
恭
敬
し
合
掌
し
て
五
体
を
地
に
投
げ
て
、
無
量
寿
仏
を
礼
し
た 

て
ま
つ
り
て
白
し
て
言
さ
く
、

「世
尊
、
願
わ
く
は
、
か
の
仏
・
安
楽
国
土
お
よ
び
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
，
声
聞
大
衆
を
見
た
て
ま
つ 

ら
ん
」
と
。

こ
の
語
を
説
き
已
り
て
、
す
な
わ
ち
の
時
に
無
量
寿
仏
、
大
光
明
を
放
ち
て
普
く 

一
切
諸
仏
の
世
界
を
照
ら
し
た
ま
う
。
 

こ
こ
に
、
新
し
い
人
間
と
し
て
起
ち
上
っ
た
阿
難
、
本
願
の
仏
者
阿
難
の
誕
生
の
姿
が
窺
わ
れ
る
。
異
訳
に
は
、
阿
難
は
、
五
体
投
地 

し
て
、
阿
弥
陀
仏
を
礼
拝
し' 

同
時
に
そ
の
御
名
を
口
に
称
え
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
難
は
、
「南
無
無
量
清
浄
平
等
覚
」 

(
『
平
等
覚
経
』)

あ
る
い
は
「南
無
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
檀
」(
『大
阿
弥
陀
経
』)

と
称
え
、
そ
し
て
再
び
ま
さ
に
起
ち
上
ら
ん
と
し
た
と
こ
ろ
、
 

阿
弥
陀
仏
の
大
光
明
に
よ
っ
て
、
浄
土
と
そ
の
聖
衆
を
隈
な
く
見
せ
し
め
ら
れ
、
こ
こ
に
、
山
上
に
同
座
す
る
大
会
衆
と
と
も
に
、
感
動 

の
な
か
に
仏
名
を
称
え
た
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
称
名
の
大
合
唱
に
、
劇
的
な
ク
ラ
イ
マ
ヅ
ク
ス
の
光
景
が
表
現
さ
れ
る
。
 

い
ま' 

『
大
無
量
寿
経
』

の
表
面
に
は
、
阿
難
が
仏
名
を
称
え
た
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
だ
が
釈
尊
の
説
法
を
聞
き
、
弥
陀
の
大
悲 

に
目
覚
め
た
阿
難
が
、
念
仏
者
と
し
て
起
ち
上
っ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
念
仏
者
と
し
て
起
ち
上
っ
た
阿
難 

の
姿
に
、
私
は
、

『
大
無
量
寿
経
』

の
結
論
を
見
る
思
い
が
す
る
。
ち
な
み
に
阿
難
の
別
名
は
、

「歓
喜
・
慶
喜
」
で
あ
る
。


