
浄
土
三
経
の
底
に
流
れ
る
も
の稲 

葉 

秀 

賢

一

凡
そ
浄
土
三
経
の
底
に
は
地
ひ
び
き
に
似
た
人
間
の
呻
き
が
流
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
言
葉
に
な
ら
ぬ
地
底
の
呻
き
で
あ
り
、
人
間
存
在 

の
歎
き
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』

の
総
序
に
、
難
度
海
と
云
い
、
無
明
闇
と
教
え
ら
れ
た
の
は
、
宗
祖
の
体
験
に
あ
ら
わ
れ
た
人
間
存
在 

の
呻
き
で
あ
る
。
こ
の
呻
き
の
な
か
で
こ
そ
、
 

難
思
の
弘
誓
が
「親
鸞
一
人
」
が
た
め
と
響
き
無!!
寺
の
光
明
が
無
明
の
闇
を
破
す
る
の
で 

あ
る
。

『
大
経
』
が
如
来
の
本
願
を
説
く
を
経
の
宗
致
と
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
呻
き
が
ま
た
浄
邦
の
縁
と
な
り
、
浄
業 

の
機
と
彰
は
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
観
経
』
の
教
説
は
韋
提
希
が
「濁
悪
の
世
」
と
い
っ
た
人
間
存
在
の
地
底
か
ら
興
っ
た
も
の
と
云
わ 

ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
こ
と
に
王
舎
域
の
悲
劇
は
我
々
の
日
常
生
活
と
異
る
特
殊
な
事
件
で
は
な
く
て
、
日
常
生
活
の
底
に
流
れ
る
人
間
存
在 

の
悲
し
み
を
表
現
せ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
か
く
の
如
き
苦
悩
の
群
萌
を
救
い
、
逆
謗
闡
提
の
為
に
恵
ま
る
ゝ
も
の
は
た
だ
円 

融
至
徳
の
嘉
号
よ
り
外
に
な
い
。

『
阿
弥
陀
経
』
は
ま
こ
と
に
名
号
の
不
可
思
議
功
徳
を
説
き
給
え
る
も
の
で
あ
る
。
智
慧
第
一
の
舎
利 

弗
は
自
ら
の
智
慧
、
自
力
の
は
か
ら
い
を
捨
て
ゝ
ひ
た
す
ら
教
説
に
聞
き
入
っ
て
い
る
。
無
問
自
説
の
経
と
云
は
る
ゝ
所
以
で
あ
る
。
然 

も
そ
れ
は
智
慧
第
一
の
舎
利
弗
に
し
て
始
め
て
証
知
せ
る
無
心
の
境
で
あ
っ
て
、
小
心
の
思
惟
分
別
に
纏
縛
せ
ら
れ
る
愚
悪
の
凡
小
に
と 

浄
土
三
経
の
底
に
流
れ
る
も
の 

二
入
九



ニ
九
〇 

っ
て
は
、
近
く
し
て
然
も
遠
い
難
信
の
法
で
あ
る
。
易
往
の
大
道
は
開
か
れ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
無
人
な
る
所
以
は
、
浅
小
な
は
か
ら
い 

の
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間
の
深
い
愚
痴
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

宗
祖
は
『
一
念
多
念
文
意
』(

二
五
右)

に 

凡
夫
と
い
ふ
は
、
无
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち-
^
-

て
欲
も
お
ほ
く
、
い
か
り
、
は
ら
た
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
ゝ
ろ
お
ほ
く 

ひ
ま
な
く
し
て' 

臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と£

ま
ら
ず
、
き
え
ず
た
え
ず
と 

と
釈
し
て
い
ら
れ
る
が
、

「わ
れ
ら
が
身
に
み
ち
」
み
て
る
無
明
煩
悩
こ
そ
、
浄
土
の
三
経
が
興
起
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
基
盤
で
あ
る
。
 

ま
こ
と
に
無
明
の
底
か
ら
湧
き
上
る
煩
悩
の
ひ£

き
が
、
大
地
を
動
か
す
地
ひ
ヾ
き
を
た
て
ゝ
い
る
の
で
あ
る
。
殊
に
三
経
に
つ
い
て
恣 

意
な
思
惟
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

『
大
経
』

の
基
盤
に
な
る
の
は
貪
欲
で
あ
り
、

『
観
経
』

の
地
底
を
な
す
も
の
が
瞋
恚
で
あ
り
、

『
小 

経
』

の
主
軸
と
な
る
も
の
は
愚
痴
で
あ
る
と
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
尤
も
三
毒
の
煩
悩
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
各
別
に
存
在
す
る
も
の 

で
は
な
く
て
、
三
毒
は
互
に
相
成
す
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
、

『
大
経
』
は
貪
欲
を
基
盤
と
す
る
と
い
っ
て
も
、
瞋
恚
や 

愚
痴
を
除
く
も
の
で
な
い
ば
か
り
か' 

却
っ
て
貪
欲
の
故
に
瞋
恚
を
お
こ
し
、
瞋
恚
の
故
に
愚
痴
に
陥
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ 

る
。
然
し
そ
れ
ぐ
の
教
説
の
基
盤
に
な
る
も
の
を
か
く
の
如
く
規
定
し
て
、
三
経
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
ら
わ
さ
ん
と
せ
ら
れ
る
意
趣
を
明 

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

蓋

し

「欲
は
苦
の
本
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
仏
陀
釈
迦
牟
尼
の
人
生
観
の
基
本
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
欲
は
身
心
両
面
に
亘
り
、
五
欲
の 

教
説
と
な
る
。
然
も
欲
が
苦
の
本
と
な
る
の
は
、
貪
る
か
ら
で
あ
る
。
譬
え
ば
命
欲
の
如
き
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
も 

生
か
さ
れ
た
と
い
う
歓
び
を
以
て
、
受
持
せ
ら
れ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
生
を
明
る
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
幾
歳
に
な
っ
て
も 

足
ら
ぬ
と
い
う
心
で
生
き
る
人
は
醜
い
ば
か
り
か
、
自
ら
限
り
な
い
苦
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
貪
る
心
は
不
足
と
思
う
心
で
あ
っ
て
、
 

そ
れ
が
人
生
苦
の
根
抵
を
な
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
不
足
と
思
う
貪
し
さ
が
難
度
海
を
形
成
し' 

無
明
の
闇
を
か
も
し
出
す
の



で
あ
る
。
か
く
の
如
き
無
明
の
闇
に
対
す
る
悲
化
が
『
大
経
』
の
基
盤
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
蓋

し

『
大
経
』
は
弥
陀
の
招
喚
と
釈
迦 

の
発
遣
と
の
対
応
に
於
い
て
無
导
の
一
道
を
明
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
釈
迦
の
発
遣
を
明
す
悲
化
段
は
生
々
し
い
三
毒
五
悪
の
実
相 

を
摘
示
し
て
我
々
の
立
つ
現
実
の
底
に
流
れ
る
人
間
存
在
の
呻
き
を
呼
び
さ
ま
す
の
で
あ
る
。
如
何
に
如
来
の
本
願
に
よ
る
易
往
の
大
道 

が
開
か
れ
て
い
て
も
、
愚
凡
の
悲
し
み
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
無
人
の
道
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
こ
ゝ
に
釈
尊
の
悲
化
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

『
観
経
』
が
瞋
恚
を
基
盤
と
せ
る
経
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。
王
舎
城
の
悲
劇
は
、
罪
な
く
し
て
殺
さ
れ
た
仙
人
の
瞋
恚 

を
発
端
と
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
仙
人
殺
害
の
む
く
い
に
は
、
頻
婆
娑
羅
王
が
七
重
の
室
に
閉
ぢ
ら
れ
る
と
い
う
阿
闍
世
の
逆
害
を
引
き 

起
し
た
の
で
あ
る
。
仙
人
殺
害
も
父
王
殺
害
も
一
途
な
瞋
恚
の
な
せ
る
業
で
あ
っ
て
、
瞋
恚
は
転
々
し
て
人
生
を
血
塗
ろ
に
す
る
の
で
あ 

る
。
然
も
人
間
は
か
く
の
如
き
血
塗
ろ
な
争
い
を
通
さ
な
け
れ
ば
、
瞋
恚
の
報
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
血
で
血
を
洗
う
よ
う
な
親 

子
の
争
い
、
こ
の
瞋
恚
の
炎
に
焼
か
れ
て
、
韋
提
希
は
始
め
て
地
獄
餓
鬼
畜
生
の
盈
満
す
る
濁
悪
の
大
地
に
眼
覚
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し 

て
ひ
た
す
ら
に
無
憂
悩
処
と
し
て
の
清
浄
業
処
を
求
め
な
が
ら
自
ら
も
亦
「我
何
の
因
縁
あ
っ
て
か
こ
の
悪
子
を
生
め
る
」
と
い
う
瞋
恚 

の
炎
に
包
ま
れ
て
い
る
苦
悩
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
苦
悩
の
大
地
こ
そ
が
、
浄
邦
の
縁
熟
し
、
浄
業
の
機
の
彰
れ
る 

光
明
の
大
地
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
苦
悩
の
大
地
と
光
明
の
大
地
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
苦
悩
の
大
地
を
光
明
の
大
地 

に
転
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
に
念
仏
の
徳
用
が
あ
る
。
誠
に
さ
わ
り
多
き
に
徳
多
し
で
あ
る
。
さ
れ
ば
『
観
経
』
は

「
い
か
り
は
ら
だ
ち
、
そ 

ね
み
ね
た
む
心
」
の
止
ま
ぬ
衆
生
の
為
に
、

「汝
好
く
此
語
を
持
て
、
此
の
語
を
持
て
と
は
無
量
寿
仏
の
名
を
持
て
と
な
り
」
と
喝
破
せ 

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

古

来

『
大
経
』
は
法
の
真
実
を
あ
ら
わ
し
、

『
観
経
』
は
機
の
真
実
を
明
す
も
の
と
い
わ
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
は
二
経
の
対
応 

の
上
で
、

『
大
経
』
は
法
の
真
実
た
る
如
来
の
本
願
を
説
く
に
急
で
あ
り
、
釈
尊
の
悲
化
は
如
来
の
本
願
に
対
応
し
な
が
ら
従
と
な
る
か 

ら
で
あ
り
、

『
観
経
』
は
逆
に
ー
経
を
通
し
て
機
の
真
実
を
明
す
を
中
心
課
題
と
し
、
却
て
流
通
に
説
く
本
願
の
念
仏
は
機
の
真
実
と
対 

浄
土
三
経
の
底
に
流
れ
る
も
の 

二
九
一
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応
し
っ
ゝ
必
ず
し
も
委
細
で
は
な
い
。
ま
こ
と
に
『
観
経
』
ほ
ど
精
細
に
人
間
の
苦
悩
を
探
究
し
、
人
間
存
在
の
課
題
を
尅
明
に
し
た
経 

は
稀
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
『
観
経
』

の
特
色
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

更

に

『
小
経
』
が
愚
痴
を
基
盤
と
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
、
此
の
経
が
無
問
自
説
の
経
と
云
わ
れ
、
仏
弟
子
中
智
慧
第
一
と
嘔
わ 

れ
た
舎
利
弗
を
対
告
衆
と
せ
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

凡
そ
本
願
念
仏
の
教
が
難
信
之
法
と
云
わ
れ
る
の
は
人
間
の
愚
痴
に
基
く
。
人
間
の
知
識
が
進
む
に
従
っ
て
愚
痴
は
深
く
な
る
。
物
の 

豊
か
さ
に
反
比
例
し
て
心
は
貧
し
い
と
云
わ
れ
る
現
代
、
そ
れ
は
人
知
が
限
り
な
く
広
が
る
こ
と
に
お
い
て
、
人
間
の
愚
痴
が
深
ま
る
の 

で
あ
る
。
宛
も
医
学
の
発
達
は
、
病
と
死
の
現
象
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
て
も' 

病
苦
と
死
苦
を
超
え
る
道
を
明
か
に
す
る
こ
と 

は
な
い
が
如
く
で
あ
る
。
病
苦
、
老
苦
、
死
苦
に
代
表
さ
れ
る
人
間
苦
を
超
え
る
道
を
説
く
も
の
が
仏
法
で
あ
る
。
智
慧
の
念
仏
は
ま
さ 

に
か
く
の
如
き
苦
悩
を
超
え
し
め
る
も
の
で
あ
り' 

そ
こ
に
信
心
の
智
慧
が
輝
く
の
で
あ
る
。
こ
の
信
心
の
智
慧
を
明
か
に
せ
る
も
の
が 

『
阿
弥
陀
経
』
で
あ
る
。

『
阿
弥
陀
経
』

の
特
色
と
し
て
は
、
ま
ず
舎
利
弗
が
対
告
衆
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
舎
利
弗
は
仏
弟
子
の
中
で 

智
慧
第
一
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
舎
利
弗
が
『
阿
弥
陀
経
』
で
は
一
言
の
発
問
も
し
て
い
な
い
。

こ
の
経
は
無
問
自
説
経
と
も
う
す
、
こ
の
経
を
と
き
た
ま
ひ
し
に
、
如
来
に
と
ひ
た
て
ま
つ
る
人
も
な
し
、
こ
れ
す
な
は
ち
釈
尊
出 

世
の
本
懐
を
あ
ら
は
さ
ん
と
お
ぼ
し
め
す
ゆ
へ
に
無
問
自
説
と
ま
う
す
な
り(
『
一
多
文
意
』
一
五
右) 

と
い
う
宗
祖
の
解
釈
が
出
ず
る
所
以
で
あ
る
。
釈
尊
の
出
世
本
懐
が
弥
陀
の
本
願
を
説
く
に
あ
る
こ
と
は
『
教
行
信
証
』
教
巻
に
阴
示
さ 

れ
て
い
る
。
五
徳
の
瑞
相
を
あ
ら
わ
し
て
説
き
給
う
た
『
大
経
』
は
た
だ
如
来
の
本
願
を
説
く
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
如
来
の
本
願 

を
如
説
に
聞
く
に
は
無
問
自
説
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
知
の
は
か
ら
い
を
も
っ
て
如
来
の
本
願
を
受
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま 

こ
と
に
「老
少
善
悪
を
え
ら
ば
」
ざ
る
如
来
の
本
願
は
、

「
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
大
悲
の
誓
願
」
で
あ
っ
て
、
自
力
の
は
か
ら
い



を
加
え
る
べ
き
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

仏
智
う
た
が
ふ
つ
み
ふ
か
し

こ
の
心
お
も
ひ
し
る
な
ら
ば

悔
ゆ
る
こ
ゝ
ろ
を
む
ね
と
し
て

仏
智
の
不
思
議
を
た
の
む
べ
し

と
歎
ぜ
ら
れ
た
如
く'

「
不
思
議
の
仏
智
を
疑
惑
し
て
信
受
せ
ず
」'

「
不
可
思
議
の
名
号
を
称
念
し
な
が
ら
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の 

大
悲
の
誓
願
を
う
た
が
ふ
」
自
力
の
は
か
ら
い
は
、
ま
さ
に
人
間
の
愚
痴
の
極
ま
り
な
の
で
あ
る
。
然
も
我
等
は
人
知
の
は
か
ら
い
を
憑 

ん
で
仏
智
を
疑
惑
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
愚
痴
を
悔
ゆ
る
こ
と
な
く
し
て
如
来
の
本
願
は
信
知
せ
ら
る
べ
く
も
な
い
。
こ
こ
に
『
阿 

弥
陀
経
』
は
智
慧
第
一
の
舎
利
弗
を
引
き
出
し
て
、
そ
の
智
慧
を
は
た
ら
か
せ
て
発
問
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
素
直
に
教
説
に
聞
き
入
る 

無
問
自
説
の
態
を
以
て
、
此
経
が
展
開
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
如
来
の
本
願
が
難
信
の
法
で
あ
り
、
極
難
信
の 

法
で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
は
、
自
力
の
は
か
ら
い
を
離
れ
得
ぬ
愚
痴
の
深
さ
を
示
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
『
阿
弥
陀
経
』 

は
愚
痴
を
基
盤
と
し
て
展
開
す
る
経
と
い
っ
て
も
い
ゝ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二 

宗
祖
は
『
大
経
』

の
分
水
嶺
と
も
云
う
べ
き
易
往
而
無
人
の
語
に
つ
い
て 

易
往
而
無
人
と
い
ふ
は
、
易
往
は
ゆ
き
や
す
し
と
な
り
、
本
願
力
に
乗
ず
れ
ば' 

本
願
の
実
報
土
に
む
ま
る
ゝ
こ
と
う
た
か
ひ
な
け 

れ
ば
、
ゆ
き
や
す
き
な
り
、
无
人
と
い
ふ
は
ひ
と
な
し
と
い
ふ
、
ひ
と
な
し
と
い
ふ
は
真
実
信
心
の
人
は
あ
り
か
た
き
ゆ
へ
に
実
報 

土
に
む
ま
る
ゝ
人
ま
れ
な
り
と
な
り(
『尊
号
真
像
銘
文
』
六
右)
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と
釈
せ
ら
れ
た
。
さ
れ
ば
易
往
は
本
願
力
に
乗
ず
べ
き
を
説
か
れ
た
弥
陀
招
喚
分
に
対
応
し
、
無
人
は
真
実
信
心
の
人
の
あ
り
が
た
き
を 

悲
化
せ
ら
れ
た
釈
迦
発
遣
分
に
相
応
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
何
故
に
真
実
信
心
の
人
が
あ
り
が
た
い
の
か
、
こ
こ
に
「世
人
薄
俗
に 

し
て
共
に
不
急
之
事
を
靜
ふ
」
三
毒
の
姿
が
点
示
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

何
時
の
時
代
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
人
は
明
る
い
世
界
を
の
み
見
て
、
暗
い
悲
し
み
の
世
界
を
見
よ
う
と
し
な
い
。
暗
い
世
界
か 

ら
こ
そ
、
明
る
い
世
界
は
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
先
ず
我
々
が
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
人
間
世
界
の
暗
さ
で
あ
る
。
こ
の
暗
さ
の
な 

か
ゝ
ら
こ
そ
、
真
実
に
明
る
い
世
界
が
願
い
求
め
ら
れ
る
。
然
る
に
そ
の
暗
さ
を
暗
さ
と
知
ら
ず
、
却
っ
て
暗
さ
の
中
に
酔
い
痴
れ
て
い 

る
人
間
の
姿
に
対
す
る
釈
尊
の
悲
化
が
三
毒
五
悪
で
あ
る
。
三
毒
と
は
内
に
あ
る
貪
欲
、
瞋
恚
、
愚
痴
で
あ
る
。
五
悪
と
は
こ
れ
が
外
に 

あ
ら
わ
れ
る
姿
に
外
な
ら
な
い
。
五
悪
に
就
い
て
は' 

そ
れ
を
五
戒
の
反
対
と
す
る
説
が
あ
り' 

又
五
常
に
反
す
る
も
の
と
す
る
説
が
あ 

る
。
既
に
諸
仏
通
誡
の
偈
に
説
か
れ
る
如
く
、
諸
悪
莫
作
、
衆
善
奉
行
は
、
仏
教
本
来
の
目
標
た
る
自
浄
其
意
の
為
の
前
提
で
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
出
家
と
受
戒
は
同
義
で
あ
っ
て' 

防
非
止
悪
の
義
た
る
戒
律
を
守
る
こ
と
は
、
出
家
の
第
一
義
的
な
義
務
で
な
け 

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
れ
ど
持
戒
堅
固
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
な
い
ば
か
り
か
、
持
戒
堅
固
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど 

破
戒
無
漸
の
身
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
に
何
と
も
し
て
み
よ
う
の
な
い
暗
さ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
五
悪
を
五
戒 

に
反
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
は
一
応
は
妥
当
な
見
解
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
五
悪
と
五
戒
を
対
照
的
に
見
る
時
、
殊
に
第
五
悪 

は
必
ず
し
も
不
飲
酒
戒
に
反
す
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
そ
こ
に
五
常
に
反
す
る
も
の
と
す
る
説
が
生
ず
る
。
然
し
五
常
は
も
と
儒
教
の 

徳
目
で
あ
っ
て
、
内
容
的
に
見
て
も
必
ず
し
も
適
切
と
は
思
わ
れ
な
い
。

か
く
て
五
悪
は
十
悪
を
圧
縮
せ
る
も
の
と
す
る
説
が
極
め
て
隠
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
蓋
し
十
悪
は
人
間
業
の
暗
さ
を
適
確
に
示
せ 

る
も
の
で
あ
っ
て
、
最
も
よ
く
人
間
性
の
暗
さ
を
示
す
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ば
人
間
悪
と
し
て
三
毒
五
悪
を
摘
示
せ
ら
れ 

た
と
こ
ろ
に
は
如
何
な
る
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



凡
そ
三
毒
の
摘
示
は
人
間
の
内
奥
の
暗
さ
を
示
す
に
あ
る
。
即
ち
貪
欲
に
就
い
て
は
、
有
財
苦
、
無
財
苦
を
挙
げ
、
そ
の
何
れ
も
が
失 

身
苦
に
到
ら
し
め
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
、
貪
欲
の
限
り
な
い
深
さ
を
示
し
て
い
る
。
瞋
恚
に
就
い
て
は
、
怨
憎
会
苦
と
愛
別
離
苦
を
出 

し
て
、
徒
ら
に
愛
欲
に
溺
れ
、
毒
を
含
み
怒
り
を
結
ん
で
、
独
生
独
死
独
去
独
来
の
中
に
あ
り
な
が
ら
遂
に
長
生
の
道
を
見
失
っ
て
い
る 

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
殊
に
愚
痴
に
就
い
て
は
、
不
信
因
果
、
承
受
邪
見
、
不
覚
无
常
、
三
垢
失
道
、
恩
愛
妨
道
、
造
悪
受
苦
の
六
失
を 

挙
げ
て
、
人
間
が
闇
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
闇
を
闇
と
見
ざ
る
相
を
明
示
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
人
間
の
愚
痴
の
深
さ
は
、

つ 

く
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
内
に
あ
る
三
毒
が
殺
生(
第
一
悪)

、
偷
盗(
第
二
悪)

、
邪
淫(
第
三
悪)

、
妄
語(

両
舌
、
悪
口
、
綺
語
を 

含
む)(

第
四
悪)

、
貪
欲
瞋
恚
愚
痴(
第
五
悪)

を
造
作
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
暗
さ
を
自
覚
す
る
こ
と
な
し
に
十
方
衆
生
を
摂
取
す 

る
大
悲
の
願
心
を
信
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
釈
尊
の
悲
化
は
容
赦
な
く
人
間
の
暗
さ
を
摘
示
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ 

こ
に
悲
化
の
最
も
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

然
る
に
五
悪
段
に
は
五
悪
を
明
す
に
当
っ
て
、
釈
尊
は'

今
我
此
の
世
間
に
於
い
て
仏
と
作
り
て
、
五
悪
五
痛
五
焼
の
中
に
処
す
る
事
、
最
も
劇
苦
な
り
と
為
す' 

群
生
を
教
化
し
て
五
悪
を 

捨
て
し
め
、
五
痛
を
去
ら
し
め
、
五
焼
を
離
れ
し
め
、
其
の
意
を
降
化
し
て
五
善
を
持
た
し
め
、
其
の
福
徳
度
世
長
寿
泥
疽
之
道
を 

獲
し
め
ん

と
云
っ
て
い
ら
れ
る
。
こ
ゝ
に
釈
尊
の
悲
化
の
深
意
に
は
二
重
性
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
五
悪
を
説
く 

一
々
の
終
り 

に

人
能
く
中
に
し
て
一
心
に
意
を
制
し
、
身
を
端
し
行
を
正
し
く
し
て
、
独
り
諸
善
を
作
り
て
衆
悪
を
為
ら
ざ
れ
ば
、
身
独
り
度
脱
し 

て
、
其
の
福
徳
度
世
上
天
泥
疽
之
道
を
獲
ん

と
廃
悪
修
善
を
説
く
が
如
く
で
あ
る
。
蓋
し
廃
悪
修
善
は
仏
教
を
貫
く
教
説
で
あ
る
。
諸
仏
通
誡
の
偈
に
も
、
 

浄
土
三
経
の
底
に
流
れ
る
も
の 

二
九
五



ニ
九
六 

「諸
悪
莫
作 

衆
善
奉
行 

自
浄
其
意
、
是
諸
仏
教
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
廃
悪
修
善
は
自
浄
其
意
に
至
る
必
然
の
道
で
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
釈
尊
は
『
大
経
』
に
あ
っ
て
も
、
五
悪
を
消
化
し
、
五
善
を
持
っ
て
福
徳
度
世
長
寿
泥
疽
之
道
を
成
就
す
べ 

き
こ
と
を
説
き
給
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
一
心
制
意
端
身
正
行
は
、
五
悪
を
廃
し
て
五
善
を
修
す
べ
し
と
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ 

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
然
し
そ
れ
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
課
題
が
こ
ゝ
に
生
れ
て
く
る
。
 

凡
そ
仏
道
の
本
義
か
ら
云
え
ば
、
真
実
の
発
菩
提
心
に
は
、
出
来
る
か
出
来
な
い
か
は
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て' 

出
来
な
い
と
い 

う
こ
と
は
龍
樹
が
叱
陀
し
た
よ
う
に
「寧
弱
怯
劣
大
心
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
ま
た
内
に
深
く
た
く
わ 

え
ら
れ
た
三
毒
の
煩
悩
は
、
如
何
に
廃
悪
修
善
に
燃
え
て
も
、
否
燃
え
れ
ば
燃
え
る
ほ
ど
、
五
悪
と
な
っ
て
表
出
せ
ず
に
い
な
い
。
そ
れ 

こ
そ
釈
尊
の
深
い
悲
化
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
却
っ
て
こ
の
悲
し
み
を
通
し
て
、
前
に
説
か
れ
た
大
悲
の
本
願
に
帰
せ
し
め
ん
と 

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
心
制
意
端
身
正
行
は
、
そ
れ
を
愚
悪
の
凡
夫
に
要
求
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
一
心
制
意 

端
身
正
行
の
精
進
を
通
し
て
三
毒
五
悪
を
離
れ
得
ぬ
身
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ん
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
易
往
の
大
道
は
こ
れ
ほ
ど 

明
か
に
開
か
れ
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
而
無
人
で
あ
る
の
は
、
三
毒
五
悪
に
埋
没
し
な
が
ら
、
そ
の
愚
悪
の
姿
に
眼
が
醒
め
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
 

さ
れ
ば
こ
そ
釈
尊
は
三
毒
五
悪
の
愚
悪
の
姿
を
摘
示
し
て
、
大
悲
の
本
願
に
帰
せ
し
め
ん
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
三
毒
五
悪 

の
教
説
は
、
三
千
年
の
古
に
説
示
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
宛
ら
我
々
の
現
実
に
対
す
る
鋭
い
文
明
批
評
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
驚 

く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
現
代
社
会
は
知
識
水
準
は
高
め
ら
れ
た
け
れ
ど' 

自
己
の
愚
悪
の
姿
を
見
出
す
智
慧
の
眼
は
閉
さ
れ
て
い
る
。
今 

こ
そ
釈
尊
の
悲
化
が
現
代
人
の
眼
を
開
く
と
き
で
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

然
も
一
心
制
意
端
身
正
行
の
教
意
に
は
、
も
う
一
重
の
意
味
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
凡
そ
廃
悪
修
善
が
自
浄
其
意
の
証
果
を
得
る
為
の 

大
道
で
あ
る
こ
と
は
諸
仏
通
誡
の
偈
に
も
明
か
な
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
人
間
存
在
は
我
と
汝
と
の
対
応
の
な
か
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
か 

ら
、
我
と
汝
の
あ
り
方
は
、
常
に
善
と
悪
と
を
も
っ
て
規
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
と
汝
の
あ
る
べ
き
姿
に
立
つ
も
の
は
善
で
あ
り
、



そ
れ
に
背
く
も
の
は
悪
で
あ
る
。
従
っ
て
人
倫
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
常
に
廃
悪
修
善
の
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
況
ん
や
度
世 

長
寿
泥
疽
之
道
を
願
う
も
の
は' 

五
悪
を
捨
て
ゝ
五
善
に
就
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
然
る
に
悲
化
の
深
意
は
却
っ
て
、
こ 

の
廃
悪
修
善
が
悪
無
限
的
な
無
窮
の
道
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
の
道
を
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
三
毒
五
悪
の
深
淵
に
沈
む
身
で
あ
る
こ
と
を 

知
ら
し
め
る
に
あ
る
。
然
も
こ
の
廃
悪
修
善
を
成
就
し
な
け
れ
ば
、
度
世
長
寿
泥
疽
之
道
は
実
現
せ
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば 

一
心
制
意
端
身
正
行
に
は
、
更
に
深
い
意
趣
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
宗
祖
が
『
正
像
末
和
讃
』
に

五
濁
悪
世
の
有
情
の

選
択
本
願
信
ず
れ
ば

不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の

功
徳
は
行
者
の
身
に
み
て
り

と
示
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
釈
尊
悲
化
の
深
意
を
あ
ら
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
ゝ
に
一
心
と
あ
る
の
は
、
「わ
が
こ
ゝ
ろ
」
「わ
が 

ち
か
ら
」
を
以
て
す
る
自
力
の
一
心
で
は
な
く
、

「選
択
本
願
信
ず
れ
ば
」
と
あ
ら
わ
さ
れ
た
一
念
に
弥
陀
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
他
力 

の
一
心
で
あ
る
。
こ
の
一
心
に
よ
ら
ざ
れ
ば
、
如
何
に
し
て
か
、
度
世
長
寿
泥
疽
之
道
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ 

故
に
こ
そ
、

『
大
経
』
の
智
慧
段
に
は
、
胎
化
二
生
の
信
疑
の
得
失
を
示
し
て
、
明
信
仏
智
の
大
信
心
を
説
い
て
、
易
往
の
大
道
た
る
如 

来
の
本
願
に
対
応
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
釈
尊
悲
化
の
深
意
惟
う
べ
き
で
あ
っ
て
、

『
大
経
』

の
底
に
は
、
こ
う
し
た
人
間
の
罪
濁

へ
の
悲
化
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

三

宗
祖
は
『
教
行
信
証
』
総
序
に 

浄
土
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然
れ
ば
則
ち
浄
邦
縁
熟
し
て
調
達
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
め
、
浄
業
機
彰
れ
て
釈
迦
韋
提
を
し
て
安
養
を
選
ば
し
め
給
へ
り 

と
云
っ
て
お
ら
れ
る
。
即
ち
調
達
闍
世
の
逆
害
こ
そ
、
浄
土
教
興
起
の
機
縁
と
な
れ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
調
達
闍
世
の
逆
害
を
貫
く 

も
の
は
、
愛
憎
の
も
つ
れ
、
殊
に
憎
悪
で
あ
る
。
愛
と
云
え
ば
真
実
に
聞
え
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
醜
い
憎
悪
の
変
形
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
 

人
間
を
人
間
ら
し
く
育
て
る
も
の
が
愛
情
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
生
を
根
抵
か
ら
揺
が
す
も
の
は
憎
悪
で
あ
る
。
憎
悪
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
関 

係
を
破
壊
し
、
所
謂
濁
世
を
現
出
す
る
。

『
観
経
』
の
底
に
は
、
こ
う
し
た
憎
悪
に
泣
く
韋
提
希
の
濁
世
の
悲
し
み
が
流
れ
て
い
る
。
宗 

祖

は

「観
経
和
讃
」
に 

頻
婆
娑
羅
王
勅
せ
し
め 

宿
因
そ
の
期
を
ま
た
ず
し
て 

仙
人
殺
害
の
む
く
ひ
に
は 

七
重
の
む
ろ
に
と
ぢ
ら
れ
き 

と
い
っ
て
、

『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
た
逆
害
の
因
縁
を
説
い
て
い
ら
れ
る
。
然

し

『
観
経
』
で
は
こ
の
因
縁
に
は
触
れ
ず
、
頻
婆
娑
羅
王 

の
幽
閉
か
ら
説
き
進
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
幽
閉
せ
ら
れ
た
頻
婆
娑
羅
王
の
生
命
を
護
ら
ん
為
に
、
韋
提
希
夫
人
が
食
を
運
ん
で
死
に
到 

ら
し
め
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
阿
闍
世
の
怒
り
と
憎
し
み
か
ら
濁
世
の
ど
す
黒
い
瞋
恚
の
課
題
を
提
供
し
た
の
が
『
観
経
』
で
あ
る
。
 

か
く
て
吾
が
子
阿
闍
世
に
依
っ
て
七
重
の
室
に
幽
閉
せ
ら
れ
た
韋
提
希
は
、
始
め
て
地
獄
餓
鬼
畜
生
の
盈
満
す
る
濁
世
の
姿
に
眼
が
さ 

め
て
、
こ
ゝ
に
浄
土
の
機
縁
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
濁
世
の
自
覚
な
し
に
安
楽
世
界
に
眼
が
開
く
は
ず
が
な
い
。

恩
徳
広
大
釈
迦
如
来

韋
提
夫
人
に
勅
し
て
ぞ

光
台
現
国
の
そ
の
な
か
に



安
楽
世
界
を
え
ら
ば
し
む

と

い
う

「観
経
和
讃
」
は
、
短
い
言
葉
の
な
か
に
『
観
経
』
の
意
を
尽
し
て
い
る
。
濁
世
の
自
覚
が
そ
の
ま
ゝ
安
楽
世
界
の
発
見
で
あ
る
。
 

こ'

に
熾
烈
な
願
生
心
が
燃
え
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
願
生
心
に
応
え
て
釈
尊
は
思
惟
正
受
の
定
善
観
を
説
き
、
更
に
三
世
諸
仏 

の
浄
業
の
正
因
た
る
散
善
三
福
の
行
を
説
き
給
う
た
の
で
あ
る
。
こ
の
経
の
正
定
分
は
、
定
散
二
善
を
説
く
こ
と
に
費
さ
れ
て
い
る
。
安 

楽
世
界
を
願
う
願
生
心
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど' 

定
散
ニ
善
へ
の
執
心
は
深
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
経
の
殆
ん
ど
凡
て
を
費
し 

て
、
克
明
に
定
散
ニ
善
の
如
何
に
修
し
難
き
か
を
知
ら
し
め
ん
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
此
の
経
の
幽
意
が
あ
る
。
 

定
善
と
は
善
導
に
依
れ
ば
、
息
慮
凝
心
で
あ
り' 

序
分
に
は
思
惟
正
受
と
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
こ\

に
思
惟
は
正
受
に
到
る
方
便
で
あ
っ 

て
、
正
受
は
ま
さ
に
息
慮
凝
心
の
定
善
を
意
味
す
る
。
然
る
に
息
慮
凝
心
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

『
経
』
に
は
定
善
十
三
観
が
説
か 

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
か
く
の
如
く
境
を
深
め
る
こ
と
に
依
っ
て' 

息
慮
凝
心
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
息
慮
の 

慮
は
分
別
で
あ
っ
て
、
分
別
心
を
離
れ
よ
う
と
す
る
分
別
心
が
限
り
な
く
分
別
心
を
呼
び
起
し
て
、
遂
に
慮
の
息
む
と
き
は
な
い
の
で
は 

な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
凝
心
と
云
っ
て
も
、
識
浪
分
別
の
波
が
常
に
定
水
と
し
て
の
定
心
を
乱
す
の
で
は
な
い
か
。
所
詮
定
善
観
は
我
 々

愚
悪
の
衆
生
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
到
底
成
就
し
難
き
こ
と
を
知
ら
し
め
る
外
は
な
い
。
殊
に
人
間
世
界
は
独
り
の
世
界
で
は
な
い
。
我 

は
常
に
汝
に
対
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
の
汝
に
対
す
る
分
別
心
は' 

必
ず
愛
憎
の
心
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
ず
に
い
な
い
。
濁
世
の
基
盤 

は
愛
憎
の
心
で
あ
り
、
断
ち
難
い
愛
憎
の
心
こ
そ
浄
土
の
機
縁
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

更
に
散
善
は
善
導
に
依
れ
ば
廃
悪
修
善
で
あ
り
、
序
分
で
は
三
福
の
行
と
云
わ
る
ゝ
も
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
云
う
廃
悪
修
善
は
「自
浄 

其
意
」
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
倫
理
的
善
悪
を
云
う
の
で
は
な
い
。
然
し
三
福
の
中
に
は
、
世
福
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る 

か
ら
、
倫
理
的
意
味
も
包
ま
れ
て
い
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
殊
に
我
々
の
現
実
は
、
 

我
と
汝
と
い
う
関
聯
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
で 

あ
る
か
ら
、
我
と
汝
の
あ
る
べ
き
道
を
無
限
に
高
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
我
々
の
世
界
が
本
来
倫
理
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
所
以 

浄
土
三
経
の
底
に
流
れ
る
も
の 

二
九
九
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で
あ
る
。
然
し
、
倫
理
は
存
在
と
当
為
と
の
隔
絶
の
上
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
無
窮
の
道
で
あ
る
。
倫
理
は
至
上
善
を
目 

指
し
な
が
ら
、
そ
の
至
上
善
に
到
り
つ
く
と
き
、
倫
理
的
世
界
は
終
る
の
で
あ
っ
て' 

三
福
の
な
か
に
世
福
が
含
れ
て' 

そ
れ
が
倫
理
的 

世
界
を
含
む
こ
と
は
、
倫
理
的
世
界
が
無
窮
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
依
っ
て
廃
悪
修
善
の
成
就
し
難 

き
こ
と
を
知
ら
し
め
ん
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即

ち

『
観
経
』
に
依
れ
ば
、
三
福
の
行
を
成
じ
得
る
も
の
は' 

上
中
品
の
衆
生
で
あ
っ 

て
、
下
品
の
衆
生
は
ま
さ
に
三
福
無
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
三
福
無
分
の
自
覚' 

そ
こ
ま
で
追
い
つ
め
る
と
こ
ろ
に
正
宗
分
の 

経
説
が
あ
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
下
々
品
の
衆
生
は' 

十
悪
五
逆
具
諸
不
善
の
身
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
然
も
下
々
品
の
衆
生
に
就
い
て
は
、
「或
有
衆
生
」 

と
あ
っ
て' 

そ
れ
は
定
散
二
善
に
通
摂
す
る
三
心
を
説
く
に
当
っ
て
、

「若
有
衆
生
」
と
あ
る
と
同
意
で
あ
る
か
ら
、
下
々
品
の
衆
生
は 

限
ら
れ
た
特
殊
の
衆
生
で
は
な
く
て' 

『
大
経
』
の
本
願
に
見
出
さ
れ
た
十
方
衆
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
れ
ば
定
散
ニ
善
を
説
き 

給
う
仏
意
は
、
定
散
二
善
を
修
せ
し
め
ん
が
為
で
は
な
く
、
却
っ
て
定
散
ー 

一
善
を
修
し
得
ざ
る
愚
人
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ん
が
為
で 

あ
っ
て
、

『
観
経
』

の
底
に
は
、
 

瞋
恚
に
埋
没
し
て
、
十
悪
五
逆
を
離
れ
得
ぬ
愚
人
へ
の
深
い
あ
わ
れ
み
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て 

は
な
ら
な
い
。

こ
ゝ
に
到
っ
て
釈
尊
は' 

下
々
品
の
衆
生
の
為
に
十
声
称
仏
を
教
え
ら
れ
る
。

汝
若
し
念
ず
る
能
は
ざ
れ
ば
無
量
寿
仏
を
称
す
べ
し' 

是
の
如
く
心
を
至
し
て
、
声
を
絶
え
ざ
ら
し
め
て
十
念
を
具
足
し
て
南
無
阿 

弥
陀
仏
を
称
せ
ん
、
仏
名
を
称
す
る
が
故
に
、
念
々
の
中
に
し
て
ハ
十
億
劫
生
死
之
罪
を
除
く 

と
云
う
経
説
は
、
ま
さ
に
『
大
経
』
第
十
八
願
の

十
方
衆
生
、
至
心
に
信
楽
し
て
我
国
に
生
れ
ん
と
欲
う
て
乃
至
十
念
せ
ん' 

若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ 

と
い
う
願
意
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
至
心
不
絶
の
称
名
は
願
意
に
相
応
す
る
称
名
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
勝
易
の
一
一
徳
を
具
足



す
る
称
名
で
あ
る
。
後
に
善
導
、
元
祖
が
第
十
八
願
を
以
て
称
名
の
本
願
と
領
解
し
、
そ
こ
に
選
択
の
願
心
を
見
出
し
て
行
か
れ
た
の
は 

か
く
の
如
き
『
大
』

『
観
』
二
経
の
相
応
を
見
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
く
て
仏
の
所
説
を
聞
き
終
っ
た
韋
提
希
と
五
百
の
侍
女
は
時
に
応
じ
て
、
 

廓
然
と
し
て
大
悟
し
て
、
無
生
忍
を
得

た
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
大
悟
と
あ
る
悟
は' 

後
に
善
導
が
信
心
の
智
慧
を
三
忍
と
あ
ら
わ
し
た
悟
忍
に
相
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は 

称
仏
名
の
願
心
に
驚
い
た
信
心
の
智
慧
に
外
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
此
の
経
の
流
通
に
は
、
名
号
を
付
属
し
て 

汝
好
く
此
の
語
を
持
て
、
此
の
語
を
持
て
と
い
う
は
即
ち
是
れ
無
量
寿
仏
の
名
を
持
て
と
な
り 

と
い
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
ゝ

に
「何
れ
の
行
も
及
び
難
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
、
弥
陀
の
本
願
の
ま
こ 

と
に
お
は
し
ま
さ
ば
」
と
本
願
に
帰
っ
て
ゆ
く
唯
信
独
達
の
道
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
『
観
経
』
は
何
れ
の 

行
も
及
び
難
き
身
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
、
「弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
」
、
釈
尊
の
説
教
も
、
善
導
の
御
釈
も
、
源
空
の 

仰
せ
も
そ
ら
ご
と
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、

「
た
・
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
る
」
愚
身
の
信
心
が
我
ら
の
前
に
開
か
れ
た
唯
一
道
で 

あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

定
散
諸
機
各
別
の

自
力
の
三
心
ひ
る
が
へ
し

如
来
利
他
の
信
心
に

通
入
せ
ん
と
ね
が
ふ
べ
し

と

『
観
経
和
讃
』
が
結
ば
れ
て
い
る
の
は' 

ま
こ
と
に
此
の
経
の
真
髄
を
貫
い
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

浄
土
三
経
の
底
に
流
れ
る
も
の 

三
〇
ー



三
〇
二 

四 

『
阿
弥
陀
経
』
の
底
に
流
れ
る
も
の
は
、
人
間
の
愚
痴
に
対
す
る
深
い
あ
わ
れ
み
で
あ
る
。

『
阿
弥
陀
経
』

の
対
告
衆
で
あ
る
舎
利
弗 

が
、
仏
弟
子
中
智
慧
第
一
と
云
わ
れ
た
こ
と
は
、
舎
利
弗
が
頭
脳
明
析
な
知
識
人
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

『
維
摩
経
』
弟
子 

品
に
描
か
れ
て
い
る
舎
利
弗
は
分
別
智
に
勝
れ
た
、
現
在
の
言
葉
で
云
え
ば
知
識
人
で
あ
っ
た
如
く
で
あ
る
。
然
る
に
此
の
経
で
は
、
舎 

利
弗
は
一
度
も
発
問
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
明
析
な
分
別
智
を
働
か
せ
て
は
い
な
い
。
蓋
し
、
知
識
は
所
与
の
生
活
に
就
い
て
の
み 

意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
真
実
の
智
慧
に
対
す
れ
ば
、
知
識
は
外
観
の
智
識
で
あ
り
、
却
っ
て
貪
瞋
の
煩
悩
に
外
な
ら
な
い
。
舎
利
弗 

の
聞
思
の
立
場
に
あ
っ
て
は
、
か
く
の
如
き
知
識
が
厳
し
く
拒
否
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
智
慧
第
一
の
舎
利
非
が
、
却
っ
て
愚
痴
の
舎 

利
弗
に
帰
っ
て
釈
尊
の
教
説
に
た
だ
聞
き
入
る
の
で
あ
る
。

『
一
念
多
念
文
意
』(

一
五
右)

に
は 

こ
の
経
は
無
問
自
説
経
と
ま
う
す' 

こ
の
経
を
と
き
た
ま
ひ
し
に' 

如
来
に
と
ひ
た
て
ま
つ
る
人
も
な
し
、
こ
れ
す
な
わ
ち
釈
尊
出 

世
の
本
懐
を
あ
ら
わ
さ
ん
と
お
ほ
し
め
す
ゆ
へ
に
無
問
自
説
と
ま
う
す
な
り 

と
説
か
れ
、
無
問
自
説
と
い
う
形
は
、
能
説
の
釈
迦
か
ら
云
え
ば
、
出
世
本
懐
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
は
か
ら
い
を
捨
て
、
 

真
実
の
愚
痴
に
帰
っ
て
こ
そ
、
出
世
本
懐
の
真
実
の
法
を
聞
き
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に' 

恒
沙
塵
数
の
如
来
は 

万
行
の
少
善
き
ら
ひ
つ
 ゝ

名
号
不
思
議
の
信
心
を 

ひ
と
し
く
ひ
と
へ
に
す
ゝ
め
し 

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
十
方
恒
沙
の
諸
仏
の
証
誠
護
念
な
し
に
は
、
聞
き
開
く
こ
と
の
で
き
ぬ
極
難
信
の
法
で
あ
る
。
こ
ゝ
に



舎
利
弗
が
対
告
衆
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
智
慧
第
一
の
舎
利
弗
で
な
け
れ
ば
聞
き
開
き
得
ぬ
真
実
之
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
此
の
経
は

是
よ
り
西
方
十
万
億
仏
土
を
過
ぎ
て
世
界
有
り
、
名
づ
け
て
極
楽
と
日
う
、
其
の
土
に
仏
有
す
、
阿
弥
陀
と
号
す
、
今
現
に
在
し
て 

法
を
説
き
給
う

と
阿
弥
陀
と
そ
の
浄
土
か
ら
説
き
始
め
ら
れ
る
。
ま
さ
に
此
経
は
阿
弥
仏
国
と
阿
弥
陀
の
徳
を
讃
嘆
せ
る
も
の
で
異
訳
に
は
『
称
讃
浄
土 

経
』
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
も
ま
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
然
も
こ
の
経
説
は
極
め
て
唐
突
で
あ
っ
て
、
我
々
の
分
別
知
で
聞
く
な
ら
ば
、
そ
の 

土
が
何
故
西
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
ま
た
十
万
億
仏
土
を
過
ぎ
る
と
は
如
何
な
る
意
味
か
を
問
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
事 

実
そ
の
こ
と
が
教
学
の
上
で
論
ぜ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
然
し
舎
利
弗
は
そ
れ
に
就
い
て
、

一
言
の
問
を
も
発
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ 

ゝ
に
我
々
は
、
曇
鸞
が
、

「十
方
仏
国
浄
土
な
り
、
何
に
よ
り
て
か
西
に
あ
る
」
と
い
う
世
俗
の
問
に
対
し
て
、

「
い
ま
た
地
位
に
い
ら 

ざ
れ
ば
、
念
力
ひ
と
し
く
お
よ
ば
れ
ず
」
と
答
え
ら
れ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
純
粋
な
智
慧
に
お
い
て
の
み
受 

容
せ
ら
れ
る
教
説
で
あ
っ
て
、
舎
利
弗
は
た
だ
素
純
に
聞
き
容
れ
る
の
み
で
あ
る
。
極

楽

が

「無
有
衆
若
但
受
諸
楽
」
の
故
に
極
楽
と
名 

づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
種
々
の
極
楽
荘
厳
が
皆
是
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
説
か
れ
て
来
る
経
説
は
、
阿
弥
陀
仏
国
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か 

を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
が
そ
れ
は
純
粋
な
る
智
慧
に
お
い
て
の
み
素
直
に
信
知
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

更
に
経
説
は
阿
弥
陀
の
名
義
を
あ
ら
わ
す
の
に
、
こ
の
仏
が
光
明
無
量
の
故
に
ま
た
寿
命
無
量
の
故
に
阿
弥
陀
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と 

を
明
し
て
い
る
。
然
も
か
く
の
如
き
阿
弥
陀
は
、
念
仏
の
衆
生
の
み
が
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
念
仏
の
衆
生
に
は
信
心
の 

智
慧
を
具
す
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
て
釈
尊
は
彼
の
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
も
の
は' 

一
日
乃
至
七
日-

心
不
乱
に
名
号
を
執
持
す
べ
き
こ
と
を
教
え
給
う
た
。
ま
こ 

と
に
真
実
の
浄
土
に
往
生
す
る
道
は
、
少
善
根
福
徳
の
因
縁
を
以
て
し
て
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、

一
心
不
乱
の
念
仏
の
み
が
得
生
の
因
縁 

浄
土
三
経
の
底
に
流
扎
る
も
の 
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と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
釈
尊
の
出
世
本
懐
の
教
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
三
経
』
に
通
ず
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
此
経
に
限
る
こ
と 

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
此
の
経
に
あ
っ
て
は
、
特
に
一
心
称
念
の
道
が
難
信
の
法
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
絶
え
る
こ
と
の 

な
い
分
別
知
が
常
に
智
慧
の
念
仏
を
深
い
煩
悩
の
雲
を
以
て
覆
い
か
く
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
煩
悩
の
雲
を
吹
き
睛
す
為
に
六
方
諸
仏
の 

護
念
証
誠
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
依
て
釈
尊
の
教
説
、
諸
仏
の
証
誠
を
聞
く
も
の
は
、
無
上
菩
提
を
得
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
已
今
当
の 

衆
生
は
当
に
願
を
発
し
て
、
阿
弥
陀
仏
国
に
生
れ
ん
と
願
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
此
の
信
を
発
す
も
の
は
、
凡
て
無
上
菩
提
を
得
る
。
か
く 

の
如
き
難
事
を
行
じ
て
、
釈
尊
は
よ
く
難
信
之
法
を
説
き
給
う
た
の
で
あ
る
。

た
だ
念
仏
し
て
阿
弥
陀
仏
国
に
生
れ
る
と
い
う
こ
と
は' 

真
に
愚
痴
に
還
っ
て
信
知
し
得
る
難
信
の
法
で
あ
る
。
舎
利
弗
は
真
実
に
愚 

痴
に
還
っ
て
、
此
の
難
信
之
法
を
聞
き
あ
て
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
智
慧
第
一
と
云
わ
る
ゝ
所
以
が
あ
る
。
愚
痴
の
極
限
は
真
実
の
智 

慧
に
連
続
す
る
。
愚
痴
の
極
限
に
還
る
こ
と
な
し
に' 

こ
の
難
信
之
法
を
聞
き
わ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
れ
ば
こ
の
経
の
底
に
流
れ 

る
も
の
は
愚
痴
に
帰
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
三
経
の
底
に
流
れ
る
も
の
は
、
貪
欲
、
瞋
恚
、
愚
痴
に
代
表
せ
ら
れ
る
ど
す
黒
い
煩
悩
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
外
観
の
知 

識
を
以
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
知
識
は
い
よ
く
煩
悩
を
増
上
せ
し
め
る
の
み
で
あ
る
。
わ
れ
く
の
心
内
の
底
に
深
く 

流
れ
る
潮
騒
の
よ
う
な
呻
き
は
、
智
慧
の
光
に
よ
っ
て
の
み
感
知
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
如
来
の
本
願
は
天
上
の
声
で
は
な
い
。
貪
瞋 

痴
の
苦
悩
の
暗
黒
の
大
地
か
ら
湧
き
出
た
声
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
貪
瞋
痴
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
黒
闇
の
悩
み
を
通
す
こ
と
な
し
に
は
如
来 

の
本
願
を
聞
く
こ
と
は
で
き
ぬ
。
三
経
は
そ
れ
ぐ
の
性
格
を
通
し
て
苦
悩
の
大
地
を
説
き
出
し
、
そ
れ
に
依
て
如
来
の
本
願
を
聞
か
し 

め
ん
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。


