
光

明

と

諸

仏

!

入
出
二
門
の
源
泉!

安 

田 

理 

深

「世
親
菩
薩
依
一
大
乗 

修
多
羅
真
実
功
徳
一
一
心
帰-

命 

尽
十
方 

不
可
思
議
光
如
来-

无
导
光
明
大
慈
悲 

斯
光
明
即
諸
仏 

智
」 

(
聖
舍
丁
四
ハ
〇)

こ
う
い
う
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
三
行
六
句
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も' 

文
章
と
し
て
は
だ
い
た
い
初
め
の
二
行
四
句
で
す
。
第 

三
行
の
「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
、
こ
れ
は
ま
あ
脚
註
で
す
。
註
釈
を
加
え
て
あ
る
。
 

た
だ
、
脚
註
と
い
う
こ
と
は
、
脚
註
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
脚
註
に
よ
っ
て
注
意
を
促
す
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
後
で 

お
話
し
致
し
ま
す
け
れ
ど
も
、

「
ー
ー
光
明
、
徧
照
十
方
世
界
。
念
仏
衆
生' 

摂
取
不
捨
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

「念
仏
衆
生
、
 

摂
取
不
捨
」
、
こ
れ
は
光
と
い
う
の
は
摂
取
不
捨
と
い
う
意
義
を
も
つ
か
ら
大
慈
悲
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
「
尽
十
方
無
导
光
如
来
」。
 

こ
こ
で
は
「
尺
十
方
不
可
思
議
光
如
来
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
如
来
の
別
号
で
す
が
、
普
通
な
ら
如
来
は
「尽
十
方
、
不
可
思
議
光 

な
る
如
来
」
で
す
。
尺
十
方
不
可
思
議
光
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
意
味
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が' 

親
鸞
の
仮
名
聖
教
と
い
う
も
の
を
注
意
し
て
み
れ
ば
す
ぐ
分
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
普
通
な
ら
「
尺
十
方
無
碍
光
と 

は
」
何
・
ゝ
「
如
来
と
は
」
何

'々

こ
う
解
釈
す
る
と
こ
ろ
で
す
が' 

そ
う
じ
ゃ
な
い
。

「尽
十
方
と
い
う
は
」
何

'々

「無
碍
と
い
う
は
」



何
々
、

「光
如
来
と
も
う
す
は
」
何

'々 

こ
う
い
う
解
釈
の
仕
方
で
す
。
だ

か
ら

「尽
十
方
無
碍
な
る
光
如
来
」
、
「尽
十
方
不
可
思
議
な 

る
光
如
来
」
で
あ
る
。
光
と
如
来
を
分
け
な
い
。
不
可
思
議
光
を
も
っ
た
如
来
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
光
が
如
来
な
ん
だ
。
如
来
が
光
を 

放
つ
の
で
は
な
い
。
光
の
ほ
か
に
如
来
は
な
い
ん
だ
。
光
即
如
来
で
す
。

何
故
か
と
い
う
と
阿
弥
陀
と
い
う
も
の
は
、
諸
仏
の
中
に
阿
弥
陀
が
あ
る
と
考
え' 

一
切
諸
仏
と
区
別
し
て
考
え
ら
れ
や
す
い
が' 

そ 

う
じ
ゃ
な
い
。
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
と
は
諸
仏
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
諸
仏
に
対
し
て
阿
弥
陀
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
諸
仏
を
阿
弥 

陀
と
い
う
。
尽
十
方
不
可
思
議
光
と
い
う
の
は
、
尺
十
方
無
碍
光
で
も' 

こ
れ
は
つ
ま
り
阿
弥
陀
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
だ
か
ら
『
阿
弥 

陀
経
』
と
い
っ
て
も
「無
量
寿
経
」
で
す
。
『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
の
は
『
小
経
』
で
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
は

『
小
経
』
に
対
し
て
『
大 

経
』
で
す
が
、
そ
の
阿
弥
陀
と
い
う
の
も
『
大
無
量
寿
経
』
の
無
量
寿
と
い
う
の
も
同
じ
意
味
で
す
。
大
・
小
は
、
大
き
い
方
の
「無
量 

寿
経
」
、
小
さ
い
方
の
「無
量
寿
経
」
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
大

・
小
と
い
う
の
は
お
経
の
名
前
じ
ゃ
な
い
。

『
無
量
寿
経
』
と
い
う
の 

も

『
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
の
も
一
つ
の
も
の
で
す
。

そ
の
大
き
い
方
の
「
無
量
寿
経
」
に
は
い
ろ
ん
な
異
訳
が
あ
る
。

『
観
経
』
に
は
異
訳
が
な
く
た
だ
一
つ
で
す
。

『
小
経
』
に
は
二
つ 

あ
る
。
大
き
い
方
の
「無
量
寿
経
」
は
五
存
七
闕
と
い
っ
て
い
ろ
ん
な
異
訳
が
あ
る
こ
と
が
特
色
な
ん
で
す
。
親
鸞
は
そ
の
異
訳
の
経
典 

と
い
う
も
の
を
重
要
視
し
て
い
る
。
そ
の
手
掛
り
は
法
然
上
人
で
し
ょ
う
。
法
然
上
人
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
選
択
本
願
と
い
う
。
と
こ 

ろ
が
我
々
が
今
拝
読
し
て
い
る
康
僧
鎧
訳
の
『
大
無
量
寿
経
』
に
は' 

摂
取
と
い
う
言
葉
は
出
て
い
る
が
、
選
択
と
い
う
言
葉
は
な
い
ん 

で
す
。
異
訳
に
よ
っ
て
選
択
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。
摂
取
と
い
う
の
は
選
択
と
い
う
こ
と
で
す
。
摂
取
は
取
る
だ
け
を
表
わ
し
て
い
る 

が
、
選
択
は
捨
て
る
方
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
選
び
捨
て
選
び
取
る
、
こ
う
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
異
訳
の
経
典
に
よ
っ
て 

選
択
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。
そ
こ
に
法
然
上
人
の
深
慮
が
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
、
そ
こ
で
、
も
っ
と
選
択
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
し
に. 

あ
ら
ゆ
る
場
合
に
異
訳
の
経
典
に
照
ら
し
て
正
依
の
経
典
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

異
訳
の
最
も
古
い
お
経
の
な
か
に
『
大
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
略
し
て
『
大
阿
弥
陀
経
』
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、



詳
し
く
は
『
仏
説
諸
仏
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
薩
楼
仏
檀
過
度
人
道
経
』
と
い
う
長
い
名
前
の
経
典
で
す
。
そ
こ

に
「
諸
仏
阿
弥
陀
」
と
い
う 

こ
と
が
出
て
い
る
。
普
通
な
ら
『無
量
寿
経
』
と
言
え
ば
い
い
も
の
を
「諸
仏
阿
弥
陀
経
」
と
い
っ
て
諸
仏
を
加
え
て
あ
る
。
諸
仏
を
排 

斥
し
て
阿
弥
陀
一
仏
を
立
て
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
諸
仏
を
包
ん
で
阿
弥
陀
。
諸
仏
を
し
て
諸
仏
た
ら
し
め
る
も
の
が
阿
弥
陀
の
本
願
。
 

諸
仏
は
阿
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
諸
仏
と
い
う
意
味
を
完
成
し
て
く
る
。
諸
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
か
ら
出
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
証
明 

す
る
。
だ
か
ら
諸
仏
阿
弥
陀
。
そ
う
い
う
意
味
を
親
鸞
は
異
訳
に
よ
っ
て
注
意
し
た
。

尺
十
方
と
い
う
の
は
、
十
方
を
尽
す
あ
ら
ゆ
る
諸
仏
で
す
。
尽
十
方
諸
仏
の
不
可
思
議
光
仏
、
そ
れ
で
阿
弥
陀
と
い
う
。
諸
仏
を
捨
て 

る
の
で
あ
れ
ば
阿
弥
陀
で
は
な
い
。
光
と
は
尺
十
方
諸
仏
の
光
を
言
う
の
で
す
。
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
成
就
さ
れ
る
。
そ
う
い
う 

意

味
で

「
こ
の
光
明
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
」
と
言
わ
れ
る
。
阿
弥
陀
の
智
で
な
く
諸
仏
の
智
で
す
。
光
明
は
何
を
あ
ら
わ
す
か
。
光 

は
智
慧
の
か
た
ち
で
あ
っ
て
、
智
慧
の
象
徴
で
す
。
そ
の
智
慧
も
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
と
言
わ
ず
に
諸
仏
智
、
諸
仏
の
智
慧
と
言
わ
れ
る
。
 

も
う
ひ
と
つ
の
異
訳
「
無
量
寿
経
」
に

『
如
来
会
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
異
訳
の
な
か
で
一
番
有
力
な
も
の
で
す
。
な
ぜ
有
力
か
と 

い
う
と
新
訳
だ
か
ら
で
す
。
翻
訳
の
な
か
に
も
新
・
旧
と
い
う
区
別
が
あ
る
。
玄
奘
三
蔵
以
後
の
翻
訳
を
新
訳
と
い
う
。
そ
れ
以
前
の
訳 

を
旧
訳
と
い
う
。
そ
こ
に
は
翻
訳
上
の
一
つ
の
大
き
な
エ
ポ
ッ
ク
が
あ
る
。
玄
奘
三
蔵
の
時
代
に
な
る
と' 

『
論
』
の
方
で
は
、
世
親
菩 

薩

の

『
論
』
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
龍
樹
・
天
親
と
い
う
け
れ
ど
、
世
親
菩
薩
の
教
学
は
、
龍
樹
菩
薩
の
『
論
』
と
違
っ
て
非
常
に 

厳
密
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
仏
教
の
思
想
が
非
常
に
厳
密
に
な
っ
て
き
た
時
代
で
あ
り
、
翻
訳
上
で
も
正
確
さ
が
要
求
さ 

れ
て
き
た
。

周
知
の
よ
う
に
「
正
信
偈
」
で
も
、

「等
覚
を
成
り
、
大
涅
槃
を
証
す
る
こ
と
は
、
必
至
滅
度
の
願
成
就
な
り
」
と
あ
る
。
そ

の

「
必 

至
滅
度
」
と
い
う
の
は
旧
訳
で
す
。
第
十
一
願
の
「
必
ず
滅
度
に
至
ら
し
め
る
」。
初

め

の

「等
覚
を
成
り
、
大
涅
槃
を
証
す
る
こ
と
は
」
 

の

「
等
覚
」
は
、
旧
訳
で
言
え
ば
平
等
覚
。
平
等
覚
は
仏
の
位
で' 

正
覚
と
い
う
意
味
で
す
。
新
訳
の
方
で
は' 

そ
れ
は
菩
薩
の
位
で
す
。



「等
」
と
は
旧
訳
で
は
平
等
と
い
う
意
味
で
す
。
新
訳
で
は
等
し
い
と
い
う
意
味
で
す
。
「如
来
に
等
し
い
」。
そ
う
い
う
意
味
で
等
覚
。
 

仏
の
方
は
妙
覚
と
い
う
。
そ
の
妙
覚
に
等
し
い
。
信
心
を
獲
れ
ば
如
来
で
は
な
い
が
如
来
に
等
し
い
。

ま
た
妙
覚
の
位
は
大
涅
槃
。
旧
訳
で
は
こ
れ
は
滅
度
と
い
う
。
滅
度
と
い
っ
た
ら
大
涅
槃
。
た
だ
涅
槃
と
い
う
だ
け
な
ら
阿
羅
漢
で
も 

涅
槃
を
証
す
る
。
如
来
の
涅
槃
は
阿
羅
漢
の
涅
槃
と
違
う
。
大
涅
槃
と
い
う
の
は
還
相
の
働
き
を
含
ん
で
い
る
涅
槃
で
す
。
小
涅
槃
と
い 

う
の
は
生
死
を
超
え
た
と
い
う
だ
け
で
す
。
生
死
を
滅
し
た
と
い
う
意
味
で
の
滅
度
。

と
こ
ろ
が
大
涅
槃
と
い
う
こ
と
は' 

生
死
を
超
え
た
と
い
う
だ
け
で
な
し
に
、 

む
し
ろ
生
死
に
働
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
生
死
を
超 

え
る
と
と
も
に
、
生
死
に
超
え
る
。
そ
れ
が
大
涅
槃
。
還
相
の
働
き
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
涅
槃
、
生
死
に
自
由
自
在
で
あ
る
よ
う
な
働 

き
を
も
っ
て
い
る
の
が
大
涅
槃
。
小
乗
の
涅
槃
は
生
死
が
無
い
と
い
う
だ
け
で
す
。
消
極
的
で
す
。
「
成
等
覚
証
大
涅
槃
」
は
新
訳
、
「
必 

至
滅
度
願
成
就
」
は
旧
訳
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
新
訳
と
旧
訳
を
合
わ
せ
て
「
正
信
偈
」
の
文
は
出
来
て
い
る
。
 

異
訳
に
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、

『
如
来
会
』
と
い
う
の
は
新
訳
と
い
う
意
味
で
大
事
で
す
。
そ

の

『
如
来
会
』
に

「
諸
智
土
」
と
い
う
言 

葉
が
出
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
の
真
実
報
土
を
諸
智
土
と
い
う
。
真
実
報
土
を
顕
わ
す
の
は
『
教
行
信
証
』
で

は

「真
仏
土
巻
」
で
す
が
、
 

そ
の
終
り
の
所
に
、

「真
土
と
言
う
は' 

『
大
経
』
に
は
無
量
光
明
土
と
言
え
り
。
あ
る
い
は
諸
智
土
と
言
え
り
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
引 

用
さ
れ
て
い
る
「
無
量
光
明
土
」
の
方
は
『
平
等
覚
経
』
、
「諸
智
土
」
の
方
は
『
如
来
会
』
で
す
。
い
ま
言
う
「
諸
仏
の
智
」
と
い
う
の 

も

「
諸
智
土
」
と
い
う
の
も
同
じ
で
す
。
仏
か
ら
言
え
ば
「
諸
仏
の
智
」
、

土
か
ら
言
え
ば
「
諸
智
土
」
で
す
。

諸
仏
の
土
と
い
う
意
味 

で
す
。
方
便
化
土
の
場
合
と
違
っ
て
、
真
実
報
土
は
身
と
土
が
別
で
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
ほ
か
に
浄
土
は
な
い
。
真
仏
が
す
な
わ
ち
真
土
。
 

こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
大
涅
槃
で
あ
る
。

こ
れ
は
本
願
の
上
に
求
め
る
な
ら
第
十
二
・
十
三
願
で
す
。
真
仏
土
を
成
就
す
る
本
願
と
い
う
も
の
は
第
十
二
・
十
三
願
。
そ
れ
か
ら 

「
化
身
化
土
」
と
い
う
も
の
の
本
願
は
第
十
九1

一
十
願
で
す
。

真
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
仏
身
が
た
だ
ち
に
土
、

浄
土
で
す
。

第
十
二
・
十
三
願
を
み
る
と
、

「我
が
光
限
り
な
か
ら
し
め
ん
」.
」



「我
が
寿
命
限
り
な
か
ら
し
め
ん
」
と
あ
り
、
無
量
光
・
無
量
寿
と
法
蔵
菩
薩
が
法
身
の
成
就
を
誓
わ
れ
た
。
こ
れ
は
法
身
で
あ
っ
て
浄 

土
で
は
な
い
。
だ
か
ら
昔
は
こ
れ
浄
土
の
願
と
見
る
人
は
な
か
っ
た
。
第
三
十
一
願
・
第
三
十
二
願' 

こ
う
い
う
も
の
が
浄
土
の
願
と
考 

え
ら
れ
た
。
そ
の
場
合
は
本
願
の
文
の
言
葉
に
と
ら
わ
れ
た
解
釈
で
す
。
精
神
と
い
う
も
の
に
ふ
れ
ず
に
言
葉
そ
の
も
の
で
本
願
を
考
え
・ 

解
釈
し
た
。
親
鸞
は
そ
う
み
ず
に' 

第
十
二
・
十
三
願
が
同
時
に
浄
土
の
願
で
あ
る
と
み
る
。

浄
土
と
い
う
の
は
一
切
衆
生
を
迎
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
諸
仏
に
は
い
ら
ん
の
で
す
。
衆
生
に
い
る
の
で
す
。
衆
生
を
救 

う
た
め
に
浄
土
が
あ
る
。
十
方
衆
生
を
救
う
た
め
に
浄
土
が
い
る
。
ひ
と
り
の
人
間
に
は
浄
土
は
い
ら
ぬ
。
だ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
仏 

に
な
り
た
い' 

あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
救
う
よ
う
な
仏
に
な
り
た
い
。
こ
う
い
う
と
き
に
浄
土
が
い
る
。
仏
自
身
を
国
土
と
し
て
荘
厳
す
る
。
 

一
切
衆
生
の
国
土
と
な
る
よ
う
な
法
身
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
、
精
神
と
い
う
も
の
が
始
め
て
出
て
く 

る
。
だ
か
ら
大
悲
の
願
と
い
う
。
法
身
を
成
就
す
る
だ
け
な
ら
大
悲
の
願
と
い
う
も
の
を
成
就
す
る
必
要
は
な
い
。
 

法
身
と
い
う
だ
け
な
ら
自
利
の
願
で
、
利
他
の
願
で
は
な
い
。
大
悲
の
誓
願
と
い
う
必
要
は
な
い
。

『
正
像
末
和
讃
』
に
、

「
超
世
無 

上
に
摂
取
し
、
選
択
五
劫
思
惟
し
て
、
光
明
寿
命
の
誓
願
を
、
大
悲
の
本
と
し
た
ま
え
り
」
と
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
法
身 

が
そ
の
ま
ま
土
で
あ
る
。

こ
れ
は
多
分
、

『
入
出
二
門
偈
』
の

「諸
仏
の
智
」
と
い
う
の
は
、
単
に
諸
仏
の
智
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
し
に
、
経
典
の
方
か
ら
言
え
ば 

『
如
来
会
』
の

「
諸
智
士
」
、
そ
れ
に
よ
っ
て
親8

は

「
諸
仏
の
智
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。

こ
う
い
う
二
重
の
意
味
が
あ
る
。

身
が
そ 

の
ま
ま
土
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
国
土
と
な
る
よ
う
な
身
で
す
ね
。

我
々
は
仏
と
い
う
の
は
衆
生
を
救
う
も
の
だ' 

と
こ
う
言
う
。
し
か
し
直
接
救
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
浄
土
を
通
し
て
救
う
。
浄
土 

な
し
に
直
接
救
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
も
っ
と
具
体
的
に
言
う
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
を
通
し
て
救
う
。
聖
道
門
の
教
え
に
は' 

方 

法
な
し
に
直
接
に
救
う
と
い
う
。
浄
土
と
い
う
も
の
は
方
法
の
意
味
を
持
つ
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
浄
土
と
い
う
方
法
を
通
し
て 

成
仏
せ
し
め
る
。
だ
か
ら
「彼
の
仏
国
は
即
ち
是
れ
畢
竟
成
仏
の
道
路
、
無
上
の
方
便
な
り
」。

成
仏
の
方
便
と
言
わ
れ
る
。

浄
土
は
仏



と
い
う
も
の
に
ふ
れ
る
方
便
、
方
法
で
す
。
聖
道
門
に
は
そ
の
方
法
が
な
い
。
悟
る
と
い
う
こ
と
は
、
「各
自
や
れ
」、
と
し
か
言
え
ん
。
 

浄
土
と
い
う
も
の
が
ひ
と
つ
荘
厳
さ
れ
れ
ば' 

や
れ
と
い
う
よ
う
な
努
力
は
要
ら
ん
の
で
す
。
浄
土
と
い
う
も
の
を
通
し
て
本
願
に
目
を 

覚
ま
す
の
で
す
。
も
う
そ
こ
に
一
挙
に
成
仏
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
仏
身
と
土
が
同
時
で
す
。
 

仏
と
い
う
の
も
諸
仏
を
否
定
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
浄
土
と
い
う
も
の
が
方
便
だ
と
い
う
意
味
で
大
慈
悲
。
し
か
も
大
悲
の
光
と
い
う 

も
の
が
、
た
だ
諸
仏
を
否
定
し
た
阿
弥
陀
で
は
な
い
。
諸
仏
即
阿
弥
陀
で
す
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
っ
て
「
諸
仏
の
智
」
が
出
て
い
る
。
 

阿
弥
陀
仏
独
自
の
、
し
か
も
真
に
選
択
の
本
願
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
大
慈
悲
と
か
諸
仏
の
智
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と 

が

「
こ
の
光
明
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
注
意
し
て
あ
る
。
脚
註
に
違
い
は
な
い
が' 

た
だ
ど
う
で
も
い
い
と
し
て
註 

を
し
た
の
じ
ゃ
な
い
。
注
意
を
促
し
た
の
は
、
知
ら
ず
に
看
過
し
て
読
ん
で
し
ま
う
か
ら
、

「注
意
し
な
さ
い
」
と
、
こ
う
い
う
意
味
で 

脚
註
を
加
え
た
。

も
と
の
『浄
土
論
』
か
ら
言
え
ば' 

「
尽
十
方
不
可
思
議
光
」
も

「
尽
十
方
無
碍
光
」
も
同
じ
で
す
。
不
可
思
議
光
と
い
う
言
葉
、
 

こ 

れ
は
曇
鸞
大
師
が
言
わ
れ
た
の
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
『
浄
土
論
』
の
中
に
出
て
い
る
。

『浄
土
論
』
に
よ
っ
て
曇
鸞
大
師
は
尺
十
方
無
碍 

光
如
来
を
南
無
不
可
思
議
光
と
言
う
。
勝
手
に
し
た
と
い
う
の
で
な
く
、

『浄
土
論
』
に
よ
っ
て
そ
れ
が
成
り
立
つ
。
こ
こ
で
は
世
親
菩 

薩
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
論
に
帰
し
て
言
え
ば
、

「我
」
と
い
う
意
味
で
す
。

親
鸞
か
ら
言
う
か
ら
「
世
親
菩
薩
」。

世
親
菩
薩
自
身
か 

ら
言
え
ば
「
我
一
心
」
と
言
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。

「我
一
心
に' 

尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
 

安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
」
と 

言
っ
て
、
次

に

「彼
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
に
」
、

つ
ま
り
「観
彼
世
界
相
」
と
始
ま
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
二
十
九
種
の
荘
厳
功 

徳
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

世
親
菩
薩
の
「
一
心
に
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
え
り
」
、

こ
の
無
碍
光
如
来
と
い
う
の
が
一
番
も
と
で
す
。
 

だ
か
ら
「観
彼
世
界
相
」
と
出
て
く
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
出
よ
う
が
な
い
。

「
彼
」
は
尺
十
方
無
碍
光
如
来
を
承
け
て
の
「彼
」
で
す
。



尺
十
方
無
碍
光
如
来
を
さ
し
て
彼
、
彼
の
世
界
。
そ
し
て
如
来
の
浄
土
の
徳
、
彼
の
如
来
を
観
ず
る
。
だ
か
ら
彼
の
如
来
の
中
に
浄
土
が 

成
就
さ
れ
て
い
る
。
如
来
の
中
に
浄
土
と
い
う
も
の
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
観
ず
る
。

こ
れ
は
「
正
信
偈
」
で
も
同
じ
で
す
。

「
正
信
偈
」
で
は
、
「帰
命
無
量
寿
如
来 

南
無
不
可
思
議
光
」
、
こ
う
言
っ
て
あ
る
。
帰
命
も 

南
無
も
同
じ
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
『
論
』
『
論
註
』
に
依
っ
て
い
る
。
帰
命
は
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
の

「
帰
命
尺
十
方
」
。
 

南
無
の
方
は
曇
鸞
大
師
に
依
っ
て
「南
無
不
可
思
議
光
」
。
「帰
命
無
量
寿
如
来
」
と
言
っ
て
「
帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
言
わ
な
い 

の
は'

も
っ
と
根
本
は
第
十
一7

十
三
の
願
が
あ
る
か
ら
で
す
。

根
源
に
は
本
願
が
あ
る
。

だ
か
ら
し
て
「帰
命
無
量
寿
如
来
」
、

「南 

無
不
可
思
議
光
」。

無
量
寿
如
来
の
働
き
が
不
可
思
議
光
で
す
。
無
量
寿
が
体
。
体
を
全
う
し
て
働
く
の
が
不
可
思
議
光
。
光
明
は
寿
命
の
か
た
ち
で
す
。
 

こ
れ
が
も
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
第
十
二
，
十
三
願
成
就
の
如
来
を
更
に
天
親
菩
薩
の
『
論
』
と
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
に
よ
っ
て
あ
ら
わ 

す
。
そ
う
で
な
い
と
帰
命-

南
無
で
は
お
か
し
い
。
南
無
の
意
味
が
帰
命
だ
か
ら
。
本
当
を
言
っ
た
ら
南
無
・
帰
命
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

帰
命

・
南
無
と
言
っ
た
ら
『
論
』
と

『
論
註
』
の
次
第
を
守
っ
て
い
る
。
も
と
は
第
十
二
・
十
三
願
。
そ
れ
を
『
論
』
と

『
論
註
』
を
も 

っ
て
あ
ら
わ
す
。

だ
か
ら
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
で
す
け
れ
ど
も
、

『
浄
土
論
』
で
も
、
な
か
に
入
る
と
み
ん
な
「
故
我
願
生
彼
、
阿
弥
陀
仏
国
」
と
言
っ
て
、
 

浄
土
・
阿
弥
陀
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ど
う
い
う
わ
け
か
、

一
番
始
め
に
だ
け
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
あ
る
。
阿
弥
陀
と
い
う 

の
も
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
の
も
、
も
の
に
ふ
た
つ
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
で
す
。
天
親
菩
薩
自
身
が
阿
弥
陀
の
な
か
に
入
れ 

ば
、
阿
弥
陀
と
い
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
番
始
め
に
だ
け
尺
十
方
無
碍
光
如
来
と
言
い
、
自
ら
阿
弥
陀
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
。
 

阿
弥
陀
の
意
義
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
諸
仏
の
智
な
ん
で
す
。
尺
十
方
と
い
う
の
は
尽
十
方
の
諸
仏
の
智
な
ん
で
す
。
尽
十 

方
と
い
う
の
は
尺
十
方
の
諸
仏
の
光
。
阿
弥
陀
自
身
か
ら
そ
う
い
う
意
味
が
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
義
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
尺
十
方
無 

碍
光
如
来
で
あ
る
。

簡
単
に
言
え
ば
、

尽
十
方
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

諸
仏
か
ら
阿
弥
陀
仏
を
見
る
と
西
方
の
仏
。

だ
か
ら



『
略
文
類
』
の

「念
仏
正
信
偈
」
に

は

「
西
方
不
可
思
議
尊
」
と
言
っ
て
あ
る
。
諸
仏
、
或
い
は
人
間
か
ら
阿
弥
陀
を
見
る
と
西
方
不
可 

思
議
尊
と
い
う
。
我
々
か
ら
仏
を
見
る
の
で
な
く
、
逆
に
阿
弥
陀
仏
か
ら
我
々
を
見
れ
ば
尺
十
方
無
碍
光
如
来
で
す
。
西
方
か
ら
見
れ
ば 

穢
土
ま
で
包
ん
で
い
る
。
仏
か
ら
見
れ
ば
全
部
法
界
で
す
。
阿
弥
陀
だ
け
で
あ
れ
ば
西
方
の
仏
と
い
う
よ
り
仕
方
が
な
い
。
そ
の
意
義
は 

我
々
か
ら
見
れ
ば
そ
う
で
す
。
仏
様
か
ら
見
れ
ば
全
法
界
な
ん
で
す
。
同
じ
だ
か
ら
ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
で
は
な
い
。
 

解
釈
し
て
み
な
い
と
分
ら
ぬ
。

『
入
出
二
門
偈
』
で
も
阿
弥
陀
と
言
っ
て
も
い
い
ん
で
す
。

け
れ
ど
も
、

天
親
菩
薩
が
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
、

曇
鸞
大
師
が 

「南
無
不
可
思
議
光
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
に
注
意
し
て
、

「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
」
と
脚 

註
を
付
け
て
注
意
を
促
し
た
。
こ
う
い
う
意
味
の
脚
註
で
す
。
分
っ
て
し
ま
え
ば
何
で
も
な
い
。
分
ら
ぬ
場
合
は
同
じ
こ
と
で
す
ん
で
し 

ま
う
。
諸
仏
と
い
う
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
も
『
阿
弥
陀
経
』
の
六
方
段
の
よ
う
に
西
方
の
仏
で
す
。
諸
仏
の
な
か
の
一
仏
で
す
。
 

し
か
し
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
か
ら
見
れ
ば
、
三
世
十
方
の
諸
仏
の
も
と
に
な
る
。

例
え
ば
、
面
倒
な
話
で
す
が
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
今
日
キ
リ
ス
ト
教
の
他
に
も
イ
ス
ラ
エ
ル
と
か
ア
ラ
ブ
の
宗
教
が
あ
る
。
と
こ 

ろ
が
イ
ス
ラ
ム
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
も
全
部
、
聖
地
は
イ
ス
ラ
エ
ル
で
す
。
こ
の
三
つ
の
宗
教
と
い
う
も
の
は
砂
漠 

の
宗
教
で
す
。
イ
ン
ド
の
宗
教
と
違
う
ん
で
す
。
厳
し
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
厳
し
さ
も
砂
漠
と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
あ
の
厳
し
さ 

が
な
け
れ
ば
砂
漠
の
人
は
絶
望
す
る
ん
で
す
。
死
ん
だ
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
砂
漠
で
し
た
ら
富
は
ひ
と
つ
も
な
い
で
し
ょ
う
。
 

だ
か
ら
宗
教
の
信
念
で
彼
ら
は
耐
え
て
ゆ
け
る
。
そ
う
い
う
理
解
が
必
要
な
ん
で
す
。
イ
ン
ド
の
よ
う
に
物
が
余
る
よ
う
な
世
界
で
な
い 

ん
で
す
。

面
白
い
の
は
旧
約
聖
書
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
パ
レ
ス
チ
ナ
を
カ
ナ
ン
と
い
う
言
葉
で
呼
ぶ
ん
で
す
。
あ
こ
が
れ
の
世
界
、
日
本
で 

言
う
と
故
郷
の
こ
と
で
す
。
あ
の
時
代
に
は' 

ユ
ダ
ヤ
の
地
は
ナ
イ
ル
川
流
域
に
出
来
た
エ
ジ
プ
ト
や
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ィ
ス
川



流
域
の
バ
ビ
ロ
ニ
ャ
と
い
う
よ
う
な
大
国
の
間
に
挾
ま
れ
て
お
り
、
戦
争
の
起
る
た
び
に
ユ
ダ
ヤ
は
ど
ち
ら
か
の
属
国
に
な
る
。

ユ
ダ
ヤ 

の
民
は
そ
う
い
う
悲
惨
な
民
族
な
ん
で
す
。
捕
虜
と
な
れ
ば
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
等
を
造
る
た
め
に
労
働
力
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か 

ら
そ
の
身
分
か
ら
脱
却
し
て
自
分
達
の
あ
こ
が
れ
の
土
地
、
カ
ナ
ン
の
地
へ
帰
る
ん
で
す
。
そ
の
あ
こ
が
れ
を
表
わ
す
カ
ナ
ン
と
い
う
言 

葉

は

「
水
と
乳
と
の
流
れ
る
土
地
」
と
い
う
ん
で
す
。
砂
漠
だ
か
ら
水
が
な
い
。
水
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
草
が
生
え
牧
畜
が
出
来
る
。
乳
が 

し
ぼ
れ
る
。

「
水
と
乳
と
の
流
れ
る
土
地
」
が
彼
ら
の
浄
土
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
す
。

ユ
ダ
ヤ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
、
こ
の
三
つ
の
宗
教
の
特
色
は
神
は
た
だ
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
神
教
で
す
。
あ
ら 

ゆ
る
宗
教
の
中
の
ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
、
こ
れ
は
一
神
教
で
す
。
そ
れ
は
土
地
が
要
求
し
た
ん
で
し
ょ
う
。
あ
ら
ゆ
る
神
と
言
っ
た
ら
力
は
出 

て
こ
な
い
。

『
旧
約
聖
書
』
の
中
に
出
て
く
る
エ
ホ
バ
の
神
は
、
他
の
神
を
礼
拝
す
れ
ば
嫉
妬
す
る
神
で
す
。
復
讐
す
る
神
で
す
。
こ
れ 

だ
け
き
つ
い
ん
で
す
。

阿
弥
陀
仏
の
宗
教
は
一
神
教
で
は
な
い
。
ま
た
八
百
万
神
と
い
う
よ
う
な
、
何
で
も
い
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
イ
ン
ド
の
宗
教
と 

い
う
の
は
大
体
パ
ン
テ
エ
イ
ス
ム
ス!̂
1
1
0
1

2.5
1
!

一
昌
・
汎
神
論
で
す
。

東
洋
の
宗
教
と
い
う
も
の
は' 

ユ
ダ
ヤ
の
宗
教
か
ら
み
れ
ば
汎 

神
論
で
す
。

ユ
ダ
ヤ
の
哲
学
者
の
ス
ピ
ノ
ザ
は
一
神
教
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
な
が
ら
汎
神
論
に
立
っ
て
い
る
。
彼
の
哲
学
は
「実
在
は
神 

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
普
通
、

ユ
ダ
ヤ
の
神
は
人
格
を
も
っ
て
い
る
。
人
格
神
で
す
。
人
格
を
も
っ
と
こ
ろ
に
神
の
特
色
が
あ
り
 ゝ

人
格
と
い
う
も
の
を
厳
密
に
使
う
の
が
ユ
ダ
ヤ
の
特
色
で
す
。
東
洋
人
が
人
格
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
り
、
人
格
が
成
り
立
つ
と
い
っ
て 

も
厳
密
で
は
な
い
。
本
当
の
意
味
の
人
格
と
い
う
の
は
中
国
の
思
想
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。
人
格
は
個
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
当
の
意
味 

の
個
人
。
そ
れ
は
特
殊
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
本
当
の
意
味
の
個
人
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
人
格
は
出
て
こ
な
い
。
相
手
を
人
格
と 

認
め
る
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
自
由
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
個
は
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
他
か
ら
成
り
立
つ 

て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
自
身
に
原
因
を
も
ち' 

そ
れ
自
身
を
支
え
て
い
る
も
の
、 

そ
れ
が
個
で
す
。
だ
か
ら
個
人
と
い
う
も
の
が
な 

け
れ
ば
人
格
は
な
い
。

「汝
」
と
い
う
存
在
を
も
っ
た
も
の
が
人
格
で
す
。



と
こ
ろ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
神
は
人
格
で
あ
る
と
言
わ
ず
に
、

「実
在
が
神
」
と
言
う
。
更

に

「
神
は
自
然
」
と
言
う
。
実
在
が
神
で
あ 

り
、
神
は
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の
言
う
汎
神
論
で
す
。
因
果
必
然
で
あ
る
自
然
界
・
自
然
と
い
う
も
の
一
切
、
そ
れ
が
神
。
神
と
い 

う
の
は
一
つ
で
な
く
、
全
世
界
が
神
。
こ
う
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
は
、

ユ
ダ
ヤ
か
ら
出
て
ユ
ダ
ヤ
を
超
え
た
よ
う
な
思
想
で
す
。

一
神 

論
と
汎
神
論
、
そ
う
い
う
点
で
非
常
に
面
白
い
。

日
本
の
八
百
万
神
と
い
う
の
は' 

宗
教
的
に
み
れ
ば
非
常
に
幼
稚
な
も
の
で
す
。
石
だ
ろ
う
と
木
だ
ろ
う
と
、
何
ん
で
も
神
に
し
て
し 

ま
う
。
そ
う
い
う
八
百
万
神
は
宗
教
的
に
み
れ
ば
低
級
な
も
の
で
す
。

イ
ン
ド
で
は
一
即
多
と
い
う
。

「赤
色
赤
光' 

白
色
白
光
」
と
あ
り
ま
す
。
青
と
か
黄
と
か
赤
と
か' 

い
ろ
ん
な
色
が
あ
る
が' 

青
と 

い
う
も
の
を
お
さ
え
る
と
青
が
一
切
で
す
。

一
切
の
色
を
代
表
し
て
い
る
。
黄
色
は
ど
う
か
と
い
う
と' 

黄
色
が
一
切
を
代
表
し
て
い
る
。
 

ー
即
一
切
。
ど
の
一
点
を
と
っ
て
も
全
体
で
す
。
こ
う
い
う
の
は
汎
神
論
と
い
う
よ
り
も' 

ち
ょ
っ
と
言
葉
が
な
い
。

「
一

即
多,

多
即 

ー
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
汎
神
論
で
も
一
神
論
で
も
な
い
も
の
で
す
。

阿
弥
陀
仏
の
場
合
、

一
応
西
方
の
仏
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
同
時
に
そ
れ
が
尺
十
方
無
碍
な
ん
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
面
目
は
本 

願
に
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
諸
仏
が
生
ま
れ
て
き
た
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
か
ら
諸
仏
が
流
れ
出
て
、
諸
仏
に
よ
っ
て
阿
弥
陀 

仏
の
本
願
と
い
う
も
の
が
尺
十
方
無
碍
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
く
。
こ
う
い
う
こ
と
は
汎
神
論
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ぬ
し
、

一
神 

教
で
も
な
い
。
ま
し
て
独
裁
主
義
じ
ゃ
な
い
。
し
か
し
説
教
で
い
う
と
独
裁
主
義
に
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
ら
ゆ
る
諸
仏
に
捨
て
ら
れ
た
我 

々
を
阿
弥
陀
仏
は
救
っ
て
く
れ
る' 

有
難
い
仏
だ
、
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
え
ば' 

こ
れ
は
独
裁
で
す
。
そ
れ
は
確
か
に
人
間
的
で
す
。
 

説
教
で
は
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
を
い
か
に
も
有
難
い
と
人
情
に
訴
え
て
強
調
す
る
。

し
か
し
仏
の
慈
悲
と
い
う
の
は
違
う
。
智
慧
を
い
う
の
で
す
。

「
可
愛
い
」
と
い
う
の
は
仏
教
で
は
煩
悩
の
う
え
の
愛
な
ん
で
す
。
仏 

教
の
言
う
の
は
そ
う
で
は
な
い
。
慈
悲
で
あ
り
智
慧
な
ん
で
す
。
可
愛
い
と
言
う
の
で
は
な
い
。
無
心
で
す
。
無
心
だ
か
ら
十
方
の
衆
生 

に
な
れ
る
。

一
切
衆
生
と
共
に
悩
み
一
切
衆
生
と
共
に
楽
し
む
。
苦
楽
を
共
に
す
る
。
無
心
な
ん
で
す
。

「
こ
れ
は
哀
れ
な
奴
だ
」
と
言



っ
た
ら
二
つ
で
す
。

一
つ
に
な
れ
ぬ
。
だ
か
ら
人
間
と
い
う
も
の
は
同
情
で
救
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
人
間
の
同
情
に
よ
っ
て
人
間
は
救 

わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
同
情
は
冷
た
い
も
の
で
す
。
同
情
と
い
う
も
の
は
ど
う
し
て
も
二
つ
の
立
場
。
ど
れ
だ
け
近
く
て
も
傍
観
者
で
す
。
 

「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
と
同
じ
こ
と
で
す
。

「
正
信
偈
」
で

は

「帰
命
無
量
寿
如
来 

南 

無
不
可
思
議
光
」、
そ
し
て

「法
蔵
菩
薩
因
位
時
」。
こ
れ
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
。
文
章
が
続
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
法
蔵
菩 

薩
が
因
位
の
時
」
と
藪
か
ら
棒
に
こ
う
言
っ
た
ら
文
章
は
つ
づ
か
な
い
で
し
ょ
う
。
訓
み
方
と
し
て
は
そ
う
で
は
な
い
。

「法
蔵
菩
薩
と 

し
て
因
位
の
時
」
と
訓
む
。
帰
命
無
量
寿
如
来
の
因
位
、
南
無
不
可
思
議
光
仏
が
因
位
の
時
、
法
蔵
と
名
告
っ
て
世
自
在
王
仏
の
み
も
と 

に
法
を
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
い
く
わ
け
で
す
。
文
章
は
つ
づ
く
で
し
ょ
う
。
「
不
可
思
議
光
に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
」
、
そ
の
不
可 

思
議
光
が
因
位
の
時
、
本
願
を
立
て
た
。
こ
う
い
う
具
合
に
文
章
は
つ
づ
い
て
く
る
。

い
ま
『
浄
土
論
』
で
も
、

「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
あ
り
、
そ
し
て

「観
彼
世
界
相
」
と
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
無
碍
光
如
来
を 

観
ず
る
、
無
碍
光
如
来
の
世
界
、
彼
の
世
界
を
観
ず
る
。
こ

の

「彼
」
と
い
う
一
字
が
非
常
に
大
事
で
す
。

「
彼
」
と
い
う
一
字
が
浄
土 

の
教
相' 

浄
土
の
教
学
の
基
礎
に
な
る
。

「彼
」
も

「此
」
も
な
い
と
い
う
の
は
聖
道
門
で
す
。

「
彼
」
そ
れ
は
何
か
。
此
の
世
界
、
こ 

の
私
以
外
に
私
は
な
い
と
思
っ
た
こ
と
が
そ
う
で
は
な
く'

も
う
ひ
と
つ
の
私
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
世
が
世
界
の
全
部
だ
と 

思
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
眠
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
も
う
一
つ
破
っ
て
「我
が
国
に
来
た
れ
」
と
い
う
根
源
が
我
れ
を
呼
び
覚
ま
し
て 

く
る
。
そ
こ
に
「彼
」
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
如
来
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
み
て
も
私
を
延
長
し
た
も
の
だ
っ
た 

の
で
す
。
彼
と
か
如
来
の
世
界
に
し
て
も
、
南
無
・
帰
命
を
く
ぐ
ら
な
け
れ
ば
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
人
間
の
延
長
で
し
か
な 

い
。
浄
土
と
言
っ
て
も
穢
土
の
延
長
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
。

如
来
の
世
界
と
人
間
の
世
界
に
は
永
遠
の
溝
が
あ
る
。
否
定
の
溝
が
あ
る
。
絶
対
否
定
を
通
し
て
直
結
す
る
の
で
す
。
否
定
な
し
に
っ 

づ
く
の
じ
ゃ
な
い
。
凡
夫
だ
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
如
来
に
ふ
れ
る
の
で
す
。
凡
夫
を
忘
れ
て
如
来
に
ふ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
凡
夫
だ
と



い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
の
が
如
来
に
ふ
れ
た
証
拠
で
す
。
だ
か
ら
機
の
深
信
と
い
う
こ
と
が
そ
こ
に
成
り
立
つ
。

「
自
身
は
現
に
こ
れ 

罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
、

こ
れ
が
如
来
に
ふ
れ
た
証
拠
で
す
。

そ
れ
が
南
無
で
す
。

「自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
い
う
の
が 

南
無
の
内
容
で
す
。
南
無
，
帰
命
、
そ
こ
に
何
か
否
定
を
く
ぐ
っ
て
も
う
ひ
と
つ
根
源
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

「彼
」
と 

い
う
字
の
内
容
が
あ
る
ん
で
す
。

先
に
新
訳
・
旧
訳
と
い
い
ま
し
た
が
、
天
親
菩
薩
の
『
論
』
と
い
う
の
は' 

非
常
に
教
学
が
厳
密
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
文 

章
が
簡
潔
に
な
っ
て
き
た
。
内
容
が
厳
密
だ
と
い
う
こ
と
は
形
式
の
方
は
簡
潔
に
な
る
。
内
容
は
非
常
に
厳
密
で
し
か
も
豊
か
で
す
。
無 

限
の
内
容
を
含
ん
だ
形
は
簡
潔
で
す
。
こ
う
い
う
文
章
で
み
ら
れ
る
通
り
、
無
限
の
註
釈
を
含
ん
で
い
る
。
形
は
簡
単
だ
け
れ
ど
、
訓
む 

暇
か
ら
い
う
と
大
き
な
も
の
に
匹
敵
し
て
い
ま
す
。
古
典
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
そ
う
い
う
も
の
で
す
が
、 

『浄
土
論
』
の
よ
う
に
偈
文 

の
形
を
と
っ
た
場
合
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、

「
世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
浄
土
論
』
で
は
二
行
目
に
な
る
ん
で
す
。

「
一
心
帰 

命
」
と
い
う
の
が
最
初
に
き
て
い
る
。

「世
尊
我
一
心 

帰
命
尺
十
方 

無
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国
」
と
。
そ
の
次
に
「
我
依
修
多
羅 

真
実
功
徳
相
」
と
ニ
行
目
に
出
て
い
る
。

「
入
出
二
門
偈
」
で
は
逆
に
な
る
。
二
行
目
に
出
て
い
る
の
は
『浄
土
論
』
か
ら
い
え
ば
発
起 

序
で
す
。

つ
ま
り
何
故
に
『浄
土
論
』
を
造
る
か
と
い
う
意
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

い
ま
こ
こ
に
「
依
」
と
い
う
字
が
出
ま
す
ね
。
つ
ま
り
仏
教
で
は
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
『
論
』
を
つ
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
ら
で
す
。
仏 

教
と
い
う
も
の
に
基
づ
い
て
「
願
生
偈
」
を
造
っ
た
ん
だ
。
願
偈
を
説
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
の
教
え
に
相
応
す
る
。
或
い
は
仏
教
に
依 

っ
て
仏
教
に
相
応
す
る
。

「願
生
偈
」
を
造
っ
た
の
は
仏
教
に
依
っ
て
仏
教
に
相
応
す
る
た
め
。
そ
う
い
う
『
論
』
を
造
る
趣
旨
を
述
べ 

る
。
序
文
と
い
う
意
味
で
す
、

「観
彼
世
界
相
」
か
ら
が
本
当
の
偈
の
内
容
で
す
。

と
こ
ろ
が
『
入
出
二
門
偈
』
の
場
合
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
こ
こ
に
言
う
「
依
」
と
い
う
こ
と
は' 

「願
生
偈
」
を
説
く
た
め
の.



『
論
』
を
造
る
た
め
の
根
拠
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
帰
命
で
す
。

一
心
帰
命
の
依
り
所
で
す
。
帰
と
い
う
字
に
は
帰
命
と
い
う
こ
と
と 

帰
依
と
い
う
二
つ
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
三
宝
に
帰
依
す
る
」、
「
三
宝
に
帰
命
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
。

つ
ま
り
帰
命
の
方
は
本
願
の 

勅
命
に
帰
す
る
。
如
来
に
対
し
て
帰
命
。
法
に
対
し
て
は
帰
依
。
如
来
の
説
か
れ
た
法
に
対
し
て
は
帰
依
、
如
来
に
対
し
て
は
帰
命
で
す
。
 

お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
帰
命
と
帰
依
は
同
じ
こ
と
で
す
。
法
に
対
し
て
帰
で
す
が' 

法
と
い
っ
て
も
非
常
に
広
い
も
の
で
す
。

『教
行 

信
証
』
で
言
え
ば
、
教

仃

，
証
と
い
う
の
は
法
で
す
。

つ
ま
り
所
依
・
所
修
・
所
得
の
法
で
す
。
教
と
い
う
場
合
の
法
は
所
依
の
法
。
 

行
と
い
う
場
合
の
南
無
阿
弥
陀
仏
は
所
修
の
法
。
所
行
の
法
。
涅
槃
と
い
う
の
は
得
ら
れ
た
る
法' 

所
得
で
す
。

い
ま
言
う
の
は
教
え
。
 

所
依
で
す
。
教
え
と
い
う
の
は
言
説
さ
れ
た
法
。
行
ぜ
ら
れ
る
法
も
、
得
ら
れ
る
法
も
み
な
仏
法
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
教
と
は
言
葉
と 

い
う
形
で
出
て
お
る
と
こ
ろ
の
法
。
そ
れ
を
教
法
と
い
う
。
御
言
で
す
。
-

心
と
い
う
の
は
御
言
に
賜
わ
る
。

つ
ま
り
「
た
の
め
よ
」
と 

い
う
御
言
に
賜
わ
る
。

「
た
の
め
よ
」
と
聞
い
て
、
「
そ
う
で
す
か
」
と
言
っ
て
頼
む
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
出
来
は
し
な
い
。
「
た 

の
め
よ
」
、
そ
こ
に
た
の
ん
だ
こ
と
が
成
立
す
る
。
「
た
の
め
よ
」
と
い
う
御
言
に
頭
が
下
っ
た
。
そ
れ
が
た
の
ん
だ
こ
と
で
す
。
我
々
の 

心
で' 

「
た
の
め
よ
」
と
い
う
教
え
を
聞
い
て
、

「
そ
う
か
」
と
言
っ
て
た
の
む
よ
う
な
心
を
造
ろ
う
と
思
え
ば
、
永
遠
に
た
の
め
は
し 

な
い
の
で
す
。
そ
こ
が
大
事
で
す
。

言
葉
と
い
う
も
の
が
如
何
に
重
要
か
が
分
か
る
。

「
そ
う
で
す
か
」
、

と
こ
う
言
っ
た
ら
も
う
た
の
め
は
し
な
い
の
で
す
。

「
そ
う
で 

す
か
」
と
い
う
よ
う
な
余
地
を
与
え
ぬ
。

「
た
の
め
よ
」
と
い
う
言
下
に
、
そ
こ
に
た
の
む
心
と
い
う
も
の
が
確
立
さ
れ
る
。
聞
い
た
あ 

と
で
反
省
し
て
た
の
む
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
が
如
来
に
帰
命
す
る
、
仏
法
に
帰
依
す
る'

こ
う
言
っ
て
も
思
索
し
て
帰
命 

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
か
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
全
身
全
霊
を
挙
げ
て
た
の
む
ん
で
す
。
全
身
が
感
動
し
て
そ
れ
に
ふ
れ
る
。
そ
れ
を
「
た 

の
む
」
と
言
う
の
で
す
。
考
え
て
た
の
む
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。

つ
ま
り
教
え
と
い
う
の
は
声
な
ん
で
す
。
御
言
と
い
う
の
は
声
で
す
。
経
の
方
は
教
え
を
文
字
で
表
わ
し
た
も
の
。
修
多
羅
で
す
。
教 

え
の
方
は
文
字
で
は
な
い
。
声
で
す
。
お
経
は
誰
で
も
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
も
飾
っ
て
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
中
に
教
え
を
見



出
す
人
は
誰
も
い
な
い
で
し
ょ
う
。
本
は
何
処
に
も
あ
る
。
い
つ
で
も
あ
る
本
の
中
に
生
き
た
声
を
聞
く
の
は
い
つ
で
も
な
い
。
万
劫
の 

初
事
で
す
。
時
機
純
熟
し
て
そ
こ
に
声
を
見
出
す
の
で
す
。
出
遇
う
ん
で
す
。
出
遇
い
と
い
う
の
は
値
遇
の
意
味
で
す
。
糸
へ
ん
の
経
に 

出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
声
に
出
遇
う
の
は
偶
、
偶
然
で
す
。
予
定
し
た
通
り
じ
ゃ
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
本
当
の
自
分
に 

出
遇
う
ん
で
す
。
我
々
が
考
え
て
い
る
自
分
と
い
う
の
は
出
遇
え
は
せ
ん
の
で
す
。
朝
か
ら
晚
ま
で
我
執
を
起
し
て
い
る
自
分
に
出
遇
う 

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
我
執
の
中
に
我
執
を
超
え
た
自
分
が
お
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
我' 

我
一
心
と
い
う
。
私 

に
出
遇
う
。
私
も
出
遇
う
も
の
だ
し
、 

如
来
も
出
遇
う
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
が
教
に
あ
る
。
こ
れ
は
ま
あ
言
葉
で
す
。
言
葉
は 

文
字
で
は
な
い
。
声
で
す
。
言
葉
に
賜
わ
る
。

(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
九
年
八
月
一
日
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』

の
会
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
黄 

編
集
部)


