
、

親
鶯
が
明
ら
か
に
し
た
「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
仏
教
を
正
し
く
頷
く
た
め
に
は
、
主
著
で
あ
る
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」
が
表
わ

す
こ
と
を
正
確
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
『
教
行
信
証
」
は
、
教
巻
の
冒
頭
に
「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
按
ず
る
に
、
二
種

（
１
）

の
回
向
有
り
。
」
と
始
め
ら
れ
る
か
ら
、
親
鶯
の
思
想
の
中
核
が
「
二
種
回
向
」
に
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
更
に
こ
の
二
種

回
向
が
曇
驚
の
「
浄
土
論
註
」
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
種
回

（
２
）

向
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
を
巡
っ
て
は
、
錯
綜
し
た
問
題
が
存
在
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
が
「
往
相
回
向
・
還
相
回

向
」
と
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
衆
生
が
娑
婆
と
浄
土
を
往
復
す
る
と
い
っ
た
感
覚
的
な
理
解
を
始
め
と
し
て
、
往
復
運
動
の
主
体
を
如
来

に
見
る
理
解
、
ま
た
そ
れ
ら
を
混
合
し
た
解
釈
な
ど
、
か
な
り
の
幅
を
持
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
現

状
に
於
い
て
、
我
々
は
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
親
鶯
の
本
意
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
つ
時
、
親
鶯
自
身
が
「
浄
土
真
宗
は
大
乗
の
中
の
至
極
な
り
」
と
宣
言
し
て
い
る
こ
と
が
有
力
な
手
掛
か

り
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
大
乗
仏
教
の
思
想
史
的
展
開
を
吟
味
し
、
そ
の
流
れ
の
中
に
親
鶯
の
思
想
を
位
置
づ
け
、
こ
の
問
題
を
考
え
て

い
け
ば
よ
い
と
い
う
見
通
し
が
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
本
槁
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
親
鶯
が
明
ら
か
に
し
た
「
浄
土
真
宗
」

仏
身
観
の
展
開
か
ら
見
た
曇
鶯
の
方
便
法
身
の
概
念
に
つ
い
て

問
題
の
所
在

織
田
顕
祐
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の
二
種
回
向
の
真
意
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
近
景
と
し
て
曇
鶯
思
想
の
基
本
的
立
ち
位
置
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
大
乗
仏
教
の
思
想
史
的
な
展
開
の
上
に
、
曇
鶯
思
想
を
位
置
づ
け
、
そ
の
延
長
上
に
親
鶯
の
了
解
の
独
自
性
を
見
定
め
よ
う
と
思
う

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
大
乗
仏
教
の
基
本
的
な
問
題
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
仏
身
観
の
展
開
が
意
味
す
る

こ
と
の
解
明
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
曇
鶯
は
『
論
註
」
の
中
で
、
「
安
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
世
親
菩
薩

（
４
）

が
明
ら
か
に
し
た
五
念
門
に
よ
っ
て
如
来
真
実
功
徳
と
相
応
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
巨
雲
鴬
の
課
題

で
あ
る
「
往
生
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
阿
弥
陀
如
来
と
そ
の
浄
土
が
一
体
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
身
と
仏
土
は
不
二
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
往
生
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
掛

か
り
と
し
て
、
仏
身
の
問
題
を
整
理
し
よ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
浄
土
に
往
生
す
る
」
と
言
う
場
合
、
そ
の
浄
土
が
ど
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
往
生
の
意
味
は

大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
故
、
「
浄
土
」
と
い
う
教
理
用
語
の
内
容
の
検
討
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
実
は
こ
う
し
た
方
法
は

（
５
）

極
め
て
困
難
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
「
浄
土
」
と
い
う
教
理
用
語
は
、
鳩
摩
羅
什
の
周
辺
か
ら
使
わ
れ
始
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
鳩
摩
羅

什
の
思
想
は
龍
樹
を
中
心
と
す
る
初
期
大
乗
仏
教
に
基
本
的
な
立
場
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
曇
鶯
が
出
会
っ
た
菩
提
流
支
は
中
国
に
初

め
て
世
親
の
中
期
大
乗
仏
教
を
も
た
ら
し
た
人
で
あ
り
、
こ
の
両
者
の
思
想
的
立
場
の
違
い
が
冒
雲
鴬
自
身
の
大
き
な
転
機
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
鳩
摩
羅
什
の
「
浄
土
」
の
概
念
を
明
確
に
し
た
と
し
て
も
、
曇
鶯
が
驚
い
た
世
親
の
思
想
内
容
を
直
接
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
浄
土
」
と
い
う
言
葉
は
同
一
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
大
き
な
意
味
の
変
化
が
あ
る
。

そ
の
違
い
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
本
稿
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
仏
土
の
異
な
り
を

仏
身
の
違
い
か
ら
考
察
し
よ
う
と
考
え
た
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
「
仏
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
は
、
仏
教

第
一
章
仏
身
観
の
展
開
は
仏
土
の
展
開
を
必
然
す
る

２



仏
身
観
を
め
ぐ
る
問
題
の
濫
鵤

釈
尊
在
世
の
時
代
は
、
「
仏
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
仏
弟
子
の
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
」
な
ど
に
、
「
目
ざ
め
た
ひ
と
」
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
は
何
か
と
い
っ
た
議
論
は
存
在
す
る
が
、
そ
う
し
た
疑
問
は
現
に
存
在
す
る
ブ

（
６
）
（
７
）

シ
ダ
釈
尊
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
て
い
る
。
釈
尊
自
身
が
、
「
法
を
見
る
者
は
私
を
見
る
」
と
説
か
れ
た
通
り
、
具
体
的
な
形

を
持
っ
た
身
体
的
な
存
在
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
と
、
真
理
と
し
て
の
「
法
」
と
が
現
存
在
に
お
い
て
重
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点

（
８
）

に
つ
い
て
「
仏
陀
は
生
身
に
し
て
ま
た
同
時
に
法
身
で
あ
っ
た
」
と
表
現
さ
れ
た
先
学
も
あ
る
。
こ
の
先
学
の
指
摘
に
つ
い
て
パ
ー
リ
文

（
９
）

献
・
漢
訳
の
有
部
文
献
・
律
蔵
な
ど
の
記
述
を
丁
寧
に
た
ど
っ
て
跡
付
け
た
先
行
研
究
も
存
在
す
る
。
も
っ
と
も
、
釈
尊
の
時
代
に
は

「
法
身
・
色
身
」
と
い
う
教
理
用
語
自
体
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
、
法
と
身
体
が
重
な
っ
た
存
在
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
釈
尊
に
つ
い
て
、

「
法
身
・
色
身
」
と
い
う
概
念
を
見
出
し
た
の
は
、
「
仏
と
は
何
か
」
と
い
う
課
題
を
究
明
し
て
い
っ
た
釈
尊
滅
後
の
仏
弟
子
た
ち
の
求

道
の
成
果
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
仏
陀
は
生
身
に
し
て
ま
た
同
時
に
法
身
で
あ
っ
た
」
と
い
う
言
い
方
は
、
後
の
概

念
に
よ
っ
て
そ
れ
以
前
の
課
題
を
整
理
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
法
と
身
体
と
が
重
な
っ
た
釈
尊
に
つ
い
て
、
世
間
を
超
え

て
い
る
と
い
う
点
に
着
眼
し
て
「
生
身
無
漏
説
」
を
主
張
し
た
大
衆
部
と
、
そ
れ
を
批
判
し
て
「
法
身
無
漏
・
色
身
有
漏
説
」
を
主
張
し

（
、
）

た
有
部
が
部
派
仏
教
の
時
代
に
対
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
有
部
が
提
唱
し
た
「
法
身
」
と
い
う
概
念
は
、
後
に

（
皿
）

「
五
分
法
身
」
と
し
て
教
理
化
さ
れ
て
、
釈
尊
が
説
い
た
「
教
法
の
集
ま
り
」
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
「
法
Ｔ
ダ
ル
マ
）
」
が
、
説
か
れ
た
教
法
を
意
味
す
る
の
か
、
教
法
を
生
み
出
す
「
法
の
本
質
（
後
に
法
性
と
呼
ば
れ
る
こ
と

者
の
等
し
く
抱
く
問
い
で
あ
り
、
事
実
と
し
て
釈
尊
滅
後
か
ら
大
乗
仏
教
の
末
に
至
る
ま
で
、
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
こ
の
変
化

を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
身
観
の
展
開
の
意
味
を
整
理
し
、
相
応
す
る
仏
土
の
概
念
の
展
開
を
確
認
し
て
、
浄
土
・
往
生
・
二
種
回

向
な
ど
の
問
題
を
考
え
て
い
く
方
向
性
を
確
認
し
た
い
の
で
あ
る
。

３



『
智
度
論
』
の
二
身
説

大
乗
仏
教
の
思
想
的
淵
源
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
般
若
経
』
で
あ
る
。
ま
た
法
身
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
『
維
摩
経
』
の
所
説
な
ど

（
喝
）

も
極
め
て
明
確
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
所
説
を
一
つ
一
つ
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
紙
数

の
都
合
も
あ
り
、
『
智
度
論
」
の
所
説
を
検
討
す
る
こ
と
で
代
表
さ
せ
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
曇
鴬
自
身
が
浄
土
教
に
帰
依
す
る

（
皿
）

前
に
は
四
論
を
学
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
本
稿
の
論
旨
に
も
沿
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

先
走
っ
て
結
論
か
ら
言
え
ば
、
「
智
度
論
」
の
仏
身
観
は
二
身
説
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
は
「
法
身
」
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
巧
）

そ
こ
に
は
未
だ
法
性
と
し
て
の
「
法
身
」
と
い
う
概
念
は
明
確
に
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
し
、
曇
鶯
が
言
う
よ
う
な
「
法
性
法
身
」
と
い

（
恥
）

う
概
念
も
存
在
し
な
い
。
ま
た
後
に
極
め
て
重
要
な
仏
身
観
と
な
る
「
三
身
説
」
も
整
理
さ
れ
た
形
で
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
思
想

（
け
）

史
的
に
言
え
ば
、
法
性
と
し
て
の
法
身
と
い
う
概
念
を
最
も
展
開
さ
せ
た
大
乗
経
典
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
大
般
浬
藥
経
」
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
「
浬
梁
経
」
に
は
如
来
性
と
い
う
概
念
は
あ
っ
て
も
、
「
三
身
説
」
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
考
察
す
る
な

ら
ば
、
仏
身
観
は
『
智
度
論
」
以
降
に
大
き
く
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
が
、
曇
鶯
や
道
棹
の

思
想
形
成
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
通
し
に
立
っ
た
上
で
、
仏
身
観
の
展
開
に
お
い

て
『
智
度
論
」
が
担
っ
た
課
題
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
点
を
中
心
に
『
智
度
論
』
の
所
説
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
肥
）

「
智
度
論
」
の
二
身
説
は
、
用
語
的
に
も
未
だ
固
定
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
説
か
れ
る
文
脈
ご
と
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

（
吟
）

る
が
、
そ
れ
で
も
全
体
と
し
て
は
一
つ
の
統
一
的
な
テ
ー
マ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
紙
面
の
都
合
が
あ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
必
要
最
少
限
の
所
説
に
よ
っ
て
検
討
す
る
に
留
め
た
い
。
「
智
度
論
」
が
大
乗
仏
教
の
仏
身
観
を
最
初
に
提
示
す
る
の
は
次
の
ょ

に
な
る
よ
う
な
側
面
）
」
で
あ
る
の
か
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
こ
の
点
を
巡
っ
て
、
後
に
大
乗
仏
教
が
大
き
く
展
開
し
て
い
く
４

（
吃
）

こ
と
に
な
る
と
言
っ
て
も
決
し
て
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。



（
大
正
妬
．
二
二
Ｃ
～
二
ａ
）

（
鋤
）

こ
れ
は
、
経
が
発
起
序
に
お
い
て
、
仏
は
王
舎
城
耆
闇
蛎
山
に
ま
し
ま
す
こ
と
を
記
し
な
が
ら
、
こ
の
経
を
開
く
因
縁
を
述
べ
る
場
面
で

（
別
）

は
、
仏
の
光
明
が
三
千
大
千
世
界
に
遍
満
す
る
と
説
く
部
分
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
仏
格
と
し
て
の
釈
迦
牟
尼
を
通
し
て
普
遍
の

仏
を
開
示
す
る
場
面
に
相
当
す
る
と
言
え
よ
う
。
第
一
の
法
性
身
は
、
思
想
史
的
な
面
か
ら
み
て
先
に
述
べ
た
よ
う
な
教
法
を
生
み
出
す

「
本
質
と
し
て
の
法
性
」
を
、
三
千
大
千
世
界
に
遍
満
す
る
仏
と
し
て
仏
格
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
の
父
母
生
身
と
は
、
現
実
の
罪

悪
業
報
に
よ
っ
て
苦
し
む
衆
生
に
対
し
て
、
人
間
の
言
葉
（
人
法
）
に
よ
っ
て
教
え
を
説
く
具
体
的
な
仏
格
の
こ
と
で
あ
る
。
直
接
的
に

は
釈
尊
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
釈
尊
が
生
身
で
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
く
て
、
仏
に
は
不
変
の
面
と
具
体
的
な
面
と
が
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
パ
ー
リ
経
典
や
部
派
な
ど
が
釈
尊
に
色
身
・
法
身
の
二
面
を
見
川
し
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で

は
普
遍
性
の
方
か
ら
釈
尊
を
意
味
づ
け
る
と
い
う
、
逆
の
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
点
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
「
生
身
」
と
い
う

概
念
は
、
単
純
に
釈
尊
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
後
「
法
性
生
身
」
と
い
う
概
念
が
中
心
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
考
慮
に

入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
「
父
母
か
ら
生
ず
る
」
と
い
う
点
に
主
張
の
中
心
が
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
そ
の
「
法
性
生
身
」
の
用
例
を
見
て
み
た
い
。

①
復
た
次
に
仏
に
二
種
身
有
り
。
一
は
法
性
生
身
、
二
は
随
世
間
身
な
り
。
（
同
．
三
○
三
ｂ
）

②
復
た
次
に
生
身
仏
は
草
樹
の
下
を
把
り
、
法
性
生
身
仏
は
天
衣
を
以
て
座
と
為
す
。
（
同
・
三
一
○
ｂ
）

う
な
文
章
で
あ
る
ハ

復
た
次
に
仏
に
二
種
身
有
り
。
一
は
法
性
身
、
二
は
父
母
生
身
な
り
。
是
の
法
性
身
は
十
方
虚
空
に
満
じ
て
無
量
無
辺
に
し
て
、
色

像
端
正
に
し
て
相
好
荘
厳
す
。
無
量
光
明
と
無
量
音
声
あ
り
て
聰
法
衆
も
亦
虚
空
に
満
つ
。
常
に
種
種
身
・
種
種
名
号
・
種
種
生

処
・
種
種
方
便
を
出
だ
し
て
衆
生
を
度
す
。
常
に
一
切
を
度
し
て
須
爽
も
息
む
時
無
し
。
是
の
如
き
は
法
性
身
仏
な
り
。

能
く
十
方
世
界
の
衆
生
の
諸
の
罪
報
を
受
く
る
者
を
度
す
る
は
是
れ
生
身
仏
な
り
。
生
身
仏
は
次
第
に
説
法
す
る
こ
と
人
法
の
如
し
。
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①
は
般
若
の
教
え
を
学
ぶ
春
族
に
つ
い
て
言
及
す
る
個
所
で
あ
る
．
法
性
生
身
仏
の
春
族
は
無
量
無
数
阿
僧
祇
の
一
生
補
処
の
菩
薩
た
ち

で
あ
る
の
に
対
し
、
随
世
間
身
仏
の
春
族
は
阿
難
等
で
あ
る
。
こ
の
法
性
生
身
仏
の
春
族
に
つ
い
て
、
『
智
度
論
」
は
「
不
可
思
議
解
脱

経
」
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
「
不
可
思
議
解
脱
経
」
と
は
「
華
厳
経
」
の
こ
と
で
あ
る
。
②
は
「
声
聞
経
」
と
「
摩
訶
術

経
」
を
出
し
て
、
所
座
の
異
な
り
に
よ
っ
て
能
座
の
仏
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
②
の
引
用
文
の
直
前
に
は
、

（
配
）

「
声
聞
経
中
に
は
草
を
敷
く
と
説
く
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
生
身
仏
と
し
て
の
釈
尊
と
法
性
生
身
仏
と
を
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
用
例
に
従
っ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
「
生
身
」
と
は
、
○
○
か
ら
生
じ
た
仏
身
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
法
性
か
ら
生
じ
た
法

性
生
身
仏
と
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
方
便
に
よ
っ
て
父
母
か
ら
生
じ
た
（
Ⅱ
人
法
を
受
け
た
）
生
身
と
し
て
の
釈
尊
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

最
初
の
用
例
で
、
「
父
母
生
身
」
と
説
か
れ
て
い
た
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
「
法
性
生
身
」
と
い
う
概
念
は
、
菩
薩
た
ち
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

①
菩
薩
に
二
種
有
り
。
一
は
生
身
菩
薩
、
二
は
法
身
菩
薩
な
り
、
一
は
結
使
を
断
ず
、
二
は
結
使
を
断
ぜ
ず
。
（
同
・
三
四
二
ａ
）

②
二
種
の
菩
薩
有
り
。
一
は
法
性
生
身
の
菩
薩
、
二
は
衆
生
を
度
せ
ん
が
為
の
故
に
方
便
も
て
人
法
を
受
け
身
を
浄
飯
王
家
に
生
ず
。

〆
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｐ
ｐ
一
段
マ
。
｜
、

①
の
用
例
の
法
身
菩
薩
と
は
、
先
述
の
「
生
身
・
法
性
生
身
」
の
用
例
と
重
ね
て
考
え
る
と
法
性
生
身
菩
薩
の
省
略
形
で
あ
る
と
考
え
ら

の
煩
悩
を
断
じ
な
い
法
性
生
身
菩
薩
の
区
別
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
②
の
用
例
は
、
方
便
と
し
て
父
母
所
生
の
相
を
取
っ

た
ゴ
ー
タ
マ
と
、
法
性
か
ら
生
じ
た
肉
体
存
在
で
は
な
い
菩
薩
と
の
区
別
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
衆
生
済
度
の
た
め
に
具
体
的

な
相
を
取
っ
た
仏
身
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
変
化
身
と
称
す
る
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

菩
薩
に
二
種
有
り
、
一
は
業
に
随
い
て
生
ず
、
二
は
法
性
身
を
得
る
。
衆
生
を
度
せ
ん
が
為
の
故
に
種
種
変
化
身
も
て
三
界
に
生
ず
。

仏
功
徳
を
具
し
て
衆
生
を
度
脱
す
る
が
故
に
。
（
同
．
三
四
○
ａ
）

れ
る
。
そ
の
上
で
⑩
の
用
例
は
、
（
三
界
の
）
煩
悩
を
断
ず
る
生
身
の
菩
薩
と
、
三
界
の
煩
悩
は
断
じ
た
が
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
三
界

と
い
う
概
念
は
、
菩
薩
た
ち
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

薩
、
二
は
法
身
菩
薩
な
り
、
一
は
結
使
を
断
ず
、
二
は
結
使
を
断
ぜ
ず
。
（
同
・
三
四
二
ａ
）

身
の
菩
薩
、
二
は
衆
生
を
度
せ
ん
が
為
の
故
に
方
便
も
て
人
法
を
受
け
身
を
浄
飯
王
家
に
生
ず
。

へ
司
・
二
六
五
ｂ
一

｜
ヱ
ハ
テ
江
‐
、
）
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文
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
智
度
論
」
の
二
身
説
は
、
「
法
性
生
身
」
と
い
う
概
念
が
基
本
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
用
例
は
非
常
に
多
い
。
こ
れ

は
、
後
の
概
念
か
ら
い
え
ば
内
容
的
に
言
っ
て
三
身
仏
の
「
報
身
」
に
相
当
す
る
も
の
と
言
え
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
『
智
度
論
」

に
は
ま
だ
そ
の
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
菩
薩
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
「
法
性
生
身
」
は
、
『
勝
鬘
経
」
な
ど
が
説
く
変
易
生

（
型
）

死
・
意
生
身
と
共
通
す
る
内
容
の
も
の
で
、
無
生
法
忍
を
得
て
三
界
の
煩
悩
を
断
じ
、
そ
こ
か
ら
利
他
行
を
完
成
し
て
い
く
菩
薩
を
意
味

す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
概
念
も
ま
だ
明
確
に
は
説
か
れ
ず
、
功
徳
に
依
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
仏
身
を
説
く
の

み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
智
度
論
」
が
仏
・
菩
薩
の
利
他
行
に
関
し
て
発
展
途
上
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
『
智
度

論
」
は
大
乗
仏
教
が
、
「
法
」
か
ら
「
法
性
」
へ
と
展
開
す
る
過
程
に
あ
り
、
仏
身
観
は
そ
れ
に
順
じ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
三
身
説
と
い
う
概
念
が
明
確
に
な
る
た
め
に
は
、
法
性
と
し
て
の
法
身
の
意
味
が
深
く
追
及
さ
れ
、
菩
薩
の
利
他
行
の

内
容
が
明
確
に
な
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
「
法
身
」
概
念
の
さ
ら
な
る
展
開
に
は
『
浬
藥
経
」
を
必
要
と
し
、
菩
薩

の
利
他
行
に
つ
い
て
は
所
知
障
（
も
し
く
は
因
位
の
誓
願
）
と
い
う
課
題
が
明
確
に
な
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
き
に
三
身
説
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
推
測
を
裏
付
け
る
所
説
が
『
智
度
論
」
の
後
半
に
存
在
す
る
。
次
の
よ
う
な

こ
こ
で
は
同
じ
よ
う
に
「
菩
薩
」
と
言
っ
て
も
、
有
漏
業
に
よ
っ
て
肉
体
を
取
る
菩
薩
と
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
法
性
身
と
い
う
相
を
取

る
菩
薩
の
異
な
り
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
有
漏
業
に
よ
っ
て
肉
体
を
取
る
仏
格
に
対
し
て
、
こ
の
変
化
身
を
「
真
身
」
と
称
す
る

（
認
）

用
例
も
あ
る
。
「
智
度
論
」
に
は
「
化
身
」
と
い
う
用
例
は
相
当
数
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
例
外
な
く
「
変
化
身
」
を
意
味
し

て
お
り
、
後
の
三
身
説
で
説
か
れ
る
よ
う
な
「
応
化
身
」
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
も
後
の
三
身
説
が
生
ま
れ
る
思
想
的
必
然
性
を
考
え

て
お
り
、
後
の
三
身
説
で
説
か
あ

る
上
で
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

答
え
て
曰
く
、
仏
に
二
種
の
身
有
り
。
法
身
・
生
身
な
り
。
二
身
中
に
於
て
法
身
を
大
と
為
す
。
法
身
は
大
に
し
て
益
す
る
所
多
き

が
故
な
り
。
上
来
広
説
す
る
は
、
今
経
詑
ら
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
生
身
の
義
な
る
こ
と
を
応
当
に
説
く
べ
し
。
是
の
故
に
今
説
く

７



こ
の
文
章
は
、
「
般
若
経
」
が
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
五
癌
を
始
め
と
す
る
諸
法
や
一
切
種
智
を
説
き
な
が
ら
、
こ
の
段
階
（
Ⅱ
四
摂
品
第

七
八
）
ま
で
仏
の
三
十
二
相
八
十
随
形
好
に
つ
い
て
一
切
触
れ
ず
、
今
ま
さ
に
経
が
終
わ
ら
ん
と
す
る
に
至
っ
て
そ
れ
を
説
き
始
め
る
の

は
一
体
何
故
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
た
所
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
所
説
は
声
聞
法
と
重
ね
な
が
ら
般
若
波
羅
蜜
を

説
い
て
き
た
の
で
あ
り
、
生
身
（
Ⅱ
法
性
生
身
）
が
無
漏
法
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、

生
身
（
Ⅱ
法
性
生
身
）
を
超
え
た
「
法
身
」
と
い
う
概
念
を
出
だ
し
て
、
そ
れ
が
専
ら
般
若
波
羅
蜜
の
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
「
般
若
経
」
が
初
期
大
乗
経
典
と
し
て
、
声
聞
蔵
と
か
か
わ
り
合
い
な
が
ら
説
か

れ
始
め
、
そ
の
中
か
ら
二
乗
と
は
共
通
し
な
い
大
乗
の
教
え
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
智

度
論
」
の
「
法
性
生
身
」
か
ら
「
法
身
」
へ
と
い
う
展
開
の
中
に
は
こ
う
し
た
大
乗
仏
教
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な
思
想
史
的
課
題
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
智
度
論
」
に
お
け
る
こ
の
「
法
身
」
の
概
念
は
、
最
末
尾
の
次
の
も
の
が
最
終
的
な
所
説
で
あ
る
。

復
た
次
に
仏
に
二
種
身
有
り
。
一
は
法
身
、
二
は
色
身
な
り
。
法
身
は
是
れ
真
仏
、
色
身
は
世
諦
の
為
の
故
に
有
る
な
り
。
仏
法
身

相
上
の
種
種
因
縁
は
諸
法
実
相
を
説
く
な
り
。
是
の
諸
法
実
相
は
亦
無
来
無
去
な
り
。
是
の
故
に
諸
仏
は
従
来
す
る
所
無
く
、
去
り

て
亦
至
る
所
無
し
と
説
く
。
（
同
．
七
四
七
ａ
）

不
可
得
・
無
所
得
と
説
か
れ
て
き
た
「
般
若
波
羅
蜜
」
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
相
を
持
っ
た
仏
身
と
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
以
降
の
課
題
は
諸
々
の
中
期
大
乗
経
典
が
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
り
。
復
た
次
に
是
の
生
身
の
相
好
荘
厳
は
、
是
れ
聖
無
漏
法
の
果
報
な
り
。
今
次
第
し
て
説
く
な
り
。
上
は
諸
波
羅
蜜
に
雑
え
て

四
念
処
等
の
諸
法
の
義
を
説
く
な
り
。
先
に
十
力
等
を
説
く
が
如
き
は
仏
法
甚
深
の
義
に
し
て
、
今
当
に
更
に
略
説
す
べ
し
。

（
日
Ｈ
ユ
ハ
寺
八
一
二
ａ
）
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以
上
を
要
す
る
に
、
『
智
度
論
」
は
、
「
法
性
生
身
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
有
漏
業
の
所
引
で
は
な
い
仏
・
菩
薩
の
存
在
と
、
そ
れ

が
「
法
性
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
様
々
な
文
脈
に
お
い
て
説
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
智
度
論
』
に
お

い
て
は
、
「
法
性
」
そ
の
も
の
と
し
て
の
法
身
と
い
う
概
念
と
、
衆
生
済
度
の
「
応
化
身
」
と
い
う
概
念
は
未
だ
明
確
に
は
な
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
、
そ
の
後
の
大
乗
仏
教
の
思
想
史
展
開
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
前
者
の
問
題
を
集
中
的
に
明

ら
か
に
す
る
も
の
は
、
大
乗
「
大
般
浬
藥
経
」
で
あ
る
。
ま
た
後
者
の
利
他
行
成
就
の
問
題
に
関
し
て
は
、
『
勝
鬘
経
」
な
ど
で
は
三
界

（
妬
）

の
煩
悩
を
断
じ
て
無
生
法
忍
を
得
る
こ
と
の
み
が
菩
薩
の
課
題
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
思
想
的
根
拠
を
「
爾
焔
言
①
旨
Ⅱ
所
知
）
」

と
説
い
て
い
る
。
特
に
こ
の
、
爾
焔
Ｔ
所
知
）
の
問
題
を
体
系
的
に
明
ら
か
に
し
て
、
中
期
大
乗
仏
教
を
総
括
し
た
の
は
無
著
・
世
親

等
の
論
耆
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
こ
の
問
題
は
煩
悩
障
に
対
し
て
「
所
知
障
」
と
称
さ
れ
、
そ
の
課
題
を
解
決
し
た
仏
身
を
「
自
受
用

身
」
と
称
し
、
自
性
身
（
Ⅱ
法
身
）
・
自
受
用
身
・
変
化
身
（
三
身
説
の
名
称
の
違
い
に
つ
い
て
は
註
で
触
れ
る
が
、
そ
の
意
味
の
違
い

（
恥
）

は
槁
を
改
め
る
）
と
い
う
三
身
説
が
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
大
乗
仏
教
に
お
け
る
三
身
説
成
立
の
背
景
を
必
要
最

少
限
の
範
囲
で
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

（
”
）
（
錫
）

大
乗
『
浬
梁
経
」
は
、
所
説
の
中
で
「
仏
滅
後
七
百
年
」
と
言
い
、
『
法
華
経
」
や
『
華
厳
経
」
に
言
及
し
、
五
世
紀
初
め
に
は
大
本
と

（
羽
）

し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
コ
ア
で
あ
る
前
半
十
巻
は
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
に
か
け
て
の
、
嘉
日
度
論
」
よ
り
若
干
後
の
成
立
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
所
説
の
中
心
は
、
「
大
般
浬
梁
」
を
法
身
・
般
若
波
羅
蜜
・
解
脱
の
三
徳
の
重
層
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る

（
釦
）

点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
身
と
は
何
か
、
仏
の
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
を
般
若
波
羅
蜜
に
よ
っ
て
解
い
て
い
こ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
極
め
て
雑
駁
な
言
い
方
で
あ
る
が
、
嘉
日
度
論
」
の
問
題
を
補
い
つ
つ
大
き
く
展

開
し
た
も
の
が
「
浬
藥
経
』
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
経
に
お
い
て
も
未
だ
三
身
説
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
９

第
二
章
三
身
説
成
立
の
背
景
に
つ
い
て



そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
浬
藥
経
」
は
、
大
般
浬
藥
の
内
容
で
あ
る
法
性
と
法
身
の
関
係
を
広
く
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
経
の
主
眼
が
あ
っ
た
た
め
に
、
菩
薩
の
利
他
の
課
題
で
あ
る
「
爾
焔
」
「
所
知
障
」
の
問
題
は
当
面
の
課
題
と
は
な

ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
課
題
は
ど
の
よ
う
な
経
典
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
試
み
に
「
爾
焔
」
と
い
う
用
語
を
、
『
大
正
蔵
経
』
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
て
検
索
し
て
み
る
と
誠
に
注
目
す
べ
き
結
論
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
一
々
の
デ
ー
タ
は
省
略
す
る
が
、
主
な
も
の
は
六
十
巻
・
八
十
巻
・
四
十
巻
の
『
華
厳
経
」
、
『
勝
鬘
経
」
「
榴

伽
経
」
「
相
続
解
脱
地
波
羅
蜜
了
義
経
」
（
Ⅱ
求
那
賊
陀
羅
訳
、
『
解
深
密
経
」
の
一
部
の
異
訳
）
『
仁
王
般
若
経
」
な
ど
で
あ
る
。
因
み
に

『
華
厳
経
」
は
「
智
度
論
』
が
法
性
生
身
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
言
及
す
る
経
典
で
あ
り
、
「
仁
王
経
」
は
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
で

は
な
く
、
菩
薩
の
階
位
の
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
二
経
を
除
く
と
そ
の
他
は
等
し
く
求
那
賊
陀
羅
の
翻
訳
に
よ
る

（
釦
）

も
の
で
あ
る
。
『
高
僧
伝
」
に
よ
れ
ば
求
那
肱
陀
羅
は
「
摩
訶
桁
」
と
称
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
が
大
乗
仏
教
の
思
想
史
的
展

開
の
上
で
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
点
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
今
は
こ
れ
ら
の
経
典
が
『
智
度
論
』
に
は
未
だ
存
在
し
な
い
仏
・
菩

薩
の
利
他
の
課
題
を
明
確
に
言
語
化
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
鋼
）

次
に
曇
鴬
『
論
註
」
の
「
応
化
身
」
と
い
う
用
語
例
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
菩
提
流
支
の
思
想
的
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

曇
鶯
が
説
く
安
楽
浄
土
は
、
後
の
概
念
で
言
え
ば
明
ら
か
に
報
身
報
土
に
相
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
論
註
」
は
そ
う
し
た
用
語
を

用
い
な
い
。
そ
し
て
『
論
註
」
は
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
三
身
説
を
説
い
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
次
の
道
棹
に
な
る
と
、
「
安
楽
浄
土
は

（
詔
）

報
土
で
あ
っ
て
化
士
で
は
な
い
」
と
い
う
点
が
主
張
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
一
体
何
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
智

度
論
」
の
法
性
生
身
Ⅱ
変
化
身
か
ら
冒
雲
鴬
・
道
緯
に
至
る
展
開
に
は
ど
の
よ
う
な
思
想
史
的
背
景
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
次

に
考
え
て
み
た
い
。
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出
第
五
門
と
は
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
応
化
身
を
示
し
て
生
死
の
園
煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
て
神
通
に
遊

戯
し
教
化
地
に
至
る
、
本
願
力
回
向
を
以
て
の
故
に
。
是
れ
を
出
第
五
門
と
名
づ
く
。
（
大
正
調
・
二
三
三
ａ
、
買
聖
全
」
一
’
二
七
七
）

こ
の
論
文
に
対
す
る
『
論
註
」
の
解
釈
の
要
点
は
、
「
遊
戯
」
と
「
本
願
力
」
に
あ
っ
て
、
応
化
身
に
つ
い
て
は
「
応
化
身
を
示
す
と
い

（
妬
）

う
は
「
法
華
経
』
の
普
門
示
現
の
類
の
如
き
な
り
」
と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
扱
い
方
か
ら
み
て
、
曇
鶯
に
と
っ
て
応
化
身

と
い
う
概
念
は
、
特
に
説
明
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ

う
に
、
『
智
度
論
」
に
お
い
て
は
、
「
法
身
」
と
い
う
概
念
も
「
応
化
身
」
と
い
う
概
念
も
直
接
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
⑤

両
者
の
間
の
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
は
一
体
何
に
原
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
て
、
応
化
身
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、

こ
こ
で
も
注
目
す
べ
き
事
実
が
存
在
す
る
。
「
大
正
蔵
経
」
に
収
め
ら
れ
る
経
論
の
中
で
応
化
身
と
い
う
用
語
を
用
い
る
経
論
は
次
の
五

あ
る
。

第
三
章
曇
鶯
と
道
緯
の
時
代
的
な
課
題

（
認
）

菩
提
流
支
訳
の
「
浄
土
論
」
に
は
「
応
化
身
」
と
い
う
言
葉
が
二
回
使
わ
れ
て
い
る
。
一
は
、
解
義
分
観
察
体
相
章
の
菩
薩
功
徳
を
解

釈
し
て
、
浄
土
の
菩
薩
た
ち
が
本
国
を
動
ぜ
ず
し
て
あ
ら
ゆ
る
仏
事
を
な
す
こ
と
を
四
種
に
分
け
て
説
く
段
落
に
お
い
て
、
そ
の
菩
薩
た

ち
を
「
応
化
身
」
と
称
し
て
い
る
。
二
は
、
後
に
親
鶯
等
が
特
に
注
目
す
る
利
行
満
足
章
の
五
功
徳
門
の
第
五
門
で
あ
る
「
出
第
五
門
」

を
説
く
中
で
あ
る
。
こ
の
内
、
一
の
用
例
で
は
、
論
文
が
ま
だ
「
応
化
身
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
い
段
階
で
、
曇
鴬
は
次
の
よ
う
に
述

例
の
み
で
あ
る
。

く
う
。
。

法
身
は
日
の
如
く
し
て
応
化
身
の
光
は
諸
の
世
界
に
遍
ず
る
な
り
。
（
大
正
判
・
八
四
一
ａ
、
「
真
聖
全
」
一
’
三
三
五
）

つ
ま
り
、
法
身
と
応
化
身
の
関
係
を
太
陽
と
光
に
職
え
て
体
と
用
の
関
係
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
二
の
用
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
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と
説
か
れ
る
。
こ
れ
は
「
智
度
論
」
が
法
性
生
身
（
Ⅱ
変
化
身
）
と
説
く
も
の
を
煩
悩
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
た
も
の
と
言
え
る
。
声

聞
縁
覚
の
断
煩
悩
の
解
脱
と
は
異
な
る
仏
・
菩
薩
の
衆
生
済
度
の
課
題
が
、
『
勝
鬘
経
」
な
ど
で
は
「
爾
焔
」
と
説
か
れ
る
こ
と
は
先
に

述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
「
諸
煩
悩
・
一
切
習
気
を
離
れ
て
皆
減
し
て
余
無
し
」
の
文
は
、
爾
焔
を
解
脱
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
説
か
れ
る
生
処
自
在
の
仏
・
菩
薩
の
身
を
次
の
段
落
で
は
「
応
化
身
」
と
称
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
深
密
解
脱
経
」
で
は
、
仏
法
身
は
十
地
波
羅
蜜
を
如
実
に
修
行
し
て
身
を
転
じ
て
得
る
の
で
あ
っ
て
、
声
聞
縁
覚
の
煩
悩
を

断
じ
た
の
み
の
解
脱
身
と
は
全
く
異
な
る
と
説
く
。
こ
う
し
た
点
を
、
「
仏
法
身
に
二
種
相
の
不
可
思
議
有
り
」
と
明
示
し
て
、
一
に
、

『
摂
大
乗
論
」
（
仏
陀
扇
多
訳
、
真
諦
訳
）

こ
の
内
、
仏
陀
扇
多
訳
『
摂
大
乗
論
」
は
論
本
の
み
の
翻
訳
で
、
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
た
形
跡
が
な
い
。
ま
た
真
諦
訳
は
曇
鶯
以
降
の
翻
訳

（
錨
）

で
あ
る
。
六
十
巻
『
華
厳
経
」
の
用
例
は
『
智
度
論
」
が
変
化
身
と
す
る
も
の
と
同
じ
内
容
で
あ
り
、
他
と
は
共
通
し
な
い
。
こ
の
二
つ

を
除
く
と
残
り
の
三
は
全
て
菩
提
流
支
の
翻
訳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
曇
驚
が
用
い
る
「
応
化
身
」
と
い
う
概
念
は
、
菩
提
流

支
に
特
徴
的
な
用
語
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
菩
提
流
支
が
説
く
「
応
化
身
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
師
）

『
大
薩
遮
尼
乾
子
所
説
経
』
は
、
「
沙
門
窪
曇
は
一
切
種
智
清
浄
を
成
就
し
て
い
る
」
と
し
て
、
身
・
観
・
心
・
智
の
四
つ
の
面
か
ら
声

聞
縁
覚
の
解
脱
と
は
異
な
る
如
来
の
一
切
種
智
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
中
で
、
身
に
お
け
る
清
浄
と
は
、

諸
煩
悩
・
一
切
習
気
を
離
れ
て
皆
減
し
て
余
無
し
。
意
の
所
欲
に
随
い
て
取
捨
生
退
し
、
一
切
処
に
於
い
て
身
に
自
在
を
得
る
。

六
十
巻
『
華
厳
経
」

弓一

深大
密薩
解 遮
脱 尼
経 乾
一子

所
説
経
L＝＝

『
浄
土
論
』

（
大
正
９
．
三
四
七
Ｃ
）
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こ
の
よ
う
な
思
想
史
的
背
景
に
立
っ
て
、
曇
鶯
『
論
註
」
の
仏
身
説
を
概
観
す
る
時
、
そ
れ
が
『
智
度
論
」
を
基
盤
に
し
な
が
ら
、
菩

提
流
支
の
思
想
に
大
き
く
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
極
め
て
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
論
註
』
の
仏
身
観
は
、
浄
入
願

心
章
の
次
の
所
説
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
有
り
。
｜
は
法
性
法
身
、
二
は
方
便
法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
由
り
て
方
便
法
身
を
生
ず
、
方
便
法
身

文
殊
師
利
よ
、
是
れ
応
化
身
の
所
作
方
便
示
現
な
る
こ
と
応
に
知
る
べ
し
。
（
同
ｂ
）

と
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
の
法
身
は
有
為
法
を
離
れ
て
い
る
が
、
応
化
身
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
方
便
相
を
示
現
し
、
こ
の
二

相
有
る
こ
と
が
仏
の
不
可
思
議
で
あ
る
と
言
誇
り
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
言
及
し
た
菩
提
流
支
訳
の
両
経
の
所
説
は
、
「
応
化
身
」
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
用
語
的
に
は
『
智
度
論
」
に
説
か
れ
て
い
た
も

の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
発
想
的
に
は
『
智
度
論
」
か
ら
大
き
く
展
開
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
智
度
論
」
で
は
、
法

身
が
説
か
れ
る
の
は
再
末
尾
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
て
、
所
説
の
中
心
は
「
法
性
生
身
」
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
菩
提
流
支
訳
の
両
経
に

お
い
て
は
、
『
智
度
論
」
の
「
法
性
生
身
」
に
相
応
す
る
概
念
を
法
身
の
側
か
ら
位
置
づ
け
て
「
応
化
身
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
応
化
身
」
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
「
法
身
」
概
念
の
深
化
と
菩
薩
に
お
け
る
衆
生
済
度
の
課
題
の
明
確
化
と
い

う
二
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
菩
提
流
支
訳
の
経
に
お
い
て
も
、
未
だ
「
仏
三
身
」
と
い
う
明
確
な
所

説
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

と
言
い
、
こ
の
如
来
法
身
は
有
為
窪

て
、
あ
ら
ゆ
る
仏
事
を
略
説
し
て
、

法
身
は
諸
戯
論
を
離
れ
、
諸
の
一
切
有
為
行
相
を
離
る
。
（
大
正
恥
・
六
八
五
ａ
）

い
、
こ
の
如
来
法
身
は
有
為
法
を
離
れ
て
い
る
か
ら
不
生
不
滅
で
あ
る
が
、
二
に
「
諸
仏
の
化
身
の
生
相
は
世
界
相
に
従
う
」
と
し

結
論
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に
由
り
て
法
性
法
身
を
出
だ
す
。
（
大
正
如
・
八
四
一
ｂ
、
『
真
聖
全
』
一
’
三
三
六
）

法
性
法
身
と
方
便
法
身
と
を
対
に
し
て
用
い
る
仏
身
観
の
用
例
は
、
『
大
正
蔵
経
」
所
収
の
経
論
に
は
全
く
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ

は
、
曇
鶯
独
自
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
こ
の
所
説
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
仏
身
観
は
明
ら
か
に
、
『
深
密
解
脱
経
』
な
ど
の
法
身
・
応
化
身
説
を
基
盤
と
し
て
、
『
智
度
論
」
の
法
性
生
身
説
を
再
解
釈
し
た
も

（
錦
）
（
釣
）

の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
論
註
』
に
は
、
「
法
性
生
身
菩
薩
」
「
法
身
菩
薩
」
と
い
っ
た
『
智
度
論
」
に
特
徴
的
な
用
語
も
散
見

さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
面
か
ら
も
こ
の
点
は
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
独
創
的
な
仏
身
観
を
生
み
出
す
に
至
っ
た

曇
鶯
の
思
想
史
的
背
景
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
『
智
度
論
」
の
仏
身
説
は
、
功
徳
に

よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
る
法
性
生
身
と
、
罪
報
に
苦
し
む
衆
生
に
言
葉
の
教
え
を
説
く
父
母
生
身
と
の
二
身
説
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
最
初
に
引

用
し
た
論
文
に
よ
れ
ば
、
法
性
生
身
の
仏
土
は
「
十
方
虚
空
」
、
父
母
生
身
の
仏
土
は
「
十
方
世
界
」
と
説
か
れ
て
い
た
。
こ
の
中
、
父

母
生
身
の
十
方
世
界
は
、
具
体
的
な
相
を
持
っ
た
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
十
方
虚
空
」
の
仏
土
と
は
ど
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
形
の
有
無
、
三
界
の
内
外
が
明
確
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
う
し
た
有
無
・
内
外
と
い
っ
た
両
極
端
の

見
方
を
止
揚
す
る
為
に
「
十
方
虚
空
」
と
い
う
微
妙
な
表
現
が
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
智
度
論
」
に
お
い
て
は
こ
の
点
が
明

確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
利
他
の
課
題
で
あ
る
所
知
障
を
解
脱
し
て
、
自
由
自
在
に
相
を
取
る
と
す
る

「
応
化
身
」
の
概
念
を
知
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
「
応
化
身
」
は
相
を
有
す
る
が
相
を
超
え
て
い
る
と
い
う
点
が
明

確
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
応
化
身
」
に
お
い
て
法
性
そ
の
も
の
と
『
智
度
論
』
に
説
か
れ
る
法
性
生
身
と
の
重
層
性
が
積
極

的
に
説
か
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
前
者
を
「
法
性
法
身
」
後
者
を
「
方
便
法
身
」
と
言
い
直
し
た
も
の
が
、
先
に
挙
げ
た
『
論
註
」
の

種
有
り
」
と
は
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
応
化
身
に
お
け
る
重
層
性
が
、
曇
鴬
に
お
い
て
「
浄
土
」
の
意
味
を
大
き
く
転
換
せ
し
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
曇
鶯
は
「
論
註
」

二
身
説
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
「
論
註
」
は
両
系
統
の
所
説
を
受
け
る
が
故
に
「
二
種
の
法
身
有
り
」
と
言
っ
て
、
「
法
身
に
二
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械
土
の
仮
名
人
と
浄
土
の
仮
名
人
と
決
定
し
て
一
を
得
ず
、
決
定
し
て
異
を
得
ず
。
（
同
八
二
七
ｂ
、
同
一
’
二
八
四
）

と
い
う
こ
と
が
「
往
生
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
正
し
く
、
『
般
若
経
」
の
「
般
若
波
羅
蜜
」
が
、
龍
樹
の
「
中
」
を
経
て
、
『
浬

藥
経
』
の
「
法
身
・
般
若
・
解
脱
の
三
徳
」
へ
と
展
開
し
、
「
往
生
浄
土
」
と
い
う
形
を
取
っ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ

に
曇
鶯
が
『
論
註
」
を
著
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
相
を
以
て
説
か
れ
る
仏
身
・
仏
土
は
結
局
衆
生
の
有
無
の
分
別
に
取
り
込
ま
れ
て
そ
の
本
質
を
誤
解
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

（
４
）

る
。
次
代
の
道
棹
が
、
「
安
楽
浄
土
は
報
土
で
あ
っ
て
化
土
で
は
な
い
」
と
強
く
主
張
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
背
景
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ

（
妃
）

る
。
道
緯
は
『
大
乗
同
性
経
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
「
法
身
・
報
身
・
応
化
身
」
と
い
う
三
身
説
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
経
は
ち

（
幅
）

よ
う
ど
曇
驚
と
道
緯
の
間
に
翻
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
菩
提
流
支
の
経
論
に
説
か
れ
る
「
応
化
身
」
が
、
『
大
乗
同
性
経
」
で
は
「
報
身
・

応
化
身
」
に
開
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
因
（
誓
願
も
し
く
は
所
知
障
の
断
）
が
完
成
し
て
果
と
な
っ
た
仏
と
い
う
面
（
報
身
）
と
、
衆

想
世
界
と
解
さ
れ
て
、
減
↑

で
あ
る
。
そ
れ
故
曇
驚
は
、

（
㈹
）

に
お
い
て
、
安
楽
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
成
就
を
釈
迦
牟
尼
仏
の
娑
婆
世
界
と
の
対
比
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
が
、
そ
の
基

本
姿
勢
は
「
両
者
は
不
二
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
姿
勢
は
「
論
註
」
の
随
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
菩
薩
功

徳
の
第
三
の
次
の
文
章
な
ど
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

械
土
の
如
来
の
大
慈
謙
忍
を
歎
ず
と
雌
も
仏
土
に
雑
械
の
相
有
り
と
見
ず
、
浄
土
の
如
来
の
無
量
の
荘
厳
を
歎
ず
と
雌
も
仏
土
に
清

浄
の
相
有
り
と
見
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
。
諸
法
等
し
き
を
以
て
の
故
に
諸
の
如
来
等
し
。

（
大
正
如
・
八
三
三
ｂ
～
Ｃ
、
真
聖
全
一
’
三
○
六
）

こ
の
文
章
か
ら
推
察
す
る
に
曇
鶯
当
時
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
仏
土
は
雑
械
に
ま
み
れ
た
稜
土
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
土
は
美
し
く
荘
厳

さ
れ
た
他
方
世
界
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
『
智
度
論
」
の
法
性
生
身
仏
の
国
土
は
こ
の
械
土
と
は
異
な
る
理

想
世
界
と
解
さ
れ
て
、
械
土
で
死
ん
で
来
世
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
「
往
生
」
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
の
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生
教
化
の
為
に
相
を
取
る
と
い
う
面
（
応
化
身
）
と
が
明
確
に
概
念
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
安
楽
浄
土
は
法
蔵
菩
薩
の

誓
願
が
成
就
し
た
国
土
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
一
層
明
確
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
確
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
我
々

衆
生
が
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
遙
か
後
代
の
親
鶯
に
至
っ
て
も
な
お
、
『
教
行
信
証
』
に
「
真
仏
土
・
方

便
化
身
土
」
を
立
て
て
立
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

註

（
１
）
「
定
本
親
鶯
聖
人
全
集
」
（
法
蔵
館
、
以
下
『
定
親
全
」
と
略
記
）
一
，
九
頁
、
「
真
宗
聖
典
」
（
東
本
願
寺
出
版
部
）
一
五
二
頁
。

（
２
）
こ
の
点
は
真
宗
教
学
の
中
心
で
あ
る
か
ら
様
々
な
先
行
研
究
が
あ
り
、
こ
こ
で
そ
れ
を
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
問

題
点
を
整
理
す
れ
ば
お
よ
そ
以
下
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
古
く
か
ら
こ
の
問
題
に
関
す
る
依
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
考
え
方
は
、
香
月
院
深
励
の

「
往
相
還
相
と
云
う
は
衆
生
の
方
に
あ
る
こ
と
な
り
」
舎
教
行
信
証
講
義
集
成
」
一
‐
二
四
三
頁
）
と
し
て
往
相
還
相
は
衆
生
に
属
し
、
回
向
は

如
来
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
と
し
た
理
解
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
的
理
解
は
修
正
を
加
え
ら
れ
て
、
近
代
ま
で
継
承
さ
れ
、
「
私
の
往
相
は
如
来
の

大
還
相
で
あ
る
」
（
曽
我
量
深
）
、
「
往
相
と
還
相
は
如
来
か
ら
衆
生
へ
の
一
回
向
の
二
相
で
あ
り
つ
つ
、
性
相
す
る
の
は
衆
生
で
あ
り
、
還
相
す

る
の
は
如
来
で
あ
る
」
（
寺
田
正
勝
）
と
い
っ
た
解
釈
を
生
ん
だ
。
こ
の
二
種
回
向
を
「
相
」
と
「
回
向
」
に
分
け
る
解
釈
に
疑
問
を
投
げ
か
け

た
の
は
寺
川
俊
昭
で
あ
り
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
近
年
の
論
議
に
至
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
ま
ず
一
九
九
二
年
に
真
宗
教
学
学
会
が
「
浄
土

ｌ
「
還
相
回
向
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
学
術
大
会
を
開
催
し
、
そ
こ
で
の
寺
川
俊
昭
、
池
田
勇
諦
の
記
念
講
演
が
『
真
宗

教
学
研
究
』
第
十
七
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
寺
川
は
「
回
向
す
る
主
体
は
如
来
」
で
あ
る
と
言
い
、
池
田
は
先
の
香
月
院
の
理
解
を

取
り
挙
げ
て
問
題
あ
り
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
池
田
は
二
○
○
六
年
度
真
宗
本
廟
報
恩
講
に
お
け
る
祖
徳
讃
嘆
に
お
い
て
は
、
「
往
相
回
向

と
い
う
の
は
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
還
相
回
向
と
い
う
の
が
ど
う
も
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
一
般
の
意
見
な
る
も
の
を
取
り
挙
げ
て
、
「
住
相
回
向

は
浄
土
へ
の
道
、
還
相
回
向
は
そ
の
根
拠
で
あ
る
」
（
「
真
宗
」
二
○
○
七
年
二
月
号
二
三
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
二

○
一
○
年
の
大
谷
派
安
居
本
講
を
勤
め
た
本
多
弘
之
は
行
巻
を
講
じ
、
そ
の
講
録
で
あ
る
『
根
本
言
と
し
て
の
名
号
」
（
東
本
願
寺
出
版
部
）
の

開
講
の
辞
の
中
で
「
自
力
心
の
残
津
が
相
は
衆
生
に
属
す
と
い
う
理
解
」
と
な
り
、
そ
れ
は
結
局
「
相
は
衆
生
に
属
し
、
衆
生
が
往
還
す
る
の
だ

と
い
う
一
般
通
途
の
理
解
は
、
聖
人
の
二
種
の
回
向
あ
り
の
お
考
え
の
内
容
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
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（
皿
）

（
皿
）

（
皿
）

（
胆
）

（
Ｂ
）

（
６
）
例
え
ば
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
五
章
の
ア
ジ
タ
の
例
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ジ
タ
は
師
か
ら
ブ
ッ
ダ
に
会
う
よ
う
促
さ
れ
た
の
で

「
出
会
う
以
前
は
か
れ
を
見
て
、
ど
う
し
て
目
ざ
め
た
人
（
ブ
ッ
ダ
）
で
あ
る
と
知
り
得
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
師
に
質
問
し
た
が
（
九
九
九

個
）
、
出
会
っ
て
一
言
聞
い
た
途
端
に
「
あ
な
た
さ
ま
〈
ブ
ッ
ダ
〉
の
足
下
に
礼
拝
し
ま
す
。
」
（
一
○
二
八
個
）
と
帰
依
し
て
い
る
（
中
村
元
訳

「
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
」
、
岩
波
書
店
、
二
一
三
～
二
一
六
頁
）
。

（
７
）
「
相
応
部
」
経
典
「
カ
ン
ダ
ヴ
ァ
ッ
ガ
」
第
八
七
経
「
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
」
命
ｚ
ぐ
○
］
白
も
届
ｇ
ｏ
な
お
こ
の
経
文
に
つ
い
て
は
、
小
谷
信
千
代

著
『
法
と
行
の
思
想
と
し
て
の
仏
教
」
一
○
三
頁
に
言
及
が
あ
る
。

（
８
）
山
口
益
稿
「
仏
身
観
の
思
想
史
的
展
開
」
（
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
第
十
七
号
所
収
、
一
九
七
三
年
）
参
照
。

（
９
）
新
田
智
通
槁
「
パ
ー
リ
お
よ
び
有
部
文
献
に
お
け
る
「
法
身
」
の
語
義
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
研
究
」
三
二
号
所
収
、
国
際
仏
教
徒
協
会
編
、
二

（
５
）
「
浄
土
」
と
い
う
用
語
に
は
対
応
す
る
原
語
が
な
い
。
例
え
ば
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
に
は
「
「
清
浄
国
土
」
を
二
字
に
つ
づ
め
た
言
葉
」
と
あ

る
。
「
浄
土
」
と
い
う
こ
と
ば
の
内
容
を
具
体
的
に
説
く
も
の
と
し
て
は
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
『
維
摩
経
」
な
ど
が
最
も
初
め
の
例
で
あ
る
と
考
え

（
３
）

（
４
）

新
田
智
通
槁
「

○
○
四
年
）
参
照

ら
れ
る
。

例
え
ば

小
谷
信
千
代
著
『
大
乗
荘
厳
経
論
の
研
究
』
第
五
章
琉
伽
行
に
お
け
る
法
の
修
習
の
九
○
～
九
六
頁
に
問
題
点
を
絞
っ
た
言
及
が
あ
る
。

鳩
摩
羅
什
訳
『
維
摩
詰
所
説
経
」
の
仏
国
品
第
一
（
大
正
Ｍ
、
五
三
七
～
五
三
九
）
参
照
。
な
お
仏
国
品
に
説
か
れ
る
浄
土
の
原
初
的
な
意
味

に
つ
い
て
は
、
山
口
益
槁
「
維
摩
経
仏
国
品
の
原
典
的
解
釈
」
弓
山
口
益
仏
教
学
文
集
下
乞
が
あ
り
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。

「
続
高
僧
伝
』
巻
第
六
曇
鶯
伝
に
、

新
田
前
掲
槁
一
二
八
百

同
右
二
二
○
頁
参
照
。

小
谷
信
千
代
著
『
大
垂

と
述
べ
る
に
よ
る
。

「
末
燈
紗
』
第
一
通
（
「
定
親
全
』
三
ｌ
書
簡
篇
六
二
頁
、
「
真
宗
聖
典
』
六
○
一
頁
）

曇
鷺
は
「
浄
土
論
」
の
我
依
修
多
羅
～
の
「
依
」
を
開
い
て
「
何
の
所
に
か
依
る
、
何
の
故
に
依
る
、
云
何
が
依
る
」
と
し
、

何
が
故
に
依
る
と
な
ら
ば
如
来
は
即
ち
真
実
功
徳
相
な
る
を
以
て
の
故
に
。
云
何
が
依
る
と
な
ら
ば
五
念
門
を
修
し
て
相
応
す
る
が
故
に
。

（
大
正
如
・
八
二
七
Ｃ
、
「
真
聖
全
』
一
’
二
八
四
）

八
百
牟
李
昭
唱
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後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
法
性
、
法
身
と
い
う
用
語
は
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
法
性
法
身
」
と
い
う
用
例
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
も
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
三
身
説
の
そ
れ
ぞ
れ
に
相
当
す
る
概
念
が
全
く
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
体
系
的
な
仏
身

観
と
し
て
の
三
身
説
は
説
か
れ
て
い
な
い
。

『
浬
梁
経
』
は
初
分
の
長
寿
品
・
金
剛
身
品
で
法
身
常
住
を
提
示
し
、
四
相
品
～
如
来
性
品
で
は
法
身
と
般
若
波
羅
蜜
の
関
係
を
深
く
探
求
し

て
「
如
来
性
」
と
い
う
概
念
を
創
案
す
る
。
詳
し
く
は
拙
著
『
大
般
浬
藥
経
序
説
』
（
東
本
願
寺
出
版
部
、
二
○
一
○
年
）
四
○
～
五
三
頁
参
照
。

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
法
性
身
・
父
母
生
身
（
二
二
Ｃ
）
、
法
性
身
・
変
化
身
（
三
四
○
ａ
）
、
神
通
変
化
身
・
父
母
生
身
（
一
三
一
ｃ
）
、

真
身
・
化
身
（
二
七
八
ａ
）
、
法
性
生
身
・
随
世
間
身
（
三
○
三
ｂ
）
、
生
死
肉
身
・
法
性
生
身
（
五
八
○
ａ
）
、
生
身
仏
・
法
性
生
身
仏
（
三
一

○
ｂ
）
、
法
身
・
生
身
（
六
八
三
ａ
）
、
法
身
・
色
身
（
七
四
七
ａ
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

無
量
の
功
徳
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
法
性
生
身
仏
が
大
乗
の
仏
陀
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
指
す
。
こ
の
点
は
こ
の
後
の
論
述
の

通
り
。

し
宝
の
る
ｃ

大
正
妬
・
二
七
八
ａ
、
前
の
註
（
肥
）
を
参
照
。

『
勝
鬘
経
」
の
所
説
は
次
の
通
り
。

不
思
議
変
易
死
と
は
、
謂
く
阿
羅
漢
・
牌
支
仏
・
大
力
菩
薩
の
意
生
身
に
し
て
乃
ち
無
上
菩
提
を
究
寛
す
る
に
至
る
な
り
。

（
大
正
吃
・
二
一
九
Ｃ
）

大
正
弱
・
三
一
○
ｂ

対
告
衆
で
あ
る
比
丘
等
の
四
衆
と
菩
薩
た
ち
を
登
場
さ
せ
、
仏
の
光
に
よ
る
神
力
を
示
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

雨
の
時
世
尊
は
師
子
座
の
上
に
在
し
て
坐
し
、
三
千
大
千
国
土
中
に
於
て
其
の
徳
特
尊
に
し
て
、
光
明
色
像
威
徳
巍
巍
た
り
。
遍
く
十
方
如

恒
河
沙
等
の
諸
仏
国
土
に
至
る
。
（
同
Ｃ
～
二
一
八
ａ
）

し
」
坐
の
る
こ
シ
」
、
を
拒
狛
す

『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
」
の
冒
頭
に
、

是
の
如
く
我
間
き
き
。
一
時
仏
は
王
舎
城
耆
闇
堀
山
中
に
住
し
て
…
（
大
正
８
．
一
二
七
ａ
）

た
の

内
外
の
経
籍
、
具
さ
に
文
理
を
陶
し
み
、
而
も
四
論
仏
性
に
於
て
弥
よ
窮
研
す
る
所
な
り
。
（
大
正
別
・
四
七
○
ａ
）
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如
来
は
無
上
調
御
を
以
て
四
魔
を
降
伏
し
一
切
世
間
を
出
で
て
一
切
衆
生
の
脂
仰
す
る
所
と
為
る
。
不
思
議
法
身
を
得
て
一
切
爾
焔
地
に
於

て
無
磯
法
自
在
を
得
る
。
（
大
正
ｕ
・
二
二
○
Ｃ
）

（
恥
）
三
身
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
法
・
報
・
応
身
、
法
・
報
・
応
化
身
、
法
・
応
・
化
身
、
自
性
・
受
用
・
変
化
身
な
ど
経
論
に
よ
っ
て
多
種
有
る
。

二
身
説
が
三
身
説
へ
展
開
す
る
思
想
的
な
背
景
に
つ
い
て
は
本
文
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
報
身
（
受
用
身
）
に
つ
い
て
、
菩
薩
の
自
利
の
ｎ

（
所
知
障
の
解
脱
と
い
う
こ
と
）
に
注
目
し
て
、
法
・
報
に
自
利
の
完
成
を
見
る
立
場
と
、
菩
薩
の
利
他
の
面
（
衆
生
済
度
の
誓
願
の
成
就
と
い

う
こ
と
）
に
注
目
し
て
、
報
・
応
（
化
）
に
利
他
の
完
成
を
見
る
立
場
の
違
い
が
あ
る
。
唯
識
思
想
が
受
用
身
を
更
に
自
受
用
（
自
利
）
・
他
受

用
（
利
他
）
に
開
く
の
は
こ
の
点
の
最
も
進
化
し
た
形
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
前
者
に
立
場
を
置
い
て
い
る
。
本
稿
の
課
題
で
あ
る
道
棹
の
報

身
観
は
後
者
に
基
本
的
な
立
場
が
あ
る
。

（
”
）
例
え
ば
南
本
『
浬
藥
経
』
邪
正
品
（
大
正
皿
・
六
四
三
ｂ
）
・

（
銘
）
「
法
華
経
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
南
本
「
浬
藥
経
』
菩
薩
品
（
大
正
旧
・
六
六
一
ｂ
）
、
「
華
厳
経
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
南
本
「
浬
樂

経
』
梵
行
品
（
大
正
哩
・
七
二
八
Ｃ
）
な
ど
で
触
れ
て
い
る
。

（
調
）
大
本
「
浬
藥
経
」
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
大
般
浬
藥
経
序
説
」
（
二
○
一
○
年
、
東
本
願
寺
出
版
部
）
第
一
章
大
乗
『
浬
梁

経
』
構
造
論
第
一
節
大
本
『
浬
漿
経
」
の
成
立
（
七
～
二
○
頁
）
参
照
。

（
釦
）
前
掲
拙
著
第
二
章
大
本
『
浬
薬
経
」
の
内
容
第
一
節
初
分
十
巻
の
構
成
と
基
本
テ
ー
マ
の
展
開
（
三
五
～
五
七
頁
）
参
照
。

（
皿
）
「
高
僧
伝
』
巻
第
三
求
那
賊
陀
羅
伝
に
、

求
那
敗
陀
羅
、
此
に
は
功
徳
賢
と
云
う
。
中
天
竺
の
人
な
り
。
大
乗
学
を
以
て
の
故
に
世
に
摩
訶
術
と
号
さ
る
。
（
大
正
印
．
三
四
四
ａ
）

と
あ
る
。

（
妬
）

次
に
、
阿
含
で
浬
梁
を
一

を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
切
如
来
応
等
正
覚
は
、
一
切
の
未
来
苦
を
知
り
、
一
切
の
煩
悩
と
上
煩
悩
と
に
摂
受
せ
ら
れ
る
一
切
の
集
を
断
じ
、
一
切
意
生
身
の
除
く

べ
き
を
減
し
、
一
切
の
苦
滅
し
て
作
証
す
る
な
り
。
（
大
正
哩
・
二
二
一
Ｃ
）
・

爾
焔
言
①
葛
）
は
、
『
勝
鬘
経
」
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
ま
ず
冒
頭
で
勝
鬘
夫
人
が
如
来
の
功
徳
を
嘆
じ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
切
の
爾
焔
を
知
り
て
智
彗
身
自
在
な
り
。
（
大
正
ｕ
・
二
一
七
ｂ
）

に
、
阿
含
で
浬
梁
を
不
受
後
有
と
説
い
た
が
、
そ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
し
て
、
如
来
の
浬
藥
が
阿
羅
漢
畔
支
仏
の
浬
梁
と
異
な
る
点
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と
あ
る
。

（
弘
）
大
正
妬

（
弱
）
大
正
柵

（
調
）
曇
鴬
の

（
詔
）
道
緯
『
安
楽
集
』
に
、

現
在
の
弥
陀
は
是
れ
報
仏
、
極
楽
宝
荘
厳
国
は
是
れ
報
土
な
り
。
然
る
に
古
旧
相
い
伝
え
て
皆
阿
弥
陀
仏
は
是
れ
化
身
、
土
も
亦
是
れ
化
土

な
り
と
云
え
り
。
此
れ
を
大
失
と
為
す
な
り
。
（
大
正
灯
・
五
Ｃ
、
『
真
聖
全
』
一
－
三
八
三
）

（
認
）
大
正
蛆
・
八
四
一
ａ

は
第
三
章
に
述
べ
る
。

（
訂
）

ヘ
（
×
〕
）

一
へ
く
〕
、

（
調
）

ヘ
（
Ⅱ
Ｕ
一

〆
‐
川
ま
』

（
蝿

へへ

4241

大
正
妬
・
二
三
二
ｂ
、
二
三
三
ａ

大
正
柵
・
八
四
三
ｂ
（
『
真
聖
全
」
一
，
三
四
五
）

曇
鴬
の
没
年
は
一
応
、
五
四
二
（
東
魏
興
和
四
）
年
と
考
え
ら
れ

地
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
晴
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

「
安
楽
集
』
は
三
身
の
経
証
と
し
て
『
大
乗
同
性
経
』
巻
下
（
大
正
叩
・
六
五
一
Ｃ
）
の
所
説
を
挙
げ
る
。
こ
の
他
に
報
身
の
経
証
と
し
て

「
宝
性
論
』
（
大
正
別
・
八
四
三
ａ
の
趣
意
）
の
所
説
を
挙
げ
る
が
、
思
想
的
に
は
こ
の
点
も
重
要
で
あ
る
。

『
開
元
録
』
（
大
正
弱
・
五
四
五
ａ
）
に
よ
れ
ば
『
大
乗
同
性
経
」
は
五
七
○
（
北
周
天
和
五
）
年
の
翻
訳
で
あ
り
、
曇
鶯
没
後
二
八
年
、
道

緯
生
誕
の
年
で
あ
る
五
六
二
（
北
斉
河
清
元
）
年
よ
り
九
年
め
に
あ
た
る
。

い
る
。
以
下
全
て
目

註
（
銘
）
参
照
⑤

大
正
９
．
三
四
七
Ｃ

大
正
扣
・
八
四
○
ａ

例
え
ば
器
世
間
功
徳
の
第
三
荘
厳
性
功
徳
成
就
で
は
「
有
る
国
土
を
見
そ
な
わ
す
に
～
」
と
し
て
三
界
に
対
比
し
て
浄
土
の
功
徳
を
解
釈
し
て

る
。
以
下
全
て
同
様
で
あ
る
。

|首1
，､ヱヨ

ロ|」

（
「
真
聖
全
』
一
，
三
三
二

（
「
真
聖
全
』
一
，
三
三
五
）
と
大
正
柵
．
八
四
三
ｂ
（
「
真
聖
全
」
一
－
三
四
五
）
の
二
回
用
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
釦

真
諦
訳
「
摂
大
乗
論
」
は
五
六
三
（
陳
天
嘉
四
）
年
の
翻
訳
で
あ
り
、
北


