
書
評
・
紹
介

『
阿
弥
陀
経
』
「
無
量
寿
経
』
は
浄
土
教
の
根
本
聖
典
と
し
て
東
ア
ジ

ア
、
特
に
中
国
・
日
本
、
に
お
い
て
広
く
親
し
ま
れ
て
き
た
経
典
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
解
釈
や
儀
礼
に
お
け
る
使
用
な
ど
に
大
き
な
伝
統
を
形
成
し
て

き
た
。
ま
た
、
西
洋
の
仏
教
研
究
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
大
乗
経
典
は
そ

の
重
要
性
の
故
、
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
英
訳
も
な
さ
れ
て
き
た
。

本
書
は
東
本
願
寺
真
宗
大
谷
派
の
要
請
を
受
け
る
形
で
ア
メ
リ
カ
・
ミ

シ
ガ
ン
大
学
の
ゴ
メ
ス
教
授
が
『
阿
弥
陀
経
』
『
無
量
寿
経
』
の
英
訳
研

究
に
と
り
か
か
っ
た
そ
の
成
果
の
一
端
で
あ
り
、
著
者
も
予
告
し
て
い
る

よ
う
に
、
引
き
続
き
二
巻
か
ら
な
る
專
門
的
な
翻
訳
研
究
が
出
版
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
英
訳
研
究
は
第
一
巻
の
自
由

訳
（
才
①
の
目
邑
巴
自
○
口
）
と
第
二
・
三
巻
の
専
門
的
翻
訳
（
房
Ｏ
言
月
旦

冒
巨
め
宮
５
国
）
の
全
三
巻
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
全
体
的
な

書
評
や
紹
介
は
第
二
・
三
巻
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
が
、
重
要
な
英
訳
研
究
で
あ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
第
一
巻
の

Ｆ
巳
の
○
・
○
９
国
の
閏

目
許
門
ミ
ミ
ミ
団
忌
閣
詩
詞
曽
倉
畠
馬
具
号
陣
へ
暮
誉
具

ｒ
、

旨
寓
酎
ミ
亀
鴎
吻
侶
騎
言
ゞ
陣
冒
幕
戴
畔
皇
菖
包
○
言
罵
穂
尽
湧
さ
景
呉
罫
へ

Ｉ
ｌ
『
。
』

吻
震
呑
琴
回
罵
曽
冒
ご
く
震
香
邑
。
窪
ご
感
吻

兵
藤
一
夫

ま
ず
、
「
は
し
が
き
弓
『
の
岳
。
①
）
」
に
基
づ
い
て
経
典
翻
訳
に
対
す
る

著
者
の
基
本
的
態
度
の
一
端
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
最
初
に
著
者
は
、

『
阿
弥
陀
経
』
（
「
小
経
』
、
著
者
は
短
経
と
略
称
）
と
『
無
量
寿
経
』

（
『
大
経
』
、
著
者
は
長
経
と
略
称
）
は
イ
ン
ド
の
豊
富
な
文
学
的
宗
教
的

想
像
力
に
満
ち
、
古
代
イ
ン
ド
の
文
化
や
信
仰
体
系
に
深
く
根
づ
い
た
抽

象
的
概
念
や
強
烈
な
感
情
に
あ
ふ
れ
た
偉
大
な
宗
教
的
古
典
で
あ
る
が
、

わ
れ
わ
れ
（
欧
米
人
）
と
経
典
と
の
遠
さ
・
別
異
性
を
指
摘
す
る
。
こ
の

遠
さ
・
別
異
性
は
欧
米
人
に
限
ら
ず
、
二
つ
の
経
典
の
伝
統
を
持
ち
そ
れ

ら
に
親
し
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
日
本
に
お
い
て
も
多
く
の
人
々
に
妥
当
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
経
典
は
こ
の
世
界
と
は
別

な
理
想
的
世
界
（
浄
土
）
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
時

間
・
空
間
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
と
は
異
な
っ
た
文
化
的
な
宇
宙
（
古
代
の

イ
ン
ド
・
中
国
等
）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
経
典
は

二
重
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
宗
教
的
テ
キ
ス
ト
で
あ

る
の
で
、
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
多
く
の
者
と
共
通
な
願
望
や
価
値
を
表
現

し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
完
全
に
理
解
し
鑑
賞
す
る
に
は
幾
つ
か

の
準
備
、
基
本
的
な
道
具
を
身
に
着
け
る
こ
と
、
が
必
要
で
あ
る
。
（
弓

目
ｘ
ｌ
ｘ
）こ

の
遠
さ
・
別
異
性
を
和
ら
げ
る
た
め
に
訳
文
の
工
夫
や
序
論
・
注
記

等
が
活
用
さ
れ
る
。
著
者
は
、
序
論
や
注
記
等
翻
訳
に
際
し
て
な
さ
れ
る

努
力
は
、
経
典
と
い
う
未
知
な
る
と
こ
ろ
へ
旅
す
る
者
の
た
め
の
ガ
イ
ド

の
役
割
を
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
言
．
〆
）
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
語

み
を
通
し
て
当
該
研
究
の
特
色
の
幾
つ
か
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
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っ
て
い
る
。
そ
れ
単
独
で
存
続
し
得
る
翻
訳
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な

い
。
実
際
、
テ
キ
ス
ト
は
、
解
説
や
注
記
な
ど
の
補
助
テ
キ
ス
ト
や
そ
れ

が
仮
定
す
る
世
界
な
し
で
、
そ
れ
単
独
で
存
続
し
得
な
い
。
注
記
を
抑
制

し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
序
論
や
注
記
は
学
者
の
気
ま
ぐ
れ
の

産
物
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
不
完
全
で
は
あ
る
が
古
代
の
テ
キ
ス
ト
が
仮

定
し
て
い
る
世
界
を
現
代
の
読
者
に
伝
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

、
。
／

《
も
．
〆
』
く
）

わ
れ
わ
れ
は
経
典
が
さ
ま
ざ
ま
に
使
わ
れ
る
こ
と
、
そ
の
文
脈
・
意
味

が
多
様
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
経
典
を
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
翻
訳
者
・
解
釈
者
・
読
者
で
あ
る
現
代
の
わ
れ

わ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
個
人
的
世
界
に
住
ん
で
い
る
が
、
そ
の
世

界
は
一
部
は
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
複
合
し
た
歴
史
か
ら
離
れ
て
お
り
、

一
部
は
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
残
っ
て
い
る
世
界
の
痕
跡
を
通
し
て
テ
キ

ス
ト
の
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
と
わ
れ
わ
れ

の
関
係
の
中
で
、
あ
る
程
度
の
開
放
性
を
維
持
し
な
が
ら
テ
キ
ス
ト
を
理

解
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
。
著
者
は
次
の
よ
う
に
答
え

る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
方
法
と
翻
訳
の
ス
タ
イ
ル
は
、
こ
れ
ら
の
デ
ィ
レ

ン
マ
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
す
る
も

の
で
も
な
い
。
解
釈
と
い
う
こ
の
障
害
あ
る
道
を
進
ん
で
い
こ
う
と
す
る

読
者
を
手
助
け
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
障
害
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
（
や
閏
昌
）

こ
の
こ
と
に
関
し
て
著
者
は
「
結
び
と
移
行
白
巳
○
悟
①
四
目

門
田
目
三
○
口
）
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
翻
訳
と
い
う

概
念
は
原
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
隠
れ
た
不
変
で
明
確
な
意
味
を
発
見
す
る

と
い
う
希
望
を
持
た
せ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
短
経
や
長
経
は
複
雑
で
多

層
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
本
書
で
は
、
序
論
・
翻
訳
・
注
記
に
よ
っ
て

そ
の
こ
と
を
示
し
、
テ
キ
ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
の
方
向
を
指
示
し
、

経
典
の
注
釈
者
た
ち
が
示
そ
う
と
す
る
並
行
し
た
世
界
に
も
触
れ
て
い
る
。

し
か
し
読
者
は
一
方
で
統
一
の
感
覚
、
閉
じ
た
合
理
的
秩
序
の
感
覚
を
求

め
る
。
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
統
一
を
与
え

る
の
は
一
部
分
は
解
釈
者
・
翻
訳
者
の
仕
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
序

論
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
二
つ
の
経
典
の
解
釈
は
、
テ
キ
ス
ト
の
文
法
的

物
語
的
構
造
が
多
重
の
イ
メ
ー
ジ
と
希
望
の
世
界
に
つ
い
て
示
唆
し
て
い

る
と
著
者
が
考
え
る
も
の
に
基
づ
い
た
そ
の
よ
う
な
統
一
の
試
み
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
は
ア
メ
リ
カ
で
大
学
の
学
部
学
生
（
仏
教
の
基
礎
的

知
識
を
持
た
な
い
者
）
に
仏
教
を
教
え
る
経
験
を
踏
ま
え
て
、
古
典
的
な

仏
教
テ
キ
ス
ト
の
学
問
的
翻
訳
は
そ
れ
自
身
障
害
を
作
り
州
す
こ
と
に
注

意
す
る
。
仏
教
テ
キ
ス
ト
の
英
訳
は
英
語
と
い
う
よ
り
も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
の
混
ざ
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
的
な
英
語
が
多
く
、
わ
れ
わ
れ
仏
教
研

究
者
も
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
。
ま
た
、
仏
教
の
基

本
的
事
項
な
ど
の
説
明
も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
参
照
す
る
こ
と
、
い
わ
ば

原
典
の
言
語
に
訳
し
戻
す
こ
と
、
に
よ
っ
て
行
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
は
結
果
的
に
仏
教
の
理
解
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
一
般
の
読
者
向
け
と
考
え
ら
れ
る
自
由
訳
に
お
い

て
は
次
の
よ
う
な
方
針
を
立
て
る
。
翻
訳
の
中
で
は
あ
る
程
度
の
言
語
の

混
清
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
戻
る
の

で
は
な
く
英
語
で
の
言
い
換
え
を
試
み
る
。
説
明
が
必
要
で
あ
っ
て
そ
れ

が
経
典
の
テ
キ
ス
ト
に
織
り
込
ま
れ
得
る
と
考
え
た
と
き
は
い
つ
で
も
、
鴉



説
明
的
な
言
い
換
え
を
、
脚
注
に
移
管
す
る
代
わ
り
に
、
テ
キ
ス
ト
の
中

に
挿
入
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
を
勝
手
に
変
え
な
い
と
い

う
学
問
的
翻
訳
に
お
け
る
習
慣
を
破
っ
た
こ
と
、
あ
る
程
度
は
原
典
の
リ

ズ
ム
や
調
子
を
変
え
た
こ
と
、
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
著
者
は
、
新
造
語
や
外
国
語
、
文
献
学
的
注
記
を
で
き
る
だ
け
避

け
る
こ
と
が
で
き
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
（
や
×
旨
）
著
者
は
「
結
び
と

移
行
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
経
典
を

読
む
と
き
、
そ
れ
ら
は
宗
教
的
な
主
張
だ
け
で
な
く
文
学
的
想
像
力
の
作

品
と
も
見
え
る
。
著
者
自
身
ダ
ン
テ
や
下
界
と
天
国
・
地
獄
の
景
観
に
関

す
る
西
洋
の
文
学
的
伝
統
を
考
え
る
こ
と
な
し
に
そ
れ
ら
を
読
む
こ
と
は

不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
つ
い
て
、
地
上
や
天
の
楽
園
に
つ

い
て
、
そ
れ
ら
の
社
会
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
文
学
的
設
定
に
つ

い
て
西
洋
の
伝
統
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
語
る
。
含
巨
巴
そ
の
立

場
の
下
で
、
著
者
は
序
論
に
お
い
て
「
極
楽
」
に
対
し
て
シ
目
冨
匡
爵

冨
国
呂
の
の
と
も
表
現
す
る
が
、
翻
訳
の
中
で
は
そ
の
語
を
用
い
ず
、
吾
の

Ｆ
“
且
旦
囚
耐
い
》
も
日
の
団
匡
佳
冨
‐
医
且
ゞ
あ
る
い
は
牙
の
盲
匙
冨
‐
庁
匡

等
を
使
用
し
て
い
る
。

自
由
訳
に
お
け
る
こ
の
読
み
や
す
さ
の
獲
得
は
、
一
方
で
は
仏
教
聖
典

の
異
国
的
で
あ
い
ま
い
な
味
わ
い
と
異
教
的
な
ス
タ
イ
ル
や
専
門
的
調
子

の
幾
つ
か
を
失
な
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
著
者
は
自
由
訳
の

持
つ
意
義
を
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。
自
由
訳
の
目
的
が
読
み
や
す
さ
分

か
り
や
す
さ
で
あ
る
限
り
、
結
果
は
代
価
を
払
う
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

特
に
こ
れ
ら
経
典
の
不
思
議
さ
や
楽
し
さ
に
近
づ
く
こ
と
を
英
訳
に
頼
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
々
に
は
そ
う
で
あ
ろ
う
Ｏ
自
由
訳
の
読
者
で
も
や

第
一
巻
で
あ
る
本
書
は
自
由
訳
で
あ
り
、
著
者
の
言
に
よ
れ
ば
「
手
ほ

ど
き
を
受
け
て
い
な
い
読
者
が
複
雑
な
専
門
的
注
記
な
し
で
こ
の
テ
キ
ス

ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
」
そ
の
構
成
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず

目
次
に
よ
っ
て
全
体
の
構
成
を
示
し
て
お
こ
う
。

勺
扁
註
。
①
（
は
し
が
き
）

も
閏
匡
》
目
扁
鮮
国
爵
昌
く
の
『
曾
○
園
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
）

旨
ご
○
合
○
宮
○
目
８
弓
の
望
Ｏ
耳
の
『
曾
言
四
（
短
経
に
対
す
る
序
論
）
３

月
扁
堅
５
鼻
閂
留
客
習
四
画
ご
自
冨
の
昌
国
（
短
経
の
翻
訳
）
略

言
３
号
呂
○
目
８
牙
①
Ｆ
ｏ
晶
閂
曾
目
（
長
経
に
対
す
る
序
論
）
認

目
胃
一
ｃ
侭
田
の
晨
罰
く
四
国
ぐ
目
冨
普
冒
（
長
経
の
翻
訳
）
凱

両
巳
○
唱
①
四
旦
弓
国
口
め
旨
○
口
（
結
び
と
移
行
）
皿

勺
四
二
陣
弓
馬
Ｏ
盲
目
①
“
①
く
①
『
望
。
ご
め
（
中
国
版
）

旨
８
号
呂
○
目
○
二
①
○
三
口
の
い
①
く
の
国
○
月
（
中
国
版
に
対
す
る
序
論
）
頤

は
り
仏
教
聖
典
が
荘
厳
で
神
秘
的
で
崇
高
で
あ
っ
て
な
お
幻
想
的
で
遊
び

心
が
あ
る
そ
の
あ
り
方
を
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
て

い
る
。
読
者
は
失
わ
れ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
調
子
の
い
く
つ
か
を
や
が
て
出

版
さ
れ
る
専
門
的
翻
訳
か
ら
取
り
出
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
吾
．
※
目
）

仏
教
テ
キ
ス
ト
を
翻
訳
す
る
に
際
し
て
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
そ
の
難

解
で
専
門
的
な
文
体
で
あ
る
。
著
者
は
、
仏
教
テ
キ
ス
ト
が
無
数
の
概
念
、

信
仰
体
系
、
教
義
リ
ス
ト
を
背
景
に
し
た
フ
レ
ー
ズ
や
短
縮
さ
れ
た
術
語

に
満
ち
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
意
味
が
他
の
著
作
や
教
義
に
依
拠
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
た
め
に
も
最
少
限
の
注
記
や
説
明
は
求

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
ロ
圏
く
）
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目
冨
段
○
号
『
曽
与
副
島
く
旨
冨
の
昌
国
（
「
阿
弥
陀
経
」
の
翻
訳
）
恥

目
訂
Ｆ
ｏ
侭
の
Ｒ
啓
匡
］
習
璽
司
旨
冨
普
目
（
『
無
量
寿
経
」
の
翻
訳
）
蝿

ｚ
○
房
（
注
記
）
澱

圭
君
の
ロ
号
○
の
の
（
補
遺
）
踊

昌
．
自
侭
国
冒
の
（
図
）
蹄

い
目
國
匡
①
叩
（
表
）
畑

い
司
○
『
両
日
夢
の
『
詞
、
四
昌
侭
（
参
考
文
献
）
湖

Ｐ
Ｑ
Ｃ
め
凶
曼
（
語
彙
）
加

回
冒
号
〆
（
索
引
）
踊

こ
の
目
次
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
こ
れ
ま
で
の
翻
訳
書
に

な
い
幾
つ
か
の
特
質
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
短
経
（
『
阿
弥
陀

経
』
）
と
長
経
今
無
量
寿
経
』
）
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
と
中
国
版
が
そ

れ
ぞ
れ
別
々
に
英
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
「
序
論

（
冒
耳
○
号
８
○
口
）
」
が
三
度
言
か
れ
、
し
か
も
第
一
部
と
第
二
部
の
間
に

「
結
び
と
移
行
白
旦
○
唱
①
四
目
目
国
園
目
○
口
）
」
と
い
う
つ
な
ぎ
の
論

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
「
補
遺
Ｓ
弓
①
且
旨
の
い
）
」

の
内
容
で
あ
る
。

短
と
長
の
二
つ
の
曾
匡
副
島
ぐ
首
冨
曾
冒
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版

と
複
数
の
中
国
版
と
チ
ベ
ッ
ト
版
が
残
さ
れ
て
い
る
。
仏
典
を
現
代
語
に

翻
訳
す
る
場
合
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
が
残
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
を
底

本
と
し
て
他
の
中
国
版
（
漢
訳
）
・
チ
ベ
ッ
ト
版
を
参
照
す
る
形
が
一
般

的
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
経
典
に
関
し
て
は
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
㈲

周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
つ
は
阿
弥
陀
仏
と
浄
土
の
信
仰
の
根
本
的
な

所
依
の
経
典
と
し
て
東
ア
ジ
ア
で
広
く
普
及
し
て
き
た
が
、
そ
の
際
使
わ

れ
た
の
が
中
国
版
（
漢
訳
）
で
あ
り
、
ま
た
、
長
経
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

版
と
中
国
版
の
内
容
に
か
な
り
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
特
別

な
事
情
が
あ
る
。
特
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
に
は
な
く
て
康
僧
鎧
訳
な

ど
の
三
つ
の
中
国
版
に
の
み
見
ら
れ
る
「
三
毒
五
悪
段
」
を
ど
う
取
り
扱

う
か
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ま
で
の
翻
訳
で
は
、

巨
農
巨
巨
閏
訳
（
団
員
琴
営
筐
暮
ご
ミ
ミ
浄
鼠
ゞ
門
馬
腰
ｇ
ａ
３
ｏ
宙

○
時
胃
両
卸
巽
ぐ
○
］
も
》
扁
程
）
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
か
ら
の
英
訳
で

「
三
毒
五
悪
段
」
は
含
ま
れ
な
い
。
藤
田
宏
達
訳
（
「
梵
文
和
訳
無
量
寿

経
・
阿
弥
陀
経
』
一
九
七
五
）
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
か
ら
の
和
訳
で
あ

る
が
、
康
僧
鎧
訳
と
対
照
さ
せ
て
い
る
の
で
、
当
該
部
分
と
の
相
違
を
参

照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
山
口
益
他
訳
（
『
浄
土
三
部
経
』
大
乗

仏
典
６
、
一
九
七
六
）
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
か
ら
の
和
訳
で
あ
る
が
、

最
後
に
康
僧
鎧
訳
の
当
該
部
分
の
和
訳
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

事
情
を
考
盧
し
て
、
著
者
は
短
経
と
長
経
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
か
ら
だ

け
で
な
く
、
鳩
摩
羅
什
訳
『
阿
弥
陀
経
』
（
短
経
）
と
康
僧
鎧
訳
『
無
量

寿
経
』
（
長
経
）
か
ら
も
英
訳
す
る
こ
と
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
あ

た
り
の
事
情
に
つ
い
て
の
著
者
の
説
明
を
ま
と
め
て
お
く
。
な
お
、
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
版
と
中
国
版
と
の
相
違
に
関
し
て
は
、
後
に
序
論
を
紹
介
す

る
際
に
再
度
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
二
つ
の
経
典
は
多
分
イ
ン
ド
北
部
の
辺
境
（
現
在
の
パ
キ
ス
タ

ン
）
で
、
少
な
く
と
も
一
七
○
○
年
前
頃
に
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
以
外
の
イ
ン
ド
の
言
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
想
定
す
る
者

も
い
る
が
、
現
在
に
残
さ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
版
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
初
期
の
形
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

コワ
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も
、
現
存
の
版
は
伝
承
の
過
程
で
多
く
の
変
化
を
蒙
っ
て
き
た
に
違
い
な

い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
経
典
は
何
度
か
漢
訳
さ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
も
残
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
多
く
の
世
紀
を
越
え

多
く
の
形
で
我
々
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
形
と
は
、
そ

れ
を
伝
え
て
き
た
言
語
が
数
種
類
に
わ
た
り
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
版
が

一
つ
以
上
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
物
語
の
読
み
方
、

経
典
の
形
式
と
内
容
の
見
方
が
一
つ
以
上
あ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
実
際
、

形
式
と
内
容
は
経
典
が
読
ま
れ
使
用
さ
れ
て
き
た
文
脈
に
し
た
が
っ
て
変

形
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
二
つ
の
経
典
は
広
ま
る
に
つ
れ
、
個
別
に
あ
る

い
は
セ
ッ
ト
と
し
て
、
儀
式
に
お
い
て
朗
唱
さ
れ
る
な
ど
実
際
面
で
使
用

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
（
で
曽
）

著
者
は
ま
ず
最
初
に
二
つ
の
経
典
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
を
翻
訳
し
、

次
い
で
鳩
摩
羅
什
訳
「
阿
弥
陀
経
』
と
康
僧
鎧
訳
『
無
量
寿
経
』
を
翻
訳

す
る
。
短
経
・
長
経
は
イ
ン
ド
の
外
部
、
す
な
わ
ち
漢
訳
を
通
し
て
伝
え

ら
れ
た
東
ア
ジ
ア
（
特
に
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
）
で
最
も
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
の
で
、
そ
の
際
最
も
普
及
し
た
漢
訳
か
ら
も
翻
訳
す
る
こ
と
に

し
た
よ
う
で
あ
る
。
（
や
凶
）

漢
訳
は
「
浄
土
論
」
を
初
め
と
す
る
中
国
撰
述
の
注
釈
書
と
と
も
に
わ

れ
わ
れ
が
こ
れ
ら
の
経
典
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
源
泉
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
が
現
代
こ
れ
ら
の
経
典
を
読
む
場
合
、
中
国
に
お
け
る
解
釈
の
伝

統
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
日
本
人
僧
侶
・
学
者
の
著
作
を
通
し
て
伝
え
ら

れ
て
き
た
も
の
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
含
ら

次
に
「
序
論
」
も
含
め
た
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
先
の
経

典
翻
訳
の
基
本
的
立
場
を
踏
ま
え
て
、
従
来
の
翻
訳
書
に
執
わ
れ
な
い
方

法
が
取
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
自
由
訳
と
専
門
的
翻
訳
を
含
め

た
三
巻
全
体
の
構
成
は
二
つ
の
経
典
を
理
解
す
る
た
め
の
多
く
の
踏
み
石

が
敷
設
さ
れ
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
る
。
教
説
の
中
心
テ
ー
マ
や
主
要

な
文
学
的
モ
チ
ー
フ
は
自
由
訳
の
序
論
と
訳
文
の
中
に
示
さ
れ
る
。
序
論

の
中
に
解
説
を
集
め
注
記
を
最
小
限
に
す
る
こ
と
に
よ
り
読
者
は
英
訳
の

経
典
そ
の
も
の
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
専
門
的
翻
訳
の
第

二
・
三
巻
に
お
い
て
は
、
自
由
訳
で
は
単
に
示
唆
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
翻

訳
の
背
後
に
あ
る
学
問
的
考
察
、
年
代
・
歴
史
・
言
語
・
文
体
な
ど
の
事

項
、
自
由
訳
の
序
論
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
幾
つ
か
の
問
題
な
ど
に
つ
い

て
、
最
近
の
解
釈
理
論
や
方
法
論
の
問
題
に
も
注
意
を
払
い
な
が
ら
よ
り

詳
細
に
検
討
さ
れ
る
。
（
や
×
）

本
耆
（
自
由
訳
）
に
は
序
論
が
三
度
現
れ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
の

短
経
に
対
す
る
序
論
、
同
じ
く
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
の
長
経
に
対
す
る
序

論
、
そ
し
て
中
国
版
に
対
す
る
序
論
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら

三
つ
の
序
論
は
段
階
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
最
初
の
序
論
は
短
経
の
神

話
や
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
短
い
一
般
的
な
も
の
で
、
二
番
目
は
読
者
に
長

経
の
内
容
を
親
し
ま
せ
短
・
長
経
の
共
通
点
と
相
違
点
を
強
調
す
る
も
の

で
あ
る
。
三
番
目
の
序
論
は
短
・
長
経
の
東
ア
ジ
ア
（
特
に
中
国
・
日

本
）
で
の
伝
播
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
短
経
の
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
版
の
序
論
と
自
由
訳
は
長
経
の
序
論
と
自
由
訳
の
前
文
の
役
割

を
持
ち
、
そ
れ
ら
二
つ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
の
序
論
と
自
由
訳
と
「
結

び
と
移
行
」
の
一
文
は
ま
た
、
順
次
、
中
国
版
の
自
由
訳
、
さ
ら
に
は
専

門
的
翻
訳
や
そ
の
注
記
や
序
論
に
対
す
る
踏
み
石
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
合
．
凶
）
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最
後
に
、
「
補
遺
Ｓ
署
①
旦
旨
①
い
）
」
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
図
表
・
参
考
文
献
・
語
彙
が
ま
と
め
ら
れ
、
序
論
や
注
記
と
相

俟
っ
て
仏
教
の
基
本
的
知
識
、
経
典
の
文
脈
を
補
う
補
助
テ
キ
ス
ト
、
経

典
諸
版
の
比
較
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
提
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
図

で
は
須
弥
山
を
中
心
と
し
た
世
界
の
構
造
図
、
著
者
の
描
く
極
楽
の
レ
イ

ア
ウ
ト
な
ど
、
表
で
は
長
経
諸
版
の
誓
願
・
五
悪
段
等
の
相
違
や
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
版
と
康
僧
鎧
訳
と
の
誓
願
の
対
照
表
が
判
り
や
す
く
示
さ
れ
て

い
る
。以

下
に
、
三
つ
の
序
論
と
「
結
び
と
移
行
」
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
紹

介
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
著
者
自
身
が
細
項
目
を
立
て
て
論
を
進
め
て

い
る
の
で
、
筆
者
の
言
及
す
る
個
所
の
項
目
名
を
示
し
て
お
く
。
た
だ
、

紙
幅
の
都
合
が
あ
る
の
で
紹
介
す
る
個
所
は
筆
者
が
特
に
興
味
を
覚
え
た

幾
つ
か
に
止
め
る
。

〈
短
経
に
対
す
る
序
論
（
旨
曾
○
号
８
０
昌
○
弓
①
段
○
鼻
①
【
の
昌
愚
）
〉

著
者
は
最
初
に
二
つ
の
経
典
の
テ
ー
マ
と
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
触
れ
て

い
る
。
二
つ
の
経
典
は
短
・
長
の
別
は
あ
る
が
基
本
的
に
は
同
じ
テ
ー
マ

を
共
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ヅ
ト
版
で
は
ど
ち
ら
も

同
じ
タ
イ
ト
ル
《
ｍ
鼻
罰
ぐ
島
く
首
冨
曾
冒
（
極
楽
の
荘
厳
に
つ
い
て
の

経
典
、
あ
る
い
は
極
楽
を
荘
厳
す
る
経
典
）
ゞ
を
持
っ
て
お
り
、
中
国
版

の
タ
イ
ト
ル
『
阿
弥
陀
経
』
『
無
量
寿
経
』
は
そ
の
楽
園
を
主
宰
し
て
い

る
仏
陀
の
名
前
、
阿
弥
陀
・
無
量
寿
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
経
典
は
二
つ
の
世
界
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
世
界
と
阿
弥
陀

の
浄
土
、
を
リ
ン
ク
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
苦
に
満
ち
た
こ
の
世
界
の

わ
れ
わ
れ
（
聴
衆
）
に
対
し
て
、
釈
迦
牟
尼
仏
は
物
語
を
通
し
て
遠
い
楽

園
、
阿
弥
陀
の
極
楽
を
提
示
し
て
い
る
。
（
目
訂
目
言
○
月
の
×
扇
四
且

弓
百
田
司
目
詳
庁
ｍ
）
や
塔
）

短
経
の
物
語
の
構
造
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
が
弟
子
で
あ
る
舎
利
弗
に
阿
弥

陀
仏
と
そ
の
浄
土
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
あ
る
が
、
著
者

は
こ
れ
を
幾
つ
か
の
声
・
見
方
・
人
物
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
た
テ
キ
ス

ト
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
釈
迦
牟
尼
仏
一
人
で
は
な

く
、
経
典
の
語
り
手
と
し
て
の
阿
難
、
阿
難
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
対
告
衆

（
比
丘
・
阿
羅
漢
・
菩
薩
・
天
の
有
情
た
ち
）
、
対
告
衆
の
一
人
で
仏
陀

の
対
話
の
相
手
と
も
な
る
舎
利
弗
、
釈
迦
牟
尼
仏
に
呼
び
冊
さ
れ
た
十
方

世
界
の
仏
陀
た
ち
、
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
士
の
住
人
た
ち
に
よ
っ

て
も
織
り
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
で
あ
る
。
（
目
扁
段
○
二
の
【
の
昌
国
《

醇
勺
【
①
ａ
①
葛
ゞ
や
ご

経
典
の
物
語
は
伝
統
と
神
話
の
世
界
に
設
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
接
近

す
る
に
は
、
そ
の
よ
う
な
物
語
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
、
す
な
わ
ち
そ
の

世
界
や
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
の
持
つ
前
提
を
知
っ
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
短
経
に
も
現
代
の
西
洋
の
世
俗
世
界
と
比
べ
て
多
く

の
前
提
の
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
著
者
は
、
中
で
も
二
つ
の
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
語
る
。
わ
れ
わ
れ
は
生
前
の
善
悪
の
行
為
の
報
い
と
し
て
死
後

も
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
形
態
を
取
り
な
が
ら
再
生
を
繰
り
返
す
こ
と
（
輪

廻
）
、
そ
し
て
道
徳
的
精
神
的
完
成
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
苦

し
み
の
終
わ
り
の
な
い
循
環
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
（
解
脱
）
で

あ
る
。
大
乗
仏
教
文
献
の
多
く
は
二
つ
の
事
柄
、
人
間
が
仏
陀
や
菩
薩
の

完
全
さ
を
獲
得
す
る
方
法
と
仏
陀
や
菩
薩
が
他
の
有
情
た
ち
の
苦
か
ら
の

39



解
放
を
手
助
け
す
る
方
法
、
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
短
・
長
経
に
お
け
る

こ
れ
ら
二
つ
に
関
す
る
具
体
的
な
表
明
は
仏
教
の
信
の
特
別
な
教
義
と
し

て
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
二
つ
の
経
典
は
教
義
的
な
説
明
を
用
い
る
よ

り
も
物
語
的
な
描
写
や
叙
述
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
吾
．
巴

そ
の
他
、
仏
陀
・
仏
国
土
、
一
仏
・
多
仏
な
ど
の
観
念
に
つ
い
て
も
知

っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
に
お
い
て
は
仏
陀
は
シ
ッ
ダ
ー
ル

タ
・
ゴ
ー
タ
マ
と
い
う
歴
史
上
の
人
物
（
釈
迦
牟
尼
仏
）
た
だ
一
人
で
は

な
い
。
特
に
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
は
重
要
な
一
人
で
あ

る
が
多
く
の
仏
陀
た
ち
の
中
の
一
人
で
あ
り
特
有
な
存
在
で
は
な
い
。

短
・
長
経
に
お
い
て
は
釈
迦
牟
尼
は
代
弁
者
、
啓
示
の
伝
達
者
と
し
て
働

い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
仏
陀
（
釈
迦
牟
尼
仏
）
の
教
え

と
見
な
し
て
い
る
も
の
は
多
く
の
仏
陀
た
ち
の
の
教
説
の
一
つ
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
（
弓
扁
、
①
冨
且
弓
の
聾
○
曼
も
巴

著
者
は
短
経
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
短
経
の
別
名
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
注

目
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
釈
迦
牟
尼
自
身
に
よ
っ
て
「
一
切
の
仏
陀
た
ち

に
よ
っ
て
摂
受
さ
れ
た
経
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
題
名
が
提
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
を
著
者
は
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

一
切
の
仏
陀
た
ち
の
誓
願
は
有
情
た
ち
を
摂
受
す
る
救
済
力
の
源
泉
で
あ

り
、
他
方
、
わ
れ
わ
れ
有
情
は
そ
れ
ら
仏
陀
た
ち
の
誓
願
に
よ
っ
て
摂
受

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
短
経
は
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
仏
国
土
（
極
楽
）
の
称
賛

が
、
王
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
の
題
名
は
、
多
く
の
仏
陀
た
ち

が
阿
弥
陀
仏
と
似
た
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
暗
示
す
る
。
こ
の
こ
と
は

長
経
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
中
心
の
そ
れ
と
は
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
。

（
団
白
胃
ｍ
ｏ
の
ユ
ワ
匙
醇
匡
団
口
旦
』
ず
閉
》
や
胃
巴

〈
長
経
に
対
す
る
序
論
（
冒
目
目
呂
○
目
○
二
①
Ｐ
Ｃ
侭
の
目
習
冒
）
〉

著
者
は
こ
の
序
論
に
お
い
て
、
法
蔵
菩
薩
の
物
語
に
焦
点
を
合
わ
せ
な

が
ら
二
つ
の
経
典
（
特
に
長
経
）
で
展
開
さ
れ
た
物
語
の
神
話
的
文
学
的

背
景
を
見
直
す
こ
と
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
の
描
写
・
そ
こ
へ
の
往
生
の
性

質
、
大
乗
仏
教
の
一
般
的
教
義
や
実
践
（
行
）
の
中
で
の
こ
こ
に
示
さ
れ

る
信
の
位
置
を
考
察
し
て
い
る
。

文
献
の
内
容
の
上
で
長
経
と
短
経
を
比
較
し
た
場
合
、
著
者
は
、
あ
る

面
で
は
長
経
は
短
経
の
拡
張
と
し
て
見
ら
れ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

二
つ
の
経
典
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
は
現
在
に
実
在
す
る
も
の

と
し
て
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
短
経
で
は
そ
れ
ら
は
歴
史
を
持
た
な
い
か

の
よ
う
に
現
れ
る
が
、
長
経
は
こ
れ
に
歴
史
を
与
え
、
阿
弥
陀
仏
の
覺
り

と
国
士
の
浄
化
の
た
め
の
原
因
と
条
件
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語

を
時
間
の
中
に
拡
張
し
て
い
る
。
長
経
は
極
楽
を
よ
り
詳
細
に
描
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
し
て
経
典
の
終
わ
り
に
向
け
て
釈
迦
牟
尼
と
そ
の
弟
子
た

ち
の
眼
の
前
に
極
楽
の
景
観
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
像
を
空
間
に
拡

張
し
て
い
る
。
ま
た
、
短
経
で
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
信
と
精
神
的
達
成
の

階
悌
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
教
義
的
規
定
的
な
内
容
を

拡
張
し
て
い
る
。
弓
訂
冨
の
朋
緒
の
○
｛
吾
の
目
乏
○
ｍ
目
日
切
〉
弓
鵠
‐
侭
）

著
者
は
、
長
経
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
が
一
般
的
な
大
乗

の
教
え
の
中
に
は
っ
き
り
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
語
る
。
長
経
に
は
、

阿
弥
陀
仏
が
か
つ
て
は
法
蔵
と
呼
ば
れ
る
菩
薩
で
あ
り
、
極
楽
は
彼
の
荘

重
な
誓
願
と
覺
り
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
実
際
に
完
全
な
覺
り
を

獲
得
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
菩
薩
道
と
い
う

大
乗
仏
教
の
共
通
の
教
義
が
こ
の
聖
な
る
ド
ラ
マ
の
筋
を
進
め
る
手
助
け
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を
す
る
論
理
の
一
部
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
法
蔵
菩
薩
は
有
情
た
ち
が
努

力
な
し
に
解
放
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
不
思
議
な
国
土
を

創
り
主
宰
す
る
こ
と
を
誓
願
し
た
。
そ
の
結
果
、
有
情
た
ち
は
純
粋
な
幸

せ
を
享
受
し
容
易
に
解
放
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
を
持
つ
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
は
そ
の
時
自
ら
の
誓
願

を
四
十
七
の
特
別
な
誓
願
の
形
に
再
定
式
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
約

束
を
拡
大
し
た
。
彼
は
そ
の
誓
願
に
基
づ
い
て
限
り
な
く
長
い
期
間
自
己

修
養
と
自
己
犠
牲
を
繰
返
し
、
多
く
の
仏
陀
や
菩
薩
た
ち
の
国
土
を
訪
れ

て
無
量
の
功
徳
を
積
ん
だ
後
、
自
ら
の
国
士
を
荘
厳
な
「
極
楽
」
に
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
長
経
は
わ
れ
わ
れ
を
苦
行
の
仏
教
か
ら
信

の
仏
教
へ
、
困
苦
の
経
歴
を
要
す
る
菩
薩
行
か
ら
菩
薩
の
力
に
よ
る
救
済

に
対
す
る
信
へ
導
く
。
ま
た
、
神
話
的
過
去
に
な
さ
れ
た
荘
重
な
誓
願
か

ら
現
在
の
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
の
実
在
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
（
目
扁

の
（
○
円
雲
壱
壱
画
、
’
四
①
）

こ
の
よ
う
な
長
経
の
物
語
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
短
経
の
場
合
に
加

え
て
さ
ら
に
幾
つ
か
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
考
慮
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
著
者
は
二
つ
の
事
柄
を
考
盧
に
入
れ
る
。
人
間

の
善
い
行
為
は
そ
の
人
に
功
徳
を
蓄
積
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
功
徳
は

他
者
や
覺
り
へ
と
振
り
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
廻
向
）
で
あ
る
。

大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
功
徳
と
呼
ば
れ
る
精
神
的
な
資
本
は
覺
り
と
い

う
ゴ
ー
ル
あ
る
い
は
一
切
の
有
情
の
解
放
へ
と
捧
げ
ら
れ
振
り
向
け
ら
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
努
力
は
自
ら
の
覺
り
だ
け
で
な
く
他
者
の
た
め
の

功
徳
へ
と
転
送
あ
る
い
は
変
形
さ
れ
る
。
こ
の
「
功
徳
の
廻
向
」
と
い
う

観
念
が
仏
陀
や
菩
薩
た
ち
を
、
自
己
修
養
の
困
苦
の
道
に
よ
る
覺
り
の
獲

得
の
モ
デ
ル
か
ら
「
有
情
の
救
済
者
」
な
る
も
の
へ
と
変
え
て
い
く
。
長

経
に
お
い
て
、
法
蔵
菩
薩
自
身
彼
の
無
限
の
功
徳
を
極
楽
の
創
造
に
振
り

向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
ゴ
ー
ル
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
の
浄
土
に
有

情
が
往
生
す
る
こ
と
、
を
創
り
だ
す
。
極
楽
は
い
わ
ば
、
そ
こ
に
往
生
す

る
全
て
の
者
た
ち
の
た
め
の
法
蔵
菩
薩
の
功
徳
の
貯
蔵
所
と
な
っ
て
い
る
。

（
甸
豐
芽
旨
の
巴
く
呉
５
Ｐ
や
画
可
）

次
い
で
著
者
は
極
楽
と
そ
こ
へ
の
往
生
の
根
本
的
な
原
因
に
つ
い
て
考

察
に
向
か
う
。
有
情
は
ど
の
よ
う
に
再
生
（
往
生
）
す
る
か
と
い
う
こ
と

に
関
し
て
は
、
二
つ
の
概
念
、
行
為
の
報
い
と
功
徳
の
廻
向
と
い
う
こ
と
、

が
絡
み
合
っ
て
い
る
。
人
は
過
去
に
な
し
た
善
悪
の
行
為
に
よ
り
そ
の
再

生
の
境
涯
が
決
定
さ
れ
る
。
善
け
れ
ば
天
・
人
の
よ
う
に
楽
の
多
い
あ
り

方
で
、
悪
け
れ
ば
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
よ
う
に
苦
の
多
い
あ
り
方
で
あ

る
。
し
か
し
善
い
行
為
は
、
そ
れ
に
よ
る
功
徳
を
振
り
向
け
る
こ
と
に
よ

り
、
現
実
を
変
え
る
効
力
を
持
っ
て
い
る
。
原
理
的
に
は
功
徳
は
そ
の
所

有
者
の
運
命
（
再
生
の
あ
り
方
）
を
形
作
る
た
め
、
彼
は
そ
の
功
徳
の
自

然
的
な
結
果
と
し
て
将
来
の
幸
福
な
生
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

自
ら
の
功
徳
を
覺
り
の
獲
得
あ
る
い
は
他
者
の
覺
り
へ
の
決
意
を
支
え
る

た
め
に
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
仏
国
土
に
再
生
（
往
生
）
す
る
と

い
う
場
合
、
仏
国
土
の
性
質
と
そ
こ
に
再
生
す
る
こ
と
は
全
て
人
間
の
行

為
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
仏
国
土
の
形
状
と
内
容
は
、
そ
こ
を
救
済
の

た
め
の
国
土
と
し
て
選
ん
だ
菩
薩
の
尋
常
で
な
い
功
徳
に
よ
っ
て
決
め
ら

れ
、
そ
こ
に
再
生
す
る
能
力
は
信
者
の
功
徳
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。

短
・
長
経
に
お
い
て
は
、
信
者
の
信
が
極
楽
へ
の
往
生
の
決
定
的
な
要
素

で
あ
る
。
し
か
し
往
生
の
根
本
的
な
原
因
は
や
は
り
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
と
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功
徳
で
あ
る
。
功
徳
の
獲
得
や
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
の
堅
い
決
意
を
定

式
化
す
る
こ
と
の
中
で
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
信
者
に
も
努
力
が
求
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
全
て
の
努
力
の
成
就
は
阿
弥
陀
仏
自
身
の
誓

願
の
成
就
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
臼
四
目
の
切
望
品
芽
①
勺
○
君
田

旦
巨
の
員
．
弓
ｇ
‐
臼
）

短
経
に
対
す
る
序
論
に
お
い
て
も
触
れ
た
が
、
著
者
は
、
短
・
長
経
に

お
け
る
釈
迦
牟
尼
仏
の
役
割
に
注
目
し
て
い
る
。
釈
迦
牟
尼
仏
は
二
つ
の

経
典
に
お
い
て
は
仲
介
者
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
彼
は
一
切
（
三
世
十

方
）
の
仏
陀
た
ち
と
同
じ
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
役
割

を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
て
の
仏
陀
た
ち
は
お
互
い
に
そ
の
性

質
と
知
識
を
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
経
典
に

お
け
る
釈
迦
牟
尼
仏
の
啓
示
を
可
能
に
し
て
い
る
。
長
経
の
初
め
に
描
か

れ
る
釈
迦
牟
尼
仏
の
神
々
し
さ
は
後
に
彼
が
啓
示
す
る
こ
と
（
阿
弥
陀
と

そ
の
浄
土
に
つ
い
て
の
教
説
）
の
正
当
性
を
告
示
し
証
明
す
る
。
同
時
に

そ
の
釈
迦
牟
尼
仏
の
不
思
議
な
出
現
は
彼
の
教
え
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の

世
界
を
変
え
る
こ
と
、
浄
土
の
啓
示
を
告
示
し
、
最
終
的
に
目
を
く
ら
ま

せ
る
ほ
ど
の
阿
弥
陀
仏
の
実
在
を
告
示
す
る
の
で
あ
る
。

（
の
己
四
床
目
知
日
匡
昌
、
巨
邑
旦
言
印
開
冒
扁
寓
目
①
昌
画
ご
）
や
い
巴

長
経
に
お
け
る
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
は
故
意
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
形
を
と

っ
て
い
る
と
著
者
は
捉
え
、
次
の
よ
う
に
語
る
。
法
蔵
菩
薩
は
、
も
し
彼

が
覺
り
を
獲
得
し
国
土
を
浄
化
し
た
後
約
束
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
ら
覺
り

を
獲
得
し
な
い
と
誓
う
。
こ
れ
は
二
つ
の
事
実
を
表
明
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
法
蔵
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
た
と
い
う
神
話
的
出
来
事
の
持

つ
暗
黙
の
無
時
間
性
と
菩
薩
の
聖
な
る
力
と
で
あ
る
。
誓
願
は
約
束
し
た

者
が
完
全
な
菩
薩
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
成
就
が
保
証
さ
れ
る
。
実
際
、

彼
は
誓
願
を
す
る
時
す
で
に
完
全
な
菩
薩
で
あ
り
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が

彼
の
誓
願
の
物
語
を
聞
く
時
彼
は
す
で
に
完
全
な
仏
陀
と
な
っ
て
い
る
。

無
量
の
時
間
を
隔
て
た
過
去
に
お
い
て
法
蔵
菩
薩
は
誓
願
を
起
こ
し
、
無

限
の
期
間
功
徳
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
誓
願
を
成
就
し
阿
弥
陀
仏
と

な
り
、
極
楽
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

長
経
に
は
、
極
楽
に
生
ま
れ
た
者
た
ち
は
全
て
阿
弥
陀
仏
が
そ
の
下
で

正
覚
を
得
た
菩
提
樹
を
見
た
瞬
間
に
不
退
の
者
と
な
り
無
生
法
忍
を
得
る

こ
と
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
無
量
寿
如
来
に
よ
っ
て
以
前
に

な
さ
れ
た
誓
願
の
不
思
議
な
力
に
よ
っ
て
、
過
去
の
仏
陀
た
ち
へ
の
彼
の

供
養
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
彼
の
以
前
の
誓
願
と
実
践
が
成
就
し
欠
け
る
こ

と
や
欠
点
な
く
完
全
に
修
養
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
解
釈
は
菩
薩
と
菩
薩
道
の
概

念
を
経
典
自
身
が
曲
解
し
て
い
る
。
長
経
は
伝
統
的
な
菩
薩
・
菩
薩
道
の

概
念
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
こ
の
世
界
で
の
解
放
と
い

う
ゴ
ー
ル
か
ら
離
れ
至
福
の
楽
園
で
の
救
済
の
希
望
へ
と
動
き
、
菩
薩
道

に
お
け
る
自
己
修
養
の
伝
統
か
ら
離
れ
仏
陀
・
菩
薩
た
ち
に
よ
る
救
済
の

慈
悲
へ
の
希
望
へ
と
動
い
て
い
る
。
長
経
に
は
、
極
楽
に
往
生
し
た
者
で

も
伝
統
的
な
菩
薩
道
に
従
っ
て
他
の
仏
国
土
の
有
情
利
益
の
た
め
に
困
苦

の
道
を
歩
む
こ
と
の
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
者
た
ち

は
極
楽
に
止
ま
り
約
束
さ
れ
た
通
り
に
そ
こ
に
お
い
て
覺
り
を
獲
得
す
る

で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
こ
そ
が
経
典
の
趣
旨
に
適
う
も
の
で
あ
る
。
（
弓
馬

勺
由
国
包
○
ｘ
ｏ
｛
弓
①
く
○
雪
．
石
や
い
『
ｌ
輯
巴

著
者
は
長
経
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
法
蔵
菩
薩
の
物
語
」
の
解
釈
に
新
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し
い
視
点
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
で
は
、
こ
の
物
語
の

部
分
は
経
典
の
核
と
な
る
主
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
仏
教
徒
た
ち
の

信
を
証
明
し
鼓
舞
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
歴
史
的
重
要
性
を
持
っ
て
い
る

が
、
読
者
と
経
典
の
残
り
の
部
分
と
の
弁
証
法
的
関
係
の
中
で
こ
の
部
分

を
見
る
こ
と
の
重
要
さ
を
指
摘
す
る
。
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
法
蔵
の

誓
願
は
確
立
さ
れ
た
伝
統
（
自
己
修
養
の
菩
薩
道
）
か
ら
作
ら
れ
つ
つ
あ

る
伝
統
（
信
の
仏
教
）
に
聴
衆
（
読
者
）
が
徐
々
に
導
か
れ
て
い
く
過
程

の
一
部
で
あ
る
。
誓
願
は
、
長
経
が
一
般
的
な
大
乗
の
信
と
神
聖
化
さ
れ

た
イ
メ
ー
ジ
を
信
と
そ
の
対
象
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
極
楽
、
へ
と
変

形
す
る
と
き
の
依
り
所
と
し
た
支
柱
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
と
読
者
の
弁
証
法
の
観
点
か
ら
は
、
誓
願
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

が
阿
弥
陀
の
実
在
と
無
時
間
性
を
信
者
の
信
に
結
び
付
け
る
方
法
が
重
要

で
あ
る
。
釈
迦
牟
尼
以
前
の
時
間
に
こ
の
信
の
源
泉
を
置
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
誓
願
は
新
し
い
信
に
一
層
高
い
権
威
を
付
与
し
て
い
る
。
新
し
い
教

え
は
最
も
古
い
教
え
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
法
蔵
物
語
と
経

典
の
残
り
の
部
分
と
の
関
係
の
観
点
か
ら
は
、
誓
願
は
阿
弥
陀
の
独
自
性

の
最
初
の
は
っ
き
り
し
た
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
ら
誓
願
は
経
典
に
よ
っ
て

勧
め
ら
れ
る
信
の
具
体
的
な
あ
る
い
は
明
確
な
対
象
を
定
義
す
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
誓
願
は
、
そ
れ
ら
が
法
蔵
の
人
格
を
定
義
す
る
と
き
で
さ
え
、
読

者
に
読
者
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
付
与
す
る
。

ま
た
著
者
は
次
の
よ
う
に
も
語
る
。
誓
願
の
具
体
性
は
自
然
に
極
楽
の

具
体
性
と
そ
の
景
観
の
現
実
性
へ
と
読
者
を
導
く
。
そ
れ
ゆ
え
誓
願
は
自

然
に
阿
弥
陀
と
極
楽
の
描
写
を
導
き
出
し
、
こ
の
描
写
が
逆
に
誓
願
に
対

す
る
一
種
の
注
釈
と
し
て
作
用
す
る
。
そ
し
て
極
楽
（
浄
土
）
の
実
在
は

法
蔵
の
誓
願
の
正
当
さ
と
誠
実
さ
の
証
明
で
あ
り
、
法
蔵
の
前
世
に
つ
い

て
の
釈
迦
牟
尼
仏
の
説
明
が
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
で
も
あ
る
。

（
局
面
の
Ｆ
ｏ
巨
伽
①
閂
の
員
国
“
シ
勺
鄙
の
ｓ
の
急
〕
わ
、
③
１
ｍ
ご

つ
い
で
著
者
は
阿
弥
陀
仏
を
観
る
こ
と
の
意
味
を
考
察
し
て
い
る
。
極

楽
の
描
写
は
阿
弥
陀
仏
の
描
写
と
阿
弥
陀
仏
を
見
る
こ
と
と
密
接
に
か
ら

ん
で
い
る
。
釈
迦
牟
尼
仏
か
ら
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
国
土
の
詳
し
い
描
写
を

聞
い
た
後
で
、
阿
難
は
そ
れ
ら
を
自
ら
の
目
で
見
た
い
と
世
尊
に
告
げ
る
。

阿
弥
陀
仏
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
代
わ
り
に
阿
難
の
求
め
に
応
じ
て
そ
の
姿
を

現
す
。
彼
の
応
答
は
無
言
で
あ
る
が
圧
倒
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
無
限

の
光
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
・
阿
難
．
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
読
者
聴
衆
と
し
て
の

者
が
い
る
わ
れ
わ
れ
の
世
界
を
満
た
す
。
物
語
の
最
後
の
部
分
、
弥
勒
菩

薩
が
極
楽
を
見
る
、
は
こ
の
異
変
の
続
き
で
あ
り
、
聴
衆
に
極
楽
を
直
接

見
せ
る
こ
と
の
代
わ
り
で
あ
る
と
見
な
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て

長
経
が
一
連
の
決
ま
り
文
句
で
結
論
を
述
べ
終
わ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
読

者
（
聴
衆
）
に
は
阿
弥
陀
仏
と
極
楽
の
生
き
生
き
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
残
さ

れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
阿
難
と
弥
勒
の
目
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
極
楽

の
景
観
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
古
代
イ
ン
ド
の
読
者
や
聴
衆
と
同

じ
よ
う
に
、
こ
の
説
法
の
会
衆
た
ち
に
自
己
を
同
一
化
す
る
の
で
あ
る
。

（
Ｐ
目
薗
田
且
号
角
眉
ｍ
言
画
聖
○
且
旨
①
閉
員
の
ゞ
巨
庁
団
ｇ
ｏ
且
旨
の

弓
○
局
昼
》
弓
弓
‐
＄
）

〈
結
び
と
移
行
（
祠
巨
○
唱
の
四
且
国
営
⑳
旨
○
口
）
〉

著
者
は
中
国
版
の
短
・
長
経
に
つ
い
て
語
る
前
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
経

典
が
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
仏
教
思
想
の
中
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
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た
か
を
考
察
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
仏
国
土
を
浄
化
す
る
誓
願
を

理
解
し
仏
国
土
信
仰
を
あ
る
種
の
秩
序
の
中
に
置
こ
う
と
す
る
試
み
が
玲

伽
行
派
の
文
献
の
中
に
見
ら
れ
る
。
ア
サ
ン
ガ
の
『
摂
大
乗
論
』
、
シ
ー

ラ
バ
ド
ラ
の
「
仏
地
経
論
』
、
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
の
教
説
に
基
づ
い
て
玄
葵

が
編
蟇
翻
訳
し
た
「
成
唯
識
論
』
の
三
つ
の
著
作
は
こ
の
主
題
に
あ
る
程

度
詳
し
く
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
二
つ
の
経
典
に
直
接
言
及

し
て
い
な
い
が
、
仏
国
土
理
論
の
体
系
的
な
姿
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
特
に
、
解
放
理
論
と
專
門
的
仏
教
学
の
用
語
に
よ
っ
て
信
仰
の
体
系

を
意
味
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
田
且
号
四
‐
詩
匡
“
．
ｍ
匡
監
冨
古
○
ａ
①
の
〕

己
‐
」
』
割
）

次
に
、
著
者
は
東
ア
ジ
ア
の
浄
土
信
仰
の
伝
統
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
三
つ
の
著
作
を
考
察
す
る
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
帰
せ
ら
れ
る
『
大

智
度
論
』
と
「
十
住
毘
婆
沙
論
』
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
帰
せ
ら
れ
る

「
浄
土
論
』
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
漢
訳
で
し
か
現
存
し
て
い
な
い
。
著
者

は
、
こ
れ
ら
の
著
作
の
作
者
や
成
立
地
な
ど
に
は
疑
問
を
呈
し
な
が
ら
も
、

東
ア
ジ
ア
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を

検
討
し
て
い
る
。
『
大
智
度
論
』
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
帰
せ
ら
れ
る

大
品
般
若
経
の
注
釈
で
あ
る
が
、
多
分
、
仏
国
士
の
教
義
に
対
す
る
最
も

古
い
分
析
的
考
察
の
一
つ
を
含
ん
で
い
る
。
仏
国
土
、
そ
れ
を
主
宰
す
る

仏
陀
、
彼
ら
の
後
光
の
明
る
さ
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
り
、
阿
弥
陀
の
極

楽
を
全
て
の
仏
国
土
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
あ
る
い
は
原
型
と
見
て
い
る
。
『
大

智
度
論
』
は
短
・
長
経
に
関
し
て
な
ん
ら
解
釈
的
な
考
察
を
し
て
い
な
い

が
、
経
典
の
基
礎
に
あ
る
教
義
的
構
造
を
形
作
っ
て
い
る
信
仰
体
系
を
認

識
し
て
い
る
。
ま
た
、
誓
願
は
仏
陀
た
る
こ
と
の
獲
得
と
清
浄
な
仏
国
土

の
創
造
に
対
し
て
枢
要
な
力
で
あ
る
と
見
て
い
る
こ
と
は
留
意
し
て
お
く

べ
き
で
あ
る
。

「
十
住
毘
婆
沙
論
』
は
『
十
地
経
』
に
対
す
る
注
釈
で
あ
り
ナ
ー
ガ
ー

ル
ジ
ュ
ナ
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
著
者
は
次
の

よ
う
に
語
る
。
中
国
の
浄
土
思
想
家
た
ち
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
易
行
に
つ

い
て
語
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
極
楽
へ
の
往
生
を
専
ら
語
る
こ
と
に
焦
点
を

当
て
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
仏
国
土
に
つ
い
て
の
多
く
の

題
材
は
誓
願
を
中
心
と
し
た
信
の
詩
的
な
告
白
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
を
専
ら
実
践
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
も
の
で
は
な

く
、
ま
し
て
称
名
を
基
礎
と
し
た
行
を
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ

は
誓
願
の
力
を
肯
定
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
廻
向

の
力
を
主
張
し
て
い
る
。
廻
向
と
は
こ
こ
で
は
特
に
功
徳
の
流
れ
の
反
転

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
有
限
な
功
徳
を
極
楽
へ
の
往
生
に
振
り
向
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
無
限
の
功
徳
の
廻
向
に
あ
ず
か

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』
は
長
経
に
対
す
る
注
釈
で
あ
り
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
に
帰
せ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
中
国
に
お
い
て
高
い
関
心
が
保
持
さ
れ

た
か
ら
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
長
経
の
実
践
的
な
文
脈
に
つ
い
て
の
価

値
あ
る
源
泉
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

『
浄
土
論
』
は
阿
弥
陀
の
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
の
願
い
の
実
践
に
関
し

て
五
門
を
提
示
す
る
。
第
一
の
門
（
礼
拝
門
）
は
礼
拝
や
平
伏
な
ど
の
身

体
で
も
っ
て
の
崇
拝
で
あ
る
。
第
二
の
門
（
讃
嘆
門
）
は
称
賛
な
ど
の
言

葉
で
も
っ
て
の
崇
拝
で
あ
る
。
第
三
の
門
（
作
願
門
）
は
止
、
す
な
わ
ち

晴
朗
な
、
心
の
集
中
、
一
心
性
で
あ
る
。
第
四
の
門
（
齪
察
門
）
は
観
、
す
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な
わ
ち
瞑
想
に
よ
る
観
察
で
あ
る
。
第
五
の
門
（
廻
向
門
）
は
功
徳
の
廻

向
で
あ
る
。
（
門
馬
く
○
言
、
》
弓
」
ら
‐
届
こ

こ
の
『
浄
土
論
』
は
東
ア
ジ
ア
で
は
違
っ
た
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
と

著
者
は
語
る
。
中
国
の
注
釈
者
や
日
本
の
改
革
者
の
目
を
通
す
と
、
こ
の

テ
キ
ス
ト
は
異
な
っ
た
強
調
が
起
こ
り
、
テ
キ
ス
ト
が
語
ら
な
い
ま
ま
に

し
て
い
る
も
の
に
幾
分
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
浄
土
論
』
は
、
学
問
的

な
整
然
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
功
徳
と
努
力
に
関
し
て
経
典
の
あ
い
ま
い

さ
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
多
く
の
扉
が
開
か
れ
た
ま
ま
で
も
あ
る

五
門
は
献
身
の
祈
り
の
形
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
瞑
想
の
形
で
あ
る
。
そ

れ
ら
は
救
い
の
希
望
と
覺
り
を
獲
得
し
た
と
い
う
確
信
を
表
現
す
る
。
し

か
し
そ
れ
ら
は
ま
た
振
り
向
け
・
努
力
・
方
向
感
覚
を
要
求
す
る
実
践
道

を
規
定
す
る
。
（
亘
①
貝
四
目
同
庫
○
鼻
〕
弓
届
岸
］
侭
）

〈
中
国
版
に
対
す
る
序
論
（
冒
茸
ｏ
昔
呂
○
国
８
夢
の
○
三
口
の
の
①
く
の
『
‐

切
再
○
口
の
）
〉

短
経
の
中
国
版
は
鳩
摩
羅
什
訳
と
玄
葵
訳
の
二
つ
が
現
存
し
て
い
る
。

こ
の
中
、
文
章
が
簡
潔
で
洗
練
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
で
は

専
ら
鳩
摩
羅
什
訳
『
阿
弥
陀
経
』
（
小
経
）
が
愛
用
さ
れ
、
儀
式
な
ど
で

読
調
さ
れ
て
き
た
。
長
経
の
中
国
版
は
五
つ
が
現
存
し
て
い
る
が
、
康
僧

鎧
訳
の
「
無
量
寿
経
』
（
大
経
）
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
長
く
て
物
語

も
複
雑
な
た
め
『
阿
弥
陀
経
』
ほ
ど
広
く
は
読
ま
れ
な
い
が
、
は
る
か
に

大
き
な
教
義
的
権
威
を
持
っ
て
い
る
。

中
国
に
お
い
て
聖
典
編
蟇
が
な
さ
れ
て
い
く
中
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
経

典
は
『
観
無
量
寿
経
』
な
ど
と
と
も
に
浄
土
信
仰
の
聖
典
の
中
に
含
め
ら

れ
て
い
く
。
そ
の
際
、
中
国
で
は
『
観
無
量
寿
経
」
に
よ
り
大
き
な
権
威

を
認
め
る
立
場
も
出
て
く
る
。
日
本
で
も
「
浄
土
三
部
経
」
と
し
て
小

経
・
大
経
・
観
経
の
三
つ
は
一
組
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、

東
ア
ジ
ア
の
文
脈
に
お
い
て
は
二
つ
の
経
典
の
解
釈
は
大
き
く
観
経
に
依

存
し
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
は
観
経
は
そ
れ
ら
二
つ
の
経
典
に
対
す
る
一

種
の
注
釈
で
あ
る
と
も
見
な
せ
る
と
述
べ
、
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
な
が

ら
も
、
当
該
翻
訳
研
究
に
観
経
を
含
め
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
著
者
は
、

観
経
は
対
応
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
テ
キ
ス
ト
が
現
存
し
な
い
上
テ
キ
ス

ト
そ
の
も
の
も
イ
ン
ド
撰
述
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
三
つ
の
テ

キ
ス
ト
を
教
義
的
な
単
位
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
は
後
代
の
こ
と
（
十
三

世
紀
の
日
本
）
で
あ
り
阿
弥
陀
と
そ
の
浄
土
へ
の
信
を
取
入
れ
た
全
て
の

伝
統
を
通
じ
て
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
観
経
は
二
つ
の
経
典

の
解
釈
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
唯
一
の
源
泉
で
は
な
い
こ
と
（
た
と
え
ば

『
般
舟
三
昧
経
』
の
重
要
性
）
、
を
挙
げ
て
い
る
。
（
目
胃
目
言
○
月
①
弾
の
ゞ

も
ロ
・
』
い
、
ｌ
昌
画
、
）

次
に
著
者
は
短
・
長
経
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
と
中
国
版
を
比
較
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
二
つ
の
経
典
の
中
国
版
は
そ
れ
と
対
応
す
る
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
版
と
根
本
的
に
は
異
な
っ
て
い
な
い
。
鳩
摩
羅
什
訳
の
短
経

は
玄
英
訳
の
そ
れ
よ
り
も
洗
練
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
現
存
の
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
版
に
も
よ
り
近
い
も
の
で
あ
る
。
玄
葵
訳
は
中
国
人
読
者
の
た
め

に
術
語
を
語
義
解
説
す
る
個
所
が
見
ら
れ
鳩
摩
羅
什
の
も
の
よ
り
も
詳
細

で
長
く
な
っ
て
い
る
が
、
本
質
的
に
は
現
存
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
と
同

じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
康
僧
鎧
訳
の
長
経
は
多
く
の
面
で
対
応
す
る

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
物
語
の
順
序
が
異
な
り
、
内
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容
の
違
い
は
全
体
に
亘
っ
て
お
り
、
重
要
な
テ
ー
マ
に
関
し
て
も
付
加
や

省
略
が
起
こ
っ
て
い
る
。
し
か
し
並
行
す
る
こ
と
の
方
が
相
違
す
る
こ
と

よ
り
も
多
い
の
で
、
一
方
の
版
を
理
解
す
る
た
め
に
他
方
の
版
を
読
む
こ

と
は
有
用
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
長
経
に
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
、
五
つ

の
漢
訳
（
支
謙
・
支
婁
迦
識
・
菩
提
流
支
・
康
僧
鎧
・
法
賢
訳
）
、
チ
ベ

ッ
ト
訳
が
現
存
し
て
い
る
。

康
僧
鎧
訳
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
に
な
い
二
つ
の
長
い
節
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
著
者
は
次
の
よ
う
に
語

る
。
一
つ
は
典
型
的
な
菩
薩
の
生
の
あ
り
方
を
描
写
し
た
も
の
で
、
菩
提

流
支
の
翻
訳
に
も
見
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
い
わ
ゆ
る
「
三
毒
五
悪
段
」

で
、
善
悪
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
中
国
的
考
え
方
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
支
謙
と
支
婁
迦
識
の
翻
訳
に
も
見
ら
れ
、
東

ア
ジ
ア
の
解
釈
で
は
末
法
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
多
分
こ
れ
ら
二
つ

の
節
は
い
つ
ど
こ
で
か
は
判
ら
な
い
が
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
”

法
蔵
菩
薩
の
誓
願
は
長
経
の
現
存
す
る
全
て
の
版
に
出
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
の
四
七
願
と
漢
訳
の
四
八
願
の
内
容
と
順
序
の
違

い
に
多
く
の
注
意
が
向
け
ら
れ
て
き
た
が
、
最
も
初
期
の
漢
訳
（
支
謙
と

支
婁
迦
識
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
）
は
少
な
く
と
も
康
僧
鎧
訳
の
誓
願
の
中
、

二
○
願
（
第
二
六
’
三
四
、
第
三
七
’
四
八
願
）
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と

指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
「
補
遺
」
の
表
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。
（
ロ
呉
の
ｍ
自
匡
○
○
貝
の
貝
の
ゞ
も
や
］
鵲
Ｉ
畠
ご

次
に
著
者
は
短
・
長
経
（
そ
れ
に
『
観
無
量
寿
経
」
）
に
対
す
る
東
ア

ジ
ア
の
伝
統
的
な
解
釈
の
中
に
三
つ
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
が
あ
る
こ
と
に

留
意
を
促
す
。
⑪
経
典
へ
の
信
か
ら
起
こ
る
行
、
②
誓
願
が
核
と
な
る
こ

と
、
側
信
と
慈
悲
の
教
義
、
で
あ
る
。
時
間
が
経
過
す
る
に
つ
れ
、
阿
弥

陀
仏
へ
の
信
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
三
つ
の
位
相
は
二
つ
の
経
典
の
物
語
か

ら
独
立
し
た
生
命
を
持
ち
始
め
、
そ
れ
が
逆
に
経
典
を
読
む
方
向
を
も
色

づ
け
し
始
め
る
。
⑩
に
関
し
て
は
、
経
典
を
読
む
こ
と
に
よ
る
阿
弥
陀
と

極
楽
の
視
覚
化
が
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
る
と
い
う
行
を
起
こ
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
②
に
関
し
て
は
、
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
は
長
経

の
核
と
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
が
短
経
・
観
経
の
中
心
と
な
る

教
え
と
し
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
③
に
関
し
て
は
、

先
の
二
つ
に
並
行
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
は
慈
悲
・
信

仰
・
献
身
の
教
義
と
結
び
つ
く
こ
と
で
あ
る
。
誓
願
の
力
は
移
す
こ
と
が

で
き
る
も
の
、
完
全
に
信
頼
し
て
献
身
す
る
信
者
た
ち
の
近
づ
く
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
献
身
の
高
度
な
表
現
の
一
つ
は
救

済
者
の
名
前
を
つ
つ
ま
し
く
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。
命
日
言
言
『
の
“
且

弓
田
呂
↓
５
国
》
で
口
」
い
『
ｌ
胃
四
ｍ
）

次
に
著
者
は
中
国
版
に
お
け
る
誓
願
、
称
名
、
信
が
イ
ン
ド
の
そ
れ
よ

り
も
純
粋
な
信
の
方
向
へ
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
誓
願
は
、

単
純
に
阿
弥
陀
仏
に
呼
び
掛
け
る
こ
と
が
極
楽
へ
の
往
生
獲
得
の
保
証
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
移
行
は
名
前
の
持
つ
力
へ
の
信
仰
・
誠
実
な
献

身
の
力
の
よ
う
に
、
別
な
大
乗
経
典
や
イ
ン
ド
の
他
の
宗
教
に
も
見
い
だ

さ
れ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
の
伝
統
の
中
で
純
粋
な
信
の
教
義
へ
移
行

し
た
の
は
、
こ
の
伝
統
が
中
国
へ
伝
わ
り
六
、
七
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
（
弓
馬
く
○
君
ｍ
〕
弓
肖
尉
‐
国
巴

ま
た
、
中
国
版
に
お
け
る
誓
願
の
解
釈
に
対
す
る
最
も
重
要
な
ね
じ
れ

は
、
誓
願
を
凡
夫
に
対
す
る
仏
陀
の
贈
り
物
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
捉
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え
る
方
向
へ
の
移
行
で
あ
る
。
誓
願
の
教
義
は
菩
薩
が
せ
い
ぜ
い
非
常
に

不
完
全
な
功
徳
を
持
つ
こ
と
し
か
望
み
得
な
い
者
た
ち
と
無
限
の
功
徳
を

共
有
す
る
教
義
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
あ
る
程
度
ま
で
正
当
化
さ
れ
る
移

行
で
あ
る
。
ａ
国
８
も
Ｅ
Ｓ

序
論
を
通
し
て
著
者
の
短
・
長
経
に
対
す
る
基
本
的
理
解
の
幾
つ
か
を

見
て
き
た
が
、
重
要
な
指
摘
も
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
大

乗
的
信
の
仏
教
へ
の
移
行
の
中
で
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
の
持
つ
意
味
、
二
つ

の
経
典
に
お
け
る
釈
迦
牟
尼
仏
の
役
割
、
な
ど
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
見

解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
著
者
の
基
本
的
立
場
は
、
あ

る
特
定
の
注
釈
の
伝
統
に
基
づ
い
て
テ
キ
ス
ト
・
版
を
解
釈
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
・
版
が
出
現
し
た
伝
統
の
持
つ
文
脈
と
の
関
係
の

中
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
つ
の
経
典

の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
は
中
国
版
や
そ
の
東
ア
ジ
ア
の
注
釈
の
伝
統
と
切

り
離
し
て
、
イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
の
伝
統
、
特
に
菩
薩
道
・
誓
願
・
仏
国

士
・
信
な
ど
と
の
関
連
の
中
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
中
国
版
に
関
し
て
も
、

著
者
は
、
自
ら
の
翻
訳
が
特
定
の
ど
ん
な
東
ア
ジ
ア
の
注
釈
に
も
従
っ
て

い
な
い
こ
と
、
そ
れ
ら
注
釈
や
注
釈
の
伝
統
に
つ
い
て
の
理
解
と
中
国
版

テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
が
許
容
す
る
で
あ
ろ
う
理
解
と
を
区
別
し
よ
う
と
し

た
こ
と
、
そ
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
版
に
つ
い
て
の
知
識
を
で
き
る
だ
け

中
国
版
の
理
解
た
め
に
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
、
を
表
明
し
て

い
る
。
こ
の
立
場
は
学
問
的
立
場
と
し
て
承
認
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
基
づ
い
た
著
者
の
理
解
は
、
二
つ
の
経
典
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
理

解
に
多
く
の
新
た
な
広
が
り
を
示
し
て
く
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
経

典
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
も
多
く
の
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
訳
も
特
別
な
仏
教
知
識
が
な
く
て
も
理
解
が
可

能
な
読
み
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
序
論
や
補
遺
も
含
め
て
本
書

（
自
由
訳
）
は
十
分
に
著
者
の
意
に
沿
っ
た
も
の
に
仕
上
が
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
仏
教
に
関
心
の
あ
る
一
般
の
読
者
に
広
く

受
け
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は

著
者
の
深
く
て
広
い
学
問
的
立
場
と
仏
教
学
的
知
識
に
基
づ
い
た
確
実
な

成
果
と
な
っ
て
お
り
、
続
い
て
出
版
さ
れ
る
予
定
の
第
二
、
三
巻
と
相
俟

っ
て
仏
教
の
専
門
家
を
も
稗
益
す
る
こ
と
大
で
あ
ろ
う
。
第
二
、
三
巻
の

専
門
的
翻
訳
の
出
版
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
ご
曰
く
①
Ｈ
巴
ご
昌
函
蝕
君
卸
醗
も
昂
協
．
国
○
国
○
百
盲
昌
一
函
侭
陣
、
冨
函
○
口
、
四
昌
昌
の
宮
国
‐

吾
屋
○
国
己
古
煙
》
【
冒
○
８
』
①
ゆ
式
ｘ
菖
十
②
⑫
、
で
侭
①
、
）

バ行
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