
親
鴬
聖
人
の
業
思
想
と
い
う
場
合
に
、
最
初
に
想
起
せ
ら
れ
る
の
は
、
『
歎
異
抄
』
に
見
え
る
宿
業
の
思
想
で
あ
る
。
『
歎
異
紗
』
は

勿
論
親
驚
聖
人
の
述
作
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
宿
業
と
い
う
考
え
方
が
聖
人
の
多
く
の
述
作
の
根
本
に
流
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
は
聖
人
の
述
作
の
上
に
明
か
に
看
取
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

凡
そ
聖
人
の
業
思
想
に
は
二
面
の
あ
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
聖
人
の
業
と
い
う
用
語
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ

①

て
明
か
に
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
浄
土
和
讃
』
に
、
．
切
の
業
繋
も
の
そ
こ
り
ぬ
」
「
業
垢
を
の
ぞ
き
解
脱
を
う
」
と
あ
る
よ
う
に

業
繋
と
い
い
、
業
垢
と
い
う
場
合
の
業
は
明
か
に
有
漏
業
で
あ
る
。
殊
に
業
垢
の
左
訓
に
は
「
あ
く
こ
ふ
ほ
む
な
う
な
り
」
と
い
う
左

訓
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。
そ
し
て
煩
悩
悪
業
と
い
う
用
語
が
、
『
教
行
信
証
』
信
巻
、
『
尊
号
真
像
銘
文
』
、
『
一
念
多
念
文

意
』
、
『
弥
陀
如
来
名
号
徳
』
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
罪
業
、
雑
業
、
善
業
等
何
れ
も
有
漏
業
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

然
る
に
聖
人
に
は
、
浄
士
の
業
因
、
報
士
の
業
因
、
往
生
の
業
因
、
誓
願
の
業
因
、
他
力
の
至
心
信
楽
の
業
因
、
正
定
の
業
因
、
正

業
正
因
、
正
定
業
、
浄
業
、
浄
土
の
業
、
往
生
の
業
、
真
実
の
行
業
、
正
業
、
真
実
の
業
、
大
願
業
力
、
本
願
業
力
等
の
用
例
が
あ
っ

親
鶯
聖
人
の
業
思
想
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宿
業
と
い
う
言
業
は
親
驚
聖
人
の
著
作
に
は
見
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
『
歎
異
紗
』
に
説
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
然
し
そ

れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
宿
業
の
思
想
が
親
鶯
聖
人
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
宿
業
と
い
う
言
葉
で
は
あ
ら
わ
さ
れ
て

い
な
い
け
れ
ど
も
、
人
間
業
が
『
歎
異
紗
』
に
あ
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
宿
業
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
む
こ
と
が
で
き

ぬ
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
は
寧
ろ
他
力
の
信
心
を
旨
と
す
る
聖
人
の
信
仰
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
に
よ
れ
ば

「
よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
宿
業
の
も
よ
ほ
す
ゆ
へ
な
り
、
悪
事
の
お
も
は
れ
せ
ら
る
る
も
悪
業
の
は
か
ら
ふ
ゆ
へ
な
り
、
故
聖

人
の
お
ほ
せ
に
は
、
卯
毛
羊
毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
は
か
り
も
つ
く
る
つ
み
の
宿
業
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
と
さ
ふ
ら
ひ
き
」

と
説
か
れ
て
、
我
女
が
現
在
行
う
あ
ら
ゆ
る
行
業
が
凡
て
宿
業
で
な
い
も
の
は
な
い
と
い
う
の
が
聖
人
の
仰
せ
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
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て
、
そ
れ
ら
は
明
か
に
無
漏
の
業
で
あ
る
。
殊
に
『
教
行
信
証
』
信
巻
に
は
、
白
業
、
黒
業
を
別
っ
て
、

「
白
者
即
是
選
択
摂
取
之
白
業
、
往
相
廻
向
之
浄
業
也
、
黒
者
即
是
無
明
煩
悩
之
黒
業
、
二
乗
人
天
之
雑
善
也
」

と
あ
っ
て
、
有
漏
無
漏
の
二
業
を
対
照
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
従
っ
て
聖
人
の
業
思
想
に
は
有
漏
無
漏
の
二
業
が
対
応
的
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
聖
人
の
教
学
に
お
い
て
、
他
力
の
信
を
成
立
せ
し
め
る
原
点
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
有
漏
の
罪

業
の
自
覚
が
そ
の
ま
ま
無
漏
清
浄
業
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
他
力
信
の
自
覚
を
形
成
す
る
の
で
あ
っ
て
他
力
の
信
を
離
れ
て
、
聖
人
の
業

思
想
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
の
二
面
が
聖
人
に
お
い
て
如
何
に
深
く
受
肉
せ
ら
れ
て
い
た
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な

①
桜
部
建
「
業
親
鴬
聖
人
の
言
葉
遣
い
」
（
大
谷
大
学
編
『
親
鷲
聖
人
」
）
。

二



る
。
特
に
こ
こ
で
は
「
聖
人
の
お
ほ
せ
」
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
恐
ら
く
、
唯
円
は
常
に
そ
う
し
た
仰
せ
を
聞
い
た
に
違
い
な
い
。
こ

の
聖
人
の
仰
せ
を
聞
い
て
、
常
に
多
く
の
人
に
起
る
疑
問
は
、
そ
れ
が
決
定
的
な
運
命
論
、
或
は
宿
命
論
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
『
広
辞
苑
』
に
よ
る
と

「
人
間
の
意
志
に
か
か
わ
り
な
く
、
身
の
上
に
め
ぐ
り
く
る
善
悪
、
吉
凶
人
生
諸
般
の
出
来
事
が
必
然
の
超
人
的
偉
力
に
よ
っ
て
支

配
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
信
仰
、
ま
た
は
思
想
」
が
運
命
で
あ
り
、
従
っ
て

「
一
切
の
出
来
事
は
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
て
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
ず
、
人
間
の
努
力
も
こ
れ
を
変
更
し
得
な
い
と
見
る

①

説
」
が
運
命
論
で
あ
り
、
宿
命
論
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
宿
命
論
は
古
く
印
度
に
も
、
又
西
洋
に
も
見
ら
れ
る
思
想

信
仰
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
宿
命
論
を
批
判
し
た
の
が
佛
教
思
想
で
あ
り
、
親
鴬
聖
人
の
宿
業
も
ま
た
宿
命
論
で
は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
然
ら
ば
そ
の
宿
業
は
如
何
に
考
え
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
か
。

佛
教
の
根
本
的
立
場
で
は
、
神
と
い
っ
た
宇
宙
を
支
配
す
る
超
人
的
偉
力
を
立
て
な
い
の
で
あ
っ
て
、
凡
ゆ
る
仮
定
を
排
し
て
、
与

え
ら
れ
た
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
如
実
知
見
の
智
慧
を
説
く
の
で
あ
る
。
一
切
諸
法
は
因
縁
よ
り
生
ず
る
と
い
う
縁
起
の
法
も
如

実
知
見
の
智
慧
に
よ
る
所
証
で
あ
る
。
そ
し
て
縁
起
の
法
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
佛
教
の
業
論
で
あ
る
。
凡
そ
人
間
存
在
を
如

実
に
見
れ
ば
、
そ
れ
は
常
に
行
為
的
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
即
ち
身
口
意
の
三
業
に
亙
る
行
為
を
離
れ
て
人
間
存
在
は
あ
り
得
な

い
。
こ
こ
に
業
（
行
為
）
と
い
う
問
題
が
最
も
現
実
的
な
人
間
の
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

凡
そ
業
に
は
善
悪
無
記
の
三
種
が
分
類
せ
ら
れ
、
「
因
是
善
悪
果
是
無
記
」
と
い
う
こ
と
は
、
大
小
乗
を
通
じ
て
の
業
論
の
基
本
で

あ
る
。
即
ち
善
悪
の
業
は
そ
れ
ぞ
れ
に
苦
楽
の
果
を
招
く
の
で
あ
っ
て
、
果
報
と
し
て
の
苦
楽
は
無
記
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
善
因
楽
果

悪
因
苦
果
と
い
う
こ
と
が
業
の
因
果
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
人
間
が
苦
楽
の
果
を
問
題
と
す
る
と
き
に
は
そ
の
果
報
を
招
い
た
過
去
の
業

三
四
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「
よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
宿
業
の
も
よ
ほ
す
ゆ
へ
な
り
、
悪
事
の
お
も
は
れ
せ
ら
る
る
も
悪
業
の
は
か
ら
ふ
ゅ
へ
な
り
」

と
い
っ
て
、
善
悪
の
業
が
そ
の
ま
ま
宿
業
で
あ
る
と
い
い
、
こ
の
善
悪
の
業
に
よ
っ
て
苦
楽
の
果
報
を
生
ず
る
こ
と
は
問
題
と
せ
ら
れ

②

て
い
な
い
。
こ
こ
に
親
識
聖
人
の
宿
業
観
は
一
般
佛
教
の
業
の
思
想
と
全
く
異
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
善
悪
の
業
の
み
が
果
報
も
引
く
の
で
あ
っ
て
、
無
記
の
業
は
果
報
を
引
か
な
い
。
そ
れ
故
に
我
灸
は
苦
果
を
招
か
な
い
よ

う
に
、
善
因
を
修
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
悪
因
を
行
ず
れ
ば
苦
果
を
招
く
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
苦
楽
は
過
去
の
業
に
依
っ
て
限
定
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
苦
楽
の
果
報
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
果
報
を
招
い
た
過
去
の
業
、
即
ち
宿
業
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
然
し
過
去
の
業
は
現
在
の
業
と
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
に
造
り
、
こ
れ
か
ら
造
ろ
う
と
す
る
業
が
問

題
と
な
る
時
、
始
め
て
過
去
の
業
が
真
実
に
問
題
と
な
る
の
て
あ
る
。
苦
楽
の
果
報
が
過
去
の
業
を
因
と
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
果
報
が
決
定
す
る
の
で
な
く
、
人
間
の
努
力
に
よ
っ
て
、
苦
楽
の
果
報
が
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
、
善
悪
の
業
を
選
択
す
る
自
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
佛
教
の
業
諭
は
か
く
の
如
き
人
間
の
努
力
（
士
用
の
因
果
）
を

認
め
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
そ
こ
に
自
ら
運
命
論
や
宿
命
論
が
批
判
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
佛
教
の
業
論
に
は
論

理
的
色
彩
が
強
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

然
る
に
『
歎
異
紗
』
の
宿
業
論
は
、
よ
き
心
の
起
る
の
も
、
悪
事
の
恩
わ
れ
せ
ら
れ
る
の
も
、
現
に
我
灸
が
造
る
業
も
、
そ
し
て
こ

れ
か
ら
造
ろ
う
と
す
る
業
も
、
凡
て
宿
業
の
催
す
故
で
あ
る
と
い
う
決
定
論
の
よ
う
に
見
え
る
。
一
般
佛
教
の
業
の
思
想
の
よ
う
に
＄

現
在
の
苦
楽
の
果
報
の
上
に
過
去
の
善
悪
の
業
を
認
め
つ
つ
、
同
時
に
現
在
の
業
の
上
に
善
悪
を
認
め
て
、
現
在
を
過
去
の
果
で
あ
る
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が
問
題
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
宿
業
で
あ
る
。

然
る
に
『
歎
異
紗
』
で
は
、
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と
共
に
未
来
の
因
を
考
え
る
の
で
な
く
、
未
来
の
因
と
な
る
、
へ
き
現
在
の
善
悪
の
業
が
凡
て
宿
業
の
催
し
と
す
る
決
定
論
は
、
明
か
に

佛
教
の
業
諭
と
異
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
在
の
業
の
上
に
善
悪
を
選
択
す
る
自
由
が
全
く
許
さ
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
「
歎

異
紗
」
の
宿
業
論
は
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
佛
教
一
般
の
業
論
と
は
異
る
と
い
う
所
論
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
『
歎

異
紗
』
の
宿
業
論
は
そ
の
よ
う
に
佛
教
一
般
の
業
論
と
異
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
親
鶯
聖
人
の
業
思
想
は
～
『
歎
異
紗
』
が
明
か

に
聖
人
の
仰
せ
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
決
定
論
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
『
歎
異
紗
』
の
宿
業
論
は
、
現
在
の
我
灸
の
善
悪
業
が
凡
て
宿
業
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
説
い
て
い
る
。
然
し
こ
の
所

論
に
は
、
こ
う
し
た
決
定
論
の
よ
う
な
表
現
を
せ
ず
に
い
ら
れ
ぬ
前
の
段
階
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
佛
教
一
般
の
業
論
か
ら

出
発
し
て
、
と
い
う
よ
り
も
、
佛
教
一
般
の
業
論
に
立
た
な
け
れ
ば
、
恰
も
決
定
論
と
思
わ
れ
る
宿
業
論
は
生
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
即
ち
親
鴬
聖
人
の
業
論
に
は
二
重
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

凡
そ
親
鴬
聖
人
の
信
仰
ほ
ど
鮮
か
に
倫
理
性
、
（
こ
こ
で
云
え
ば
業
の
善
悪
）
を
超
克
し
た
教
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
聖
人
の
信
仰
に

倫
理
が
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
か
に
誤
り
で
あ
る
。
然
し
同
時
に
倫
理
が
な
い
と
い
え
ば
、
そ
れ
も
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
他
力
信
の
一
念
は
、
徹
底
的
に
倫
理
的
世
界
を
超
え
て
い
る
。

「
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
佛
に
ま
さ
る
、
へ
き
善
な
き
ゆ
へ
に
、
悪
を
も
お
そ
る
ゞ
へ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本

願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
ゆ
へ
に
」

「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
く
か
ら
ざ
る
を
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て
、
願
を
お
こ

し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
佛
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
」
（
『
歎
異
紗
」
）

な
ど
と
い
う
教
説
ほ
ど
、
鮮
か
に
倫
理
を
超
え
た
宗
教
的
真
実
を
明
か
に
し
た
も
の
は
な
い
。
然
し
倫
理
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
、



倫
理
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
却
っ
て
、
聖
人
の
信
仰
の
底
に
は
倫
理
が
渦
巻
い
て
い
て
＄
そ
れ
が
宗
教
的
真
実
の
世
界
に
超
躍

せ
し
め
る
支
え
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
善
も
ほ
し
が
ら
ず
、
悪
も
お
そ
れ
な
し
と
い
う
信
心
歓
喜
の
世
界
を

成
就
せ
し
め
る
底
辺
に
は
、
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
と
い
う
悲
泣
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
悲
泣
の
契
機
に
な
る

も
の
は
、
悪
を
恐
れ
善
を
追
究
す
る
道
念
で
あ
る
。
こ
の
道
念
な
し
に
、
如
何
に
し
て
善
も
ほ
し
か
ら
ず
、
悪
も
恐
れ
な
し
と
い
う
宗

教
的
真
実
の
世
界
に
超
州
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と

あ
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
は
、
廃
悪
修
善
の
道
念
の
き
わ
ま
り
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
悲
揃
な
し
に
、
悪
人
成
佛
の
た

め
と
い
う
本
願
の
本
意
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
故
に
、
悪
人
成
佛
と
い
う
宗
教
的
真
実
の
底
に
は
、
常
に
悪
を

恐
れ
、
善
を
も
と
め
る
道
念
が
渦
巻
い
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
聖
人
の
業
論
に
あ
っ
て
も
、
一
般
佛
教
に
お
け
る
業
諭
の
よ
う
に
、
現
在
の
善
悪
業
に
於
け
る
努
力
に
よ
っ
て
未
来
の
果
報

を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
が
底
辺
に
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
努
力
の
限
界
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
、
凡
ゆ
る
自
力
の
行
業
が
無
効
で
あ

り
、
そ
の
努
力
す
ら
も
凡
て
宿
業
の
催
し
に
外
な
ら
ぬ
と
す
る
宿
業
感
が
生
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
聖
人
の

「
悲
し
き
哉
愚
禿
鴛
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
之
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
之
証
に

近
ず
く
こ
と
を
快
し
ま
ず
、
恥
ず
べ
し
、
傷
む
べ
し
」

と
い
う
恥
傷
は
、
実
は
愛
欲
名
利
を
離
れ
よ
う
と
す
る
努
力
の
限
界
の
上
に
自
覚
せ
ら
れ
た
峨
悔
に
外
な
ら
な
い
。
人
間
の
如
仙
な
る

努
力
も
、
そ
れ
が
自
力
に
基
く
限
り
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
限
界
を
自
覚
せ
ず
に
い
ら
れ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
努
力
な
し
に
自
力

無
効
の
限
界
が
自
覚
せ
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
故
に
現
在
の
善
悪
の
業
に
よ
っ
て
未
来
の
果
報
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る

業
論
は
、
聖
人
の
上
に
な
い
の
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
そ
れ
が
底
辺
に
な
っ
て
い
る
所
に
、
い
づ
れ
の
行
も
及
び
難
く
、
如
何
な
る
修
善

親
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も
雑
毒
に
外
な
ら
ぬ
地
獄
一
定
の
自
覚
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
宿
業
が
自
覚
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
機
の
深
信
は
宿

③

業
の
自
覚
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
聖
人
の
宿
業
観
は
佛
教
一
般
の
業
論
の
原
則
を
否
定
す
る
も
の
て
は
な

く
て
、
却
っ
て
そ
の
基
盤
の
上
に
決
定
論
の
如
く
見
え
る
宿
業
観
が
生
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
き
二
重
性
の
上
に
聖
人
の
業
諭

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
こ
と
に
我
之
が
如
何
に
悪
を
恐
れ
、
善
を
求
め
て
も
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
人
間
の
限
界
に
悩
み
ぬ
い
た
人
が
親
鴬
聖
人
で
あ
る
。

「
凡
夫
と
い
ふ
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
ほ
く
、
い
か
り
、
は
ら
た
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お

ほ
く
ひ
ま
な
く
し
て
～
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
、
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
た
え
ず
と
水
火
二
河
の
た
と
へ
に
あ
ら
は
れ
た
り
」

と
い
う
自
覚
は
、
人
間
が
自
ら
の
努
力
で
、
如
何
に
悪
を
制
し
、
善
を
修
め
よ
う
と
し
て
も
、
そ
こ
に
超
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
限
界
が

あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
「
い
か
り
、
は
ら
た
ち
～
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
」
は
、
常
に
人
を
傷
つ
け
る
悪
い
心
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
我
々
は
如
何
に
し
て
自
力
で
制
御
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
抑
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ど
う
に
も
な

ら
ぬ
人
間
凡
夫
の
実
相
に
眼
ざ
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

「
い
づ
れ
の
行
も
及
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」

と
い
う
歎
き
は
、
人
間
の
努
力
を
超
え
た
ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
に
立
っ
て
の
俄
悔
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
宿
業
と
い
う
言
葉
の
意
味
か
ら
す
る
と
、
宿
と
は
さ
き
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
過
去
の
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
然
し
過
去
の
業
は
現
在
の
業
と
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
現
に
行
為
す
る
私
の
煩
悩
具
足
の
姿
の
上
に
、
過
去
の
限

り
な
い
業
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

「
自
身
は
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
～
曠
劫
已
来
常
に
没
し
↑
常
に
流
転
し
て
出
離
之
縁
あ
る
こ
と
な
し
」

●
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－7冬、
遣

、

と
い
う
善
導
の
文
は
、
現
在
の
行
為
的
自
己
の
上
に
曠
劫
已
来
の
宿
業
を
感
ず
る
と
共
に
、
出
離
之
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
い
う
未
来
の

果
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
身
は
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
と
い
う
現
在
は
、
行
為
的
存
在
と
し
て
の
自
身
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
如
何
に
罪
か
ら
脱
出
し
、
悪
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
も
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
限
界
に
立
っ
た
自
覚
で
あ
る
。
親
謹
聖
人
が
三
心
釈
の
上

と
い
わ
れ
た
の
も
、
諸
有
の
一
切
悪
業
煩
悩
邪
智
の
群
生
海
を
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
一
切
群
生
海
の
姿
が
そ
の
ま
ま
親
鶯
一

人
の
姿
と
内
感
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

「
卯
毛
羊
毛
の
さ
き
に
い
る
ち
り
は
か
り
も
、
つ
く
る
つ
み
の
宿
業
に
あ
ら
す
と
い
ふ
こ
と
な
し
」

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
凡
て
過
去
の
業
に
責
任
転
嫁
す
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
悪
を
離
れ
よ
う
と
し
て
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
現
在
の
業
の

峨
悔
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
隙
悔
の
深
層
で
、
聖
人
は
始
め
て
「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
」

を
聞
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
親
鴬
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
佛
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
く
し
と
よ
き
人
の
お
ほ
せ
を
か
う
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に

と
い
う
他
力
の
信
心
に
生
か
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
他
力
の
信
心
を
な
り
、
た
た
し
め
る
場
が
、
宿
業
の
骸
悔
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

他
力
の
信
心
を
離
し
て
宿
業
を
考
え
る
な
ら
ば
、
宿
業
観
は
多
く
の
誤
解
を
産
む
に
違
い
な
い
。

宿
業
を
一
念
の
信
心
か
ら
離
し
て
、
之
を
対
象
的
に
眺
る
と
き
、
所
謂
宿
命
論
や
運
命
論
と
混
同
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
運
命
論

親
鴬
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の
業
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想
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「
親
鴬
に
お
き
て
は
、

別
の
仔
細
な
き
な
り
」

「
一
切
の
評

の
心
な
し
」

切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
已
来
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
微
悪
微
汚
に
し
て
清
浄
の
心
な
く
、
虚
仮
謂
偽
に
し
て
真
実



か
く
て
宿
業
観
は
↑
佛
教
一
般
の
自
因
自
果
、
自
業
自
得
の
原
理
を
底
辺
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
最
も
自
律
的
な
一
人

の
主
体
的
自
覚
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
人
間
存
在
の
原
点
に
立
つ
自
覚
繊
悔
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

然
も
宿
業
観
に
基
づ
く
俄
悔
は
、
罪
悪
か
ら
解
放
せ
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
罪
悪
を
自
ら
の
上
に
限
り
な
く
負
う
て
ゆ
く

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
峨
悔
に
お
い
て
の
み
大
悲
の
本
願
に
帰
す
る
の
で
あ
り
、
佛
願
他
力
に
乗
ず
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
こ
に
無
号

目
在
の
世
界
が
開
け
て
く
る
、
ま
こ
と
に
念
佛
者
は
無
号
の
一
道
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
、
こ
の
無
与
の
一
道
は
如
何
に
し
て

つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
一

ら
す
る
」
悪
人
で
あ
る
（

は
一
切
の
出
来
事
が
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
て
、
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
ぬ
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
宿
業
を
対
象
的
に
眺

め
て
自
己
の
責
任
を
回
避
し
、
そ
れ
を
常
に
超
人
間
的
偉
力
の
所
為
と
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
全
く
他
律
的
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
人
間

の
努
力
の
限
界
に
立
つ
深
刻
な
悲
し
み
が
な
い
。
之
に
対
し
宿
業
観
は
凡
ゆ
る
罪
悪
を
自
律
的
に
自
己
一
人
の
上
に
受
け
と
っ
て
、
そ

こ
に
宿
業
を
繊
悔
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
善
悪
の
業
が
総
じ
て
宿
業
の
催
し
で
あ
る
と
自
ら
の
罪
の
深
さ
と
悪
業
煩
悩
の
重
さ
と
が

自
律
的
に
受
け
と
め
ら
れ
る
と
共
に
、

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
＄
ひ
と
へ
に
親
溌
一
人
が
た
め
な
り
け
り
、
そ
こ
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に

て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ほ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」

と
一
念
の
信
心
が
躍
動
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
宿
業
は
自
己
一
人
の
上
に
受
け
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
他
人
に
対
し
て
、
そ
れ
は
お
前
の
宿
業
で
あ
る
な

ど
と
は
い
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
又
決
し
て
言
え
な
い
言
葉
で
あ
る
。
宿
業
は
自
己
一
人
の
自
覚
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
私
一
人
の
救
い
に

つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
宿
業
を
感
ず
る
悪
人
こ
そ
、
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
」
悪
人
で
あ
り
、
「
本
願
を
た
の
み
ま
い

三
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か
く
の
如
く
宿
業
は
～
無
有
出
離
之
縁
の
人
間
業
を
自
覚
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
無
始
流
転
の
業
で
あ
り
、
如
何
に
し

て
も
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
業
繋
と
な
る
有
漏
業
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
有
漏
業
た
る
宿
業
の
自
覚
が
、

親
鴬
聖
人
の
信
一
念
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
聖
人
の
業
思
想
の
一
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
る

に
聖
人
の
著
作
に
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
報
土
の
業
因
」
、
「
正
定
の
業
因
」
と
し
て
の
無
漏
業
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
用
語
が
頗
る

多
く
、
深
い
宿
業
の
自
覚
の
な
か
に
、
無
湘
清
浄
の
大
願
業
力
に
帰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
寧
ろ
無
漏
業
こ
そ
、
親
鴬
聖
人
の
業
思

想
の
中
心
を
な
す
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

、
、
、

無
漏
業
と
は
、
さ
と
り
に
至
ら
し
め
ら
れ
る
梵
行
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
有
漏
の
善
業
で
は
な
い
。
如
何
な
る
善
業
も
、
そ
れ
が
人
間

（
自
力
）
に
属
す
る
限
り
、
無
漏
の
業
で
は
な
い
。
ま
こ
と
に
真
実
証
を
成
就
せ
し
め
る
業
は
無
漏
業
で
あ
っ
て
、
聖
人
が
徹
底
的
に

人
間
（
自
力
）
に
属
す
る
有
漏
業
を
往
生
の
業
と
せ
ず
、
た
だ
如
来
の
無
漏
清
浄
業
を
往
生
の
業
と
し
て
、
他
力
廻
向
の
宗
義
を
顕
彰

親
驚
聖
人
の
業
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開
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。

①
舟
橋
一
哉
著
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
業
品
要
義
」

宿
命
説
は
宿
作
因
外
道
の
説
く
所
で
「
こ
の
人
間
が
い
か
な
る
楽
、
或
は
苦
、
或
は
不
苦
不
楽
を
感
受
し
よ
う
と
も
、
そ
の
一
切
は
以
前
に
お

い
て
作
ら
れ
た
る
も
の
を
因
と
す
る
」
と
主
張
す
る
。

②
上
田
義
文
著
「
佛
教
に
お
け
る
業
の
思
想
」

③
曾
我
量
深
著
「
歎
異
紗
聴
記
」
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せ
ら
れ
た
意
義
を
思
う
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
か
く
の
如
き
無
漏
清
浄
の
業
は
如
何
に
領
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

凡
そ
往
生
の
正
業
が
念
佛
で
あ
る
こ
と
は
、
親
鴬
聖
人
の
信
仰
に
あ
っ
て
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
．
そ
し
て
そ
れ
は
念
佛
往
生
と

い
う
こ
と
で
標
示
せ
ら
れ
て
来
た
浄
土
信
仰
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
浄
土
真
宗
の
綱
要
を
説
く
『
正
信
偶
』
に
は
、

「
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り
、
至
心
信
楽
の
願
を
因
と
な
す
」

と
説
き
、
『
教
行
信
証
』
行
巻
に
は
、
更
に
く
わ
し
く

「
称
名
は
則
ち
是
最
勝
真
妙
の
正
業
な
り
、
正
業
は
則
ち
是
念
佛
な
り
、
念
佛
は
則
ち
是
南
無
阿
弥
陀
佛
な
り
、
南
無
阿
弥
陀
佛

と
示
し
て
い
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
念
佛
は
往
生
の
正
業
な
る
が
故
に
、
そ
れ
は
正
定
の
業
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
念
佛
は

往
相
廻
向
の
正
業
と
し
て
無
漏
清
浄
の
業
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
ら
ば
念
佛
は
何
故
に
無
漏
の
業
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
蓋
し
、
念
佛
信
仰

に
ま
つ
わ
る
惑
い
は
、
無
堀
清
浄
業
た
る
念
佛
を
有
漏
雑
善
の
業
に
顛
落
せ
し
め
る
自
力
の
執
心
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

（
執
心
）
（
自
力
）
（
思
慮
）

「
人
の
し
う
し
ん
じ
り
き
の
し
ん
は
、
よ
く
よ
く
し
よ
あ
る
寺
へ
し
」
（
恵
信
尼
消
息
）

と
聖
人
を
し
て
歎
ぜ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
念
佛
信
仰
の
歴
史
は
称
名
念
佛
を
無
漏
清
浄
業
に
昇
華
せ
し
め
る
歴
史
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
徹
底
的
に
果
遂
し
た
人
が
親
獄
聖
人
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
親

鴬
聖
人
が
真
実
之
教
と
定
め
ら
れ
た
『
大
無
量
寿
経
』
に
着
眼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
大
無
量
寿
経
』
に
よ
れ
ば
、
法
蔵
菩
薩
は
一
言
一
十
億
の
諸
佛
国
土
を
観
見
し
て
、
鹿
悪
な
る
も
の
を
捨
て
、
善
妙
な
る
も
の
を

選
び
取
り
、
以
て
荘
厳
佛
国
の
清
浄
之
行
を
摂
取
せ
ら
れ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
元
祖
法
然
上
人
は
「
選
択
集
』
本
願
章

I－
Yー

は
即
ち
是
正
念
也
」

三
五
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「
但
し
正
定
と
は
法
蔵
菩
薩
二
百
一
十
億
の
諸
佛
の
願
海
中
に
お
い
て
念
佛
往
生
之
願
を
選
定
す
る
が
故
に
定
と
云
う
也
」

と
云
い
、
正
定
の
定
は
選
定
の
義
な
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
選
定
と
は
無
漏
業
の
選
定
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ま

さ
し
く
正
定
業
と
い
わ
れ
る
根
本
義
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
定
は
決
定
の
義
で
念
佛
は
決
定
業
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
決
定
業
と

は
決
定
し
て
未
来
の
果
を
感
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
親
鶯
聖
人
は
『
二
一
経
往
生
文
類
』
蔀
に

「
大
経
往
生
と
い
ふ
は
如
来
選
択
の
本
願
不
可
思
議
の
願
海
こ
れ
を
他
力
と
ま
ふ
す
な
り
、
こ
れ
す
な
わ
ち
念
佛
往
生
の
願
因
に

よ
り
て
必
ず
滅
度
の
願
果
を
う
る
な
り
」
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「
弥
陀
如
来
餘
行
を
以
て
往
生
の
本
願
と
為
し
た
ま
わ
ず
、
唯
念
佛
を
以
て
往
生
の
本
願
と
為
し
給
う
の
文
」

と
標
し
て
、
諸
佛
浄
土
の
な
か
に
は
、
布
施
持
戒
等
の
行
を
以
て
往
生
の
行
と
す
る
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
弥
陀
の
浄
土
は
こ
れ
ら

の
諸
行
を
選
び
捨
て
て
た
だ
念
佛
の
一
行
を
以
て
往
生
の
行
と
せ
ら
れ
た
願
意
を
明
か
に
し
て
い
ら
れ
る
。
古
来
、
勝
易
の
二
徳
と
い

わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
念
佛
は
易
行
易
修
で
あ
り
念
佛
は
ま
た
万
徳
の
所
帰
で
あ
る
か
ら
如
来
に
よ
っ
て
念
佛
が
往
生
の
業
と
し
て

選
択
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
か
に
有
漏
の
諸
行
を
捨
て
て
、
無
漏
清
浄
の
行
と
し
て
、
念
佛
を
選
取
せ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
『
大
経
釈
』
（
「
漢
灯
』
一
、
二
四
左
）
に
は

「
称
名
念
佛
は
彼
の
佛
の
本
願
の
行
也
」

と
い
い
、
念
佛
が
本
願
成
就
の
無
漏
清
浄
の
行
で
あ
る
こ
と
を
明
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
称
名
は
正
定
業
と
な
る
の
で
あ
っ
て

「
故
に
之
を
修
す
る
者
は
彼
の
佛
願
に
乗
じ
て
必
ず
往
生
を
得
る
な
り
、
願
虚
し
か
ら
ざ
る
が
故
に
念
佛
を
正
定
業
と
為
す
也
」

と
い
っ
て
、
念
佛
す
る
も
の
は
ま
さ
に
佛
願
に
乗
じ
て
往
生
の
証
果
を
得
る
こ
と
を
明
し
て
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
正
定
の
義
を
釈



と
い
い
、
念
佛
が
ま
さ
に
本
願
他
力
の
行
で
あ
っ
て
、
こ
の
無
漏
正
定
業
に
よ
っ
て
決
定
し
て
必
至
滅
度
の
真
実
証
を
得
る
こ
と
を
明

か
に
し
て
い
ら
れ
る
。
『
執
持
紗
』
針
に

「
名
号
を
正
定
業
と
な
つ
く
る
こ
と
は
、
佛
の
不
思
議
力
を
た
も
て
ば
、
往
生
の
業
は
ま
さ
し
く
さ
だ
ま
る
ゆ
へ
な
り
」

と
あ
る
の
も
、
決
定
業
の
意
味
で
あ
る
。

も
と
正
定
業
の
名
は
善
導
大
師
の
『
散
善
義
』
に
出
ず
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と

は
、
善
導
が
正
雑
二
行
を
分
つ
場
合
の
正
は
、
緋
に
対
す
る
の
で
あ
っ
て
、
読
荊
と
云
え
ば
、
一
心
に
専
ら
『
観
経
』
「
阿
弥
陀
経
』

『
無
量
寿
経
』
等
を
読
調
す
る
の
で
あ
り
、
礼
拝
と
云
え
ば
一
心
に
専
ら
阿
弥
陀
佛
を
礼
拝
す
る
か
ら
正
行
と
云
う
の
で
あ
る
。
之
に

対
し
正
定
業
の
正
は
助
業
の
助
に
対
す
る
の
で
あ
っ
て
、
前
三
後
一
の
正
行
の
如
く
、
助
業
の
正
行
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
往
生
の
定

る
正
行
で
あ
る
か
ら
正
定
業
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
き
の
『
執
持
紗
』
に
～
「
往
生
の
業
は
ま
さ
し
く
定
る
ゆ
へ
な
り
」
と
あ
る
の
は

更
に
業
の
字
は
業
因
の
義
で
あ
っ
て
、
『
銘
文
』
私
に

「
正
定
之
業
者
即
是
称
佛
名
と
い
ふ
は
、
正
定
の
業
因
は
す
な
は
ち
こ
れ
佛
名
を
称
す
る
な
り
、
正
定
の
因
と
い
ふ
は
か
な
ら
ず

無
上
浬
梁
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
た
れ
と
ま
ふ
す
な
り
」

と
あ
っ
て
、
業
は
業
因
の
義
で
あ
る
。
「
招
レ
果
為
レ
因
亦
名
為
し
業
」
と
云
わ
れ
る
如
く
、
果
を
招
く
を
因
と
い
い
、
そ
の
因
を
又
業

と
名
ず
け
る
。
今
念
佛
は
往
生
の
因
で
あ
る
か
ら
業
と
名
ず
け
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
往
生
の
因
と
は
無
上
浬
藥
の
因
で
あ
る
か
ら
、

『
銘
文
』
に
は
「
無
上
浬
梁
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
た
れ
‐
｜
と
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
無
上
浬
藥
の
さ
と
り
の
た
れ
で
あ
る
為
に

は
、
そ
の
因
は
必
ず
無
漏
清
浄
の
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
↑
こ
こ
に
念
佛
が
無
堀
清
浄
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
明

こ
の
意
味
で
あ
る
。

三
五
八



「
是
名
正
定
之
業
順
彼
佛
順
故
と
い
ふ
は
、
弘
誓
を
信
ず
る
を
報
土
の
業
因
と
さ
だ
ま
る
を
正
定
の
業
と
な
づ
く
と
い
ふ
、
佛
の

願
に
し
た
が
ふ
が
ゆ
へ
に
と
ま
ふ
す
文
な
り
」

と
釈
し
て
、
弘
誓
を
信
ず
る
一
念
の
信
が
報
土
の
業
因
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
信
心
を
業
因
と
い
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と

は
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

蓋
し
称
名
念
佛
は
正
定
業
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た
だ
徒
ら
に
称
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
如
何
に
多
く
称
え
て
も
、
弘
誓
を
信

ず
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
往
生
定
ま
ら
ず
、
信
心
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
、
往
生
の
業
事
が
成
弁
す
る
の
で
あ
る
か
ら
↑
信
の
う
え
の
称
名

念
佛
の
み
が
正
定
業
と
な
る
の
で
あ
る
。
『
執
持
紗
』
詞
に

「
も
し
弥
陀
の
名
願
力
を
称
念
す
と
も
往
生
な
を
不
定
な
ら
ば
正
定
業
と
は
な
つ
く
、
へ
か
ら
ず
、
我
す
で
に
本
願
の
名
号
を
持
念

す
。
往
生
の
業
す
で
に
成
弁
す
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ぶ
べ
し
」

と
あ
る
の
も
こ
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
称
名
易
行
を
以
て
往
生
の
業
と
定
め
た
龍
樹
も
既
に
『
易
行
集
』
軌
の
な
か
に

「
若
し
人
善
根
を
種
え
て
疑
へ
ば
則
ち
華
開
け
ず
、
信
心
清
浄
な
れ
ば
華
開
い
て
則
ち
佛
を
見
た
て
ま
つ
る
」

と
い
っ
て
、
は
っ
き
り
と
信
疑
の
得
失
を
明
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
称
名
念
佛
が
本
願
成
就
の
無
漏
業
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
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少
」
、
碑

垂
国
心
』

か
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
念
佛
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
常
に
称
名
念
佛
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
『
選
択
集
』
に
は
、

「
正
定
之
業
と
は
即
ち
是
佛
名
を
称
す
る
な
り
」

い
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
称
名
念
佛
は
正
定
業
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
徒
ら
に
称
え
る
称
名
は
正
定
業
で
は

岳
六
に
は

ハ
ド
。
『
一
念
多
念
文



従
っ
て
七
祖
相
承
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
念
佛
が
無
漏
の
業
で
あ
る
こ
と
即
ち
他
力
の
行
で
あ
る
こ
と
を
信
心
を
以
て
裏
ず
け
て
い
る

の
で
あ
る
。
念
佛
は
凡
夫
有
漏
の
業
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
が
我
為
の
往
生
の
業
と
な
る
為
に
は
、
必
ず
信
心
を
以
て
受
持
せ
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
念
佛
は
、
佛
の
方
か
ら
云
え
ば
、
他
力
廻
向
の
行
で
あ
り
、
衆
生
の
方
か
ら
云
え
ば
、
信
の
上
の
称
名
で
あ
っ
て

そ
こ
に
称
名
正
定
業
の
義
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
既
に
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
称
名
正
定
業
の
義
を
明
か
に
し
た
の
は
善
導
で
あ
る

が
、
親
鴬
聖
人
は
こ
の
散
善
義
の
文
を
「
信
巻
」
に
引
用
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
六
要
紗
』
の
釈
に
は
（
『
会
本
」
四
蜑
八
）

「
別
し
て
他
力
相
続
之
徳
を
明
す
」

と
云
い
、
特
に
『
散
善
義
』
の
「
念
友
不
捨
者
」
の
文
に
就
い
て
、

「
但
し
念
々
不
捨
者
の
句
に
就
い
て
其
の
二
義
有
り
、
一
義
に
云
く
、
此
れ
行
者
の
用
心
意
楽
を
釈
す
、
速
か
に
衆
事
を
拠
っ
て

一
心
に
称
名
を
励
む
、
へ
き
義
也
、
一
義
に
云
く
凡
夫
の
行
者
此
の
義
得
難
し
、
一
食
之
間
猶
其
の
間
有
り
、
一
期
念
左
争
で
か
扣

続
を
獲
ん
、
既
に
佛
願
に
帰
す
、
機
法
一
体
能
所
不
二
自
ら
不
行
而
行
之
理
有
る
が
故
に
不
捨
と
云
う
な
り
、
機
の
策
励
に
非
ず

是
法
の
徳
也
、
当
流
の
意
に
依
ら
ぱ
後
義
を
本
と
な
す
」

と
注
意
し
て
い
る
。
蓋
し
称
名
念
佛
は
機
の
策
励
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
無
洲
清
浄
の
行
で
あ
る
。
従
っ
て
、
佛
願
に
帰
す
る
法
の

徳
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
が
念
々
不
捨
者
の
称
名
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
親
鴬
聖
人
は

「
真
実
信
心
に
は
必
ず
名
号
を
具
す
」

と
云
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
導
が
称
名
正
定
業
を
「
順
彼
佛
願
故
」
で
結
び
、
そ
の
意
を
承
け
て
、
法
然
上
人
が

「
称
名
念
佛
は
是
彼
の
佛
の
本
願
の
行
也
」

と
云
わ
れ
た
こ
と
を
相
承
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
本
願
の
行
と
し
て
の
念
佛
が
無
漏
の
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
ら
わ
さ

三
六
○



と
歎
ぜ
ら
れ
た
の
も
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
し
、
そ
こ
に
特
に
「
信
巻
」
を
別
開
し
＄
「
化
身
士
巻
」
を
開
い
て
、
信
心
他
力

の
義
を
強
調
せ
ら
れ
た
所
以
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
こ
と
に
、
「
有
漏
の
業
の
因
果
は
迷
い
の
世
界
を
支
配
す
る
原
則
で
あ
っ
て
、
悟
り
の
世
界
に
関
わ
り
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
か

①

ら
、
往
生
の
業
と
し
て
の
念
佛
は
有
漏
の
業
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
そ
し
て
念
佛
が
無
漏
の
業
と
し
て
往
生
の
行
で
あ
る
限
り
は
、

そ
れ
を
受
持
す
る
信
も
ま
た
有
漏
雑
染
の
信
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
信
心
も
ま
た
他
力
廻
向
の
信
心
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
強
調
せ
ら
れ
た
の
が
親
賛
聖
人
で
あ
る
。
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か
く
て
念
佛
は
無
漏
の
業
と
し
て
他
力
廻
向
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
領
受
す
る
に
は
た
だ
信
心
を
以
て
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
が
、
そ
の
信
心
が
ま
た
有
漏
自
力
の
信
で
あ
る
な
ら
ば
、
称
名
正
定
業
と
は
な
ら
ず
、
折
角
の
無
漏
の
清
浄
業
を
有
漏
業
に
顛
落

せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
親
鴬
聖
人
の
鋭
い
洞
察
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
信
巻
」
別
序
に

「
然
る
に
末
代
の
道
俗
近
世
の
宗
師
、
自
性
唯
心
に
沈
ん
で
浄
土
の
真
証
を
賎
し
め
、
定
散
の
自
心
に
迷
っ
て
金
剛
の
真
信
に
昏

れ
た
の
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
行
巻
に

「
謹
ん
で
往
相
廻
向
を
按
ず
る
に
大
行
有
り
↑
大
信
有
り
」

と
い
い
、
そ
の
大
行
を
明
し
て

「
大
行
と
は
則
ち
無
号
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
、
斯
の
行
は
即
ち
是
諸
の
善
法
を
摂
し
諸
の
徳
本
を
具
せ
り
、
極
速
円
満
す

真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
、
故
に
大
行
と
名
づ
く
」

真
如
一
実
の
功
徳
宝
涯

と
云
わ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

1，
し



「
縦
令
身
心
を
苦
励
し
て
日
夜
十
二
時
急
走
急
作
し
て
頭
燃
を
炎
う
が
如
く
す
れ
ど
も
衆
て
雑
毒
之
善
と
名
づ
く
」

と
い
い
、
「
信
巻
」
信
楽
釈
に
は

．
切
の
凡
小
一
切
時
中
、
負
愛
之
心
常
に
能
く
善
心
を
汚
し
、
眼
憎
之
心
常
に
能
く
法
財
を
焼
く
、
急
作
急
修
し
て
頭
燃
を
炎

う
が
如
く
す
れ
ど
も
衆
て
雑
毒
雑
修
之
善
と
名
づ
く
」

と
云
わ
れ
る
如
く
、
そ
れ
は
善
業
で
は
あ
っ
て
も
常
に
有
漏
雑
善
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
れ
ら
の
諸
功
徳
が
浬
藥
を

さ
と
る
業
因
と
な
り
得
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
又
修
習
善
本
と
い
わ
れ
る
善
本
は
如
来
の
嘉
名
で
あ
り
、
一
切
善
法
之
本
で
あ
る

か
ら
善
本
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
を
能
修
す
る
心
は
自
利
の
一
心
で
あ
っ
て
、
行
業
は
一
切
善
法
の
本
と
し
て
の
如

来
の
嘉
名
、
即
ち
無
漏
清
浄
の
業
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
己
が
善
根
と
し
、
そ
れ
を
修
す
る
心
は
定
散
自
利
の
心
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
定
散
自
利
の
心
が
無
漏
清
浄
の
業
を
有
漏
雑
染
の
業
に
顛
落
せ
し
め
る
の
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
き
業
行
を
作
す
も
の
は
↑
心
に
三

慢
を
生
じ
；
名
利
と
相
応
し
、
同
行
善
知
識
に
親
近
せ
ず
、
雑
縁
に
近
ず
い
て
、
往
生
の
正
行
を
自
障
を
他
す
る
か
ら
、
出
離
の
期
を

得
る
こ
と
は
難
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
親
鴬
聖
人
は
、
修
諸
功
徳
と
修
習
善
本
を
方
便
と
し
て
、
真
実
の
信
心
、
無
漏
清
浄
の
信
心
を
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遠
く
『
大
経
』
に
は
胎
化
二
生
を
明
し
て
、
胎
生
の
失
が
不
了
佛
智
で
あ
り
、
そ
の
不
了
佛
智
は
修
諸
功
徳
と
修
習
善
本
で
あ
る
こ

と
が
明
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
修
諸
功
徳
を
説
け
る
も
の
が
願
で
云
え
ば
第
十
九
願
、
経
で
云
え
ば
『
観
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。

又
植
諸
徳
本
を
明
す
も
の
は
願
で
云
え
ば
、
第
二
十
願
で
あ
り
、
経
で
云
え
ば
「
阿
弥
陀
経
』
で
あ
る
。
修
諸
功
徳
は
明
か
に
諸
善
万

行
で
あ
っ
て
、
有
漏
の
行
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
諸
善
万
行
は
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
お
い
て
修
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
如
何
に
激
し
い
菩
提
心
の
上
に
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
有
漏
雑
染
の
行
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
善
導
の
至
心
釈
に
は
、
（
「
散
善

一
二
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ら
れ
な
い

①
舟

か
く
の
如
く
報
土
の
業
因
と
し
て
の
行
信
が
、
如
来
廻
向
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
し
て
、
往
生
の
行
業
が
無
漏
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
を
徹
底
し
た
と
こ
ろ
に
親
鴬
聖
人
の
宗
義
の
特
色
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
聖
人
の
業
思
想
の
重
要
な
一
面
で
あ
る
。
こ

こ
に
有
漏
の
業
（
自
力
）
を
捨
て
て
、
無
漏
の
業
（
他
力
）
に
帰
す
る
他
力
真
実
の
教
法
が
明
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に

自
力
を
捨
て
て
他
力
に
帰
す
る
信
一
念
を
明
か
に
す
る
根
底
に
は
、
聖
人
の
徹
底
し
た
業
思
想
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い

磨
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

「
夫
れ
お
も
ん
み
れ
ば
信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
は
如
来
選
択
の
願
心
よ
り
発
起
す
」
（
「
信
巻
」
別
序
）

と
し
て
、
信
心
も
ま
た
大
悲
廻
向
の
信
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
明
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
他
力
廻
向
の
信
心
、
無
漏
清
浄

の
信
心
で
あ
っ
て
こ
そ
報
土
の
業
因
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
「
信
巻
」
の
中
心
課
題
は
、
ひ
と
え
に
真
実
信
心
が
他
力
廻
向
で
あ
る
こ

と
を
明
か
に
す
る
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち

「
信
心
と
言
う
は
則
ち
本
願
力
廻
向
之
信
心
也
」
（
信
巻
）

で
あ
っ
て
、
こ
の
信
心
こ
そ
清
浄
報
土
の
真
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に

「
若
し
は
行
若
し
は
信
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
清
浄
願
心
之
廻
向
成
就
し
給
う
と
こ
ろ
に
非
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
」

で
あ
っ
て
、
行
も
信
も
如
来
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
で
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
の
行
信
が
無
漏
清
浄
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
は
真
実
報

土
の
業
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

舟
橋
一
哉

親
鴬
聖
人
の
業
思
想

「
有
漏
業
と
無
漏
業
」
大
谷
学
報
四
七
ノ
四
。
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