
従
来
、
菩
薩
、
十
地
に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
・
背
景
・
歴
史
的

事
情
と
い
っ
た
よ
う
に
種
鳧
な
る
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

成
果
に
は
目
を
見
は
る
、
へ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
研
究
成
果

に
促
が
さ
れ
て
、
十
地
経
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
、
あ
わ
せ
て

こ
の
機
会
に
十
地
経
諭
も
読
ん
で
み
よ
う
と
考
え
た
。

私
は
十
地
経
諭
を
梵
文
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
、
漢
訳
の
三
本
の
対
照

に
よ
っ
て
読
ん
だ
が
、
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳
は
北
京
版
を
見
る
の
み
で
あ

り
、
梵
文
は
ラ
ー
ダ
ー
本
を
参
照
す
る
の
み
で
、
こ
の
点
、
考
証

不
充
分
を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
龍
山
章
信
教
授
訳
「
十
地
経
」

が
非
常
に
こ
れ
ら
の
点
を
補
っ
て
く
れ
た
。

今
度
、
私
が
問
題
に
し
た
の
は
「
初
歓
喜
地
」
で
あ
っ
て
、
特

に
、
そ
の
中
の
「
発
心
す
る
や
否
や
、
凡
夫
地
を
越
え
る
」
と
い

菩
提

は
じ
め
に Ｉ

初
歓
喜
地
の
問
題
Ｉ

、

'し、

に

つ

Iｨ、

て

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
通
し
て
、
佛
道
の
何
で
あ
る
か
を

明
ら
か
に
し
て
み
た
か
っ
た
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
本
論
の
中
に
、
経
文
と
あ
る
の
は
す
、
へ
て
十
地
経
の

「
初
地
」
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
世
親
の
註
釈
も
そ
の
経
文
に
対

す
る
も
の
て
あ
る
。
ま
た
、
註
釈
を
引
用
す
る
の
は
た
だ
、
経
文

を
正
し
く
理
解
せ
ん
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
唐
突
に
見
え
る
と

こ
ろ
は
御
寛
恕
願
い
た
い
。

諸
佛
、
世
尊
に
金
剛
蔵
菩
薩
は
触
れ
ら
れ
る
や
否
や
、
そ
れ

に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
三
昧
よ
り
起
ち
て
彼
の
菩
薩
達
に
語
っ

た
。
（
以
上
起
分
、
以
下
本
分
）
汝
等
佛
子
よ
、
菩
薩
の
こ
の
本

願
は
よ
く
決
定
し
て
お
り
、
①
破
壊
さ
れ
ず
（
蛍
、
曾
弓
冒
旨
口
璽
）

②
見
ら
れ
ず
、
③
法
界
の
如
く
広
大
で
あ
り
、
④
虚
空
界
を

平

野

修
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究
寛
し
、
⑤
未
来
際
を
尽
し
⑥
一
切
の
衆
生
界
を
救
済
す
る

①

こ
の
経
文
は
、
十
地
経
の
初
地
八
分
の
中
、
起
分
本
分
に
相

当
し
、
大
乗
光
明
と
名
づ
け
る
菩
薩
三
昧
に
あ
っ
た
金
剛
蔵
菩
薩

が
会
衆
に
突
然
、
語
り
か
け
る
箇
所
で
あ
る
。

世
親
は
こ
の
文
の
起
分
を
釈
し
て
次
の
よ
う
に
述
、
へ
て
い
る
。

定
の
状
態
で
は
説
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
ま
た
ど
う
し
て
請

間
し
な
い
の
に
説
き
は
じ
め
た
か
と
言
え
ば
、
も
し
説
か
な

け
れ
ば
、
説
く
の
か
、
説
か
な
い
の
か
、
何
を
説
く
の
か
わ

か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

こ
の
後
、
世
親
の
本
分
の
釈
が
続
く
の
で
あ
る
が
、
今
は
要
旨

だ
け
を
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

本
分
の
「
こ
の
本
願
」
に
対
す
る
釈
を
見
る
と
、
「
本
願
と
は

発
心
（
。
詳
冨
‐
員
園
目
）
を
語
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
こ
の
」

と
い
う
の
は
巳
に
初
地
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た

①
「
破
壊
さ
れ
ず
」
か
ら
⑥
．
切
の
衆
生
界
を
救
済
す
る
」
ま

で
の
六
句
は
よ
く
決
定
し
た
（
目
‐
く
目
肺
凰
菌
日
）
順
の
内
容
と
解

釈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
如
を
所
縁
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
て

い
る
か
ら
「
破
壊
さ
れ
ず
」
、
世
間
の
領
域
で
は
な
く
自
性
と
し

て
よ
く
決
定
し
て
い
る
か
ら
「
見
ら
れ
ず
」
、
一
切
の
佛
法
の
根

本
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
決
定
し
て
い
る
か
ら

「
法
界
の
如
く
広
大
で
あ
り
、
愛
果
の
た
め
に
無
限
に
生
死
す
る

因
と
し
て
よ
く
決
定
し
て
い
る
か
ら
一
‐
虚
空
界
を
究
寛
し
」
、
し

か
も
浬
桑
の
因
と
し
て
よ
く
決
定
し
て
い
る
か
ら
「
未
来
際
を
尽

す
」
で
あ
り
、
利
他
行
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
偉
大
で
あ
る
こ
と

に
よ
く
決
定
し
て
い
る
か
ら
「
一
切
の
衆
生
界
を
救
済
す
る
」
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
「
こ
の
本
願
」
が
世
間
と
浬
藥

と
に
一
向
に
住
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
世
親
は
述
・
へ
て
い

る
。
更
に
続
け
て
世
親
は
述
ゞ
へ
る
。

一
切
の
佛
の
智
慧
地
に
入
る
こ
と
に
お
そ
れ
な
い
こ
と
か
ら

し
て
…
お
そ
れ
な
き
こ
と
と
し
て
決
定
し
て
い
る
。
な
ん
と

な
れ
ば
そ
れ
が
ま
さ
し
く
こ
れ
ら
菩
薩
の
十
地
で
あ
り
、
佛

智
を
成
就
す
る
縁
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

こ
の
註
釈
は
六
の
善
決
定
に
続
く
経
文
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
経
文
を
引
用
し
て
お
く
。

ど
こ
で
あ
れ
、
諸
々
の
菩
薩
が
過
去
の
諸
佛
の
智
慧
地
に
入

り
、
未
来
の
諸
佛
の
智
慧
地
に
入
り
、
現
在
の
諸
佛
の
智
慧

地
に
入
る
と
こ
ろ
、
そ
の
と
こ
ろ
に
、
汝
等
佛
子
よ
、
菩
薩

の
十
地
が
あ
っ
て
、
諸
佛
世
尊
の
智
慧
地
に
入
る
の
で
あ
る

以
上
の
事
か
ら
次
の
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、

菩
薩
の
十
地
は
「
こ
の
本
願
」
を
因
と
し
「
如
来
の
智
慧
地
に
入

る
こ
と
」
を
果
と
す
る
↑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
わ

れ
わ
れ
は
十
地
の
因
た
る
「
菩
薩
の
こ
の
本
願
」
と
は
何
か
と
明
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ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

世
親
が
「
菩
薩
の
こ
の
本
願
」
の
「
本
願
」
と
は
「
発
心
」
を

意
味
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
先
に
記
し
た
。
で
は
何
故
そ

う
言
え
る
の
か
と
言
え
ば
、
世
親
は
初
地
八
分
の
な
か
、
説
分
の

経
文
中
に
そ
の
根
拠
を
見
い
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

佛
智
を
求
め
ん
が
た
め
に
、
十
力
の
力
を
得
ん
が
た
め
に

（
乃
至
）
大
法
輪
を
転
ず
る
こ
と
に
無
畏
な
ら
ん
が
た
め
に

●
●
①
●
●
●
●

諸
菩
薩
の
か
の
心
が
生
ず
る

世
親
は
こ
の
経
文
の
「
か
の
心
が
生
ず
る
」
を
釈
し
て
、
か
の

心
と
は
、已

に
説
い
た
中
で
〈
汝
等
佛
子
よ
、
菩
薩
の
こ
の
本
願
は
よ

く
決
定
し
て
い
る
〉
と
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る

と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
か
の
心
」
の
「
か
の
」
と
い
う
代
名

詞
は
何
を
受
け
て
い
る
か
と
云
え
ば
、
直
前
に
引
用
し
た
経
文
の

前
節
の
一
句
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
句
は
「
菩
提
に

向
う
心
Ｇ
８
厨
彊
‐
ｇ
茸
②
）
が
生
ず
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
「
か
の
心
が
生
ず
る
」
と
は
菩
提
心
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
ま
た
、
世
親
に
よ
れ
ば
「
本
願
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
で
は
何
故
、
「
本
願
」
を
「
発
心
」
と
言
う
の
か
、
そ
れ
を

次
の
経
文
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

菩
提
心
舎
＆
巨
昌
詐
秒
）
の
大
池
よ
り
で
て
、
流
れ
る
善
根

の
水
は
大
願
の
河
口
と
し
て
の
、
四
摂
事
に
よ
っ
て
＄
一
切

の
衆
生
界
を
う
る
ほ
し
、
尽
き
る
こ
と
な
く
、
ま
す
ま
す
増

え
、
無
量
の
衆
生
の
た
す
け
と
な
り
、
乃
至
、
一
切
種
の
一

切
智
智
の
大
海
に
入
る
。
し
か
も
↑
そ
の
善
根
の
水
は
最
初

か
ら
一
切
智
の
大
海
を
現
前
す
る

こ
の
経
文
は
嘱
累
品
の
最
初
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
菩
提
心
」
が
非
常
に
大
き
な
価
値
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
。

「
菩
提
心
」
と
い
う
出
発
点
に
、
す
で
に
到
達
点
が
決
定
し
て
い

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
菩
提
心
」
自
身
の
中
に
す
で
に
方
向
が

定
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
発
心
し
て
そ
れ
か

ら
本
願
を
お
こ
す
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
「
発

心
」
「
菩
提
心
」
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
「
本
願
」
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
「
本
願
」
と
い
う
形
を
と
ら
ぬ
「
発

心
」
「
菩
提
心
」
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
こ
れ
は
佛
道
の
成
否
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
も
し
佛
道
に
向
う
こ
と
を
決
心
し
て
も
、
そ
れ
が
証
得
さ

れ
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
何

処
に
向
っ
て
歩
ん
で
い
る
の
か
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
、
対
象
を
佛

道
と
し
な
が
ら
、
外
道
に
趣
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
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あ
れ
ば
、
今
、
佛
道
に
向
っ
て
歩
む
と
い
う
こ
と
す
ら
が
意
味
を

》
う
し
な
差
フ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
い
う
理
由
で
、
「
発
心
」
「
菩
提
心
」
と
い
う
中
に
、
已

』
え
る
ｃ

さ
て
、
皿

を
考
え
る
。

に
証
し
が
約
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
大
き
な
意
味

を
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
世
親
が
言
う
、
「
本
願
」

「
発
心
」
の
問
題
は
次
の
様
に
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
つ

ま
り
、
本
願
と
は
衆
生
の
思
窓
に
な
ら
ぬ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

「
発
心
烏
「
菩
提
心
」
の
上
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
「
本
願
」
の
因
を
語
り
↑
「
本
願
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
「
発
心
」
「
菩
提
心
」
の
真
実
性
を
証
明
す
る
。
ど
こ
ま
で
も
、

そ
れ
は
出
世
間
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思

①
い
か
な
る
状
態
に
あ
る
と
き
、
か
の
心
は
生
ず
る
の
か

②
何
の
為
に
生
ず
る
の
か

③
何
も
の
よ
り
か
の
心
は
生
ず
る
の
か

④
い
か
な
る
心
が
生
ず
る
の
か

こ
の
四
相
の
区
別
を
た
て
る
根
拠
は
経
文
に
あ
る
。
そ
れ
は
こ

こ
に
掲
げ
て
お
こ
う
。

①
汝
等
佛
子
よ
、
諸
々
の
衆
生
が
あ
っ
て
、
善
根
が
よ
く
あ
つ

世
親
は
こ
の

本
願
」
「
発
心
」
に
次
の
よ
う
な
四
相

世
親
は
す
で
に
述
令
へ
た
よ
う
に
経
典
に
よ
っ
て
発
心
に
四
相
を

考
え
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
発
心
、
菩
提
心
と
は

何
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
次
の
こ
と
が
そ

の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
衆

生
に
と
っ
て
発
心
・
菩
提
心
と
い
う
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
ど
う
し
て
そ
れ
ら
が
問
題
と
な
る
の
か
、

め
ら
れ
、
行
が
よ
く
行
ぜ
ら
れ
（
乃
至
）
悲
悪
の
心
が
現
前

す
る
と
き
、
菩
提
に
向
っ
て
の
心
が
生
ず
る

②
佛
智
を
求
め
ん
が
た
め
に
、
十
力
の
力
を
得
ん
が
た
め
に
、

（
乃
至
）
大
法
輪
を
転
ず
る
こ
と
に
無
畏
な
ら
ん
が
た
め
に
、

諸
菩
薩
の
か
の
心
が
生
ず
る

③
（
か
の
心
は
）
大
悲
を
先
と
し
、
慧
と
智
と
を
増
大
し
（
乃

至
）
法
界
を
極
め
、
虚
空
界
に
住
し
、
未
来
際
を
尽
す

④
か
く
の
如
き
発
心
が
生
ず
る
や
否
や
、
菩
薩
は
凡
夫
地
（
胃
‐

昏
侭
‐
言
口
騨
と
ロ
ロ
目
）
を
越
え
た
る
者
と
な
り
、
菩
薩
の
決

定
位
含
○
号
尉
沙
茸
ぐ
ゅ
‐
昌
冨
目
巴
に
入
り
↑
如
来
の
家
に
生

ま
れ
（
乃
至
）
汝
等
佛
子
よ
、
か
く
の
如
き
法
に
住
す
る
菩

薩
は
歓
喜
な
る
菩
薩
地
に
於
て
不
動
と
相
応
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
安
住
す
る
者
と
な
る

三
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と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
ず
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
と
す
る
と
、
そ
こ
に
で
て
く
る
問
題
は
衆
生
の
凡
夫
性
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
衆
生
の
、
凡
夫
性
と
し
て
の
生
存
と
い
う

と
こ
ろ
に
こ
そ
、
発
心
・
菩
提
心
が
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由

が
あ
る
の
で
あ
る
。
経
文
が
語
る
よ
う
に

邪
見
に
お
ち
い
っ
て
い
る
心
、
無
明
に
覆
わ
れ
た
意
志
、
慢

の
旗
を
高
く
揚
げ
る
分
別

に
よ
っ
て
生
存
は
怖
畏
谷
冒
冒
）
と
い
う
現
実
に
撞
着
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
こ
の
怖
畏
に
つ
い
て
経
文
は
五
種
を
あ
げ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
不
活
（
且
目
圃
）
②
悪
名
（
騨
陛
○
厨
）
③
死
（
目
騨
‐

国
目
）
④
悪
処
（
自
侭
秒
ｇ
⑤
大
衆
に
憶
す
る
こ
と
（
冨
厨
且
‐

箇
昌
身
騨
）
で
あ
る
。
な
お
、
他
に
殴
打
・
失
神
等
の
怖
畏
は
あ

る
が
、
身
口
意
と
い
う
点
か
ら
す
べ
て
五
に
お
さ
ま
る
、
と
世
親

は
言
っ
て
い
る
。

衆
生
は
自
ら
の
生
存
の
満
足
を
求
め
て
、
こ
の
よ
う
な
怖
畏
に

絶
え
ず
脅
や
か
さ
れ
る
避
け
難
い
現
実
に
沈
ん
で
い
る
。
こ
の
現

実
か
ら
の
解
放
と
い
う
一
点
に
菩
提
心
、
発
心
が
関
係
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
世
親
は
「
何
故
に
菩
薩
の
十
地
を
安
立
す
る②

の
か
」
と
自
問
し
て
「
そ
れ
は
十
の
所
対
治
の
対
治
で
あ
る
か
ら
」

と
答
え
、
初
地
の
所
対
治
は
「
凡
夫
性
」
で
あ
る
と
言
う
。
と
す

れ
ば
、
そ
の
対
治
は
「
本
願
」
「
発
心
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
発
心
」
と
い
う
こ
と
に
於
て
衆
生
の
凡
夫
性
が
越
え
ら
れ
る
、

と
い
う
こ
と
が
佛
に
よ
っ
て
教
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
願
、
発
心
は
自
然
発
生
的
に
生
ず
る
も
の
で

も
な
け
れ
ば
、
人
間
の
努
力
の
果
て
に
生
ず
る
も
の
で
も
な
い
。

で
は
如
何
に
し
て
発
心
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
に

答
え
て
い
る
も
の
が
先
に
四
種
の
区
別
を
あ
げ
た
も
の
の
第
一
の

経
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
「
善
根
が
よ
く
積

ま
れ
る
（
２
‐
巨
富
ｇ
菌
）
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
佛
法
の
修

行
学
習
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
学
習
に
よ
っ
て
自
ら
の
学
問

体
系
が
固
め
ら
れ
た
り
、
ま
し
て
↑
あ
る
種
の
知
識
が
准
得
さ
れ

る
の
で
は
な
い
。
ま
る
で
逆
な
の
で
あ
る
。
佛
法
の
修
行
学
習
に

よ
っ
て
「
悲
悪
の
心
（
］
昌
凰
‐
菌
目
箇
）
が
現
前
す
る
」
と
い
う

世
親
は
「
悲
慰
の
心
」
を
註
釈
し
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

苦
為
と
生
死
苦
よ
り
発
る
の
が
悪
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
行

苦
よ
り
発
る
の
が
悲
で
あ
る
。

こ
の
世
親
の
註
釈
は
何
を
語
る
か
と
言
え
ば
、
佛
法
の
学
習
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

よ
っ
て
こ
の
生
死
界
及
び
そ
の
中
に
あ
る
自
ら
を
厭
い
、
三
界
は

や
、
、
℃
、
ｂ
、

離
れ
る
ゞ
へ
き
も
の
で
あ
り
、
佛
法
に
依
る
、
へ
き
で
あ
る
こ
と
へ
の

目
覚
め
な
の
で
あ
る
。
佛
法
に
よ
っ
て
、
身
は
三
界
の
生
死
界
に

在
り
な
が
ら
そ
れ
を
超
え
た
世
界
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
、

と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
言
う
佛
法
の
学
習
修
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
一
‐
悲
感
の
心
が
現
前
す
る
」
と
は
人
間
の
感
傷
で
は
決
し

て
な
い
。
人
間
が
発
す
も
の
な
ら
三
界
は
越
え
ら
れ
な
い
。
だ
か

ら
そ
の
心
は
三
界
を
越
え
た
世
界
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
心
が
現
前
す
る
時
に
「
衆
生
の
上
に
菩
提
に
向
う
心
が
生

起
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
佛
法
を
依
り
処
と
し
、
佛

法
に
教
え
ら
れ
、
育
て
ら
れ
る
一
」
と
を
も
っ
て
自
ら
の
道
と
す
る
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
次
の
②
の
「
佛
智
を
求

め
ん
が
た
め
に
」
か
ら
は
じ
ま
る
経
文
は
そ
の
根
拠
を
う
し
な
い

意
味
を
な
さ
な
く
な
る
。
何
故
な
ら
②
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
佛
法

に
生
き
る
も
の
の
生
活
を
語
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
菩
提
心
の

歩
み
で
あ
る
。
そ
の
歩
み
を
本
願
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
の
で

圭
衲
〉
マ
ハ
》
Ｏ

と
こ
ろ
で
「
佛
智
」
は
世
親
の
釈
に
よ
れ
ば
「
無
上
な
る
智
断

証
修
」
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
「
は
た

ら
く
も
の
（
冒
儲
目
四
）
」
で
あ
る
・
知
断
証
修
と
し
て
は
た
ら
く
も

の
で
あ
る
。
こ
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
問
題
は
究
寛
的
か
つ
根
源

的
に
答
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
佛
智
と
人
間

の
理
智
と
に
何
の
区
別
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
佛
智
」
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
菩
提

心
の
歩
み
と
な
る
。
で
は
「
菩
提
に
向
う
心
」
は
い
か
な
る
心
な

の
か
、
そ
れ
は
佛
智
と
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
に

対
し
て
世
親
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

何
故
に
か
の
心
（
菩
提
）
と
だ
け
言
っ
て
、
慧
や
心
所
な
る

他
法
を
ど
う
し
て
語
ら
な
い
の
か
。
（
そ
れ
は
）
心
の
中
に

遍
知
等
の
四
種
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
菩
提
心
は
佛
智
に
そ
の
基
礎
を
も
つ
。

し
た
が
っ
て
完
全
円
満
に
し
て
讃
嘆
す
べ
き
佛
智
に
触
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
衆
生
は
三
界
を
厭
い
、
生
死
界
を
越
え
る
利
益
を
あ

た
え
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
た
ま
す
ま
す
佛

智
の
徳
を
嘆
え
、
そ
れ
を
他
に
知
ら
し
め
ん
た
め
に
、
佛
智
を
求

め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
衆
生
が
、
も
は
や
衆
生
の
心
に

生
き
ず
佛
智
に
生
き
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
菩
薩

の
誕
生
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
こ
で
、
こ
の
菩
薩
の
誕
生
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。

先
に
引
用
し
た
①
の
経
文
に
は
「
諸
々
の
衆
生
に
菩
提
に
向
う
心

が
生
起
す
る
」
と
あ
り
、
②
の
経
文
に
は
「
諸
菩
薩
の
か
の
心
が

、
、
、
℃

生
起
す
る
」
と
あ
る
。
①
の
場
合
の
「
生
起
す
る
」
は
衆
生
の
上

、

、
、
、
、

に
で
あ
る
が
、
②
の
場
合
は
誰
の
上
に
か
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
当
然
「
衆
生
に
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
衆

生
の
上
に
菩
薩
の
心
が
生
起
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
発
心

の
衆
生
を
菩
薩
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
菩
薩
の
体
で
あ
る
発
心
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の

で
あ
る
か
。
経
典
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

（
此
の
心
は
）
大
悲
を
先
と
し
て
、
慧
と
智
を
増
大
し
、
巧

み
な
る
方
便
に
摂
め
ら
れ
、
意
楽
と
深
心
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
（
巨
冒
ｍ
３
ｇ
ｇ
）
、
無
量
な
如
来
力
を
具
し
↑
衆
生
の
力

と
覚
知
力
と
の
区
別
が
よ
く
考
察
さ
れ
て
お
り
、
不
壊
智

（
四
の
四
目
ご
巨
口
ご
沙
１
百
習
騨
）
が
現
前
し
、
自
然
智
（
ゆ
ぐ
葛
四
目
‐

匡
且
目
目
秒
）
に
従
い
、
一
切
の
佛
法
の
慧
と
智
の
教
え
を
受

け
、
法
界
を
き
わ
め
、
虚
空
界
に
住
し
、
未
来
際
を
つ
く
す
㈲

こ
の
経
典
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
！
菩
提
心
は
大
悲
心
に
基
礎
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
世
親
は
右
に
述
、
へ
た
経
文
は
す
べ
て
大
悲
と
見

る
。
こ
の
こ
と
は
一
体
何
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
ま
ず
、
慈
悲
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
世
親
に
依
れ

ば
「
慈
と
は
楽
喜
の
因
果
を
成
就
せ
ん
と
す
る
意
向
」
で
あ
り
、

「
悪
と
は
苦
憂
の
因
果
を
除
く
意
向
」
で
あ
る
。
「
悲
」
に
つ
い

て
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
慈
悲
、
懸
念
と
い
う
言
葉

、
や
も
、
形
ｖ
も

で
表
現
さ
れ
る
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
衆
生
に
対
し
て
あ

、
、

、
、
、
、
、
、
、

る
心
で
あ
り
、
衆
生
の
た
め
の
心
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

だ
か
ら
、
そ
れ
は
衆
生
自
身
の
心
を
指
す
の
で
は
な
い
。
衆
生
に

対
し
て
お
こ
る
心
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
衆
生
の
心
と
は
言
え
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
心
は
衆
生
の
上
に
お
こ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
も
し
、
衆
生
が
衆
生
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
心
を
お
こ

す
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
感
傷
の
域
は
出
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
こ
で
言
わ
れ
る
慈
悲
と
は
差
別
を
前
提
と
し
、
そ
の
差
別
意
識

の
故
に
、
最
後
的
な
衆
生
へ
の
信
頼
を
欠
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。そ

れ
で
は
慈
悲
の
主
体
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
も
し
そ
う
い
う

主
体
を
或
る
空
間
上
に
設
定
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
佛
教

で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
衆
生
に
関
係
し
つ
つ
、
衆
生
と

離
れ
て
い
る
、
と
言
う
外
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
衆
生
に
対
す

る
、
衆
生
の
た
め
の
心
こ
そ
、
佛
、
如
来
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
心
が
明
瞭
に
な
ら
な
け
れ
ば
つ
い
に
わ
れ
わ
れ
に
は

佛
・
如
来
は
無
縁
と
な
る
。

い
ま
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
佛
・
如
来
と
衆
生
と
の
関
係
は
ま

こ
と
に
微
妙
で
あ
る
。
か
の
龍
樹
は
こ
の
関
係
を
大
変
難
解
な
形

で
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
二
、
三
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

如
来
は
諸
瀧
で
は
な
い
、
諸
湘
よ
り
別
で
は
な
い
。
こ
の
如

来
の
中
に
諸
湘
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
諸
蔬
中
に
如
来

か
あ
る
の
で
は
な
い
。
如
来
が
諸
瀧
を
有
し
て
い
る
の
で
は
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す
べ
て
の
知
覚
が
寂
滅
し
、
戯
論
寂
滅
し
て
安
穏
で
あ
る
、

ど
こ
に
於
て
も
、
誰
に
対
し
て
も
、
佛
に
よ
っ
て
い
か
な
る

⑥

法
も
説
か
れ
な
か
っ
た

こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
衆
生
は
如
来
と
関
係
し
つ
つ
、

自
ら
の
在
り
方
（
凡
夫
性
、
分
別
）
に
よ
っ
て
見
失
い
、
背
い
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
関
係
し
つ
つ
、
関
係
を
見
失
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
今
、
そ
の
関
係
の
発
見
も
し
く
は
回
復
を
十
地
経
で
は
、

発
心
、
菩
提
心
と
い
う
こ
と
で
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
関

係
の
回
復
の
具
体
性
を
「
大
悲
心
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
つ

、
も
や
、
、
℃
℃
ｂ
、
、
、
、
や
、
、
℃
℃
、
、
、
、
、

ま
り
、
如
来
を
見
失
っ
て
い
た
衆
生
が
大
悲
心
と
い
う
形
で
如
来

、
、
、
、
℃
、
、

を
発
見
、
回
復
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
知
ら
な
け
れ
ば
生
老

死
を
宿
命
的
に
受
け
、
孤
独
な
る
苦
の
う
ち
に
命
終
す
る
よ
り
外

な
い
わ
れ
わ
れ
の
生
存
が
、
如
来
の
発
見
、
回
復
に
お
い
て
生
老

③

な
い
、
さ
れ
ば
、
い
か
な
る
如
来
が
あ
ろ
う

如
来
の
自
性
＄
そ
れ
は
こ
の
世
間
全
侭
呉
）
の
自
性
で
あ
る
、

⑤

如
来
は
無
自
性
で
あ
る
、
こ
の
世
間
は
無
自
性
で
あ
る

戯
論
を
超
え
て
不
滅
な
る
佛
を
戯
論
す
る
人
々
そ
う
い
う
人

④

々
は
、
す
べ
て
、
戯
諭
に
害
さ
れ
て
如
来
を
見
な
い

死
を
超
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ

如
来
を
も
っ
て
大
悲
心
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の
発
見
・
回
復
に
よ
っ
て
衆
生
が
凡
夫
性
を
破
っ
て
菩
薩
と

し
て
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
中
諭
偶
を
引
用
し
た
が
、
そ
の

中
に
「
佛
は
ど
こ
に
お
い
て
も
、
誰
に
対
し
て
も
、
い
か
な
る
法

も
説
か
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
に
触
れ
る
と
い
う
こ

と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
法
性
、
如
来
は
言
葉
を
離
れ
て

い
て
も
、
言
葉
と
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
衆
生
は
、
そ
れ
に

触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
言
葉
で
表
現
す
る
。
そ
の
表
現

さ
れ
た
も
の
が
§
発
心
で
あ
り
大
悲
心
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
利

益
を
受
け
た
事
実
の
上
に
大
悲
心
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
大
乗
起
信
論
が
最
も
適
確
に
表
現
し

て
い
る
よ
う
に
思
箔
フ
。

ク

ハ
ダ
ナ
リ
ニ
シ
テ

謂
諸
佛
如
来
唯
是
法
身
、
智
柑
之
身
、
第
一
義
諦
無
し
有
一
一

ノ

ル
ヲ
フ
ガ
ノ
一
一
シ
テ
ル
ー
ヲ
二
キ
テ

世
諦
境
界
《
離
二
施
作
《
但
随
二
衆
生
見
聞
得
や
益
故
、
説

為
し
用

こ
の
こ
と
を
離
れ
て
は
十
地
経
の
十
全
な
理
解
は
な
さ
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
世
親
の
釈
を
見
て
み
よ
う
。

世
親
が
「
大
悲
を
先
と
す
る
」
に
続
く
経
文
の
一
句
一
句
が
大
悲

の
表
現
で
あ
る
、
と
見
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
こ
で
何
故
に

大
悲
で
あ
る
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

F ハ

｡。



微
細
な
苦
を
知
る
こ
と
が
増
進
す
る
か
ら
、
大
い
な
る
増
上

で
あ
る
。
何
故
な
ら
（
経
典
に
）
慧
と
智
の
増
上
と
説
か
れ

て
い
る
か
ら
。

こ
れ
は
衆
生
に
一
点
で
も
苦
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
原
因
を

明
確
に
し
て
い
く
全
く
曇
り
の
な
い
認
識
の
力
と
し
て
如
来
が
は

た
ら
く
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
如
来
は
衆
生
の
底
の
底
ま
で
貫

ぬ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
認
識
の
深
大
性
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に

対
し
て
認
識
の
広
大
性
が
「
巧
み
な
る
方
便
に
摂
め
ら
れ
」
と
い

う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
世
親
の
註
釈
は

「
衆
生
の
苦
を
す
く
う
方
便
に
善
巧
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
摂
め
ら

れ
て
い
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
註
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
衆
生
の
苦
よ
り
の

解
放
は
す
。
へ
て
如
来
、
佛
智
に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三

界
を
超
え
た
世
界
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
三
界
が
超
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
衆
生
は
全

く
等
し
い
根
拠
が
あ
た
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
重
要
な
こ

と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
十
地
経
に
於
て
は
「
捨
（
酎
攪
四
）
」

が
成
立
す
る
基
盤
と
も
な
っ
て
い
る
。
衆
生
は
三
界
を
超
え
た
世

界
に
目
覚
め
て
は
じ
め
て
、
所
有
す
る
必
要
の
な
い
も
の
を
ど
う

し
て
も
所
有
す
べ
き
も
の
と
し
て
執
着
し
て
い
た
自
ら
の
姿
に
気

づ
く
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
経
典
が
語
る

よ
う
に
「
財
物
・
穀
物
・
家
屋
・
或
は
黄
金
・
飾
物
・
乗
物
・
別

荘
・
或
は
国
家
・
都
市
。
家
族
・
自
己
の
身
体
等
」
が
魔
の
如
く

十
重
廿
重
と
な
っ
て
衆
生
に
迫
り
、
そ
の
た
め
に
衆
生
は
右
往
左

往
し
、
自
由
を
失
い
、
徒
労
の
果
て
に
死
を
待
つ
外
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
執
着
し
、
渇
愛
し
て
い
く
衆
生
が
、
三
界
を
超

え
た
世
界
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
の
側
か
ら
は
絶
対
に

お
こ
り
よ
う
の
な
い
「
捨
」
の
方
向
を
と
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
ま
た
本
来
、
自
由
平
等
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
如
実
に

語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
同
じ
自
由
・
平
等
を
「
大
品
般
若

経
」
で
は
次
の
様
に
語
っ
て
い
る
。

須
菩
提
、
菩
薩
摩
訶
薩
応
し
生
二
如
レ
是
心
、
我
当
下
代
二
十
方

一
切
衆
生
、
若
地
獄
衆
生
、
若
蓄
生
衆
生
若
餓
鬼
衆
生
一
受
噸

苦
痛
上
。
（
金
剛
品
第
十
三
、
大
正
蔵
経
８
巻
三
一
西
Ｃ
）

だ
か
ら
、
三
界
を
超
え
る
、
つ
ま
り
、
如
来
の
発
見
・
回
復
と
い

う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
大
乗
の
教
学
は
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
今
は
そ
の
庁
で
は
な
い
。
世
親
の
釈
に
も
ど
ろ
う
。

戯
論
を
超
え
、
知
覚
を
超
え
寂
滅
で
あ
る
如
来
に
意
向
（
鄙
騨
冒
）

と
か
深
心
（
昌
曰
鼠
曾
冨
）
と
か
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、

で
は
何
故
に
経
文
に
「
意
向
と
深
心
に
支
え
ら
れ
」
と
言
わ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
先
に
も
述
《
へ
た
如
く
、
衆
生
が
利
益
を

受
け
た
、
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
言
わ
れ
た
に
相
違
い
な
い
。
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こ
れ
に
対
す
る
世
親
の
註
は
「
彼
の
時
、
空
に
あ
る
限
り
、
衆
生

利
益
に
向
う
こ
と
に
よ
っ
て
増
上
す
る
故
に
、
大
い
な
る
支
え
で

あ
る
」
と
あ
る
。
如
来
は
ど
こ
ま
で
も
、
「
衆
生
利
益
」
を
捨
て

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
こ
と
に
驚
嘆
す
今
へ
き
こ
と
で
あ

マ
（
》
Ｏ

発
心
・
菩
提
心
と
言
っ
て
も
決
し
て
不
明
瞭
な
心
で
は
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、

ま
た
、
人
間
が
理
想
と
す
べ
き
心
で
も
な
い
。
佛
よ
り
た
ま
わ
っ

、
、

た
心
で
あ
る
。
そ
の
た
ま
わ
っ
た
心
は
、
「
衆
生
利
益
」
を
な
す

こ
と
を
本
質
と
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
菩
提
心
は
衆
生
利
益

の
「
意
向
と
深
心
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

次
の
「
如
来
の
無
量
力
を
具
す
る
」
に
対
し
て
世
親
は
「
如
来

の
無
量
力
を
結
果
と
し
て
摂
す
る
」
と
釈
す
る
。

次
に
経
文
に
「
衆
生
力
と
覚
力
言
○
目
巨
‐
冨
冨
）
と
の
区
別
が

よ
く
考
察
さ
れ
て
お
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
世
親
の
釈

は
「
上
妙
な
信
と
深
智
に
よ
っ
て
所
対
治
に
勝
る
」
と
い
わ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
衆
生
の
混
乱
は
衆
生
自
身
の
力
の
限
界

に
対
す
る
無
知
に
よ
る
か
ら
、
衆
生
の
対
治
は
衆
生
の
力
の
限
界

を
正
し
く
知
ら
せ
る
超
越
的
な
智
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う

意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
釈
の
中
に
、
「
上
妙
」
と
か
「
深
」
と
か

言
わ
れ
る
の
は
「
衆
生
力
（
の
ｐ
茸
ぐ
甲
冨
医
）
」
を
超
え
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

次
の
「
不
壊
智
が
現
前
し
」
と
い
う
文
に
対
す
る
世
親
の
釈
は

欠
け
て
い
る
。
し
か
し
「
不
壊
（
閉
色
目
ウ
巨
口
ロ
Ｐ
）
」
と
い
う
語
は

「
菩
薩
の
こ
の
願
は
云
々
」
よ
り
は
じ
ま
る
本
分
に
も
あ
る
。
も

し
、
そ
の
本
分
に
言
わ
れ
て
い
る
ご
と
き
意
味
で
あ
れ
ば
、
こ
の

場
合
の
「
不
壊
智
」
は
真
実
を
知
る
故
に
「
不
壊
」
で
あ
る
、
と

い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
の
「
自
然
智
（
の
ぐ
畠
四
日
目
且
副
）
に
従
い
」
と
は
世
親
に

よ
れ
ば
「
自
ら
に
よ
る
正
覚
に
相
応
し
て
い
く
」
と
註
釈
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
問
題
が
真
に
答
え
ら
れ
る
の
は
正
覚
に
よ
る
、
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
も
佛
に
随
順
す
る
、
と

い
う
意
味
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
次
に
く
る
。
切
の

佛
法
の
慧
と
智
の
教
え
を
受
け
」
と
い
う
経
文
が
理
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
す
る
世
親
の
釈
は
「
殊
勝
な
教
え
を
受
け

る
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
句
の
註
釈
か
ら
次
の
こ
と
が
語

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
如
何
な
る
苦
悩
の
現
実
で
あ
れ
、
そ
れ
を

佛
法
の
課
題
と
し
て
受
け
て
い
く
態
度
と
、
そ
の
問
題
の
解
決
は
、

、
、
℃

佛
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
現
実
の

中
に
佛
法
を
見
い
出
す
こ
と
こ
そ
が
解
決
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

残
る
経
文
は
既
に
述
等
へ
た
本
分
中
の
「
法
界
の
如
く
広
大
で
あ

『ーF
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り
云
々
」
に
相
当
す
る
。
こ
の
悩
用
句
は
本
経
中
の
「
十
大
願
」

を
語
る
と
こ
ろ
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
語
が
端
的
に
本

願
を
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
発
心
の
一
念
の
う
ち
に
、

一
切
衆
生
の
浬
藥
す
る
こ
と
ｌ
た
と
え
、
そ
れ
が
億
劫
を
数
え

よ
う
と
も
Ｉ
誓
願
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

デ
（
》
０

以
上
、
発
心
の
心
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
見
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
世
親
が
註
釈
し
て
い
る
よ
う
に
「
大
悲
心
」
の
表

現
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
衆
生
を
問
題
に
し
＄

衆
生
の
救
済
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ

う
に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
徹
頭
徹
尾
、
佛
よ
り
た
ま
わ
る
心

で
あ
っ
て
、
衆
生
の
思
念
の
い
さ
さ
か
も
混
入
し
て
い
な
い
心
で

あ
る
こ
と
も
明
瞭
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
で
次
に
、
衆
生
が
そ
の
よ
う
な
心
を
た
ま
わ
る
と
如
何
な

る
こ
と
に
な
る
の
か
！
を
経
典
に
し
た
が
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

経
典
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

か
く
の
如
き
心
が
生
じ
、
生
ず
る
や
否
や
、
菩
薩
は
凡
夫
地

を
超
え
た
者
と
な
る
。
菩
薩
の
決
定
位
に
入
り
、
如
来
の
家

に
生
れ
、
す
、
へ
て
の
種
性
の
言
葉
に
各
な
く
、
一
切
世
間
の

五

道
を
超
え
て
出
世
問
の
道
に
入
り
、
菩
薩
の
法
性
に
住
し
、

菩
薩
の
住
に
安
住
し
、
三
世
の
平
等
性
を
正
し
く
了
解
し
、

如
来
の
種
性
と
し
て
決
定
し
、
正
覚
に
向
う

こ
の
経
文
に
対
し
て
世
親
は
人
間
の
誕
生
、
そ
の
生
ま
れ
た
場

所
、
状
態
、
生
活
態
度
な
ど
と
対
比
し
つ
つ
註
釈
す
る
。
い
ま
紙

数
の
都
合
上
一
々
枚
挙
出
来
な
い
が
、
要
は
、
「
凡
夫
の
生
と
菩

薩
の
生
」
の
相
違
不
同
を
明
ら
か
に
せ
ん
た
め
に
、
対
比
を
も
っ

て
註
釈
す
る
の
で
あ
る
。
二
、
三
意
訳
し
て
あ
げ
て
お
こ
う
。

「
菩
薩
の
決
定
位
に
入
る
」
の
は
「
胎
内
に
入
る
如
き
」
も
の

で
あ
り
、
菩
薩
が
「
如
来
の
家
に
生
ま
れ
る
」
の
は
人
間
が
「
某

家
に
生
ま
れ
る
如
き
」
も
の
で
あ
り
、
「
菩
薩
が
法
性
に
住
す
る
」

と
は
、
誕
生
し
た
も
の
が
身
体
を
も
っ
て
住
す
る
よ
う
に
、
菩
薩

も
慈
悲
と
い
う
身
体
（
法
性
）
を
も
っ
て
住
す
る
、
と
。
す
べ
て

こ
の
よ
う
な
形
で
註
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
凡
夫
と
菩
薩
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
暖
昧
さ
か
ら
く
る
混
同
は
許
さ
れ
な
い
。
両
者
の
間
に
は

存
在
論
的
差
異
と
も
言
う
雫
へ
き
距
り
が
枕
た
わ
っ
て
い
る
。
だ
か

ら
、
人
間
の
在
り
方
を
ど
れ
ほ
ど
延
長
し
て
も
そ
の
距
り
は
超
え

ら
れ
な
い
。
何
故
超
え
ら
れ
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
人
間
に

超
え
る
べ
き
因
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
超
え

る
者
と
な
る
」
と
経
典
に
あ
る
。
何
故
に
か
。
そ
の
理
由
も
同
じ
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く
人
間
に
超
え
る
ゞ
へ
き
因
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
転
依
と
か
即
と

か
が
問
題
に
な
る
所
以
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
超
え
る
者
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
証
明
は
何
に

、
℃

よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
か
、
何
ら
の
証
し
も
な
け
れ
ば
「
超
え
る
」

と
い
う
こ
と
も
何
の
意
味
も
も
た
な
い
こ
と
に
な
り
、
観
念
的
な

遊
び
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
は
そ
の
証
し
と
は
何
か
↑
そ
れ
を
経

典
は
「
歓
喜
（
胃
四
目
且
詳
色
）
」
と
語
る
の
で
あ
ろ
う
。
身
心
に
満

ち
る
歓
喜
で
あ
る
。
生
老
死
に
ま
つ
わ
る
愁
・
苦
・
憂
・
悩
を
不

本
意
な
が
ら
背
負
う
人
間
存
在
の
上
に
、
歓
喜
心
が
成
就
す
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
大
変
希
有
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
佛
智

を
た
ま
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
的
に
自
我
を
捉
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
、
外
的
に
我
所
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
捉
え
ら

れ
て
、
身
心
と
も
に
苦
悩
す
る
衆
生
の
上
に
「
多
歓
喜
」
が
あ
る
、

と
経
典
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

十
地
経
に
於
て
、
衆
生
が
は
じ
め
て
佛
法
に
目
覚
め
た
位
を

「
歓
喜
地
」
と
言
う
こ
と
は
周
舛
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
歓
喜
地
」

と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
佛
法
と
人
間
の
触
れ
合
い
が
ま
こ
と

に
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
我
れ
、
我
が
も
の

と
い
う
在
り
方
に
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
衆
生
が
そ
れ
を
超
え

た
世
界
に
目
覚
め
、
そ
の
目
覚
め
の
上
に
歓
喜
が
語
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
。
へ
て
は
発
心
す
な
わ
ち
佛
よ
り
あ
た
え
ら

れ
た
心
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
発
心
ｂ
あ
た

え
ら
れ
た
心
が
、
自
ら
及
び
そ
の
環
境
を
問
題
と
し
批
判
し
て
く

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
佛
法
の
歩
み
が
あ
る
。
こ
の
歩
み
が
初
地

に
於
て
「
十
大
願
」
と
い
う
形
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
す
ゃ
へ
て
は
、
佛
よ
り
た
ま
わ
っ
た
心

の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
私
な
り
に
考
え
て

⑦
⑧

見
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
十
浄
地
法
・
捨
・
本
願
・
六
相

な
ど
考
え
る
、
へ
き
こ
と
は
多
く
あ
る
の
だ
が
、
私
は
こ
の
拙
稿
で

佛
道
の
因
・
果
と
も
に
佛
に
よ
る
こ
と
を
特
に
明
ら
か
に
し
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。

①
初
八
分
、
と
は
初
地
の
経
文
に
対
し
て
八
つ
の
科
門
を
置
く
の
で

あ
る
、
そ
れ
を
あ
げ
れ
ば
、
一
、
序
分
、
二
、
三
昧
分
、
三
、
加
分

四
、
起
分
、
五
、
本
分
、
六
、
請
分
、
七
、
説
分
、
八
、
校
量
勝
分

で
あ
る
、
簡
単
に
言
え
ば
、
ｅ
ｌ
因
ま
で
が
序
章
で
あ
り
、
⑥
ｌ
⑧

が
第
一
地
の
本
題
に
な
っ
て
い
る
。

②
十
の
所
対
治
は
菩
薩
十
地
に
於
て
各
を
障
り
と
な
る
本
質
的
な
も

の
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
世
親
の
註
に
よ
れ
ば
内
容
は
次
の
通

り
で
あ
る
。
①
凡
夫
性
、
②
諸
有
の
衆
生
の
身
等
に
よ
る
邪
行
、
③

間
・
思
・
修
の
諸
法
に
お
い
て
闇
の
理
を
有
す
る
こ
と
、
④
有
身
見

等
に
よ
っ
て
生
ず
る
倶
生
の
煩
悩
が
微
細
で
あ
る
、
⑤
小
乗
に
よ
っ

て
浬
梁
す
る
こ
と
、
⑥
相
を
粗
に
生
ず
る
こ
と
、
⑦
相
を
細
に
生
起

す
る
こ
と
、
③
無
相
に
於
て
行
が
あ
る
こ
と
、
⑨
有
情
の
利
益
を
行

じ
な
い
こ
と
、
⑩
諸
法
に
於
て
自
在
を
得
な
い
こ
と
。

P 庁

、／



③
中
論
二
十
二
章
第
一
偶

④
中
論
二
十
二
章
第
十
七
偶

⑤
中
論
二
十
二
章
第
十
八
偶

⑥
中
論
二
十
五
章
第
二
十
四
偶

⑦
佛
法
へ
の
①
信
か
ら
は
じ
ま
っ
て
②
悲
・
③
慈

倦
。
⑥
論
智
．
⑦
世
間
智
．
③
蜥
槐
．
⑨
堅
持
力

へ
と
展
開
す
る
発
心
の
動
き
で
あ
る
。

④
捨
・
⑤
無
疲

⑩
如
来
の
恭
敬

③
華
厳
教
学
の
六
相
円
融
の
基
礎
と
も
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

世
親
は
経
文
を
註
釈
す
る
の
に
と
っ
た
方
法
で
、
六
種
を
記
す
れ
ば
、

①
総
相
（
自
彊
）
．
②
別
相
（
匡
冨
‐
自
彊
）
。
③
同
相
（
閨
‐
冨
冨
ｇ
い
）
。

④
異
相
（
昌
農
潤
一
届
）
．
⑤
成
相
（
出
目
昇
、
閏
冨
）
．
⑥
壊
相
（
風
ぐ
自
国
）

で
あ
る
。
尚
、
こ
の
六
種
相
の
出
典
は
十
地
経
・
初
地
十
大
願
中
の

第
四
大
願
に
あ
る
。
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