
お
よ
そ
佛
教
が
説
く
と
こ
ろ
の
真
理
は
、
真
空
妙
有
に
尽
き
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
真
空
妙
有
と
い
う
語
は
＄
お
そ
ら
く
イ
ン
ド

の
佛
教
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
梵
語
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
シ
ナ
の
註
釈
家
が
、
佛
教
の

教
理
を
理
解
す
る
に
つ
い
て
、
創
り
出
し
た
言
葉
の
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
般
若
心
経
の
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
を
解
釈
す
る
に
あ

た
っ
て
、
「
色
即
是
空
」
は
真
空
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
「
空
即
是
色
」
は
妙
有
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
こ
｝
」
に
併
せ
て
真
空
妙
有
が
説

か
れ
て
い
る
、
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
真
空
妙
有
」
と
い
う
表
現
は
、
イ
ン
ド
の
佛
教
を
受
け
つ
い
だ
シ

ナ
の
佛
教
徒
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
佛
教
の
心
髄
と
い
う
か
基
本
と
い
う
か
、
と
に
か
く
佛

教
の
骨
組
み
、
綱
格
が
こ
れ
ほ
ど
巧
み
に
示
さ
れ
て
い
る
例
は
め
ず
ら
し
い
。

さ
て
「
真
空
妙
有
」
と
は
「
真
空
即
妙
有
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
真
空
が
真
空
の
ま
ま
に
妙
有
で
あ
り
、
妙
有
が
妙
有
の
ま
ま
に

真
空
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
代
的
に
表
現
す
れ
ば
、
「
絶
対
の
否
定
は
そ
の
ま
ま
絶
対
の
肯
定
で
あ
る
」
と
い
う
こ

佛
教
に
お
け
る
有
形

な
る
も
の
と
無
形
な
る
も
の
（
上
）

一
否
定
、
即
、
肯
定
の
宗
教

ｌ
佛
教
学
と
真
宗
学
と
の
接
点
Ｉ

舟
橋
一

故
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と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
相
対
的
立
場
す
な
わ
ち
世
間
の
常
識
の
立
場
で
は
、
否
定
は
否
定
で
あ
っ
て
肯
定
で
は
な
く
、
肯
定
は
肯
定
で
あ

っ
て
否
定
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
絶
対
の
立
場
す
な
わ
ち
佛
法
の
世
界
で
は
、
否
定
が
そ
の
ま
ま
肯
定
で
あ
り
、
肯
定
が
そ
の
ま
ま
否
定

と
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
「
真
空
妙
有
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
点
か
ら
佛
教
の
教
義
を
整
理
し
て
い
く
と
、
複
雑
を
極

め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
佛
教
の
教
理
が
、
す
、
へ
て
「
真
空
妙
有
」
を
説
く
も
の
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
こ
で

は
ま
ず
、
佛
教
に
お
け
る
有
形
的
表
現
と
無
形
的
表
現
の
問
題
を
「
真
空
妙
有
」
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
。

真
空
と
は
絶
対
的
立
場
か
ら
も
の
を
否
定
し
、
妙
有
と
は
絶
対
的
立
場
か
ら
も
の
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
否
定
し

肯
定
せ
ら
れ
る
も
の
は
「
形
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
無
形
即
有
形
と
い
う
こ
と
が
「
真
空
妙
有
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
を
佛
教
教
理
の
表
現
の
形
式
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
き
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
佛
身
・
佛
土
に
関
す
る
表
現
の
仕
方

に
、
無
形
的
表
現
と
有
形
的
表
現
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
真
宗
学
に
お
け
る
信
と
行
、
す
な
わ
ち
信
心
と
称
名
念
佛
と

の
間
に
も
、
そ
う
い
う
関
係
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
佛
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
般
的
に
は
法
身
は
無
形
で
あ
り
、
応
身
。
化
身
は
有
形
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
報
身
は
歴
史
的

な
佛
で
は
な
い
が
、
無
形
・
有
形
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
や
は
り
有
形
的
な
佛
と
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
法
身
は
理
佛
と
も
い
わ
れ
、

佛
教
の
真
理
や
功
徳
そ
の
も
の
に
、
佛
と
し
て
の
性
格
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
こ
れ
を
法
身
佛
と
い
う
。
応
身
や
化
身
は
現
実
に
こ
の
世

に
姿
を
あ
ら
わ
さ
れ
た
佛
で
あ
っ
て
、
釈
尊
は
そ
う
い
う
応
身
佛
の
一
人
で
あ
り
、
人
間
以
外
の
有
情
の
形
を
も
っ
て
こ
の
世
に
あ
ら
わ

れ
給
う
た
佛
を
、
化
身
佛
と
い
う
。
だ
か
ら
法
身
は
無
色
・
無
形
で
あ
っ
て
、
形
を
も
っ
て
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
佛
で
あ
る
。
真
宗
で

法
性
法
身
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
親
瀞
が
自
然
法
爾
章
に
お
い
て
「
無
上
佛
と
申
す
は
形
も
な
く
ま
し
ま
す
。
形
も
ま
し

ま
さ
ぬ
故
に
自
然
と
は
申
す
な
り
。
形
ま
し
ま
す
と
示
す
と
き
は
無
上
浬
藥
と
は
申
さ
ず
。
形
も
ま
し
ま
さ
狙
よ
う
を
し
ら
せ
ん
と
て
、

二
法
性
法
身
と
方
便
法
身

２



ま
た
一
念
多
念
証
文
（
親
鴬
）
に
「
こ
の
一
如
宝
海
〔
そ
れ
は
無
上
大
混
築
で
あ
り
、
法
性
で
あ
る
〕
よ
り
形
を
あ
ら
わ
し
て
、
法
蔵
菩
薩
と

な
の
り
給
い
て
、
無
碍
の
誉
を
起
し
給
う
を
た
れ
と
し
て
、
阿
弥
陀
佛
と
な
り
給
う
が
故
に
報
身
如
来
と
申
す
な
り
。
こ
れ
を
尽
十
方
無

碍
光
佛
と
な
づ
け
奉
る
な
り
。
こ
の
如
来
を
南
無
不
可
思
議
光
佛
と
も
申
す
な
り
。
こ
の
如
来
を
方
便
法
身
と
申
す
な
り
。
方
便
と
申
す

は
形
を
あ
ら
わ
し
、
御
名
を
示
し
て
、
衆
生
に
知
ら
し
め
給
う
を
申
す
な
り
。
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
佛
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
一
如
宝
海
の

法
性
法
身
か
ら
尽
十
方
無
碍
光
の
方
便
法
身
を
生
ず
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
唯
信
紗
文
意
（
親
禰
）
に
は
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と

「
し
か
れ
ば
佛
に
つ
い
て
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
に
は
法
性
法
身
と
申
す
。
二
に
は
方
便
法
身
と
申
す
。
法
性
法
身
と
申
す
は
色
も

な
し
。
形
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
心
も
及
ば
ず
、
言
葉
も
た
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
形
を
あ
ら
わ
し
て
方
便
法
身
と
申
す
。
そ
の

御
す
が
た
に
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
給
い
て
、
不
可
思
議
の
四
十
八
の
大
誓
願
を
起
し
あ
ら
わ
し
給
う
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て

見
る
な
ら
ば
、
親
鶯
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
佛
と
い
う
佛
は
、
法
性
法
身
と
方
便
法
身
と
の
二
種
の
法
身
を
も
っ
て
示
さ
れ
、
そ
の
中
で

法
性
法
身
は
一
般
佛
教
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
法
身
で
あ
る
が
、
方
便
法
身
は
報
身
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
真
宗
で
考
え

ら
れ
て
い
る
報
身
は
、
形
の
あ
る
佛
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
報
身
佛
は
応
身
佛
の
よ
う
に
現
実
の
世
界
に
あ
ら
わ
れ
給

う
た
歴
史
上
の
佛
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
二
種
の
法
身
は
、
一
般
佛
教
学
の
立
場
で
い
え
ば
、
法
身
と
報
身
と
に
当
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
二
種
法
身
の
説
は
も

と
曇
憾
の
論
註
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
論
註
で
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
諸
の
佛
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
あ
り
。
一
に
は
法
性
法
身
、
二
に
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
に
由
り
て
法
性
法
身
を
出
す
。
こ
の
二
の
法
身
は
異
に
し
て
分
つ
ゞ
へ
か
ら
ず
。
一
に
し
て
同
ず
等
へ
か
ら
ず
。
こ
の
故
に
広

か

略
相
入
し
て
統
ぬ
る
に
〔
一
法
句
と
い
う
と
き
の
〕
〃
法
″
の
名
を
も
っ
て
す
。
」

初
め
て
弥
陀
佛
と
ぞ
串

身
を
い
う
の
で
あ
る
。

こ
ぞ
聞
き
な
ら
い
て
候
。
弥
陀
佛
は
自
然
の
よ
う
を
知
ら
せ
ん
料
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
示
さ
れ
て
あ
る
の
は
、
法
性
法

３



曇
欝
は
論
註
に
お
い
て
、
さ
き
の
引
文
に
つ
づ
く
文
章
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
法
身
は
無
相
な
り
。
無
相
の
故
に
能
く

相
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
こ
の
故
に
相
好
荘
厳
即
ち
法
身
な
り
」
と
。
こ
こ
で
法
身
と
い
う
の
は
法
性
法
身
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
法

性
法
身
は
無
相
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
る
に
無
相
な
れ
ば
こ
そ
能
く
相
な
ら
ざ
る
こ
と
な
く
し
て
、
三
十
二
相
・
八
十
随
形
好
と
し
て
も

顕
わ
さ
れ
、
ま
た
二
十
九
種
の
荘
厳
と
し
て
も
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
「
無
相
」
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
単

に
「
相
が
無
い
」
と
い
う
否
定
的
な
意
味
を
持
つ
だ
け
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
空
女
寂
女
に
し
て
何
も
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
い
か
な
る
相
と
し
て
も
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
し
か
も
い
か
な
る
相
と
し
て

も
顕
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
↑
そ
う
い
う
可
能
性
を
内
に
包
ん
だ
よ
う
な
「
無
相
」
が
、
こ
こ
に
い
う
「
無
相
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
「
広
」
と
あ
る
の
は
一
般
に
は
浄
土
論
に
説
か
れ
て
い
る
浄
土
の
二
十
九
種
の
荘
厳
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
別
し
て
方
便

法
身
を
指
す
。
「
略
」
と
あ
る
の
は
法
性
法
身
で
あ
る
。
法
性
法
身
と
は
、
法
性
即
法
身
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
法
性
の
そ
の
ま
ま
が
法

身
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
無
色
・
無
形
で
、
言
亡
慮
絶
の
一
如
法
界
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
無
形
の
佛
が
有
形
の
方
便
法
身
と
不

一
不
異
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
曇
鴬
に
お
け
る
中
観
思
想
の
片
鱗
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、

無
自
性
空
の
立
場
に
立
つ
と
き
は
、
す
、
へ
て
の
も
の
が
無
自
性
の
ま
ま
に
、
世
俗
的
有
と
し
て
現
実
の
世
界
に
生
か
さ
れ
て
い
く
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
わ
た
く
し
は
法
性
法
身
と
方
便
法
身
と
の
関
係
を
、
真
空
妙
有
と
い
う
こ
と
で
理
解
し
た
い
と

思
う
の
で
あ
る
。
真
空
を
通
し
て
の
妙
有
の
世
界
は
、
否
定
即
肯
定
の
世
界
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
「
形
を
否
定
す
る
こ
と
が
そ
の
ま

ま
形
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
理
解
す
る
と
き
、
そ
れ
は
「
法
性
法
身
、
即
、
方
便
法
身
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

こ
と
に
相
対
的
立
場
＄
常
識
的
な
知
識
の
世
界
で
は
、
無
形
な
る
佛
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
＄
有
形
な
る
佛
は
真
実
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
反
対
に
、
有
形
な
る
佛
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
無
形
な
る
佛
は
真
実
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
絶
対
的
立
場
、
宗
教
的
な
智
慧
の
世
界
で
は
、
両
方
と
も
真
実
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
こ
と
を
示
す

の
が
真
空
妙
有
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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そ
の
こ
と
は
ち
ょ
う
ど
、
捨
受
に
対
す
る
行
捨
の
考
え
方
と
似
た
点
が
あ
る
。
「
捨
受
」
と
い
う
と
き
の
「
捨
」
は
受
と
し
て
の
捨
で
、

消
極
的
否
定
的
な
意
味
に
お
け
る
捨
で
あ
る
。
苦
で
も
楽
で
も
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
無
関
心
な
心
の
状
態
が
捨
受
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
を
「
捨
」
と
訳
し
た
の
も
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
意
味
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
同
じ
戸
も
①
肩
口
と
い
う
字

を
使
い
な
が
ら
、
一
つ
の
独
立
の
心
所
と
し
て
捨
を
立
て
る
と
き
は
、
こ
れ
を
行
捨
〔
行
と
し
て
の
捨
〕
と
い
っ
て
、
捨
受
〔
受
と
し
て
の
拾
〕

と
区
別
す
る
。
こ
の
と
き
の
捨
は
、
無
関
心
な
心
の
状
態
と
い
う
よ
う
な
、
消
極
的
否
定
的
な
意
味
か
ら
転
じ
て
、
積
極
的
肯
定
的
な
捨
、

す
な
わ
ち
は
り
つ
め
た
心
の
状
態
で
、
し
か
ｆ
〃
ど
ち
ら
へ
も
心
が
偏
っ
て
い
な
い
状
態
を
さ
し
て
「
捨
」
と
い
う
。
例
え
ば
、
第
四
禅
の

特
色
は
捨
念
清
浄
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
う
と
き
の
「
捨
」
は
「
行
捨
」
で
あ
っ
て
、
「
捨
受
」
で
は
な
い
、

と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
捨
受
の
他
に
行
捨
を
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
佛
教
の
教
理
の
展
開
に
と
も
な
っ
て
、

本
来
は
消
極
的
否
定
的
な
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
「
捨
」
に
つ
い
て
、
次
第
に
そ
こ
に
積
極
的
肯
定
的
な
意
味
を
も
認
め
ざ
る
を

得
な
い
よ
う
に
な
っ
て
、
遂
に
そ
う
い
う
積
極
的
肯
定
的
な
意
味
に
お
け
る
捨
を
、
「
行
捨
」
と
し
て
別
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
本
来
は
消
極
的
否
定
的
な
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
「
空
」
に
つ
い
て
、
次
第
に
そ
こ
に
積
極
的
肯
定

的
な
意
味
を
も
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
、
遂
に
妙
有
と
一
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
空
」
を
、
「
真
空
」
と
し
て
示
す
こ
と
に
な
っ
た
の
と
５

「
真
空
」
と
い
い
、
「
無
自
性
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
、
そ
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
曇
儲
は
そ
う
い
う
点
で
、
「
真
空
」

の
意
味
を
正
確
に
把
握
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
で
こ
そ
浄
土
の
二
十
九
種
の
荘
厳
〔
そ
の
中
で
十
七
種
の
荘
厳
は
佛
土
の
功
徳
成
就

で
、
｝
」
れ
は
器
世
間
清
浄
で
あ
り
、
八
種
の
荘
厳
は
佛
の
功
徳
成
就
、
四
種
の
荘
厳
は
菩
薩
の
功
徳
成
就
で
、
こ
れ
ら
二
つ
は
衆
生
世
間
清
浄
で
あ
る
、

と
せ
ら
れ
て
い
る
〕
が
、
一
法
句
に
入
る
、
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
法
句
は
真
如
法
性
で
あ
り
、
法
性
法
身
で
あ
っ
て
、
無
形
な

る
が
故
に
形
あ
る
も
の
と
し
て
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
い
か
な
る
有
形
な
る
も
の
と
し
て
も
顕
わ
れ
得
る
可
能
性

を
内
に
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
充
実
し
た
内
容
を
も
っ
て
い
て
、
積
極
的
な
意
味
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
空
が
「
真
空
」

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



さ
て
佛
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
親
鴬
と
蓮
如
と
の
間
に
Ⅲ
そ
の
表
現
の
方
法
の
上
に
お
い
て
、
無
形

的
表
現
と
有
形
的
表
現
と
の
差
異
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
㈲
親
鶯
に
あ
っ
て
は
比
較
的
に
無
形
的
表
現
が
多

い
の
に
対
し
て
、
蓮
如
に
あ
っ
て
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
有
形
的
表
現
が
多
い
。
例
え
ば
前
に
引
用
し
た
「
無
上
佛
と
申
す
は
形
も
な
く

ま
し
ま
す
」
と
か
、
「
法
性
法
身
と
申
す
は
色
も
な
し
、
形
も
ま
し
ま
さ
ず
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
多
分
蓮
如
に
は
見
当
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
佛
を
法
性
法
身
と
し
て
示
す
と
い
う
こ
と
は
、
蓮
如
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
親
鶯
に
あ
っ
て
は
、
佛
を
方
便
法
身
と

し
て
示
す
と
き
に
も
、
余
り
有
形
的
な
表
現
は
好
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
前
に
引
用
し
た
例
で
い
え
ば
、
「
こ
の
一
如
宝

、
、

海
よ
り
形
を
表
わ
し
て
、
法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
給
い
て
、
無
碍
の
誓
を
起
し
給
う
を
た
れ
と
し
て
、
阿
弥
陀
佛
と
な
り
給
う
が
故
に
、
報

身
如
来
と
申
す
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
と
ら
れ
る
の
が
関
の
山
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
も
具
体
的
な
有
形
的
な
表
現
は
、
親
鴬
に

お
い
て
は
多
分
見
つ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
教
行
信
証
の
真
佛
土
巻
の
巻
頭
に
は
「
謹
ん
で
真
仏
土
を
按
ず
れ
ば
、
佛
は
則
ち
是
れ
不
可

思
議
光
如
来
、
土
も
亦
是
れ
無
量
光
明
士
な
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
不
可
思
議
光
如
来
と
し
て
示
さ
れ
て
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る

表
現
の
仕
方
が
、
お
そ
ら
く
親
憾
と
し
て
は
本
格
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
不
可
思
議
光
如
来
は
方
便
法
身
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
前

に
引
用
し
た
文
に
「
こ
れ
〔
前
述
の
報
身
如
来
〕
を
尽
十
方
無
碍
光
佛
と
名
づ
け
奉
る
な
り
。
こ
の
如
来
を
南
無
不
可
思
議
光
佛
と
も
申
す

な
り
。
こ
の
如
来
を
方
便
法
身
と
申
す
な
り
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
尽
十
方
無
碍
光
佛
と
不
可
思
議
光
如
来
が
同
じ
佛
を
示
し

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
親
鴬
は
、
佛
を
方
便
法
身
と
し
て
示
さ
れ
る
場
合
に
も
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
多
く

軌
を
一
つ
に
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
故
に
、
「
行
捨
」
の
「
捨
」
が
消
極
的
・
否
定
的
な
捨
で
な
く
し
て
、
積
極
的
・
肯
定
６

的
な
捨
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
真
空
」
と
い
う
と
き
の
「
空
」
も
ま
た
；
「
空
無
の
意
味
の
空
」
「
無
内
容
な
空
」
で
は
な
く
し
て
、

積
極
的
で
肯
定
的
な
面
を
孕
ん
だ
と
こ
ろ
の
空
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

三
親
鶯
と
蓮
如
と
に
お
け
る
表
現
の
相
異



用
い
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
不
可
思
議
光
如
来
が
方
便
法
身
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
南
無
不
可
思
議
光
佛

ま
で
も
方
便
法
身
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
，
注
意
を
要
す
る
。
有
形
的
表
現
と
無
形
的
表
現
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
不
可
思
議

光
如
来
の
方
が
有
形
的
で
、
南
無
不
可
思
議
光
佛
の
方
が
無
形
的
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
述
尋
へ
る
。

こ
の
よ
う
な
親
鴬
の
表
現
と
較
べ
て
み
る
と
、
蓮
如
の
言
葉
の
上
に
は
、
大
変
異
な
っ
た
味
わ
い
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
例
え
ば
御
文
の
中

に
次
の
よ
う
な
言
い
方
が
あ
る
。

「
わ
が
身
は
罪
深
き
あ
さ
ま
し
き
者
な
り
と
思
い
と
り
て
、
か
か
る
機
ま
で
も
助
け
給
え
る
佛
は
阿
弥
陀
如
来
ば
か
り
な
り
と
知
り

て
、
何
の
用
も
な
く
、
ひ
と
す
じ
に
こ
の
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
御
袖
に
、
ひ
し
と
す
が
り
参
ら
す
る
思
い
を
な
し
て
↑
後
生
を
助
け
給

え
と
頼
み
申
せ
ば
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
は
深
く
喜
び
ま
し
ま
し
て
、
そ
の
御
身
よ
り
八
万
四
千
の
大
き
な
る
光
明
を
放
ち
て
、
そ
の

光
明
の
中
に
そ
の
人
を
お
さ
め
入
れ
て
お
き
給
う
な
り
。
」
（
二
・
二
一
、
五
・
一
二
）

「
こ
の
故
に
阿
弥
陀
如
来
の
仰
せ
ら
れ
け
る
よ
う
は
、
末
代
の
凡
夫
罪
業
の
わ
れ
ら
た
ら
ん
者
、
罪
は
い
か
ほ
ど
深
く
と
も
、
わ
れ

を
一
心
に
頼
ま
ん
衆
生
を
ぱ
必
ず
救
う
、
へ
し
、
と
仰
せ
ら
れ
た
り
。
」
（
四
・
九
）

こ
の
二
つ
の
文
例
を
さ
き
の
親
鴬
の
表
現
と
較
令
へ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
間
に
い
か
に
大
き
な
隔
り
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
雌
か

ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
わ
た
く
し
は
佛
教
の
大
衆
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
思

う
。
無
形
的
表
現
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
‐
哲
学
的
傾
向
を
帯
び
て
く
る
が
、
そ
れ
だ
け
高
踏
的
に
な
っ
て
、
大
衆
か
ら
は
遊
離
す
る
。

逆
に
有
形
的
表
現
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
大
衆
的
な
宗
教
心
を
満
足
さ
せ
る
に
役
立
ち
、
大
衆
に
は
受
け
容
れ
易
く
な
る
が
、
そ
れ
だ

け
狭
雑
性
を
増
し
、
神
秘
的
・
呪
術
的
な
要
素
が
多
く
な
っ
て
来
て
、
迷
信
に
堕
り
易
い
傾
向
が
出
て
来
る
。
し
か
し
宗
教
的
な
温
さ
と

い
う
よ
う
な
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
豊
か
に
な
る
。
無
形
的
な
表
現
で
は
冷
た
い
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
て
、
合
理
的
で
あ
り
、
純
粋
で
は
あ
る

が
温
み
が
な
い
。
こ
こ
に
親
憾
か
ら
蓮
如
へ
と
い
う
、
発
展
の
段
階
が
認
め
ら
れ
る
、
と
思
う
。
親
鴬
の
教
え
が
蓮
如
に
よ
っ
て
本
当
に

大
衆
の
も
の
と
な
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
う
つ
う
。
親
鶯
に
お
け
る
教
え
の
表
現
は
、
純
粋
す
ぎ
る
ほ
ど
純
粋
で
あ
っ
た
。
そ
う
い

７



と
も
あ
れ
、
親
鶯
そ
の
人
の
生
存
中
は
、
お
そ
ら
く
親
憾
と
い
う
生
き
た
人
格
の
上
に
、
人
女
は
宗
教
的
な
具
象
性
を
認
め
て
、
そ
れ

で
満
足
し
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
別
に
佛
を
具
象
化
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
親
瀞
の
滅
後
、
人
女
は
生

き
た
親
鶯
に
代
る
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
何
か
具
象
的
な
帰
依
の
対
象
を
持
っ
て
来
な
い
と
、
心
が
お
ち
つ
け
な
い
よ
う
に
感
じ
た
に
違

い
な
い
。
そ
う
い
う
要
求
が
、
佛
を
だ
ん
だ
ん
具
象
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
釈
尊
の
滅
後

ろ
崖
つ
く

う
点
で
、
神
秘
的
な
要
素
が
全
く
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、
有
形
的
な
る
も
の
具
象
的
な
る
も
の
が
全
く
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も

は
や
宗
教
と
は
言
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
形
の
な
い
真
実
の
道
理
を
形
の
な
い
ま
ま
に
示
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
宗
教
心
の
対
象
と
は

な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
哲
学
と
宗
教
と
の
相
異
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ｂ
迫

親
鴬
に
お
い
て
は
、
有
形
的
具
象
的
表
現
が
、
蓮
如
と
比
較
し
て
稀
薄
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
補
っ
て
、
親
衝
の
宗
教
そ
の
も
の
に
い
わ

、
、
、
、
、

ゅ
る
宗
教
性
〔
こ
の
中
に
は
多
分
に
神
秘
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
〕
を
与
え
た
の
は
、
師
と
し
て
の
「
剃
鴬
そ
の
人
」
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
う
。
生
き
た
人
間
と
し
て
の
親
繊
、
そ
れ
は
最
も
有
形
的
な
も
の
で
あ
り
、
最
も
具
象
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
般
大
衆
は
、
意
識
す
る

と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
具
象
性
の
上
に
、
宗
教
心
の
満
足
を
求
め
、
具
象
的
な
る
も
の
有
形
的
な
る
も
の
に
よ
り
か

か
ろ
う
と
す
る
思
い
を
満
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
場
合
で
す
ら
も
、
親
鶯
と
蓮
如
と
を
較
ゞ
へ
て
み
る
と
、
親
鶯
よ
り
も
蓮
如
の

方
が
、
人
間
と
し
て
神
秘
的
な
影
が
濃
い
よ
う
で
あ
る
。
親
瀞
は
つ
ね
に
、
自
分
の
腹
の
底
の
底
ま
で
す
っ
か
り
披
漉
し
、
洗
い
ざ
ら
い

ぶ
ち
ま
け
て
、
少
し
も
隠
し
だ
て
す
る
よ
う
な
点
が
な
い
。
自
己
の
秘
密
と
い
う
も
の
を
全
く
持
た
な
か
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
愚
禿
悲
歎

述
懐
和
讃
な
ど
を
拝
読
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
し
み
じ
み
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
蓮
如
と
い
う
人
の
周
囲
に
は
、
何
か

わ
け
の
解
ら
ぬ
モ
ャ
モ
ャ
と
し
た
も
の
が
立
ち
こ
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
わ
け
の
解
ら
ぬ
モ
ャ
モ
ャ
」
が
、
或
る
意
味
に

℃
、
、
、
、
℃

お
い
て
い
わ
ゆ
る
宗
教
に
は
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
今
日
、
新
興
宗
教
の
開
柧
と
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
人
の
周
囲
に
は
、
共
通
し
て

こ
の
モ
ャ
モ
ャ
が
あ
る
。
余
り
に
純
粋
す
ぎ
る
親
鴬
の
宗
教
に
は
、
そ
の
よ
う
な
妖
気
や
毒
気
の
し
の
び
込
む
す
き
が
な
か
っ
た
の
で
あ

8



に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
、
佛
身
に
対
す
る
考
察
が
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
釈
尊
の
場
合
に
お
い
て
は
、
生

き
た
釈
尊
に
代
る
も
の
と
し
て
舎
利
の
崇
拝
が
お
こ
り
、
各
地
に
舎
利
供
養
の
塔
が
建
立
せ
ら
れ
た
こ
と
、
な
ど
と
考
え
合
せ
て
み
る
必

要
が
あ
る
。
釈
尊
の
宗
教
も
、
純
粋
と
い
う
点
で
は
、
純
粋
す
ぎ
る
ほ
ど
純
粋
で
あ
っ
た
。
有
形
的
・
具
象
的
な
も
の
を
も
っ
て
教
え
を

表
現
す
る
と
い
う
こ
と
が
殆
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
始
佛
教
に
は
本
筋
と
し
て
は
神
秘
的
・
呪
術
的
な
要
素
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
・

そ
れ
は
一
つ
に
は
当
時
の
毒
〈
ラ
モ
ン
教
の
神
秘
主
義
、
呪
術
化
の
傾
向
に
対
す
る
反
動
で
も
あ
っ
た
。
人
間
の
理
性
を
宗
教
的
な
ム
ー
ド

で
痂
蝉
さ
せ
よ
う
と
す
る
寺
〈
ラ
モ
ン
密
教
に
対
し
て
、
釈
尊
の
宗
教
は
ど
こ
ま
で
も
如
実
智
見
の
立
場
を
堅
持
し
た
。
眼
を
大
き
く
開
い

て
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
よ
、
と
教
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
教
え
に
お
い
て
は
、
神
秘
的
な
も
の
呪
術
的
な
も
の
の
入
り
込
む
余

地
は
全
く
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
い
う
点
で
は
実
に
純
粋
な
教
え
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
釈
尊
が
亡
く
な
ら
れ
る
と
い
う
と
、
人

点
は
そ
う
い
う
教
え
に
何
か
空
莫
た
る
も
の
を
感
じ
て
、
何
か
に
し
が
み
つ
き
た
い
よ
う
な
衝
動
に
か
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
で
は

余
り
に
頼
り
な
さ
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
釈
尊
の
御
在
世
中
は
釈
尊
と
い
う
生
き
た
人
格
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
う
い
う
頼
り
な
さ
は
問
題
と

は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
釈
尊
が
亡
く
な
ら
れ
る
と
、
何
か
釈
尊
に
代
っ
て
、
そ
の
頼
り
な
さ
を
支
え
て
く
れ
る
も
の
が

必
要
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
舎
利
崇
拝
の
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
塔
の
建
立
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
教
理
の
面

で
は
、
佛
身
に
対
す
る
考
察
が
進
ん
で
、
佛
身
観
の
発
達
を
う
な
が
し
た
の
で
あ
る
。

親
鴬
の
場
合
に
あ
っ
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
あ
れ
だ
け
親
鴬
が
力
を
尽
し
て
開
拓
し
た
関
東
の
教
団
が
、
親
獄
の
滅
後
だ
ん
だ
ん

衰
微
し
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
、
慈
信
房
善
簿
の
異
義
が
相
当
な
勢
い
を
も
っ
て
拡
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
考
え
合

せ
て
み
る
と
、
親
鴬
の
教
え
が
余
り
に
純
粋
す
ぎ
て
、
親
鴬
の
滅
後
は
だ
ん
だ
ん
大
衆
か
ら
遊
離
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

ら
れ
る
。
善
鶯
の
異
義
は
，
多
分
に
密
教
的
な
要
素
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
密
教
は
、
そ
の
教
え
の
説
き
方
の
上
に
有

形
的
表
現
を
と
る
こ
と
に
お
い
て
、
最
も
顕
著
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
神
秘
的
呪
術
性
を
具
え
た
密
教
が
、
一
部
の
親
鶯
教
徒
の

間
に
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
事
実
は
↑
こ
れ
を
親
鴬
の
教
え
の
純
粋
性
に
対
す
る
反
動
と
見
る
の
が
、
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
９



か
。
善
鶯
の
異
義
が
、
念
佛
に
修
験
道
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
覚
如
の
伝
記
で
あ
る
慕
帰
絵
詞
〔
存
覚
の
弟
で
あ

る
従
覚
が
父
覚
如
の
死
ん
だ
そ
の
年
に
書
い
た
〕
や
最
須
敬
重
絵
詞
〔
覚
如
の
弟
子
で
あ
る
乗
専
の
編
〕
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

原
始
佛
教
は
あ
ら
ゆ
る
佛
教
の
中
で
、
無
形
的
表
現
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
密
教
は
反
対
に
有
形
的
表
現
の
代
表
的
な
も
の
で
あ

る
、
と
言
っ
た
。
こ
の
場
合
、
儀
式
作
法
と
か
声
明
勤
行
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
こ
こ
に
合
せ
て
考
え
て
見
て
も
よ
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず

れ
も
宗
教
的
真
実
を
有
形
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
原
始
佛
教
に
お
い
て
は
、
儀
式
も
声
明
も

殆
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
最
初
期
の
佛
教
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
有
り
得
る
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
が
時
代
と
と
も
に

だ
ん
だ
ん
複
雑
に
な
り
、
そ
れ
に
権
威
が
与
え
ら
れ
て
、
遂
に
密
教
に
至
っ
て
そ
の
頂
点
に
達
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
原
始

佛
教
か
ら
密
教
ま
で
の
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
、
あ
ら
ゆ
る
佛
教
が
、
有
形
的
表
現
と
無
形
的
表
現
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
、
そ
れ
ら

の
位
置
ず
け
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
い
わ
ば
一
つ
の
教
相
判
釈
の
現
代
版
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
原
始
佛
教

の
基
本
的
な
教
理
は
、
三
法
印
・
四
法
印
・
四
諦
・
十
二
縁
起
・
八
聖
道
。
五
瀧
・
十
二
処
．
十
八
界
・
三
十
七
道
品
・
五
分
法
身
〔
戒

・
定
・
慧
・
解
脱
・
解
脱
智
見
〕
な
ど
の
項
目
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
有
形
的
・
具
象
的
な
表
現
と
い
う
も
の
は

殆
ど
な
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
形
の
な
い
真
実
の
道
理
を
形
の
な
い
ま
ま
に
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
点
で
、
原
始
佛
教

、
ｂ
Ｅ
、
、
、

、
℃

が
い
わ
ゆ
る
宗
教
〔
現
代
の
宗
教
哲
学
が
対
象
と
す
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
〕
の
わ
く
の
中
に
入
る
か
ど
う
か
は
大
き
な
疑
問
で
あ
る
。

こ
れ
と
正
反
対
の
立
場
に
立
つ
も
の
が
密
教
で
あ
る
。
密
教
で
は
、
教
え
の
説
き
方
が
極
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。
「
象
徴
的
」
と
い
え
ば
、

有
形
な
る
も
の
を
も
っ
て
無
形
な
る
も
の
を
表
現
す
る
、
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
密
教
で
は
そ
の
場
合
、
有
形
な
る
も
の
の
絶

対
性
を
強
調
す
る
余
り
、
有
形
な
る
も
の
が
無
形
な
る
も
の
か
ら
離
れ
て
、
し
ば
し
ば
独
走
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
有
形
な
る

も
の
は
神
秘
化
さ
れ
、
呪
術
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
身
業
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
契
印
、
語
業
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
陀
羅
尼
の
如
き
は
、

対
性
を
強
調
す
る
余
り
、
↑

も
の
は
神
秘
化
さ
れ
、
呪
李

そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。

原
始
佛
教
を
右
翼
と
し
、

密
教
を
左
翼
と
す
る
そ
の
中
間
の
領
域
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
佛
教
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
位
置
ず
け
ら
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れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
え
ば
、
大
体
に
お
い
て
浄
土
教
は
有
形
的
表
現
の
側
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
、
親
鶯
は
無
形
的
表
現
を

好
み
＄
蓮
如
は
有
形
的
表
現
を
多
く
用
い
ら
れ
た
。
法
然
の
説
き
方
は
蓮
如
よ
り
も
更
に
有
形
的
で
あ
り
、
或
る
点
で
は
密
教
的
で
す
ら

あ
る
。
道
元
は
親
鴬
よ
り
も
無
形
的
で
あ
り
〔
今
日
の
曹
洞
宗
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
じ
、
法
然
に
道
元
を
加
え
て
二
で
割
っ
た
よ
う
な
の

が
一
遍
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
雑
把
な
言
い
方
は
甚
だ
学
問
的
で
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
ゞ
へ
て
の
佛
教
の
位
置
ず

け
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
甚
だ
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

味
を
も
っ
て
い
る
か
。
と
く
』

と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

浄
土
真
宗
に
お
け
る
本
尊
は
、
阿
弥
陀
佛
で
あ
る
か
、
南
無
阿
弥
陀
佛
で
あ
る
か
。
阿
弥
陀
佛
が
本
尊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
常
識

的
に
も
理
解
で
き
る
が
、
南
無
阿
弥
陀
佛
が
本
尊
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
佛
の
名
号
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
意

床
を
も
っ
て
い
る
か
。
と
く
に
有
形
的
表
現
と
無
形
的
表
現
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う

前
述
の
如
く
、
親
鴬
の
佛
身
観
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
佛
は
報
身
如
来
で
↑
そ
の
報
身
如
来
を
「
尽
十
方
無
碍
光
佛
」
と
か
、
「
不
可

思
議
光
如
来
」
と
か
、
「
南
無
不
可
思
議
光
佛
」
と
か
い
う
名
を
も
っ
て
示
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
ま
た
方
便
法
身
と
し
て
の
お
姿
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
蓮
如
が
専
ら
南
無
阿
弥
陀
佛
と
い
う
六
字
の
名
号
を
用
い
て
お
い
で
に
な
る
の
に
対
し
て
、

親
鶯
は
六
字
よ
り
も
か
え
っ
て
九
字
〔
南
無
不
可
思
議
光
如
来
〕
・
十
字
〔
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
〕
の
名
号
を
多
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
六
字
の
名
号
も
九
字
・
十
字
の
名
号
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
違
い
の
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ど
う
い
う
わ
け
で

親
鴬
は
六
字
よ
り
も
九
字
・
十
字
を
多
く
用
い
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
や
は
り
親
鴬
の
教
え
に
お
け
る
純
粋
性
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
点

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
親
鶯
の
当
時
念
佛
門
の
人
た
ち
の
間
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
佛
を
神
秘
化
し
て
し
ま
っ
て
、
あ
た
か
も
真
言
密
教
に

お
け
る
陀
羅
尼
の
よ
う
に
心
得
て
、
呪
術
と
し
て
の
南
無
阿
弥
陀
佛
を
唱
道
す
る
者
も
い
た
し
、
ま
た
称
名
念
佛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一

四
本
尊
と
し
て
の
阿
弥
陀
佛
と
南
無
阿
弥
陀
佛
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「
南
無
阿
弥
陀
佛
と
唱
え
て
の
上
に
、
〔
帰
命
尽
十
方
〕
無
碍
光
如
来
を
申
す
は
悪
し
き
こ
と
な
り
と
候
な
る
こ
そ
、
極
ま
れ
る
ひ
が

ご
と
と
聞
え
候
へ
・
帰
命
は
南
無
な
り
。
無
碍
光
佛
は
光
明
な
り
、
智
慧
な
り
。
こ
の
智
慧
は
即
ち
阿
弥
陀
佛
な
り
…
。
：
」

、
、

こ
れ
は
慶
信
房
が
「
念
佛
申
し
候
人
女
の
中
に
、
南
無
阿
弥
陀
佛
と
唱
え
候
ひ
ま
に
は
、
無
碍
光
如
来
と
唱
え
ま
い
ら
せ
候
人
も
候
。

こ
れ
を
間
き
て
或
る
人
の
申
し
候
な
る
、
南
無
阿
弥
陀
佛
と
唱
え
て
の
上
に
、
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
唱
え
ま
い
ら
せ
候
こ
と
は
、

お
そ
れ
あ
る
こ
と
に
て
こ
そ
あ
れ
、
い
ま
め
か
わ
し
く
〔
い
ま
流
行
の
わ
る
い
し
き
た
り
、
当
世
風
〕
と
申
し
候
な
る
、
こ
の
よ
う
い
か
が
候

べ
き
」
と
言
っ
て
尋
ね
た
こ
と
に
対
す
る
親
驚
の
返
事
で
あ
る
（
末
灯
紗
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
親
鴬
及
び
そ
の
門
弟
の
問
に
は
、

六
字
の
名
号
ば
か
り
で
な
く
、
九
字
・
十
字
の
名
号
を
〔
こ
こ
で
は
十
字
の
み
で
あ
る
が
〕
称
名
念
佛
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
わ

け
で
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
前
述
の
よ
う
に
、
六
字
の
名
号
に
ま
つ
わ
る
時
代
の
垢
と
い
う
よ
う
な
も
の
、
即
ち
神
秘
性
・
呪
術
性
・
狼
雑

性
に
対
し
て
、
強
い
抵
抗
を
感
ぜ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
親
鶯
の
信
仰
の
純
粋
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

自
心
で
聖
め
る
。

種
の
晄
惚
境
・
陶
酔
境
に
入
る
、
そ
う
い
う
感
情
の
高
ま
っ
た
境
地
に
お
い
て
の
み
、
佛
と
一
体
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
者
も
い

た
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
南
無
阿
弥
陀
佛
に
は
不
純
な
も
の
が
混
入
し
、
神
秘
の
垢
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い

た
。
親
鶯
は
そ
れ
を
意
識
し
て
、
六
字
の
他
に
わ
ざ
わ
ざ
九
字
。
十
字
の
名
号
を
創
っ
て
、
併
せ
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
現
世
利
益
和
讃
で
は
親
鴬
は
し
き
り
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
を
称
う
れ
ば
」
と
い
っ
て
、
そ
の
利
益
の
広
大
な
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ

る
か
ら
、
親
鶯
も
実
際
に
称
名
念
佛
す
る
場
合
に
は
、
六
字
の
名
号
を
称
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
こ
の
現
世
利
益
和
讃
の
上
に
は
、
親

識
が
極
力
排
除
し
た
と
こ
ろ
の
神
秘
性
・
呪
術
性
の
ほ
の
か
な
る
余
習
が
、
感
ぜ
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
剃
獅
の
文
章
と
し

て
は
割
り
引
き
し
て
受
け
と
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
親
簿
は
↑
九
字
や
十
字
の
名
号
を
、
六
字
の
名
号
の
よ
う
に
称
え
る
と
い
う
こ

と
は
全
く
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。
礼
拝
の
対
象
で
あ
る
本
尊
と
し
て
、
六
字
よ
り
は
九
字
・
十
字
の
名
号
を

多
く
用
い
ら
れ
た
聖
人
と
し
て
は
、
或
は
そ
れ
は
当
然
な
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
は
慶
信
に
対
す
る
御
消
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こ
こ
で
更
に
大
事
な
こ
と
は
、
南
無
阿
弥
陀
佛
が
佛
の
名
号
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
九
字
も
十
字
も
六
字
と
同
じ
意

味
で
あ
る
か
ら
、
九
字
・
十
字
の
名
号
は
六
字
の
名
号
の
中
へ
含
ま
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
南
無
阿
弥
陀
佛
が
佛
の
名
号
で

あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
礼
拝
の
対
象
と
し
て
の
本
尊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
一
体
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
こ

と
は
、
お
そ
ら
く
親
鶯
に
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
は
、
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
の
次
の
文
で
あ
る
。

「
の
た
ま
わ
く
、
南
無
の
字
は
〔
御
開
山
〕
聖
人
の
御
流
儀
に
か
ぎ
り
て
あ
そ
ば
し
け
り
。
南
無
阿
弥
陀
佛
を
〔
金
〕
泥
に
て
写
さ
せ

ら
れ
て
、
御
座
敷
に
掛
け
さ
せ
ら
れ
て
、
仰
せ
ら
れ
け
る
は
、
不
可
思
議
光
佛
・
無
碍
光
佛
も
こ
の
南
無
阿
弥
陀
佛
を
ほ
め
給
う
徳

号
な
り
。
し
か
れ
ば
南
無
阿
弥
陀
佛
を
本
と
す
、
へ
し
、
と
仰
せ
候
な
り
。
」

常
識
的
に
考
え
て
み
れ
ば
、
佛
の
名
号
は
阿
弥
陀
佛
で
あ
っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
佛
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
浄
土
教
の
経
・
諭

・
釈
等
に
「
佛
の
名
号
を
称
え
る
」
と
か
「
称
名
念
佛
」
と
か
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
実
際
に
唱
え
る
そ
の
唱
え
方
は

「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
「
南
無
」
ま
で
も
佛
名
と
い
う
中
に
含
め
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
お
そ

ら
く
佛
名
と
い
え
ば
「
阿
弥
陀
」
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
佛
名
を
称
す
る
場
合
の
習
慣
と
し
て
、
佛
名
を
称
す
る
と
い
え
ば
、
た
だ
「
阿

弥
陀
」
「
阿
弥
陀
」
と
い
っ
て
唱
え
る
の
で
は
な
く
て
、
「
南
無
」
を
追
加
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
唱
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
お
そ
ら
く
親
鶯
に
至
っ
て
、
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
の
全
体
で
佛
名
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
唯
信
紗
文
意

の
中
で
親
鶯
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
如
来
と
申
す
は
無
碍
光
如
来
な
り
。
尊
号
と
い
う
は
南
無
阿
弥
陀
佛
な
り
」
こ
れ
は
「
如

来
尊
号
」
と
い
う
言
葉
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
如
来
尊
号
」
と
は
「
無
碍
光
如
来
の
尊
号
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
即
ち
南
無
阿
弥

陀
佛
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
如
来
の
尊
号
は
不
可
称
・
不
可
説
・
不
可
思
議

に
ま
し
ま
す
故
に
、
一
切
衆
生
を
し
て
無
上
大
浬
藥
に
至
ら
し
め
給
う
大
慈
大
悲
の
誓
い
の
御
名
な
り
。
こ
の
佛
の
御
名
は
よ
る
ず
の
如

来
の
名
号
に
勝
れ
給
え
り
。
こ
れ
即
ち
誓
願
な
る
が
故
な
り
」
南
無
阿
弥
陀
佛
は
阿
弥
陀
佛
の
本
願
を
言
葉
を
も
っ
て
示
し
た
も
の
で

う
で
あ
る
。

1つ
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あ
り
、
本
願
が
そ
の
ま
ま
佛
名
と
な
っ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
「
本
願
や
名
号
、
名
号
や
本
願
」
（
執
持
診
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
南
無
阿

弥
陀
佛
と
い
う
佛
名
は
、
他
に
類
例
の
な
い
勝
れ
て
尊
い
佛
名
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
に
引
用
し
た
一
念
多
念
証
文
に
も
「
こ

れ
〔
報
身
如
来
〕
を
尽
十
方
無
碍
光
佛
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
れ
る
な
り
。
こ
の
如
来
を
南
無
不
可
思
議
光
佛
と
も
申
す
な
り
」
と
あ
っ
て
、

こ
こ
で
も
「
南
無
」
を
追
加
し
て
、
そ
の
全
体
が
佛
名
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

思
う
に
親
繍
に
あ
っ
て
は
、
阿
弥
陀
佛
と
い
う
佛
は
、
本
願
を
建
て
ら
れ
た
こ
と
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
佛
と

な
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
も
し
阿
弥
陀
佛
が
本
願
を
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
佛
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
在
せ
ど
も

在
さ
ざ
る
が
如
き
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
本
願
の
上
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
拝
む
佛
は
在
す
の

で
あ
っ
て
、
本
願
を
離
れ
て
別
に
阿
弥
陀
佛
と
い
う
佛
が
在
す
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
本
願
こ
そ
が
阿
弥
陀
佛
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
願

を
お
す
が
た
の
あ
る
佛
と
し
て
示
せ
ば
阿
弥
陀
佛
と
な
る
。
し
か
し
阿
弥
陀
佛
と
い
う
言
い
方
で
は
、
そ
う
い
う
本
願
の
意
味
が
充
分
に

表
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
南
無
阿
弥
陀
佛
の
全
体
が
本
願
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
佛
名
と
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
佛
が
本
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
行
信
証
の
行
巻
の
六
字
釈
の
上
に
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
。

「
爾
れ
ば
南
無
の
言
は
帰
命
な
り
。
…
・
・
是
を
以
っ
て
帰
命
と
い
う
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
。
…
・
即
是
其
行
と
い
う
は
即
ち
選
択
本

こ
こ
に
即
是
其
行
と
い
う
の
は
、
善
導
が
観
経
疏
の
玄
義
分
に
お
い
て
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
の
「
阿
弥
陀
佛
」
を
解
釈
し
て
、
「
阿
弥

陀
佛
と
い
う
は
即
ち
是
れ
其
の
行
な
り
」
と
い
っ
た
、
そ
の
「
即
是
其
行
」
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
「
南
無
」
も
「
阿
弥
陀
佛
」
も
す

、
、
、

鈴
へ
て
佛
の
本
願
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
本
願
は
佛
の
い
の
ち
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
を
「
名
体
不
二
」
と
い
う
。

佛
名
と
佛
体
と
は
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
佛
名
は
、
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
名
前
で
は
な
く
し
て
＄
「
南
無
阿
弥

陀
佛
」
と
い
う
名
前
で
な
く
て
は
、
佛
体
と
一
つ
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
充
分
に
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
佛
体
」
と
は
「
佛
の

、
、
℃

、
、
、

実
体
」
「
佛
の
本
体
」
い
わ
ば
「
佛
の
佛
た
る
所
以
」
で
あ
っ
て
、
「
佛
の
い
の
ち
」
と
で
も
い
う
、
へ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
佛
の
い
の
ち

願
是
な
り
。
」
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無
形
的
表
現
と
有
形
的
表
現
と
い
う
こ
と
で
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
と
、
佛
に
つ
い
て
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
い
う
言
い
方
で
佛
を
表

わ
す
方
が
、
「
阿
弥
陀
佛
」
と
い
う
言
い
方
で
佛
を
表
わ
す
よ
り
も
、
無
形
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
阿
弥
陀
佛
」
と
聞
け
ば
、
金
色
さ

ん
然
た
る
佛
像
を
想
像
し
、
そ
の
よ
う
な
佛
像
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
佛
が
、
極
楽
浄
土
に
お
い
で
に
な
る
、
そ
し
て
一
切
衆
生

を
救
っ
て
下
さ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
連
想
し
が
ち
で
あ
る
が
，
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
聞
け
ば
、
形
の
あ
る
佛
を
想
像
す
る
よ
り

℃
、
、

先
き
に
、
な
に
か
衆
生
救
済
の
論
理
と
い
う
か
、
人
間
の
助
か
る
い
わ
れ
。
道
理
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
想
像
し
が
ち
で
あ
る
。
す
な
わ

に
ん

ち
南
無
阿
弥
陀
佛
は
一
方
で
は
佛
と
い
う
人
を
示
し
て
い
る
が
、
他
方
で
は
救
済
の
論
理
と
い
う
法
を
表
わ
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
言

う
ま
で
も
な
く
人
法
は
不
二
で
あ
っ
て
、
「
佛
」
と
い
っ
て
も
人
間
の
肉
体
の
よ
う
な
も
の
を
そ
こ
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
た

法
と
い
っ
て
も
た
だ
抽
象
的
・
観
念
的
な
冷
や
か
な
論
理
だ
け
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
佛
と
い
う
佛
格
の
上
に
実
現
せ
ら
れ
て
い
る
南
無
阿

弥
陀
佛
の
法
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
が
即
ち
そ
の
ま
ま
佛
な
の
で
あ
る
か
ら
、
佛
も
こ
れ
南
無
阿
弥
陀
佛
、
法
も
ま
た
こ
れ
南
無
阿
弥

陀
佛
で
あ
る
、
と
心
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
佛
の
上
に
わ
れ
わ
れ
が
帰
依
す
・
へ
き
佛
と
法
と
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
佛
に
帰
依
す
る
と
い
う
も
南
無
阿
弥
陀
佛
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
り
、
法
に
帰
依
す
る
と
い
う
も
ま
た
南
無
阿
弥

陀
佛
に
帰
依
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
わ
た
く
し
は
更
に
「
僧
に
帰
依
す
る
」
と
い
う
時
の
「
僧
」
も
ま
た
南
無
阿
弥
陀
佛
で
あ
る
、
と
い

め
て
教
義
の
上
で
は
っ
き
り
と
一

い
う
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

は
佛
の
本
願
そ
の
も
の
で
あ
り
、
い
ま
そ
の
本
願
が
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
名
体
不
二
」
と
い
う
言
葉

は
安
心
決
定
妙
に
何
回
も
出
て
来
る
が
、
こ
こ
で
は
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
の
全
体
が
「
佛
名
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
ど
う
も
は
っ
き

り
し
て
い
な
い
ら
し
い
。
「
阿
弥
陀
佛
と
い
う
名
号
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
安
心
決
定
紗
で
は
佛
の
名
号
は
「
阿
弥
陀
佛
」
で
あ

っ
て
、
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
因
み
に
こ
の
書
物
は
浄
土
宗
西
山
流
に
属
す
る
も
の

多
分
西
山
上
人
証
空
著
？
〕
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
が
佛
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
鶯
に
至
っ
て
初

め
て
教
義
の
上
で
は
っ
き
り
と
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
↑
そ
れ
で
は
そ
う
い
う
こ
と
に
は
、
佛
教
学
全
体
の
上
か
ら
眺
め
て
み
て
、
ど
う
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っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
「
僧
に
帰
依
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
現
実
の
佛
教
の
教
団
に
帰
依
す
る
と
い
う

意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
南
無
阿
弥
陀
佛
が
こ
の
現
実
の
世
界
に
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
す
が
た
が
僧
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
僧
に
帰

依
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
わ
れ
わ
れ
に
あ
っ
て
は
、
南
無
阿
弥
陀
佛
に
帰
依
す
る
こ
と
が
、
佛
に
帰
依
す
る
こ

と
で
も
あ
り
、
法
に
帰
依
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
僧
に
帰
依
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
阿
弥
陀
佛
と
い
う
言
い
方
で
は
た
だ
佛
を
表
わ
す
の

み
で
、
法
や
僧
を
表
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
佛
を
表
わ
す
の
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
い
う
言
い
方
の
方

が
無
形
的
表
現
で
、
阿
弥
陀
佛
と
い
う
言
い
方
の
方
が
有
形
的
表
現
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
お
い
て
、
さ
て
親
鴬
と
蓮
如
と
に
お
け
る
表
現
の
相
違
を
眺
め
て
み
る
と
、
親
驚
は
、
「
阿
弥
陀
佛
」
と
い
う

、
へ
き
と
こ
ろ
を
、
し
ば
し
ば
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る
語
を
も
っ
て
代
用
し
て
お
ら
れ
る
。
例
え
ば
浄
土
和
讃
の
中
で

「
信
心
歓
喜
慶
所
側
乃
萱
一
念
至
心
者

南
無
不
可
思
議
光
佛
頭
面
に
礼
し
奉
れ
。
」

と
あ
る
と
き
の
「
南
無
不
可
思
議
光
佛
云
云
」
は
、
「
南
無
不
可
思
議
光
佛
と
い
う
佛
を
頭
面
に
礼
し
奉
れ
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、

「
南
無
不
可
思
議
光
佛
」
の
全
体
が
礼
拝
の
対
象
と
し
て
の
佛
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
、
従
来
の
伝
統
的
解
決
で
も
そ
の
よ
う
に
理
解
せ
ら

「
南
無
不
可
思
議
光
佛
饒
王
佛
の
み
も
と
に
て

十
方
浄
土
の
中
よ
り
ぞ
本
願
選
択
摂
取
す
る
。
」

と
い
う
和
讃
で
は
、
「
南
無
不
可
思
議
光
佛
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
、
法
蔵
菩
薩
を
示
し
て
お
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

こ
こ
は
「
法
蔵
菩
薩
が
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
こ
こ
で
は
「
南
無
不
可
思
議
光
佛
」
と
言
っ
て
＄
「
南
無
不
可
思
議

光
佛
」
が
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
て
、
世
自
在
王
佛
の
み
も
と
に
在
し
て
本
願
を
建
て
ら
れ
た
、
と
い
う
意
味
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
も
従
来
の
伝
統
的
解
釈
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に
理
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
南
無
不
可
思
議
光
佛
は
南
無
阿
弥
陀
佛
と
同
じ
意

「
南
無
不
可
思
議
光
佛
」

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ナー
ノミー
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味
で
あ
る
か
ら
、
「
南
無
不
可
思
議
光
佛
」
と
い
う
代
り
に
、
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
言
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
普
通
の

言
い
方
と
し
て
は
「
阿
弥
陀
佛
が
」
と
か
、
「
法
蔵
菩
薩
が
」
と
言
っ
た
方
が
解
り
易
い
の
で
、
そ
う
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
に
，
「
南
無
不
可
思
議
光
佛
」
と
い
う
言
い
方
で
「
阿
弥
陀
佛
」
を
表
わ
さ
れ
た
の
は
、
「
阿
弥
陀
佛
」
と
い
う

語
に
よ
っ
て
そ
こ
に
連
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
密
教
的
な
神
秘
観
、
呪
術
的
な
狼
雑
性
、
或
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
格
観
、
そ
う
い
う
も
の

を
排
除
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
浄
土
真
宗
に
お
け
る
阿
弥
陀
佛
は
そ
う
い
う
神
秘
的
な
人
格
神
で
は
な
く
し
て
、

本
願
の
象
徴
で
あ
り
、
本
願
を
佛
と
し
て
示
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

蓮
如
は
親
鴬
と
較
、
へ
て
有
形
的
な
表
現
が
多
い
た
め
に
、
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る
言
い
方
で
も
っ
て
、
阿
弥
陀
佛
を

表
わ
す
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
㈲
御
文
の
中
に
あ
る
次
の
よ
う
な
表
現
は
、
そ
の
少
な
い
中
の
一
つ
と
見
ら
れ
る
。

「
そ
れ
五
劫
思
惟
の
本
願
と
い
う
も
兆
載
永
劫
の
修
行
と
い
う
も
、
た
だ
わ
れ
ら
一
切
衆
生
を
あ
な
が
ち
に
助
け
給
わ
ん
が
た
め
の

方
便
に
、
阿
弥
陀
如
来
御
身
労
あ
っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
佛
と
い
う
本
願
を
建
て
ま
し
ま
し
て
、
迷
い
の
衆
生
の
一
念
に
阿
弥
陀
佛
を

頼
み
ま
い
ら
せ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
す
て
て
、
一
向
一
心
に
弥
陀
を
頼
ま
ん
衆
生
を
助
け
ず
ん
ば
、
わ
れ
正
覚
な
ら
じ
と
誓
い

船
い
て
、
南
無
阿
弥
陀
佛
と
な
り
ま
し
ま
す
。
」
（
御
文
五
・
八
）

こ
こ
で
「
南
無
阿
弥
陀
佛
と
な
り
ま
し
ま
す
」
と
あ
る
の
は
、
蓮
如
の
常
の
言
い
方
に
よ
れ
ば
～
「
阿
弥
陀
佛
〔
ま
た
は
阿
弥
陀
如
来
〕

と
な
り
ま
し
ま
す
」
と
あ
る
《
へ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
の
少
し
前
の
御
文
に
は
「
こ
れ
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
如
来
と
申
し
奉
る
は
、

諸
佛
に
す
ぐ
れ
て
十
悪
・
五
逆
の
罪
人
を
、
わ
れ
助
け
ん
と
い
う
大
願
を
起
し
ま
し
ま
し
て
阿
弥
陀
佛
と
な
り
給
え
り
」
（
御
文
五
・
四
）

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
阿
弥
陀
佛
と
な
り
給
え
り
」
と
あ
る
の
が
蓮
如
の
場
合
は
普
通
で
あ
っ
て
、
「
南
無
阿
弥
陀
佛
と
な
り
ま
し
ま

す
」
は
違
例
に
属
す
る
。
こ
の
よ
う
な
違
例
が
蓮
如
に
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
注
意
す
識
へ
き
こ
と
で
あ
る
。
蓮
如
の
よ
う
に
有
形
的

表
現
を
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
人
の
上
に
も
、
時
左
無
形
的
表
現
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
こ
こ
に
真
空
即
妙
有
と
い

う
こ
と
の
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
（
未
完
）

1 万
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