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・�『
浄
土
論
』、『
浄
土
論
註
』
は
『
真
宗
聖
教
全
書
一・
三
経
七
祖
部
』
か
ら
引
用
し
た
。
引
用
し
た
場
合

は
『
真
聖
全
』
と
略
記
し
、
頁
数
を
記
し
た
。
ま
た
親
鸞
の
著
作
は
、『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
か
ら
引

用
し
た
。
但
し
『
教
行
信
証
』
に
関
し
て
は
、『
定
本
教
行
信
証
』
よ
り
引
用
し
、『
定
本
』
と
略
記
し
た
。

　

�

引
用
に
あ
た
っ
て
原
則
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
一
部
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
現
代
仮
名
遣
い
に
改

め
た
。

・�

漢
文
は
原
則
的
に
書
き
下
し
文
に
し
、『
真
宗
聖
典
』
を
参
考
に
し
つ
つ
、
適
宜
送
り
が
な
や
句
読
点
を

補
っ
た
。
但
し
語
順
を
明
示
し
た
い
場
合
や
引
用
文
に
お
け
る
漢
文
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

・�

異
体
字
は
通
用
字
体
に
改
め
た
。

・�

雑
誌
論
文
を
引
用
す
る
場
合
、
そ
の
出
典
は
註
に
記
し
た
。



は
じ
め
に

　

こ
の
小
論
は
極
め
て
単
純
な
問
い
に
よ
っ
て
起
稿
さ
れ
た
。
そ
れ
は
即
ち
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』
以
下
（『
浄
土
論
註
』、

『
論
註
』）
に
お
け
る
「
善
巧
摂
化
」
と
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
の
問
い
に
つ
い
て
筆
者
は
こ
の
よ

う
に
答
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
名
号
の
働
き
の
こ
と
で
あ
り
、
種
々
の
荘
厳
と
し
て
展
開
し
な
が
ら
、
善
男
子
・
善
女
人
を
し
て
尽
十
方
無

碍
光
如
来
に
帰
依
さ
せ
、
衆
生
に
願
生
道
を
実
現
さ
せ
る
力
用
で
あ
る
、
と
。
名
号
の
働
き
と
は
利
他
そ
の
も
の
で
あ
り
、
常
に
我
々
に

先
ん
じ
て
い
る
。
本
論
は
、
善
巧
摂
化
章
の
火
擿
の
譬
え
を
元
に
し
た
「
そ
の
身
を
後
に
し
て
先
と
す
る
」
と
い
う
論
題
で
こ
の
課
題
に

つ
い
て
考
察
し
た
。
利
他
性
（
後
）
と
、
根
源
性
（
先
）
の
二
つ
が
力
用
の
完
全
さ
を
保
証
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
『
論
註
』
善
巧
摂
化
章
以
下
は
香
月
院
が
「
論
文
は
其
の
義
幽
玄
に
し
て
甚
だ
窺
い
難
き
也
」
と
述
べ
た
ほ
ど
に
難
解

で
あ
り
、
ま
た
一
読
の
下
に
そ
の
構
造
や
関
心
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
故
、
冒
頭
の
筆
者
の
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
そ
れ

ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
に
善
巧
摂
化
章
以
下
の
読
解
は
難
解
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
は
様
々
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
筆
者
は
、
特
に
前
章
の
浄
入
願
心
章
の
広
略
止
観
の
関
係
、
及
び
「
一
法
句
」
へ
の
理
解
が

曖
昧
で
あ
る
こ
と
に
要
因
を
見
て
い
る
。
詳
細
は
次
節
の
「
問
題
の
所
在
」
に
お
い
て
確
認
す
る
が
、
一
法
句
の
理
解
を
明
確
に
す
る
こ

と
は
、
善
巧
摂
化
章
の
理
解
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
先
ず
、
こ
の
小
論
は
、
そ
れ
ら
の
課
題
を
「
問
題
の

所
在
」
に
お
い
て
確
認
し
（
第
一
節
）、
次
に
世
親
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
一
法
句
」
を
曇
鸞
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
を
考
察

す
る
（
第
二
節
）。
そ
し
て
そ
の
一
法
句
が
、
善
巧
摂
化
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
（
第
三
節
）。
筆

（1）�
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者
は
こ
の
小
論
を
一
法
句
や
善
巧
摂
化
に
つ
い
て
、
単
に
新
た
な
言
葉
の
意
味
や
概
念
を
付
け
加
え
る
た
め
に
著
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
持
つ
意
義
を
確
か
め
な
け
れ
ば
『
浄
土
論
註
』
の
論
理
が
大
き
く
見
落
と
さ
れ
、
我
々
に
現
前
す
る

仏
の
名
号
の
意
義
を
確
か
め
る
機
会
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
小
論
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
筆
者
自
身
の
姿
勢
も
述
べ
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
『
浄
土
論
註
』
に
内
包
さ
れ
て
い
る
論

理
を
確
か
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
、
特
に
親
鸞
の
思
想
に
示
唆
を
得
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
る

の
か
と
言
う
と
、
こ
の
書
物
が
置
か
れ
て
い
る
歴
史
的
視
座
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
『
浄
土
論
註
』
は
（『
無

量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
以
下
（『
浄
土
論
』、『
論
』）
を
註
釈
し
た
書
物
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
註
釈
先
で
あ
る
『
浄
土
論
』
は
世
親

の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
が
な
く
、
漢
訳
の
み
が
現
存
す
る
。
ま
た
こ
の
書
物
は
瑜
伽
行
唯
識
学
派
の
一
論
書
と

い
う
よ
り
も
、
専
ら
『
浄
土
論
註
』
を
通
し
た
上
で
、
中
国
、
日
本
の
浄
土
教
徒
達
に
受
容
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
歴

史
に
よ
り
こ
の
二
書
は
現
在
で
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
受
容
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
そ
の
言
及

者
の
立
場
に
よ
っ
て
幾
重
に
も
異
な
る
見
解
を
開
示
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
真
宗
の
七
祖
相
承
の
伝
統
に
よ
っ
て
こ
の
書
物
を
読
む
機
会
を
得
た
が
、
そ
の
こ
と
が
無
意
識
の
内
に
親
鸞
を
想
定
さ
せ
て

い
る
と
い
う
点
は
無
論
否
定
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
筆
者
が
親
鸞
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
は
な
は
だ
不
十
分
で
は
あ

る
に
せ
よ
、
お
お
よ
そ
こ
の
小
論
の
方
向
性
に
お
い
て
論
を
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
親
鸞
は
、

『
浄
土
論
註
』
に
自
身
の
見
解
を
加
え
た
と
い
う
よ
り
も
、
も
う
す
で
に
同
書
に
内
在
し
て
い
る
論
理
を
明
瞭
に
し
た
の
だ
と
筆
者
は
考

え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
論
証
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
べ
き
結
論
を
定
義
に
使
う
と
い
う
一
種
の
循
環
を
起
し
て
し

ま
う
危
険
性
が
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
同
書
は
何
ら
か
の
自
身
の
立
場
を
自
覚
し
な
い
こ
と
に
は
、
そ
の
読
解
の
入
り
口
に
す
ら
立
て

6



な
い
困
難
さ
を
持
つ
と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
は
『
浄
土
論
註
』
読
解
の
根
本
的
な
困
難
さ
と
し
て
、
常
に

関
心
の
目
を
向
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

一
、
問
題
の
所
在

　

善
巧
摂
化
章
は
三
種
の
荘
厳
の
観
察
が
説
か
れ
終
わ
っ
た
後
、
菩
薩
の
利
他
行
や
浄
土
の
大
菩
提
心
に
つ
い
て
の
説
示
が
な
さ
れ
る
章

で
あ
る
。
そ
の
利
他
行
と
は
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
、

是
の
如
く
菩
薩
、
奢
摩
他
と
毘
婆
舎
那
と
を
広
略
に
修
行
し
て
柔
軟
心
を
成
就
す
。�

（『
真
聖
全
』
二
七
五
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
菩
薩
の
柔
軟
心
を
も
っ
て
成
就
す
る
行
で
あ
る
。
さ
て
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
の
菩
薩
と
は
、

所
謂
起
観
生
信
章
に
お
い
て
「
善
男
子
・
善
女
人
」（『
真
聖
全
』
三
一
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
た
願
生
の
行
者
と
別
の
者
で
は
な
い
。
浄
土

を
願
う
行
者
で
あ
る
善
男
子
・
善
女
人
は
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
と
い
う
止
観
の
行
の
完
成
と
共
に
、
柔
軟
心
を
得
て
菩
薩
た
る
存
在
へ
と

変
貌
を
遂
げ
る
。
そ
し
て
こ
の
菩
薩
達
は
衆
生
を
巧
み
な
る
手
立
て
に
よ
っ
て
摂
化
す
る
と
い
う
仕
事
を
担
う
の
で
あ
る
。『
論
註
』
に

お
い
て
、
こ
の
菩
薩
を
彼
土
此
土
ど
ち
ら
の
者
と
し
て
該
当
さ
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
種
々
の
議
論
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

香
月
院
な
ど
は
①
願
生
行
者
の
利
他
回
向
の
相
②
浄
土
の
菩
薩
の
還
相
回
向
の
両
義
を
認
め
て
い
る
。

初
め
に
は
菩
薩
が
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
の
広
略
修
行
成
就
す
る
相
を
説
き
、
次
に
は
衆
生
済
度
の
巧
方
便
回
向
を
成
就
す
る
相
を
説
け

り
。
こ
れ
を
鸞
師
還
相
回
向
の
下
へ
出
し
て
初
め
に
「
生
二
彼
土
一
已
」
の
言
を
加
え
て
あ
り
。
然
れ
ば
鸞
師
の
意
は
こ
れ
か
ら
下

を
娑
婆
の
願
生
の
行
者
に
約
す
る
の
み
な
ら
ず
、
浄
土
へ
生
じ
了
り
て
後
の
還
相
利
他
の
相
を
明
か
す
と
見
給
う
に
違
い
無
き
也
。

（3）�
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こ
こ
で
特
に
香
月
院
が
浄
土
の
菩
薩
の
意
義
を
認
め
る
根
拠
と
す
る
の
が
下
巻
回
向
門
の
「
還
相
と
は
、
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
、
奢
摩

他
毘
婆
舎
那
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
」（『
真
聖
全
』
三
一
六
～
三
一
七
頁
）
と
い
う
文
で
あ
り
、
香
月
院
は
両
義
を
認
め
つ
つ
も

論
の
力
点
を
②
に
置
い
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
視
点
に
よ
っ
て
善
巧
摂
化
章
を
読
も
う
と
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
点
が
生
じ
て
く
る
。
例
え
ば
、

…
弥
陀
の
願
力
を
浄
土
の
菩
薩
の
化
用
の
上
に
開
示
す
る
の
が
『
論
』
の
骨
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
浄
土
の
菩
薩
と

は
、
弥
陀
の
願
力
に
乗
じ
て
、
穢
土
に
還
来
し
（
還
相
）
衆
生
を
教
化
し
、
一
心
の
菩
提
心
を
獲
得
せ
し
め
て
衆
生
と
共
に
浄
土
に

往
生
（
往
相
）
す
る
、
真
の
善
知
識
で
あ
る
。
宗
祖
は
、
そ
の
具
体
的
な
相
を
、
他
な
ら
ぬ
天
親
菩
薩
の
建
章
一
心
の
上
に
、
見
て

い
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。�

と
い
う
よ
う
な
見
解
が
提
起
さ
れ
る
の
は
、
善
男
子
・
善
女
人
と
い
う
一
般
の
願
生
者
が
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
と
い
う
極
め
て
高
度
な
体

系
を
持
つ
行
を
此
土
に
お
い
て
成
就
さ
せ
る
と
い
う
現
実
性
・
不
可
能
性
（
①
の
課
題
）
に
鑑
み
た
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
見
解

は
穏
当
な
も
の
と
言
え
、
筆
者
も
部
分
的
に
は
同
意
で
き
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
『
論
註
』
全
体
の
解
読
と
し
て
は
未
だ
疑
問
を
解
消
す

る
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
菩
薩
を
彼
土
此
土
の
存
在
に
分
け
る
と
い
う
問
題
設
定
を
行
い
、
善
巧
摂
化
章
以
下
の
利
他

行
を
浄
土
の
菩
薩
の
行
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
力
点
を
置
く
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
菩
薩
の
在
り
方
は
、（「
浄
土
の
菩
薩
」

で
あ
る
こ
と
以
外
は
）
二
利
円
満
を
説
く
通
仏
教
的
な
菩
薩
観
の
再
提
示
に
す
ぎ
ず
、
煩
悩
具
足
し
た
此
土
の
衆
生
に
と
っ
て
、
そ
の
論

が
空
虚
な
観
念
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
②
の
課
題
）。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、

…
五
念
門
行
、
と
り
わ
け
止
観
回
向
行
は
無
漏
の
世
界
に
お
い
て
初
め
て
成
す
こ
と
の
で
き
る
行
で
あ
り
、
有
漏
存
在
と
し
て
の
善

男
子
・
善
女
人
で
は
成
す
こ
と
の
で
き
な
い
行
で
あ
る
。
そ
れ
を
成
就
す
る
も
の
は
他
な
ら
ぬ
浄
土
の
菩
薩
で
あ
る
。（
中
略
）
こ

（7）�
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の
善
男
子
・
善
女
人
と
し
て
の
願
生
行
者
と
、
浄
土
の
菩
薩
が
、
全
く
別
個
の
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
課
題
と
す
る
五
念
門
は
願
生

行
者
の
浄
土
往
生
の
行
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。（
中
略
）
し
た
が
っ
て
、
願
生
浄
土
の
仏
道
に
求
め
ら
れ
て
い
る
課
題
は
、
有
漏

散
心
で
あ
る
願
生
行
者
の
五
念
門
行
が
そ
の
ま
ま
で
如
実
修
行
相
応
と
し
て
無
漏
定
心
の
行
で
あ
る
こ
と
の
意
義
を
ど
こ
で
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。�

と
い
っ
た
問
題
提
起
は
当
然
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
課
題
設
定
自
体
も
前
提
と
し
て
菩
薩
の
位
を
弁
じ
分
け
る
と
い
う

点
を
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
広
略
止
観
の
行
と
善
巧
摂
化
の
関
係
を
問
い
直
し
た
上
で
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
結

果
、
此
土
の
願
生
者
と
彼
土
の
菩
薩
の
深
い
断
絶
を
そ
の
ま
ま
に
両
者
を
弥
縫
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

曇
鸞
は
善
巧
摂
化
章
冒
頭
に
お
い
て
「
柔
軟
心
」
を
註
釈
し
、

「
柔
軟
心
」
と
は
、
謂
わ
く
、
広
略
の
止
観
相
順
じ
修
行
し
て
、
不
二
の
心
を
成
ぜ
る
な
り
。
譬
え
ば
水
を
以
て
影
を
と
る
に
、
清

と
静
と
相
い
資
け
て
成
就
す
る
が
如
き
な
り
。�

（『
真
聖
全
』
三
三
八
頁
）

と
、
そ
れ
を
広
略
の
止
観
の
成
就
に
よ
る
「
不
二
心
」
と
し
て
押
さ
え
な
お
し
て
い
る
。
ま
た
次
に
、『
浄
土
論
』
の
「
如
実
知
広
略
諸

法
」（『
真
聖
全
』
三
三
九
頁
）
に
つ
い
て
も
、

「
如
実
知
」
と
い
う
は
、
実
相
の
如
く
し
て
知
る
な
り
。
広
の
中
の
廿
九
句
、
略
の
中
の
一
句
、
実
相
に
非
ざ
る
こ
と
莫
き
な
り
。

�

（『
真
聖
全
』
三
三
九
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
浄
入
願
心
章
に
お
い
て
、「
菩
薩
、
若
し
広
略
相
入
を
知
ら
ず
ば
、
則
ち
自
利
利
他
に
能
わ
じ
」（『
真
聖
全
』

三
三
七
頁
）
と
述
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
広
と
略
の
関
係
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
巧
方
便
成
就
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に

説
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
、
広
略
に
止
観
を
成
就
す
る
こ
と
が
善
巧
摂
化
の
実
現
に
繋
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
唯
識
教
学
的
な
解
釈

（8）�
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に
依
る
な
ら
ば
、
菩
薩
が
止
観
の
行
に
よ
っ
て
根
本
智
を
得
て
真
如
法
性
を
体
得
し
、
そ
の
智
よ
り
生
じ
る
大
悲
に
よ
っ
て
衆
生
の
苦
し

み
が
覚
知
さ
れ
、
後
得
智
と
し
て
の
善
巧
方
便
が
開
か
れ
て
く
る
、
と
理
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
が
考
え
る
に
、
こ
う
し
た
見

解
は
『
浄
土
論
』
に
お
け
る
三
種
荘
厳
を
統
ず
る
略
と
し
て
の
「
一
法
句
」（『
真
聖
全
』
二
七
五
頁
）
を
真
如
法
性
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
論
理
展
開
の
必
然
と
し
て
一
法
句
＝
真
如
法
性
説
が

主
流
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
善
巧
摂
化
を
止
観
行
の
究
竟
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
善
男
子
・
善
女
人
に
と
っ
て

こ
の
章
の
菩
薩
の
利
他
行
が
画
餅
の
如
き
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
問
題
点
を
孕
ん
で
い
る
。
故
に
筆
者
は
一
法
句
と

は
何
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
考
察
す
る
必
要
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

二
、
曇
鸞
の
「
一
法
句
」
理
解
に
つ
い
て

一

　

一
法
句
と
は
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
、
仏
土
と
仏
と
菩
薩
の
荘
厳
の
成
就
が
願
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
後
、
そ
れ

は
略
説
す
れ
ば
一
法
句
に
入
る
か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
る
箇
所
（
浄
入
願
心
章
）
に
お
い
て
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

又
向
に
観
察
荘
厳
仏
土
功
徳
成
就
と
荘
厳
仏
功
徳
成
就
と
荘
厳
菩
薩
功
徳
成
就
と
を
説
き
つ
。
此
の
三
種
の
成
就
は
願
心
を
も
っ
て

荘
厳
す
。
応
に
知
る
べ
し
。
略
し
て
一
法
句
に
入
る
こ
と
を
説
く
が
故
に
。
一
法
句
と
は
謂
わ
く
清
浄
句
な
り
。
清
浄
句
と
は
謂
わ

く
真
実
の
智
慧
、
無
為
法
身
な
る
が
故
に
。�

（『
真
聖
全
』
二
七
五
頁
）

こ
の
一
法
句
は
『
論
』、『
論
註
』
を
通
じ
て
難
解
な
概
念
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
故
に
一
法
句
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
多
く

10



の
煩
瑣
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
筆
者
の
見
解
を
可
能
な
限
り
整
理
し
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

　

一
法
句
に
つ
い
て
は
香
月
院
が
①
清
浄
功
徳
説
②
阿
弥
陀
如
来
果
徳
の
名
号
説
③
阿
弥
陀
正
覚
の
果
智
説
④
真
如
法
性
説
の
四
つ
に

分
類
し
て
い
る
。
先
学
の
見
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
っ
て
も
、
大
別
す
れ
ば
こ
の
四
つ
の
見
解
に
収
ま
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
特
に
こ
の
四
つ
の
内
、
④
の
真
如
法
性
説
が
一
法
句
理
解
の
主
流
で
あ
っ
た
。
香
月
院
自
身
も
一
法
句
は
真
如
法
性
の
こ
と
と
し

て
理
解
し
、
句
を
「
名
け
様
の
無
い
処
を
仮
に
句
と
名
づ
け
る
と
あ
り
。
依
て
此
の
『
論
』
に
も
名
け
様
の
な
い
真
如
法
性
を
二
十
九

句
の
荘
厳
へ
対
し
て
一
法
句
と
名
け
給
う
也
」
と
表
現
不
可
能
で
あ
っ
て
も
あ
え
て
原
語
表
現
を
取
る
と
い
う
意
味
の
所
謂
「
言
詮
の
句
」

と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
香
月
院
は
、

「
第
一
義
諦
」
は
仏
の
因
縁
法
な
り
。
此
の
諦
は
是
れ
境
の
義
な
り
。
是
の
故
に
荘
厳
等
の
十
六
句
を
称
し
て
「
妙
境
界
相
」
と
す
。

此
の
義
入
法
句
の
文
に
至
り
て
当
に
更
に
解
釈
す
べ
し
。�

（『
真
聖
全
』
三
二
六
～
三
二
七
頁
）

と
い
う
文
を
根
拠
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
第
一
義
諦
を
一
法
句
と
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
も

し
、
第
一
義
諦
を
一
法
句
と
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
一
法
句
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
の
「
法
」（
正
確
に
は
二
種
法

身
の
内
の
「
法
性
法
身
」）
と
対
応
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
文
は
第
一
義
諦
、
妙
境
界
相
の
関
係
性
は
後
の
一
法
句
の
「
法
」
の
解

釈
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
る
よ
う
な
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
関
係
と
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
曇
鸞
の
意
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

も
っ
と
言
え
ば
一
法
句
と
は
「
句
」
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
点
、
指
し
示
そ
う
と
す
る
概
念
は
第
一
義
諦
と
重
な
る
部
分
も

あ
る
が
、
同
一
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
法
句
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
山
口
益
の
研
究
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
山
口
は
、
一
法
句
の
原
語
に

eka ‒ dharm
a ‒ pada�

あ
る
い
はeka ‒ dharm

asya ‒ pada�

と
い
う
複
合
語
を
想
定
し
、pada�

を
依
事
・
依
処
と
い
う
意
で
理
解

（9）�
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し
て
い
る
。
山
口
の
見
解
は
真
如
法
性
説
を
敷
衍
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、「
句
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
香
月
院
な
ど
と
は
異
な
り
、
言
葉

の
こ
と
で
は
な
く
「
場
所
」
の
こ
と
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
ま
た
山
口
は
「
清
浄
句
」
の
原
語
にvyavadāna ‒ pada�

と
い
う
複
合

語
を
想
定
し
、
そ
れ
は
「vyavadām

・�ca�padaś�ceti�vyavadāna�‒�padah

・;�

清
浄
に
す
る
は
た
ら
き
で
も
あ
り
、
依
事
で
も
あ
る
の
が

清
浄
句
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
山
口
に
と
っ
て
一
法
句
と
は
、
真
如
法
性
が
清
浄
な
る
浄
土
の
相
、
あ
る
い
は
浄
仏
国
土
の
働

き
と
し
て
場
所
的
、
有
的
に
顕
現
し
て
い
る
態
の
こ
と
で
あ
る
。
山
口
の
見
解
は
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
見
解
は
ま
た
『
論
註
』
の
読
解
に
お
い
て
も
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

し
か
し
近
年
、
小
谷
信
千
代
に
よ
っ
て
こ
の
一
法
句
を
真
如
法
性
の
依
事
と
し
て
理
解
す
る
見
解
に
対
し
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

小
谷
は
『
真
宗
の
往
生
論
─
親
鸞
は
現
世
往
生
を
説
い
た
か
─
』
の
中
で
、『
浄
土
論
』
の
一
法
句
に
つ
い
て
、
山
口
が
「
一
法
」
を

「
真
如
」
と
し
て
理
解
す
る
根
拠
と
し
て
用
い
た
『
文
殊
師
利
諸
説
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』
の
一
節
の
読
解
と
、「
句
」
を
ア
ー
ラ
ヤ
識
の

転
依
態
と
し
た
根
拠
で
あ
る
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
菩
提
品
第
四
五
偈
の
読
解
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
一
法
」
を
真
如
の
意
味
で
理

解
す
べ
き
で
な
い
こ
と
、
ま
たpada

は
依
事
で
な
く
言
詮
の
句
の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
す
る
。　
　

　

小
谷
は
様
々
な
経
典
の
一
法
句
の
用
例
を
参
照
し
、
そ
の
す
べ
て
が
「
簡
潔
な
教
言
」
な
い
し
「
一
つ
の
法
を
語
る
句
」
を
意
味
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
そ
れ
が
山
口
の
言
う
「
真
如
の
依
事
」
の
意
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
そ
れ
で
は
「
一
つ
の
法
を
語
る
句
」

と
は
具
体
的
に
何
か
と
言
え
ば
、

…
「
略
」
と
は
菩
薩
が
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
、
経
に
説
か
れ
る
最
も
主
要
な
教
え
、
あ
る
い
は
教
え
を
述
べ
る
箇
所
を
指
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
菩
薩
は
師
か
ら
経
を
受
持
し
、
乃
至
、
思
惟
し
て
、
そ
の
教
え
の
主
要
な
教
え
あ
る
い
は
そ
の
教
え
の
説
か

れ
て
い
る
箇
所
を
決
定
し
、
そ
の
上
に
奢
摩
他
の
行
に
よ
っ
て
心
を
集
中
さ
せ
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
「
略
」
と
呼
ば
れ
、『
浄
土

（13）�
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論
』
で
は
「
一
法
句
」
と
呼
ば
れ
る
修
習
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
奢
摩
他
に
よ
る
修
習
法
に
よ
っ
て
心
が
経
に
定
ま
っ
た
後
に
、

菩
薩
は
経
に
説
か
れ
る
諸
法
を
毘
婆
舎
那
に
よ
っ
て
個
々
に
簡
択
し
理
解
す
る
。（
中
略
）『
浄
土
論
』
の
略
と
し
て
の
「
一
法
句
」

は
二
十
九
種
荘
厳
の
最
初
の
荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
を
説
く
「
勝
過
三
界
道
」
の
句
に
相
当
し
、「
広
」
は
残
り
の
二
十
八
種
の
荘
厳

を
説
く
諸
句
に
相
当
す
る
。

と
、
一
法
句
と
は
清
浄
功
徳
の
「
勝
過
三
界
道
」（『
真
聖
全
』
二
六
九
頁
）
の
一
句
の
こ
と
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
れ
は
先
に
香
月
院
の

見
解
の
中
の
①
清
浄
功
徳
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、「
一
法
句
と
は
謂
わ
く
清
浄
句
な
り
」
の
言
を
素
直
に
読
解
し
た
解
釈
と
も
言

え
る
。

　
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
、
表
面
上
は
、
小
谷
説
で
一
法
句
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
筆
者
は
こ
の
清
浄
功
徳
説
に
は
尚
も
疑

問
を
残
し
て
い
る
。
も
し
一
法
句
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
句
は
清
浄
句
の
属
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
勝
過
三
界
道
」
は
「
簡
潔
な
教
言
」
で
あ
る
が
、「
簡
潔
な
教
言
」
は
「
勝
過
三
界
道
」
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
故
に

一
法
句
に
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、「
略
し
て
一
法
句
に
入
る
」
を
「
略
し
て
清
浄
句
に
入
る
」
と

言
っ
て
も
本
質
的
な
意
味
に
差
異
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
山
口
説
に
お
い
て
も
共
通
の
問
題
で
あ
る
）。
も
う

一
つ
の
疑
問
と
し
て
は
、
先
の
引
用
に
お
け
る
小
谷
の
見
解
は
、
瑜
伽
唯
識
の
修
習
法
、
聴
聞
正
法
（
聞
）
─
如
理
作
意
（
思
）
─
法
随

法
行
（
修
）
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
の
如
理
作
意
に
つ
い
て
「（
経
を
）
思
惟
し
て
、
そ
の
教
え
の
主
要
な
教

え
あ
る
い
は
そ
の
教
え
の
説
か
れ
て
い
る
箇
所
を
決
定
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
見
解
に
立
つ
と
、
世
親
は
〈
無
量
寿
経
〉
の
最
も
主

要
な
教
え
を
述
べ
た
文
言
は
清
浄
功
徳
の
「
勝
過
三
界
道
」
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
世
親
が
瑜
伽
唯
識
の
立
場

か
ら
〈
無
量
寿
経
〉
を
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
し
、
五
念
門
の
中
心
を
止
観
行
に
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
説
明
し
た
と
し
て
も
、
筆
者
に
は

（18）�
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容
易
に
首
肯
し
得
な
い
部
分
で
あ
る
し
、
ま
た
〈
無
量
寿
経
〉
の
主
題
が
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
疑
問
を
残
し
つ
つ
も
、
小
谷
の
一
法
句
を
簡
潔
な
教
言
、
言
詮
の
句
と
し
て
理
解
す
る
見
解
に
関
し
て
は
無
理
が
な
く
、

筆
者
も
同
意
し
た
い
。
一
法
句
は
場
の
こ
と
で
は
な
く
、
言
葉
の
こ
と
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
『
論
註
』
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
『
論
註
』
読
解
に
お
い
て
一
法
句
を
「
真
如
の
依
事
」
と
し
て
積
極
的
に
理
解
す
る
根
拠
は
既
に
見
出
し

難
い
の
で
あ
る
。

二

　

一
法
句
の
「
一
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
広
の
中
の
廿
九
句
、
略
の
中
の
一
句
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
曇
鸞
に
と
っ
て
一
法
句

の
「
一
」
と
は
「
略
」
の
意
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
「
法
」
と
は
法
性
法
身
と
方
便
法
身
の
二
種
の
法
身
を
内
に
見
出
す
概
念
で
あ

る
。
曇
鸞
は
二
種
法
身
に
つ
い
て
「
由
法
性
法
身
生
方
便
法
身
」（『
真
聖
全
』
三
三
六
頁
）
と
「
由
方
便
法
身
出
法
性
法
身
」（『
真
聖

全
』
三
三
六
頁
）
と
表
現
し
、
異
な
っ
て
い
て
も
分
け
ら
れ
な
い
し
、
一
つ
で
あ
っ
て
も
同
じ
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
方
便
法
身
と
は

真
如
実
相
で
あ
る
法
性
法
身
が
大
悲
に
よ
っ
て
示
現
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
有
限
な
る
衆
生
は
方
便
法
身
を
通
さ
な
け
れ
ば
真
如
実
相

た
る
法
性
法
身
と
い
か
な
る
形
に
お
い
て
も
接
点
を
持
た
な
く
な
る
。
ま
た
、
方
便
法
身
が
法
性
に
随
順
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
の
な
ら

ば
、
方
便
は
そ
の
意
義
と
確
か
さ
を
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
二
種
の
法
身
は
ど
ち
ら
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の

で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
の
よ
う
な
関
係
は
諸
仏
菩
薩
に
通
ず
る
こ
と
と
し
て
、
法
の
名
が
こ
れ
を
統
ず
る
、
と
述
べ
て
い
た
。

　

で
は
「
句
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
が
確
認
す
る
限
り
、『
論
註
』
お
い
て
、
句
と
い
う
語
に
は
二
義
性
が
存
在
す
る
よ
う
に
見

え
る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
偈
文
を
数
え
る
単
位
の
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
仏
法
を
語
る
最
小
の
言
葉
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
法

（19）�

（20）�
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句
の
句
と
は
後
者
の
意
味
が
強
く
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
、
一
法
句
は
、「
願
心
に
よ
る
荘
厳
を
ま
と
め
、
二
種
法
身
を
出
す

（
簡
潔
な
）
言
葉
」
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
句
は
清
浄
句
で
も
あ
り
、
真
実
智
慧
・
無
為
法
身
で
も
あ
る
と
さ
れ

る
。

此
の
三
句
は
展
転
し
て
相
入
す
。
何
な
る
義
に
依
り
て
か
之
を
名
づ
け
て
法
と
す
る
。
清
浄
を
以
て
の
故
に
。
何
な
る
義
に
依
り
て

か
名
づ
け
て
清
浄
と
す
る
。
真
実
の
智
慧
、
無
為
法
身
を
以
て
の
故
な
り
。

�
（『
真
聖
全
』
三
三
七
頁
）（「
一
法
句
者
謂
清
浄
句
清
浄
句
者
謂
真
実
智
慧
無
為
法
身
故
」
に
対
す
る
注
釈
）

曇
鸞
は
「
此
の
三
句
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
法
句
、
清
浄
句
、
真
実
智
慧
無
為
法
身
を
全
て
句
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
「
展
転
し
て

相
入
す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
三
句
は
ど
れ
か
が
ど
れ
か
の
属
性
と
な
る
よ
う
な
主
従
関
係
で
は
な
く
、
巡
っ
て
ど
れ
も
が

お
互
い
に
収
ま
り
あ
う
よ
う
な
関
係
と
し
て
考
え
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
（
清
浄
句
に
つ
い
て
は
第
三
節
に
お
い
て
改
め
て
述
べ
る
）。

で
は
三
句
が
巡
っ
て
一
つ
の
事
柄
を
成
ず
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
の
所
何
を
指
し
示
そ
う
と
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
そ
れ
は
名
号
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
『
論
註
』
全
体
を
通
し
て
「
清
浄
」
と
は
名
号
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る

言
葉
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
一
法
句
を
名
号
以
外
と
し
て
読
む
と
ど
う
し
て
も
善
巧
摂
化
章
以
下
の
読
解
が
不
透
明
に
な
っ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。

　

曇
鸞
は
〈
無
量
寿
経
〉
の
語
を
注
釈
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
無
量
寿
」
は
是
安
楽
浄
土
の
如
来
の
別
号
な
り
。
釈
迦
牟
尼
仏
王
舎
城
及
び
舎
衛
国
に
在
し
て
大
衆
の
中
に
し
て
無
量
寿
仏
の
荘

厳
功
徳
を
説
き
た
ま
え
り
。
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
す
。�

（『
真
聖
全
』
二
七
九
頁
）

経
は
常
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
安
楽
国
土
の
仏
及
び
菩
薩
清
浄
荘
厳
功
徳
・
国
土
清
浄
荘
厳
功
徳
、
能
く
衆
生
の
与
に
大
饒
益
を
作
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す
。
常
に
世
に
行
ず
べ
き
が
故
に
名
づ
け
て
経
と
曰
う
。�

（『
真
聖
全
』
二
八
〇
頁
）

無
量
寿
仏
の
荘
厳
功
徳
を
説
く
経
の
体
は
名
号
で
あ
り
、
そ
の
経
は
常
に
荘
厳
功
徳
が
衆
生
の
為
に
利
益
し
、
常
に
世
に
行
ず
る
か
ら
こ

そ
経
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
曇
鸞
は
経
の
体
が
名
号
で
あ
り
、
そ
の
名
号
を
体
と
す
る
経
か
ら
、
妙
境
界
相
た
る
浄
土
の

相
が
生
じ
る
点
を
こ
こ
で
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
曇
鸞
は
『
論
註
』
下
巻
の
妙
声
功
徳
成
就
釈
に
お
い
て
、

経
に
言
わ
く
。「
若
し
人
但
彼
の
国
土
の
清
浄
安
楽
な
る
を
聞
き
て
尅
念
し
て
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ん
も
の
と
、
ま
た
往
生
を
得
る
も

の
と
は
即
ち
正
定
聚
に
入
る
」。
此
れ
は
是
国
土
の
名
字
仏
事
を
為
す
。
安
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
、
と
。�

（『
真
聖
全
』
三
二
四
頁
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
曇
鸞
に
と
っ
て
仏
土
や
如
来
の
名
と
は
単
な
る
事
物
を
指
す
記
号
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
「
仏
事
を
為

す
」
主
体
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
讃
嘆
門
の
注
釈
に
お
い
て
も
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
曇
鸞
が
「「
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相

応
」
と
は
彼
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
は
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
も
う
」（『
真
聖
全
』

三
一
四
頁
）
と
端
的
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
名
号
と
は
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
迷
い
を
破
る
働
き
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
。
そ
こ
で
曇
鸞
は

な
ぜ
、
称
名
憶
念
し
て
も
如
実
修
行
と
し
て
破
闇
満
願
と
な
ら
な
い
の
か
と
問
い
、
そ
の
理
由
と
し
て
不
如
実
修
行
と
名
義
不
相
応
の
二

つ
を
挙
げ
て
い
る
。
不
如
実
修
行
と
は
、
実
相
身
・
為
物
身
を
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
指
日
（
月
）
の
喩
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

名
と
法
の
関
係
を
別
に
見
る
こ
と
で
あ
る
。
名
自
身
が
法
で
あ
り
、
如
来
の
真
実
功
徳
そ
の
も
の
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ら

な
い
の
が
名
義
不
相
応
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
不
如
実
修
行
と
は
念
仏
が
虚
妄
顚
倒
の
見
で
あ
る
凡
夫
の
自
力
の
心
か
ら
行
わ
れ
、
結
果
、

信
心
の
不
淳
・
不
一
・
不
相
続
で
あ
る
こ
と
を
引
き
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
う
し
た
問
題
点
を
指
摘
し
た
後
、
こ
れ
と
相
違
す

る
の
を
「
如
実
修
行
相
応
」
と
押
さ
え
、
如
実
修
行
の
成
就
を
願
生
偈
の
「
我
一
心
」（『
真
聖
全
』
三
一
四
頁
）
に
見
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
曇
鸞
は
、
名
号
が
「
仏
事
を
為
す
」
と
い
う
こ
と
を
、
作
願
門
の
奢
摩
他
の
行
の
注
釈
で
あ
る
三
種
の
「
止
」
の
最
初
に
も
見
出

（21）�
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し
て
い
る
。

云
何
が
作
願
す
る
。
心
に
常
に
作
願
し
た
ま
え
り
き
。
一
心
に
専
念
し
て
畢
竟
じ
て
安
楽
国
土
に
往
生
し
て
実
の
如
く
奢
摩
他
を
修

行
せ
ん
と
欲
う
が
故
に
、
と
の
た
ま
え
り
。�

（『
真
聖
全
』
三
一
五
頁
）

奢
摩
他
を
止
と
云
う
は
三
の
義
有
る
べ
し
。
一
つ
に
は
一
心
に
阿
弥
陀
如
来
を
専
念
し
て
彼
の
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
此
の
如

来
の
名
号
及
び
彼
の
国
土
の
名
号
能
く
一
切
の
悪
を
止
む
。
二
つ
に
は
彼
の
安
楽
土
は
三
界
の
道
に
過
ぎ
た
り
。
若
し
人
彼
の
国
に

生
ず
れ
ば
自
然
に
身
口
意
の
悪
を
止
む
。
三
つ
に
は
阿
弥
陀
如
来
正
覚
住
持
の
力
を
し
て
自
然
に
声
聞
・
辟
支
仏
を
求
む
る
心
を
止

む
。
こ
の
三
種
の
止
は
如
来
如
実
の
功
徳
よ
り
生
ず
。�

（『
真
聖
全
』
三
一
五
頁
）

曇
鸞
の
言
う
奢
摩
他
（śam

atha
）（
と
毘
婆
舎
那
（vipaśanā

））
の
意
味
が
瑜
伽
唯
識
な
ど
で
使
わ
れ
る
意
味
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と

は
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
奢
摩
他
の
行
が
此
土
と
彼
土
の
両
方
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
点

で
は
あ
る
。
一
つ
目
の
止
は
此
土
行
と
し
て
、
安
楽
国
に
願
生
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
名
号
が
主
体
と
な
っ
て
悪
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
す

る
働
き
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
安
楽
国
土
に
生
じ
る
こ
と
に
よ
る
身
口
意
の
悪
の
自
然
な
遮
止
、
三
つ
目
は
大
義
門
功
徳
と
対
応
す
る
内

容
で
あ
る
。
そ
し
て
後
の
二
つ
は
彼
土
行
で
あ
る
。
次
に
観
察
門
が
開
か
れ
、
毘
婆
舎
那
の
行
と
共
に
、
そ
の
対
象
と
し
て
三
種
の
荘
厳

功
徳
が
開
か
れ
て
く
る
。
毘
婆
舎
那
つ
い
て
曇
鸞
は
、

観
と
云
う
は
ま
た
二
の
義
有
り
。
一
つ
に
は
此
に
在
り
て
、
想
を
作
し
て
彼
の
三
種
の
荘
厳
功
徳
を
観
ず
れ
ば
、
此
の
功
徳
如
実
な

る
が
故
に
、
修
行
す
れ
ば
ま
た
如
実
の
功
徳
を
得
。
如
実
の
功
徳
は
決
定
し
て
彼
の
土
に
生
を
得
る
な
り
。
二
つ
に
は
ま
た
彼
の
浄

土
に
生
を
得
れ
ば
即
ち
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
。
未
証
浄
心
の
菩
薩
畢
竟
じ
て
平
等
法
身
を
得
証
す
。
浄
心
の
菩
薩
と
上
地
の

菩
薩
と
畢
竟
じ
て
同
じ
く
寂
滅
平
等
を
得
。�

（『
真
聖
全
』
三
一
六
頁
）

（23）�
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と
述
べ
、
こ
こ
で
も
彼
此
の
二
行
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
此
土
行
で
あ
り
、
浄
土
が
真
実
功
徳
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

浄
土
を
観
察
す
る
も
の
は
決
定
し
て
往
生
を
得
る
と
説
か
れ
、
二
つ
目
は
彼
土
行
で
あ
り
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
で
寂
滅
平
等
の
法
を

悟
る
と
い
う
不
虚
作
住
持
功
徳
の
内
容
で
あ
る
。
世
親
は
こ
の
止
観
の
二
行
を
「
是
の
如
く
菩
薩
、
奢
摩
他
と
毘
婆
舎
那
と
を
広
略
に
修

行
し
て
柔
軟
心
を
成
就
す
」
と
述
べ
て
、
広
（
毘
婆
舎
那
）
と
略
（
奢
摩
他
）
と
い
う
関
係
で
理
解
し
て
い
た
。
そ
し
て
毘
婆
舎
那
の
対

象
で
あ
る
三
種
の
荘
厳
も
ま
た
同
様
に
一
法
句
に
纏
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
作
願
・
観
察
共
に
そ
れ
ら
の
完
成
は
、
如
来
の

如
実
の
功
徳
に
よ
る
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
曇
鸞
に
よ
れ
ば
如
実
修
行
相
応
と
は
三
不
信
を
離
れ
た
一
心
に
よ

る
称
名
念
仏
の
上
に
成
就
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
曇
鸞
が
止
観
の
二
行
の
成
就
が
讃
嘆
門
の
成
就
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
見

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
名
号
の
働
き
の
上
に
成
就
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
曇
鸞
は
止
の
此
土
行
に
名
号
の
働
き
を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

凡
夫
の
作
心
を
超
え
、
名
号
が
仏
事
を
為
し
て
い
く
、
こ
の
よ
う
な
『
論
註
』
の
論
理
を
確
認
し
た
後
、
改
め
て
二
九
種
荘
厳
が
一
法

句
入
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
と
、「
願
心
に
よ
る
荘
厳
を
ま
と
め
、
二
種
法
身
を
内
に
見
出
す
言
葉
、
二
種
の
清
浄
を
出
だ
す

言
葉
、
真
実
の
智
慧
で
あ
り
無
為
法
身
で
あ
る
言
葉
」
と
は
名
号
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
広
略
に
説
か
れ
た
止
観
の
行

が
結
局
名
号
の
働
き
に
帰
着
す
る
の
と
同
様
に
、
三
種
荘
厳
と
そ
れ
ら
を
纏
め
る
一
法
句
も
ま
た
名
号
に
帰
着
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
そ

れ
ほ
ど
無
理
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
勿
論
『
論
註
』
に
「
一
法
句
は
謂
わ
く
名
号
な
り
」
と
い
っ
た
よ
う
な
一
法
句
を
名
号
と
す
る
直

接
の
記
述
は
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
両
者
の
関
係
が
、
名
号
は
一
法
句
で
あ
り
え
て
も
、
一
法
句
は
常
に
名
号
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
非
対
称
的
な
関
係
を
持
つ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
名
号
と
は
一
法
句
と
清
浄
句
と
真
実
智
慧
・
無
為
法
身

の
三
句
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
始
め
て
そ
の
性
格
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
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帰
命
尽
十
方　

無
碍
光
如
来�

（『
真
聖
全
』
二
六
九
頁
）

こ
の
言
葉
に
曇
鸞
は
一
法
句
・
清
浄
句
・
真
実
智
慧
無
為
法
身
の
三
句
が
展
転
す
る
相
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
そ
の
身
を
後
に
し
て
先
と
す
る
─
摂
化
す
る
名
号

一

　

前
節
に
お
い
て
、
筆
者
は
「
一
法
句
」
と
は
名
号
の
持
つ
あ
る
側
面
を
言
い
当
て
る
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
は
従
来
多
く
の
先
学
が

採
用
し
て
き
た
よ
う
な
真
如
法
性
の
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
し
た
。
で
は
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ

と
は
善
巧
摂
化
章
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
善
巧
摂
化
章
と
は
、『
浄
土
論
』
の

是
の
如
く
菩
薩
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
、
広
略
に
修
行
し
て
柔
軟
心
を
成
就
す
、
と
。�

（『
真
聖
全
』
三
三
八
頁
）

と
い
う
文
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
こ
の
「
柔
軟
心
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
曇
鸞
は
、「
不
二
心
」
と
し
て
捉
え
な
お
し
て
お
り
、
幡
谷
明
は

こ
の
心
は
『
維
摩
経
』
に
説
か
れ
た
不
二
心
、
す
な
わ
ち
「
生
死
即
涅
槃
と
証
知
す
る
心
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
中
辺
分
別
論
』
な
ど
に

説
か
れ
る
「
輪
廻
に
も
涅
槃
に
も
と
ど
ま
ら
な
い
心
」
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
心
の
内
容
は
そ
う
で
あ
る
が
、さ

ら
に
こ
の
言
葉
を
『
論
註
』
の
文
脈
で
確
か
め
る
と
す
れ
ば
、「
柔
軟
心
」
と
し
て
あ
る
心
が
「
不
二
の
心
」
即
ち
、「
一
心
」
で
あ
る
こ

と
を
説
示
し
て
い
る
と
理
解
す
る
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

次
に
曇
鸞
は
「
如
実
知
」
と
は
実
相
の
如
く
知
る
こ
と
で
あ
り
、
広
の
中
の
二
九
句
と
略
の
中
の
一
句
は
実
相
で
あ
る
、
と
述
べ
、
そ

し
て
「
如
是
成
就
巧
方
便
回
向
」（『
真
聖
全
』
三
三
九
頁
）
に
つ
い
て
、

（24）�

（25）�

（26）�

（27）�
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「
是
の
如
く
」
と
い
う
は
、
前
後
の
広
略
皆
実
相
な
る
が
如
き
な
り
。
実
相
を
知
る
を
以
て
の
故
に
、
則
ち
三
界
の
衆
生
の
虚
妄
の

相
を
知
る
な
り
。
衆
生
の
虚
妄
な
る
を
知
る
、
則
ち
真
実
の
慈
悲
を
生
ず
る
な
り
。
真
実
の
法
身
を
知
り
ぬ
れ
ば
、
則
ち
真
実
の
帰

依
を
起
す
な
り
。
慈
悲
と
帰
依
と
の
巧
方
便
は
下
に
在
り
。�

（『
真
聖
全
』
三
三
九
頁
）

と
述
べ
る
。
こ
こ
で
曇
鸞
は
、
実
相
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
、
同
時
に
「
衆
生
の
虚
妄
の
相
」
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
慈
悲

を
生
じ
さ
せ
る
と
し
、
ま
た
（
実
相
に
よ
っ
て
）
真
実
の
法
身
を
知
る
こ
と
が
、
真
実
の
帰
依
を
起
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
巧
方

便
が
慈
悲
と
帰
依
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
仮
に
こ
の
文
の
広
略
の
略
が
真
如
法
性
の
こ
と
で
あ
る
と
仮

定
す
る
と
、
そ
の
内
容
は
止
観
の
行
を
完
成
さ
せ
菩
薩
と
な
っ
た
善
男
子
・
善
女
人
が
、
そ
の
体
得
し
た
真
如
を
根
拠
と
し
た
慈
悲
を
起

し
、
同
時
に
帰
依
を
起
す
、
と
い
う
意
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、「
真
実
の
帰
依
」
と
い
う
こ
と
が
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
、
か
つ
そ
れ
が
な
ぜ
巧
方
便
と
な
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
筆
者
に
は
生
じ

る
の
で
あ
る
。
止
観
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
な
高
い
機
根
を
備
え
た
菩
薩
が
な
ぜ
改
め
て
真
実
の
帰
依
を
必
要
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

疑
問
自
体
は
素
朴
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
と
、
筆
者
は
曇
鸞
が
巧
方
便
を
そ
の
ま
ま
菩
薩
（
あ
る
い
は
善
男

子
・
善
女
人
）
の
獲
得
す
る
べ
き
内
容
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
広
略
止
観
を
共
に
名
号
の
下
で
理
解
す
る
と
し
た
ら
こ
の
文
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
実
相
を

知
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
讃
嘆
門
に
お
い
て
、「
不
如
実
修
行
相
応
」
の
例
と
し
て
「
如
来
は
是
れ
実
相
の
身
な
り
。
是
れ
物
の
為

の
身
な
り
と
知
ら
ざ
る
な
り
」（『
真
聖
全
』
三
一
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
れ
と
相
違
し
て
実
相
身
・
為
物
身
で
あ
る
如

来
と
如
実
に
相
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
言
っ
て
そ
れ
は
「
一
心
に
」
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。　
　

　

ま
た
、
慈
悲
と
帰
依
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
筆
者
は
安
田
理
深
の
次
の
よ
う
な
言
葉
に
大
き
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
。 （28）�
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善
巧
方
便
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
の
成
り
立
ち
を
、
慈
悲
（
下
、
衆
生
に
対
す
る
）
と
帰
依
（
上
、
法
身
に
対
す
る
）
で
表
さ
れ
て

あ
る
わ
け
で
あ
る
。
法
身
は
衆
生
を
知
り
尽
く
し
て
慈
悲
を
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
は
如
来
に
対
し
て
帰
依
を
起
こ
す
。
こ
の

よ
う
に
慈
悲
と
帰
依
が
方
便
回
向
の
内
容
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

安
田
の
見
解
は
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
安
田
自
身
は
一
法
句
を
真
如
法
性
の
こ
と
と
し
て
理
解
し
て
い
る
が
、

安
田
の
慈
悲
と
帰
依
と
い
う
位
相
の
異
な
る
二
つ
の
事
柄
を
法
身
と
衆
生
の
双
方
向
に
よ
っ
て
理
解
す
る
視
点
は
、
む
し
ろ
こ
の
文
の
本

質
を
言
い
当
て
て
い
る
。（
仏
は
）
慈
悲
を
起
し
、（
衆
生
）
は
そ
の
よ
う
な
真
実
法
身
に
真
実
の
帰
依
を
起
す
。
自
ら
の
虚
偽
性
を
照
ら

す
智
慧
に
よ
っ
て
衆
生
は
真
に
依
る
べ
き
も
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
「
真
実
智
慧
・
無
為
法
身
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う

に
展
開
す
る
の
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
な
ぜ
慈
悲
と
帰
依
と
の
二
つ
が
そ
こ
か
ら
生
じ
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
て
い
る
。
ま
た
善

男
子
・
善
女
人
が
菩
薩
と
し
て
転
換
す
る
契
機
と
な
る
の
も
こ
の
真
実
の
帰
依
に
こ
そ
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
善
男
子
・
善
女
人
が

そ
の
ま
ま
菩
薩
と
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。「
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
」（『
真
聖
全
』
二
七
八
頁
）
に
お
い
て
、
い
か
な
る
行
も
及
び
難
い

衆
生
が
、
願
生
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
「
信
仏
の
因
縁
」（『
真
聖
全
』
二
七
八
頁
）
に
よ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
そ

の
衆
生
が
願
生
道
と
し
て
の
菩
薩
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
真
実
の
帰
依
に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、

善
巧
摂
化
を
、
単
に
彼
土
の
菩
薩
の
力
用
と
し
て
や
、
あ
る
い
は
師
の
教
化
に
感
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
る
見
解
と
は
、
ま
た

別
様
な
理
解
が
見
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

二

　

曇
鸞
は
、
善
巧
摂
化
に
つ
い
て
三
つ
の
側
面
か
ら
理
解
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
菩
提
心
、
二
つ
目
は
回
向
、
三
つ
目
は
巧
方
便
で
あ
る
。

（29）�

（30）�
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勿
論
こ
れ
は
世
親
の
「
何
者
か
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
。
…
」（『
真
聖
全
』
三
三
九
頁
）
と
い
う
文
言
を
註
釈
す
る
過
程
で
述
べ
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
が
、
註
釈
の
順
序
が
巧
方
便
と
回
向
と
で
若
干
変
わ
っ
て
い
る
。
先
ず
菩
提
心
に
つ
い
て
は
、

王
舎
城
所
説
の
『
無
量
寿
経
』
を
案
ず
る
に
、
三
輩
生
の
中
に
、
行
に
優
劣
有
り
と
雖
も
、
皆
無
上
菩
提
の
心
を
発
せ
ざ
る
は
な
し
。

此
の
無
上
菩
提
心
と
い
う
は
、
即
ち
是
願
作
仏
心
な
り
。
願
作
仏
心
は
即
ち
是
れ
度
衆
生
心
な
り
。
度
衆
生
心
は
即
ち
是
衆
生
を
摂

取
し
て
有
仏
の
国
土
に
生
ぜ
し
む
る
心
な
り
。
是
の
故
に
彼
の
安
楽
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
者
は
、
要
ず
無
上
菩
提
心
を
発
せ
る

な
り
。�

（『
真
聖
全
』
三
三
九
頁
）

と
述
べ
、『
大
無
量
寿
経
』
の
三
輩
往
生
の
経
文
を
通
し
て
「
行
に
優
劣
有
り
と
雖
も
」
と
、
通
底
す
る
の
は
行
で
は
な
く
、「
菩
提
心
」

の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
勿
論
こ
の
菩
提
心
は
先
に
曇
鸞
が
述
べ
た
不
二
心
（
柔
軟
心
）
と
無
関
係
の
心
で
は
な
い
。
そ
し
て
菩
提

心
は
願
作
仏
心
、
度
衆
生
心
、
摂
取
衆
生
生
有
仏
国
土
心
で
あ
る
と
さ
れ
、
願
生
者
に
お
い
て
必
ず
欠
か
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
述
べ

ら
れ
る
。
曇
鸞
は
世
親
の
述
べ
る
「
巧
方
便
回
向
成
就
」
す
る
こ
と
の
根
拠
を
こ
の
無
上
菩
提
心
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。　

　

そ
し
て
筆
者
は
こ
の
菩
提
心
と
回
向
と
巧
方
便
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
曇
鸞
は
、
回
向
に
つ
い
て
、

凡
そ
回
向
の
名
義
を
釈
せ
ば
謂
わ
く
己
が
所
集
の
一
切
の
功
徳
を
以
て
一
切
の
衆
生
に
施
与
し
て
共
に
仏
道
に
向
か
わ
し
む
る
な
り
。

�

（『
真
聖
全
』
三
四
〇
頁
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
「
凡
そ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
こ
の
定
義
が
回
向
一
般
に
通
じ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ

は
単
に
一
般
的
な
定
義
で
回
向
を
理
解
し
た
と
い
う
よ
り
、
回
向
と
い
う
事
柄
の
最
も
本
質
的
な
こ
と
、
ど
の
よ
う
な
回
向
で
あ
っ
て
も

欠
か
せ
な
い
こ
と
を
定
義
づ
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
回
向
を
定
義
し
た
後
、
曇
鸞
は
巧
方
便
を
火
擿
の
譬
え
に

よ
っ
て
示
す
。

（31）�
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「
巧
方
便
」
は
、
謂
わ
く
菩
薩
願
ず
ら
く
、
己
れ
が
智
慧
の
火
を
以
て
一
切
衆
生
の
煩
悩
の
草
木
を
焼
か
む
、
若
し
一
衆
生
と
し
て

仏
に
成
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ば
、
我
仏
に
作
ら
じ
と
。
而
る
に
彼
の
衆
生
未
だ
尽
き
ず
成
仏
せ
ば
、
菩
薩
已
に
自
ら
も
成
仏
せ
と
。
譬

え
ば
火
擿
し
て
一
切
の
草
木
を
樀
み
て
、
焼
い
て
尽
く
さ
し
め
ん
と
欲
う
、
草
木
未
だ
尽
き
ざ
る
に
火
擿
已
に
尽
き
む
が
如
し
。
其

の
身
を
後
に
し
て
身
を
先
と
す
る
を
以
て
の
故
に
巧
方
便
と
名
づ
く
。�

（『
真
聖
全
』
三
四
〇
頁
）

一
切
衆
生
が
成
仏
し
な
け
れ
ば
、
自
己
も
仏
と
な
ら
な
い
と
願
い
な
が
ら
、
し
か
も
自
身
が
先
ず
仏
に
な
る
、
そ
れ
は
火
ば
し
（
火
擿
）

に
よ
っ
て
草
木
を
摘
み
焼
こ
う
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
草
木
が
焼
か
れ
な
い
う
ち
に
火
ば
し
が
燃
え
尽
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
巧
方
便
と
名
づ
け
る
、
と
い
う
こ
の
譬
喩
は
、
方
便
の
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
譬
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
の
譬
喩
を
、

あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
ど
こ
ま
で
も
摂
取
し
よ
う
と
す
る
願
心
は
、
そ
の
願
い
自
体
が
既
に
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
先
ん
じ
て
い
る
、
そ
し
て
そ

の
根
源
性
を
獲
得
し
た
働
き
が
巧
方
便
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
受
け
止
め
る
。
迷
い
つ
づ
け
る
衆
生
が
い
る
限
り
、
限
り
な
く
働
き
を

や
め
な
い
そ
の
大
悲
心
は
、
そ
の
大
悲
故
に
常
に
我
々
に
「
先
ん
じ
て
」
い
る
。
ま
た
こ
の
心
は
先
に
述
べ
た
無
上
菩
提
心
、
願
作
仏
心
、

度
衆
生
心
、
摂
取
衆
生
生
有
仏
国
土
心
と
も
言
わ
れ
た
心
と
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
で
は
な
ぜ
こ
の
根
源
的
な
心
が
衆
生
に
お

い
て
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
善
男
子
・
善
女
人
が
止
観
行
を
完
成
さ
せ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
そ
う
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
先
験
的
・
根
源
的
な
も
の
と
は
努
力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
も
し
こ
の
心
が
衆
生
に
お

い
て
成
立
す
る
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
如
来
か
ら
の
働
き
か
け
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
、
無
上
菩
提
心
の
成
就

に
は
回
向
が
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
で
あ
る
と
し
、
そ
の
本
質
を
「
…
一
切
の
功
徳
を
一
切
衆
生
に
施
与
…
」
と
見
極
め
る
。
そ
し

て
火
擿
の
譬
え
に
よ
っ
て
、
大
悲
心
の
根
源
性
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
論
理
展
開
を
改
め
て
勘
案
す
る
と
、
実
は
回
向
も
同
様
に
我
々

に
「
先
ん
じ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
曇
鸞
自
身
が
明
ら
か
に
し
た
他
力
の
仏
道

（32）�
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と
い
う
根
本
的
関
心
に
立
ち
返
っ
た
時
、
お
も
む
ろ
に
理
解
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。

　

親
鸞
は
、『
高
僧
和
讃
』
に
お
い
て
、

尽
十
方
の
無
碍
光
仏　

一
心
に
帰
命
す
る
を
こ
そ　

天
親
論
主
の
み
こ
と
に
は　

願
作
仏
心
と
の
べ
た
ま
え　

願
作
仏
の
心
は
こ
れ　

度
衆
生
の
こ
こ
ろ
な
り　

度
衆
生
の
心
は
こ
れ　

利
他
真
実
の
信
心
な
り　

信
心
す
な
わ
ち
一
心
な
り　

一
心
す
な
わ
ち
金
剛
心　

金
剛
心
は
菩
提
心　

こ
の
心
す
な
わ
ち
他
力
な
り

と
讃
じ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
親
鸞
の
言
葉
は
曇
鸞
の
述
べ
る
善
巧
摂
化
章
の
指
し
示
す
内
容
を
簡
潔
に
言
い
当
て
て
い
る
。
無
碍
光
如

来
へ
の
一
心
帰
命
が
、
願
作
仏
心
、
度
衆
生
心
、
利
他
真
実
の
信
心
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
信
が
他
力
に
依
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
簡
明
直
截
な
言
葉
は
あ
く
ま
で
も
註
釈
者
た
る
曇
鸞
の
立
場
で
は
言
い
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三

　

こ
れ
ま
で
こ
の
小
論
は
一
法
句
や
広
略
止
観
、
善
巧
摂
化
な
ど
を
考
察
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
名
号
の
下
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
き

た
。
そ
の
名
号
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
曇
鸞
は
、

此
の
十
念
は
無
上
の
信
心
に
依
止
し
阿
弥
陀
如
来
の
方
便
荘
厳
、
真
実
清
浄
、
無
量
の
功
徳
の
名
号
に
依
っ
て
生
ず
。

�

（『
真
聖
全
』
三
一
〇
頁
）

と
い
う
規
定
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
曇
鸞
が
名
号
を
方
便
と
真
実
の
二
つ
の
相
即
す
る
事
柄
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
方
便
と
真
実
が
相
即
関
係
に
あ
る
と
い
う
記
述
は
『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て
随
所
に
見
ら
れ
、
先
に
述
べ
た
一
法
句
の
「
法
」
に

見
ら
れ
た
よ
う
な
、
方
便
法
身
と
法
性
法
身
の
関
係
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
で
は
、
方
便
荘
厳
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
清
浄
句

（33）�
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に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
二
種
の
世
間
清
浄
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
種
と
は
世
親
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
器
世
間
清
浄
で
あ
る
一
七
種
の

荘
厳
仏
土
功
徳
成
就
と
、
衆
生
世
間
清
浄
で
あ
る
八
種
の
荘
厳
仏
土
功
徳
成
就
、
四
種
の
荘
厳
菩
薩
功
徳
成
就
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
二
種
清
浄
は
法
性
よ
り
出
で
た
方
便
法
身
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
曇
鸞
は
「
相
好
荘
厳
即
法
身
な
り
」�（『
真
聖
全
』
三
三
七
頁
）
と

も
述
べ
て
い
た
。

　

曇
鸞
は
、
方
便
に
つ
い
て
、「
正
直
を
「
方
」
と
曰
う
、
外
己
を
「
便
」
と
曰
う
。（『
真
聖
全
三
四
〇
頁
』）」
と
言
い
、
さ
ら
に
、

智
恵
と
方
便
と
相
い
縁
じ
て
動
じ
、
相
い
縁
じ
て
静
な
り
。
動
、
静
を
失
せ
ざ
る
こ
と
は
智
恵
の
功
な
り
。
静
、
動
を
廃
せ
ざ
る
こ

と
は
方
便
の
力
な
り
。�

（『
真
聖
全
』
三
四
二
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
葉
か
ら
窺
う
に
曇
鸞
は
方
便
の
力
の
本
質
と
は
動
的
、
あ
る
い
は
動
性
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
己
を

外
に
す
る
と
い
う
一
種
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
教
化
し
て
い
く
力
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う

に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
二
種
の
清
浄
は
決
し
て
三
厳
二
九
種
の
み
に
止
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
方
便
荘
厳
と
し
て
象
ら
れ
た
仏
身
仏
土
は
、

衆
生
の
苦
し
み
が
あ
る
限
り
そ
の
開
示
を
決
し
て
止
め
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
が
た
め
に
方
便
と
し
て
の
意
義
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
曇
鸞
が
上
巻
の
真
実
功
徳
に
つ
い
て
解
説
す
る
中
で
、

二
つ
に
は
菩
薩
、
智
慧
清
浄
の
業
よ
り
起
り
て
仏
事
を
荘
厳
す
。
法
性
に
依
り
て
清
浄
の
相
に
入
る
。
こ
の
法
顛
倒
せ
ず
、
虚
偽
な

ら
ず
。
名
づ
け
て
真
実
功
徳
と
す
。
云
何
が
顛
倒
せ
ざ
る
。
法
性
に
依
り
て
二
諦
に
順
ぜ
る
が
故
に
。
云
何
が
虚
偽
な
ら
ざ
る
。
衆

生
を
摂
し
て
畢
竟
浄
に
入
ら
し
む
る
が
故
に
、
と
。�

（『
真
聖
全
』
二
八
四
頁
）

と
述
べ
て
い
た
通
り
、
真
実
功
徳
と
は
、
智
慧
清
浄
の
業
か
ら
起
こ
り
、
仏
事
を
荘
厳
す
る
と
い
う
。
ま
た
そ
れ
は
、
法
性
に
依
り
二
諦

に
順
じ
て
い
る
が
故
に
、
衆
生
を
「
畢
竟
浄
」
へ
と
摂
し
て
い
く
。
そ
れ
故
に
、
虚
偽
で
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
衆

（34）�
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生
を
摂
取
す
る
こ
と
は
、
真
実
と
方
便
の
相
即
に
よ
っ
て
実
現
し
、
そ
の
ど
ち
ら
を
失
っ
て
も
成
立
し
な
い
。

　

善
巧
摂
化
章
の
最
後
に
お
い
て
曇
鸞
は
、「
此
の
中
に
方
便
と
言
う
は
、
謂
わ
く
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国

に
生
ぜ
ん
と
作
願
す
。
彼
の
仏
国
は
即
ち
是
畢
竟
成
仏
の
道
路
、
無
上
の
方
便
な
り
」『
真
聖
全
』
三
四
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
曇
鸞

に
と
っ
て
「
畢
竟
成
仏
の
道
路
」
も
「
無
上
の
方
便
」
も
決
し
て
目
的
の
た
め
の
最
上
の
手
段
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ

は
真
実
を
内
包
し
、
真
実
と
相
即
す
る
故
に
、
そ
れ
自
体
が
自
己
充
足
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
真
実
と
方
便
を
統
一
す
る
も
の
は

一
句
の
言
葉
と
な
っ
て
現
前
す
る
。
そ
れ
が
名
号
で
あ
る
。
一
句
の
言
葉
と
な
っ
た
如
来
は
、
様
々
な
教
説
（
例
え
ば
〈
大
無
量
寿
経
〉）

や
種
々
の
荘
厳
と
な
り
衆
生
を
教
化
し
、
そ
の
光
明
の
中
に
お
い
て
衆
生
を
摂
取
し
て
い
く
。
名
号
は
動
的
に
衆
生
の
た
め
に
そ
の
無
量

の
功
徳
を
開
示
し
、
働
き
続
け
る
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
そ
の
よ
う
な
働
き
を
持
つ
名
号
に
五
念
門
全
体
を
纏
め
、
そ
の
論
理
構
造
の
下
に

一
法
句
・
清
浄
句
・
真
実
智
慧
、
無
為
法
身
の
展
開
を
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
善
巧
摂
化

と
名
号
が
別
の
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
く
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
へ
の
一
心
帰
命
が
成
立
す
る
時
に
、
同
時
に
そ
こ
に
摂
化
の
働
き
が
成

就
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
働
き
は
必
ず
、「
そ
の
身
を
後
に
」（
利
他
的
に
）
し
な
が
ら
常
に
我
々
の
前
に
「
先
ん
じ
て
」（
根
源

的
に
）
在
る
の
で
あ
る
。
以
上
本
論
は
煩
瑣
な
問
題
を
取
り
扱
っ
て
き
た
た
め
筆
者
の
見
解
を
以
下
の
よ
う
な
図
に
よ
っ
て
ま
と
め
て
お

き
た
い
。
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終
わ
り
に

　

筆
者
は
こ
の
小
論
に
お
い
て
、
善
巧
摂
化
章
の
読
解
は
、
先
ず
前
章
の
浄
入
願
心
章
に
お
け
る
広
略
の
関
係
並
び
に
一
法
句
の
理
解
抜

き
に
は
成
立
し
な
い
と
い
う
問
題
提
起
を
し
た
。
ま
た
善
巧
摂
化
を
、
彼
土
此
土
に
菩
薩
を
弁
じ
分
け
た
上
で
、
単
に
浄
土
の
菩
薩
の

力
用
と
し
て
捉
え
る
よ
う
な
視
点
に
対
し
て
も
疑
義
を
呈
し
た
。
一
法
句
に
つ
い
て
、
先
学
の
仏
教
学
的
見
地
に
よ
る
知
見
を
参
考
に
し

上記の図は名号と善巧摂化の関係を構造的に把握するた

めの試案である。帰命尽十方無碍光如来という言葉の中

に三句が展転している。一法句は如来のあらゆる功徳

を一句の言葉に纏め、清浄句は種々の荘厳として展開し、

衆生を教化し、摂取する。そして真実智慧・無為法身は

衆生に一心帰命の信を実現させる。これらの句はそうし

た用きを言葉として明示しているものとして考えるべき

である。この図の意図は名号と善巧摂化の分ち難い成り

立ちを示すことにある。（尚、矢印はあくまでも論理的

順序のことであり、時間的順序は意味しない）
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つ
つ
、
そ
れ
は
「
真
如
の
依
事
」（
山
口
説
）
の
こ
と
で
は
な
く
、「
簡
潔
な
教
言
」（
小
谷
説
）
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
適
切

で
は
な
い
か
と
主
張
し
た
。
ま
た
『
論
註
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
一
法
句
の
原
理
に
よ
っ
て
様
々
な
荘
厳
功
徳
が
収
ま
る
先
は
名
号
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
提
起
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
巧
摂
化
章
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
を
問
い
、
こ
の
章
を
、
止
観

行
完
成
さ
せ
た
菩
薩
の
行
を
説
き
明
か
す
章
と
い
う
よ
り
も
、
菩
提
心
と
回
向
と
巧
方
便
の
関
係
か
ら
名
号
の
働
き
を
捉
え
て
い
る
章
と

し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
筆
者
の
見
解
は
、
必
ず
し
も
曇
鸞
が
明
確
に
説
示
し
て
い
な
い
点
も
含
ん
で
い
る
た

め
に
、
そ
こ
に
は
恣
意
的
な
読
解
を
促
す
危
険
性
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
論
理
展
開
に
無
理
が
生
じ
て
い
る
箇
所
も
あ
り
、

そ
れ
は
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
回
向
（
特
に
還
相
回
向
）
の
問
題
に
関
し
て
も
、
善
巧
摂
化
の
構
造
を
包

括
的
に
取
り
扱
う
こ
と
に
拘
っ
た
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。『
浄
土
論
註
』
の
往
還
回
向
は
無
視
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
従
っ
て
回
向
論
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
本
論
は
様
々
な
課
題
を
残
し
た
。
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
但
し
筆
者
は
、

こ
の
『
浄
土
論
註
』
の
説
示
は
、
常
に
有
漏
心
に
生
き
る
我
々
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
視
点
に
よ
っ
て
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
考
え
て
い
る
。
そ
こ
に
曇
鸞
の
思
想
を
研
究
す
る
意
義
が
あ
り
、
彼
方
に
証
果
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
今
後
、
ど
の
よ
う
な
研
究
の
形
で
あ
れ
、
そ
の
こ
と
は
大
切
に
し
て
い
き
た
い
根
本
関
心
で
あ
る
。

【
註
】

�
�

火
擿
の
譬
え
の
「
其
の
身
を
後
に
し
て
其
の
身
を
先
と
す
る
を
以
て
」（『
真
聖
全
』
三
四
〇
頁
）
の
文
は
『
老
子
』「
第
七
章
」
を
下
に
し
た
文

章
で
あ
る
。
元
々
は
聖
人
の
無
私
の
姿
勢
を
説
い
て
い
る
言
葉
で
あ
る
が
、
曇
鸞
は
原
意
を
換
骨
奪
胎
す
る
形
で
用
い
て
い
る
。

（1）
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�
�

香
月
院
深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』、
六
三
七
～
六
三
八
頁
。

�
�

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
論
は
『
浄
土
論
註
』
親
鸞
加
点
本
を
主
に
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
親
鸞
の
読
み
方
で
特
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
点
は
適
宜
註
に
お
い
て
指
摘
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�

こ
の
柔
軟
心
に
つ
い
て
、
山
口
益
はcitta�‒�karm

an

・yatā

と
い
う
原
語
を
想
定
し
、
そ
の
語
は
不
虚
作
住
持
功
徳
釈
に
お
け
る
浄
心
・
浄
信

（citta�‒�prasāda

）�

の
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（
山
口
益
『
世
親
の
浄
土
論
』、
一
六
五
～
一
六
六
頁
）

�
�

筆
者
は
こ
こ
で
は
『
浄
土
論
』
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

�
�

香
月
院
深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』、
六
三
九
頁
。

�
�

森　

慶
樹
「
論
註
の
善
巧
摂
化
章
以
下
の
菩
薩
に
つ
い
て
」『
竜
谷
教
学
』
第
四
六
号
所
収
、
五
五
頁
。

�
�

尾
畑
文
正
『
願
生
浄
土
の
仏
道
』、
二
四
〇
頁
～
二
四
一
頁
。

�
�

香
月
院
深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』、
六
一
五
～
六
一
六
頁
。「
先
づ
一
法
句
と
云
う
は
そ
の
体
な
ん
ぢ
ゃ
ぞ
と
云
う
に
、
或
は
依
報
十
七
種
の
中
の

清
浄
功
徳
ぢ
ゃ
と
云
う
義
も
あ
り
。
又
弥
陀
の
果
上
の
名
号
の
事
ぢ
ゃ
と
云
う
義
あ
り
。
又
弥
陀
正
覚
の
果
智
の
事
ぢ
ゃ
と
云
う
義
も
あ
る
。
此
等

の
義
は
所
レ
云
摸
象
の
看
て
一
つ
も
当
り
た
事
は
な
き
也
。（
中
略
）
今
云
う
此
の
一
法
句
の
事
は
上
の
入
第
一
義
諦
の
論
註
下
の
釈
に
「
此
義
至

二
入
一
法
句
文
一
当
二
更
解
釈
一
」
と
あ
り
。
こ
れ
が
先
づ
鸞
師
の
御
指
南
上
の
入
第
一
義
諦
と
此
の
入
一
法
句
其
の
体
一
つ
と
の
給
う
也
。（
中
略
）

其
の
第
一
義
諦
を
上
の
論
註
に
「
仏
因
縁
諦
也
」
と
釈
し
て
、
有
宛
然
と
し
て
空
な
る
真
如
実
相
の
事
也
。
又
此
の
下
の
論
註
に
此
の
一
法
句
を
法

性
法
身
に
当
て
て
あ
り
。
然
れ
ば
論
註
の
意
ま
ご
う
処
は
無
い
、
一
法
句
と
云
う
は
真
如
法
性
の
事
也
」

�
�

香
月
院
深
励
『
浄
土
論
註
講
義
』、
六
一
六
頁
。

�
�

親
鸞
加
点
本
の
み
「
法
句
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
法
句
を
一
法
の
句
と
理
解
す
る
か
、
一
の
法
句
と
理
解
す
る
の
か
で
解
釈
は
異
な
っ
て
く
る
。

筆
者
は
後
者
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
表
現
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

�
�

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
改
め
て
一
六
句
と
一
句
、
清
浄
句
、
一
法
句
、
第
一
義
諦
な
ど
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が

生
じ
て
く
る
。
確
か
に
そ
れ
ら
を
真
如
法
性
の
下
に
位
置
付
け
て
し
て
し
ま
え
ば
簡
潔
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
の
理
解
の
最
大
の
問
題
点
は
、
結
局

の
所
一
法
句
自
身
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
真
如
と
は
最
も
普
遍
的
で
、
そ
れ
が
故
に
最
も
抽
象
的
か
つ

空
虚
な
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
一
法
句
に
つ
い
て
は
も
っ
と
巨
視
的
な
視
点
で
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
少
な
く
と
も
善
巧

（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）
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摂
化
章
ま
で
の
読
解
抜
き
に
は
こ
の
語
の
意
味
と
、
他
の
語
と
の
関
係
性
は
理
解
し
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
一
旦
先
の
疑
問
は
保
留
し
論

を
進
め
た
い
。

�
�

山
口
益
『
世
親
の
浄
土
論
』、
一
五
八
～
一
五
九
頁
。「
そ
う
い
う
「
一
法
」（ekadharm

a

）
に
「
句
」
の
語
が
添
加
せ
ら
れ
て
、
一
法
句
（eka-

dharm
a-pada

）
な
る
複
合
詞
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
「
句
」（pada

）
と
は
、
先
に
い
う
如
く
依
事
で
あ
り
、
依
処
で
あ
り
、
方
便
・

世
俗
諦
で
も
あ
る
か
ら
、
い
ま
一
法
句
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
た
だ
能
所
分
別
の
空
無
・
勝
義
諦
真
如
そ
の
も
の
で
な
く
し
て
、
世
間
的
な
も
の
、

有
的
な
も
の
を
具
す
る
こ
と
が
意
味
せ
ら
れ
て
い
る
。（
中
略
）
浄
土
と
は
、
空
・
真
如
が
世
間
的
・
有
・
衆
生
を
空
・
真
如
に
入
ら
し
め
る
た
め

の
空
・
真
如
の
世
間
的
有
的
な
顕
現
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
有
・
衆
生
が
空
・
真
如
に
入
ら
し
め
ら
れ
る
場
で
あ
る
」

�
�

山
口
益
『
世
親
の
浄
土
論
』、
一
五
九
頁
。
山
口
はvyavadāna�-�pada�

を
同
格
限
定
語
と
し
て
い
る
が
、
山
口
の
論
に
従
う
な
ら
ば
、
こ
こ
は

む
し
ろ
、
格
限
定
複
合
語
と
し
て
「
浄
化
の
処
」
と
で
も
し
た
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

�
�

例
え
ば
箕
輪
秀
邦
『
解
読
浄
土
論
註
』、
一
一
八
頁
に
は
一
法
句
の
説
明
と
し
て
ほ
ぼ
す
べ
て
山
口
の
見
解
に
依
っ
て
い
る
。

�
�

小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
─
親
鸞
は
現
世
往
生
を
説
い
た
か
─
』、　
「
一
法
句
と
は
何
か
」
を
参
照
の
こ
と
。

�
�

小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
─
親
鸞
は
現
世
往
生
を
説
い
た
か
─
』、
一
一
七
頁
。

�
�

小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
─
親
鸞
は
現
世
往
生
を
説
い
た
か
─
』、
一
二
一
頁
。

�
�

『
真
聖
全
』
三
三
七
頁
。

�
�

句
の
原
語
と
し
て
想
定
さ
れ
るpada

は
、
足
、
場
所
、
韻
文
の
最
小
構
成
要
素
・
単
位
な
ど
の
意
味
を
持
つ
多
義
語
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
は
、

基
礎
と
な
る
物
、
足
掛
か
り
と
な
る
物
、
と
の
意
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
語
感
よ
り
依
事
・
依
処
と
い
っ
た
意
味
が
見
出
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
察
す
る
。

�
�

「
尅
念
し
て
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ん
も
の
と
、
ま
た
往
生
を
得
る
も
の
」
と
読
ん
で
い
る
。
こ
の
小
論
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
読
み
は

曇
鸞
の
意
図
を
明
確
に
し
て
い
る
読
み
方
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

�
�

親
鸞
加
点
本
以
外
の
諸
本
は
す
べ
て
「
月
」
と
な
っ
て
い
る
。

�
�

幡
谷
明
『
曇
鸞
教
学
の
研
究
─
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
─
』、
一
八
六
～
一
八
七
頁
を
参
照
の
こ
と
。

�
�

引
用
文
は
「
問
題
の
所
在
」
を
参
照
の
こ
と
。

（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）（24）
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�
�

幡
谷
明
『
曇
鸞
教
学
の
研
究
─
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
─
』、
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
。

�
�

幡
谷
明
『
曇
鸞
教
学
の
研
究
─
親
鸞
教
学
の
思
想
的
基
盤
─
』、
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
。

�
�

利
行
満
足
章
に
お
い
て
、「
一
道
は
一
無
碍
道
な
り
、
無
碍
は
謂
わ
く
生
死
即
是
涅
槃
と
知
る
な
り
。
是
の
如
き
等
入
不
二
の
法
門
は
無
碍
の
相

な
り
」（『
真
聖
全
』
三
四
六
頁
）
と
あ
る
。

�
�

曇
鸞
は
「
此
の
十
念
は
…
実
相
の
法
を
聞
く
に
依
っ
て
生
ず
。（『
真
聖
全
』
三
一
〇
頁
）
と
も
述
べ
て
い
た
。

�
�

安
田
理
深
『
教
行
信
証　

証
巻
聴
記
Ⅲ
』、
七
〇
頁
。

�
�

安
田
理
深
『
教
行
信
証　

証
巻
聴
記
Ⅲ
』
に
お
い
て
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

�
�

「
し
む
る
な
り
」
と
他
力
が
強
調
さ
れ
る
読
み
方
が
さ
れ
て
い
る
。

�
�

こ
こ
は
通
常
、「
彼
の
衆
生
未
だ
尽
く
成
仏
せ
ざ
る
に
、
菩
薩
已
に
自
ら
成
仏
す
」
と
読
む
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
独
特
な
読
み
方
を
し

て
い
る
。
こ
の
読
み
方
と
意
味
に
つ
い
て
は
別
途
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
但
し
今
こ
こ
で
は
、
通
常
の
読
み
方
に
よ
っ
て
考
察
を
行
っ
た
。
尚
、
親

鸞
は
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
、「
未
だ
尽
く
成
仏
せ
ざ
る
に
、
自
ら
成
仏
せ
む
は
」（『
定
本
』
二
一
五
頁
）
と
ほ
ぼ
通
常
の
読
み
方
を
し
て
い

る
。

�
�

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
「
浄
土
高
僧
和
讃
」
八
四
頁
～
八
五
頁
。

�
�

『
真
聖
全
』
二
七
五
頁
。「
何
等
を
か
二
種
。
一
つ
に
は
器
世
間
清
浄
、
二
つ
に
は
衆
生
世
間
清
浄
な
り
。
器
世
間
清
浄
と
は
、
向
に
説
き
つ
る
が

如
き
の
十
七
種
の
荘
厳
仏
土
功
徳
成
就
、
是
を
器
世
間
清
浄
と
名
づ
く
。
衆
生
世
間
清
浄
と
は
向
に
説
き
つ
る
が
如
き
の
八
種
の
荘
厳
仏
功
徳
成
就

と
四
種
の
荘
厳
菩
薩
功
徳
成
就
と
是
を
衆
生
世
間
清
浄
と
名
づ
く
。
是
の
如
き
一
法
句
に
二
種
の
清
浄
の
義
を
摂
す
」

【
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