
王

舎

城

の

悲

劇

伊 

東 

慧 

明

『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
王
舎
城
の
悲
劇
は
、
単
に
浄
土 

へ
の
道
を
開
く
機
縁
で
は
な
く
、
正
し
く
浄
土
の
機
縁
と
し
て
、
 

『
大
無
量
寿
経
』
の
仏
道
史
観
、
即
ち
如
来
の
本
願
の
歴
史
観
中 

に
包
摂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
親
鸞
教
学
に
お
(±
る

『
観 

無
量
寿
経
』
の
真
の
意
義
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

い
ま
、
そ

の

『
観
無
量
寿
経
』

の
意
義
を
『
教
行
信
証
』

の 

「
総
序
」
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
超
歴
史
的
な
仏
道
が
、
 

王
舎
城
の
悲
劇
を
機
縁
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
歴
史
と 

し
て
の
仏
道
と
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
 

人
類
の
歴
史
を
超
え
た
仏
道
は
、
そ
れ
自
ら
に
包
越
す
る
王
城
の 

事
変
を
機
縁
と
し
て
、
我
々
に
、
行
信
道
と
し
て
の
人
生
の
意
義 

を
開
顕
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
総
序
」
に
は
、
ま

ず

「
難
思
の
弘
誓
」
(

因
位 

の
本
頫
海)

と

「
無
碍
の
光
明
」(

果
上
の
智
慧
海)

と
を
掲
げ
て
、
 

仏
道
の
因
源
と
果
海
と
を
示
し
、
そ
れ
を
「
然
れ
ば
則
ち
」
と
承 

け
て
、
浄
土
の
機
縁
と
し
て
の
王
舎
城
の
悲
劇
を
述
べ
、
更
に
そ 

の
前
二
段
を
「
故
に
知
ん
ぬ
」
と
受
け
て
、
行
信
道
の
開
顕
と
そ 

の
成
就
と
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
仏
道
の
歴
史
と
し
て
の
行
信
道
が
、
 

ひ
と
た
び
人
生
に
顕
現
す
る
と
き
、
こ
の
行
信
道
と
し
て
の
人
生 

こ
そ
、
む
し
ろ
人
生
本
来
の
実
相
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か 

に
す
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
、
仏
道
が
人
生
の
悲 

劇
を
機
縁
と
し
て
開
顕
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
す
る
も
の
が
あ
る
の 

で
あ
り
、
仏
道
と
業
道
の
悲
劇
性
と
の
間
の
内
面
的
な
深
い
関
係 

が
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
人
生
は
、
そ
の
性
と
し
て
の
悲
劇
性 

の
故
に
、
仏
道
と
の
値
遇
を
必
然
の
も
の
た
ら
し
め
ら
れ
る
の
で

75



あ
っ
て
、
こ
の
値
遇
の
必
然
性
が
、

一
事
件
と
し
て
の
王
城
の
悲 

劇
に
浄
土
の
機
縁
と
し
て
の
意
味
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が 

っ
て
、
我
々
は
、
こ
の
業
道
の
人
生
が
浄
土
の
機
縁
と
さ
れ
る
こ 

と
の
必
然
性
に
、
却
っ
て
仏
道
を
業
道
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
信 

知
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
人
生
の
悲
劇
を
機
縁
と
し
て 

開
顕
さ
れ
る
行
信
道
が
、
業
道
海
中
に
現
行
す
る
仏
道
で
あ
る
こ 

と
に
よ
っ
て
、
悲
劇
を
性
と
す
る
業
道
は
真
辽
業
道
で
あ
る
こ
と 

の
意
義
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
従

来

「
総
序
」
の
前
三
段
は
『
大
無
量
寿
経
』 

『
観
無
量
寿
経
』

『
阿
弥
陀
経
』
の
三
経
の
意
を
次
第
の
と
お
り 

表
わ
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
一
応
の
領
解
で
あ
っ
て 

む
し
ろ
前
三
段
の
意
味
内
容
は
、
第
一
段
は
如
来
浄
土
の
因
果
を 

顕
わ
す
も
の
と
し
て
の
『
大
無
量
寿
経
』
上
巻
の
意
、
第
二
段
は 

機
の
真
実
を
顕
わ
す
『
観
無
量
寿
経
』
の
意
、
第
三
段
は
衆
生
往 

生
の
因
果
を
顕
わ
す
も
の
と
し
て
の
『
大
無
量
寿
経
』
下
巻
の
意 

と
領
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
阿
弥
陀
経
』
は
、㈠

第
十 

七
願
の
諸
仏
の
護
念
証
誠
即
ち
仏
仏
相
念
の
法
界
を
説
く
も
の
と 

し
て
は
、
前
三
段
の
背
景
を
な
す
も
の
と
し
て
全
段
に
通
じ
、㈡
 

執
持
名
号
一
心
不
乱
を
説
く
も
の
と
し
て
、
ま
た
親8

聖
人
の
所 

謂

「
果
遂
の
誓
」
と
し
て
の
第
二
十
願
の
意
を
、
併
せ
て
第
二
十 

願
と
呼
応
関
係
に
あ
る
第
十
七
願
の
意
を
表
わ
す
も
の
と
す
れ
ば

「
聞
思
し
て
遅
慮
す
る
こ
と
莫
れ
」
と
結
ば
れ
る
第
四
段
に
配
さ 

れ
る
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

即
ち
、
如
来
浄
土
の
因
源
と
果
海(
第
一
段)

は
、
我
々
の
人
生 

(
第
二
段)

を
包
越
し
つ
つ
、
我
々
の
自
己
に
行
信
道
を
開
顕
し
成 

就
す
る
の
で
あ
る(
第
三
段)

が
、
し
か
し
な
が
ら
、
如
来
の
弘
誓 

海
が
難
度
海
を
度
す
る
大
行
の
智
船
で
あ
り
、
無
碍
の
光
明
海
が 

無
明
の
闇
を
破
す
る
大
信
の
恵
日
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る 

た
め
に
は
、

一
乗
海
と
し
て
の
仏
道
は
、
人
類
の
歴
史
に
応
現
し 

て
仏
教
と
な
り
、
仏
教
は
教
と
如
実
に
相
応
す
る
真
実
の
機
の
誕 

生
を
ま
つ
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
が
、
第
二
段
の
浄
土
の 

機
縁
と
し
て
の
王
舎
城
の
悲
劇
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

仏
道
は
、
地
上
の
一
事
変
を
機
縁
と
し
て
、
我
々
人
類
の
歴
史 

の
事
実
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
王
舎
城
の
悲
劇
は
、
人 

類
の
歴
史
に
お
け
る
一
事
件
と
し
て
の
意
味
に
と
ど
ま
る
こ
と
な 

く
、
そ
の
悲
劇
が
教
え
る
人
間
の
生
の
悲
劇
性
が
、
我
々
の
自
己 

の
生
に
必
具
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
実
は
、
我
 々

の
自
己
の
真
の
生
が
、
仏
道
に
お
け
る
生
で
あ
る
こ
と
を
反
顕
す 

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
浄
土
の
機
縁
と
な
っ
た
王
城 

の
悲
劇
が
、
今
も
変
ら
ぬ
仏
法
的
事
実
と
し
て
、
人
類
の
歴
史
に 

光
輝
し
な
が
ら
、
我
々
の
流
転
の
生
を
浄
土
へ
の
生
と
し
て
転
成 

し
て
や
ま
ぬ
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
浄
土
が
悲
劇
を
機
縁
と
し
て
開
顕
さ 

れ
た
と
い
う
こ
と
の
正
意
は
、
こ
の
悲
劇
が
機
縁
と
さ
れ
た
と
こ 

ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
悲
劇
を
機
縁
と
し
て
開
か
れ
た
浄
土
は 

む
し
ろ
悲
劇
を
機
縁
と
す
る
根
源
で
あ
る
と
領
解
す
べ
き
で
あ
ろ 

う
。
そ
れ
を
示
す
も
の
が
「
然
れ
ば
則
ち
」
と
い
う
文
字
の
意
味 

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
歴
史
を
越
え
た
仏
道
が
、
歴
史
と
し
て
の 

仏
道
と
し
て
自
ら
を
開
示
す
る
た
め
に
、
悲
劇
を
機
縁
と
し
た
の 

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
悲
劇
は
、
浄
土
を
開
く
機
縁
と
し
て 

の
倍
法
的
事
実
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
仏
法
的
事
実
と
し
て
の
王
舎
城
の
悲
劇
に 

法
界
の
現
行
を
仰
信
し
、
こ
こ
に
顕
彰
さ
れ
た
真
実
の
教
に
よ
っ 

て
誕
生
す
る
真
実
の
機
に
、
仏
道
の
歴
史
の
成
就
を
感
得
さ
れ
た 

の
で
あ
る
。
勿
論
、
仏
教
は
、
王
城
の
事
変
に
先
立
っ
て
既
に
久 

し
く
説
か
れ
て
き
た
。
こ
と
に
大
乗
の
正
法
は
、
王
舎
城
の
耆
闍 

崛
山
に
お
い
て
、
世
尊
の
五
徳
現
瑞
に
対
す
る
阿
難
の
瞻
仰
と
請 

問
に
応
ず
る
如
来
の
出
世
本
懐
教
と
し
て
、
即
ち
、

『
大
無
量
寿 

経
』
真
実
教
と
し
て
顕
説
さ
れ
て
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
真
実
の
教
は
、
そ
れ
を
信
受
す
る
真
実
の
機 

の
成
就
に
お
い
て
、
始
め
て
真
教
と
し
て
の
意
義
を
完
う
す
る
の 

で
あ
る
。
教
法
は
行
信
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
教
法
で
あ
る
こ 

と
は
で
き
な
い
。
教
と
機
と
は
、
正
し
く
函
蓋
相
応
す
る
も
の
で

あ
っ
て
こ
そ
、
相
互
に
成
就
す
る
因
縁
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た 

が
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
に
顕
わ
さ
れ
る
真
実
教
は
『
観
無
量
寿 

経
』
に
説
か
れ
る
真
実
機
の
成
就
な
く
し
て
は
、
真
実
に
教
で
あ 

る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
故
に
又
、
仏
陀
釈
迦
の
自 

証
の
境
涯
が
、
仏
々
相
念
の
法
界
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ 

う
。
仏
仏
相
念
と
は
「
去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
相
い
念
じ
た
も 

う
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
凡
夫
と
し
て
の
一
切
衆
生
、
未
来
世 

の
一
切
衆
生
を
内
摂
し
て
仏
た
ら
し
め
る
境
涯
で
あ
っ
て
、
こ
こ 

に
未
来
世
の
衆
生
を
代
表
し
て
法
を
聞
く
凡
夫
女
人
の
韋
提
希
を 

対
機
と
し
て
救
済
の
成
就
を
説
く
『
観
無
量
寿
経
』
が
、
浄
土
正 

依
の
三
部
経
と
さ
れ
た
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
親
鸞
聖
人
は
、
そ

の

『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か 

れ
る
悲
劇
の
中
に
、
現
存
す
る
自
己
自
身
を
感
得
し
つ
つ
、
深
い 

感
激
を
も
っ
て
「
然
れ
ば
則
ち
、
浄
邦
縁
熟
し
て
、
調
達
、
闍
世 

を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
め
、
浄
業
機
彰
は
れ
て
、
釈
迦
、
韋
提
を 

し
て
安
養
を
選
ば
し
め
た
ま
へ
り
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
上
の~

事
件
が
、
た 

ま
た
ま
浄
土
の
機
縁
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
韋 

提
希
が
浄
土
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
浄
業
の
機
と
な
る
の
で
は 

な
い
。
即
ち
、
浄
土
の
機
縁
が
熟
し
、
本
願
念
仏
の
正
機
の
彰
わ 

れ
た
と
こ
ろ
に
、

一
事
変
と
し
て
の
悲
劇
が
仏
法
的
事
実
と
し
て
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の
意
味
を
も
っ
こ
と
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
飜
っ
て
思
え
ば
、
我
々
の
人
生
に
仏
道
が
開
顕
さ
れ 

浄
土
の
機
縁
が
熟
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
理
知
の
分
別
に 

お
い
て
は
全
く
の
偶
然
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
あ
た
か
も 

我
々
が
、
人
生
の
悲
劇
性
と
遭
遇
す
る
こ
と
は
偶
然
で
あ
る
よ
う 

に
、
仏
道
と
の
邂
逅
は
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
偶
然
で
あ
る
。
し
た 

が
っ
て
、
仏
道
が
、
自
己
の
運
命
を
偶
然
に
托
し
う
る
と
い
う
こ 

と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
反
っ
て
願
力
自
然
の
不
虚
作
と
し
て
用 

く
仏
道
の
必
然
性
を
顕
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ 

そ
、
我
々
衆
生
は
、
こ
の
流
転
の
生
を
自
己
と
し
て
生
き
る
こ
と 

が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

機
縁
は
時
に
お
い
て
彰
わ
れ
、
時
は
流
転
の
も
の
で
あ
る
。
し 

た
が
っ
て
、
時
熟
と
機
縁
と
の
関
係
は
、
そ
れ
を
外
的
、
理
知
的 

に
み
る
な
ら
ば
、
偶
然
の
も
の
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
な 

が
ら
、
機
は
、
こ
の
流
転
の
時
の
中
で
、
時
に
順
応
し
つ
つ
、
し 

か
も
現
行
す
る
本
願
力
の
不
虚
作
の
故
に
時
を
超
え
る
。
そ
れ
に 

よ
っ
て
機
縁
は
、
真
に
浄
土
の
機
縁
で
あ
る
こ
と
を
成
就
す
る
の 

で
あ
る
。

二

さ

て

『
観
無
量
寿
経
』
は
、
悲
劇
の
主
人
公
と
し
て
の
韋
提
希

の
救
済
を
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
に
「
調
達
、
闍
世
を
し 

て
逆
害
を
興
ぜ
し
め
」
と
い
わ
れ
る
禁
父
・
禁
母
の
ニ
縁
の
状
景 

は
、
韋
提
希
救
済
の
た
め
の
逆
縁
で
あ
り
「
釈
迦
、
韋
提
を
し
て 

安
養
を
選
ば
し
む
」
こ
と
を
説
く
厭
苦
・
欣
浄
の
ニ
縁
の
意
は
、
 

韋
提
希
自
身
が
浄
業
機
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
順
因
を
彰
わ
す
も
の 

と
い
え
よ
う
。
前
者
は
救
済
を
成
就
す
る
自
覚
の
外
面
と
し
て
の 

縁
で
あ
り
、
後
者
は
自
覚
の
内
面
と
し
て
の
因(

機)

を
示
す
の 

で
亠
め
っ
て
、
そ
れ
は
共
に
韋
提
希
の
救
済
を
成
就
せ
し
め
る
因
縁 

で
あ
る
。

い
わ
ば
韋
提
希
は
、
逆
害
の
現
実
を
外
な
る
自
己
と
し
、
浄
業 

機
の
成
就
を
内
な
る
自
己
と
し
て
、
順
逆
内
外
の
因
縁
を
生
き
る 

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ;
~

は

「
浄
邦
縁
熟
し
て
」

「
浄
業 

機
彰
は
れ
て
」
と
説,
ゝ
こ
と
に
よ
っ
て
、
悲
劇
に
連
る
も
の
の
全 

て
が
浄
土
の
機
縁
と
さ
れ
る
と
示
さ
れ.
一
亠
の
で
あ
る
〇 

業
縁
の
世
界
に
生
き
て
苦
悩
す
る
故
に
、
こ
の
業
縁
に
開
か
れ 

る
救
済
の
意
義
は
深
く
且
つ
広
い
。
提
婆
達
多
の
悪
計
は
、
や
が 

て
阿
闍
世
の
逆
害
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
は
韋
提
希
の
受
難
で
あ
り 

愚
痴
で
あ
り
怨
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
業
縁
を
自
己
と
し
て
生
き
る 

人
生
の
厳
し
さ
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
ひ 

と
た
び
浄
土
の
機
縁
の
熟
す
る
時
は
、
業
縁
存
在
の
全
て
の
も
の 

が
、
浄
土
の
光
明
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
我
一
人
が
生
き
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る
と
い
う
こ
と
は
、
唯
独
り
の
人
生
を
生
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
 

そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
又
、
我
一
人
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
万 

人
の
救
わ
れ
る
道
を
開
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。- 

韋
提
希
が
「
安
養
を
選
ぶ
」
こ
と
は
、
や
が
て
大
王
頻
婆
沙
羅 

の
得
益
で
あ
り
、
韋
提
希
の
得
益
は
、
五
百
の
侍
女
に
代
表
さ
れ 

る
摩
伽
陀
国
無
量
の
人
民
の
救
済
を
約
束
す
る
。
即
ち
、
王
城
の 

逆
害
を
外
縁
と
し
、
浄
業
機
を
内
因
と
し
て
救
済
さ
れ
る
韋
提
希 

は
、
そ
の
自
己
一
人
の
救
済
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
広
く
浄
土
の
要 

門
を
開
く
機
縁
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
観
無
量
寿
経
』
に
隠
彰
さ
扛
る
本
願
の
真
実
は 

王
城
の
事
件
を
機
縁
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唯
独
り
韋
提
希
の 

み
の
救
済
を
成
就
す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
韋
提
希
の 

救
済
が
、
同
時
に
十
方
衆
生
の
救
済
を
、
そ
し
て
又
、
未
来
世
の 

一
切
衆
生
の
救
済
を
約
束
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
如
来 

浄
土
の
真
実
は
、
こ
こ
に
韋
提
希
を
浄
土
真
実
の
機
と
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、
如
来
真
実
の
明
証
と
し
、
そ
し
て
又
、
釈
迦
出
世
の 

正
意
は
、
韋
提
希
を
し
て
弥
陀
の
浄
土
を
選.
は
し
め
る
こ
と
に
よ 

っ
て
、
方
便
真
実
の
教
と
し
て
開
顕
さ
れ
成
就
さ
れ
た
の
で
あ 

る
。そ

れ
故
に
、
親
鸞
聖
人
は
、
安
養
界
を
選
ば
し
む
べ
く
光
台
現 

国
さ
れ
る
釈
迦
如
来
の
大
悲
方
便
の
教
と
、
仏
説
の
密
意
を
開
顕

す
る
機
と
な
っ
た
韋
提
希
と
の
感
応
道
交
に
、
無
明
海
が
一
転
し 

て
光
明
海
中
に
摂
取
さ
れ
る
と
い
う
、
地
上
の
歴
史
と
し
て
顕
現 

す
る
仏
道
の
成
就
を
見
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
経
典
の
叙
述
を
具
さ
に
読
め
ば
、
韋
提
希
の
救
済
は 

容
易
に
成
就
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
即
ち
、
光
明 

海
と
無
明
海
と
を
距
て
る
自
我
業
障
の
深
淵
は
、
無
底
で
あ
る
。 

そ
れ
を
示
す
も
の
が
、
霊
山
の
会
座
を
去
り
、
仏
大
乗
の
教
法
の 

成
否
を
賭
け
て
王
宮
に
出
現
し
た
釈
迦
が
、
ま
ず
韋
提
希
を
し
て 

「
世
尊
、
我
宿
し
何
の
罪
あ
り
て
か
此
の
悪
子
を
生
め
る
」
と
愚 

痴
を
い
わ
し
め
、
更
に
は
「
世
尊
、
復
何
等
の
因
縁
有
り
て
か
提 

婆
達
多
と
共
に
眷
属
為
る
」
と
怨
言
せ
し
め
た
と
説
か
れ
る
こ
と 

で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
に
韋
提
希
が
身
を
大
地
に
投
げ
る
こ
と
を 

と
お
し
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
は
「
自
障
深
く
し
て
宿
因
を
識
ら 

ざ
る
」(
序
分
義)

痴
無
明
で
あ
り
、
そ
し
て
又
、
そ
の
無
明
に
お 

い
て
聞
い
て
来
た
、
所
謂
宗
教
の
無
宗
教
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
自
愛
の
業
障
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
教
法
へ 

の
不
信
と
の
深
淵
を
距
て
て
対
峙
す
る
世
尊
の
説
法
は
、
無
言
を 

も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
、
こ
の
業
縁
を
苦
悩
す
る
女
人
凡
夫
の
韋
提
希
に
、
い
か 

に
し
て
仏
陀
の
境
涯
を
開
き
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
霊 

山
で
説
く
高
遠
な
真
理
や
哲
理
は
、
全
く
そ
の
効
能
を
発
揮
し
な
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い
。
し
か
も
、
こ
の
苦
悩
の
群
萌
の
救
わ
れ
る
道
な
く
し
て
は
、
 

ど
う
し
て
仏
道
が
大
乗
一
乗
で
あ
り
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
い
ま 

韋
提
希
の
怨
訴
を
受
け
る
釈
迦
は
、
悪
漢
提
婆
と
内
外
の
眷
属
と 

い
う
業
縁
を
生
き
る
も
の
で
あ
り
、
独
生
独
死
の
生
存
を
自
己
の 

責
任
と
し
て
生
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
釈
迦
が
、
い
か
に
し
て 

韋
提
希
の
業
苦
を
代
受
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。 

こ
の
よ
う
に
、
韋
提
希
を
し
て
愚
痴
と
怨
訴
を
い
わ
し
め
た
仏 

陀
釈
迦
は
、
い
わ
し
め
た
こ
と
の
開
き
示
す
業
縁
の
中
で
、
韋
提 

希
の
身
に
自
ら
を
同
感
せ
し
め
、
大
悲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヽ
た 

だ
沈
黙
す
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
こ
の
沈
黙
す
る
釈
迦
の
胸 

中
に
去
来
す
る
も
の
は
、
弥
陀
の
本
願
を
憶
念
す
る
こ
と
で
あ
り 

た
だ
念
仏
す
る
こ
と
の
み
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
本
願
を
憶 

念
し
、
念
仏
す
る
こ
と
に
感
得
さ
れ
る
境
涯
は
、
む
し
ろ
未
来
の 

仏
と
し
て
念
ぜ
ら
れ
る
韋
提
希
の
業
苦
で
あ
り
、
正
し
く
大
乗
の 

仏
道
を
開
顕
す
べ
く
権
化
す
る
菩
薩
と
し
て
の
提
婆
の
悪
逆
で
は 

な
か
っ
た
か
。

そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
釈
迦
は
、
王
城
の
事
変
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ 

る
業
道
に
応
現
し
た
仏
陀
如
来
で
あ
る
の
で
あ
り
、
そ

の

「
如
来 

の
意
密
」(
序
分
義)

は
、
や
が
て
韋
提
希
を
し
て
安
養
界
を
選
ば 

し
む
べ
く
彰
わ
さ
れ
る
光
台
現
国
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で 

あ
る
。
即
ち
、
こ
の
釈
迦
の
沈
黙
の
説
法
を
光
台
現
国
た
ら
し
め

た
も
の
が
仏
仏
相
念
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
韋
提
希
は
、

ら 

の
惑
い
も
な
く
、
十
方
浄
土
の
中
か
ら
「
我
、
今
極
楽
世
界
の
阿 

弥
陀
仏
の
所
に
生
れ
ん
と
楽
う
」
と
安
楽
国
を
選
ん
だ
の
で
あ 

る
。こ

こ
に
韋
提
希
が
、
光
台
現
国
の
中
に
聞
き
開
い
た
も
の
は
、
 

『
大
無
量
寿
経
』
の
釈
迦
出
世
の
本
懐
を
説
く 

一
段
に
お
け
る
阿 

難
と
同
じ
く
、
仏
仏
相
念
の
世
界
、
即
ち
未
曾
瞻
覩
の
境
涯
で
あ 

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
未
曾
瞻
覩
の
境
涯
を
開
い 

た
も
の
は
、
聴
者
阿
難
に
お
け
る
「
今
日
」
の
因
縁
で
あ
り
、
韋 

提
希
を
し
て
「
我
れ
今
」
と
い
わ
し
め
た
王
城
事
変
の
因
縁
で
あ 

る
。
因
縁
と
は
、
現
に
か
く
あ
る
自
己
を
し
て
、
か
く
あ
ら
し
め 

る
道
理
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
が
今
日
あ
る
こ
と
は
、
自
己
を
し 

て
今
日
あ
ら
し
め
る
因
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
如
来
の 

光
明
海
は
、
王
城
の
事
変
を
包
ん
で
久
遠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ 

れ
故
に
光
明
海
に
背
き
つ
つ
、
久
し
く
無
明
海
に
沈
淪
し
て
生
死 

を
重
ね
る
も
の
と
な
っ
た
韋
提
希
が
、
い
ま
光
明
久
遠
の
因
縁
熟 

し
て
安
養
界
を
選
ば
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

三

既
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
世
尊
大
悲
の
光
台
現
国
は
、
如
来
の 

本
願
と
光
明
の
久
遠
性
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
韋
提
希
は
、
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そ
の
本
願
を
憶
念
し
た
も
う
釈
迦
無
言
の
説
法
に
導
か
れ
て
、
安 

養
界
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
こ
こ
に
選
ん
だ
も
の
は
韋 

提
希
で
あ
る
が
、
選
ん
だ
事
実
の
内
景
に
は
、
韋
提
希
を
し
て
選 

ば
し
め
た
釈
迦
の
大
悲
方
便
と
、
弥
陀
招
喚
の
悲
願
が
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
経
典
は
「
爾
の
時
、
世
尊
、
即
便
ち
微 

笑
し
た
ま
ふ
」
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
即
便
微
笑
こ
そ
は
、
い 

ま
ま
さ
に
王
城
に
成
就
し
よ
う
と
す
る
釈
迦
出
世
の
本
懐
を
語
る 

も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
こ

の
「
安
養
を
選
ば
し
む
」
と
い
う
ー 

句
の
語
る
事
実
に
お
い
て
、
説
者
と
聴
者
と
は
、
互
い
に
教
と
機 

を
成
就
す
る
因
縁
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
世
尊
は
、
先
の
通
請
に
対
し
て
は
無
言
の
中
に
光
台 

に
現
国
し
て
み
せ
し
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
「
唯
願
は
く 

は
世
尊
、
我;~

思
惟
を
教
へ
、
我
に
正
受
を
教
へ
た
ま
へ
」
と
い 

う
韋
提
希
の
求
め
に
対
し
て
、
直
ち
に
応
ず
る
こ
と
な
く
「
汝
今 

知
れ
り
や
、
い
な
や
、
阿
弥
陀
仏
此
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
」
と 

説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て
韋
提
希
の
眼
を
業
縁
の
足
下
に
向 

け
し
め
た
も
う
た
の
で
あ
る
。

『
観
無
量
寿
経
』
は
、
浄
土
の
願
行
の
等
流
す
る
中
に
、
浄
土 

へ
の
道
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
厭
離
穢
土
の
感
情 

か
ら
求
め
ら
れ
る
、
未
来
の
理
想
境
と
し
て
の
浄
土
へ
の
思
慕
を 

満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
こ
の
経
典
の
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
は
、
所
謂
未
来
界
と
し
て
の
浄
土
に
お
け
る
救 

済
で
は
な
く
、
む
し
ろ
救
済
の
道
を
浄
土
の
機
の
成
就
と
し
て
現 

生
の
只
中
に
開
顕
す
る
こ
と
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
善
導
大
師
の
解
釈
が
示
唆
す
る
と
お
り
、

「
正 

宗
分
」
の
定
散
二
善
も
、
結

局
は

「
一
向
に
専
ら
弥
陀
仏
名
を
称 

せ
し
む
る
」(

散
善
義)

こ
と
に
帰
着
す
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の 

「
無
量
寿
仏
の
名
を
持
て
」
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
所
以
を
説 

く
も
の
が
「
正
宗
分
」
で
あ
り
、
そ
の
念
仏
の
機
の
自
覚
の
最
も 

徹
底
し
た
も
の
が
、
散
善
の
殊
に
下
品
下
生
の
文
意
で
あ
ろ
う
。 

そ
れ
を
既
に
「
序
分
」
に
摂
し
て
、
や
が
て
散
善
が
念
仏
の
行
を 

顕
わ
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
が
「
阿
弥
陀
仏
此
を
去 

る
こ
と
遠
か
ら
ず
」
の
一
句
で
あ
る
。

此
と
は
釈
迦
の
現
に
在
る
業
縁
の
此
で
あ
り
、
韋
提
希
の
苦
悩 

す
る
悲
劇
の
此
で
あ
り
、
し
か
も
同
時
に
、
そ
れ
は
仏
仏
相
念
の 

境
涯
と
し
て
の
此
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
我
に
思
惟
を
教 

へ
、
我
に
正
受
を
教
へ
た
ま
へ
」(
善
導
大
師
に
よ
れ
ば
定
善
の
致
請) 

と
い
う
韋
提
希
に
は
、
此
に
つ
い
て
の
自
覚
は
ま
だ
審
ら
か
で
は 

な
い
。
故
に
世
尊
は
、
「
汝
今
知
れ
り
や
、
い
な
や
」
と
述
べ
て
、
 

や
が
て
散
善
を
自
開
し
て
、
韋
提
希
及
び
未
来
世
一
切
の
凡
夫
の 

た
め
に
「
此
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
」
と
説
く
所
以
を
明
ら
か
に 

す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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即
ち
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
救
済
は
、
我
々
衆
生
の
生
存
す
る
境 

界
を
業
縁
の
地
と
し
て
自
覚
せ
し
め
、
業
縁
を
生
き
る
生
存
が
凡 

夫
で
あ
る
こ
と
に
眼
を
開
か
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
我
 々

の
生
存
す
る
業
縁
の
此
の
実
相
は
、
実
は
、
大
悲
所
摂
の
此
で
あ 

る
。
そ
れ
を
教
示
す
る
も
の
が
、
殊

に

「
光
台
現
国
」
以
降
の
経 

文
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
い
ま
韋
提
希
の
自
意
識
の
求
め
る
も
の
は' 

正
し
く 

無
量
寿
仏
を
観
ず
る
定
善
の
行
で
あ
る
。
故
に
、
釈
迦
は
、
そ
の 

求
め
に
応
じ
て
定
善
を
説
き
、
観
仏
の
道
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
る 

が
、
こ
れ
も
韋
提
希
を
し
て
次
第
に
宿
業
の
身
で
あ
る
こ
と
に
徹 

せ
し
め
る
道
を
説
く
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
即
ち
、
 

浄
土
の
・
相 

を
具
さ
に
観
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
立
つ
業
縁
の
大
地
を 

深
く
知
ら
し
め
、
阿
弥
陀
仏
の
相
好
を
観
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

宿
業
の
身
を
自
覚
せ
し
め
た
も
う
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
善
導
大
師
が
、
こ
の
経
典
に' 

念
仏
三
昧
と
観 

仏
三
昧
の
両
宗
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
も
、
所
詮
は
、
こ
の
経
典
を 

貫
く
精
神
が
念
仏
で
あ
る
こ
と
に
開
眼
せ
し
め
る
た
め
の
も
の
で 

あ
ろ
う
。
即
ち' 

仏
は
、
仏
を
観
よ
う
と
す
る
行
修
の
と
こ
ろ
に 

仏
自
身
を
現
わ
し
た
も
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
観
仏
の
行
に
見
仏 

の
真
実
を
顕
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
仏
説
が
、
大
悲
方
便
し
て
の 

仏
説
で
あ
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
韋
提
希
は
、

や
が
て
釈
迦
の
予
言
の
と
お
り
、
空
中
に
住
立
し
た
も
う
弥
陀 

(
第
七
・
華
座
観)

の
上
に
「
此
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
」
と
い
う 

仏
説
の
真
実
を
自
証
し
て
得
忍
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
韋
提
希
の
得
忍
が
反
顕
す
る
も
の
は
、
観
仏
の 

力
の
有
限
で
あ
り
無
効
で
あ
る
。
即
ち
、
も
し
観
の
み
が
行
で
あ 

る
な
ら
ば
、
衆
生
は
遂
に
、
見
仏
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ 

う
。
し
か
し
又
、
も
し
観
行
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
、
衆
生
は
い
か 

に
し
て
も
仏
へ
の
道
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
故 

に
、
釈
迦
は
、
観
仏
の
請
い
に
応
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
韋
提
希 

の
有
限
の
能
力
を
尽
く
さ
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
本
願 

の
無
限
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
親
鸞
聖
人
の
指 

南
に
よ
っ
て
領
解
す
れ
ば
、
即
ち
観
仏
三
昧(
教
我
思
進
と
は
、
 

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
見
仏
三
昧(
教
我
正
受)

と
し
て
顕
わ
れ
る
と
こ 

ろ
の
本
願
念
仏
の
用
き
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
釈
迦
大
悲
方
便
の
教
と
し
て
の
『
観
無
量
寿 

経
』
は
、
釈
迦
を
し
て
出
世
せ
し
め
た
弥
陀
の
本
願
を
、
念
仏
即 

見
仏
と
し
て
韋
提
希
に
成
就
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
 

『
観
無
量
寿
経
』
は
、
念
仏
の
救
済
を
現
生
に
成
就
す
る
た
め
に 

一
切
衆
生
に
お
け
る
凡
夫
性
の
自
覚
を
徹
底
せ
し
め
る
教
説
で
あ 

る
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
釈
迦
は
、
韋
提
希
の
代
表
す
る
業
道
の 

衆
生
の
意
念
に
応
同
し
な
が
ら
、
衆
生
を
し
て
真
に
宿
業
の
身
で
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あ
る
こ
と
を
観
知
せ
し
め(
定
善
の
意)

、

そ
の
宿
業
に
生
き
る
も 

の
と
す
る
こ
と(
散
善
の
意)

こ
そ
、
正
し
く
本
願
の
念
仏
で
あ
る 

(
流
通
分
の
意)

と
い
う
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
『
観
無
量 

寿
経
』

一
部
の
始
終
は
、
既
に
釈
迦
が
、
王
宮
に
応
現
し
た
事
実 

の
密
意
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ 

は
既
に
、
こ
の
経
典
の
「
序
分
」
に
奄
含
し
て
説
か
れ
て
あ
る
と 

見
開
い
た
の
が
、
善
導
大
師
の
序
分
七
縁
の
料
簡
の
意
味
す
る
と 

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
観
無
量
寿
経
』
が
、
聖
道
を 

行
ず
る
特
殊
者
の
た
め
の
経
典
で
は
な
く
、
正
し
く
実
業
の
凡
夫 

と
し
て
の
一
切
衆
生
に
救
済
を
成
就
す
る
普
遍
の
教
法
を
説
く
経 

典
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四

『観
無
量
寿
経
』
「
正
宗
分
」
の
定
散
二
善
は
、
既
に
述
べ
た
と 

お
り
、
我
々
衆
生
に
凡
愚
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
を
開
示
す
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、
や
が
て
本
願
一
乗
の
大
道
に
帰
入
せ
し
め
る
こ
と
を 

説
く
大
悲
方
便
の
教
説
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
釈
迦
は
、
韋
提
希 

が
請
い
求
め
る
実
意
を
、
韋
提
希
一
人
に
成
就
す
る
ば
か
り
で
な 

く
、
更
に
未
来
世
一
切
衆
生
の
救
済
を
念
じ
つ
つ
、
定
善
に
次
い 

で
散
善
を
自
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
散
善
と
は
、
日
常
的
人
間
の 

意
識
に
於
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
定
善
に
比
べ
て
、
低
位
の
宗

教
行
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
定
善
行
の
基
底
と
し 

て
定
善
を
存
立
せ
し
め
る
宗
教
行
、
即
ち
衆
生
と
呼
ば
れ
る
存
在 

の
日
常
的
存
在
性
と
直
接
的
な
宗
教
行
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
如
来 

の
慧
眼
に
よ
っ
て
見
開
か
れ
た
衆
生
の
行
の
実
相
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
如
来
が
、
定
善
に
次
い
で
散
善
を
自
開
さ
れ
る 

の
は
、
定
善
的
人
間
の
宗
教
意
識
の
内
奥
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て 

全
ゆ
る
人
間
の
宗
教
心
が
、
散
善
に
帰
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ 

と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
悪
を
廃
し
て
善
を
修
す
る 

こ
と
は
、
善
を
た
の
み
悪
を
に
く
む
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
人
間
で 

あ
る
こ
と
に
必
ず
具
す
る
行
業
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
理
想
境
と
し 

て
の
浄
土
を
未
来
に
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
宗
教
行 

の
心
が
、
善
を
た
の
み
悪
を
お
そ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ 

て
、

「
深
く
因
果
を
信
ず
る
」
(
散
善)

も
の
で
は
あ
る
が
、
し 

か
も
、
そ
の
因
果
を
信
ず
る
こ
と
が
罪
福
を
信
ず
る
こ
と
と
必
然 

関
係
を
も
っ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
宗
教
を
し
て
理
想
主
義
的
、
 

未
来
主
義
的
な
宗
教
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

故
に
、
こ
の
定
善
と
散
善
は
、
自
己
否
定
の
相
に
お
い
て
彰
わ 

さ
れ
る
本
願
の
宗
教
が
、
そ
れ
自
ら
の
展
開
す
る
過
程
に
お
い
て 

見
出
す
と
こ
ろ
の
、
人
間
心
に
も
と
づ
く
宗
教
行
で
あ
る
と
い
え 

よ
う
。
こ
こ
に
散
善
が
仏
の
自
開
で
あ
る
と
さ
れ
る
善
導
大
師
の 

指
南
の
意
味
の
深
さ
も
窺
知
さ
れ
よ
う
。
ま
こ
と
に
、
も
し
散
善
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が
仏
に
よ
っ
て
自
開
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
遂
に
人
間 

で
あ
る
こ
と
の
実
相
を
、
し
た
が
っ
て
、
人
間
で
あ
る
こ
と
に
必 

然
す
る
宗
教
行
の
実
態
を
自
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ 

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
性
が
凡
愚
で
あ
る
こ 

と
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
説
か
れ
た
の
が
、
散
善
に
お
け
る
九
品 

の
差
別
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
釈
迦
は
、
こ
の
散
善
を
詳
説
す
る
に
先
立
っ
て
、
 

「
一
者
至
誠
心
、
二
者
深
心
、
三
者
廻
向
発
願
心
」
と
い
う
、
所 

謂
三
心
を
必
具
す
べ
き
こ
と
を
説
か
れ
る
が
、
こ
の
三
心
こ
そ
は 

『
観
無
量
寿
経
』
に
隠
彰
の
実
義
を
見
開
く
眼
目
で
あ
る
。
即
ち 

こ
の
経
典
の
精
神
と
し
て
底
流
す
る
如
来
の
本
願
が
、
こ
の
三
心 

の
(

特
に
深
心
の)

一
点
に
お
い
て
本
願
の
名
告
り
を
あ
げ
て
い 

る
の
で
あ
り
、
こ
の
三
心
の
歩
み
が
、
散
善
に
お
い
て
は
九
品
の 

階
次
と
し
て
表
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
三
心
の
展 

開
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
が
、
散
善
の
究
極
の
も
の
と
し
て
示
さ
れ 

る
下
品
下
生
で
あ
る
。

下
品
下
生
と
は
、
た
だ
単
に
凡
夫
機
類
の
一
品
を
示
す
も
の
で 

は
な
い
。
即
ち
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
至
誠
が
歩
ん
だ
道
は
、
た 

だ
人
間
失
格
と
し
て
の
底
下
の
機
を
露
わ
に
し
た
と
い
う
に
と
ど 

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
下
々
の
機
の
自
覚
こ
そ
、
 

正
し
く
如
来
の
本
願
の
名
告
り
の
開
く
自
覚
で
あ
る
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
自
覚
と
は
、
こ
の
経
典
に
隠
さ
れ
つ
つ
、
 

し
か
も
彰
わ
さ
れ
続
け
た
と
こ
ろ
の
深
信
の
心
で
あ
り
、
善
導
犬 

師
の
所
謂
機
法
二
種
の
深
信
で
あ
る
。

親
鸞
聖
人
は
『
歎
異
抄
』
に
、
地
獄
一
定
の
身
と
決
着
し
た
自 

身
に
と
っ
て
は
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ゐ
ら
す 

べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
仰
せ
を
被
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細 

な
き
な
り
」

と
表
白
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
い
ま
下
々
品
の 

「
至
心
に
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し
め
、
十
念
を
具
足
し
て
南
無
阿 

弥
陀
仏
と
称
せ
ん
」
と
い
う
教
説
と
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
、
ま 

さ
し
く
親
鸞
聖
人
の
念
仏
へ
の
廻
心
を
語
る
言
葉
と
し
て
聞
か
れ 

る
で
あ
ろ
う
。
我
々
を
し
て
廻
心
せ
し
め
、
本
願
真
実
へ
の
目
覚 

め
を
成
就
せ
し
め
る
も
の
は
、
釈
迦
善
知
識
の
教
で
あ
り
「
よ
き 

ひ
と
の
仰
せ
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
即
ち
、
我
々
の
身
に
具
さ
に 

凡
夫
性
を
開
示
す
る
教
に
よ
っ
て
の
み
、
自
力
無
効
の
下
々
の
機 

で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
、
こ
の
自
力
無
効
の
機
の
自
覚
と
し
て 

本
願
力
廻
向
の
真
信
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、我
々
の
自
己
に
転
開
す
る
願
生
道
が
「
得
生
の 

想
を
作
す
、
此
の
心
深
信
す
る
こ
と
由
し
金
剛
の
若
し
」(

愚
禿
鈔) 

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
得
生
者
の
情
」(
安
楽
集)

と
し
て
の
願
生 

の
道
で
あ
る
こ
と
を
開
顕
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
善
導
大
師
は
、
こ
の
三
心
の
中
、
特

に

「
廻
向
発
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願
心
」
に
つ
い
て
解
釈
す
る
と
こ
ろ
に
、
所

謂

「
二
河
の
譬
喩
」 

を
述
べ
て
三
心
を
釈
成
さ
れ
て
い
る
が
、
ま

ず

「
譬
喩
段
」
に
お 

い
て
は
、
東
岸
発
遣
の
釈
迦
と
西
岸
招
喚
の
弥
陀
と
の
二
尊
の
教 

が
、
行
者
の
決
断
即
ち
廻
心
に
お
い
て
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
示 

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
合
法
段
」
に
お
い
て
は
、
発
遣
と 

招
喚
と
の
間
に
「
或
ひ
は
行
く
こ
と
一
分
二
分
す
る
に
群
賊
等
喚 

び

廻

す

と

言

ふ

は

」
と
い
う
文
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

所
謂
二
尊
二
教
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ 

ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
東
岸
の
釈
迦
の
遺
教
は
、

一
応
行
者
を
し
て
西
方 

浄
土
に
向
わ
し
め
る
「
諸
の
行
業
」
で
あ
り
、
浄
土
の
要
門
即
ち 

定
散
ニ
善
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
水
火
二
河
の
貪
瞋
と
白
道 

即
ち
願
往
生
、心
と
は
、
行
者
の
生
に
お
い
て
相
い
対
す
る
も
の
と 

説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
道
が
、
自
力
行
証
の
道
で
あ
る
こ
と
を 

示
し
て
い
る
。

即
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
我
々
の
宗
教
心
が
、
我
々
の
現
に
あ 

る
業
の
ほ
か
に
浄
土
へ 

の
行
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ 

と
を
示
し
な
が
ら
、
し
か
も
、
却
っ
て
二
河
の
業
道
を
も
っ
て
白 

道
と
す
る
も
の
こ
そ
、
二
尊
の
一
致
し
て
教
え
る
本
願
真
実
の
宗 

教
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
水
火
二
河
の
業 

道
の
人
生
を
、
そ
の
ま
ま
「
極
速
円
融
の
白
道
」
と
し
て
転
成
す

る
も
の
こ
そ
、
虚
作
な
き
本
願
の
不
可
思
議
カ
に
ほ
か
な
ら
な 

い
。
実
は
、
そ
の
誓
願
が
不
可
思
議
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
親
鸞
聖
人 

が

「
三
恆
河
沙
の
諸
仏
の
出
世
の
み
も
と
に
あ
り
し
と
き
大 

菩
提
心
お
こ
せ
ど
も
自
力
か
な
は
で
流
転
せ
り
」(

正
像
末
和
讃) 

と
悲
嘆
さ
れ
た
よ
う
に' 

我
々
の
今
日
に
至
る
歴
史
が
、
仏
智
の 

不
思
議
に
背
く
流
転
の
生
の
歴
史
と
し
て
展
転
し
て
き
た
の
で
あ 

っ
た
。

い
ま
や
、
そ
の
流
転
の
歴
史
の
実
相
が
、
定
散
十
六
観
の
教
説 

を
と
お
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
謂
人
間
の
宗 

教
心
と
は
、
仏
智
疑
惑
の
心
に
よ
っ
て
出
離
得
脱
を
求
め
、
罪
福 

信
に
よ
っ
て
往
生
浄
土
を
忻
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
こ
そ
凡 

愚
の
凡
愚
た
る
所
以
が
あ
る
と
知
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
我
々
は
、
悲
劇
の
渦
中
に
立
た
さ
れ
た
韋
提
希
に
と
つ 

て
の
仏
陀
は
、
怨
訴
し
て
そ
の
無
能
を
な
じ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
悪
知 

識
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
。
韋
提
希
に
と
っ
て
の 

曾
っ
て
の
善
知
識
は
、
そ
の
人
を
し
て
善
知
識
と
し
た
根
源
の
も 

の
が
、
所
謂
罪
福
信
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
ま
や
悪
知
識 

と
し
て
眼
前
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
時
に
は
そ
の
人
を
善
知
識 

と
し
て
た
の
み
、
や
が
て
は
悪
知
識
と
し
て
憎
む
と
こ
ろ
の
人
間 

心
の
宗
教
が
、
我
々
を
し
て
趣
向
せ
し
め
る
と
こ
ろ
が
「
出
離
の 

縁
有
る
こ
と
無
」
き
救
済
無
縁
の
世
界
で
あ
る
。
即
ち
、

「
二
河
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の
譬
喩
」
に

「
無
人
空
適
の
沢
」
に
あ
っ
て
「
悪
友
に
随
う
」
と 

い
う
と
こ
ろ
の
悪
知
識
と
は
、
正
し
く
怨
訴
す
る
韋
提
希
に
と
つ 

て
の
仏
陀
釈
迦
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
悪
知
識
が
、
真
に
悪
知
識
で
あ
る
こ
と 

を
露
わ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
仏
智
疑
惑
の
罪
福
信
が 

救
済
の
無
縁
を
招
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に 

よ
っ
て
、
唯
凡
愚
の
自
性
に
た
ち
か
え
っ
た
韋
提
希
に
開
示
さ
れ 

た
世
界
は
、
も
は
や
善
悪
の
知
識
の
相
対
を
絶
し
た
仏
陀
の
無
縁 

大
悲
の
境
涯
で
あ
り
、
如
来
の
本
願
カ
所
成
の
光
明
海
で
あ
る
。 

そ
れ
故
に
、
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
「
出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
」 

き
凡
愚
に
現
動
す
る
無
縁
大
悲
の
本
願
力
を
「
彼
の
如
来
の
本
願 

力
を
観
ず
る
に
、
凡
愚
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
無
し
…
」(

入
出 

二
門
偈)

と
偈
讃
し
て
、衆
生
に
お
け
る
凡
愚
性
自
覚
の
意
義
を
教 

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

以
上
の
よ
う
に
「
浄
邦
縁
熟
し
て
」

「
浄
業
機
彰
は
れ
て
」
と 

述
べ
て
、
ま
さ
し
く
浄
土
の
機
縁
を
明
ら
か
に
す
る
「
総
序
」
の 

第
二
段
は
、

更
に
こ
れ
を
「
斯
れ
ば
乃
ち
」

と

受
け

て

「
権
化 

の
仁
、
斉
し
く
苦
悩
の
群
萌
を
救
済
し
、
世
雄
の
悲
、
正
し
く
逆 

謗

・
闡
提
を
恵
ま
ん
と
欲
し
て
な
り
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て

業
道
の
悲
劇
の
現
実
そ
の
ま
ま
が
、

「
権
化
の
仁
」
と

「
世
雄
の 

悲
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

聖
道
諸
師(

峙
に
浄
影
、4

た
天
台
・
嘉
祥
な
ど)

の
解
釈
に
よ
れ 

ば

『
観
無
量
寿
経
』
中
の
人
物
は
、
大
権
の
聖
者
達
が
王
舎
城
を 

舞
台
と
し
て
演
技
方
便
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る 

が
、
善
導
大
師
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
こ
れ
こ
そ
本
願
念
仏 

を
信
受
す
る
実
業
の
凡
夫
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は 

本
願
真
実
に
も
と
づ
く
解
釈
と
し
て
、
深
く
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ 

う
。と

こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
は
、
こ
れ
ら
王
城
事
変
中
の
人
物
に
よ
っ 

て
彰
わ
さ
れ
る
も
の
は
「
権
化
の
仁(

慈)

」
で
あ
り
「
世
雄
の 

(

大)

悲
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
々
は
、
こ 

の
一
段
の
文
意
に
よ
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
大
意
を
顕
わ
す
と 

こ
ろ
の
「
如
来
無
葢
の
大
悲
を
以
て
三
界
を
矜
哀
し
、
世
に
出
興 

し
た
ま
ふ
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
、
群
萌
を
拯
ふ
に
真
実
之
利 

を
以
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
」
と
い
う
文
を
想
わ
し
め
ら
れ
る
。 

釈
迦
を
し
て
出
世
せ
し
め
た
如
来
の
大
悲
が
、
仏
道
を
し
て
仏 

教
と
し
て
業
道
の
人
生
に
開
顕
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
仏
教
の
正 

意

は

「
真
実
之
利
」
即
ち
本
願
の
名
号
の
廻
向
成
就
に
あ
る
。
し 

か
も
、
そ
の
名
号
を
衆
生
に
廻
向
す
べ
く
選
択
す
る
本
願
の
大
悲 

は
、

一
面
に
は
、
苦
悩
の
群
萌
を
し
て
念
仏
す
る
衆
生
た
ら
し
め
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
仏
相
念
界
の
も
の
と
す
る
こ
と
、
即
ち
衆 

生
救
済
の
法
の
成
就
を
誓
願
す
る
の
で
あ
り
、
他
面
に
は
、
業
道 

の
人
生
の
実
相
と
し
て
の
「
逆
・
謗
・
闡
提
」
を
正
機
と
す
る
こ 

と
に
よ
っ
て
、
正
し
く
正
定
聚
の
機
を
成
就
す
る
こ
と
を
誓
願
す 

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
「
権
化
の
仁
」
と

「
世
雄
の 

悲
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
真
実
教
と
し
て
開
顕
さ
れ
た 

仏
道
が
王
城
の
悲
劇
を
機
縁
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く 

「
時
機
純
熟
の
真
教
」
で
あ
り
「
十
方
称
讃
の
誠
言
」(

教
巻)

で 

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の 
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
、
改
め
て
、
時
機
を
超
え
た
仏
道
が
衆 

生
往
生
の
行
信
道
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 

法
の
真
実 

で
あ
る
こ
と
を
開
顕
す
る
『
大
無
量
寿
経
』
が
、
そ
の
教
を
信
受 

す
る
機
の
真
実
を
説
く
『
観
無
量
寿
経
』
を
包
越
す
る
も
の
で
あ 

る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。

『
大
無
量
寿
経
』
が
顕
わ
そ
う
と
す 

る
も
の
は
、
我
々
の
人
生
に
行
信
道
と
し
て
廻
向
表
現
さ
れ
る
と 

こ
ろ
の
仏
道
、
即
ち
深
広
に
し
て
涯
底
な
き
如
来
の
光
明
智
慧
海 

で
あ
り
、

『
観
無
量
寿
経
』
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
我
々
衆
生
を
救 

済
す
べ
く
業
道
無
明
の
事
変
中
に
影
現
し
た
も
う
安
楽
の
慈
尊
の 

大
慈
悲
心
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
『
大
無
量
寿
経
』
は
、
そ
の 

如
来
の
智
慧
に
お
い
て
『
観
無
量
寿
経
』
を
超
越
し
つ
つ
、
し
か 

も
、
そ
の
阿
弥
陀
の
慈
悲
に
お
い
て
『
観
無
量
寿
経
』
に
説
く
衆

生
の
境
界
を
包
摂
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
大
無
量
寿
経
』
と

『観
無
量
寿
経
』
は
、

一
応
真 

実
教
と
方
便
教
と
し
て
経
典
の
性
格
を
別
に
し
な
が
ら
、
し
か
も 

浄
土
真
実
を
顕
わ
す
仏
道
史
観
に
お
い
て
は
、
機
教
相
応
す
る
と 

こ
ろ
の
唯
一
の
真
実
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
実
業 

の
凡
夫
が
凡
夫
の
ま
ま
に
権
化
の
仁
の
意
義
を
与
え
ら
れ
る
の
で 

あ
る
。
む
し
ろ
実
業
の
凡
夫
は
、
実
業
を
自
覚
す
る
絶
対
の
凡
夫 

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
化
の
仁
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ 

に
、
そ
の
往
相
に
お
い
て
凡
夫
で
あ
る
も
の
が
、
同
時
に
、
そ
の 

還
相
面
と
し
て
は
権
化
の
仁
た
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
、
願
力
廻 

向
の
不
可
思
議
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
、

「
南 

無
阿
弥
陀
仏
の
廻
向
の 

恩
徳
広
大
不
思
議
に
て 

往
相
廻
向
の 

利
益
に
は 

還
相
廻
向
に
廻
入
せ
り
」(

正
像
末
和
讃)

と
和
讃
さ 

れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
権
化
の
仁
の
体
は
、
業
道
に
実
存
す
る 

宿
業
の
凡
夫
で
あ
っ
て
、
聖
道
の
諸
師
の
理
解
し
た
よ
う
に' 

大 

権
の
聖
者
が
実
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は 

逆
悪
の
自
覚
に
開
顕
さ
れ
た
仏
道
の
歴
史
観
中
の
人
間
像
で
あ
っ 

て
、
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
「
権
化
の
仁
、
斉
し
く
苦
悩
の
群
萌
を
救 

済
し
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
救
済
の
道
と
な
っ
た
実
業
の
凡
夫 

が
、
そ
の
ま
ま
権
化
の
仁
と
し
て
一
切
の
苦
悩
の
衆
生
が
斉
し
く 

救
済
さ
れ
る
こ
と
を
証
誠
す
る
の
で
あ
る
。
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仏
道
の
歴
史
に
召
さ
れ
て
歴
史
と
な
っ
た
我
々
の
自
己
は
、
そ 

の
仏
道
の
歴
史
を
荷
負
す
る
も
の
と
し
て
道
の
歴
史
の
明
証
と
な 

る
。
即
ち
、
自
己
自
ら
が
道
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
ら 

が
道
で
あ
る
こ
と
を
明
証
す
る
の
で
あ
る
。
三
世
十
方
の
諸
仏
の 

出
世
の
正
意
も
、
ま
た
菩
薩
応
化
の
真
意
も
、
こ
こ
に
あ
る
の
で 

あ
ろ
う
。
我
々
は
、
こ
の
権
化
の
仁
慈
を
、
王
舎
城
の
悲
劇
中
の 

人
物
に
、
三
国
七
祖
の
伝
承
に
、
近
く
は
宗
祖
・
親
鸞
聖
人
の
上 

こ
仰
言
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
念
仏
救
済
の
法
の
歴
史
は
、
そ
の
伝
承
を
我
 々

の
己
証
と
し
て
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
諸
仏
称
名
の
大
行 

が
至
心
信
楽
の
大
信
を
発
起
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の 

自
己
を
し
て
正
定
聚
の
機
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
道
の 

歴
史
と
し
て
の
自
己
に
機
の
自
覚
を
開
く
契
機
こ
そ
、
自
覚
の
内 

景
と
し
て
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
逆

・
謗

・
闡
提
性
に
ほ
か
な 

ら
な
い
。

逆
・
謗
・
闡
提
性
と
は
、
正
定
聚
の
機
の
成
就
、
即
ち
真
の
仏 

弟
子
の
自
覚
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
凡
愚
と
し
て
の
現
存
在 

の
存
在
性
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
三
種
の
衆
生
は
、
我
々
人 

間
の
分
別
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
在
り
方
で
は
な
く
、
む
し
ろ
如 

来
の
智
慧
所
照
の
内
景
と
し
て
、
衆
生
の
存
在
の
深
層
を
示
す
も 

の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
三
者
は
、
信
知
の
開
く
境
涯
の
深
層
と

し
て
自
覚
さ
れ
る
人
間
存
在
の
階
位
で
あ
る
。
故
に
、
親
鸞
聖
人 

は
、
五
逆
と
謗
法
の
罪
の
犯
さ
れ
た
事
実
を
説
く
『観
無
量
寿
経
』 

と
共
に
、
王
城
事
変
の
中
心
人
物
と
し
て
の
阿
闍
世
の
救
済
を
説 

く

『
湼
槃
経
』
の
闡
提
成
仏
の
意
義
に
着
眼
し
、
こ
の
逆
・
謗
・ 

闡
提
に
つ
い
て
「
信
巻
」
に
は
、
「真
の
仏
弟
子
釈
」
の
次
に
「
逆 

謗
、
摂
不
」
の
一
段
を
設
け
て
「
難
化
の
三
機
、
難
治
の
三
病
は 

大
悲
の
弘
誓
を
憑
み
、
利
他
の
信
海
に
帰
す
」
べ
し
と
説
く
所
に 

大
聖
釈
尊
の
真
説
が
あ
る
と
教
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
 

「
総
序
」
に

は

「
世
雄
の
悲
、
正
し
く
逆
・
謗
・
闡
提
を
恵
ま
ん 

と
欲
し
て
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
正
し
く
釈
迦
大
悲
の
対
象
と
な
る
逆
・
謗

・
闡
提
と
は 

第
十
八
願
と
、
及
び
そ
の
成
就
の
文
に
お
い
て
は
「
唯
除
」
さ
れ 

た
と
こ
ろ
の
機
で
あ
る
が
、
こ
の
「
た
だ
の
ぞ
く
」(
尊
号
真
像
銘
文) 

者
を
こ
そ
大
悲
す
る
と
こ
ろ
に
、
娑
婆
の
化
主.

釈
尊
の
真
面
目 

が
あ
る
。
即
ち
、
衆
生
は
、
唯
除
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
唯
除 

こ
そ
流
転
の
自
己
の
実
相
で
あ
る
と
は
、
遂
に
自
覚
す
る
こ
と
な 

く
終
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
釈
迦
は
、
斉
し
く
衆
生
の
摂
取
さ
れ 

る
念
仏
三
昧
境(

大
寂
定)

に
住
し
な
が
ら
、
し
か
も
正
し
く
逆
・ 

謗

・
闡
提
に
救
済
の
成
就
す
る
こ
と
を
念
じ
て
、
大
悲
を
も
っ
て 

唯
除
し
、
抑
止
し
た
も
う
の
で
あ
る
。

唯
除
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ま
具
さ
に
推
考
す
る
こ
と
は
で
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き
な
い
が
、
上
述
す
る
と
お
り
、
こ
の
逆
・
謗
・
闡
提
性
こ
そ
衆 

生
の
衆
生
た
る
自
性
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
実
は
こ
の
業
道
の
娑
婆 

に
出
世
し
た
釈
迦
の
正
意
が
「
正
し
く
逆
・
謗
・
闡
提
を
恵
ま
ん 

と
欲
」
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
反
顕
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ 

て
、
こ
こ
に
如
来
大
悲
の
出
世
の
本
懐
が
「
欲
」
の
一
字
を
も
つ 

て
象
徴
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
悲
と
は
、
在
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
在
る
こ
と
に
対
す 

る
悲
し
み
で
あ
り
、
痛
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
衆
生
の
大
非
の
現
実 

を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
非
に
同
ず
る
心
で
あ
る
。
即
ち 

如
来
の
大
慈
は
、
智
慧
の
光
明
に
照
護
さ
れ
た
一
切
衆
生
を
平
等 

に
摂
取
し
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
如
来
は
、
そ
の
智 

慧
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
非
す
べ
き
衆
生
の
現
実
を
知
っ
て
大 

悲
し
、
大
非
の
衆
・
生
に
同
感
し
遍
入
し
て
、
衆
生
自
ら
の
開
覚
に 

自
己
の
運
命
を
賭
け
て
期
待
し
た
も
う
の
で
あ
る
。
そ
の
如
来
大 

悲
の
方
便
が
、
本
願
の
文
に
抑
止
し
て
「
た
だ
の
ぞ
く
」
と
示
さ 

れ
る
の
で
あ
る
。

大
非
の
衆
生
の
現
実
相
は
、
永
遠
に
大
非
で
あ
る
。
即
ち
、
唯 

除
の
機
に
は
成
就
は
な
い
。
本
願
と
本
願
の
成
就
に
唯
除
さ
れ
た 

機
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
大
非
は
真
に
大
非
で
あ
る
の
で
あ
り
、
そ 

こ
に
如
来
大
悲
の
方
便
が
「
無
量
寿
仏
観
経
之
意
」(

化
身
土
巻) 

と
し
て
の
第
十
九
「
至
心
発
願
之
願
」
の
み
な
ら
ず
、

「
果
遂
之

誓
」
と
し
て
の
第
二
十
「
至
心
廻
向
之
願
」
を
本
願
せ
ら
れ
た
所 

以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
王
舎
城
の
悲
劇
を
機
縁
と
し
て
説
き
示
さ
れ 

た
如
来
大
悲
方
便
の
真
実
は
、
悲
劇
を
機
縁
と
す
る
こ
と
に
よ
っ 

て
、
如
来
出
世
の
正
意
と
し
て
の
本
願
念
仏
の
大
道
を
、
業
道
無 

明
の
只
中
に
開
顕
し
成
就
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
総
序
」
に
は
、
 

人
類
の
歴
史
に
顕
現
し
た
仏
教
と
し
て
の
仏
道(

教)

が
、
真
に
我 

々
の
自
己
の
道
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
第
ー 

一
段 

の
王
舎
城
の
悲
劇
に
次
い
で
、
更
に
行
信
道(

行
信
証)

の
意
義
に 

つ
い
て
叙
述
さ
れ
る
の
で
あ
る0 

(

三
八
・
五
・
一)

① 

『
六
要
会
』

に

は

「
総
序
」
を
五
段
に
分
つ
。

②
 

近
く
は
山
辺
・
赤

沼

著

『
教
行
信
証
講
義
』
大
須
賀
秀
道
著
『
教 

行
信
証
述
要
』
な
ど
。

③
 

曾
我
量
深

著
『
行
信
の
道
』
参
照

④
 

「
霊
山
会
座
を
『
大
無
量
寿
経
』

で
な
い
か
と
思
っ
て
み
た
こ
と 

が
あ
る
が
、
今
は
伝
説
の
如
く
『
法
華
経
』
と
し
て
お
き
た
い
…
」 

金
子
大
栄
著
『
観
無
量
寿
講
話
』
。

伝
説
は
覚
如
『
口
伝
鈔
』
蓮

如

『
御
文
』
参
照
。

⑤
 

『
大
経
』

は
智
慧
を
『
観
経
』
は
慈
悲
を
表
わ
す
。
曾
我
量
深
論
集 

第
一
巻
「
地
上
の
救
主
」
金
子
大
栄
著
『
観
無
量
寿
経
講
話
』
參
照
。

⑥
 

田
辺
元
著
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』

に

は

「
懺
悔
道
の
核
心
と 

し
て
の
大
非
即
大
悲
」
と
あ
る
。
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