
浄

土

の

経

典

金

子

大

栄
 

法
然
上
人
は
『
双
巻
経
』

『
観
経
』

『
阿
弥
陀
経
』
を
以
て
、
浄
土
の
三
部
経
と
選
定
せ
ら
れ
た
。
そ
の
経
題
を
見
れ
ば
、
い 

ず
れ
も
無
量
寿
仏
を
説
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が' 

そ
の
内
容
を
見
れ
ば' 

特
に
浄
土
の
荘
厳
功
徳
を
広
説
し
て
あ
る
。
し
か
れ
ば 

阿
弥
陀
仏
国
に
あ
り
て
は
身
土
不
二
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
已
に
三
経
に
於
て
明
ら
か
な
る
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
浄 

土
を
願
わ
ず
に
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ぬ
と
い
う
も
の
、
 

そ
れ
が
三
部
の
経
説
で
あ
る
。
 

し
か
る
に' 

そ
の
浄
土
の
説
相
は
三
部
の
経
典
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

『
大
経
』
の
顕
わ
す
も
の
は 

自
然
の
浄
土
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
観
経
』
の
浄
土
は' 

人
間
に
想
観
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
小
経
』
の
浄
土 

は' 

人
生
の
帰
趣
を
明
ら
か
に
せ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「浄
土
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
は' 

三 

経
の
説
相
に
依
り
て
知
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
恐
ら
く
そ
の
一
を
欠
く
も
不
充
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
文 

は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
て
の
も
の
で
あ
る
。

ー
、
自

然

の

浄

土
 

大
自
然
を
背
景
と
し
て
人
間
が
地
上
生
活
を
始
め
た
そ
の
時
の
、
い
わ
ば
原
始
的
自
覚
を
説
い
た
も
の
は
『
大
経
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
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久
遠
の
昔
、
錠
光
如
来
の
出
現
か
ら
法
蔵
比
丘
の
発
願
ま
で
の
経
説
を
見
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
感
知
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宗
教
の 

体
は
敬
虔
感
情
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
畏
れ
つ
つ
懐
か
し
む
心
で
あ
る
。
そ
の
畏
れ
つ
つ
懐
か
し
む
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
大 

自
然
に
対
す
る
人
間
の
原
始
的
感
情
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
敬
虔
感
情
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
そ
の
敬
虔
感
情
に
お
い
て
自 

然
の
心
を
感
得
せ
る
も
の
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
。

し
か
れ
ば' 

浄
土
と
は
、
人
間
に
憶
持
せ
ら
れ
て
い
る
大
自
然
の
郷
土
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
こ
に
敢
え
て
大
自
然
と
い
う
は
、
人 

間
生
活
を
包
み
て
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
を
現
わ
す
た
め
で
あ
る
。
凡
そ
自
然
と
い
う
言
葉
ほ
ど' 

東
西
古
今
に
於
て
い
ろ
い
ろ
の
意
味 

に
用
い
ら
れ
た
も
の
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
い
か
ん
に
依
り
て
は
、
人
間
の
自
覚
に
背
く
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
仏
教
に
於 

て
も
、
山
河
大
地
は
業
感
の
世
界
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
れ
ば' 

そ
の
業
感
を
超
え
て
あ
る
大
自
然
は
い
か
に
思
慕
せ
ら
る
べ
き
も
の 

で
あ
ろ
う
か
。
西
洋
の
文
化
は
自
然
を
征
服
し
て
発
達
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
征
服
す
る
知
識
の
根
底
に 

も
、
背
く
こ
と
の
で
き
ぬ
大
自
然
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

『
大
経
』
に
は
、
自
然
の
語
が
五
十
余
ヶ
所
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
古
来
、
無
為
自
然
、
業
道
自
然
、
願
力
自
然
と
分
別
し
て
来 

た
。
そ
の
う
ち
経
説
に
明
ら
か
な
る
は
、
無
為
自
然
と
業
道
自
然
と
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち' 

無
為
の
大
自
然
を
背
景
と
し
て
、
人
間
業
の 

反
自
然
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
そ
の
人
間
業
の
自
覚
に
於
て
、
無
為
自
然
を
郷
土
と
思
慕
す
る
も
の
が
願
生
浄
土
で
あ
り
、
 

そ
し
て
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
業
道
自
然
に
あ
る
人
間
を
無
為
自
然
の
郷
土
へ
と
招
喚
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
願
力
自
然
と
い
う
も 

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
依
り
て
『
和
讃
』
を
誦
す
れ
ば'

「
念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗'

万
行
諸
善
こ
れ
仮
門
、
権
実
真
仮
を
わ
か
ず
し
て'

自
然
の
浄
土
を 

え
ぞ
し
ら
ぬ
」
と
い
い'

「
五
濁
悪
世
の
わ
れ
ら
こ
そ
、
金
剛
の
信
心
ば
か
り
に
て
、
な
が
く
生
死
を
捨
て
は
て
て
、
自
然
の
浄
土
に
い
た 

る
な
れ
」
と
い
い' 

ま

た

「
信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば' 

念
仏
成
仏
自
然
な
り
、
自
然
は
す
な
は
ち
報
土
な
り' 

証
大
涅
槃
う
た
が
は
ず
」 

と
あ
る
も
の
、
深
く
身
に
浸
み
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は' 

常
に
浄
土
を
家
郷
と
し
て
思
慕
せ
る
善
導
に
、
「
従
”
仏
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逍
遙
帰-
一
自
然-

自
然
即
是
弥
陀
国
」
の
讃
歌
あ
る
と
同
じ
意
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
『
大
経
』
に
は
、
隹
生
浄
土
を
自
然
の
大 

道
と
し
て
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
自
然
の
浄
土
は' 

人
間
の
苦
悩
を
和
ら
げ
て' 

柔
軟
の
身
心
を
与
え
る
光
明
の
世
界
で
あ
る
。
身
心
柔
軟
は
即
ち
自
然
の
生
命
で 

あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
『
大
経
』
は
見
聞
覚
知
み
な
柔
軟
で
あ
る
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
浄
土
の
食
事
は
「自
然
に
飽
足
し' 

身
心 

柔
軟
に
し
て
味
著
す
る
こ
と
が
な
い
。」
「
自
然
の
徳
風
は:

：:

温
凉
柔
軟
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
往
生
人
の
心
は
「
柔
軟
調
伏
に
し
て 

忿
恨
の
心
が
な
い
。」

そ
れ
は
畢
竟
、
阿
弥
陀
の
願
に
触
光
柔
軟
な
れ
か
し
の
心
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
こ
の
光
に
遇
う
も 

の
は
三
垢
消
滅
し' 

身
意
柔
軟
に
し
て
歓
喜
踊
躍
し
善
心
生
ず
」
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に' 

こ
の
自
然
の
浄
土
は' 

ま
た
微
妙
な
る
音
声
の
世
界
で
あ
る
。

『
大
経
』
に
於
け
る
自
然
の
語
は
、
見
聞
覚
知
に
普
き
こ 

と
で
は
あ
る
が' 

特
に
音
楽
に
結
び
し
も
の
が
多
い
。

「
清
風
の
音
声
は
宮
商
自
然
に
和
」
し
て
い
る
。

「
そ
の
音
声
を
聞
く
も
の
は
深 

法
忍
を
得' 

不
退
転
に
住
し
、
仏
道
を
成
る
に
至
り
、
耳
根
清
徹
に
し
て
苦
患
に
遭
わ
な
い
。」

浄
土
の
池
水
は
、

自
然
の
妙
声
を
以
て 

そ
れ
を
聞
く
も
の
に' 

仏
の
声' 

法
の
声' 

僧
の
声' 

寂
静
の
声
、
大
慈
悲
の
声
乃
至
衆
の
妙
法
の
声
を
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
は' 

『
華
厳
経
』
に'

世
界
の
体
は
音
声
で
あ
る
と
説
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て' 

「㈠

或
は
一
切
衆 

生
の
業
海
の
音
声
を
以
て
体
と
す
る
あ
り' 
㈡

或
は
一
切
仏
境
界
の
清
浄
の
音
声
を
体
と
す
る
あ
り
、㈢

或
は
一
切
菩
薩
の
大
願
海
の
音 

声
を
体
と
す
る
あ
り
」
と
述
べ
て
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に㈢

に
つ
い
て
は
詳
説
せ
ら
れ
た
。
し
か
れ
ば
「
弥
陀
の
本
国
は
四
十
ハ
願
な 

り
」
と
い
う
こ
と
は' 

即
ち
阿
弥
陀
の
本
願
の
音
声
こ
そ' 

浄
土
の
国
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
人
間
業
の
雑
音
を 

超
え
て
、
無
為
自
然
の
音
楽
に
親
し
む
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
も
る
。
そ
れ
は
ま
た
言
い
換
え
れ
ば
、
深
く
人
間
業
を
大
悲
し
つ
つ 

涅
槃
の
境
地
へ
と
導
く
、
そ
こ
に
仏
教
的
音
楽
の
願
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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『
大
経
』
に
於
て
、
も
う
一
つ
留
意
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、

「
已
今
当
の
住
生
は
、
こ
の
土
の
衆
生
の
み
な
ら
ず
、
十
方
仏
土
よ
り
き
た 

る
、
無
量
無
数
不
可
計
な
り
」
と
讃
歎
せ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
十
四
仏
国
か
ら
の
往
生
に
は
、
当
来
の
も
の
を
思
い
合
わ 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
久
遠
の
古
よ
り
開
か
れ
て
あ
る
道
は
、
未
来
際
を
尽
く
し
て
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
る
に' 

そ
の
経
説
は
三
千
年
の
昔
、
釈
尊
に
よ
り
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り' 

そ
し
て
そ
の
経
道
も
滅
尽
の
時
が
あ
る
と
予
想
さ 

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
仏
前
仏
後
の
難
と
い
う
こ
と
も
思
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
陀
の
出
世
は
人
類
の
歴
史
的
転
換 

期
で
あ
る
な
ら
ば' 

知
識
の
発
達
に
依
り
て
宗
教
を
無
用
と
す
る
時
代
も
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
時
は
第
二
の
歴
史
的
転
換
期
と
も
い
う
べ 

き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
と
す
れ
ば' 

仏
教
の
世
に
行
な
わ
れ
て
あ
る
こ
と
も
、
限
ら
れ
て
い
る
時
期
の
間
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
こ 

と
に
難
値
難
見
の
仏
法
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
自
然
の
道
理
は
仏
前
仏
後
の
距
て
な
く
、
永
遠
に
真
実
な
る
こ
と
を
身
証
す
る
も
の
は' 

そ 

の
限
ら
れ
た
る
時
期
に
お
い
て
正
法
に
遇
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
、
永
遠
の
真
実
を
受
容
す
る
も
の
は
現
在
の
行
信
に
他
な 

ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
自
然
の
道
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

二
、
想

観

の

世

界

こ
う
し
て' 

『
大
経
』
に
は
自
然
の
浄
土
が
広
説
せ
ら
れ
た
。
し
か
る
に
『
観
経
』
に
説
く
浄
土
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な 

い
。
そ
れ
は
惣
べ
て
経
説
の
如
く
想
観
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
想
念
の
内
容
に
他
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
人
間
的 

の
も
の
で
あ
っ
て
自
然
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
人
間
と
は
、
苦
悩
に
耐
え
な
い
韋
提
に
代
表
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
、

『
観
経
』
の
浄
土
は
到
底
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。

王
舎
城
の
悲
劇
は' 

女
性
韋
提
希
夫
人
を
中
心
と
し
て
い
る
。
こ
の
女
性
は' 

頻
婆
娑
羅
王
に
対
し
て
は
夫
人
で
あ
り' 

阿
闍
世
に
対 

し
て
は
母
で
あ
り' 

釈
迦
に
対
し
て
は
信
女
優
婆
夷
で
あ
る
。
そ
れ
が
賢
夫
人
で
あ
っ
て
も
、
男
性
の
よ
う
に
運
命
に
断
念
す
る
こ
と
が 

で
き
な
く
、
子
に
害
せ
ら
れ
て
も
子
を
憎
む
こ
と
の
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、

「
世
尊
、
わ
れ
む
か
し
何
の
罪
あ
り
て
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か
こ
の
悪
子
を
生
め
る
。
世
尊
ま
た
何
等
の
因
縁
あ
り
て
か
提
婆
達
多
と
共
に
眷
属
た
る
や
」
と
、
釈
迦
の
前
に
号
泣
せ
し
め
た
の
で
あ 

る
。
こ
の
愚
痴
と
も
つ
か
ず
懺
悔
と
も
つ
か
な
い
韋
提
の
言
葉
に
対
し
て
、
仏
陀
は
何
と
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
子
を
失
し
て
悩
め 

る
母
に' 

生
あ
る
も
の
は
必
ず
死
に
帰
す
、
と
説
法
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
釈
迦
で
あ
る
。
女
性
の
罪
障
を
悲
し
む
も
の
に
出
家
を
勧
め 

ら
れ
も
し
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
韋
提
希
に
対
し
て
は' 

仏
陀
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
釈
迦
に
取
り
て
は
、
韋
提
希
は
平 

常
聞
法
せ
る
信
女
で
あ
り
、
問
題
の
提
婆
は
従
弟
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
仏
陀
は
、

一
般
の
教
説
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
特
殊
の
機
を
発
見
せ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
『
観
経
』
の
正
説
は
、
 

こ
の
特
殊
の
機
に
応
ず
る
も
の
と
了
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
こ
の
経
の
解
説
者
に
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
依 

り

て

『
観
経
』
も
ま
た
一
般
大
乗
経
と
同
じ
よ
う
に
解
釈
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
「
是
心
作
仏
、
是
心
是
仏
」
等
の
経
説
も
有 

力
な
る
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
『
観
経
』
の
観
は' 

観
像
で
あ
り
観
相
で
あ
っ
て
も
、
結
局
は
無
想
に
達
す
べ
き
も 

の
と
も
領
解
せ
ら
れ
た
。
そ
の
立
場
に
於
て
経
説
を
事
相
で
あ
る
と
も
思
想
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も' 

そ
れ
で
は
韋
提
の
苦
悩
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
韋
提
は
凡
夫
の
姿
を
取
れ
ど
も
実
は
権
化
の
聖
者 

で
あ
る
と
い
う
説
も
生
ぜ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
『
観
経
』
の
序
説
は' 

全
く
無
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
韋
提
は
飽
く
ま
で 

も
実
業
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
韋
提
の
身
に
な
っ
て
見
な
け
れ
ば
『
観
経
』
の
意
が
解
ら
な
い 

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
善
導
大
師
の
立
場
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
私
は
、

『
観
経
』
は
想
観
経
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
思
う
。
想
観
と
は
想
像
で
あ
り' 

夢
想
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
 

そ
し
て
人
間
の' 

特
に
女
性
の
苦
悩
を
救
う
も
の
は' 

想
観
よ
り
他
な
い
こ
と
を
思
う
も
の
で
あ
る
。
親
を
失
え
る
子' 

子
に
先
き
立
た 

れ
た
る
親
、
夫
に
死
別
せ
る
妻
、
妻
を
亡
え
る
夫
等
に
取
り
て
は
、
あ
の
世
に
あ
る
そ
れ
等
の
も
の
を
思
う
て
語
り
合
う
こ
と
の
他
に
、
 

安
慰
の
道
は
な
い
。
そ
れ
が
人
間
の
情
で
あ
る
。
そ
れ
を
妄
想
と
い
う
の
が
知
識
で
あ
る
な
ら
ば
、
知
識
と
は
非
人
間
的
の
も
の
と
い
っ
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て
よ
い
で
も
ろ
う
。
知
識
の
世
界
は
有
限
で
あ
っ
て
も
、
情
感
の
領
域
は
無
限
で
あ
る
。
そ
の
情
感
の
世
界
と
し
て
『
観
経
』
の
浄
土
は 

説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
情
感
の
世
界
と
し
て
『
観
経
』
の
説
を
見
れ
ば' 

い
か
に
も
と
頷
け
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
今
こ
こ
で
そ
の
一
つ
一
つ
に
っ 

い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
経
説
の
ま
ま
に
素
直
に
う
け
い
れ
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
仏
身
は
高
さ
六
十
万
億
那
由
他 

恒
河
沙
由
旬
で
あ
っ
て' 

御
眼
は
四
大
海
水
の
如
し
と
い
う
も
、
そ
の
分
量
の
多
少
を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
実 

体
的
で
あ
る
と
か
、
事
相
的
で
あ
る
と
か
と
説
明
す
る
こ
と
が
邪
観
で
あ
る
。
経
説
の
ま
ま
に
頷
い
て
い
く
、
そ
れ
を
正
観
と
い
う
の
で 

あ
る
。

そ
こ
に
は
ま
た
、
想
観
な
れ
ば
こ
そ
利
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
若
し
浄
土
が
実
体
的
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
か 

え
っ
て
願
生
す
る
心
に
は
な
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
悩
め
る
心
を
救
う
浄
土
は' 

夢
想
の
世
界
な
れ
ば
こ
そ
思
慕
も
せ
ら
れ' 

功
利
的
で
な
い 

こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
浄
土
は
実
在
し
な
い
と
か
、
そ
こ
は
退
屈
す
る
と
か
と
い
う
非
難
は
、
す
べ
て
知
識
人
の
独
り
よ
が
り
で 

あ
っ
て
、
情
感
を
も
つ
人
間
に
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
知
識
を
代
表
す
る
自
然
科
学
に
於
て
す
ら
も' 

今
で
は
、

数
字
や
言
葉
だ
け
で
は
操
作
さ
れ
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
必
要
で
あ
る
。
 

「
本
当
に
納
得
が
ゆ
く
と
い
う
の
は
、

つ
じ
つ
ま
が
合
う
て
い
る
の
と
は
違
う
。」
だ

か
ら

「物
理
学
を
進
歩
さ
せ
る
も
の
は'

知
識
よ
り 

は
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
の
み
が
高
次
元
へ
と
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て' 

そ
れ
は
恐
ら
く
惣
べ
て
の
文
化
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
に
於
て
も
、
い
わ
ゆ
る
大
乗
思 

想
と
い
う
も
の
は
、
経
典
の
言
葉
の
ロ
ゴ
ス
面
の
み
を
推
求
し
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
智
悲
円
満
の
仏
説
に
は' 

ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
が
備 

わ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
さ
れ
ど
そ
の
パ
ト
ス
面
す
ら
ロ
ゴ
ス
的
に
解
釈
さ
れ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
思
想
を
以
て
『
観
経
』
を 

解
釈
し
よ
う
と
し
て
も
、
つ
じ
つ
ま
の
あ
う
筈
が
な
い
。
同
じ
浄
土
の
経
典
で
も' 

『
大
経
』
は
自
然
の
道
理
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
が 

で
き
る
。
さ
れ
ど
『
観
経
』
は' 

い
か
に
し
て
も
思
想
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
想
観
経
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
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て
そ
う
と
知
る
こ
と
に
於
て
の
み
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
納
得
で
き
な
い
の
が
苦
悩
の
衆
生
を
代
表
す
る
韋
提
希
で 

あ
り' 

そ
れ
を
察
し
て
想
観
を
説
い
た
も
の
は
釈
尊
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
っ
て
初
め
て
浄
土
教
と
い
う
も
の
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
た 

の
で
あ
る
。

こ
れ
が
蓮
如
上
人
に
依
り
て
、

「
む
か
し
釈
尊
、
霊
鷲
山
に
在
し
て
、

一
乗
法
華
の
妙
典
を
説
か
れ
し
時'

提
婆'

阿
闍
世
の
逆
害
を 

興
し' 

釈
迦' 

韋
提
を
し
て
安
養
を
願
は
し
め
た
ま
ひ
し
に
よ
り
て' 

か
た
じ
け
な
く
も
霊
山
法
華
の
会
座
を
没
し
て
王
宮
に
降
臨
し
て 

韋
提
希
夫
人
の
た
め
に
浄
土
の
教
を
弘
め
ま
し
ま
し
し
に
よ
り
て
、
弥
陀
の
本
願
そ
の
時
に
あ
た
り
て
盛
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
た
意
で
あ 

る
。
そ
れ
は
已
に
『
教
行
信
証
』
に

「浄
邦
縁
熟
し
て
調
達
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
め' 

浄
業
機
あ
ら
は
れ
て
釈
迦
韋
提
を
し
て
安 

養
を
え
ら
ば
し
め
た
ま
へ
り
。」
と
序
説
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
れ
ど' 

こ
う
し
て
『
観
経
』
を
、
想
観
を
説
く
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
善
導
の
釈
意
に
応
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
宗
祖 

の
領
解
に
背
く
も
の
で
な
い
か
は
、
容
易
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
結
局
は
愚
学
の 

臆
測
で
あ
り
、
思
い
つ
き
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
に
取
り
て
は' 

そ
れ
は
そ
れ
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に 

依

り

て

『
観
経
』
は
初
め
て
身
近
に
い
た
だ
け
る
も
の
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
立
場
に
於
て
、
で
き
る
だ
け
祖
師
た
ち
の 

釈
意
を
い
た
だ
き
た
い' 

そ
の
願
い
か
ら
少
し
く
管
見
を
述
べ
て
見
よ
う
。

『
観
経
』
は' 

韋
提
と
釈
尊
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
苦
悩
の
女
性
と
大
悲
の
如
来
と
の
値
遇
で
あ
る
。
そ
の
値
遇
と
は
、
普
通
な
ら
ば 

相
互
に
了
解
さ
れ
な
い
言
葉
が
、
 

不
思
議
に
も
頷
き
あ
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
愚
痴
の
女
性
の
心
情
は' 

出
家
の
聖
者 

の
智
見
に
は
解
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
大
聖
の
証
り
は
、
煩
悩
の
凡
夫
に
知
ら
れ
る
道
理
は
な
い
。
そ
の
両
者
が
対
面
せ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
経
説
は
進
め
ら
れ
た
。
と
す
れ
ば
、
如
来
も
初
め
て
凡
夫
の
心
を
知
り
、
凡
夫
も
初
め
て
如
来
の
心
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は 

韋
提
と
釈
尊
と
の
対
面
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
偶
然
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
偶
然
が
普
遍
真
実
な
る
も
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の
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
も
る
。

こ
の
経
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

一
応
、
韋
提
の
願
い
と
釈
尊
の
説
と
を
分
け
て
み
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
韋
提
の
瞰
い
に
於
て 

経
説
を
解
釈
せ
る
も
の
は
善
導
で
あ
り
、
釈
尊
の
心
に
於
て
経
意
を
受
容
せ
る
も
の
は
親
鸞
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ 

は
や
が
て
想
観
の
二
面
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
面
と
は
、
想
観
の
こ
な
た
に
あ
る
も
の
と
、
想
観
の
か
な
た
に
あ
る
も
の
で
あ 

る
。
い
か
に
想
観
し
て
も
想
観
し
尽
く
せ
な
い
も
の
が
あ
っ
て' 

想
観
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
。
想
観
が
実
体
観
よ
り
も
意
味
ふ
か
い 

の
も
、
そ
れ
に
依
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
想
観
者
は' 

そ
の
想
観
に
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
に
満
足
せ
し
め
る
と
こ
ろ 

に
、
想
観
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
面
と
い
っ
て
も' 

相
い
離
れ
な
い
も
の
に
違
い
は
な
い
。
そ
れ
と
知
り
つ
つ
、
 

善
導
は
、
飽
く
ま
で
も
韋
提
希
の
立
場
に
於
て
『
観
経
』
を
解
釈
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が' 

親
鸞
は' 

そ
の
韋
提
を
教
化
せ
ら
れ
た
釈
尊 

の
説
意
に
於
て
『
観
経
』
を
い
た
だ
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
善
導
の
釈
意
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
意
味
に
於
て
「
定
善
義
」
を
披
け
ば' 

そ
の
解
釈
も
ま
た
想
観
で
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
思
い
知
ら
れ
る
。
水
想
観
に
於
て
浄 

土
の
讃
歌
が
現
わ
れ' 

帰
去
来
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
華
座
観
に
於
け
る
住
立
空
中
の
経
意' 

像
観
に
於
け
る
是
法
界
身
の
説
明
、
真
身
観 

に
於
け
る
摂
取
不
捨
の
三
縁
釈
等
、
 

そ
れ
ら
は
す
べ
て
善
導
そ
の
人
の
想
観
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の 

定
善
十
三
観
は
韋
提
の
要
求
に
応
じ
て
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
定
善
の
経
説
は
、
そ
れ
に
依
り
て
仏
意
に
導
か
ん
が
た
め
で
あ
る 

に
違
い
は
な
い
。
そ
の
仏
意
と
は
即
ち
散
善
九
品
の
説
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
定
善
は
韋
提
の
致
請
で
あ
り' 

散
善
は
仏
の
自
開
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
浄
土
を
想
観
せ
し
め
る
こ
と
は
、
浄
土
を
願
生
せ
し
め
ん
が
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
散
善
義
」
の 

重
要
さ
が
あ
り
、
特
に
至
誠
心
・
深

心

・
廻
向
発
願
心
の
解
釈
に
力
を
注
が
れ
た
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
定
善
観
は
散
善 

行
に
よ
り
て
満
足
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
散
善
の
終
帰
は
、

「
序
分
義
」
に
於
て
詳
説
せ
ら
れ
た
る 

王
宮
の
悲
劇
に
登
場
せ
る
人
々
の
救
い
の
約
束
せ
ら
れ
て
荷
る
こ
と
で
あ
る
。
凡
・
聖
・
逆

・
謗
ひ
と
し
く
廻
入
す
る
道
が
開
か
れ
た
の 

で
あ
る
。
こ
れ
に
依
っ
て' 

定
善
を
致
請
せ
る
韋
提
希
も
無
生
忍
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
れ
ば
『
観
経
』

一
部
は' 

す
べ
て
こ
れ
釈
迦
の
方
便
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
方
便
と
は
、
善
巧
で
あ
り
誘
引
で
あ 

り
、
ま

た

「
正
直
を
方
と
い
い
、
己
を
外
に
す
る
を
便
と
い
う
」
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
言
わ
ば
、
御
親
切
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

実
意
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
実
と
い
っ
て
も' 

そ
の
方
便
を
外
に
し
て
一
感
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
真
実
は
方
便
の 

上
に
全
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
想
観
の
こ
な
た
の
も
の
に
於
て
、
想
観
の
か
な
た
な
る
も
の
を
感
知
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る 

そ
の
立
場
に
於
て
、

『
観
経
』
の
説
を
聞
思
せ
ら
れ
た
も
の
が
親
鸞
聖
人
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
依
り
て
「
釈
家
の
意
に
依
り
て
無
量
寿
仏
観
経
を
按
ず
れ
ば' 

顕
彰
隠
密
の
義
あ
り
」
と
い
っ
て
、
顕
彰
の
二
面
を
明
ら
か
に 

せ
ら
れ
た
。
さ
れ
ど
そ
の
隠
と
は
、
飽
く
ま
で
も
秘
密
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
見
る
眼
が
開
か
る
れ
ば
、
隠
彰
と
い 

う
も
明
ら
か
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彰
も
も
ら
わ
れ
る
で
あ
り
、
密
も
ひ
そ
か
に
知
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば 

隠
彰
の
義
と
し
て
例
挙
せ
ら
れ
た
十
三
の
経
文
も' 

已
に
韋
提
希
の
心
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
に
違
い
は
な
い
。
そ
れ
は
明
知
せ
ら
れ 

て
な
か
っ
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
感
知
は
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
は' 

『
観
経
』
の
説
の
特
殊
性
を
思
わ
し
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
説
き
進
め
ら
れ
る
こ
と
は' 

釈
尊
に
も
予
定 

せ
ら
れ
て
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

『
大
経
』
と
全
く
異
な
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

『
大
経
』
は
大 

寂
定
弥
陀
三
昧
に
入
り
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は' 

弥
陀
は
已
に
大
寂
定
中
に
用
意
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、

一
部
の
経
説
は
惣
べ
て
仏
々
相
念
の
境
地
を
展
開
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
茜
ろ
う
。
さ
れ
ど
『
観
経
』
で
は
そ
の 

よ
う
な
用
意
が
せ
ら
れ
て
は
な
い
。
大
悲
を
以
て
王
宮
に
降
臨
せ
ら
れ
た
釈
尊
に
は' 

何
の
用
意
も
な
か
っ
た
。
或
は
若
し
そ
の
用
意
的 

の
も
の
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば' 

か
え
っ
て
そ
れ
を
捨
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
は
虚
心
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
説
法
は
、
 

苦
悩
の
韋
提
と
同
じ
心
に
な
っ
て
道
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
衆
生
迷
う
が
故
に' 

仏
も 

迷
う
。
そ
し
て
そ
の
迷
う
衆
生
の
心
と
な
り
て' 

救
い
の
道
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
こ
そ
「無
縁
の
慈
」
を
以
て
衆
生
を
摂
受
す 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
如
意
と
い
う
は' 

一
つ
に
は
衆
生
の
意
の
如
く
、
二
つ
に
は
弥
陀
の
意
の
如
し
と
い
う
こ
と
は
、
釈
尊
の
説
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法
に
於
て
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
そ
れ
が
隠
彰
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
人

生

の

帰

趣

こ
う
し
て
『
大
経
』
で
は
普
遍
の
法
と
し
て
自
然
の
浄
土
を
広
開
し' 

『
観
経
』
で
は
特
殊
の
機
に
応
じ
て
浄
土
を
観
想
せ
し
め
ら
れ 

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
阿
弥
陀
経
』
は' 

已

に

『
小
経
』
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら' 

『
大
経
』
を
要
略
せ
る
も
の
と
い
っ
て
よ 

い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
祇
園
精
舎
に
於
て
弟
子
た
ち
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で' 

『
観
経
』
の
よ
う
に
特
殊
の
機
に
応
じ
て
の
も
の 

で
な
い
こ
と
が
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
経
は
、
浄
土
往
生
と
い
う
こ
と
を
日
常
心
の
仏
法
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で 

あ
る
。
し
か
れ
ば
、
そ
れ
は
念
仏
者
の
一
生
と
し
て
領
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
先

ず

「
こ
れ
よ
り
西
方
十
万
億
の
仏
土
を
過
ぎ
て
世
界
あ
り
、
名
づ
け
て
極
楽
と
い
う
。
そ
の
土
に
仏
ま
し
ま
す
。
阿 

弥
陀
と
号
す
。
今
現
に
在
し
て
法
を
説
き
た
ま
ふ
」
と
い
う
経
説
に
思
想
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
は
『
大
経
』
に
見
出
さ
れ 

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
 

別
異
の
こ
と
は
な
い
に
違
い
な
い
。
さ
れ
ど
「
こ
れ
よ
り
西
方
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
人
生
の
方
向
が
指
示
せ
ら 

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
十
万
億
仏
土
と
い
う
こ
と
も
、
人
生
の
行
路
を
語
る
も
の
と
領
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

「
十
万
億
仏 

土
」
と
は
、
退
い
て
五
万
億
と
か
進
ん
で
二
十
万
億
と
か
と
い
う
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば' 

諸
仏
の
国 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
方
も
ま
た
十
方
に
対
し
て
の
も
の
で
は
な
い
。
涅
槃
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ 

る
。
し
か
れ
ば
十
万
億
の
仏
土
と
は' 

人
間
の
一
生
に
於
て
経
験
す
る' 

よ
ろ
ず
の
善
で
あ
り
道
で
あ
る
と
領
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
を
「
過
」
ぎ
て
で
あ
る
。
そ
の
過
は
、
通
過
で
あ
っ
て
も
超
過
で
あ
っ
て
も
畢
竟
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
浄
土.
へ
と
向
う
こ
と
は
、
人 

生
を
超
過
し
つ
つ
通
過
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
今
現
在
説
法
」
と
い
う
こ
と
が
実
感
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「今
現
在
説
法
と
は
執
持
名
号
こ
れ
な
り
」
と
解
せ
ら
れ
て
来
た
。
 

阿
弥
陀
の
現
在
説
法
と
は
外
に
求
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
ら
今
、
こ
こ
に
称
名
念
仏
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
の
現
在
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の
説
法
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
執
持
名
号
と
は
、
後
の
経
説
に
一
日
乃
至
七
日
、

一
心
不
乱
に
と
勧
め
ら
れ
て
あ
る
も
の 

で
あ
る
。
そ
の
一
日
乃
至
七
日
と
は' 

人
間
の
一
生
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
過
十
万
億
仏
土
の
西
方
に
阿
弥
陀
仏
あ
り 

て
今
現
在
説
法
す
る
と
い
う
こ
と
と
、

一
日
乃
至
七
日
、

一
心
不
乱
に
執
持
名
号
せ
よ
と
い
う
経
説
と
は'

同
一
事
と
領
解
せ
ら
れ
る
の 

で
あ
る
。

し
か
れ
ば' 

そ
の
阿
弥
陀
仏
の
名
に
於
て
光
明
，
寿
命
の
無
量
な
る
こ
と
を
説
か
れ
て
あ
る
が
、
そ

の

「
光
明
無
量
に
し
て
十
方
の
国 

を
照
ら
す
に
障
礙
す
る
と
こ
ろ
な
き
」
こ
と
を' 

『
観
経
』
の
摂
取
不
捨
と
結
び
つ
け
て
領
解
さ
れ
た
善
導
の
釈
意
も
頷
か
れ
る
こ
と
で 

あ
る
。
こ
こ
に
は
、
寿
命
の
無
量
が
仏
と
往
生
人
と
に
於
て
一
つ
で
あ
る
こ
と
も
思
い
合
わ
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
『
阿 

弥
陀
経
』
は
人
生
の
帰
趣
を
説
く
も
の
と
し
て
読
誦
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

こ
の
経
に
は' 

特
に
、
浄
土
に
白
鵠
・
孔
雀
等
の
鳥
類
を
挙
げ
、
そ
れ
ら
は
罪
報
の
所
生
で
な
い
と
説
く
こ
と
で
あ
る
。
水
鳥
樹
林
も 

音
楽
を
奏
し
妙
法
を
宜
ぶ
る
こ
と
は
『
観
経
』
に
も
説
か
れ
て
い
る
。
自
然
に
親
し
い
も
の
に
取
り
て
は
当
然
の
情
感
で
あ
る
。
し
か
し 

そ
れ
を
何
故
に
罪
報
の
所
生
で
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
説
く
と
こ
ろ
は
浄
土
で
あ
っ
て
も
、
聞
く 

者
は
穢
土
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
答
は
、

『
大
経
』
に
於
て
も' 

浄
土
の
聖
者
は
空
居
か
地
居
か
と
い
う
こ
と
で
せ
ら
れ 

て
い
る
。

一
面
に
於
て
は
、
い
か
に
し
て
も
罪
報
の
所
生
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
衆
鳥
が'

そ
の
罪
報
の
ま
ま
に
罪
報
を
超
え
て
の
妙
音 

を
演
出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
念
仏
の
心
に
於
て
感
知
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
か
ら
、
浄
土
は' 

諸
上
善
人
の
倶
会
一
処
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
経
説
も
留
意
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
往
生
人
は
す
べ
て 

不
退
転
に
住
す
と
い
う
こ
と
の
意
味
内
容
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
簡
単
な
る
語
句
は' 

人
間
生
活
の
惣
べ
て
を
反
顕
す
る
よ
う
に
思 

わ
れ
る
。
こ
の
世
は
善
人
悪
人
の
雑
居
す
る
と
こ
ろ
、
愛
と
憎
し
み
と
に
よ
り
、
怨
親
の
葛
藤
の
絶
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対 

し
て
浄
土
は
、
善
悪
の
彼
岸
に
あ
り
、
怨
親
一
如
に
涅
槃
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
諸
上
善
人
と
い
う
善
人
は
、
悪
人
に
対
す
る
も
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の
で
は
な
い
。
こ
の
世
の
善
人
は
自
善
他
非
の
心
を
離
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら' 

畢
竟
こ
れ
悪
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
俱
会
を
願
わ
な
い
下 

善
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
人
は
仏
道
を
退
転
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
反
顕
す
れ
ば' 

俱
会
一
処
を
願
う
こ
と
に
於
て
の
み
、
 

人
生
は
仏
道
に
退
転
の
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
て
、

『
阿
弥
陀
経
』
は
人
生
を
懺
悔
の
場
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
浄
土
の
法
は' 

人
間
生 

活
の
懺
悔
と
な
り' 

そ
れ
に
依
り
て
人
間
は
救
わ
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
ま
た
浄
業
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
経
を
読
誦
す 

る
こ
と
が
悔
過
法
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
の
は
、
こ
れ
に
依
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
経
に
於
て
最
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
後
半
に
於
け
る
六
方
諸
仏
の
証
誠
護
念
で
あ
る
。
諸
仏
称
揚
の
こ
と
は
『
大
経
』
に
も
説 

か
れ
て
い
る
。
さ
れ
ど' 

こ
の
経
の
よ
う
に
、
六
方
お
の
お
の
代
表
的
な
仏
名
を
挙
げ
、
特

に

「
護
念
」
を
以
て
経
名
と
す
る
こ
と
は
な 

い
。
こ
こ
に
着
眼
し
て
善
導
は
、

『
大
経
』
を
弥
陀
の
本
願' 

『
観
経
』
を
釈
迦
の
教
説
、

『
小
経
』
を
諸
仏
の
証
誠
を
説
く
も
の
と
せ 

ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
三
仏
三
随
順
の
領
解
も
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
挙
示
せ
ら
れ
て
い
る
仏
名
は
何
を
意
味
す
る
か
は
解
ら
な
い
。
東
方
阿
関
轉
仏
の
如
き
一
部
の
経
典
に
於
て
特
に
説
か
れ
て
い
る 

も
の
も
あ
る
。
広
く 

一
切
の
経
を
披
け
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
の
徳
が
説
か
れ
て
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
れ
ど
仏
名
に
親
し
め
ば' 

妙
音 

仏' 

名
聞
光
仏' 

浄
光
仏' 

名
光
仏' 

見
一
切
義
仏
等
に
心
ひ
か
れ
る
。
わ
れ
ら
は
広
く
世
界
に
於
け
る
仏
教
の
真
実
を
説
く
人
々
を
思 

い
合
わ
せ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に' 

『
大
経
』
は
普
遍
の
真
実
を
、

『
観
経
』
は
特
殊
の
根
機
を
顕
わ
す
に
対
し
て' 

『
小
経
』
は
一
般
の
道
理
を
語
る
も
の
と 

解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
思
い
知
ら
れ
る
。
特
殊
の
機
も
一
般
の
機
を
代
表
す
る
も
の
と
な
る
時
、
普
遍
の
法
も
一
般
化
さ
れ
て
行
信
せ 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

『
小
経
』
の
も
つ
意
味
は
、

『
大
経
』

『
観
経
』
を
予
想
せ
ず
し
て
は
見
出
さ
れ
ぬ
こ
と
に
違
い
な 

い
。
そ
し
て
こ
の
普
遍
の
法
、
特
殊
の
機
を
、

一
般
的
に
説
く
こ
と
に
依
り
て
、
浄
土
教
も
世
界
に
普
及
し' 

社
会
に
周
知
せ
ら
れ
る
こ
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と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
証
誠
護
念
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
れ
ば
諸
仏
の
名
に
於
て
、
同
学
同
信
の
人
々
を
思
い
合
わ
す
こ
と
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
が
恆
沙
塵
数
と
説
か
れ
て 

あ
る
か
ら' 

そ
の
名
を
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
に
関
り
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
心
の
奥
底
に
徹
す
れ
ば
、
 

一
切
の
衆
生
は' 

そ
の
ま
ま 

に
、
証
誠
護
念
の
諸
仏
で
あ
る
こ
と
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

念

仏

往

生

念
仏
往
生
と
い
え
ば
念
仏
と
往
生
と
二
つ
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
念
仏
は
行
、
あ
る
い 

は
業
で
あ
り
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
是
れ
正
行
な
り
正
業
な
り
と
い
っ
て
あ
り
ま
す
か
ら
念
仏
は
行
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
 

そ
の
「
行
」
と
い
う
は
、
歩
み
つ
つ
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

一
つ
の
場
所
に
い
て
手
を
動
か
す
と
い
う
よ
う
な 

こ
と
も
、
行
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
行
と
い
う
意
味
は
十
分
に
現
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
お
こ
な
い 

で
あ
っ
て
も
行
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
念
仏
が
行
と
い
わ
れ
る
と
き
に
は
、
こ
の
お
こ
な
う
と
ゆ
く
と 

い
う
両
方
の
意
味
を
も
っ
て
お
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
念
仏
す
る
と
い
う
中
に
往
生
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
往
生
の
往
は
念
仏
行
の
ー 

面
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
行
の
具
体
的
な
相
は
、
お
こ
な
う
こ
と
即
ち
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

で
知
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
し
か
ら
ば
往
生
の
生
と
は
何
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
生
は
う
ま
れ
る
こ
と
、
浄
土
と
い
う
よ
き
国 

へ
生
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

(
金
子
大
栄
著
『大
涅
槃
』
よ
り)
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