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序 

 

私
は
浄
土
を
死
後
に
行
け
る
楽
園
の
よ
う
な
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
で
、
生
き
て
い
る
間
は
自
分
と
無
関
係
な
も
の
と
し
か
捉
え

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
駄
目
だ
と
思
い
卒
業
論
文
に
浄
土
を
取
り
上
げ
て
論
じ
よ
う
と
思
っ
た
。 

浄
土
真
宗
は
真
宗
と
も
称
さ
れ
る
が
何
と
い
っ
て
も
浄
土
真
宗
で
あ
る
。
親
鸞
の
主
著
は
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
以
下
『
教

行
信
証
』
と
略
す
）
で
あ
る
が
、
そ
の
題
号
は
一
般
的
に
「
浄
土
真
実
の
教
行
証
を
顕
す
文
類
」
と
読
む
。
１

こ
こ
だ
け
を
見
て
も

浄
土
真
宗
は
浄
土
を
抜
き
に
し
て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
の
思
想
的
特
色
と
し
て
現
生
正
定
聚
が
あ
る
。

親
鸞
は
伝
統
的
に
浄
土
に
お
い
て
得
る
正
定
聚
の
位
を
獲
信
の
と
き
に
現
生
で
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
２

こ
れ

に
よ
っ
て
現
生
に
お
い
て
浄
土
往
生
が
定
ま
っ
た
身
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
浄
土
が
よ
り
現
実
味
を
も
っ
て
感
ぜ
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
往
生
は
未
来
の
出
来
事
だ
か
ら
浄
土
の
こ
と
は
知
ら
な
い
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
ま
た
還
相
に
つ
い
て
、

浄
土
に
往
生
し
た
者
が
還
相
の
菩
薩
と
し
て
迷
い
の
衆
生
に
対
し
不
断
に
は
た
ら
き
か
け
る
。
３

今
ま
で
娑
婆
に
い
た
人
が
浄
土
か

ら
や
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
浄
土
が
現
実
に
自
身
の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
と
思
う
。
さ
ら
に
言
う
な
ら

ば
、
浄
土
が
自
身
の
問
題
に
な
る
に
は
願
生
心
が
必
要
で
あ
る
。
で
は
願
生
と
は
ど
う
い
う
事
な
の
か
最
終
的
に
私
は
そ
れ
が
知
り

た
い
と
思
う
。
浄
土
が
私
自
身
の
問
題
に
な
る
と
い
っ
て
も
、
好
き
勝
手
に
解
釈
し
て
し
ま
っ
て
は
駄
目
で
あ
る
。
ま
ず
は
親
鸞
の

浄
土
観
に
つ
い
て
し
っ
か
り
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
中
心
と
し
て
親
鸞
の
浄
土
観
に
つ

い
て
み
て
い
き
、
最
後
に
浄
土
願
生
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
た
い
。 

 

第
一
章
で
は
浄
土
を
表
す
極
楽
を
教
理
史
的
に
見
て
い
き
た
い
。
そ
れ
か
ら
、
親
鸞
に
お
い
て
極
楽
の
用
語
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
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お
ら
ず
、
し
か
も
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
「
化
身
土
巻
」
に
一
度
の
み
化
土
を
表
す
時
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
指
摘
を
受
け
て
、

親
鸞
に
お
け
る
極
楽
の
用
語
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
、
親
鸞
に
お
け
る
浄
土
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
た
い
。 

 

第
二
章
で
は
親
鸞
の
救
済
論
の
中
心
で
あ
る
本
願
、
阿
弥
陀
仏
、
浄
土
に
つ
い
て
、
順
に
考
察
し
て
い
き
最
後
に
浄
土
願
生
の
意

義
を
考
え
た
い
。 

   

本
論 

第
一
章 

親
鸞
に
お
け
る
極
楽
の
用
語
か
ら
み
る
浄
土
観 

 
 

 

第
一
節 

浄
土
教
に
お
け
る
極
楽
の
用
語
に
つ
い
て 

〈
無
量
寿
経
〉
と
〈
阿
弥
陀
経
〉
の
原
初
形
態
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
浄
土
思
想
の
成
立
に
つ
い
て
、
種
々
に
議
論
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
原
始
浄
土
思
想
を
明
ら
か
に
し
た
藤
田
宏
達
氏
に
よ
る
と
、
ク
シ
ャ
ー
ナ
王
朝
の
版
図
内
、
北
西
イ
ン

ド
に
て
世
紀
一
〇
〇
年
頃
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
。
４

釈
尊
の
入
滅
は
世
紀
前
三
八
七
年
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
５

浄
土
教
の
誕
生
は
釈
尊
入
滅
後
約
五
〇
〇
年
の
時
を
経
て
誕
生
し
た
思
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

釈
尊
入
滅
後
仏
陀
観
に
変
化
が
起
こ
る
。
６

そ
こ
で
仏
は
悟
っ
た
者
と
い
う
よ
り
も
悟
り
の
側
か
ら
我
々
を
導
く
如
来
と
し
て
捉
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え
ら
れ
た
。
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
も
で
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
浄
土
教
の
中
心
と
な
る
阿
弥
陀
仏

の
原
語
に
つ
い
て
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

阿
弥
陀
仏
の
原
語
はA

m
itā

y
u
s

とA
m
itā

b
h
a

で
あ
り
、A

m
itā

y
u
s

と
は
無
量
の
寿
命
を
も
つ
者
、A

m
itā

b
h
a

と
は
無
上

の
光
を
あ
ら
わ
す
。
７

つ
ま
りA

m
itā

y
u
s

は
寿
命
無
量
、A

m
itā

b
h
a

は
光
明
無
量
と
い
う
風
に
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
、
阿
弥
陀

仏
は
寿
命
、
光
明
共
に
限
り
が
な
い
仏
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
始
仏
教
以
来
の
仏
陀
観
の
展
開
の
中
で
釈
尊
が
大
乗
の
菩
薩
の
理
想
像

と
し
て
見
直
さ
れ
、
一
切
衆
生
を
救
済
せ
ん
と
す
る
慈
悲
利
他
の
精
神
で
あ
る
大
乗
の
菩
薩
思
想
の
も
と
釈
尊
が
救
済
仏
と
し
て
望

ま
れ
た
と
こ
ろ
に
出
現
し
た
仏
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
８ 

次
に
仏
が
ま
し
ま
す
極
楽
の
原
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
し
か
し
そ
の
前
に
今
は
浄
土
を
表
す
極
楽
と
い
う
用
語
に
つ

い
て
、
少
し
整
理
し
て
お
き
た
い
。
初
め
て
極
楽
と
訳
し
た
の
は
鳩
摩
羅
什
の
『
阿
弥
陀
経
』
で
あ
る
が
、
平
川
彰
氏
は
羅
什
に
は

極
楽
＝
浄
土
の
理
解
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、
曇
鸞
に
お
い
て
極
楽
は
浄
土
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
言
う
。
９

こ
の
よ
う
な
指
摘
を
受
け
て
こ
こ
に
お
い
て
は
極
楽
を
た
だ
ち
に
清
浄
な
る
土
と
し
て
の
浄
土
を
表
し
て
は
い
な
い

も
の
と
す
る
。
ま
た
極
楽
は
安
楽
と
も
訳
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
竺
法
護
以
後
、
羅
什
の
時
代
ま
で
は
、
安
楽
が
よ
く
使
わ
れ
、

羅
什
以
後
に
極
楽
の
語
が
一
般
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
安
楽
、
極
楽
は
訳
語
の
新
旧
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
１
０

こ
こ
で
極
楽
と
い
っ
た
場
合
は
広
く
仏
国
土
と
い
う
こ
と
で
使
い
た
い
。 

さ
て
極
楽
の
原
語
はS

u
k
h
ā
v
a
tī

で
あ
り
、
楽
の
あ
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
１
１

先
ほ
ど
の
阿
弥
陀
仏
が
超
越
的
な
表

現
で
あ
っ
た
の
に
対
し
ず
い
ぶ
ん
と
世
俗
的
な
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
親
鸞
は
、 
コピー厳禁
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つ
つ
し
ん
で
真
仏
土
を
案
ず
れ
ば
、
仏
は
す
な
は
ち
こ
れ
不
可
思
議
光
如
来
な
り
、
土
は
ま
た
こ
れ
無
量
光
明
土
な
り
。
１
２ 

と
表
現
す
る
が
、
原
始
的
な
極
楽
は
楽
の
あ
る
と
こ
ろ
と
い
う
だ
け
で
不
可
思
議
や
無
量
と
い
っ
た
超
越
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
ま

ずS
u
k
h
ā
v
a
tī

と
い
う
言
語
に
つ
い
て
稲
城
選
恵
氏
の
所
論
に
依
り
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。 

 
S
u
k
h
ā
v
a
tī

はS
u

＋k
h
ā

＋v
a
tī

か
ら
成
立
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。S

u

は
形
容
詞
、
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
、g

o
o
d

、e
a

s
y

、

e
x
ce

lle
n

t

等
の
意
味
が
あ
り
反
対
語
はd

u
s

、d
u

で
あ
る
。K

h
a

に
つ
い
てS

u
k

h
a

、d
u
h
̣k

h
a

と
い
っ
た
場
合
のk

h
a

は

H
a

p
p

in
e
s
s

を
意
味
し
、V

a
t

は
接
尾
語
と
し
て
所
有
を
意
味
す
る
。
１
３

稲
城
氏
は
特
にS

u

と
反
対
のd

u
s

に
注
目
し
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。 

S
u

＋k
h

a

とd
u

s

＋k
h

a

は
全
く
対
蹠
的
で
、k

h
a

な
る
楽
し
み
も
悪
い
か
よ
い
か
に
よ
っ
て
、
苦
楽
の
言
葉
が
分
か
れ
る
こ 

 
 

 
 

 
 

と
は
、
実
に
意
義
深
い
。
元
来
原
始
仏
教
に
於
い
て
も
、
善
、
悪
の
基
準
はd

h
a

r
m

a
,a

d
h

a
r
m

a
,

に
よ
る
と
云
わ
れ
る
。
即 

ち
法
に
順
う
も
の
は
す
べ
て
善
で
あ
り
、
法
に
反
す
る
も
の
は
す
べ
て
悪
と
云
わ
れ
る
。
法
は
勿
論
法
無
我
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

無
我
を
場
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
１
４ 

こ
れ
に
よ
りS

u
k
h
ā
v
a
tī

に
お
け
る
楽
は
世
俗
的
な
楽
し
み
で
は
な
く
、
一
切
の
執
着
を
離
れ
た
法
の
楽
し
み
で
あ
る
か
ら
極
楽
は

世
俗
的
な
楽
し
み
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
法
の
楽
し
み
の
み
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
現
実
に
は
そ
う
理

解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
が
あ
る
。 

 

『
阿
閦
仏
国
経
』
に
説
か
れ
る
、
阿
弥
陀
仏
信
仰
に
先
立
っ
て
起
こ
り
、
諸
仏
信
仰
の
中
で
最
も
古
い
と
い
わ
れ
る
阿
閦
仏
信
仰

が
あ
る
。
１
５

大
田
利
生
氏
は
阿
閦
仏
の
浄
土
に
つ
い
て
基
本
的
に
、
現
実
世
界
の
延
長
上
に
あ
り
断
絶
性
や
超
越
性
は
ほ
と
ん
ど
み
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ら
れ
な
い
と
い
う
。
１
６

即
ち
極
楽
を
娑
婆
の
延
長
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
無
我
を
場
と
し
た
土
と
見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
後
の
時
代
に
な
っ
て
も
思
想
的
に
発
展
し
な
か
っ
た
と
い
う
阿
閦
仏
の
浄
土
で
あ
る
が
、
一
方
思
想
的
に
発
展
を
遂
げ
た

の
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
で
あ
る
。『
大
阿
弥
陀
経
』
に
は
す
で
に
極
楽
を
娑
婆
と
は
異
な
る
浄
土
と
み
て
い
く
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る

と
い
い
、
そ
れ
は
仏
教
的
な
反
省
が
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
１
７ 

 

藤
田
宏
達
氏
は
、 

S
u
k
h
ā
v
a
tī(

楽
の
あ
る
と
こ
ろ)

と
い
う
名
称
に
し
て
も
、
本
来
は
宗
教
的
・
絶
対
的
な
さ
と
り
の
楽
の
あ
る
と
こ
ろ
と
い
う
意 

 
 

 

味
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
現
世
的
・
相
対
的
な
世
俗
の
楽
に
よ
せ
て
有
形
的
に
描
写
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
巧
み
に
言
い
あ
ら

わ
し
た
名
称
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
１
８ 

と
述
べ
る
。
確
か
に
、
世
俗
的
な
楽
に
よ
せ
て
有
形
的
に
描
写
さ
れ
る
と
魅
力
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
世
俗
的
な
楽
の
表
現
に
と
ら

わ
れ
て
、
仏
教
的
に
見
直
さ
な
い
な
ら
ば
極
楽
は
本
来
の
絶
対
的
な
さ
と
り
と
し
て
の
意
義
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

第
二
節 

浄
土
三
部
経
に
お
け
る
極
楽
の
用
語
に
つ
い
て 

極
楽
は
さ
と
り
の
楽
の
あ
る
世
界
で
あ
る
が
そ
れ
は
極
楽
が
浄
土
で
あ
る
こ
と
だ
と
思
う
。
浄
土
に
は
主
に
二
義
が
あ
る
。
一
つ

は
菩
薩
行
と
し
て
土
を
清
め
る
と
い
う
意
味
、
二
つ
は
仏
や
菩
薩
の
居
住
す
る
迷
い
の
相
、
悪
行
悪
相
が
な
い
清
浄
な
世
界
の
こ
と

を
言
う
。
１
９

浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
法
蔵
菩
薩
の
行
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
清
浄
な
る
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
浄
土
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は
清
浄
で
あ
っ
て
迷
い
の
相
が
な
く
世
俗
と
は
異
な
っ
た
絶
対
的
な
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
浄
土
真
宗
の
根
本
と
な
る
浄
土
三

部
経
に
お
け
る
極
楽
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 

 

浄
土
三
部
経
に
お
い
て
極
楽
と
い
う
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
の
は
『
観
無
量
寿
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
で
あ
り
『
無
量
寿
経
』
に

お
い
て
は
安
楽
、
安
養
国
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
２
０

こ
れ
ら
は
全
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
で
あ
り
用
語
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
別
の
も
の
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
親
鸞
に
は
顕
彰
隠
密
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
浄
土
の
様
相
と
往

生
す
る
主
体
が
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。 

 

ま
ず
は
浄
土
の
様
相
に
つ
い
て
『
無
量
寿
経
』
で
は
、 

 
 

そ
の
仏
国
土
は
、
自
然
の
七
宝
、
金
・
銀
・
瑠
璃
・
珊
瑚
・
琥
珀
・
硨
磲
・
碼
碯
、
合
成
し
て
地
と
せ
り
。
２
１ 

 
 

ま
た
、
そ
の
国
土
に
七
宝
の
も
ろ
も
ろ
の
樹
、
世
界
に
周
満
せ
り
。
金
樹
・
銀
樹
・
瑠
璃
樹
・
玻
瓈
樹
・
珊
瑚
樹
・
碼
碯
樹
・

硨
磲
樹
な
り
。
あ
る
い
は
二
宝
・
三
宝
、
乃
至
七
宝
、
う
た
た
と
も
に
合
成
せ
る
あ
り
。
あ
る
い
は
金
樹
に
銀
の
葉
・
華
・
果

な
る
あ
り
。
あ
る
い
は
銀
樹
に
金
の
葉
・
華
・
果
な
る
あ
り
。 

（
以
下
略
）
２
２ 

等
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宝
石
等
で
荘
厳
さ
れ
た
き
ら
び
や
か
な
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 

 

『
観
無
量
寿
経
』
で
は
、 

 
 

一
々
の
樹
の
高
さ
八
千
由
旬
な
り
。
そ
の
も
ろ
も
ろ
の
宝
樹
、
七
宝
の
華
葉
具
足
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
一
々
の
華
葉
、
異
な
れ

る
宝
色
を
な
す
。（
中
略
）
一
々
の
樹
上
に
七
重
の
網
あ
り
。
一
々
の
網
の
あ
ひ
だ
に
五
百
億
の
妙
華
の
宮
殿
あ
り
。
梵
王
宮
の

ご
と
し
。
諸
天
の
童
子
、
自
然
に
な
か
に
あ
り
。
一
々
の
童
子
、
五
百
億
の
釈
迦
毘
楞
伽
摩
尼
宝
を
も
つ
て
瓔
珞
と
す
。
２
３ 

コピー厳禁
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と
あ
る
。
『
大
経
』
と
同
じ
で
き
ら
び
や
か
な
様
相
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

『
阿
弥
陀
経
』
で
は
、 

 
 

極
楽
国
土
に
は
七
重
の
欄
楯
・
七
重
の
羅
網
・
七
重
の
行
樹
あ
り
。
み
な
こ
れ
四
宝
周
匝
し
囲
繞
せ
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
か
の
国

を
名
づ
け
て
極
楽
と
い
ふ
。
ま
た
舎
利
弗
、
極
楽
国
土
に
は
七
宝
の
池
あ
り
。
八
功
徳
水
そ
の
な
か
に
充
満
せ
り
。
池
の
底
に

は
も
つ
ぱ
ら
金
の
沙
を
も
つ
て
地
に
布
け
り
。
四
辺
の
階
道
は
、
金
・
銀
・
瑠
璃
・
玻
瓈
合
成
せ
り
。
上
に
楼
閣
あ
り
。
ま
た

金
・
銀
・
瑠
璃
・
玻
瓈
・
硨
磲
・
赤
珠
・
碼
碯
を
も
つ
て
、
こ
れ
を
厳
飾
す
。
池
の
な
か
の
蓮
華
は
、
大
き
さ
車
輪
の
ご
と
し
。

青
色
に
は
青
光
、
黄
色
に
は
黄
光
、
赤
色
に
は
赤
光
、
白
色
に
は
白
光
あ
り
て
、
微
妙
香
潔
な
り
。
舎
利
弗
、
極
楽
国
土
に
は
、

か
く
の
ご
と
き
の
功
徳
荘
厳
を
成
就
せ
り
。
２
４ 

と
『
大
経
』
『
観
経
』
と
同
様
に
荘
厳
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

往
生
し
た
衆
生
が
ど
う
な
る
の
か
に
つ
い
て
『
大
経
』
で
は
、 

 
 

か
の
厳
浄
の
国
に
至
ら
ば
、
す
な
は
ち
す
み
や
か
に
神
通
を
得
、
か
な
ら
ず
無
量
尊
に
お
い
て
、
記
を
受
け
て
等
覚
を
成
ら
ん
。

そ
の
仏
の
本
願
力
、
名
を
聞
き
て
往
生
せ
ん
と
欲
へ
ば
、
み
な
こ
と
ご
と
く
か
の
国
に
到
り
て
、
お
の
づ
か
ら
不
退
転
に
致
る
２
５ 

等
と
語
ら
れ
、
不
退
転
に
到
り
、
無
生
法
忍
が
得
ら
れ
る
。 

『
観
経
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
機
根
に
応
じ
て
九
つ
の
生
れ
方
が
説
か
れ
て
い
る
が
最
後
に
、 

世
尊
、
こ
と
ご
と
く
、
「
み
な
ま
さ
に
往
生
す
べ
し
。
か
の
国
に
生
じ
を
は
り
て
、
諸
仏
現
前
三
昧
を
得
ん
」
２
６ 

と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
往
生
す
れ
ば
諸
仏
現
前
三
昧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
諸
仏
が
眼
前
に
現
れ
る
と
ど
う
な
る
の
か
。
韋
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提
希
は
仏
に
あ
っ
て
無
生
法
忍
を
得
た
。
だ
か
ら
そ
れ
と
同
じ
く
無
生
法
忍
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
『
阿
弥
陀
経
』
で
は
、 

 
 

ま
た
舎
利
弗
、
極
楽
国
土
に
は
、
衆
生
生
ず
る
も
の
は
み
な
こ
れ
阿
鞞
跋
致
な
り
。
２
７ 

と
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
不
退
の
位
に
到
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
浄
土
の
様
相
は
七
宝
等
で
荘
厳
さ
れ
た
き
ら
び
や
か
な
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
往
生
す
れ
ば
不
退

転
、
無
生
法
忍
を
得
て
悟
り
に
到
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
言
葉
の
上
か
ら
理
解
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
特
段
変
わ
っ
た
箇

所
は
な
い
。
し
か
し
親
鸞
が
十
八
願
の
往
生
を
『
大
経
』
十
九
願
を
『
観
経
』
、
二
十
願
を
『
阿
弥
陀
経
』
に
見
た
こ
と
か
ら
、
問
題

は
ど
う
す
れ
ば
往
生
で
き
る
の
か
だ
と
分
か
る
。 

 

第
三
節 

七
祖
に
お
け
る
極
楽
の
用
語
に
つ
い
て 

極
楽
は
曇
鸞
に
お
い
て
浄
土
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
が
、
龍
樹
、
世
親
の
浄
土
観
に
は
清

浄
に
す
る
は
た
ら
き
の
あ
る
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
２
８

極
楽
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
道
綽
以
降
の
祖
師
に

多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
外
と
し
て
曇
鸞
は
『
論
註
』
に
一
例
使
用
し
て
い
る
。
２
９

親
鸞
の
「
真
仏
土
巻
」
に
引
用
さ
れ
る
七
祖

は
世
親
、
曇
鸞
、
善
導
で
あ
る
。
字
数
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
本
節
で
は
、
親
鸞
の
浄
土
観
に
強
く
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
世
親
、

曇
鸞
、
善
導
の
考
察
に
と
ど
め
た
い
。 

 

世
親
の
『
浄
土
論
』
は
正
確
に
は
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』(

以
下
『
浄
土
論
』
と
訳
す)

と
言
い
、『
無
量
寿
経
』
の
仏
道
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を
偈
頌
に
し
て
明
か
し
た
も
の
で
あ
る
。『
浄
土
論
』
で
は
瑜
伽
唯
識
思
想
の
上
で
浄
土
を
捉
え
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
、
ま
た
浄
土
の

荘
厳
相
を
述
べ
る
国
土
荘
厳
十
七
種
、
仏
荘
厳
八
種
、
菩
薩
荘
厳
四
種
の
三
厳
二
十
九
種
は
無
着
の
『
摂
大
乗
論
』
に
お
け
る
十
八

円
浄
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
３
０

本
節
で
は
そ
れ
ら
に
は
触
れ
ず
『
浄
土
論
』
に
お
け
る
言
葉
の
上
か
ら
見
て

い
き
た
い
。 

 

ま
ず
「
世
尊
、
わ
れ
一
心
に
尽
十
方
無
礙
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り
て
、
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
」
３
１

と
願
生
の
心
持

を
述
べ
、 

 
 

か
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
に
、
三
界
の
道
に
勝
過
せ
り
。
究
竟
し
て
虚
空
の
ご
と
く
、
広
大
に
し
て
辺
際
な
し
。
正
道
の
大
慈

悲
、
出
世
の
善
根
よ
り
生
ず
。
浄
光
明
の
満
足
せ
る
こ
と
、
鏡
と
日
月
輪
と
の
ご
と
し
。
も
ろ
も
ろ
の
珍
宝
の
性
を
備
へ
て
、

妙
荘
厳
を
具
足
せ
り
。（
中
略
）
永
く
身
心
の
悩
み
を
離
れ
、
楽
し
み
を
受
く
る
こ
と
つ
ね
に
し
て
間
な
し
。
大
乗
善
根
の
界
は
、

等
し
く
し
て
譏
嫌
の
名
な
し
。
女
人
お
よ
び
根
欠
、
二
乗
の
種
生
ぜ
ず
。
衆
生
の
願
楽
す
る
と
こ
ろ
、
一
切
よ
く
満
足
す
。
ゆ

ゑ
に
わ
れ
か
の
阿
弥
陀
仏
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
３
２ 

と
浄
土
の
優
れ
た
世
界
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
そ
の
理
由
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
安
楽
国
は
清
浄
に
し
て
、
つ
ね
に
無
垢
の
輪
を
転

ず
。
」
と
国
土
が
清
浄
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。 

ま
た
、『
浄
土
論
』
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
つ
い
て
仏
国
土
荘
厳
、
仏
荘
厳
、
菩
薩
荘
厳
三
つ
の
荘
厳
相
で
し
め
さ
れ
て
い
る
。

３
３

し
か
し
三
つ
の
荘
厳
に
つ
い
て
、 

 

ま
た
向
に
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
観
察
す
る
こ
と
を
説
け
り
。
こ
の
三
種
の
成
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就
は
、
願
心
を
も
つ
て
荘
厳
せ
り
、
知
る
べ
し
。
略
し
て
一
法
句
に
入
る
こ
と
を
説
く
が
ゆ
ゑ
な
り
。
一
法
句
と
い
ふ
は
い
は

く
、
清
浄
句
な
り
。
清
浄
句
と
い
ふ
は
い
は
く
、
真
実
智
慧
無
為
法
身
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
こ
の
清
浄
に
二
種
あ
り
、
知
る
べ

し
。
な
ん
ら
か
二
種
。
一
に
は
器
世
間
清
浄
、
二
に
は
衆
生
世
間
清
浄
な
り
。
器
世
間
清
浄
と
は
、
向
に
説
く
が
ご
と
き
十
七

種
の
荘
厳
仏
土
功
徳
成
就
な
り
。
こ
れ
を
器
世
間
清
浄
と
名
づ
く
。
衆
生
世
間
清
浄
と
は
、
向
に
説
く
が
ご
と
き
八
種
の
荘
厳

仏
功
徳
成
就
と
四
種
の
荘
厳
菩
薩
功
徳
成
就
と
な
り
。
こ
れ
を
衆
生
世
間
清
浄
と
名
づ
く
。
か
く
の
ご
と
く
一
法
句
に
二
種
の

清
浄
の
義
を
摂
す
、
知
る
べ
し
。
３
４ 

と
、
三
つ
の
荘
厳
は
真
如
法
性
で
あ
る
一
法
句
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
次
に
一
法
句
と
三
厳
二
九
種
の
関
係
を

よ
り
論
理
的
に
明
か
し
た
曇
鸞
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。 

 

曇
鸞
の
浄
土
観
に
つ
い
て
は
「
従
来
伝
統
し
来
れ
る
理
の
上
に
、
事
の
浄
土
を
認
め
ん
と
す
る
浄
土
観
に
反
し
て
、
事
浄
土
の
上

に
理
を
談
ぜ
ら
る
る
も
の
」
３
５

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
曇
鸞
は
弥
陀
の
実
在
の
浄
土
に
つ
い
て 

 
 

菩
薩
の
智
慧
清
浄
の
業
よ
り
起
り
て
仏
事
を
荘
厳
す
。
法
性
に
よ
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
な
す
。
い
か
ん
が
顛
倒
せ
ざ
る
。
法
性
に
よ
り
て
二
諦
に
順
ず
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
い
か
ん
が
虚
偽
な
ら

ざ
る
。
衆
生
を
摂
し
て
畢
竟
浄
に
入
ら
し
む
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
３
６ 

と
語
る
。
こ
の
こ
と
は
三
論
四
論
の
教
学
に
基
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
３
７ 

『
論
註
』
は
『
浄
土
論
』
の
註
釈
書

で
あ
る
の
に
「
つ
つ
し
み
て
龍
樹
菩
薩
の
『
十
住
毘
婆
沙
』
（
易
行
品
・
意
）
を
案
ず
る
に
」
３
８

と
龍
樹
の
言
葉
か
ら
始
ま
る
こ
と

か
ら
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
瑜
伽
唯
識
思
想
の
上
で
浄
土
を
捉
え
た
と
さ
れ
る
世
親
と
異
な
る
点
で
あ
る
。 

コピー厳禁
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曇
鸞
の
浄
土
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
今
は
先
に
み
た
世
親
の
三
厳
二
九
種
を
曇
鸞
が
ど

う
解
釈
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
み
見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
曇
鸞
は
、 

 
 

こ
の
三
種
の
荘
厳
成
就
は
、
本
四
十
八
願
等
の
清
浄
願
心
の
荘
厳
し
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
な
る
に
よ
り
て
、
因
浄
な
る
が
ゆ
ゑ
に

果
浄
な
り
。
無
因
と
他
因
の
有
に
は
あ
ら
ざ
る
を
知
る
べ
し
と
な
り
。
３
９ 

と
述
べ
る
。
浄
土
が
建
立
さ
れ
る
因
は
法
蔵
菩
薩
の
清
浄
願
心
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
果
は
ま
た
清
浄
で
あ
る
。
ま
た
因
と
果
の
関
係

と
し
て
因
は
願
心
で
あ
る
か
ら
無
因
で
な
く
他
の
因
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
縁
起
に
依
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ

れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
「
略
し
て
一
法
句
に
入
る
こ
と
を
説
く
が
ゆ
ゑ
な
り
。
」
４
０

と
言
わ
れ
、 

 
 

上
の
国
土
の
荘
厳
十
七
句
と
、
如
来
の
荘
厳
八
句
と
、
菩
薩
の
荘
厳
四
句
と
を
広
と
な
す
。
一
法
句
に
入
る
を
略
と
な
す
。
な

ん
が
ゆ
ゑ
ぞ
広
略
相
入
を
示
現
す
る
と
な
れ
ば
、
諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
に
は
法
性
法
身
、
二
に
は
方
便

法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
よ
り
て
方
便
法
身
を
生
ず
。
方
便
法
身
に
よ
り
て
法
性
法
身
を
出
す
。
こ
の
二
の
法
身
は
異
に
し
て

分
つ
べ
か
ら
ず
。
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
。
４
１ 

と
語
ら
れ
る
。
三
厳
二
九
種
の
荘
厳
相
は
真
如
で
あ
る
一
法
句
に
お
さ
ま
り
、
そ
の
関
係
は
不
一
不
二
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
が
な
ぜ
可
能
な
の
か
。
一
法
句
は
清
浄
句
と
も
言
わ
れ
、
真
実
智
慧
無
為
法
身
と
も
言
わ
れ
る
。 

 
 

「
真
実
智
慧
」
と
は
、
実
相
の
智
慧
な
り
。
実
相
は
無
相
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
真
智
は
無
知
な
り
。「
無
為
法
身
」
と
は
法
性
身
な

り
。
法
性
は
寂
滅
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
法
身
は
無
相
な
り
。
無
相
の
ゆ
ゑ
に
よ
く
相
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
相
好
荘
厳

は
す
な
は
ち
法
身
な
り
。
無
知
の
ゆ
ゑ
に
よ
く
知
ら
ざ
る
は
な
し
。
４
２ 
コピー厳禁
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一
法
句
は
実
相
で
あ
る
が
実
相
は
無
相
で
あ
る
。
真
如
法
性
の
無
相
が
実
相
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
無
相
の
ゆ
ゑ
に
よ
く
相
な
ら

ざ
る
は
な
し
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
無
は
ど
の
よ
う
な
相
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
三
厳
二
九
種
は
一
法
句
を
体
と
し
た
、

働
き
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
私
は
、
曇
鸞
は
三
厳
二
九
種
の
荘
厳
相
は
真
実
で
あ
り
縁
起
に
依
っ
て

成
立
し
て
い
る
こ
と
を
明
か
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

 

善
導
は
浄
土
の
名
称
を
三
二
通
り
の
表
現
を
使
い
、
多
種
多
様
な
表
現
で
語
っ
て
い
る
。
４
３

今
そ
の
一
々
を
細
か
く
検
討
し
て
い

く
余
裕
が
無
い
た
め
善
導
の
浄
土
観
の
特
徴
を
押
さ
え
る
の
み
に
と
ど
め
た
い
。 

善
導
の
浄
土
観
の
特
徴
と
し
て
は
大
き
く
二
つ
是
報
非
化
論
と
指
方
立
相
論
が
あ
る
。
是
報
非
化
論
は
『
観
経
疏
』「
玄
義
分
」
に
、 

「
問
ひ
て
い
は
く
、
弥
陀
の
浄
国
は
は
た
こ
れ
報
な
り
や
こ
れ
化
な
り
や
。
答
へ
て
い
は
く
、
こ
れ
報
に
し
て
化
に
あ
ら
ず
。
」
４
４

と

述
べ
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
報
土
で
あ
る
と
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
大
原
性
実
氏
は
こ
の
論
理
に
つ
い
て
善
導
は
二
点
に
ま
と
め
て
い

る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、 

 
 

第
一
は
こ
の
浄
土
の
成
立
原
理
と
も
称
す
べ
き
も
の
に
関
す
る
も
の
で
、
願
心
荘
厳
、
或
は
願
力
成
就
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
そ
の
浄
土
の
本
質
に
関
す
る
も
の
で
、
土
体
が
涅
槃
で
あ
り
、
そ
の
証
果
が
無
為
法
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
４
５ 

こ
の
大
原
氏
の
説
に
依
り
善
導
の
文
章
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
願
心
荘
厳
、
願
力
成
就
に
つ
い
て
、 

 
 

問
ひ
て
い
は
く
、
か
の
仏
お
よ
び
土
す
で
に
報
と
い
は
ば
、
報
法
は
高
妙
に
し
て
、
小
聖
す
ら
階
ひ
が
た
し
。
垢
障
の
凡
夫
い

か
ん
が
入
る
こ
と
を
得
ん
。
答
へ
て
い
は
く
、
も
し
衆
生
の
垢
障
を
論
ぜ
ば
、
実
に
欣
趣
し
が
た
し
。
ま
さ
し
く
仏
願
に
託
し

て
も
つ
て
強
縁
と
な
す
に
よ
り
て
、
五
乗
を
し
て
斉
し
く
入
ら
し
む
る
こ
と
を
致
す
。
４
６ 

コピー厳禁



13 

 

報
土
に
垢
障
の
凡
夫
が
往
生
で
き
る
の
は
仏
願
に
よ
る
強
縁
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た 

 
 

か
の
弥
陀
の
極
楽
界
を
観
ず
る
に
、
広
大
寛
平
に
し
て
衆
宝
を
も
つ
て
成
ず
。
四
十
八
願
よ
り
荘
厳
起
り
て
、
も
ろ
も
ろ
の
仏

刹
に
超
え
て
も
つ
と
も
精
た
り
。
本
国
・
他
方
の
大
海
衆
、
劫
を
窮
め
て
算
数
す
と
も
名
す
ら
知
ら
ず
。
あ
ま
ね
く
勧
む
、
西

に
帰
し
て
か
の
会
に
同
ぜ
よ
。
恒
沙
の
三
昧
自
然
に
成
ず
。
４
７ 

相
好
荘
厳
殊
異
な
し
［
願
往
生
］
み
な
こ
れ
弥
陀
の
願
力
を
も
つ
て
成
ず
［
無
量
楽
］
４
８ 

と
い
う
文
か
ら
も
願
心
荘
厳
、
願
力
成
就
の
土
が
報
土
だ
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

涅
槃
を
土
体
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、 

 
 

問
ひ
て
い
は
く
、
す
で
に
報
と
い
は
ば
、
報
身
は
常
住
に
し
て
永
く
生
滅
な
し
。
な
ん
が
ゆ
ゑ
ぞ
、『
観
音
授
記
経
』（
意
）
に
、

「
阿
弥
陀
仏
ま
た
入
涅
槃
の
時
あ
り
」
と
説
き
た
ま
ふ
。
こ
の
一
義
い
か
ん
が
通
釈
せ
ん
。
答
へ
て
い
は
く
、
入
・
不
入
の
義

は
た
だ
こ
れ
諸
仏
の
境
界
な
り
。
な
ほ
三
乗
浅
智
の
闚
ふ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
、
あ
に
い
は
ん
や
小
凡
た
や
す
く
よ
く
知
ら
ん
や
。

し
か
り
と
い
へ
ど
も
、
か
な
ら
ず
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
あ
へ
て
仏
経
を
引
き
を
も
っ
て
明
証
と
な
さ
ん
。
４
９ 

と
阿
弥
陀
仏
が
入
滅
す
る
の
か
し
な
い
の
か
を
問
い
、 

 
 

諸
法
は
平
等
に
し
て
声
聞
の
所
作
に
あ
ら
ず
。
乃
至
性
空
す
な
は
ち
こ
れ
涅
槃
な
り
。
も
し
新
発
意
の
菩
薩
、
こ
の
一
切
の
法

は
み
な
畢
竟
じ
て
性
空
な
り
、
乃
至
涅
槃
も
ま
た
み
な
化
の
ご
と
し
と
聞
か
ば
、
心
す
な
は
ち
驚
怖
せ
ん
。
こ
の
新
発
意
の
菩

薩
の
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
に
生
滅
の
も
の
は
化
の
ご
と
く
、
不
生
不
滅
の
も
の
は
化
の
ご
と
く
に
は
あ
ら
ず
と
分
別
す
る
な
り
〉
」

と
。
い
ま
す
で
に
こ
の
聖
教
を
も
つ
て
あ
き
ら
か
に
知
り
ぬ
、
弥
陀
は
さ
だ
め
て
こ
れ
報
な
る
こ
と
を
。
た
と
ひ
後
に
涅
槃
に

コピー厳禁
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入
る
と
も
、
そ
の
義
妨
げ
な
し
。
も
ろ
も
ろ
の
有
智
の
も
の
知
る
べ
し
。
５
０ 

と
明
か
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
大
原
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 
 

新
発
意
の
菩
薩
の
修
道
課
程
に
於
け
る
方
便
の
立
場
で
あ
っ
て
、
涅
槃
法
そ
の
も
の
は
不
生
不
滅
の
法
で
あ
る
こ
と
、
従
つ
て

弥
陀
の
入
滅
を
見
る
と
い
う
の
は
、
浅
機
の
感
見
の
所
産
で
あ
っ
て
、
土
体
そ
の
も
の
の
直
接
に
関
係
あ
る
こ
と
に
非
ざ
る
こ

と
を
現
わ
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
れ
を
以
て
弥
陀
の
浄
土
の
報
土
な
る
こ
と
の
証
明
を
試
み
ら
れ
た
。
５
１ 

以
上
の
こ
と
か
ら
善
導
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
願
心
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
涅
槃
を
土
体
と
し
て
い
る
か
ら
報
土
だ
と
明
か
し
た
。
一

方
で
善
導
は
浄
土
の
方
角
を
西
に
さ
だ
め
る
。 

 
 

ま
た
い
ま
こ
の
観
門
は
等
し
く
た
だ
方
を
指
し
相
を
立
て
て
、
心
を
住
め
て
境
を
取
ら
し
む
。
総
じ
て
無
相
離
念
を
明
か
さ
ず
。

如
来
（
釈
尊
）
は
る
か
に
末
代
罪
濁
の
凡
夫
の
相
を
立
て
て
心
を
住
む
る
す
ら
な
ほ
得
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
い
か
に
い
は
ん
や

相
を
離
れ
て
事
を
求
む
る
は
、
術
通
な
き
人
の
空
に
居
し
て
舎
を
立
つ
る
が
ご
と
し
と
知
り
た
ま
へ
り
。
５
２ 

す
で
に
窮
理
の
聖
と
な
り
て
、
ま
こ
と
に
遍
空
の
威
あ
り
。
西
に
あ
り
て
時
に
小
を
現
ず
る
は
、
た
だ
こ
れ
し
ば
ら
く
機
に
随

ふ
の
み
。
５
３ 

等
の
文
か
ら
浄
土
が
西
方
に
ま
し
ま
す
こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
。 

大
原
氏
は
善
導
の
指
方
立
相
説
の
高
調
は
凡
夫
入
報
の
実
践
門
に
お
け
る
明
確
な
標
識
を
打
ち
立
て
ら
れ
た
と
す
る
一
方
で
、
浄

土
の
本
質
の
究
明
に
熱
意
を
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
単
な
る
通
俗
化
で
は
な
く
「
善
功
方
便
と
い
う
こ
と
は
観
念
化
と
通
俗
化
を
止
揚

し
て
、
真
に
浄
土
の
真
理
性
、
即
ち
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
示
す
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
」
５
４

と
述
べ
る
。 

コピー厳禁
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第
四
節 

親
鸞
に
お
け
る
極
楽
の
用
語
に
つ
い
て 

親
鸞
の
浄
土
観
の
基
本
と
し
て
は
「
無
明
の
迷
い
を
翻
し
て
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
世
界
で
あ
り
、
そ
の
世
界
は
ま
た
同
時
に

相
即
無
相
、
辺
即
無
辺
、
数
即
無
数
な
る
世
界
」
だ
と
言
え
る
。
５
５

だ
か
ら
親
鸞
が
浄
土
、
特
に
報
土
の
み
を
表
す
用
語
と
し
て
多

用
す
る
安
楽
、
安
養
で
は
虚
空
に
し
て
辺
際
の
な
い
世
界
、
涅
槃
を
証
す
る
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
問
題
に
し
た
い
の
が

親
鸞
は
浄
土
を
表
す
用
語
と
し
て
極
楽
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
例
は
少
な
く
引
用
を
含
め
る
と
二
十

例
あ
る
が
自
身
の
文
章
と
し
て
は
わ
ず
か
九
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
親
鸞
が
極
楽
と
い
う
表
現
を
用
い
る
場
合
は
化
土
を
表
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
５
６

も
あ
る
。
そ
れ
は
「
真
仏
土
巻
」
に
引
用
さ
れ
る
善
導
『
法
事
讃
』
の 

 
 

極
楽
は
無
為
涅
槃
の
界
な
り
。
随
縁
の
雑
善
お
そ
ら
く
は
生
じ
が
た
し
。
ゆ
ゑ
に
如
来
（
釈
尊
）
要
法
を
選
び
て
、
教
へ
て
弥

陀
を
念
ぜ
し
め
て
も
つ
ぱ
ら
に
し
て
ま
た
も
つ
ぱ
ら
な
ら
し
め
た
ま
へ
り
５
７ 

と
い
う
文
章
と
そ
れ
を
解
釈
し
て
い
る
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
、 

 
 

「
極
楽
無
為
涅
槃
界
」
と
い
ふ
は
、「
極
楽
」
と
申
す
は
か
の
安
楽
浄
土
な
り
、
よ
ろ
づ
の
た
の
し
み
つ
ね
に
し
て
、
く
る
し
み

ま
じ
は
ら
ざ
る
な
り
。
か
の
く
に
を
ば
安
養
と
い
へ
り
５
８ 

と
の
文
か
ら
一
応
は
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
化
土
を
示
し
て
い
る
文
が
多
い
の
も
事
実
で
「
化
身
土
巻
」

に
、 

 
 

ま
た
正
行
の
な
か
の
専
修
専
心
・
専
修
雑
心
・
雑
修
雑
心
は
、
こ
れ
み
な
辺
地
・
胎
宮
・
懈
慢
界
の
業
因
な
り
。
ゆ
ゑ
に
極
楽

コピー厳禁
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に
生
ず
と
い
へ
ど
も
三
宝
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
。
５
９ 

『
如
来
会
』
の
引
文
、 

 
 

も
し
わ
れ
成
仏
せ
ん
に
、
無
量
国
の
な
か
の
所
有
の
衆
生
、
わ
が
名
を
説
か
ん
を
聞
き
て
、
も
つ
て
お
の
れ
が
善
根
と
し
て
極

楽
に
回
向
せ
ん
。
も
し
生
れ
ず
は
、
菩
提
を
取
ら
じ
６
０ 

『
唯
信
鈔
文
意
』
の
、 

 
 

「
随
縁
雑
善
恐
難
生
」
と
い
ふ
は
、
「
随
縁
」
は
衆
生
の
お
の
お
の
の
縁
に
し
た
が
ひ
て
、
お
の
お
の
の
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
、

も
ろ
も
ろ
の
善
を
修
す
る
を
極
楽
に
回
向
す
る
な
り
す
な
は
ち
八
万
四
千
の
法
門
な
り
。
こ
れ
は
み
な
自
力
の
善
根
な
る
ゆ
ゑ

に
実
報
土
に
は
生
れ
ず
と
、
き
ら
は
る
る
ゆ
ゑ
に
「
恐
難
生
」
と
い
へ
り
。
６
１ 

と
い
う
文
は
明
ら
か
に
化
土
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
『
唯
信
鈔
文
意
』「
極
楽
無
為
涅
槃
」
の
文
を
除
い
て
ど
の
よ
う
な
世
界
に
到
る

の
か
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
文
は
極
楽
を
、
報
土
を
表
す
安
楽
浄
土
、
安
養
と
言
い
換
え
て
か
ら
説
明
し
て
い
て
、

こ
の
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
さ
ら
に
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
で
は
、 

 
 

寶
塔
・
金
堂
は
極
楽
の 

東
門
の
中
心
に
あ
ひ
あ
た
る 
ひ
と
た
び
詣
す
る
ひ
と
は
み
な 

往
生
極
楽
う
た
が
は
ず
６
２ 

『
弥
陀
如
来
名
号
徳
』
で
は
、 

 
 

か
の
極
楽
世
界
と
こ
の
娑
婆
世
界
と
の
あ
ひ
だ
に
、
十
万
億
の
三
千
大
千
世
界
を
へ
だ
て
た
り
と
説
け
り
。
６
３ 

と
極
楽
は
有
形
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
次
に
先
達
の
解
釈
を
見
て
い
き
た
い
。 

 

稲
城
選
恵
氏
は
「
信
巻
」「
証
巻
」
に
引
用
さ
れ
る
『
論
註
』
の
無
上
菩
提
心
を
発
せ
ず
、
楽
の
た
め
に
願
生
す
る
も
の
は
往
生
で

コピー厳禁
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き
な
い
と
い
う
文
６
４

に
注
目
し
、
極
楽
が
自
ら
の
幸
福
欲
を
満
た
す
自
己
中
心
的
な
も
の
と
誤
解
さ
れ
や
す
い
た
め
、
感
覚
主
義
的

な
欲
望
の
虜
と
な
る
こ
と
を
親
鸞
は
問
題
に
さ
れ
た
か
ら
極
楽
の
使
用
例
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
。
６
５ 

大
原
性
実
氏
は
自
釈
の
場
合
は
極
楽
の
名
称
を
避
け
、
多
少
用
い
て
い
て
も
主
と
し
て
化
土
を
表
す
場
合
に
多
く
用
い
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
「
為
楽
願
生
や
修
道
願
生
の
対
象
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
見
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
見
識
か
ら
で
あ
ろ
う
」
６
６

と
述
べ
る
。 

中
西
智
海
氏
は
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
極
楽
が
示
す
の
は
化
土
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
和
語
聖
教
の
場
合
は
そ
う
で

な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
一
如
が
自
己
限
定
し
人
間
の
欲
求
に
対
応
し
た
様
を
と
り
つ
つ
、
同
時
に
欲
求
を
転
回
さ
せ
る
と

い
う
矛
盾
的
構
造
を
も
つ
二
種
法
身
の
論
理
に
よ
り
、
親
鸞
が
極
楽
を
肯
定
的
な
面
で
使
用
す
る
と
き
は
、
欲
求
の
転
回
に
よ
る
凡

夫
の
変
様
が
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
６
７

凡
夫
の
転
回
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
極
楽
自
体
は
た
だ
ち
に
報
土
を

表
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

以
上
先
達
は
親
鸞
が
極
楽
と
い
う
名
称
を
使
用
す
る
場
合
は
、
積
極
的
に
報
土
を
表
し
て
い
る
と
は
言
わ
れ
な
い
。
し
か
し
親
鸞

は
極
楽
を
報
土
だ
と
も
断
定
で
き
な
い
が
化
土
だ
と
も
断
定
で
き
な
い
浄
土
と
し
て
用
い
て
い
る
例
も
あ
る
。
６
８

た
だ
し
極
楽
が
感

覚
主
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
は
先
達
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
切
り
捨
て
る
べ
き
な
の

だ
ろ
う
か
。
私
は
親
鸞
に
お
い
て
は
感
覚
主
義
的
な
浄
土
と
そ
う
で
な
い
涅
槃
的
な
浄
土
と
の
二
面
が
存
在
す
る
の
だ
と
考
え
る
。

親
鸞
に
お
け
る
感
覚
的
な
浄
土
に
つ
い
て
は
「
一
つ
と
こ
ろ
へ
ま
ゐ
り
あ
ふ
」
と
い
う
よ
う
な
倶
会
一
処
の
浄
土
観
に
お
い
て
顕
著

に
表
れ
て
く
る
。
私
は
こ
れ
ら
二
面
の
浄
土
の
関
係
が
い
か
な
る
も
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
親

コピー厳禁
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鸞
に
お
い
て
二
面
が
認
め
ら
れ
る
の
な
ら
、
ど
ち
ら
か
が
正
し
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ど
う
関
係
す
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で

私
た
ち
に
救
済
の
道
が
開
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
に
お
い
て
述
べ
た
い
。 

 第
二
章 

親
鸞
の
救
済
観
に
お
け
る
浄
土
願
生
の
意
義 

 

 第
一
節 

法
蔵
菩
薩
の
本
願 

親
鸞
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
と
浄
土
は
法
蔵
菩
薩
の
本
願
が
報
わ
れ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
真
仏
土
巻
」
に
、 

 
 

つ
つ
し
ん
で
真
仏
土
を
案
ず
れ
ば
、
仏
は
す
な
は
ち
こ
れ
不
可
思
議
光
如
来
な
り
、
土
は
ま
た
こ
れ
無
量
光
明
土
な
り
。
し
か

れ
ば
す
な
は
ち
、
大
悲
の
誓
願
に
酬
報
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
真
の
報
仏
土
と
い
ふ
な
り
。
す
で
に
し
て
願
い
ま
す
、
す
な
は
ち
報

す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
真
の
報
仏
土
と
い
ふ
な
り
。
す
で
に
し
て
願
い
ま
す
、
す
な
は
ち
光
明
・
寿
命
の
願
（
第
十
二
・
十
三
願
）

こ
れ
な
り
。
６
９ 

と
語
る
よ
う
に
「
大
悲
の
誓
願
に
酬
報
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
真
の
報
仏
土
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
他
の
例
を
あ
げ
る
と
「
文
類
偈
」
に 

 
 

法
蔵
菩
薩
因
位
の
う
ち
に
、
殊
勝
の
本
弘
誓
を
超
発
し
て
、
無
上
大
悲
の
願
を
建
立
し
た
ま
ふ
。
思
惟
摂
取
す
る
に
五
劫
を
経

た
り
。
菩
提
の
妙
果
、
上
願
に
酬
ひ
た
り
。
７
０ 

『
浄
土
和
讃
』
に
、 

 
 

安
楽
仏
土
の
依
正
は 

法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り 

天
上
天
下
に
た
ぐ
ひ
な
し 

大
心
力
を
帰
命
せ
よ
７
１ 

コピー厳禁
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等
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
法
蔵
菩
薩
の
本
願
が
因
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
親
鸞
は
、 

 
 

も
し
は
因
、
も
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ

と
な
し
。
因
浄
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
果
ま
た
浄
な
り
、
知
る
べ
し
と
な
り
。
７
２ 

と
語
る
。
法
蔵
菩
薩
の
大
悲
に
よ
る
修
行
が
清
浄
だ
か
ら
そ
の
果
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
と
浄
土
も
清
浄
な
の
で
あ
る
。 

 

も
う
一
方
で
親
鸞
に
は
二
種
法
身
説
に
基
づ
く
法
蔵
理
解
が
あ
る
。
『
一
念
多
念
文
意
』
に
、 

 
 

一
実
真
如
と
申
す
は
無
上
大
涅
槃
な
り
。
涅
槃
す
な
は
ち
法
性
な
り
、
法
性
す
な
は
ち
如
来
な
り
。
宝
海
と
申
す
は
、
よ
ろ
づ

の
衆
生
を
き
ら
は
ず
、
さ
は
り
な
く
、
へ
だ
て
ず
、
み
ち
び
き
た
ま
ふ
を
、
大
海
の
水
の
へ
だ
て
な
き
に
た
と
へ
た
ま
へ
る
な

り
。
こ
の
一
如
宝
海
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
て
、
法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
、
無
礙
の
ち
か
ひ
を
お
こ
し
た
ま
ふ
を
た

ね
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
と
な
り
た
ま
ふ
が
ゆ
ゑ
に
、
報
身
如
来
と
申
す
な
り
。
こ
れ
を
尽
十
方
無
礙
光
仏
と
な
づ
け
た
て
ま
つ

れ
る
な
り
。
こ
の
如
来
を
、
南
無
不
可
思
議
光
仏
と
も
申
す
な
り
。
こ
の
如
来
を
、
方
便
法
身
と
は
申
す
な
り
。
方
便
と
申
す

は
、
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
、
御
な
を
し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
を
申
す
な
り
。
７
３ 

『
唯
信
鈔
文
意
』
に
、 

 
 

法
身
は
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
、
こ
と
ば
も
た
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ

り
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
て
、
方
便
法
身
と
申
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
、
不
可
思
議
の
大
誓

願
を
お
こ
し
て
あ
ら
は
れ
た
ま
ふ
御
か
た
ち
を
ば
、
世
親
菩
薩
（
天
親
）
は
「
尽
十
方
無
礙
光
如
来
」
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り

た
ま
へ
り
。
７
４ 
コピー厳禁
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と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
法
蔵
菩
薩
は
真
実
で
あ
る
い
ろ
も
か
た
ち
も
な
い
一
如
、
涅
槃
、
法
性
、
如
来
よ
り
方
便
法
身
と
し
て
か
た

ち
を
あ
ら
わ
し
て
本
願
を
誓
い
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
蔵
菩
薩
は
一
如
を
体
と
し
て
い
る
た
め
、
本
願
も
仏

土
も
真
実
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
「
真
仏
土
巻
」
に
『
論
註
』
の
次
の
文
を
引
用
す
る
。 

 
 

〈
正
道
の
大
慈
悲
は
、
出
世
の
善
根
よ
り
生
ず
〉
（
浄
土
論
）
と
の
た
ま
へ
り
。
こ
の
二
句
は
、
荘
厳
性
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。

｛
乃
至
｝ 

性
は
こ
れ
本
の
義
な
り
。
い
ふ
こ
こ
ろ
は
、
こ
れ
浄
土
は
法
性
に
随
順
し
て
法
本
に
乖
か
ず
。
事
、『
華
厳
経
』
の

宝
王
如
来
の
性
起
の
義
に
同
じ
。
ま
た
い
ふ
こ
こ
ろ
は
、
積
習
し
て
性
を
成
ず
。
法
蔵
菩
薩
を
指
す
、
も
ろ
も
ろ
の
波
羅
蜜
を

集
め
て
積
習
し
て
成
ぜ
る
と
こ
ろ
な
り
。
ま
た
性
と
い
ふ
は
、
こ
れ
聖
種
性
な
り
。
序
め
に
法
蔵
菩
薩
、
世
自
在
王
仏
の
所
に

し
て
無
生
忍
を
悟
る
。
そ
の
時
の
位
を
聖
種
性
と
名
づ
く
。
こ
の
性
の
な
か
に
お
い
て
四
十
八
の
大
願
を
発
し
て
、
こ
の
土
を

修
起
し
た
ま
へ
り
。
す
な
は
ち
安
楽
浄
土
と
い
ふ
。
こ
れ
か
の
因
の
所
得
な
り
。
果
の
な
か
に
因
を
説
く
、
ゆ
ゑ
に
名
づ
け
て

性
と
す
。
７
５ 

 

法
蔵
菩
薩
の
本
願
は
法
性
に
順
じ
て
い
て
清
浄
で
あ
っ
て
、
真
実
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

第
二
節 

親
鸞
の
阿
弥
陀
仏
観 

 

親
鸞
の
阿
弥
陀
仏
観
に
つ
い
て
、
桐
溪
順
忍
氏
は
真
実
無
相
の
面
と
衆
生
救
済
の
具
体
的
な
方
便
の
面
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
７
６

こ
れ
は
真
実
無
相
の
面
を
法
性
法
身
、
具
体
的
な
救
済
の
面
を
方
便
法
身
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
種
法
身
説
に
つ

い
て
、
星
野
元
豊
氏
は
絶
対
の
世
界
と
し
て
の
法
性
法
身
、
絶
対
の
世
界
が
自
己
限
定
し
現
実
界
に
働
き
か
け
る
方
便
法
身
、
現
実

コピー厳禁
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界
で
あ
る
娑
婆
世
界
の
三
つ
の
世
界
に
区
別
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
述
べ
る
。
７
７

方
便
法
身
と
現
実
界
と
の
関
係
で
あ
る
が

「
方
便
法
身
は
そ
の
働
き
と
し
て
は
現
実
界
に
ま
で
、
否
、
三
悪
道
、
地
獄
の
底
ま
で
も
働
き
か
け
る
と
し
て
も
、
本
質
的
に
は
無

形
無
色
の
ひ
か
り
の
か
た
ち
と
し
て
、
そ
の
世
界
は
現
実
界
よ
り
み
れ
ば
、
彼
岸
の
世
界
で
あ
る
。
」
７
８

と
言
え
る
。
親
鸞
に
お
い

て
は
内
藤
知
康
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
法
性
法
身
は
「
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
、
こ
と
ば
も
た
え
た
り
」
と
言
い
、
認
識
や
言
語
化

が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
方
便
法
身
は
認
識
さ
れ
言
語
化
さ
れ
る
が
「
不
可
思
議
」
と
し
て
、
認
識
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
と

認
識
す
る
あ
り
方
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
７
９

よ
っ
て
親
鸞
の
阿
弥
陀
仏
観
を
見
る
と
き
は
方
便
法
身
が
い
か
に
し
て
現
実

界
に
働
き
か
け
る
の
か
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。 

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
内
藤
氏
が
主
張
す
る
親
鸞
の
阿
弥
陀
仏
観
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
そ
れ
は
①
衆
生
救
済
の
仏
、
②
因

願
酬
報
の
仏
、
③
二
種
法
身
の
方
便
法
身
の
三
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。
８
０

②
に
つ
い
て
は
前
節
の
「
真
仏
土
巻
」
や
「
文

類
偈
」
の
説
示
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
法
蔵
菩
薩
の
願
行
に
依
る
も
の
で
、
③
に
関
し
て
は
前
節
の
『
一
念
多
念
文
意
』『
唯
信
鈔
文
意
』

の
説
示
の
通
り
、
真
如
が
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
た
所
の
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
全
て
①
の
衆
生
救
済
の
仏
に
お
さ
ま

る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
法
蔵
菩
薩
の
願
は
衆
生
救
済
の
た
め
の
願
で
あ
り
８
１

方
便
法
身
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
は
法
性
法
身
を

知
る
こ
と
の
で
き
な
い
凡
夫
に
対
し
て
「
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
、
御
な
を
し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
」
か
ら
で
あ
る
。 

 

衆
生
救
済
の
仏
と
し
て
の
性
格
は
『
浄
土
和
讃
』
の
、 

 
 

十
方
微
塵
世
界
の 

念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
は
し 

摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば 

阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
８
２ 

と
い
う
和
讃
に
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
摂
取
の
左
訓
に
「
摂
め
と
る
。
ひ
と
た
び
と
り
て
永
く
捨
て
ぬ
な
り
。
摂
は
も
の
の
逃
ぐ
る
を

コピー厳禁
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追
は
へ
と
る
な
り
。
摂
は
を
さ
め
と
る
、
取
は
迎
え
と
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
ま
た
、 

弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は 

い
ま
に
十
劫
と
と
き
た
れ
ど 

塵
点
久
遠
劫
よ
り
も 

ひ
さ
し
き
仏
と
み
え
た
ま
ふ
８
３ 

と
し
て
阿
弥
陀
仏
は
、
は
じ
ま
り
の
な
い
昔
か
ら
仏
で
あ
っ
た
と
語
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
桐
溪
氏
は
「
如
来
の
救
済
力
の
時
間

的
な
完
全
性
を
説
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
を
救
済
す
る
如
来
が
久
遠
か
ら
の
仏
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
８
４

と
述
べ
る
。

村
上
速
水
氏
は
、 

 
 

親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
い
わ
れ
を
聞
か
れ
て
、
無
限
の
過
去
か
ら
は
じ
ま
る
自
分
の
罪
の
深
さ
に
気

づ
か
さ
れ
た
と
き
、
す
で
に
そ
の
と
き
か
ら
自
分
に
そ
そ
が
れ
て
い
た
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
を
感
得
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
８
５ 

と
述
べ
る
。『
歎
異
抄
』
に
は
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば

そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
８
６

と
語
ら
れ

る
。
私
は
無
限
の
過
去
か
ら
は
じ
ま
る
罪
を
仏
は
無
限
の
過
去
か
ら
照
ら
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
自
覚
に
よ
り
仏
の
救
済
の
は
た
ら

き
が
感
得
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
８
７ 

 

第
三
節 

親
鸞
の
浄
土
観 

浄
土
に
つ
い
て
、
阿
弥
陀
仏
と
同
様
に
一
如
か
ら
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
た
法
蔵
菩
薩
の
願
心
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。

よ
っ
て
二
種
法
身
説
の
方
便
法
身
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
親
鸞
が
『
高
僧
和
讃
』
に 

 
 

安
楽
仏
国
に
生
ず
る
は 

畢
竟
成
仏
の
道
路
に
て 

無
上
の
方
便
な
り
け
れ
ば 

諸
仏
浄
土
を
す
す
め
け
り
８
８ 
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「
証
巻
」
に
『
論
註
』
を
引
用
し
て
「
か
の
仏
国
は
す
な
は
ち
こ
れ
畢
竟
成
仏
の
道
路
無
上
の
方
便
な
り
。
」
８
９

と
語
る
こ
と
か
ら

も
分
か
る
。
先
に
阿
弥
陀
仏
と
浄
土
と
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
い
。 

真
如
で
あ
る
一
法
句
と
真
如
が
顕
現
し
た
三
厳
二
九
種
の
関
係
が
不
一
不
異
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
と
浄
土
の
関
係
も
ま

た
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
阿
弥
陀
は
「
不
可
思
議
光
如
来
」
と
し
て
仏
で
あ
り
、
衆
生
は
今
現
実
に
仏
の

救
済
の
は
た
ら
き
を
身
に
受
け
る
の
で
あ
る
。
現
生
正
定
聚
で
あ
る
。
対
し
て
浄
土
は
「
無
量
光
明
土
」
と
し
て
無
量
の
光
を
有
す

土
で
あ
る
。
土
は
場
所
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
で
は
往
生
即
成
仏
９
０

と
い
う
よ
う
に
浄
土
と
い
う
場
に
お
い
て
さ
と
り
の
身
を
得
て
完

全
に
救
済
さ
れ
る
。
だ
か
ら
浄
土
の
救
済
は
未
来
的
で
あ
る
。
９
１

両
者
の
違
い
に
つ
い
て
私
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。 

前
節
で
星
野
氏
を
引
用
し
て
方
便
法
身
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
と
し
て
現
実
界
に
働
き
か
け
る
け
れ
ど
も
現
実
の
凡
夫
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
目
に
見
え
な
い
彼
岸
の
世
界
で
あ
る
と
言
っ
た
。
し
か
し
前
章
四
節
で
親
鸞
に
は
有
的
で
感
覚
主
義
的
な
浄
土
観
と
そ
う
で

な
い
涅
槃
的
な
浄
土
観
の
二
面
が
あ
る
と
言
い
、
有
的
な
面
を
良
く
表
し
て
い
る
の
は
倶
会
一
処
の
浄
土
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
こ

で
一
つ
浄
土
の
有
的
側
面
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
倶
会
一
処
の
浄
土
と
は
『
阿
弥
陀
経
』
の
説
示
９
２

に
基
づ
く
念

仏
者
が
共
に
一
つ
の
場
所
で
共
に
出
会
う
世
界
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
説
示
と
し
て
は 

 

こ
の
身
は
、
い
ま
は
、
と
し
き
は
ま
り
て
候
へ
ば
、
さ
だ
め
て
さ
き
だ
ち
て
往
生
し
候
は
ん
ず
れ
ば
、
浄
土
に
て
か
な
ら
ず
か

な
ら
ず
ま
ち
ま
ゐ
ら
せ
候
ふ
べ
し
。
９
３ 

さ
ら
に
高
田
入
道
に
対
す
る
返
事
が
あ
る
。
９
４

以
上
は
倶
会
一
処
の
世
界
と
し
て
親
鸞
が
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
浄
土

を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。 
コピー厳禁



24 

 

川
添
泰
信
氏
は
親
鸞
の
浄
土
観
に
は
本
願
に
酬
報
し
た
世
界
、
無
量
の
光
明
、
智
慧
と
も
称
さ
れ
る
世
界
、
虚
空
に
し
て
辺
際
無

し
と
い
う
世
界
で
あ
る
論
理
的
、
知
的
側
面
と
宗
教
的
、
信
仰
的
側
面
が
あ
る
と
言
い
、「
親
鸞
に
お
い
て
は
「
倶
会
一
処
」
の
語
句

は
当
面
に
お
い
て
は
自
力
の
世
界
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
浄
土
の
理
解
と
し
て
「
と
も
に
出
会
う
べ
き
世
界
」
と
し
て

の
意
味
は
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
９
５

と
述
べ
る
。 

渡
邊
了
生
氏
は
、
実
有
的
浄
土
は
方
便
化
身
土
で
あ
り
、
そ
れ
は
弥
陀
悲
願
の
誘
引
・
悲
引
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
、
化
土
か
ら
報

土
へ
と
示
さ
れ
る
弥
陀
身
土
で
あ
る
と
し
て
「
「
方
便
化
身
土
」
は
、
自
ら
の
発
露
に
よ
っ
て
自
ら
を
消
滅
契
機
と
し
て
限
り
な
く
否

定
し
、
衆
生
を
常
に
「
真
仏
土
」
へ
と
転
入
さ
せ
続
け
て
い
く
と
い
う
悲
用
の
真
実
が
「
信
知
」
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
９
６

と
述
べ
高
田
入
道
に
対
す
る
手
紙
に
示
さ
れ
た
浄
土
は
「
方
便
誘
引
」
の
内
容
と
し
て
理
解
し
「
顕
彰
隠
密
」
の
義
を
信
知
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
９
７ 

内
藤
知
康
氏
は
「
一
つ
と
こ
ろ
へ
ま
ゐ
り
あ
ふ
」
浄
土
を
同
一
の
信
心
に
よ
り
同
一
の
浄
土
へ
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、

『
教
行
信
証
』
に
も
根
拠
を
見
出
し
て
い
る
。
９
８

さ
ら
に
世
俗
を
完
全
に
断
ち
切
る
よ
う
な
宗
教
的
決
断
の
で
き
な
い
人
々
、
文
字

も
知
ら
ず
あ
さ
ま
し
い
愚
痴
き
わ
ま
り
な
い
人
々
こ
そ
が
弥
陀
の
本
願
を
正
し
く
受
容
す
る
ま
こ
と
の
人
々
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
人
々
こ
そ
が
豊
か
な
宗
教
性
に
満
ち
た
生
活
に
生
き
て
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
日
本
的
心
情
は
今
生
で
の
つ
な
が
り
あ
る
人
々
と

の
一
体
性
を
来
生
に
も
継
続
し
た
い
と
い
う
心
情
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、「
一
つ
と
こ
ろ
へ
ま
ゐ
り
あ
ふ
」
と
い
う
説
示
は
人
々
の
心

情
に
見
事
に
対
応
し
て
い
る
。
と
述
べ
る
。
９
９

川
添
氏
は
そ
の
よ
う
な
世
界
は
自
力
と
し
な
が
ら
も
共
に
出
会
う
世
界
と
し
て
の
意

味
は
あ
る
と
し
て
い
る
。
渡
邊
氏
は
完
全
に
自
力
方
便
の
世
界
と
し
て
い
る
。
内
藤
氏
は
情
的
な
浄
土
を
肯
定
的
に
捉
え
そ
の
意
義
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を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
と
言
え
る
。
私
と
し
て
は
ど
ち
ら
か
に
分
け
ず
に
両
面
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 

 

親
鸞
は
神
話
的
な
実
有
的
浄
土
の
き
ら
び
や
か
な
様
子
を
示
す
表
現
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
ず
、
神
話
的
浄
土
か
ら
本
質
的
核
心
的
な

も
の
を
と
り
だ
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
１
０
０

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
浄
土
は
「
化
身
土
巻
」
に
化
土
で
あ
る
と
明
確
に
示
さ
れ
て
い

る
。
１
０
１

で
は
、
な
ぜ
消
息
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
有
的
、
情
的
と
も
い
え
る
浄
土
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
の
著
作
に

は
矛
盾
し
た
表
現
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。１
０
２

そ
れ
は
親
鸞
自
身
の
深
い
宗
教
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
１
０
３

だ

か
ら
情
的
、
信
仰
的
な
浄
土
は
ま
た
論
理
的
、
涅
槃
的
な
浄
土
の
一
面
で
あ
り
逆
も
ま
た
然
り
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

論
理
的
な
面
に
執
着
し
て
し
ま
う
と
観
念
論
に
陥
っ
て
し
ま
い
、
現
実
性
を
失
う
。
情
的
な
面
に
執
着
し
て
し
ま
う
と
自
力
の
も
の

に
な
っ
て
し
ま
い
真
実
性
が
失
わ
れ
る
。
だ
か
ら
一
方
に
偏
す
る
こ
と
な
く
真
実
性
と
現
実
性
の
両
面
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
る
。
例
え
ば
浄
土
真
宗
の
礼
拝
の
対
象
は
名
号
で
あ
る
が
、
今
で
は
か
た
ち
あ
る
阿
弥
陀
仏
像
に
対
し
て
も
礼
拝
し
念

仏
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
も
「
仏
願
の
生
起
本
末
」
を
聞
く
の
で
あ
っ
て
重
要
な
の
は
「
疑
心
」
が
あ
る
か
な
い
か
で
あ
ろ
う
。

浄
土
に
お
い
て
も
同
様
に
そ
れ
が
実
有
的
で
あ
っ
て
も
往
生
す
れ
ば
成
仏
し
て
還
相
の
菩
薩
と
し
て
衆
生
を
教
化
す
る
と
い
う
こ
と

に
疑
い
が
な
け
れ
ば
、
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

 

第
四
節 

浄
土
願
生
の
意
義 

最
後
に
序
で
述
べ
た
よ
う
に
、
私
自
身
の
宗
教
的
な
課
題
で
あ
る
浄
土
願
生
の
意
義
を
考
え
た
い
。
浄
土
願
生
に
つ
い
て
私
は
、

宗
教
心
の
出
発
点
で
も
あ
る
と
思
う
。
釈
尊
が
生
老
病
死
に
悩
ん
だ
よ
う
に
、
現
実
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
問
題
や
不
安
、
苦
悩
か
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ら
の
解
放
を
願
う
。
浄
土
教
に
お
い
て
は
解
放
を
浄
土
に
求
め
る
。
こ
の
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
願
い
が
な
け
れ
ば
宗
教
は
自
身
の

問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
だ
か
ら
願
い
が
出
発
で
あ
る
。
１
０
４

西
田
幾
多
郎
氏
は
宗
教
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
語
る
。 

た
だ
翻
身
一
回
、
此
智
、
此
徳
を
捨
て
た
所
に
、
新
な
智
を
得
、
新
な
徳
を
具
、
新
な
生
命
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
宗
教
の
真
髄
で
あ
る
。
１
０
５ 

私
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
『
愚
禿
鈔
』
の 

 
 

本
願
を
信
受
す
る
は
、
前
念
命
終
な
り
。
［
「
す
な
は
ち
正
定
聚
の
数
に
入
る
」
（
論
註
・
上
意
）
と
。
文
］ 

 
 

即
得
往
生
は
、
後
念
即
生
な
り
。
［
「
即
の
時
必
定
に
入
る
」
（
易
行
品 

一
六
）
と
。
文
ま
た
「
必
定
の
菩
薩
と
名
づ
く
る
な 

（
地
相
品
・
意
）
と
。
文
］
１
０
６ 

と
い
う
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
る
。
本
願
を
信
受
し
た
時
に
自
力
の
智
と
徳
は
捨
て
ら
れ
翻
さ
れ
た
。
そ
し
て
必
定
の
菩
薩
と
し
て
新

た
な
智
と
徳
を
得
て
新
た
な
生
命
に
入
る
の
で
あ
る
。
こ
の
翻
り
は
正
定
聚
を
得
る
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
正
定
聚
は
歓
喜

地
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
歓
喜
に
つ
い
て
、
未
来
に
必
ず
実
現
す
る
と
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
喜
び
で
あ
る
と
す
る
。

対
し
て
慶
喜
に
つ
い
て
は
今
、
正
定
聚
を
得
た
こ
と
に
対
す
る
慶
び
で
あ
る
。
１
０
７

願
生
は
願
い
で
あ
る
。
願
う
だ
け
で
実
現
さ
れ

な
け
れ
ば
依
然
苦
し
み
や
虚
無
感
に
襲
わ
れ
る
。
し
か
し
親
鸞
は
、
正
定
聚
に
お
い
て
浄
土
往
生
は
未
来
に
必
ず
実
現
す
る
と
確
信

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
確
信
に
翻
り
が
あ
る
。
こ
の
身
を
悩
ま
せ
た
苦
し
み
が
浄
土
を
臨
む
こ
と
で
如
来
の
大
悲
を
受
け
た
身

と
し
て
真
に
自
覚
さ
れ
転
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
１
０
８ 
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以
上
の
よ
う
な
翻
り
に
苦
悩
か
ら
の
救
済
が
見
て
と
れ
る
が
、
そ
の
出
発
は
浄
土
願
生
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
翻
り
も
起
き

な
い
と
思
わ
れ
る
。
親
鸞
は
「
往
生
を
不
定
に
お
ぼ
し
め
さ
ん
ひ
と
は
、
ま
づ
わ
が
身
の
往
生
を
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
念
仏
候
ふ
べ

し
。
」
１
０
９

と
語
る
。
往
生
が
定
ま
っ
て
い
な
い
人
は
、
ま
ず
自
分
の
往
生
を
考
え
な
さ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
救

済
の
出
発
点
と
し
て
願
生
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

   

結 

 

以
上
「
親
鸞
の
浄
土
観
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
私
が
大
学
四
年
間
で
学
ん
だ
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
私
は
と
り
わ
け
浄
土
へ
の
関
心

が
高
く
、
大
学
の
講
義
や
自
身
の
生
活
の
上
に
お
い
て
も
意
識
し
て
学
ん
で
き
た
が
、
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
第
一
章
「
親
鸞
に
お
け
る
極
楽
の
用
語
か
ら
み
る
浄
土
観
」
で
は
教
理
史
的
に
原
始
浄
土
教
に
お
け
る
極
楽
、
浄
土
三
部

経
に
お
け
る
極
楽
、
七
祖
中
、
世
親
、
曇
鸞
、
善
導
の
浄
土
観
を
見
て
き
た
。
そ
の
後
、
親
鸞
に
お
け
る
極
楽
の
用
語
使
用
例
を
確

認
し
親
鸞
の
浄
土
観
は
基
本
的
に
は
無
的
、
涅
槃
的
で
あ
る
が
、
有
的
、
情
的
な
面
も
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
第

二
章
「
親
鸞
の
救
済
観
に
お
け
る
浄
土
願
生
の
意
義
」
で
は
法
蔵
菩
薩
、
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
親
鸞
の
理
解
を
示
し
た
。
そ
の
後
、

阿
弥
陀
仏
と
浄
土
の
違
い
を
述
べ
、
浄
土
の
有
的
な
面
を
良
く
表
し
て
い
る
倶
会
一
処
の
世
界
を
手
掛
か
り
に
、
無
的
な
浄
土
と
有

的
な
浄
土
と
の
関
係
を
ど
う
み
る
べ
き
か
に
つ
い
て
愚
考
し
た
。
そ
れ
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と
か
比
重
が
お
か
れ
て
い
る
か
で
は

コピー厳禁
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な
く
、
片
方
に
偏
す
る
の
で
は
な
く
、
両
面
を
み
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
具
体
的
に

ど
う
い
う
事
態
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
さ
ら
に
そ
の
後
、

浄
土
を
願
生
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
願
生
は
救
済
の
出
発
点
で
あ
る
と
の
考
え
を
述
べ
た
。
た
だ
の
感
想
の
よ
う
な
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
私
の
宗
教
的
な
反
省
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。
整
然
と
し
な
い
箇
所
が
多
く
こ
れ
を
論
文
と
呼
べ
る
も
の
で
あ

る
か
分
か
ら
な
い
が
、
私
が
四
年
間
、
真
宗
学
を
勉
強
し
て
学
ん
だ
こ
と
を
書
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。 

           

コピー厳禁
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１ 

杉
岡
孝
紀
『
親
鸞
の
解
釈
と
方
法
』
五
八
頁
、
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
年 

２ 

星
野
元
豊
「
現
生
正
定
聚
」
参
照
『
浄
土
の
哲
学 

続
浄
土
』
、
法
蔵
館
、
一
九
七
五
年 

３ 

星
野
元
豊
「
往
相
と
還
相
」
参
照
『
前
掲
書
』 

４ 

藤
田
宏
達
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
二
五
七
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年 

５ 

中
村
元
『
原
始
仏
教 

そ
の
思
想
と
生
活
』
三
五
頁
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
〇
年 

６ 

如
来
に
つ
い
て
高
楠
順
次
郎
氏
『
佛
教
の
根
本
思
想
』
（
二
二
一
頁
～
二
三
一
頁
）
の
説
明
を
ま
と
め
る
と
、
仏
を
表
す
如
来

（ta
th
ā
g
a
ta

）
に
つ
い
て
初
め
は
如
去
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
。
如
去
と
い
う
の
は
釈
尊
を
人
間
と
し
て
生
ま
れ

た
と
考
え
、
覚
り
を
得
て
涅
槃
に
入
っ
て
去
っ
て
し
ま
わ
れ
た
も
の
「
是
の
如
く
に
し
て
去
っ
た
者
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
残
さ
れ
た
弟
子
が
去
っ
て
い
っ
た
姿
を
見
て
そ
の
通
り
に
す
れ
ば
覚
り
を
開
け
る
と
思
っ
た
が
、
弟
子
の
内
の
半
分
も
達
成

し
た
も
の
は
い
な
い
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
我
々
は
釈
尊
に
到
底
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
考
え
、
釈
尊
は
元
か
ら
仏
で
あ
り
我
々

を
感
化
す
る
た
め
に
仮
に
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
来
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
釈
尊
は
我
々
が
迎
え
た
仏
で
あ
り
、
如

去
の
仏
で
は
な
く
し
て
、
「
是
の
如
く
我
々
に
向
っ
て
来
て
下
さ
っ
た
仏
」
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。 

７ 

藤
田
氏
『
前
掲
書
』
三
二
二
頁
～
三
三
一
頁
参
照 

８ 

藤
田
氏
『
前
掲
書
』
三
三
四
頁
、
三
五
六
頁
～
三
五
九
頁
参
照 

９ 

平
川
彰
「
浄
土
教
の
用
語
に
つ
い
て
」
参
照
、
坂
本
要
編
『
極
楽
の
世
界
』
、
北
辰
堂
、
一
九
九
七
年 

１
０ 

稲
城
選
恵
『
西
方
極
楽
論 

真
宗
学
方
法
論
』
一
八
九
～
一
九
一
頁
、
探
究
社
、
一
九
八
五
年 

１
１ 

藤
田
氏
『
前
掲
書
』
四
三
二
、
四
三
九
頁 

１
２ 

『
教
行
信
証
』
『
註
釈
版
』
三
三
七
頁
（
以
下
特
に
指
定
が
な
い
場
合
、
聖
教
は
『
註
釈
版
』
か
ら
の
引
用
と
す
る
。
） 

１
３ 

稲
城
氏
『
前
掲
書
』
一
九
三
、
一
九
四
頁 

１
４ 

稲
城
氏
『
前
掲
書
』
一
九
六
、
一
九
七
頁 

１
５ 

坪
井
俊
英
『
浄
土
教
汎
論
』
二
四
頁
、
隆
文
館
、
一
九
八
〇
年 コピー厳禁
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１
６ 
大
田
利
生
『
無
量
寿
経
の
研
究
―
思
想
と
そ
の
展
開
―
』
四
四
一
頁 

１
７ 

大
田
氏
『
前
掲
書
』
四
四
六
頁 

１
８ 

藤
田
氏
『
前
掲
書
』
五
一
五
頁 

旧
字
体
は
新
字
体
へ
直
し
た
。 

１
９ 

坪
井
俊
英
『
浄
土
教
汎
論
』
二
一
、
二
二
頁
、
隆
文
館
、
一
九
八
〇
年 

２
０ 

稲
城
選
恵
『
前
掲
書
』
一
九
〇
頁
、
探
究
社
、
一
九
八
五
年 

２
１ 

『
大
経
』
二
八
頁 
そ
の
他
に
は
「
た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
地
よ
り
以
上
、
虚
空
に
至
る
ま
で
、
宮
殿
・
楼
観
・
池

流
・
華
樹
、
国
中
の
あ
ら
ゆ
る
一
切
万
物
、
み
な
無
量
の
雑
宝
、
百
千
種
の
香
を
も
つ
て
と
も
に
合
成
し
、
厳
飾
奇
妙
に
し
て

も
ろ
も
ろ
の
人
天
に
超
え
ん
」『
大
経
』
二
一
頁
「
ま
た
、
そ
の
国
土
に
七
宝
の
も
ろ
も
ろ
の
樹
、
世
界
に
周
満
せ
り
。
金
樹
・

銀
樹
・
瑠
璃
樹
・
玻
瓈
樹
・
珊
瑚
樹
・
碼
碯
樹
・
硨
磲
樹
な
り
。
あ
る
い
は
二
宝
・
三
宝
、
乃
至
七
宝
、
う
た
た
と
も
に
合
成

せ
る
あ
り
。
あ
る
い
は
金
樹
に
銀
の
葉
・
華
・
果
な
る
あ
り
。
あ
る
い
は
銀
樹
に
金
の
葉
・
華
・
果
な
る
あ
り
。 

（
以
下
略
）
」

『
大
経
』
三
二
頁 

特
に
こ
の
箇
所
で
は
浄
土
の
き
ら
び
や
か
な
様
相
が
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る 

２
３ 

『
観
経
』
九
五
頁 

そ
の
他
に
「
極
楽
国
土
に
八
つ
の
池
水
あ
り
。
一
々
の
池
水
は
七
宝
の
所
成
な
り
。
そ
の
宝
柔
軟
な
り
。

如
意
珠
王
よ
り
生
じ
、
分
れ
て
十
四
支
と
な
る
。
一
々
の
支
、
七
宝
の
色
を
な
す
。
黄
金
を
渠
と
し
、
渠
の
下
に
み
な
雑
色
の

金
剛
を
も
つ
て
、
も
つ
て
底
の
沙
と
す
。
一
々
の
水
の
な
か
に
六
十
億
の
七
宝
の
蓮
華
あ
り
。
」
『
観
経
』
九
六
頁 

「
極
楽
国

の
七
宝
荘
厳
の
宝
地
・
宝
池
・
宝
樹
行
列
し
、
諸
天
の
宝
幔
そ
の
上
に
弥
覆
し
、
衆
宝
の
羅
網
、
虚
空
の
な
か
に
満
て
る
を
見

ん
。
」
『
観
経
』
一
〇
〇
頁 

２
４ 

『
阿
弥
陀
経
』
一
二
二
頁 

２
５ 

『
大
経
』
四
六
頁 

そ
の
他
に
「
そ
れ
衆
生
あ
り
て
、
か
の
国
に
生
る
る
も
の
は
、
み
な
こ
と
ご
と
く
正
定
の
聚
に
住
す
。
」『
大

経
』
四
一
頁 

「
そ
れ
衆
生
あ
り
て
、
か
の
国
に
生
る
る
も
の
は
、
み
な
こ
と
ご
と
く
三
十
二
相
を
具
足
す
。
智
慧
成
満
し
て

深
く
諸
法
に
入
り
、
要
妙
を
究
暢
し
、
神
通
無
礙
に
し
て
諸
根
明
利
な
り
。
そ
の
鈍
根
の
も
の
は
二
忍
を
成
就
し
、
そ
の
利
根

コピー厳禁



31 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                             

 

の
も
の
は
不
可
計
の
無
生
法
忍
を
得
。
」
『
大
経
』
四
八
頁 

２
６ 

『
観
経
』
一
一
六
頁 

２
７ 

『
阿
弥
陀
経
』
一
二
四
頁 

２
８ 

山
口
益
『
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』
五
六
、
九
二
頁
、
理
想
社
、
一
九
六
三
年 

２
９ 

『
註
釈
版
』
九
三
頁 

３
０ 

尾
畑
文
正
『
願
生
浄
土
の
仏
道
―
世
親
・
曇
鸞
そ
し
て
親
鸞
』「
浄
土
荘
厳
の
意
義
」
四
十
頁
以
下
参
照
、
福
村
出
版
、
二
〇
一 

 
 

 

四 

３
１ 

『
浄
土
論
』
『
註
釈
版 
七
祖
』
二
九
頁
（
以
下
七
祖
の
聖
教
は
『
註
釈
版 

七
祖
』
か
ら
の
引
用
と
す
る
。
） 

３
２ 

『
浄
土
論
』
二
九
、
三
〇
、
三
一
頁 

３
３ 

勧
学
寮
『
今
、
浄
土
を
考
え
る
』
一
〇
二
頁
、
本
願
寺
出
版
、
二
〇
一
〇
年 

３
４ 

『
浄
土
論
』
三
八
、
三
九
頁 

３
５ 

波
佐
谷
順
諦
『
『
往
生
論
註
』
の
研
究
』
七
三
頁
、
法
蔵
館
、
二
〇
一
二
年 

３
６ 

『
論
註
』
五
六
頁 

３
７ 

波
佐
谷
氏
『
前
掲
書
』
七
四
頁
参
照 

３
８ 

『
論
註
』
四
七
頁 

３
９ 

『
論
註
』
一
三
九
頁 

４
０ 

『
論
註
』
一
三
九
頁 

４
１ 

『
論
註
』
一
三
九
頁 

４
２ 

『
論
註
』
一
四
〇
頁 

４
３ 

大
原
性
実
『
善
導
教
学
の
研
究
』
二
四
三
～
二
四
六
頁
参
照
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
四
年 

４
４ 

「
玄
義
分
」
三
二
六
頁 

４
５ 

大
原
氏
『
前
掲
書
』
二
五
八
頁 

旧
字
体
は
新
字
体
へ
直
し
た
。 コピー厳禁
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４
６ 
「
玄
義
分
」
三
三
〇
頁 

４
７ 

『
往
生
礼
讃
』
六
九
八
頁 

４
８ 

『
般
舟
讃
』
七
四
〇
、
七
四
一
頁 

４
９ 

「
玄
義
分
」
三
二
七
頁 

５
０ 

「
玄
義
分
」
三
二
九
、
三
三
〇
頁 

５
１ 

大
原
氏
『
前
掲
書
』
二
六
一
頁 

５
２ 

「
定
善
義
」
四
三
二
、
四
三
三
頁 

５
３ 

『
往
生
礼
讃
』
六
九
〇
頁 
そ
の
他
に
「
こ
の
ゆ
ゑ
に
釈
迦
お
よ
び
諸
仏
勧
め
て
西
方
に
向
か
は
し
む
る
を
別
異
と
な
す
の
み
。

ま
た
こ
れ
余
仏
を
称
念
し
て
障
を
除
き
、
罪
を
滅
す
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
、
知
る
べ
し
。
」
『
往
生
礼
讃
』
六
五
九

頁 

５
４ 

大
原
氏
『
前
掲
書
』
二
八
三
、
二
八
四
頁
参
照 

５
５ 

川
添
秦
信
「
親
鸞
に
お
け
る
倶
会
一
処
の
問
題
」
五
七
五
頁
『
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
五
巻
第
二
号
』
一
九
九
七
年 

５
６ 

藤
田
氏
『
前
掲
書
』 

５
７ 

『
教
行
信
証
』
三
六
九
頁 

５
８ 

『
唯
信
鈔
文
意
』
七
〇
九
頁 

５
９ 

『
教
行
信
証
』
三
九
六
頁 

６
０ 

『
教
行
信
証
』
四
〇
〇
頁 

６
１ 

『
唯
信
鈔
文
意
』
七
一
〇
頁 

６
２ 

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
五
四
一
頁
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
二
』 

６
３ 

『
弥
陀
如
来
名
号
徳
』
七
二
八
頁 

６
４ 

『
教
行
信
証
』
２
４
７
頁
、
３
２
６
頁 

６
５ 

稲
城
選
恵
『
救
済
成
立
の
場 

真
仏
土
巻
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
』
５
４
頁
以
下
参
照
、
法
蔵
館
、
一
九
八
八
年 

コピー厳禁
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６
６ 
大
原
性
実
「
親
鸞
の
傳
統
す
る
淨
土
の
思
想
系
譜
」
三
三
一
頁 

大
原
氏
『
前
掲
書
』
付
録 

６
７ 
中
西
智
海
「
親
鸞
に
お
け
る
「
極
楽
」
と
「
浄
土
」
」
参
照
『
相
愛
女
子
大
学
・
相
愛
女
子
短
期
大
学
研
究
論
集 

国
文
・
家
政

学
科
篇
』
一
九
八
一
年 

６
８ 

「
弥
陀
の
本
願
と
申
す
は
、
名
号
を
と
な
へ
ん
も
の
を
ば
極
楽
へ
迎
へ
ん
と
誓
は
せ
た
ま
ひ
た
る
を
、
ふ
か
く
信
じ
て
と
な
ふ

る
が
め
で
た
き
こ
と
に
て
候
ふ
な
り
」
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
七
八
五
頁 

 

６
９ 

『
教
行
信
証
』
三
三
七
頁 

７
０ 

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
四
八
五
頁 

７
１ 

『
浄
土
和
讃
』
五
六
一
頁 

７
２ 

『
教
行
信
証
』
三
一
二
頁 

７
３ 

『
一
念
多
念
文
意
』
六
九
〇
、
六
九
一
頁 

７
４ 

『
唯
信
鈔
文
意
』
七
〇
九
、
七
一
〇
頁 

７
５ 

『
教
行
信
証
』
三
五
八
頁 

７
６ 

桐
溪
順
忍
「
阿
弥
陀
如
来
を
ど
う
み
た
か
」
一
七
六
頁
『
講
座 

親
鸞
の
思
想
２
』
教
育
新
潮
社
、
一
九
七
七
年 

７
７ 

星
野
元
豊
「
法
性
法
身
と
方
便
法
身
」
参
照
『
浄
土
の
哲
学
』 

７
８ 

星
野
氏
『
前
掲
書
』
五
一
頁 

７
９ 

内
藤
知
康
「
親
鸞
に
お
け
る
不
可
思
議
の
意
義
」
四
四
、
四
五
頁
『
真
宗
学
』
（
一
二
九
・
一
三
〇
）
二
〇
一
四
年 

８
０ 

内
藤
知
康
「
親
鸞
の
阿
弥
陀
仏
観
」
一
六
五
、
一
六
六
頁
『
真
宗
学
』(

一
一
九
・
一
二
〇)

二
〇
〇
九
年 

８
１ 

村
上
速
水
『
親
鸞
教
義
と
そ
の
背
景
』
一
九
二
頁
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
七
年 

８
２ 

『
浄
土
和
讃
』
五
七
一
頁 

８
３ 

『
浄
土
和
讃
』
五
六
六
頁 

８
４ 

桐
溪
氏
「
前
掲
論
文
」
一
八
五
頁 

８
５ 

村
上
氏
『
前
掲
書
』
一
八
七
頁 
コピー厳禁
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８
６ 
『
歎
異
抄
』
八
五
三
頁 

８
７ 

阿
弥
陀
仏
を
救
済
仏
と
言
っ
た
時
、
救
済
仏
と
被
救
済
者
が
全
く
別
々
に
存
在
し
、
実
体
的
な
阿
弥
陀
仏
が
凡
夫
を
救
う
と
い

う
よ
う
な
二
元
論
的
な
考
え
に
陥
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
親
鸞
に
は
「
生
死
す
な
は
ち
涅
槃
な
り
と
証
知
せ

し
む
。
」
（
『
教
行
信
証
』
二
〇
六
頁
）
「
煩
悩
・
菩
提
体
無
二
」
（
『
高
僧
和
讃
』
五
八
四
頁
）
と
言
う
よ
う
に
生
死
即
ち
涅
槃
で

あ
り
、
煩
悩
と
菩
提
は
一
体
だ
と
い
う
よ
う
な
思
想
も
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
基
本
的
な
思
想
で
あ
る
と
言
え
る
。
煩
悩
と
菩

提
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
衆
生
の
上
か
ら
す
る
と
煩
悩
あ
る
が
故
に
菩
提
が
成
り
立
ち
、
菩
提
が
あ
る
が

故
に
煩
悩
の
自
覚
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
凡
夫
と
仏
は
本
来
一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
凡
夫
と

仏
は
迷
い
、
悟
り
と
し
て
決
定
的
に
違
う
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
観
念
論
に
陥
る
。
信
楽
峻
麿
氏
は
「
浄
土
教
は
一
元
的
で

あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
か
で
は
二
元
的
に
語
り
、
二
元
的
で
あ
り
な
が
ら
、
本
来
の
一
元
的
な
立
場
に
立
ち
か
え
る
。
こ
こ
に
大

乗
仏
教
と
し
て
の
浄
土
教
の
特
性
が
あ
る
」
（
『
真
宗
の
大
意
』
五
三
頁
）
と
言
わ
れ
る
。
仏
と
衆
生
の
関
係
は
基
本
的
に
救
済

者
、
被
救
済
者
と
い
う
よ
う
に
二
元
的
で
あ
る
が
そ
の
背
後
に
は
一
元
的
な
立
場
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
。 

８
８ 

『
高
僧
和
讃
』
五
八
五
頁 

８
９ 

『
教
行
信
証
』
三
二
七
頁 

９
０ 

村
上
氏
『
前
掲
書
』
二
三
五
頁
に
お
い
て
親
鸞
の
発
揮
と
し
て
往
生
即
成
仏
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

９
１ 

往
生
に
関
し
て
上
田
義
文
氏
は
「
親
鸞
の
『
往
生
』
の
思
想
」
に
お
い
て
親
鸞
は
現
生
で
往
生
を
語
っ
て
い
る
と
の
説
を
主
張

さ
れ
大
き
く
議
論
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
私
は
嬰
木
義
彦
氏
の
論
文
「
親
鸞
に
お
け
る
「
即
得
往
生
」
の
思
想
―
用
語
の
使
用
法

か
ら
み
た
考
察
―
」
を
見
る
限
り
親
鸞
は
現
生
で
往
生
は
語
っ
て
い
な
い
と
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
る
。 

９
２ 

「
ま
た
舎
利
弗
、
極
楽
国
土
に
は
、
衆
生
生
ず
る
も
の
は
み
な
こ
れ
阿
毘
跋
致
な
り
。
そ
の
な
か
に
多
く
一
生
補
処
〔
の
菩
薩
〕 

 

あ
り
。
そ
の
数
は
な
は
だ
多
し
。
こ
れ
算
数
の
よ
く
こ
れ
を
知
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
た
だ
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫
を
も
つ
て
説

く
べ
し
。
舎
利
弗
、
衆
生
聞
か
ん
も
の
、
ま
さ
に
発
願
し
て
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ふ
べ
し
。
ゆ
ゑ
は
い
か
ん
。
か
く
の
ご
と

き
の
諸
上
善
人
と
と
も
に
一
処
に
会
す
る
こ
と
を
得
れ
ば
な
り
。
舎
利
弗
、
少
善
根
福
徳
の
因
縁
を
も
つ
て
か
の
国
に
生
ず
る
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こ
と
を
得
べ
か
ら
ず
。
」
『
阿
弥
陀
経
』
一
二
四
頁 

９
３ 
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
七
八
五
頁 

９
４ 

「
閏
十
月
一
日
の
御
文
、
た
し
か
に
み
候
ふ
。
か
く
ね
む
ば
う
の
御
こ
と
、
か
た
が
た
あ
は
れ
に
存
じ
候
ふ
。
親
鸞
は
さ
き
だ

ち
ま
ゐ
ら
せ
候
は
ん
ず
ら
ん
と
、
ま
ち
ま
ゐ
ら
せ
て
こ
そ
候
ひ
つ
る
に
、
さ
き
だ
た
せ
た
ま
ひ
候
ふ
こ
と
、
申
す
ば
か
り
な
く

候
ふ
。
か
く
し
ん
ば
う
、
ふ
る
と
し
ご
ろ
は
、
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
さ
き
だ
ち
て
ま
た
せ
た
ま
ひ
候
ふ
ら
ん
。
か
な
ら
ず
か
な

ら
ず
ま
ゐ
り
あ
ふ
べ
く
候
へ
ば
、
申
す
に
お
よ
ば
ず
候
ふ
。
か
く
ね
ん
ば
う
の
仰
せ
ら
れ
て
候
ふ
や
う
、
す
こ
し
も
愚
老
に
か

は
ら
ず
お
は
し
ま
し
候
へ
ば
、
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
一
つ
と
こ
ろ
へ
ま
ゐ
り
あ
ふ
べ
く
候
ふ
。
明
年
の
十
月
の
こ
ろ
ま
で
も
生

き
て
候
は
ば
、
こ
の
世
の
面
謁
疑
な
く
候
ふ
べ
し
。
入
道
殿
の
御
こ
こ
ろ
も
、
す
こ
し
も
か
は
ら
せ
た
ま
は
ず
候
へ
ば
、
さ
き

だ
ち
ま
ゐ
ら
せ
て
も
、
ま
ち
ま
ゐ
ら
せ
候
ふ
べ
し
。
」
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
七
七
〇
頁 

９
５ 

川
添
氏
「
前
掲
論
文
」
五
四
頁 

９
６ 

渡
邊
了
生
「
親
鸞
の
思
想
に
み
る
「
倶
会
一
処
」
の
理
解
」
六
五
九
頁
『
印
度
佛
教
學
研
究 

第
四
七
巻
第
二
号
』
一
九
九
九

年 

９
７ 

渡
邊
氏
「
前
掲
論
文
」
六
六
〇
、
六
六
一
頁 

９
８ 

「
荘
厳
眷
属
功
徳
成
就
と
は
、
偈
に
、
《
如
来
浄
華
衆 

正
覚
華
化
生
》
と
い
へ
る
が
ゆ
ゑ
に
〉
（
浄
土
論
）
と
。
こ
れ
い
か
ん

ぞ
不
思
議
な
る
や
。
お
ほ
よ
そ
こ
れ
雑
生
の
世
界
に
は
、
も
し
は
胎
も
し
は
卵
も
し
は
湿
も
し
は
化
、
眷
属
そ
こ
ば
く
な
り
。

苦
楽
万
品
な
り
。
雑
業
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
。
か
の
安
楽
国
土
は
こ
れ
阿
弥
陀
如
来
正
覚
浄
華
の
化
生
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ

る
こ
と
な
し
。
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
ゆ
ゑ
に
。
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四
海
の
う
ち
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
。
眷

属
無
量
な
り
。
い
づ
く
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
」
と
。
」
『
教
行
信
証
』
三
一
〇
頁 

９
９ 

内
藤
知
康
「
「
一
つ
と
こ
ろ
へ
ま
ゐ
り
あ
ふ
」
と
日
本
的
心
情
」
一
〇
九
頁
以
下
参
照
『
真
宗
学
』
（
一
一
一
・
一
一
二
）
二
〇

〇
五
年 

１
０
０ 

星
野
元
豊
「
浄
土
と
そ
の
解
釈
」
参
照
『
真
宗
の
哲
学
的
理
解
』
法
蔵
館
、
一
九
七
二
年 

１
０
１ 

「
つ
つ
し
ん
で
化
身
土
を
顕
さ
ば
、
仏
は
『
無
量
寿
仏
観
経
』
の
説
の
ご
と
し
真
身
観
の
仏
こ
れ
な
り
。
土
は
『
観
経
』
の
浄
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土
こ
れ
な
り
」
『
教
行
信
証
』
三
七
五
頁 

 

１
０
２ 

例
え
ば
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
も
『
浄
土
和
讃
』
に
「
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は 

い
ま
に
十
劫
を
へ
た
ま
へ
り 

法
身
の
光
輪

き
は
も
な
く 

世
の
盲
冥
を
て
ら
す
な
り
」（
五
五
七
頁
）
と
十
劫
と
限
定
し
て
い
る
が
別
の
箇
所
で
は
「
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か

た
は 

い
ま
に
十
劫
と
と
き
た
れ
ど 

塵
点
久
遠
劫
よ
り
も 

ひ
さ
し
き
仏
と
み
え
た
ま
ふ
」
（
五
六
六
頁
）
「
久
遠
実
成
阿
弥

陀
仏
」（
五
七
二
頁
）
と
は
じ
め
の
な
い
昔
か
ら
の
仏
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
尊
号
真
像
銘
文
』「
横
」
の
解
釈
に
「
「
横
」

は
よ
こ
さ
ま
と
い
ふ
、
よ
こ
さ
ま
と
い
ふ
は
如
来
の
願
力
を
信
ず
る
ゆ
ゑ
に
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
五
悪
趣
を
自
然
に

た
ち
す
て
四
生
を
は
な
る
る
を
横
と
い
ふ
、
他
力
と
申
す
な
り
。
」
（
六
四
六
頁
）
と
語
る
が
「
願
力
を
信
ず
る
ゆ
ゑ
に
行
者
の

は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
」
と
行
者
の
は
か
ら
い
で
は
無
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
信
ず
る
」
と
能
動
的
な
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。 

１
０
３ 

浄
土
真
宗
に
お
け
る
宗
教
体
験
の
内
実
の
一
つ
と
し
て
二
種
深
心
が
上
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
〈
深
心
〉
と
い
ふ

は
、
す
な
は
ち
こ
れ
深
信
の
心
な
り
。
ま
た
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
、
決
定
し
て
深
く
、
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、

曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
つ
ね
に
没
し
、
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
。
二
つ
に
は
、
決
定
し
て
深
く
、

か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
な
く
慮
り
な
く
、
か
の
願
力
に
乗
じ
て
、
さ
だ
め
て
往
生
を
得
と
信
ず
。
」

（
『
教
行
信
証
』
二
一
七
、
二
一
八
頁
）
と
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
身
が
助
か
ら
な
い
と
信
ず
る
こ
と
と
、
如
来
の
願
力

に
よ
っ
て
必
ず
往
生
で
き
る
と
信
じ
る
こ
と
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
楽
峻
麿
氏

は
「
こ
の
現
実
の
私
と
世
界
の
全
相
が
虚
妄
不
実
で
あ
る
と
い
う
自
覚
と
、
そ
の
現
実
に
向
か
っ
て
、
い
ま
現
に
働
き
か
け
つ

つ
あ
る
阿
弥
陀
如
来
の
真
実
な
る
大
慈
大
悲
に
対
す
る
信
知
と
が
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
な
る
構
造
を
も
っ
て
成
立
す
る
」

（
『
真
宗
の
本
義
』
五
〇
頁
）
と
言
う
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
は
西
田
哲
学
の
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
を
直
接
表
そ
う
と
す
る
と

西
田
幾
多
郎
氏
が
引
用
す
る
大
燈
国
師
の
「
億
劫
相
別
、
而
須
臾
不
離
、
尽
日
相
対
、
而
刹
那
不
対
」
（
『
近
代
日
本
思
想
体
系

十
一 

西
田
幾
多
郎
集
』
三
五
四
頁
）
と
い
う
風
に
超
越
的
な
表
現
が
と
ら
れ
、
通
常
の
思
考
方
法
で
は
理
解
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
親
鸞
が
宗
教
体
験
に
よ
っ
て
こ
れ
を
信
知
し
て
い
た
と
し
て
も
、
通
常
の
表
現
を
も
っ
て
表
す
場
合
に
、
矛

盾
が
生
じ
る
こ
と
は
当
然
だ
と
考
え
る
。 

１
０
４ 

西
田
幾
多
郎
氏
は
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
「
私
は
対
象
論
理
の
立
場
に
於
い
て
は
、
宗
教
的
事
実
を
論
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ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
的
問
題
す
ら
も
出
て
来
な
い
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
」（
『
近
代
日
本
思
想
体
系
十
一 

西
田
幾
多
郎
集
』
三
三
九
頁
）
と
述
べ
「
場
所
的
論
理
に
よ
つ
て
の
み
、
宗
教
的
世
界
と
云
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
」
（
『
前
掲

書
』
三
六
四
頁
）
と
述
べ
る
。
で
は
場
所
的
論
理
に
よ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
長
谷
正
當
氏
は
「
対
象
論
理
が
、
宗
教
を

自
己
の
「
外
に
」
主
語
的
、
対
象
的
に
立
て
、
外
か
ら
そ
れ
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
な
ら
、
場
所
的
論
理
と
は
、

宗
教
を
自
己
と
の
内
的
な
関
わ
り
に
お
い
て
、
つ
ま
り
自
己
に
「
お
い
て
」
究
明
す
る
立
場
で
あ
る
」
（
『
浄
土
と
は
何
か 

親

鸞
の
思
索
と
土
に
お
け
る
超
越
』
一
三
〇
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。
西
田
氏
が
宗
教
心
は
ど
こ
か
ら
起
こ
る
の
か
に
つ
い
て
「
我
々

の
自
己
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ
る
か
、
自
己
そ
の
も
の
の
本
体
の
問
題
、
そ
の
在
所
の
問
題
で
あ
る
」

（
『
前
掲
書
』
三
六
二
頁
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
浄
土
と
い
う
超
越
的
な
パ
ワ
ー
を
持
つ
も
の
が
自
己
の
他
に
存
在
し
て
宗

教
心
が
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
は
な
ぜ
生
き
る
の
か
、
な
ぜ
存
在
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
自
己
の
内
側
に
あ
る
苦
悩
の

根
源
的
な
自
覚
に
よ
り
、
浄
土
が
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

１
０
５ 

西
田
幾
多
郎
「
愚
禿
親
鸞
」
四
〇
一
頁
『
近
代
日
本
思
想
体
系
一
一 

西
田
幾
多
郎
集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年 

１
０
６ 

『
愚
禿
鈔
』
五
〇
九
頁 

１
０
７ 

『
一
念
多
念
文
意
』
に
「
「
歓
喜
」
と
い
ふ
は
、
「
歓
」
は
身
を
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
な
り
、
「
喜
」
は
こ
こ
ろ
に
よ
ろ
こ
ば
し
む

る
な
り
。
う
べ
き
こ
と
を
え
て
ん
ず
と
か
ね
て
さ
き
よ
り
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
な
り
」（
六
七
八
頁
）「
「
歓
喜
」
は
う
べ
き
こ
と

を
え
て
ん
ず
と
、
さ
き
だ
ち
て
か
ね
て
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
な
り
。
「
踊
」
は
天
に
を
ど
る
と
い
ふ
、
「
躍
」
は
地
に
を
ど
る
と

い
ふ
。
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
の
き
は
ま
り
な
き
か
た
ち
な
り
。
慶
楽
す
る
あ
り
さ
ま
を
あ
ら
は
す
な
り
。
慶
は
う
べ
き
こ
と
を

え
て
の
ち
に
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
な
り
、
楽
は
た
の
し
む
こ
こ
ろ
な
り
。
こ
れ
は
正
定
聚
の
位
を
う
る
か
た
ち
を
あ
ら
は
す
な

り
。
」
（
六
八
四
、
六
八
五
頁
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。 

１
０
８ 

長
谷
正
當
氏
は
曽
我
量
深
氏
の
思
索
を
通
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
正
定
聚
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
二
重
世
界
に
住
ん
で

い
る
。
娑
婆
に
居
を
定
め
な
が
ら
、
浄
土
か
ら
流
れ
て
く
る
空
気
を
呼
吸
し
て
い
る
。
浄
土
へ
は
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
が
、
す

で
に
浄
土
か
ら
流
れ
て
く
る
風
を
身
に
受
け
感
じ
つ
つ
生
き
る
。
そ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
娑
婆
に
い
な
が
ら
、
浄
土
の
圏
域

に
入
り
混
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
娑
婆
に
安
ん
じ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
浄
土
を
望
み
つ
つ
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も
娑
婆
に
と
ど
ま
り
、
娑
婆
に
留
ま
り
な
が
ら
浄
土
を
見
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
二
重
世
界
に
生
き
る
と
こ
ろ
に
、
正
定
聚
と

し
て
の
証
の
世
界
の
実
相
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」
（
長
谷
氏
『
前
掲
書
』
一
七
七
、
一
七
八
頁
）
私
は
娑
婆
に
安
ん
じ
て
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
事
に
大
悲
の
は
た
ら
き
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。 

１
０
９ 

『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
七
八
四
頁 
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