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浄
土
仏
教
に
お
い
て
「
初
歓
喜
地
」
に
比
定
さ
れ
る
信
心
獲
得
の
宗

教
経
験
を
分
析
的
に
考
察
す
る
う
え
に
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
六
義
に
「
四
功
徳
処
を
も
っ
て
仏
地
に
来
至
す
る
」
と
い
う
。

「
如
」
を
名
づ
け
て
「
諦
・
捨
・
滅
・
慧
」
の
四
功
徳
処
と
な
す
。

こ
れ
ら
の
四
法
を
も
っ
て
仏
地
に
来
至
す
る
が
ゆ
え
に
「
如
来
」
と

い
う
。

「
諦
」satya

は
「
真
実
」「
真
理
」
の
意
味
で
虚
妄
・
虚
偽
で
は

な
い
こ
と
を
い
う
。
真
俗
の
二
諦
、
空
仮
中
の
三
諦
、
苦
・
集
・
滅
・

道
の
四
諦
な
ど
が
、
代
表
的
な
「
諦
」
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
四
諦
を
七
・
十
・
十
六
な
ど
に
分
析
し
て
よ
り
い
っ
そ
う
綿
密

に
あ
き
ら
か
に
す
る
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
究
竟
的
な

「
諦
」
は
「
第
一
義
」param

ārtha

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
究
極
の

は
じ
め
に

龍
樹
は
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
で
「
如
来
の
家
に
生
ず
」
を
釈
し
て
、

先
ず
「
如
来
の
家
は
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
家
な
り
」
と
述
べ
、
次
に
な

ぜ
「
如
来
」
と
な
す
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
十
義
を
提
示
し
て

い
る
。
こ
の
十
義
は
わ
れ
わ
れ
が
「
如
来
」
の
存
在
と
は
如
何
な
る

存
在
で
あ
る
か
を
知
る
う
え
に
お
い
て
重
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
「
如
来
の
家
に
生
ず
る
」
と
い
う
事
態
・
在
り
方
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
こ
の
よ
う
な
「
知
」
を
通
し
て
現
に
わ
れ
わ
れ
自
身
が
初
歓
喜
地

に
入
る
と
い
う
宗
教
経
験
と
は
如
何
な
る
経
験
内
容
な
の
で
あ
る
か

を
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
親
鸞

親
鸞
浄
土
仏
教
に
お
け
る
念
仏
三
昧
論

武
田
龍
精



5 ――― 東西宗教研究　第 16 号・2017 年

真
理
を
さ
す
。param

ārtha

と
は
「
最
高
の
意
義
・
対
象
・
目
的
」
の

意
味
で
、「
勝
義
」
と
も
い
い
、「
勝
義
諦
」・「
第
一
義
諦
」・「
真
諦
」

と
も
い
う
。

龍
樹
は
『
中
論
偈
』「
聖
な
る
真
理
の
考
察
」
と
名
づ
け
ら
れ
る

第
二
十
四
章
の
第
八
偈
に
お
い
て
、

二
つ
の
真
理
（
二
諦
）
に
も
と
づ
い
て
、
も
ろ
も
ろ
の
ブ
ッ

ダ
の
法（
教
え
）の
説
示〔
が
な
さ
れ
て
い
る
〕。〔
す
な
わ
ち
〕、

世
間
の
理
解
と
し
て
の
真
理
（
世
俗
諦
）
と
、
ま
た
最
高
の
意

義
と
し
て
の
真
理
（
勝
義
諦
）
と
で
あ
る1

。

と
い
う
。「
第
一
義
」
と
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
も
ろ
も
ろ
の
ブ
ッ

ダ
の
教
法
が
一
切
衆
生
に
対
し
て
説
示
さ
れ
る
、
二
つ
の
真
理
の
一

つ
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
第
一
義
」
は
ブ
ッ
ダ
が
説
法
す
る

場
合
、そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
二
対
の
真
理
の
一
方
で
あ
る
。「
第
一
義
」

は
ど
こ
ま
で
も
ブ
ッ
ダ
の
説
法
に
か
か
わ
り
、説
法
が
真
実
と
さ
れ
、

説
法
が
成
り
立
つ
普
遍
的
な
根
拠
と
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ

の
説
法
な
く
し
て
は
「
第
一
義
」
は
そ
れ
が
伝
え
よ
う
と
す
る
仏
教

的
意
義
を
失
う
。
わ
れ
わ
れ
衆
生
存
在
に
お
い
て
は
、
ブ
ッ
ダ
の
説

法
を
通
し
て
は
じ
め
て
「
第
一
義
」
は
顕
彰
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が

そ
の
説
法
を
聞
法
す
る
と
き
、
は
じ
め
て
「
第
一
義
」
は
わ
れ
わ
れ

自
身
の
経
験
内
容
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
第
一
義
」
は
説
法
の

真
実
性
の
根
拠
と
な
る
と
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
聞
法
の
真
実
性
が
成

り
立
つ
根
拠
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
聞
法
を
し
て
真
の
聞
法

と
せ
し
め
、
聞
法
の
う
ち
に
開
示
さ
れ
る
普
遍
的
で
究
竟
的
な
真
理

こ
そ
「
第
一
義
」
と
呼
ば
れ
る
最
高
の
真
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
「
第
一
義
」
は
ブ
ッ
ダ
の
説
法
即
自
態
の
う
ち
で
論

考
さ
れ
る
か
ぎ
り
「
第
一
義
」
と
は
い
え
な
い
。「
第
一
義
」
は
ブ

ッ
ダ
の
言
語
化
を
通
し
て
説
法
の
う
ち
に
具
現
化
さ
れ
、
さ
ら
に
一

切
衆
生
に
よ
っ
て
聞
法
さ
れ
る
な
か
で
、
衆
生
存
在
を
真
実
な
る
存

在
な
ら
し
め
る
宗
教
的
生
命
と
し
て
体
験
さ
れ
て
こ
そ
「
第
一
義
」

は
真
に
「
第
一
義
」
と
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
の
「
捨
」upekṣā

は
、
心
が
平
静
に
た
も
た
れ
苦
難
に
直

面
し
て
も
落
胆
し
た
り
沈
ま
ず
（
惛こ

ん
じ
ん沈
）、
ま
た
歓
楽
に
面
し
て
も

浮
か
れ
た
り
溺
れ
な
い
（
掉じ

ょ
う
こ挙
）、
苦
と
楽
の
境
界
ど
ち
ら
に
も
か

た
む
か
な
い
平
等
心
を
い
う
。
ま
た
自
分
の
好
き
嫌
い
に
よ
っ
て
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け
た
て
ま
つ
る
と
。
こ
れ
を
他
力
と
い
ふ
。
こ
こ
を
も
つ
て
龍

樹
大
士
は
「
即
時
入
必
定
」（
易
行
品
）
と
い
へ
り
。
曇
鸞
大

師
は
「
入
正
定
聚
之
数
」（
論
註
・
上
）
と
い
へ
り
。
仰
い
で

こ
れ
を
憑
む
べ
し
。
も
つ
ぱ
ら
こ
れ
を
行
ず
べ
き
な
り2

。

と
述
べ
、「
真
実
の
行
信
」
獲
得
の
心
相
が
「
歓
喜
地
」
と
名
づ
け

ら
れ
る
と
き
、「
七
覚
支
」と
呼
ば
れ
る
七
つ
の
要
素
そ
れ
ぞ
れ
は「
真

実
の
行
信
」
獲
得
を
宗
教
経
験
論
的
に
分
析
し
構
成
す
る
一
要
素
と

し
て
も
深
い
示
唆
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
。な
ぜ
な
ら
ば
、

親
鸞
に
お
け
る
「
真
実
の
行
信
」
の
根
柢
に
は
阿
弥
陀
如
来
か
ら
回

向
さ
れ
る
「
仏
心
」
が
つ
ね
に
は
た
ら
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
仏

心
」
は
「
覚
な
る
心
」（「
覚
心
」）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ

凡
夫
が
「
真
実
の
行
信
」
獲
得
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
「
凡
心
」
の

根
柢
に
「
仏
心
」
が
回
向
さ
れ
る
と
い
う
宗
教
的
事
実
は
、
わ
れ
わ

れ
の
「
凡
心
」
の
う
ち
に
阿
弥
陀
如
来
の
「
仏
心
」
で
あ
る
「
覚
心
」

が
芽
生
え
て
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
七
覚
支
」
が
悟
り
へ
と
導

く
要
素
で
あ
る
な
ら
ば
、「
凡
心
」
の
根
柢
に
開
発
さ
れ
た
「
仏
心
」

な
る
「
覚
心
」
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
が
悟
り
へ
と
導
か
れ
る

人
や
物
を
差
別
し
な
い
。「
捨
」
は
修
行
実
践
上
に
お
け
る
重
要
な

精
神
作
用
で
あ
る
。
行
者
が
つ
ね
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

心
相
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
を
悟
り
（
覚bodhi

）
へ
と
教
導
し
て
い

く
行
道
を
構
成
す
る
根
本
契
機
（
支aṅga

）（
要
素
）
を
「
覚
支
」

bodhyaṅga

（「
覚
分
」「
菩
提
分
」
と
も
訳
さ
れ
る
）
と
い
う
が
、

原
始
仏
典
に
頻
繁
に
説
か
れ
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
七
つ
の

要
素
「
七
覚
支
」（
念
・
択ち

ゃ
く
ほ
う法
・
精
進
・
喜
・
軽き

ょ
う
あ
ん安
・
定
・
捨
）
が

あ
る
と
し
、
最
後
の
第
七
番
目
に
「
捨
」
が
お
か
れ
て
い
る
。

「
七
覚
支
」
は
、
入
初
地
品
に
お
け
る
「
如
来
の
家
に
入
る
」
と

い
う
初
歓
喜
地
の
宗
教
経
験
を
分
析
し
考
察
す
る
上
に
お
い
て
も
重

要
で
あ
り
、
さ
ら
に
親
鸞
が
「
行
文
類
」
大
行
釈
に
お
い
て
「
行
信

利
益
」
を
自
釈
し
て
、

し
か
れ
ば
真
実
の
行
信
を
獲
れ
ば
、
心
に
歓
喜
多
き
が
ゆ
ゑ

に
、
こ
れ
を
歓
喜
地
と
名
づ
く
。
こ
れ
を
初
果
に
喩
ふ
る
こ
と

は
、
初
果
の
聖
者
、
な
ほ
睡
眠
し
懶
堕
な
れ
ど
も
二
十
九
有
に

至
ら
ず
。
い
か
に
い
は
ん
や
十
方
群
生
海
、
こ
の
行
信
に
帰
命

す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
は
ず
。
ゆ
ゑ
に
阿
弥
陀
仏
と
名
づ
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ま
た
五
念
門
行
―
礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
回
向
―
の
体

系
に
お
い
て
も
、
観
察
行
は
讃
嘆
門
―
「
天
親
菩
薩
、
い
ま
、「
尽

十
方
無
礙
光
如
来
」
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
か
の
如
来
の
名
に

よ
り
、
か
の
如
来
の
光
明
智
相
の
ご
と
く
讃
嘆
す
る
な
り
。
ゆ
ゑ
に

知
り
ぬ
、
こ
の
句
は
こ
れ
讃
嘆
門
な
り
」
―
に
対
し
て
中
心
的
位
置

づ
け
で
は
な
い
（
元
来
、
五
念
門
行
に
お
い
て
は
作
願
・
観
察
が
実

践
行
と
し
て
は
核
心
的
位
置
を
し
め
る
で
あ
ろ
う
）。
そ
れ
を
さ
ら

に
展
開
さ
せ
た
五
正
行
―
読
誦
・
観
察
・
礼
拝
・
称
名
・
讃
歎
供
養

―
の
体
系
に
お
い
て
も
、
行
に
二
種
あ
る
な
か
雑
行
と
の
対
立
的
な

概
念
と
し
て
正
行
が
あ
り
、
正
行
の
な
か
を
さ
ら
に
二
種
に
わ
け
て

「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
、
行
住
坐
臥
、
不
問
時
節
久
近
、
念
念
不
捨

者
」
と
い
わ
れ
る
一
心
専
念
弥
陀
名
号
こ
そ
が
、「
正
定
之
業
」
と

名
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
順
彼
仏
願
故
」
な
る
が
ゆ
え
で

あ
る
。
も
し
「
礼
誦
等
」
に
依
る
な
ら
ば
、す
な
わ
ち
名
づ
け
て
「
助

業
」
と
な
し
、
こ
れ
ら
二
種
の
「
正
助
二
行
」
を
除
く
以
外
の
自
余

の
「
諸
善
」
は
こ
と
ご
と
く
「
雑
行
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

「
正
助
二
行
」
を
修
す
る
と
き
は
、
そ
の
「
心
」
は
常
に
「
親
近
」

要
素
と
し
て
も
「
七
覚
支
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
五
覚
支
の
「
軽
安
」
な
る
心
理
作
用
は
、わ
れ
わ
れ
を
第
六
「
覚

支
」
の
「
定
」sam

ādhi, sam
āhita, sam

āpatti

へ
と
導
入
せ
し
め
て

い
く
場
を
準
備
す
る
で
あ
ろ
う
。「
定
」
は
凡
夫
存
在
で
あ
る
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
は
最
初
か
ら
不
可
能
で
あ
り
無
縁
の
ご
と
く
に
受
け

止
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
浄
土
真
宗
が
仏
教
で
あ
る
か
ぎ
り
重
視

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
覚
支
」
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。「
定
」
は
い
わ
ゆ
る
三
昧
の
こ
と
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
に
お

い
て
も「
定
」は「
念
仏
三
昧
」と
し
て
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
。

念
仏
三
昧
以
外
に
も
、
普
等
三
昧
、
般
舟
三
昧
、
観
仏
三
昧
、

一
行
三
昧
、
月
愛
三
昧
、
首
楞
厳
三
昧
、
報
生
三
昧
、
奢
摩
他
寂
静

三
昧
、
真
如
三
昧
な
ど
、
親
鸞
撰
述
全
体
を
通
じ
て
現
れ
る
。
そ
れ

ら
の
三
昧
の
中
で
、念
仏
三
昧
が
核
心
的
な
三
昧
で
あ
る
。
た
だ「
定

散
二
善
」が
要
門
位
な
る
自
力
修
善
の
諸
行
と
見
な
さ
れ
る
関
係
で
、

い
わ
ゆ
る
教
条
的
ド
グ
マ
の
体
系
に
お
い
て
、
形
式
的
に
教
義
上
廃

さ
れ
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
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名
行
が
本
来
発
揮
す
る
だ
ろ
う
無
限
定
で
無
尽
蔵
な
る
出
世
間
的
意

義
は
脆
弱
な
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
。

初
歓
喜
地
に
お
い
て
「
如
来
の
家
に
入
る
」
と
い
う
宗
教
経
験

を
分
析
的
に
考
察
す
る
場
合
、「
七
覚
支
」
の
第
六
「
覚
支
」
で
あ

る
「
定
」
は
、
讃
嘆
門
行
・
称
名
行
に
対
す
る
な
ら
ば
、
観
察
門
行

に
近
似
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
定
」
が
三
昧
で
あ
り
、
と

く
に
念
仏
三
昧
を
指
す
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、「
定
」
は
ま
さ
し
く

讃
嘆
門
行
・
称
名
行
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
否
、

念
仏
三
昧
は
讃
嘆
門
行
で
あ
り
称
名
行
で
あ
る
と
同
定
で
き
る
で
あ

ろ
う
し
、
む
し
ろ
親
鸞
が
開
顕
し
た
弘
願
念
仏
こ
そ
念
仏
三
昧
の
真

実
義
で
あ
り
、
念
仏
三
昧
の
大
乗
根
本
義
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
「
念
仏
三
昧
」
と
い
う
教
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
弘
願

念
仏
を
表
象
す
る
如
何
な
る
真
実
義
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を

『
教
行
信
証
』
に
基
づ
い
て
考
察
し
た
い
。

し
「
憶
念
」
す
る
こ
と
が
「
不
断
」
で
あ
り
、
名
づ
け
て
「
無
間
」

と
な
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
も
し
「
雑
行
」
を
行
じ
る
と
き
は
、
す

な
わ
ち
「
心
」
は
常
に
「
間
断
」
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
そ

の
よ
う
な
行
を
修
行
し
て
「
回
向
得
生
」
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
と

も
、
す
べ
て
「
疎
雑
之
行
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
五
念
門
行
・
五
正
行
の
教
義
体
系
に
お
い
て
、

讃
嘆
門
行
・
称
名
行
が
往
生
行
の
核
心
的
な
根
本
行
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
讃
嘆
門
行
・
称
名

行
を
除
く
他
の
四
念
門
行
・
四
正
行
が
軽
視
さ
れ
、
あ
る
い
は
ま
し

て
い
わ
ん
や
無
視
さ
れ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
断
じ
て
な
い
。
讃

嘆
門
行
が
真
に
讃
嘆
門
行
と
し
て
成
り
立
つ
の
は
五
念
門
行
全
体
の

な
か
に
お
い
て
で
あ
り
、
他
の
四
念
門
行
か
ら
隔
絶
し
て
は
、
讃
嘆

門
行
の
う
ち
に
ひ
め
ら
れ
て
い
る
実
践
的
宗
教
経
験
の
意
義
が
浅
薄

な
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
。
同
様
に
称
名
行
が
真
に
称
名
行
と
し
て

成
り
立
つ
の
は
五
正
行
全
体
の
体
系
内
に
お
い
て
で
あ
り
、
称
名
行

を
除
く
「
前
三
後
一
」（
読
誦
・
観
察
・
礼
拝
と
讃
歎
供
養
）
と
い

わ
れ
る
四
正
行
と
は
無
関
係
な
行
と
し
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
称
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諸
仏
の
果
徳
、
無
量
深
妙
の
境
界
、
神
通
解
脱
ま
し
ま
す
。
こ

れ
凡
夫
の
所
行
の
境
界
に
あ
ら
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
父
の
王
を
勧

め
て
念
仏
三
昧
を
行
ぜ
し
め
た
て
ま
つ
る
。

と
い
う
の
で
あ
る
。
真
如
実
相
第
一
義
空
は
ま
さ
し
く
諸
仏
の
果
徳

で
あ
っ
て
無
量
深
妙
の
境
界
で
あ
り
、
神
通
解
脱
の
世
界
で
あ
る
。

と
う
て
い
凡
夫
所
行
の
境
界
で
は
な
い
。
そ
こ
で
凡
夫
存
在
の
浄
飯

王
に
は
そ
の
機
根
に
相
応
す
る
行
で
あ
る
念
仏
三
昧
を
勧
め
た
の
だ

と
い
う
の
が
釈
尊
の
意
図
で
あ
る
。

こ
の
段
階
で
い
え
る
事
柄
は
、
た
と
え
念
仏
三
昧
は
凡
夫
所
行

の
行
で
あ
ろ
う
と
も
、
釈
尊
ご
自
身
が
上
述
の
ご
と
き
反
問
し
た
父

王
の
浄
飯
王
の
実
践
可
能
な
所
行
と
し
て
念
仏
三
昧
を
勧
め
た
こ
と

に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
る
意
義
は
、
念
仏
三
昧
に
よ

っ
て
浄
飯
王
の
得
ら
れ
る
果
徳
が
真
如
実
相
第
一
義
空
と
い
う
仏

地
の
果
徳
に
も
究
竟
的
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。そ

こ
で
凡
夫
で
も
実
践
で
き
る
念
仏
三
昧
に
は
如
何
な
る
利
益

が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
よ
く
「
菩
提
心
の
な
か
に

（
一
）
真
如
実
相
第
一
義
空
と
念
仏
三
昧

「
行
文
類
」
大
行
釈3

に
『
安
楽
集
』
巻
上 

第
一
大
門 「
宗
旨
不
同
」

か
ら
引
用
し
た
文4

の
な
か
で
、
さ
ら
に
『
観
仏
三
昧
経
』
が
引
用
さ

れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
釈
尊
と
釈
尊
の
父
浄
飯
王
と
の
あ
い
だ
で
つ

ぎ
の
よ
う
な
対
話
が
な
さ
れ
て
い
る
。
釈
尊
が
浄
飯
王
に
「
念
仏
三

昧
」
を
行
ず
る
よ
う
に
勧
め
た
こ
と
に
対
し
て
、
浄
飯
王
は
、

仏
地
の
果
徳
、
真
如
実
相
、
第
一
義
空
、
な
に
に
よ
り
て
か
弟

子
を
し
て
こ
れ
を
行
ぜ
し
め
ざ
る
。

と
、
釈
尊
の
勧
め
に
対
し
て
あ
る
種
の
不
満
を
も
ら
す
。

仏
地
の
果
徳
と
い
う
境
位
は
真
如
実
相
第
一
義
空
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
た
い
な
ぜ
弟
子
を
し
て
第
一
義
空
に
諦
達
で
き

る
よ
う
な
行
を
直
截
に
勧
め
な
い
の
で
あ
る
か
、
と
。
浄
飯
王
の
不

満
の
背
後
に
は
、
念
仏
三
昧
な
ど
の
ご
と
き
容
易
な
修
行
で
は
第
一

義
空
な
る
仏
地
の
果
徳
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ぜ
も
っ
と
高

度
な
修
行
を
勧
め
な
い
の
で
あ
る
か
、と
い
う
修
行
に
つ
い
て
勝
劣
・

高
低
の
判
断
評
価
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
釈
尊
は
浄
飯
王
に
そ
の
理
由
を
述
べ
て
、
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ら
れ
る
よ
う
な
宗
教
経
験
は
、
ま
さ
し
く
真
如
実
相
第
一
義
空
へ
と

究
竟
的
必
然
的
に
至
ら
し
め
ら
れ
る
大
乗
菩
薩
道
の
真
実
な
る
行
者

が
、
た
と
え
凡
夫
で
あ
ろ
う
と
も
、
現
実
に
体
験
す
る
宗
教
経
験
内

容
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
念
仏
三
昧
と
い
う

実
践
行
の
う
ち
に
本
来
的
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
根
本
契
機
で
あ
り
、

念
仏
三
昧
の
行
者
が
か
か
る
根
本
契
機
に
よ
っ
て
究
竟
的
必
然
的
に

仏
果
に
至
ら
し
め
ら
れ
る
境
位
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
境
位
こ
そ
実

は
正
定
聚
位
と
呼
ば
れ
る
位
相
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
念
仏
三
昧
は
、
こ
れ
真
の
無
上
深
妙
の
門
な
り

「
行
文
類
」
大
行
釈
、
六
字
釈
直
後
に
唐
代
法
照
の
撰
著
『
浄
土

五
会
念
仏
略
法
事
儀
讃
』
が
引
用
さ
れ
る5

。
引
文
最
初
に
、

そ
れ
如
来
、
教
を
設
け
た
ま
ふ
に
、
広
略
、
根
に
随
ふ
。
つ
ひ

に
実
相
に
帰
せ
し
め
ん
と
な
り
。真
の
無
生
を
得
ん
も
の
に
は
、

た
れ
か
よ
く
こ
れ
を
与
へ
ん
や
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
如
来
に
よ
る
説
法
が
、詳
細
に
説
か
れ
る
か
（
広
）

簡
略
に
説
か
れ
る
か
（
略
）、
ま
さ
し
く
聞
法
す
る
者
の
素
質
能
力

念
仏
三
昧
」
を
行
ず
る
な
ら
ば
、

一
切
の
悪
神
、
一
切
の
諸
障
、
こ
の
人
を
見
ず
。
も
ろ
も
ろ
の

処
処
に
随
ひ
て
よ
く
遮
障
す
る
こ
と
な
き
な
り
。

と
い
う
。
念
仏
三
昧
の
利
益
は
身
体
を
隠
し
他
人
に
は
見
え
な
い
よ

う
に
す
る
「
翳え

い
し
ん
や
く

身
薬
」
に
譬
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

よ
く
こ
の
念
仏
三
昧
を
念
ず
る
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
一
切
三
昧

の
な
か
の
王
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。

と
念
仏
三
昧
を
三
昧
中
の
最
高
位
に
位
置
づ
け
て
い
る
。「
一
切
三

昧
の
な
か
の
王
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
念
仏
三
昧
を
念
ず
れ
ば
そ

の
他
の
す
べ
て
の
三
昧
が
成
就
さ
れ
る
に
も
等
し
い
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
念
仏
三
昧
が
翳
身
薬
に
譬
え
ら
れ
三
昧
中
の
王

と
も
讃
え
ら
れ
た
こ
と
は
い
っ
た
い
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

如
何
な
る
場
所
と
時
間
に
お
か
れ
よ
う
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
悪
神
・

諸
障
に
よ
っ
て
全
く
さ
え
ぎ
ら
れ
ず
障
害
が
い
っ
さ
い
皆
無
で
あ

り
、
さ
ら
に
す
べ
て
の
三
昧
が
念
仏
三
昧
に
お
い
て
根
元
的
に
成
就

す
る
と
い
う
境
位
に
念
仏
三
昧
を
実
践
す
る
行
者
が
み
ち
び
き
い
れ
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し
て
い
る
ご
と
く
に
お
も
わ
れ
る
。「
真
の
無
上
深
妙
の
門
」
と
い

う
表
現
に
は
か
か
る
絶
対
普
遍
性
の
深
義
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い

え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
念
仏
三
昧
の
法
門
を
具
体
的
に
述
べ
て
、

弥
陀
法
王
四
十
八
願
の
名
号
を
も
つ
て
、
焉こ

こ

に
仏
、
願
力
を
事

と
し
て
衆
生
を
度
し
た
ま
ふ6

。

と
い
う
。
こ
こ
か
ら
は
念
仏
三
昧
が
な
ぜ
「
真
の
無
上
深
妙
の
門
」

と
い
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
宗
教
経
験
が
深
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の

諸
事
実
を
あ
き
ら
か
に
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
実
を
列

挙
す
れ
ば
以
下
の
ご
と
く
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

１ 

三
昧
海
に
お
け
る
釈
尊

父
王
浄
飯
王
に
対
し
て
、

い
ま
座
禅
し
て
た
だ
ま
さ
に
念
仏
す
べ
し
。
あ
に
離
念
に
同
じ

て
無
念
を
求
め
ん
や
。
生
を
離
れ
て
無
生
を
求
め
ん
や
。
相
好

を
離
れ
て
法
身
を
求
め
ん
や
。
文
を
離
れ
て
解
脱
を
求
め
ん

や7
。

に
順
応
し
て
な
さ
れ
る
と
い
う
対
機
説
法
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
提

示
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
広
略
機
根
の
差
別
に
即
応
し
て
説
か

れ
る
如
来
説
法
の
根
本
意
図
は
、
広
略
と
も
に
畢
竟
じ
て
、
如
何
な

る
素
質
能
力
に
優
劣
が
あ
ろ
う
と
も
、
い
っ
さ
い
の
衆
生
を
平
等
に

「
実
相
」に
帰
せ
し
め
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う「
実
相
」

と
は
前
項
で
釈
尊
の
父
王
浄
飯
王
が
反
問
し
た
な
か
で
言
及
し
た
と

こ
ろ
の
真
如
実
相
第
一
義
空
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
「
真
の
無

生
を
得
ん
も
の
に
は
、
た
れ
か
よ
く
こ
れ
を
与
へ
ん
や
。」
と
い
う
。

真
実
究
竟
な
る
「
無
生
」
で
あ
る
真
如
実
相
第
一
義
空
を
覚
っ
た
者

に
対
し
て
は
、
い
っ
た
い
誰
が
、
広
略
随
根
し
て
説
か
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
な
教
法
を
施
与
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。

し
か
る
に
今
釈
尊
に
よ
っ
て
浄
飯
王
に
勧
め
ら
れ
る「
念
仏
三
昧
」

な
る
教
法
は
、
広
略
随
根
し
て
説
か
れ
る
機
根
差
別
に
呼
応
す
る
ご

と
き
相
対
的
で
個
別
的
な
教
法
で
は
な
く
、「
真
の
無
上
深
妙
の
門
」

と
呼
ば
れ
る
べ
き
、
も
っ
と
も
根
源
的
な
境
位
に
あ
っ
て
、
個
と
し

て
の
教
法
す
べ
て
に
通
底
し
個
別
の
教
法
を
し
て
真
に
個
別
の
教
法

な
ら
し
め
る
よ
う
な
絶
対
普
遍
の
「
仏
法
」
で
あ
る
と
法
照
は
暗
示
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い
て
は
両
者
と
も
ま
っ
た
く
「
一
」
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
こ
と
は
釈
迦
如
来
と
阿
弥
陀
如
来
、
穢
土
と
浄
土
が
不
一
不

二
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
あ
き
ら
か
に
し
て
い

る
。
歴
史
的
仏
陀
で
あ
る
釈
迦
如
来
と
絶
対
普
遍
的
根
元
的
仏
陀
で

あ
る
阿
弥
陀
如
来
が
、
十
方
す
べ
て
の
衆
生
を
利
益
し
よ
う
と
す
る

こ
と
に
お
い
て
ひ
と
し
く
「
一
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

「
一
」
は
単
に
二
が
一
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
存
在
論
的
に

釈
迦
如
来
の
存
在
は
阿
弥
陀
如
来
の
自
己
否
定
的
限
定
と
し
て
の
具

現
的
に
自
己
表
現
し
て
行
く
中
心
的
動
的
統
一
で
あ
り
一
つ
の
焦
点

で
あ
る
。
宇
宙
に
お
け
る
太
陽
の
広
大
無
限
な
る
光
が
、
一
惑
星
の

地
球
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
レ
ン
ズ
の
焦
点
に
集
光
さ
れ
る
ご
と
く
、

阿
弥
陀
如
来
の
無
量
光
は
歴
史
的
仏
陀
で
あ
る
釈
迦
如
来
の
存
在
を

焦
点
と
し
て
そ
こ
に
集
光
す
る
。

わ
れ
わ
れ
が
存
在
し
て
い
る
娑
婆
世
界
に
お
い
て
は
、
釈
迦
如
来

の
存
在
の
う
ち
に
集
光
し
た
阿
弥
陀
如
来
の
無
量
光
は
、
釈
迦
如
来

の
焦
点
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
存
在
を
焦
点
と
し
て
そ
こ

に
集
光
す
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
無
量
光
が
娑
婆
世
界
の
う
ち
に
集
光

と
念
仏
三
昧
を
勧
め
た
釈
尊
自
身
は
「
つ
ね
に
三
昧
海
の
な
か
に

し
て
、
網
綿
の
手
を
挙
げ
た
ま
ひ
て
」
説
か
れ
た
。
こ
れ
は
釈
尊
自

身
が
念
仏
三
昧
の
う
ち
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
網
綿
の
手
」
が
一
切
衆
生
ひ
と
り
残
ら
ず
悟
り
へ
至
ら
し
め
る

こ
と
を
譬
え
て
い
る
。こ
こ
に
と
く
に
い
わ
れ
て
い
る「
三
昧
海
」は
、

聞
法
者
の
父
王
浄
飯
王
が
念
仏
三
昧
を
実
践
す
る
と
き
説
法
者
の
釈

尊
と
同
一
世
界
境
位
に
実
存
し
て
い
る
こ
と
を
表
象
し
て
い
る
。

２  

釈
迦
如
来
と
阿
弥
陀
如
来
、
穢
土
と
浄
土
が
不
一
不
二 

の
関
係

「
至
理
の
真
法8

」
と
い
う
仏
覚
自
体
は
、「
一
如
」
で
あ
っ
て
衆
生

を
教
化
し
利
益
す
る
。
し
か
し
現
実
世
界
に
お
い
て
実
存
的
に
は
、

如
来
が
起
し
た
も
う
弘
誓
が
各
別
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
の
歴
史
的
仏
陀
で
あ
る
釈
迦
如
来
は
濁
世
に
応
生
し
、
阿
弥

陀
如
来
は
浄
土
に
出
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
両
如
来
が
そ
れ

ぞ
れ
出
現
さ
れ
る
世
界
は
「
穢
浄
両
殊
」
で
は
あ
る
。
穢
土
と
浄
土

と
の
違
い
は
明
白
で
あ
る
が
、「
利
益
斉
一
」
で
あ
る
。
利
益
に
お
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御
な
な
り
。

と
釈
し
、「
は
な
は
だ
分
明
」
と
は
、

十
方
一
切
衆
生
を
こ
と
ご
と
く
た
す
け
み
ち
び
き
た
ま
ふ
こ

と
、
あ
き
ら
か
に
わ
か
ち
す
ぐ
れ
た
ま
へ
り
と
な
り
。

と
い
う
親
鸞
独
特
の
理
解
が
提
示
さ
れ
る
。
と
く
に
「
分
」
に
つ
い

て
「
わ
か
つ
と
い
ふ
、
よ
ろ
づ
の
衆
生
ご
と
に
と
わ
か
つ
こ
こ
ろ
な

り
」
と
、
十
方
衆
生
の
一
人
一
人
を
こ
と
ご
と
く
分
け
、
個
と
し
て

の
自
己
存
在
が
自
己
否
定
的
に
あ
ら
わ
と
な
る
存
在
の
在
処
で
あ
る

宗
教
的
実
存
の
根
元
に
お
い
て
、
如
来
の
尊
号
は
「
一
切
衆
生
を
し

て
無
上
大
般
涅
槃
に
い
た
ら
し
め
た
ま
ふ
大
慈
大
悲
の
ち
か
ひ
の
御

な
」
の
「
活
動
」
で
あ
る
と
親
鸞
は
捉
え
る
。

「
十
方
世
界
に
あ
ま
ね
く
流
行
せ
し
む
」
の
文
の
う
ち
に
、
親

鸞
は
鋭
い
慧
眼
を
も
っ
て
、

大
小
の
聖
人
・
善
悪
の
凡
夫
、
み
な
と
も
に
自
力
の
智
慧
を
も

つ
て
は
大
涅
槃
に
い
た
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
無
碍
光
仏
の
御
か

た
ち
は
、
智
慧
の
ひ
か
り
に
て
ま
し
ま
す
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
仏
の

智
願
海
に
す
す
め
入
れ
た
ま
ふ
な
り
。
一
切
諸
仏
の
智
慧
を
あ

す
る
焦
点
こ
そ
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
が
自
己
存
在
の
根
源
に
お
い
て
名
号
を
専
称
す

る
念
仏
三
昧
の
「
行
」
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
焦
点
が
わ
れ
わ
れ
存
在

の
う
ち
に
形
成
さ
れ
現
成
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
無
量
光
を
そ
の
焦
点

に
集
光
せ
し
め
る
行
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

３  

は
な
は
だ
分
明
に
し
て
十
方
世
界
に
あ
ま
ね
く
流
行 

せ
し
む
如
来
の
尊
号

『
称
讃
浄
土
経
』
に
基
づ
い
て
法
照
が
名
号
に
つ
い
て
頌
し
た
著

名
な
偈
が
引
用
さ
れ
る
。
そ
の
句
に
、

如
来
の
尊
号
は
、
は
な
は
だ
分
明
な
り
。
十
方
世
界
に
あ
ま
ね

く
流
行
せ
し
む
。
た
だ
名
を
称
す
る
の
み
あ
り
て
、
み
な
往
く

こ
と
を
得9

。

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
親
鸞
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
詳
細
な
註
解

を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。「
如
来
の
尊
号
」
は
、

不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
に
ま
し
ま
し
て
、
一
切
衆
生
を
し
て

無
上
大
般
涅
槃
に
い
た
ら
し
め
た
ま
ふ
大
慈
大
悲
の
ち
か
ひ
の
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な
に
も
の
を
か
こ
れ
を
名
づ
け
て
正
法
と
す
る
。
も
し
道
理
に

よ
ら
ば
こ
れ
真
宗
な
り
。

と
い
う
命
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
わ
れ
る
「
真
宗
」the true 

essence of the teaching

と
い
う
概
念
は
如
何
な
る
仏
法
で
あ
れ
、

そ
れ
が
「
道
理
」truth

に
相
応
し
て
い
る
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の
か
ぎ
り
す
べ
て
「
真
宗
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
「
正
法
」
で
あ
る
こ

と
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
真
宗
」
は
絶

対
普
遍
的
な
「
道
理
」
を
根
拠
と
す
る
概
念
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

仏
法
が
「
真
宗
」
と
呼
ば
れ
る
か
ぎ
り
そ
の
敎
法
は
「
道
理
」
に
即

応
し
「
道
理
」
を
表
象
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
照
に

よ
れ
ば
、
道
理
・
正
法
・
真
宗
は
根
元
的
に
「
一
」
で
あ
り
、
そ
れ

は
絶
対
普
遍
の
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
か
か
る

「
一
」
が
仏
教
的
行
と
し
て
具
現
化
し
た
行
体
系
が
「
念
仏
三
昧
」

で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５ 

正
法
よ
く
世
間
を
超
出
す

さ
ら
に
法
照
は
つ
づ
け
て
重
要
な
事
柄
を
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は

つ
め
た
ま
へ
る
御
か
た
ち
な
り
。
光
明
は
智
慧
な
り
と
し
る
べ

し
と
な
り0

。

と
い
う
深
義
を
見
破
す
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
親
鸞
の
解
釈
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
「
如
来
の
尊

号
」
を
念
称
す
る
行
法
で
あ
る
「
念
仏
三
昧
」
が
、
念
称
す
る
主
体

た
る
わ
れ
わ
れ
凡
夫
の
自
己
存
在
の
根
元
的
在
処
に
お
い
て
如
何
な

る
宗
教
経
験
を
具
体
的
に
開
示
し
て
く
る
の
か
、『
唯
信
鈔
文
意
』

の
釈
義
を
通
し
て
、よ
り
鮮
明
に
具
体
的
に
忖
度
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

４ 

念
仏
三
昧
こ
れ
真
宗
な
り

「
念
仏
三
昧
こ
れ
真
宗
な
りa

。」
と
は
、
法
照
が
自
著
『
浄
土
五
会

念
仏
略
法
事
儀
讃
』
の
な
か
で
『
仏
本
行
経
』
に
基
づ
い
て
頌
し
た

偈
の
著
名
な
一
句
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
単
刀
直
入
に

「
念
仏
三
昧
」
こ
そ
真
宗
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
文
は
な
い
で
あ

ろ
う
。実
は
こ
の
文
の
前
段
に
お
い
て
法
照
は
い
っ
た
い
な
に
が「
正

法
」the right dharm

a

で
あ
る
か
を
前
提
命
題
と
し
て
か
か
げ
て

い
る
。
そ
れ
が
、
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と
を
開
覚
せ
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
さ
し
く
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人

が
虚
仮
不
実
な
る
世
俗
世
間
を
超
え
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ

に
、
教
法
が
「
正
法
」
と
呼
ば
れ
「
道
理
」
が
現
成
し
「
真
宗
」
が

体
現
さ
れ
る
。

ひ
き
つ
づ
き
法
照
は
「
持
戒
・
座
禅
を
正
法
と
名
づ
く
。」
と
も

い
う
。
現
代
語
訳
で
は
「
持
戒
や
座
禅
も
正
し
い
法
と
い
う
け
れ

ど
も
」
と
訳
し
、
英
訳
で
はH

ow
 can precepts and m

editation be 

the right dharm
a?

と
反
語
的
疑
問
文
で
表
現
し
て
い
る
。
原
文
は

英
訳
に
近
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
。
文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
上
記
の

「
好
悪
今
の
時
す
べ
か
ら
く
決
択
す
べ
し
。」
と
い
う
「
今
の
時
」
が

す
で
に
持
戒
・
座
禅
と
い
う
行
法
を
「
正
法
」
と
は
言
い
が
た
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。「
今
の
時
」
に
お
け
る
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
は
、
持
戒
・
座
禅
は
も
は
や
「
よ
く
世
間
を
超
出
」

せ
し
め
る
こ
と
の
で
き
る
行
法
で
は
な
く
な
っ
た
。
虚
仮
不
実
な
る

わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
を
し
て
、
そ
れ
ら
は
現
実
に
は
仏
覚
に
導
く
こ

と
の
で
き
る
よ
う
な
行
法
で
は
な
く
な
っ
た
。
か
か
る
意
味
に
お
い

て
持
戒
・
座
禅
は
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の
機
根
に
対
し
て
「
正
法
」

絶
対
普
遍
的
「
一
」
が
真
に
絶
対
普
遍
的
と
な
る
た
め
に
は
、「
一
」

は
か
な
ら
ず
歴
史
的
時
間
の
う
ち
に
現
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
「
好
悪
今
の
時
す
べ
か
ら
く
決
択
す
べ
し
。
一
々
に
子
細

朦も
う
り
ょ
う
朧
す
る
こ
と
な
か
れ
。」
と
い
う
歴
史
的
世
界
へ
の
要
請
で
あ
る
。

「
今
の
時
」
と
は
如
何
な
る
時
代
に
存
在
し
よ
う
と
も
、
わ
れ
わ
れ

一
人
一
人
が
宗
教
的
実
存
に
お
い
て
歴
史
内
生
死
に
直
面
す
る
刹
那

を
指
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
刹
那
に
教
法
の
「
好
悪
」
を
し
っ
か

り
と
「
決
択
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
法
照
は
強
調
す
る
の
で
あ

る
。
だ
が
た
だ
「
決
択
」
す
る
の
み
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
。
そ

の
う
え
「
一
々
に
子
細
朦
朧
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
。
一
つ
一

つ
子
細
な
る
点
ま
で
も
厳
密
に
「
聞
思
」
熟
慮
し
、
け
っ
し
て
曖
昧

模
糊
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
い
っ
た

い
な
に
を
法
照
は
い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

法
照
の
真
意
は
「
正
法
よ
く
世
間
を
超
出
す
。」
と
い
う
文
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。「
正
法
」
は
、「
念
仏
三
昧
」
を
念
称
し
実
践
す
る

わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
宗
教
的
実
存
の
根
元
的
在
処
に
お
い
て
、
わ

れ
わ
れ
が
現
実
に
生
き
る
世
界
は
生
死
虚
妄
の
世
俗
世
界
で
あ
る
こ
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律
」
の
教
法
自
体
が
「
正
法
」
で
は
な
い
と
い
う
の
で
は
断
じ
て
な

い
。
像
法
・
末
法
と
い
う
「
今
の
時
」
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存

在
の
機
根
に
と
っ
て
は
も
は
や
「
正
法
」
と
い
う
本
来
的
な
意
味
と

機
能
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
こ
と
に
「
念
仏
三
昧
こ
れ
真
宗
な
り
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
法
照
は
こ
の
文
に
つ
づ
い
て,

性
を
見
、
心
を
了さ

と

る
は
す
な
は
ち
こ
れ
仏
な
り
。
い
か
ん
が
道

理
相
応
せ
ざ
ら
ん
。

と
い
う
。
こ
の
文
は
は
た
し
て
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。「
見

性
了
心
」
と
は
自
己
本
具
の
心
性
を
徹
見
し
、
そ
こ
に
実
相
を
見
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
真
如
実
相
第
一
義
空
を
如
実
知
見
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
は
自
己
存
在
の
在
処
に
仏
性
を
顕
現
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
ま
さ
し
く
仏
覚
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
を
法
照
は「
便
是
仏
」

と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の
根
機
を
し
て
「
見
性

了
心
」
せ
し
め
仏
覚
存
在
た
ら
し
め
る
「
念
仏
三
昧
」
こ
そ
、
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
の
「
正
法
」
で
あ
り
「
真
宗
」
で
あ
り
、
さ
き
に
見

て
き
た
ご
と
く
「
道
理
」
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

と
は
名
づ
け
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に「
禅
・
律
い
か
ん
ぞ
こ
れ
正
法
な
ら
ん
。」

と
後
に
い
う
。

し
た
が
っ
て
、「
今
の
時
」
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
に
と

っ
て
は
、
ま
さ
し
く
「
念
仏
成
仏
は
こ
れ
真
宗
な
り
。」
と
法
照
は

高
唱
す
る
の
で
あ
る
。「
念
仏
三
昧
」
の
一
行
こ
そ
わ
れ
わ
れ
凡
夫

存
在
が
成
仏
す
る
こ
と
の
で
き
る
行
道
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
は
真
実
な
る
「
正
法
」（
真
宗
）
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
仏
の
言
葉
を
真
実
と
受
諾
し
な
い
よ
う
な
教
法
は
「
外

道
」
と
名
づ
く
。「
正
法
」
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
「
因
果
」

の
法
理
を
否
定
す
る
見
解
で
あ
っ
て
空
虚
な
る
立
場
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
正
法
」
は
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
を
し
て
よ
く
生

死
流
転
の
迷
妄
世
界
を
超
脱
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味

で
「
正
法
」
は
「
世
間
を
超
出
す
」
と
い
う
。「
今
の
時
」
に
生
死

流
転
せ
る
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
を
し
て
世
間
を
超
出
せ
し
め
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
「
禅
・
律
」
の
教
法
が
「
い
か
ん
ぞ
こ
れ
正
法

な
ら
ん
」。
ど
う
し
て
「
正
法
」
と
い
わ
れ
よ
う
か
。
し
か
し
、「
禅
・
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で
あ
っ
て
、『
大
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』
に
は
出
て
来
な
い
。
二

回
は
第
八
像
観
と
第
九
真
身
観
に
そ
れ
ぞ
れ
一
回
づ
つ
で
あ
る
。

１ 

諸
仏
如
来
は
こ
れ
法
界
身
な
り

先
ず
、
第
八
像
観
の
「
念
仏
三
昧
」
を
考
察
す
る
場
合
、
重
要
な

事
柄
は
第
八
像
観
の
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
次
の
如
き
経
文
で
あ

る
。

諸
仏
如
来
は
こ
れ
法
界
身
な
り
。
一
切
衆
生
の
心
想
の
う
ち
に

入
り
た
ま
ふ
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
な
ん
ぢ
ら
心
に
仏
を
想
ふ
と
き
、

こ
の
心
す
な
は
ち
こ
れ
〔
仏
の
〕
三
十
二
相
・
八
十
随
形
好
な

れ
ば
、
こ
の
心
作
仏
す
、
こ
の
心
こ
れ
仏
な
り
。
諸
仏
正
遍
知

海
は
心
想
よ
り
生
ず
。こ
の
ゆ
ゑ
に
ま
さ
に
一
心
に
繋
念
し
て
、

あ
き
ら
か
に
か
の
仏
、
多
陀
阿
伽
度
・
阿
羅
訶
・
三
藐
三
仏
陀

を
観
ず
べ
しc

。

本
文
は
、『
観
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
「
如
来
」
存
在
の
形
而
上

学
的
在
り
方
を
「
聞
思
」
す
る
場
合
、
最
も
重
要
な
経
文
の
一
つ
で

あ
ろ
う
。
特
に
最
初
の
文
「
諸
仏
如
来
は
こ
れ
法
界
身
な
り
」
と
い

れ
ゆ
え
に
「
念
仏
三
昧
」
が
「
い
か
ん
が
道
理
相
応
せ
ざ
ら
ん
」
な

ど
と
い
わ
れ
よ
う
か
、「
念
仏
三
昧
」
こ
そ
道
理
相
応
の
行
法
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
三
）
浄
土
三
部
経
に
お
け
る
念
仏
三
昧

以
下
の
文
は
、『
大
無
量
寿
経
』
の
三
心
（
至
心
・
信
楽
・
欲
生
）

と
『
観
無
量
寿
経
』
の
三
心
（
至
誠
心
・
深
心
・
回
向
発
願
心
）
と

が
「
一
」
な
の
か
「
異
」
な
の
か
、
そ
の
一
異
を
そ
れ
ぞ
れ
の
経
文

を
引
用
し
つ
つ
註
解
さ
れ
る
箇
所
に
あ
ら
わ
れ
る
「
念
仏
三
昧
」
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
観
経
隠
顕
の
段
で
あ
る
。

問
ふ
。『
大
本
』（
大
経
）
の
三
心
と
『
観
経
』
の
三
心
と
一
異

い
か
ん
ぞ
や
。（
中
略
）「
於
現
身
中
得
念
仏
三
昧
」
と
い
へ
り
、

す
な
は
ち
こ
れ
定
観
成
就
の
益
は
、
念
仏
三
昧
を
獲
る
を
も
つ

て
観
の
益
と
す
る
こ
と
を
顕
す
。
す
な
は
ち
観
門
を
も
つ
て
方

便
の
教
と
せ
る
な
りb

。

実
は
正
依
の
浄
土
三
部
経
全
体
に
お
い
て
は
、「
念
仏
三
昧
」
と

い
う
概
念
は
二
回
ほ
ど
あ
ら
わ
れ
る
。
二
回
と
も
『
観
無
量
寿
経
』
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と
、
対
象
を
照
ら
し
出
す
光
（
明
）
と
、
対
象
を
見
よ
う
と
す
る
わ

れ
わ
れ
の
視
覚
意
志
作
用（
作
意
）と
い
う
、五
つ
の
条
件
・
契
機（
因

縁
）
が
そ
ろ
っ
て
同
時
に
は
た
ら
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
経
過
に
よ
っ
て
眼
識
は
生
ず
る
。
か
か
る
全
体
の
プ
ロ
セ
ス
を
名

づ
け
て
「
眼
界
」
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
プ
ロ
セ
ス
は
、

「
眼
」
が
た
だ
自
己
独
自
の
見
る
と
い
う
認
識
作
用
に
よ
っ
て
の
み

対
象
を
視
覚
認
識
す
る
の
で
あ
っ
て
、
音
を
聞
く
あ
る
い
は
香
を
嗅

ぐ
と
い
う
認
識
作
用
な
ど
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
「
眼
」
に
よ
っ
て

識
別
で
き
る
対
象
の
み
を
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
他
の
感
覚
器
官
で

あ
る
耳
と
か
鼻
と
か
が
認
識
作
用
す
る
対
象
（
他
縁
）
は
識
別
で
き

な
い
。
こ
れ
を
「
事
別
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
眼
に

よ
っ
て
識
別
で
き
る
認
識
領
域
を
「
眼
界
」
と
い
う
。「
界
」
が
「
事

別
」
の
義
で
あ
る
と
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
諸
仏
如
来
は
こ
れ
法
界
身
な
り
」
と
は
、
曇
鸞
に
よ
れ

ば
、「
法
界
身
」
の
「
法
界
」
は
「
衆
生
の
心
法
」
を
指
す
。
ま
さ

し
く
わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
こ
そ
が
、

よ
く
世
間
も
出
世
間
も
と
も
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
一
切
の
諸
法
を

う
「
ダ
ル
マ
」
は
、
こ
れ
以
後
の
経
説
す
べ
て
に
対
す
る
根
本
の
大

前
提
で
あ
る
。そ
れ
は
す
べ
て
の「
如
来
」の
形
而
上
学
的
存
在
は「
法

界
身
」
で
あ
る
こ
と
を
基
本
命
題
と
し
て
提
示
す
る
。
阿
弥
陀
如
来

も
釈
迦
如
来
も
け
っ
し
て
例
外
で
は
な
い
。

『
浄
土
論
』
の
解
義
分
に
お
い
て
仏
の
荘
厳
功
徳
成
就
を
観
ず
る

に
八
種
の
相
が
あ
る
と
い
い
、
そ
の
第
二
の
相
と
し
て
「
荘
厳
身
業

功
徳
成
就
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
理
由
づ
け
根
拠
と
な
る
偈
頌
が
、
総

説
分
偈
頌
二
句「
相
好
光
一
尋　
色
像
超
群
生
」で
あ
る
。
こ
の「
荘

厳
身
業
功
徳
成
就
」
を
曇
鸞
は
註
解
す
る
中d

、
左
記
の
『
観
経
』
第

八
像
観
の
文
に
つ
い
て
詳
細
に
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て

考
察
し
た
い
。

先
ず
「
法
界
身
」
の
「
身
」
は
「
集
成
」
の
義
で
あ
り
、「
界
」
は
「
事

別
」の
義
で
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば「
眼
界
」を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、

わ
れ
わ
れ
が
あ
る
対
象
を
眼
を
通
し
て
認
識
す
る
場
合
、
そ
の
認
識

は
眼
識
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
眼
識
が
起
こ
っ
て
く
る
プ
ロ
セ

ス
は
、
眼
と
い
う
視
覚
器
官
（
根
）
と
、
そ
れ
が
向
か
う
対
象
で
あ

る
事
物
（
色
）
と
、器
官
と
対
象
と
の
あ
い
だ
に
広
が
る
空
間
（
空
）
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こ
の
「
身
」
は
、
諸
法
如
来
を
構
成
す
る
諸
契
機
が
「
集
成
」
し

て
、
わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
の
法
区
別
・「
事
別
」
す
な
わ
ち
「
法
界
」

と
し
て
生
起
す
る
の
で
あ
っ
て
、他
の
「
縁
」
を
「
行
ぜ
」
し
め
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
の
心
法
で
あ
る
法
界
の
う
ち
に
も
ろ

も
ろ
の
如
来
の
相
好
の
身
（
仏
身
）
を
生
ず
る
。
そ
の
よ
う
な
仏
身

を
「
法
界
身
」
と
い
い
、
諸
仏
如
来
が
法
界
身
で
あ
る
と
は
、
わ
れ

わ
れ
衆
生
の
心
法
の
う
ち
に
入
り
た
も
う
た
諸
仏
如
来
の
存
在
を
指

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
「
一
切
衆
生

の
心
想
の
う
ち
に
入
る
」
と
表
現
し
た
。

以
上
の
立
場
か
ら
、『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
、
釈
尊
が
阿

難
お
よ
び
韋
提
希
に
告
げ
た
も
う
た
「
こ
の
ゆ
ゑ
に
な
ん
ぢ
ら
心

に
仏
を
想
ふ
と
き
、
こ
の
心
す
な
は
ち
こ
れ
〔
仏
の
〕
三
十
二
相
・

八
十
随
形
好
な
れ
ば
」
と
い
う
言
葉
を
考
察
し
て
見
る
と
、
曇
鸞
は

そ
れ
に
関
し
て
以
下
の
如
く
註
解
し
て
い
る
。

衆
生
の
心
に
仏
を
想
ふ
時
に
当
り
て
、
仏
身
の
相
好
、
衆
生
の

心
中
に
顕
現
す
る
な
り
。
た
と
へ
ば
水
清
け
れ
ば
す
な
は
ち
色

像
現
ず
、
水
と
像
と
一
な
ら
ず
異
な
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
ゆ
ゑ

「
生
ず
る
」、
す
な
わ
ち
「
心
」
の
う
ち
に
「
縁
ず
る
」
こ
と
、
す
な

わ
ち
「
事
別
す
る
」・「
識
別
す
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、「
心
」
を
名

づ
け
て
「
法
界
」
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
「
諸
法
の
事
別
」・「
諸
法
の
識

別
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
切
の
諸
法
の
存
在
が
、
わ
れ
わ
れ
の

「
心
」
に
現
成
し
生
起
し
種
々
個
々
の
法
が
区
別
（「
事
別
」・「
識
別
」）

さ
れ
る
。
実
は
わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
の
う
ち
に
「
関
わ
り
」、「
縁
ず

る
」
か
ぎ
り
で
の
対
象
が
、
一
切
諸
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
と
し
て
区

別
・
識
別
さ
れ
て
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、「
諸
法
如
来
」
の
存
在
も
何
故
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
存
在
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
存
在
の
根
拠
・
実
在
性
は
、
わ
れ
わ

れ
の
「
心
」
の
「
法
界
」
が
「
よ
く
も
ろ
も
ろ
の
如
来
の
相
好
の
身

を
生
ず
」
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
諸
法
如
来
が
存
在

す
る
と
い
え
る
の
は
、こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
の
「
法
界
」

に
縁
ず
る
・
事
別
す
る
・
識
別
す
る
存
在
「
身
」
と
し
て
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
「
色
等
の
よ
く
眼
識
を
生
ず
る
が
」
如
く
で
あ
る
。

こ
の
ゆ
え
に
諸
法
如
来
の
身
と
し
て
存
在
す
る
「
仏
身
」
を
「
法
界

身
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
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の
た
め
に
害
せ
ら
る
る
も
の
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
釈
尊
は
韋
提
希

の
機
根
を
特
に
取
り
上
げ
て
「
な
ん
ぢ
は
こ
れ
凡
夫
な
り
。
心
想
羸

劣
に
し
て
、
い
ま
だ
天
眼
を
得
ざ
れ
ば
、
遠
く
観
る
こ
と
あ
た
は
ず
」

と
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
韋
提
希
に
対
し
て
は
、「
諸
仏
如
来
に

異
の
方
便
ま
し
ま
し
て
、
な
ん
ぢ
を
し
て
見
る
こ
と
を
得
し
む
」
と

い
う
。
韋
提
希
に
特
異
な
る
善
巧
方
便
が
諸
仏
如
来
に
は
あ
り
、
韋

提
希
を
し
て
阿
弥
陀
仏
の
西
方
極
楽
世
界
を
見
せ
し
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
釈
尊
の
教
法
に
対
し
て
、
韋
提
希
は
「
わ
が
ご

と
き
は
、
い
ま
仏
力
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
の
国
土
を
見
る
」
こ
と

が
で
き
る
が
、
も
し
仏
滅
後
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
等
は
「
濁
悪
不
善

に
し
て
五
苦
に
逼
め
ら
れ
ん
。
い
か
ん
し
て
か
、
ま
さ
に
阿
弥
陀
仏

の
極
楽
世
界
を
見
た
て
ま
つ
る
べ
き
」
と
再
度
問
い
返
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
釈
尊
は
「
な
ん
ぢ
お
よ
び
衆
生
、
ま
さ
に
心
を

も
つ
ぱ
ら
に
し
念
を
一
処
に
繋
け
て
、
西
方
を
想
ふ
べ
し
」
と
述
べ

て
、
定
善
第
一
の
観
で
あ
る
「
日
観
」
が
説
か
れ
る
。
そ
し
て
つ
い

に
、
第
十
三
の
観
「
雑
想
観
」
ま
で
が
説
示
さ
れ
る
。

に
仏
の
相
好
の
身
す
な
は
ち
こ
れ
心
想
と
の
た
ま
へ
る
な
りe

。

先
ず
、
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
で
は
引
用
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ

こ
に
い
う
衆
生
と
は
誰
を
指
す
の
か
と
い
え
ば
、
経
文
で
は
「
な
ん

4

4

ぢ
ら

4

4

心
に
仏
を
想
ふ
と
き
」
と
あ
る
如
く
、「
汝
ら
」
と
は
、
直
接

的
に
は
阿
難
お
よ
び
韋
提
希
で
あ
り
、
間
接
的
に
は
、
こ
れ
よ
り
以

前
に
定
善
が
説
か
れ
よ
う
と
す
る
前
提
と
し
て
、
釈
尊
は
阿
難
お
よ

び
韋
提
希
に
対
し
て
、

あ
き
ら
か
に
聴
け
、
あ
き
ら
か
に
聴
け
、
よ
く
こ
れ
を
思
念
せ

よ
。
如
来
、
い
ま
未
来
世
の
一
切
衆
生
の
、
煩
悩
の
賊
の
た
め

に
害
せ
ら
る
る
も
の
の
た
め
に
、清
浄
の
業
を
説
か
ん
。〈
乃
至
〉

い
ま
韋
提
希
お
よ
び
未
来
世
の
一
切
衆
生
を
教
へ
て
西
方
極
楽

世
界
を
観
ぜ
し
む
。
仏
力
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
、
ま
さ
に
か
の

清
浄
の
国
土
を
見
る
こ
と
、
明
鏡
を
執
り
て
み
づ
か
ら
面
像
を

見
る
が
ご
と
く
な
る
を
得
べ
しf

。

と
い
う
。

こ
れ
か
ら
も
明
瞭
な
如
く
、「
汝
ら
」
と
は
「
韋
提
希
お
よ
び
未

来
世
の
一
切
衆
生
」
で
あ
り
、
し
か
も
機
根
と
し
て
は
「
煩
悩
の
賊
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と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
一
見
不
要
と
も
見
え
る
「
汝
」
す
な
わ
ち
韋

提
希
に
対
し
て
も
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
韋
提
希
の
「
心
」
の
う
ち
に
、
心
想
羸
劣
な
凡
夫
な
ら
ば
、
と

か
く
誰
れ
の
「
心
」
に
も
起
こ
り
が
ち
な
慢
心
の
念
が
釈
尊
に
は
感

知
さ
れ
、
韋
提
希
を
も
「
仏
滅
後
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
等
」
の
一
人

と
し
て
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
と
え
韋
提
希
に
と
っ
て
は
「
仏
力
」
に
出
会
っ
て
い
る
と
は
い

え
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
を
見
た
て
ま
つ
る
に
は
、「
ま
さ
に
心

を
も
つ
ぱ
ら
に
し
念
を
一
処
に
繋
け
て
、
西
方
を
想
ふ
べ
し
」
と
、

釈
尊
は
定
善
十
三
観
を
説
法
し
た
も
う
直
前
に
要
請
さ
れ
る
の
で
あ

る
。さ

て
、
曇
鸞
の
註
解
に
も
ど
ろ
う
。『
観
無
量
寿
経
』
の
「
心
に

仏
を
想
ふ
と
き
、
こ
の
心
す
な
は
ち
こ
れ
〔
仏
の
〕
三
十
二
相
・

八
十
随
形
好
な
れ
ば
」
の
経
文
を
釈
し
て
、
曇
鸞
は
次
の
如
く
註
解

す
る
。衆

生
の
心
に
仏
を
想
ふ
時
に
当
り
て
、
仏
身
の
相
好
、
衆
生
の

心
中
に
顕
現
す
る
な
り
。
た
と
へ
ば
水
清
け
れ
ば
す
な
は
ち
色

と
こ
ろ
で
今
、
こ
の
釈
尊
と
韋
提
希
の
問
答
に
は
注
意
し
た
い
点

が
あ
る
。
些
細
な
事
柄
で
は
あ
ろ
う
が
、
釈
尊
は
韋
提
希
の
重
ね
て

の
問
い
か
け
を
特
に
重
視
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
韋
提
希
自
身
に
と

っ
て
は
現
に
釈
尊
が
眼
前
に
在
り
、
種
々
釈
尊
お
よ
び
諸
仏
如
来
の

「
仏
力
」
を
蒙
っ
て
き
た
の
で
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
を
見
る
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
し
、
釈
尊
滅
後
の
世
に
生
ま
れ
て
来
る
衆
生
は
、

濁
悪
不
善
に
し
て
五
苦
（
八
苦
の
中
で
は
じ
め
の
四
苦
を
一
と
数
え

る
）
に
逼
め
ら
れ
、
頼
れ
る
「
仏
力
」
な
ど
は
な
い
。
い
っ
た
い
如

何
に
し
て
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
韋
提
希
の
問
い
の
意
図
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
韋
提
希
の
問
い
の
背
後
に
は
、
自
分
自
身
は
「
仏
力
」

に
出
会
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
自
負
心
・
慢
心
・
傲
慢
・
自
惚
れ
が

見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
釈
尊
は
そ
の
よ
う
な
韋

提
希
の
「
心
」
を
密
か
に
読
み
取
り
た
も
う
た
の
で
あ
ろ
う
。
釈
尊

の
応
答
は「
な
ん
ぢ
お
よ
び
衆
生
」と
い
う
。こ
こ
に
い
う
衆
生
と
は
、

韋
提
希
の
問
い
に
あ
っ
た
「
仏
滅
後
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
等
」
を
指

す
で
あ
ろ
う
。
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す
な
は
ち
こ
れ
心
想
と
の
た
ま
へ
る
な
り
」
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、わ
れ
わ
れ
凡
夫
な
る
衆
生
が
「
仏
」
の
「
相
好
身
」

の
存
在
性
を
考
え
る
場
合
に
は
、
常
に
「
仏
」
の
「
相
好
身
」
を
わ

れ
わ
れ
凡
夫
な
る
衆
生
の
「
心
」
の
心
法
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
法

界
身
」
と
し
て
、「
事
別
」
し
「
集
成
」
せ
る
「
心
想
」
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
身
存
在
論
は
、
い
わ
ば

曇
鸞
が
中
観
哲
学
と
い
う
大
乗
仏
教
の
哲
学
的
原
理
に
基
盤
を
す
え

て
、
そ
の
視
座
か
ら
深
く
思
惟
せ
ん
と
し
た
仏
身
論
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。

『
観
無
量
寿
経
』の「
こ
の
心
作
仏
す
」と
は
、「
心
よ
く
仏
を
作
る
」

の
義
と
曇
鸞
は
捉
え
る
。「
作
仏
」と
は
、わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の「
心
」

が
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
「
仏
」
を
創
出
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た

「
心
」
が
「
仏
」
を
単
に
幻
想
の
如
く
造
形
す
る
の
で
も
な
い
。
す

で
に
見
て
き
た
如
く
、「
心
よ
く
仏
を
作
る
」
こ
と
が
成
り
立
つ
た

め
に
は
、
大
前
提
と
し
て
置
か
れ
た
「
諸
仏
如
来
は
こ
れ
法
界
身
な

り
」
と
い
う
根
本
命
題
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存

在
の
「
心
」
が
「
法
界
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、「
心
」
が
「
よ
く
世
間
・

像
現
ず
、
水
と
像
と
一
な
ら
ず
異
な
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。
ゆ
ゑ

に
仏
の
相
好
の
身
す
な
は
ち
こ
れ
心
想
と
の
た
ま
へ
る
な
りg

。

と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
凡
夫
な
る
衆
生
の
「
心
」
の
う
ち
に
「
仏
」
を

想
う
時
、「
仏
」
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
の
「
法
界
」
に
縁

ず
る
の
で
あ
る
。「
仏
」
の
存
在
「
身
」
と
し
て
「
事
別
」・「
識
別
」

す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る「
仏
身
」が「
法
界
身
」と
名
づ
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
「
仏
身
の
相
好
」（
三
十
二
相
・
八
十
随
形
好
）
が
わ
れ
わ

れ
凡
夫
な
る
衆
生
の
「
心
」
の
中
に
「
顕
現
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
顕
現
」
と
は
ど
の
よ
う
な
顕
現
を
い
う
の
か
が
譬

喩
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
。清
浄
な
る
水
面
に
物
の
形
像
が
現
わ
れ
る
。

清
水
と
水
に
映
じ
た
形
像
と
は
、
両
者
と
も
水
で
あ
る
こ
と
に
お
い

て
は
「
一
」（
異
な
ら
ざ
る
）
で
あ
る
が
、
水
と
映
像
と
い
う
こ
と

に
お
い
て
は
「
異
」（
一
な
ら
ず
）
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
れ
と
同

じ
よ
う
に
、「
仏
」
の
三
十
二
相
・
八
十
随
形
好
で
あ
る
「
相
好
身
」

を
わ
れ
わ
れ
凡
夫
の
「
心
」
に
想
う
時
、「
仏
」
の
「
相
好
身
」
は

わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の
「
心
」
の
「
法
界
」
の
「
身
」
と
し
て
縁
じ

想
せ
ら
れ
た
「
法
界
身
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
仏
の
相
好
の
身
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身
」
が
現
実
的
に
生
起
す
る
仏
身
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
に
顕
現

し
た
「
法
界
身
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
「
心
想
」
の
う
ち

に
「
入
り
た
も
う
た
」「
仏
」
の
「
三
十
二
相
・
八
十
随
形
好
」
以

外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。

２ 

是
心
作
仏
、
是
心
是
仏

こ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の
「
心
」
と
「
仏
」
と
の
不
一

不
異
・
不
一
不
二
の
有
機
的
な
関
係
を
表
現
せ
ん
と
し
た
教
法
が
、

実
は
『
観
無
量
寿
経
』
第
八
像
観
の
「
是
心
作
仏
、
是
心
是
仏
」
で

あ
る
。
曇
鸞
に
よ
れ
ば
、
是
心
作
仏
と
は
「
心
よ
く
仏
を
作
る
」
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、是
心
是
仏
と
は
「
心
の
ほ
か
に
仏
ま
し
ま
さ
ず
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
両
句
は
切
り
離
し
て
そ
れ
ぞ

れ
別
々
に
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
に
と
っ
て
、

仏
身
が
現
実
的
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
存
在
す
る
「
場
」
は
、
か

か
る
「
心
」
と
「
仏
」
と
の
有
機
的
な
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
有
機
的
な
関
係
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫

存
在
の
「
心
」
と
阿
弥
陀
如
来
の
「
仏
」
と
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
関

出
世
間
の
一
切
諸
法
を
生
ず
る
」
か
ら
で
あ
る
が
、
同
様
に
「
よ
く

も
ろ
も
ろ
の
如
来
の
相
好
の
身
を
生
ず
る
」
の
も
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫

存
在
で
あ
る
衆
生
の
心
法
で
あ
る
「
法
界
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

諸
仏
如
来
は
「
法
界
身
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

諸
仏
如
来
の
「
身
」
が
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
に
と
っ
て
経
験
的
事
実

と
な
る
刹
那
は
、わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
が
諸
仏
如
来
の
相
好
の
「
身
」

を
心
法
で
あ
る
「
法
界
」
の
う
ち
に
生
じ
た
時
で
あ
る
。
そ
の
「
身
」

が
他
の
縁
を
行
じ
な
い
で
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の
「
心
想
」
の
う

ち
に
「
入
っ
た
」
刹
那
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の
「
心
」
に
、
わ
れ
わ
れ

自
身
の
経
験
的
事
実
と
し
て
「
仏
」
を
想
う
時
、「
仏
」
の
「
相
好

身
」
が
わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
の
う
ち
に
「
法
界
身
」
と
し
て
顕
現
す

る
。
こ
の
顕
現
を
『
観
無
量
寿
経
』
で
は
「
一
切
衆
生
の
心
想
の
う

ち
に
入
り
た
ま
ふ
」
と
い
う
。「
相
好
身
」
は
「
仏
」
の
三
十
二
相
・

八
十
随
形
好
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
に
顕
現
す
る
「
法

界
身
」
は
三
十
二
相
・
八
十
随
形
好
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の
経
験
的
事
実
と
し
て
「
仏
」
の
「
法
界
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態
を
指
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
譬
喩
は
実
は
か
か
る
事
態
を
前

提
と
し
て
出
発
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
こ
の
譬
喩
で
は
火
が
木
か
ら
如
何
に
し
て
何
故
燃
え
出

し
た
の
か
は
ま
っ
た
く
問
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
火
は
木
よ
り
出
で
て
」
と
い
う
事
態
に
は
、
火
は
木

を
燃
料
と
し
て
燃
え
続
け
、
木
と
い
う
燃
料
が
な
け
れ
ば
火
は
燃
え

な
い
し
燃
え
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
火
に
も
木
を
燃
や
す

と
い
う
は
た
ら
き
が
な
け
れ
ば
、
木
は
燃
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
火

と
木
と
の
関
係
を「
火
、木
を
離
る
る
こ
と
を
得
ず
」が
示
し
て
い
る
。

火
は
木
を
離
れ
て
は
も
は
や
燃
え
な
い
。
火
が
木
か
ら
離
れ
て
は
燃

え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
火
は
木
を
燃
や
し
て
は
じ
め
て
火
と
な
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
火
の
火
た
る
存
在
は

木
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
火
と
な
る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
木
が
木
と
し

て
の
本
質
的
存
在
を
持
つ
の
は
火
を
燃
や
し
て
は
じ
め
て
発
揮
で
き

る
。
そ
の
意
味
で
木
は
火
な
く
し
て
は
木
で
は
な
い
。
以
上
が「
火
、

木
を
離
る
る
こ
と
を
得
ず
」
と
い
う
命
題
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
諸
義

で
あ
る
。

係
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
で
実
体
的
な

関
係
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
表
象
し
た
の
が
、

曇
鸞
が
用
い
た
次
の
よ
う
な
「
火
木
の
譬
喩
」
で
あ
る
。

た
と
へ
ば
火
は
木
よ
り
出
で
て
、
火
、
木
を
離
る
る
こ
と
を
得

ず
。
木
を
離
れ
ざ
る
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
す
な
は
ち
よ
く
木
を

焼
く
。
木
、
火
の
た
め
に
焼
か
れ
て
、
木
す
な
は
ち
火
と
な
る

が
ご
と
しh

。

こ
の
譬
喩
は
実
に
よ
く
「
是
心
作
仏
是
心
是
仏
」
に
お
け
る
「
心
」

と
「
仏
」
と
の
有
機
的
な
関
係
を
い
い
え
て
妙
で
あ
る
。
合
法
す
れ

ば
、
火
は
仏
（
所
観
の
仏
身
）
で
あ
り
、
木
が
心
（
衆
生
の
能
観
の

心
）
で
あ
る
。

譬
喩
か
ら
両
者
の
関
係
を
し
ば
ら
く
思
惟
し
て
見
た
い
。「
火
は

木
よ
り
出
で
て
」
と
い
う
が
、
木
自
体
が
火
を
発
火
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
火
自
体
も
自
ら
を
発
火
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
火

は
す
で
に
発
火
後
の
現
に
燃
え
て
い
る
事
態
を
現
象
的
に
は
指
す
。

し
た
が
っ
て
、「
火
は
木
よ
り
出
で
て
」
と
い
う
表
現
は
、
何
ら
か

の
仕
方
で
木
が
燃
え
て
火
が
木
よ
り
現
に
炎
を
立
ち
上
げ
て
い
る
事
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と
木
の
関
係
に
つ
い
て
思
惟
し
た
先
の
分
析
的
考
察
に
お
い
て
、
火

を
仏
に
、
木
を
心
に
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換
え
て
見
れ
ば
、
お
お
よ
そ
仏

と
心
が
ど
の
よ
う
に
相
互
に
関
わ
っ
て
い
る
か
が
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
も
は
や
繰
り
返
さ
な
い
が
、
仏
と
心

と
は
、
火
と
木
と
が
そ
う
で
あ
る
如
く
、
如
何
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で

有
機
的
に
関
係
し
て
い
る
か
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

３ 

諸
仏
正
遍
知
海
は
心
想
よ
り
生
ず

仏
と
心
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
有
機
的
な
関
係
を
踏
ま
え
て
、
さ

ら
な
る
曇
鸞
の
註
解
を
紐
解
い
て
行
こ
う
。
曇
鸞
は
最
後
に
『
観
無

量
寿
経
』
第
八
像
観
の
経
文
「
諸
仏
正
遍
知
海
は
心
想
よ
り
生
ず
」

に
つ
い
て
以
下
の
如
く
註
解
し
て
い
る
。

「
諸
仏
正
遍
知
海
は
心
想
よ
り
生
ず
」
と
い
ふ
は
、「
正
遍
知
」

と
は
真
正
に
法
界
の
ご
と
く
に
し
て
知
る
な
り
。
法
界
無
相
な

る
が
ゆ
ゑ
に
諸
仏
は
無
知
な
り
。
無
知
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
知

ら
ざ
る
は
な
し
。
無
知
に
し
て
知
る
は
こ
れ
正
遍
知
な
り
。
こ

の
知
、
深
広
に
し
て
測
量
す
べ
か
ら
ず
。
ゆ
ゑ
に
海
に
譬
ふi

。

「
木
を
離
れ
ざ
る
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
す
な
は
ち
よ
く
木
を
焼
く
」

と
い
う
こ
と
も
、
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
火
が
木
か
ら
離
れ
て
は
燃

え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
火
は
木
を
燃
や
し
て
は
じ
め
て
火
と

な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
は
火
の
火
た
る
存
在
は
木
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
火
と
な
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

「
木
、火
の
た
め
に
焼
か
れ
て
、木
す
な
は
ち
火
と
な
る
が
ご
と
し
」

と
は
、ま
さ
し
く
木
が
木
の
本
性
を
彰
わ
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

木
は
火
に
よ
っ
て
燃
焼
す
る
が
、け
っ
し
て
消
失
す
る
の
で
は
な
い
。

単
に
滅
尽
す
る
の
で
は
な
い
。
木
は
火
と
な
る
の
で
あ
る
。
木
は
火

へ
と
転
ず
る
の
で
あ
る
。
火
は
木
を
焼
き
己
れ
自
身
へ
と
転
換
す
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
譬
喩
を
進
展
さ
せ
る
な
ら
ば
、
木
が
焼
尽
す
れ
ば
、

火
も
自
然
に
消
失
す
る
で
あ
ろ
う
。
木
も
火
も
両
者
に
共
通
の
煙
へ

と
転
換
し
、
つ
い
に
は
空
気
の
如
き
無
色
無
形
と
な
り
虚
空
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
ご
と
く
、
火
と
木
の
関
係
を
分
析
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、

そ
の
関
係
は
仏
と
心
の
関
係
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
火
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ま
さ
し
く
は
心
到
る
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
、身
ま
た
随
ひ
て
到
る
。

身
は
心
に
随
ふ
が
ゆ
ゑ
に
是
法
界
身
と
い
ふ
。
法
界
と
い
ふ
は

こ
れ
所
化
の
境
、
す
な
は
ち
衆
生
界
な
り
。
身
と
い
ふ
は
こ
れ

能
化
の
身
、
す
な
は
ち
諸
仏
の
身
な
りk

。

善
導
は
こ
れ
よ
り
先
『
観
無
量
寿
経
』
第
八
像
観
の
経
文
「
諸
佛

如
來
是
法
界
身
入
一
切
衆
生
心
想
中
」
に
つ
い
て
、
そ
の
趣
意
を
明

ら
か
に
し
て
、「
ま
さ
し
く
諸
仏
の
大
慈
、
心
に
応
じ
て
す
な
は
ち

現
じ
た
ま
ふ
こ
とl

」を
明
か
す
文
で
あ
る
と
釈
す
。こ
こ
に
い
う「
心
」

は
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の
衆
生
の
「
心
」
で
あ
る
。

諸
仏
が
わ
れ
わ
れ
衆
生
に
現
じ
た
も
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ

わ
れ
の
「
心
」
の
方
か
ら
諸
仏
の
「
身
」
を
想
念
す
る
か
ら
で
は
な

い
。
実
は
わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
が
諸
仏
の
「
身
」
を
想
念
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
も
、
諸
仏
が
諸
仏
の
方
か
ら
大
慈
悲
心
を
起
こ
さ
れ
諸

仏
自
ら
の
「
身
」
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
「
心
」
に
相
応
し
た
も
う

か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
が
善
導
の
法
界
身
理
解
の
重
要
な
根
本
的
立
場
で
あ
る
。
先

の
引
文
で
「
身
は
心
に
随
ふ
が
ゆ
ゑ
に
是
法
界
身
と
い
ふ
」
と
は
実

こ
こ
で
、
曇
鸞
の
註
解
を
考
察
す
る
前
に
、『
観
無
量
寿
経
』
に

お
け
る
「
諸
仏
正
遍
知
海
は
心
想
よ
り
生
ず
」
と
い
う
経
文
が
如
何

な
る
文
脈
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
先

ず
、「
諸
仏
如
来
は
こ
れ
法
界
身
な
り
」と
い
う
。
今
、善
導「
定
善
義
」

の
釈
解
に
よ
っ
て
理
解
す
れ
ば
、「
法
界
」
に
三
義
が
あ
る
。（
１
）

「
心
遍
す
る
が
ゆ
ゑ
に
法
界
を
解
す
。」（
２
）「
身
遍
す
る
が
ゆ
ゑ
に

法
界
を
解
す
。」（
３
）「
障
礙
な
き
が
ゆ
ゑ
に
法
界
を
解
すj

。」
第
一

義
は
、
心
が
遍
く
行
き
渡
り
遍
在
す
る
が
ゆ
え
に
「
法
界
」
と
い
わ

れ
る
。
第
二
義
は
、
身
が
遍
く
行
き
渡
り
遍
在
す
る
が
ゆ
え
に
「
法

界
」
と
呼
ば
れ
る
。
第
三
義
は
、
何
物
に
も
障
げ
ら
れ
な
い
が
ゆ
え

に
「
法
界
」
と
い
う
。
善
導
の
「
法
界
」
義
は
、
要
す
る
に
心
も
身

も
如
何
な
る
障
碍
も
な
く
遍
満
し
遍
在
す
る
三
千
大
千
世
界
な
る
無

限
の
宇
宙
境
界
を
指
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
で
に
宇
宙
存
在
世
界

が
静
止
的
に
措
定
さ
れ
て
、
そ
の
空
間
世
界
に
身
心
が
遍
満
・
遍
在

す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
心
身
が
無
限
に
遍
満
し
遍
在
す
る
無
碍

な
る
宇
宙
境
界
を
「
法
界
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
義
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
善
導
の
次
な
る
釈
義
で
あ
る
。
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て
現
じ
た
ま
ふ
。
た
だ
も
ろ
も
ろ
の
行
者
、
も
し
は
想
念
の
う

ち
、
も
し
は
夢
定
の
う
ち
に
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
は
、
す
な
は

ち
こ
の
義
を
成
ず
る
な
りm

。

と
い
う
。
こ
の
段
は
諸
仏
が
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の
心
想
中
に
如
何

に
し
て
入
り
現
じ
た
も
う
の
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
釈
解
し
た
も
の

で
あ
る
。
先
ず
プ
ロ
セ
ス
の
第
一
段
階
は
、わ
れ
わ
れ
衆
生
が
「
念
」

を
起
こ
し
て
諸
仏
を
「
見
」
た
て
ま
つ
ろ
う
と
「
願
」
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
プ
ロ
セ
ス
の
ス
タ
ー
ト
は
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の「
念
」

「
見
」「
願
」
の
三
つ
の
契
機
が
要
請
さ
れ
る
。
先
に
も
す
で
に
考
察

し
た
ご
と
く
、「
念
」「
見
」「
願
」
そ
れ
ぞ
れ
衆
生
の
機
根
に
よ
っ

て
強
弱
・
浅
深
・
長
短
等
が
一
人
一
人
す
べ
て
異
な
り
、
こ
れ
ら
三

つ
の
契
機
は
す
べ
て
凡
夫
存
在
の
機
根
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
が
、
如
何
な
る
機
根
に
も
諸
仏
は
「
即
応
」
し
た
も
う
。

こ
の
「
即
応
」
の
「
は
た
ら
き
」
こ
そ
が
、
諸
仏
の
大
慈
悲
心
の

慈
悲
的
「
活
動
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
慈
悲
的
「
活

動
」
が
、「
仏
す
な
は
ち
無
礙
智
を
も
つ
て
知
り
」
と
い
わ
れ
る
「
無

礙
智
」
を
も
っ
て
諸
仏
が
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の
衆
生
一
人
一
人
の

に
こ
の
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
法
界
」
と
は
、
諸

仏
如
来
に
よ
る
「
所
化
の
境
」
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
「
衆
生
界
」

と
も
呼
ぶ
べ
き
境
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
身
」
と
は
、
諸
仏
如
来

が
わ
れ
わ
れ
凡
夫
存
在
の
衆
生
を
救
わ
ん
と
発
願
し
た
も
う
て
起
こ

さ
れ
る
大
慈
悲
心
の
顕
現
で
あ
る
「
能
化
の
身
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ

こ
そ
が
「
諸
仏
の
身
」
す
な
わ
ち
「
仏
身
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
所
化
の
境
」
と
「
能

化
の
身
」
と
の
有
機
的
で
縁
起
的
な
統
合
こ
そ
が
「
法
界
身
」
の
構

造
的
内
容
で
あ
る
。『
観
無
量
寿
経
』
の
経
文
「
諸
仏
如
来
は
こ
れ

法
界
身
な
り
。
一
切
衆
生
の
心
想
の
う
ち
に
入
り
た
ま
ふ
。」
と
い

う
、
短
い
文
の
う
ち
に
如
何
に
深
淵
な
る
阿
弥
陀
如
来
と
一
切
衆
生

と
の
「
あ
い
だ
」
に
お
け
る
救
済
論
的
関
係
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
か

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
善
導
は
「
入
一
切
衆
生
心
想
中
」
を
釈
解
し
て
、

入
衆
生
心
想
中
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
衆
生
念
を
起
し
て
諸
仏

を
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
願
ず
る
に
よ
り
て
、
仏
す
な
は
ち
無
礙

智
を
も
つ
て
知
り
、
す
な
は
ち
よ
く
か
の
想
心
の
う
ち
に
入
り
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の
明
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
無
礙
智
」
は
当
然
な
が
ら
経
文
「
諸
仏
正
遍
知
海
は
心
想
よ
り

生
ず
」
の
「
正
遍
知
」
と
緊
密
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。「
正
遍
知
」

は
如
来
十
号
の
一
で
あ
る
。「
正
遍
知
」
はsam

yak-saṃ
buddha 

(m
fn. O

ne w
ho has attained to com

plete enlightenm
ent (said of 

the Buddha), sam
yaksaM

buddhatva, sam
yak-saṃ

bodhi (f, com
-

plete enlightenm
ent) 

な
ど
の
漢
訳
で
あ
る
が
、
正
し
く
遍
く
真
理

を
完
全
に
覚
っ
た
ひ
と
の
意
味
で
、
等
正
覚
・
正
等
覚
と
も
訳
さ
れ

る
。
も
う
少
し
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
を
厳
密
に
見
る
と
、sam

yak

はcom
pound for sam

yañc

で
あ
り
、sam

yañc

は
、going along 

w
ith or together, turned together or in one direction, com

bined; 

turned united. entire, w
hole, com

plete, all; turned tow
ards each 

other, facing one another; lying in one direction, form
ing one 

line (as footsteps); correct, accurate, proper, true, right; uniform
, 

sam
e, identical; pleasant, agreeable; (ak) ind. In one or the sam

e 

direction, in the sam
e w

ay, at the sam
e tim

e, together; in one 

line, straight; com
pletely, w

holly, thoroughtly, by all m
eans; cor-

機
根
の
相
異
を
す
べ
て
知
悉
し
た
も
う
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
無

礙
智
」
の
「
無
碍
性
」
と
は
、
け
っ
し
て
衆
生
一
人
一
人
の
機
根
の

違
い
を
無
視
し
て
一
つ
の
固
定
し
た
教
法
（
い
わ
ゆ
る
ド
グ
マ
）
に

封
じ
込
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
衆
生
存
在
を
蹂
躙
す
る
宗
教

的
教
権
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
真
の
意

味
で
の
「
無
碍
性
」
な
ど
毛
頭
な
い
。
あ
る
の
は
排
他
的
で
暴
力
的

な
迫
害
と
抹
殺
が
な
さ
れ
る
の
み
で
あ
ろ
う
。

諸
仏
は
「
無
礙
智
」
を
も
っ
て
一
切
衆
生
の
一
人
一
人
の
異
な
っ

た
機
根
を
知
り
尽
く
す
か
ら
こ
そ
、
衆
生
お
の
お
の
の
異
な
っ
た
機

根
の
想
心
の
う
ち
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
機
根
に
応
じ

て
諸
仏
の
「
身
」
は
現
成
す
る
。
実
は
諸
仏
が
わ
が
身
を
衆
生
一
人

一
人
の
想
心
の
う
ち
に
現
成
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
一
人
一
人
の
機
根

相
応
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
相
応
な
く
し
て
現
成
は
あ
り
得
な
い
。
相

応
即
現
成
に
お
い
て
、
一
切
衆
生
一
人
一
人
の
機
根
の
異
な
っ
た
行

者
は
、
あ
る
い
は
観
想
の
中
で
、
あ
る
い
は
夢
中
に
お
い
て
、
見
仏

を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
善
導
は
捉
え
る
。
一
切
衆
生
の

見
仏
成
就
は
、
諸
仏
の
「
相
応
即
現
成
」
と
い
う
大
悲
的
「
活
動
」
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釈
に
引
用
さ
れ
た
文
で
あ
る
。
道
綽
が
『
涅
槃
経
』
を
引
用
し
て
念

仏
三
昧
の
普
遍
的
で
最
上
な
る
「
は
た
ら
き
」
を
明
ら
か
に
し
た
も

の
で
あ
る
。

『
安
楽
集
』（
中
略
）（
安
楽
集
・
下
）『
涅
槃
経
』
に
よ
る
に
、

仏
の
の
た
ま
は
く
、〈
も
し
人
、
た
だ
よ
く
心
を
至
し
て
つ
ね

に
念
仏
三
昧
を
修
す
れ
ば
、
十
方
諸
仏
つ
ね
に
こ
の
人
を
見
そ

な
は
す
こ
と
、
現
に
前
に
ま
し
ま
す
が
ご
と
し
〉
とo

。

『
安
楽
集
』
下
巻
の
最
初
に
位
置
す
る
第
四
大
門
は
、
そ
の
な
か

に
三
番
の
料
簡
が
あ
り
、
こ
の
箇
所
は
、
そ
の
第
二
に
「
此
彼
の
諸

経
に
多
く
念
仏
三
昧
を
明
か
し
て
宗
と
な
す
こ
と
を
明
か
すp

」
と
い

う
、
念
仏
三
昧
が
多
く
の
経
典
で
経
の
宗
致
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。

１ 

一
相
三
昧

そ
こ
で
は
先
ず
八
番
を
設
け
て
、
初
め
の
二
番
は
「
一
相
三
昧
」

を
明
か
し
、
後
の
六
番
は
「
縁
に
つ
き
相
に
よ
り
て
念
仏
三
昧
」
を

明
か
す
の
だ
と
道
綽
は
い
う
。こ
の
道
綽
の
釈
し
方
に
注
目
し
た
い
。

rectly, truly, properly, fitly, in the right w
ay or m

anner, w
ell, duly; 

distinctly, clearly n.

な
ど
多
義
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
義
で
興
味
を
ひ
か
れ
る
の
は
、sam

yak

が
他
の
語

と
複
合
す
る
前
の
原
形sam

yañc

の
最
初
に
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る

going along w
ith or together, turned together or in one direction, 

com
bined; turned united. entire, w

hole, com
plete, all; turned 

tow
ards each other, facing one another;

で
あ
る
。
こ
こ
に
ま
さ
し

く
先
に
考
察
し
た
如
く
、
諸
仏
が
「
無
礙
智
」
を
起
こ
し
て
一
切
衆

生
の
一
人
一
人
の
異
な
っ
た
機
根
を
知
り
尽
く
し
、
衆
生
お
の
お
の

の
異
な
っ
た
機
根
の
想
心
の
う
ち
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
機
根
に

応
じ
て
諸
仏
の
「
身
」
は
現
成
す
る
と
い
う
構
造
・
プ
ロ
セ
ス
が
、

sam
yañc 

と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
の
う
ち
に
原
義
と
し
て
含

意
さ
れ
て
い
る
上
記
の
諸
義
に
如
実
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
四
）
道
綽
に
お
け
る
念
仏
三
昧

以
下
の
『
安
楽
集
』
の
文
は
「
信
文
類
」
末
、
追
釈
、
真
仏
弟
子
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し
て
法
を
説
き
た
ま
ふ
と
聞
き
、菩
薩
こ
の
仏
の
相
を
取
る
に
、

も
つ
て
現
じ
て
前
に
ま
し
ま
す
。
も
し
は
道
場
に
坐
し
、
も
し

は
法
輪
を
転
じ
、
大
衆
囲
繞
すq

。

あ
る
菩
薩
が
あ
る
世
界
に
住
し
て
い
る
。
そ
の
菩
薩
が
、
あ
る

世
界
に
あ
る
如
来
が
現
に
ま
し
ま
し
て
説
法
し
て
い
ら
れ
る
と
聞

い
て
、
説
法
者
で
あ
る
「
仏
」
の
相
を
想
像
し
思
い
浮
か
べ
る
。
ど

の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
る
の
か
と
い
え
ば
、「
仏
」
は
現
に
自
分
の

現
前
に
ま
し
ま
し
て
、
も
し
は
道
場
に
坐
し
て
お
ら
れ
、
も
し
は
法

を
説
い
て
大
衆
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
「
仏
」
の

現
実
で
具
体
的
な
相
（
こ
こ
に
は
瞑
想
の
相
と
説
法
の
相
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
相
は
「
仏
」
の
代
表
的
な
相
と
い
え
よ
う
。）

を
思
い
浮
か
べ
て
見
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。

菩
薩
が
こ
の
よ
う
な
「
仏
」
の
相
を
「
心
」
深
く
静
か
に
思
い
浮

か
べ
る
と
、
い
っ
た
い
何
が
菩
薩
の
宗
教
的
実
存
の
う
ち
に
体
験
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
説
く
の
が
以
下
の
事
柄
で
あ
る
。

諸
根
を
収
摂
し
て
心
馳
散
せ
ず
、
も
つ
ぱ
ら
一
仏
を
念
じ
て
こ

の
縁
を
捨
て
ず
。
か
く
の
ご
と
き
菩
薩
は
、
如
来
の
相
お
よ
び

第
四
大
門
の
第
二
は
そ
も
そ
も
念
仏
三
昧
が
諸
経
の
宗
致
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
充
分
に
も
か
か
わ
ら
ず
、何
故
「
一
相
三
昧
」

な
ど
と
い
う
三
昧
に
つ
い
て
二
番
も
費
や
し
て
註
釈
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

そ
れ
に
は
深
い
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
理
由
は「
一
相
三
昧
」

の
内
容
を
明
か
す
二
番
を
考
察
す
れ
ば
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一

番
は
、『
華
首
経
』
を
取
意
し
て
、
釈
尊
が
堅
意
菩
薩
に
告
げ
た
「
二

種
の
三
昧
」が
引
用
さ
れ
る
。
三
昧
に
は
、元
来
、「
一
相
三
昧
」と「
衆

相
三
昧
」の
二
種
が
あ
る
と
説
く
。「
相
」に
お
い
て「
一
」と「
多
」（
衆
）

に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
分
類
は
集
合
体
を
区
分
す
る
場
合
の
最
も
単

純
な
形
式
で
あ
ろ
う
。
三
昧
の
種
類
を
す
べ
て
カ
バ
ー
す
る
に
は
先

ず
「
一
」
か
「
多
」
か
に
仕
分
け
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る

三
昧
を
属
せ
し
め
る
た
め
に
は
、「
一
」
と
「
多
」
と
い
う
二
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
立
て
る
こ
と
は
便
利
で
あ
る
。

そ
こ
で
先
ず
「
一
相
三
昧
」
と
は
如
何
な
る
三
昧
で
あ
ろ
う
か
。

釈
尊
は
次
の
よ
う
な
説
法
を
堅
意
菩
薩
に
す
る
。

菩
薩
あ
り
、
そ
の
世
界
に
そ
の
如
来
ま
し
ま
し
て
現
に
ま
し
ま
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化
し
て
説
法
し
た
も
う
。

菩
薩
は
「
仏
」
の
説
法
を
聞
く
や
否
や
そ
の
刹
那
に
、
次
の
如
き

宗
教
経
験
が
菩
薩
の
心
底
深
く
に
生
起
す
る
。

菩
薩
そ
の
時
深
く
恭
敬
を
生
じ
て
、
こ
の
法
を
聴
受
し
、
も
し

は
深
、
も
し
は
浅
、
う
た
た
尊
重
を
加
ふ
。
菩
薩
こ
の
三
昧
に

住
し
て
、
諸
法
は
み
な
可
壊
の
相
な
り
と
説
く
を
聞
くs

。

菩
薩
に
は
「
仏
」
に
対
す
る
深
い
恭
敬
の
念
が
起
こ
り
、
そ
の
恭

敬
の
念
に
よ
っ
て
菩
薩
の
心
は
広
く
開
け
、
仏
法
が
仏
法
の
ま
ま
に

如
実
に
聴
受
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
そ
の
受
け
止
め
方
に
は

浅
深
が
あ
ろ
う
と
も
、
尊
重
の
気
持
ち
は
た
だ
た
だ
一
層
増
す
ば
か

り
で
あ
る
。

菩
薩
は
こ
の
「
一
相
三
昧
」
に
入
り
住
し
て
、「
仏
」
が
「
諸
法

は
み
な
可
壊
の
相
な
り
」
と
説
き
た
も
う
教
法
を
普
遍
的
な
真
理
と

し
て
あ
り
の
ま
ま
に
聞
き
受
け
入
れ
る
。「
諸
法
は
み
な
可
壊
の
相

な
り
」と
い
う「
仏
」の
教
法
は「
一
相
三
昧
」の
枢
要
で
あ
る
。「
一

相
三
昧
」は
ま
さ
し
く「
諸
法
は
み
な
可
壊
の
相
な
り
」（
諸
行
無
常
・

諸
法
無
我
）
と
い
う
真
理
に
「
了
達
」
せ
し
め
る
三
昧
で
あ
る
。

世
界
の
相
に
お
い
て
無
相
を
了
達
し
、
つ
ね
に
か
く
の
ご
と
く

観
じ
、
か
く
の
ご
と
く
行
じ
て
、
こ
の
縁
を
離
れ
ず
。
こ
の
時

に
仏
像
す
な
は
ち
現
じ
て
前
に
ま
し
ま
し
て
、
た
め
に
法
を
説

き
た
ま
ふr
。

「
仏
」
の
相
が
深
く
菩
薩
の
「
心
」
の
根
柢
へ
と
想
念
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
菩
薩
の
六
根
（
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
）
の
乱

れ
は
収
束
し
統
括
さ
れ
、
散
り
乱
れ
た
「
心
」
は
静
寂
と
な
り
、
そ

の
一
仏
の
「
仏
」
の
み
を
専
念
す
る
こ
と
を
通
し
て
、「
仏
」
の
相

に
よ
っ
て
縁
ぜ
ら
れ
る
対
象
は
捨
て
ら
れ
ず
憶
念
の
心
が
持
続
さ
れ

る
。こ

の
よ
う
に
し
て
菩
薩
は
「
仏
」
の
相
を
専
念
持
続
す
る
こ
と
が

で
き
る
。「
仏
」
の
相
は
、
究
竟
的
に
は
「
無
相
」
の
「
実
相
」
な

る
が
ゆ
え
に
、
菩
薩
は
「
如
来
の
相
お
よ
び
世
界
の
相
に
お
い
て
無

相
を
了
達
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
か
か
る
観
行
を
常
に

行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、行
の
対
象
で
あ
る「
仏
」の
相
即
無
相
は「
所

縁
」と
し
て
菩
薩
の
心
底
深
く
に
徹
到
し
憶
持
さ
れ
る
。そ
の
時「
仏
」

は
そ
の
相
を
通
し
て
「
仏
」
の
具
象
的
な
「
像
」
が
、
菩
薩
に
現
前
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２ 

一
行
三
昧

さ
ら
に
第
二
に
『
文
殊
般
若
経
』
を
取
意
し
て
説
か
れ
る
「
一
行

三
昧
」
も
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
先
ず
文
殊
師
利
が

釈
尊
に
「
世
尊
い
か
な
る
を
か
名
づ
け
て
一
行
三
昧
と
な
す
」
と
尋

ね
る
。
そ
の
問
い
に
対
し
て
釈
尊
は
、

一
行
三
昧
と
は
、
も
し
善
男
子
・
善
女
人
空
閑
の
処
に
あ
り
て
、

も
ろ
も
ろ
の
乱
意
を
捨
て
、
仏
の
方
所
に
随
ひ
て
端
身
正
向
に

し
て
、
相
貌
を
取
ら
ず
、
心
を
一
仏
に
繋
け
て
も
つ
ぱ
ら
名
字

を
称
し
て
念
ず
る
こ
と
休
息
な
く
は
、
す
な
は
ち
こ
の
念
の
う

ち
に
よ
く
過
・
現
・
未
来
の
三
世
の
諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
べ

し
。
な
に
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
。
一
仏
を
念
ず
る
功
徳
無
量
無

辺
に
し
て
、
す
な
は
ち
無
量
の
諸
仏
の
功
徳
と
無
二
な
れ
ば
な

り
。
こ
れ
を
菩
薩
の
一
行
三
昧
と
名
づ
く
。

と
答
え
る
。「
一
相
三
昧
」
と
異
な
る
点
は
、「
一
相
三
昧
」
の
行
者

は
菩
薩
で
あ
っ
た
が
、「
一
行
三
昧
」
の
方
は
「
善
男
子
・
善
女
人
」

で
あ
る
。善
男
子
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は kula-putra 

と
い
い
、

立
派
な
家
系
の
出
身
で
良
家
の
子
・
若
者
を
意
味
す
る
。
大
乗
仏
典

し
か
も
実
は
、
こ
の
こ
と
は
念
仏
三
昧
の
一
行
に
お
い
て
も
重
要

で
不
可
欠
的
に
含
意
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
三
昧
行
で
あ
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
先
に
も
見
た
如
く
『
安
楽
集
』
で
は
第

四
大
門
第
二
の
「
此
彼
の
諸
経
に
多
く
念
仏
三
昧
を
明
か
し
て
宗
と

な
す
こ
と
を
明
か
す
」
の
項
目
下
に
註
釈
さ
れ
た
八
番
の
中
、
初
め

の
二
番
で
「
一
相
三
昧
」
が
明
か
さ
れ
、後
の
六
番
で
「
念
仏
三
昧
」

が
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
念
仏
三
昧
」
が
明
か
さ
れ
る
場
合
、

「
縁
に
つ
き
相
に
よ
り
て
」
と
限
定
句
が
冠
さ
れ
て
い
る
。
実
は
こ

の
「
縁
と
相
」
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
の
が
「
一
相
三
昧
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
の
上
、八
番
全
体
を
包
括
す
る
項
目
に
す
で
に「
念

仏
三
昧
」
と
標
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、「
一
相
三
昧
」
は
「
念
仏
三
昧
」

と
内
包
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、「
信
文
類
」
末
、追
釈
、真
仏
弟
子
釈
に
お
い
て
、『
安

楽
集
』
第
四
大
門
第
二
か
ら
親
鸞
は
第
三
番
と
第
六
番
の
二
文
の
み

を
引
用
し
て
い
る
か
ら
と
い
え
ど
も
、「
一
相
三
昧
」
は
け
っ
し
て

軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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何
故
、
一
仏
の
み
を
憶
念
称
名
す
る
に
、
過
去
・
現
在
・
未
来
三

世
に
わ
た
る
一
切
の
諸
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
え
ば
、

「
一
仏
を
念
ず
る
功
徳
無
量
無
辺
に
し
て
、
す
な
は
ち
無
量
の
諸
仏

の
功
徳
と
無
二
な
れ
ば
な
り
」
と
い
う
。
一
仏
を
憶
念
称
名
す
る
功

徳
が
無
量
無
辺
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
功
徳
は
無
量
の
諸
仏
方
の
功

徳
と
同
等
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
も
「
一
即
一
切
・
一
切

即
一
」
と
い
う
大
乗
仏
教
的
根
本
原
理
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、た
と
え
一
行
三
昧
と
は
い
え
、

そ
れ
を
行
ず
る
「
善
男
子
・
善
女
人
」
の
心
底
深
く
に
広
が
る
宗
教

経
験
は
、
十
方
世
界
の
無
量
の
諸
仏
方
が
お
の
お
の
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
菩
薩
行
に
よ
っ
て
積
重
し
た
も
う
た
功
徳
が
す
べ
て
総
合
さ
れ
た

ほ
ど
の
無
量
な
る
功
徳
が
具
足
円
融
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
か
か
る
宗
教
的
事
象
を
認
識
論
的
に
表
現
し
た
の
が
、
一

行
三
昧
の
「
念
の
う
ち
に
よ
く
過
・
現
・
未
来
の
三
世
の
諸
仏
を
見

た
て
ま
つ
る
べ
し
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
上
の
「
一
相
三
昧
」
と
「
一
行
三
昧
」
の
二
種
の
三
昧
に
お
け

る
「
諸
法
は
み
な
可
壊
の
相
な
り
」
と
「
過
・
現
・
未
来
の
三
世
の

で
は
、
正
し
い
宗
教
経
験
を
持
っ
て
い
る
人
を
指
す
。
ま
た
菩
薩
に

対
し
て
呼
び
か
け
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
し
ば
し
ば
善
女
人 kula-

duhitṛ 

と
共
に
一
対
の
表
現
を
と
っ
て
、
世
俗
生
活
を
営
み
な
が
ら

仏
法
に
帰
依
し
た
男
女
を
指
す
。
こ
こ
で
は
「
一
相
三
昧
」
の
実
践

者
が
菩
薩
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
在
俗
の
仏
法
帰
依
者
を
指
し
て
い

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
ち
な
み
に
正
依
の
三
部
経
で
は
、「
善
男
子
・
善
女
人
」

と
い
う
一
対
の
表
現
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、『
観
経
』
の
中
品
下
生

段
一
回
、
流
通
分
一
回
の
二
回
、『
阿
弥
陀
経
』
に
三
回
、
計
六
回

で
あ
る
。『
大
経
』
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
仏
法
帰
依
者
の
「
善
男
子
・
善
女
人
」
が
、
静
寂
な

場
所
に
お
の
れ
の
身
を
置
き
、
し
ば
ら
く
乱
れ
心
を
し
ず
め
、
仏
が

ま
し
ま
す
在
所
に
ま
っ
す
ぐ
向
か
っ
て
身
を
正
し
く
整
え
て
、
仏
の

相
貌
（
姿
）
を
観
ず
る
の
で
は
な
く
、「
心
を
一
仏
に
繋
け
て
も
つ

ぱ
ら
名
字
を
称
し
て
念
ず
る
」
こ
と
休
息
し
な
い
で
、
念
じ
続
け
る

な
ら
ば
、
そ
の
憶
念
称
名
の
念
仏
の
う
ち
に
よ
く
「
過
・
現
・
未
来

の
三
世
の
諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
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諸
仏
つ
ね
に
こ
の
人
を
見
そ
な
は
す
こ
と
、
現
に
前
に
ま
し
ま
す
が

ご
と
し
」
が
引
用
さ
れ
る
。

な
お
『
大
正
蔵
』
巻
十
二
所
蔵
の
北
本
『
大
般
涅
槃
経
』
四
十
巻
・

南
本
『
大
般
涅
槃
経
』
三
十
六
巻
に
は
、『
安
楽
集
』
所
引
の
文
と

合
致
す
る
経
文
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
周
知
の
ご
と
く
道
綽
禅

師
は
十
四
歳
に
て
出
家
さ
れ
、先
ず
涅
槃
宗
に
入
り
専
ら
『
涅
槃
経
』

を
研
鑚
、後
二
十
四
回
に
も
わ
た
っ
て
『
涅
槃
経
』
を
講
議
さ
れ
た
。

禅
師
に
と
っ
て
は
『
涅
槃
経
』
は
自
家
薬
籠
中
の
経
典
と
な
っ
て
い

た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
深
い
宗
教
経
験
の
立
場
か
ら
今
引
用
の

如
き
『
涅
槃
経
』
に
基
づ
く
「
念
仏
三
昧
」
の
釈
解
が
施
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
道
綽
禅
師
に
よ
れ
ば
、『
涅
槃
経
』
所
説
の
「
念
仏
三
昧
」

は
、
も
し
善
男
子
・
善
女
人
が
常
に
よ
く
至
心
に
念
仏
三
昧
を
専
修

す
れ
ば
、
そ
の
行
者
が
山
林
に
い
て
も
聚
落
に
い
て
も
、
昼
夜
を
問

わ
ず
、
坐
し
て
い
よ
う
が
臥
し
て
い
よ
う
が
、
時
処
諸
縁
を
問
わ
ず
、

十
方
世
界
の
無
量
の
諸
仏
が
常
に
こ
の
行
者
を
、
あ
た
か
も
行
者
の

眼
前
に
い
た
も
う
が
如
く
、見
そ
な
わ
し
た
も
う
と
い
う
。
そ
の
上
、

諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
普
遍
的
「
ダ
ル
マ
」
と
極
速
円
融

的
「
一
即
一
切
・
一
切
即
一
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
三
昧
行
の
形
而
上

学
的
普
遍
原
理
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

あ
ら
ゆ
る
三
昧
行
の
根
柢
に
は
か
か
る
普
遍
原
理
が
見
い
だ
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
今
取
り
上
げ
て
い
る
「
信
文
類
」（
末
）
追
釈
、
真
仏
弟

子
釈
に
引
用
さ
れ
た
箇
所
が
、『
安
楽
集
』
巻
下
、
第
四
大
門
の
諸

経
所
明
念
仏
に
釈
さ
れ
て
き
た
第
一
番
「
一
相
三
昧
」・
第
二
番
「
一

行
三
昧
」
に
続
く
第
三
番
『
涅
槃
経
』
に
基
づ
く
「
念
仏
三
昧
」
の

釈
義
で
あ
る
。

３ 

念
仏
三
昧

真
仏
弟
子
釈
で
は
、『
安
楽
集
』
の
「
第
三
に
『
涅
槃
経
』
に
よ

る
に
」
以
下
、
こ
の
第
三
番
全
体
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
基

づ
い
て
「
念
仏
三
昧
」
と
は
如
何
な
る
三
昧
で
あ
る
か
を
考
察
し
た

い
。『
涅
槃
経
』
の
取
意
内
容
に
よ
れ
ば
、釈
尊
の
言
葉
と
し
て
、「
も

し
人
た
だ
よ
く
心
を
至
し
て
つ
ね
に
念
仏
三
昧
を
修
す
れ
ば
、
十
方
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海
」
で
あ
る
。

「
念
仏
三
昧
」
の
行
法
が
如
何
に
他
の
諸
行
を
超
越
し
て
い
る
か

を
明
ら
か
に
し
た
の
が
第
四
の
引
文
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
「
念
仏

三
昧
の
功
能
」
は
他
の
諸
行
を
超
絶
し
、
実
に
「
雑
善
を
し
て
比
類

と
す
る
こ
と
」な
ど
で
き
な
い
行
法
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

「
念
仏
三
昧
」
の
行
者
こ
そ
、
譬
喩
的
に
は
一
切
衆
生
の
中
の
「
好

華
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
「
希
有
華
」・「
上
上
華
」・「
妙
好
華
」・「
蔡

華
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
合
法
す
れ
ば
「
念
仏
の
ひ
と
」
は
、
一
切

衆
生
の
中
の
「
好
人
」・「
妙
好
人
」・「
上
上
人
」・「
希
有
人
」
で
あ

り
、
ま
さ
し
く
「
最
勝
人
」
で
あ
るt

。
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‐
一
六
〇
頁
、

諸
仏
方
は
行
者
と
共
に
住
し
て
供
養
を
受
け
た
も
う
と
い
う
。

念
仏
三
昧
が
、
如
何
に
行
者
と
諸
仏
と
の
「
あ
い
だ
」
を
緊
密
に

結
び
つ
け
親
密
な
関
係
を
現
成
せ
し
め
る
か
が
窺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。ま
さ
に
念
仏
三
昧
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
大
悲
的「
活

動
」
の
中
で
、行
者
自
身
の
存
在
と
諸
仏
の
存
在
と
が
極
速
円
融
し
、

そ
れ
を
誠
言
と
し
て
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
で
あ
る
行
者
が
阿
弥
陀
如

来
の
名
号
不
思
議
の
「
海
水
」・
尽
十
方
無
碍
光
の
大
悲
大
願
の
「
海

水
」
に
帰
入
す
れ
ば
、
功
徳
・
智
慧
の
「
う
し
ほ
」
に
一
味
と
成
っ

た
世
界
―
「
生
死
即
涅
槃
」「
煩
悩
即
菩
提
」
―
が
現
成
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
仏
仏
相
念
の
境
位
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
釈
尊
が
出
世
の
大
事
を
阿
難
に
説
法
さ
れ
ん
と
し

て
入
定
し
た
も
う
た
弥
陀
三
昧
大
寂
定
に
お
け
る
仏
仏
相
念
に
も
比

定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
念
仏
三
昧
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
の

比
重
を
も
っ
た
、
親
鸞
に
よ
っ
て
「
大
行
」
と
も
呼
ば
れ
る
行
法
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。「
大
行
」
と
は
、「
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、

も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
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d
 

 『
往
生
論
註
』
巻
上
、
総
説
分
、
観
察
門
、
衆
生
世
間
、
仏
、
身
業
功
徳
、

法
界
身
義
（『
七
祖
註
釈
版
』no.30 

八
一
‐
八
三
頁
）。

e
 

 

同
（『
七
祖
註
釈
版
』no. 30 

八
二
頁
）。

f
 

 『
観
無
量
寿
経
』
序
分
、
発
起
序
、
定
善
示
観
縁
（『
註
釈
版
』no.8 

九
二
頁
）。

g
 

 『
往
生
論
註
』
巻
上
、
総
説
分
、
観
察
門
、
衆
生
世
間
、
仏
、
身
業
功
徳
、

法
界
身
義
（『
七
祖
註
釈
版
』no. 30 

八
二
頁
）。

h
 

 

同
右
。

i
 

 

同
（『
七
祖
註
釈
版
』no. 30 

八
二
‐
八
三
頁
）。

j
 

 『
観
経
疏
』「
定
善
義
」
像
観
、
法
界
身
義
（『
七
祖
註
釈
版
』no.10 

四
三
一
頁
）。

k
 

 

同
右
。

l
 

 

同
（『
七
祖
註
釈
版
』no. 10 

四
三
〇
頁
）。

m
 

 

同
（『
七
祖
註
釈
版
』no. 10 

四
三
一
頁
）。

n
 

 M
onier, SED

, 1181.

o
 

 「
信
文
類
」（
末
）
追
釈
、真
仏
弟
子
釈
（『
註
釈
版
』no. 92

二
五
八
頁
）。

p
 

 『
安
楽
集
』
巻
下
、
第
四
大
門
、
諸
経
所
明
念
仏
（『
七
祖
註
釈
版
』

no. 30 

二
四
八
頁
）。

q
 

 

同
右
。

r
 

 『
安
楽
集
』
巻
下
、
第
四
大
門
、
諸
経
所
明
念
仏
（『
七
祖
註
釈
版
』no. 30 

一
六
二
頁
）。

4
 

 『
安
楽
集
』
巻
上
、
第
一
大
門
、
宗
旨
不
同
（『
浄
土
真
宗
聖
典　

七
祖
篇

―
註
釈
版
―
』〔
以
降
『
七
祖
註
釈
版
』
と
略
す
〕
教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ

ー
編
纂
、
一
九
九
六
年
。no. 6

一
八
九
頁
、
一
九
一
頁
）。

5
 

 「
行
文
類
」
大
行
釈
、
引
文
（『
註
釈
版
』no. 35 

一
七
〇
‐
一
七
四
頁
）。

6
 

 

原
文
で
は「
以
弥
陀
法
王
四
十
八
願
名
號
。
為
仏
事
。
願
力
度
衆
生
。」（『
大

正
蔵
』
四
七
、四
七
四
頁
下
）
と
あ
り
、「
行
文
類
」
の
引
文
と
は
異
な
る
が

大
意
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
ろ
う
。
中
略
後
の
原
文
は
「
是
以
如
来
常
於
三
昧
海

中
。
挙
網
綿
乎
。
謂
父
王
曰
。
王
今
坐
禅
。
但
当
念
仏
。
豈
同
離
念
求
乎
無

念
。
離
生
求
於
無
生
。
離
相
好
求
乎
法
身
。
離
文
字
求
乎
解
脫
。」（
四
七
六

頁
中
）
と
あ
る
。

7
 

 「
行
文
類
」
大
行
釈
、
引
文
（『
註
釈
版
』no. 35
一
七
一
頁
）。

8
 

 

同
右
。

9
 

 

同
右
。

0
 

 『
唯
信
鈔
文
意
』（『
註
釈
版
』no.2 

七
〇
〇
頁
）。

a
 

 「
行
文
類
」
大
行
釈
、
引
文
（『
註
釈
版
』no. 35 

一
七
二
頁
）。

b
 

 「
化
身
土
文
類
」
本
、
観
経
隠
顕
（『
註
釈
版
』no. 15

三
八
二
‐

三
八
三
頁
）。

c
 

 『
観
無
量
寿
経
』
正
宗
分
、
定
善
、
像
観
、
法
界
身
（『
註
釈
版
』

no.16 

一
〇
〇
頁
）。
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二
四
八
‐
二
四
九
頁
）。

s
 

 『
安
楽
集
』
巻
下
、
第
四
大
門
、
諸
経
所
明
念
仏
（『
七
祖
註
釈
版
』no. 30 

二
四
九
頁
）。

t
 

 「
信
文
類
」（
末
）
追
釈
、
真
仏
弟
子
釈
「
ま
た
い
は
く
（
散
善
義
）、「〈
若

念
仏
者
〉
よ
り
下
〈
生
諸
仏
家
〉
に
至
る
ま
で
こ
の
か
た
は
、
ま
さ
し

く
念
仏
三
昧
の
功
能
超
絶
し
て
、
ま
こ
と
に
雑
善
を
し
て
比
類
と
す
る

こ
と
を
得
る
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
顕
す
。（
中
略
）
分
陀
利
と
い
ふ
は
、

人
中
の
好
華
と
名
づ
く
、
ま
た
希
有
華
と
名
づ
く
、
ま
た
人
中
の
上
上

華
と
名
づ
く
、
ま
た
人
中
の
妙
好
華
と
名
づ
く
。
こ
の
華
あ
ひ
伝
へ
て

蔡
華
と
名
づ
く
る
こ
れ
な
り
。
も
し
念
仏
の
ひ
と
は
す
な
は
ち
こ
れ
人

中
の
好
人
な
り
、
人
中
の
妙
好
人
な
り
、
人
中
の
上
上
人
な
り
、
人
中

の
希
有
人
な
り
、人
中
の
最
勝
人
な
り
。」（『
註
釈
版
』no. 98

二
六
二
頁
）。

た
け
だ
・
り
ゅ
う
せ
い 

龍
谷
大
学
名
誉
教
授


