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四
一

　
　
　
　
　
　
　

大
乗
菩
薩
道
と
し
て
の
浄
土
願
生 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
難
易
二
道
」
を
め
ぐ
っ
て 

│ 

龍
樹
か
ら
親
鸞
へ 

│

宮　

島　

　

　

磨

小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て　

有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ　

如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
は　

 

苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き　
　
　

（
『
正
像
末
和
讃
』｢

愚
禿
悲
歎
述
懐
」
）

願
海
は
二
乗
雑
善
の
中
下
の
屍
骸
を
宿
さ
ず
。
い
か
に
い
は
ん
や
人
天
の
虚
仮
邪
偽
の
善
業
、
雑
毒
雑
心
の
屍
骸
を
宿
さ
む
や
。

（
『
教
行
信
証
』｢

行
巻｣

）

一　

龍
樹
と
曇
鸞
│
菩
薩
道
と
し
て
の
「
難
行
」
と
「
易
行
」
│　

　

中
国
浄
土
教
を
代
表
す
る
仏
教
者
で
あ
る
曇
鸞
（
四
七
六
│
五
四
二
？
）
は
『
浄
土
論
註
』（
以
下
、『
論
註
』
）
の
冒
頭
に
お
い
て
、

龍
樹
（
一
五
〇
│
二
五
〇
頃
）
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』（
以
下
、『
十
住
論
』
）
を
引
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
難
易
二
行
道
」
を
説
き
示
し
て

い
る
。謹

ん
で
龍
樹
菩
薩
の
十
住
毘
婆
沙
を
案
ず
る
に
云
く
、
菩
薩
、
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
に
二
種
の
道
あ
り
。
一
に
は
難
行
道
、
二
に
は

易
行
道
な
り
。
難
行
道
と
は
、
謂
く
、
五
濁
の
世
に
お
い
て
、
無
仏
の
時
に
お
い
て
、
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
を
難
と
す
。
こ
の
難
に

乃
ち
多
く
の
途
あ
り
。
粗
ぼ
五
三
を
言
ひ
て
、
以
て
義
の
意
を
示
さ
ん
。
一
つ
に
は
、
外
道
の
相
善
は
菩
薩
の
法
を
乱
る
。
二
に
は
、



四
二

声
聞
の
自
利
は
大
慈
悲
を
障
ふ
。
三
つ
に
は
、
無
顧
の
悪
人
は
他
の
勝
徳
を
破
す
。
四
に
は
、
顛
倒
の
善
果
は
能
く
梵
行
を
壊
す
。

五
つ
に
は
、
唯
こ
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
持
な
し
。
こ
れ
等
の
如
き
等
の
事
、
目
に
触
る
る
に
皆
な
是
れ
な
り
。
譬
へ
ば
、
陸
路
の

歩
行
は
則
ち
苦
し
き
が
如
し
。
易
行
道
と
は
、
謂
く
、
た
だ
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
往
生
せ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
便

ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
。
仏
力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
。
正
定
は
即
ち
こ
れ
阿
毘
跋
致
な
り
。
譬
へ
ば
水
路

に
船
に
乗
ず
れ
ば
即
ち
楽
し
き
が
如
し
。 

（
『
浄
土
論
註

（
１
）

』
）

　

こ
こ
に
示
さ
れ
る
〝
「
難
行
道
」
対
「
易
行
道
」
〞
と
い
う
図
式
そ
の
も
の
が
す
で
に
曇
鸞
の
論
説
に
お
け
る
範
疇
で
あ
っ
て
、
も
と
の
『
十

住
論
』
に
は
み
ら
れ
な
い
対
比
構
造
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が

（
２
）

、
そ
の
こ
と
に
も
ま
し
て
両
者
の
間
に
は
そ

も
そ
も
「
難
行
」
に
対
す
る
捉
え
方
に
微
妙
な
差
異
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
は
以
下
に
そ
の
こ
と
を
示
し
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　

右
に
引
い
た
『
論
註
』
の
箇
所
で
は
ま
ず
「
阿
毘
跋
致
」
と
い
う
不
退
の
位
を
求
め
る
菩
薩
の
道
で
あ
る
「
難
行
道
」
が
「
易
行
道
」

と
の
対
比
に
お
い
て
示
さ
れ
た
後
、
そ
の
「
難
行
」
の
あ
り
さ
ま
が
五
つ
の
様
態
で
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に

列
挙
さ
れ
る
五
つ
の
様
態
が
そ
の
ま
ま
直
ち
に
│
「
易
行
」
に
対
す
る
「
難
行
」
と
し
て
│
そ
の
「
難
」
た
る
事
由
を
示
し
て
い
る
と
み

る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
。
第
一
の
「
外
道
の
相
善
…
」
は
端
的
に
仏
法
に
違
背
す
る
（
「
菩
薩
の
法
を
乱
る
」
）
も
の
で
あ

る
が
、
続
く
第
二
の
「
声
聞
」
は
「
自
利
」
に
と
ら
わ
れ
大
乗
の
慈
悲
の
心
（
「
大
慈
悲
」
）
を
障
碍
す
る
あ
り
よ
う
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
第
三
は
「
無
顧
の
悪
人
」
と
い
わ
れ
る
存
在
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
「
他
の
勝
徳
」
を
破
壊
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
〝
反
〞「
利
他
」

と
も
み
な
さ
れ
る
べ
き
準
位
に
お
け
る
「
悪
人
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
四
「
顚
倒
の
善
果
」
が
「
善
果
」
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
目
指

さ
れ
る
は
ず
の
本
来
の
行
た
る
「
梵
行
」
を
損
な
う
も
の
と
さ
れ
た
後
に
、
第
五
が
「
自
力
に
し
て
他
力
の
持
な
し
」
と
結
ば
れ
て
い
る

こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
五
箇
条
に
示
さ
れ
る
「
難
行
」（
の
「
途
」
）
と
は
ま
さ
に
、
本
来
「
利
他
」
を
め
ざ
す
べ
き
菩
薩
の
「
難
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行
道
」
の
頽
落
形
態
と
し
て
の
「
自
利
」（
の
「
途
」
）
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
、「
難
行
」
が
│
ま
さ
に
真
に
は
全
う

す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
意
味
で
│
「
難
行
」
で
あ
る
が
た
め
に
、
本
来
「
菩
薩
」
た
ら
ん
と
す
る
者
が
歩
む
べ
き
「
利
他
」
の
道
を

逸
脱
し
て
い
く
、
そ
う
し
た
「
行
」
の
あ
り
よ
う
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
難
行
」
そ
れ
自
体
が
（
あ
る
べ
き
本
来
の
あ
り
よ

う
に
お
い
て
）
端
的
に
提
示
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
曇
鸞
は
、
こ
の
よ
う
に
菩
薩
行
が
「
自
利
」
へ
と
頽
落
し
ゆ
く
姿
こ
そ
を

「
自
力
」
と
み
な
し
、「
難
行
」（
の
い
わ
ば
成
れ
の
果
て
）
と
一
掃
し
た
う
え
で
、「
他
力
」
と
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
３
）

。

　

曇
鸞
が
世
親
（
四
│
五
世
紀
）
の
『
浄
土
論
』
に
お
け
る
偈
頌
（
「
我
依
修
多
羅　

真
実
功
徳
相
」
）
を
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
釈
尊

所
説
の
「
修
多
羅
」（
経
典
）
を
「
大
乗
の
諸
経
」
と
解
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
に
説
か
れ
て
い
る
「
真
実
功
徳
相
」
を
「
不
実
の
功
徳
」

と
「
真
実
の
功
徳
」
と
の
二
相
に
弁
別
し
、「
凡
夫
人
天
の
諸
善
」
を
前
者
の
「
不
実
の
功
徳
」
の
方
に
配
当
し
て
い
る
の
も
、
右
に
い

わ
れ
る
「
顛
倒
の
善
果
」
ゆ
え
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

真
実
功
徳
相
と
は
二
種
の
功
徳
あ
り
。
一
に
は
、
有
漏
心
よ
り
生
じ
て
法
性
に
順
ぜ
ず
。
い
は
ゆ
る
凡
夫
人
天
の
諸
善
、
人
天
の
果

報
、
も
し
は
因
、
も
し
は
果
、
み
な
こ
れ
顛
倒
な
り
、
み
な
こ
れ
虚
偽
な
り
。
こ
の
故
に
不
実
の
功
徳
と
名
づ
く
。
二
に
は
、
菩
薩

の
智
慧
清
浄
の
業
よ
り
起
せ
る
荘
厳
仏
事
は
、
法
性
に
依
り
て
清
浄
の
相
に
入
れ
り
。
こ
の
法
、
顛
倒
な
ら
ず
、
虚
偽
な
ら
ず
、
名

づ
け
て
真
実
の
功
徳
と
為
す
。
い
か
ん
が
顛
倒
せ
ざ
る
、
法
性
に
依
り
て
二
諦
に
順
ず
る
が
故
に
。
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
故
な
り

（
４
）

。

　

と
こ
ろ
で
、
曇
鸞
が
「
難
易
二
行
道
」
を
説
く
に
あ
た
っ
て
所
依
の
論
と
し
て
い
る
龍
樹
の
『
十
住
論
』（
第
五
「
易
行
品
」
第
九
）
は
、

菩
薩
が
「
阿
惟
越
致
地
」
と
い
う
不
退
転
の
境
地
へ
と
い
た
る
修
行
の
過
程
に
お
い
て
、
ま
さ
に
こ
の
「
自
利
」
へ
の
転
落
が
生
じ
か
ね
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な
い
こ
と
を
、〝
「
菩
薩
」
対
「
声
聞
」・「
独
覚
」
〞
と
の
対
比
に
お
い
て
示
し
て
い
る
。

阿
惟
越
致
地
に
至
る
に
は
、
諸
の
難
行
を
行
じ
、
久
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
き
も
、
或
ひ
は
声
聞
・
辟
支
仏
の
地
に
堕
せ
む
。
若
し
爾

ら
ば
是
れ
大
衰
患
な
り
。 

（
『
十
住
論

（
５
）

』
）

　

龍
樹
に
よ
れ
ば
、「
阿
惟
越
致
」
た
る
不
退
の
境
地
に
至
る
べ
く
菩
薩
の
修
行
に
い
そ
し
む
行
者
が
お
そ
れ
る
べ
き
境
位
は
「
二
乗
の
地
」

た
る
「
声
聞
」・「
独
覚
（
辟
支
仏
）
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
菩
薩
を
志
す
者
の
頽
落
形
態
（
「
大
衰
患
」
）
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
続
く

『
助
道
論
』（
『
菩
提
資
糧
論
』
）
か
ら
の
引
証
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
利
他
」
の
心
を
見
失
っ
て
「
自
利
」
へ
と
閉
ざ
さ
れ
た
「
二

乗
」
の
境
位
は
「
菩
薩
の
死
」
で
あ
り
、
堕
地
獄
に
も
ま
し
て
菩
薩
が
忌
避
す
べ
き
あ
り
よ
う
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

若
し
声
聞
の
地
及
び
辟
支
仏
の
地
に
堕
す
る
は
、
是
れ
を
菩
薩
の
死
と
名
づ
く
。
則
ち
一
切
の
利
を
失
す
。
若
し
地
獄
に
堕
す
も　

是
の
如
き
の
畏
れ
を
生
ぜ
ず
。
若
し
二
乗
の
地
に
堕
す
れ
ば　

則
ち
大
怖
畏
と
為
す
。
地
獄
の
中
に
堕
す
る
も
、
畢
竟
し
て
仏
に
至

る
こ
と
を
得
る
。
若
し
二
乗
の
地
に
堕
せ
ば
、
畢
竟
し
て
仏
道
を
遮
す
。
…
…
若
し
は
声
聞
の
地
及
び
辟
支
仏
の
地
に
お
い
て
は　

ま
さ
に
大
怖
畏
を
生
ず
べ
し
。

　

「
声
聞
」・「
独
覚
」
は
、「
難
行
」
の
達
成
が
そ
の
真
義
に
お
い
て
「
難
」
で
あ
る
が
た
め
に
、
い
わ
ば
迷
路
に
陥
っ
た
あ
り
よ
う
で
あ
っ

て
、
菩
薩
た
る
も
の
が
本
来
そ
の
行
の
果
と
し
て
享
受
す
べ
き
「
一
切
の
利
」
を
失
す
る
と
い
う
。
以
下
、
龍
樹
は
、「
易
行
道
」
が
説

示
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
「
難
行
」
に
ま
つ
わ
る
懼
れ
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
と
論
を
続
け
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
菩
薩
道

を
歩
ま
ん
と
す
る
者
が
最
も
懼
れ
る
べ
き
事
態
こ
そ
が
、
こ
の
「
二
乗
の
地
」
へ
の
頽
落
で
あ
っ
て
、
決
し
て
頽
落
の
様
態
そ
の
も
の
が
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菩
薩
道
た
る
「
難
行
」
の
具
体
相
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

い
う
な
れ
ば
「
難
行
」
は
そ
の
徹
底
し
が
た
さ
ゆ
え
に
「
易
行
」
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
、
真
の
菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
当
初
の
志
が
貫

徹
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
易
行
道
」
は
断
じ
て
、「
難
行
」
に
怯
ん
だ
者
の
安
直
な
逃
げ
道
な
の
で
は
な
い
。
龍
樹
は
そ
の
こ
と
を
強
く

訴
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
者
に
は
ま
ず
も
っ
て
、
何
よ
り
も
強
固
な
発
心
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
易
行
道
」
を
（
「
難
」
で
は
な
い
と
い
う
理
由
だ
け
か
ら
）
求
め
る
者
に
対
し
て
龍
樹
は
次
の
よ
う
に
諭
す
。

汝
の
所
説
の
如
き
は　

是
れ

弱
怯
劣
に
し
て
大
心
有
る
こ
と
無
し
。
是
れ
丈
夫
志
幹
の
言
に
非
ざ
る
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
。

若
し
人
発
願
し
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
求
め
ん
と
欲
し
て
、
未
だ
阿
惟
越
致
を
得
ず
ん
ば
、
其
の
中
間
に
お
い
て
応
さ
に
、
身

命
を
惜
ま
ず
、
昼
夜
に
精
進
し
て
、
頭
燃
を
救
ふ
が
如
く
な
る
べ
し
。

　

菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
者
は
「
難
行
」
の
「
難
」
し
さ
を
前
に
し
て
た
じ
ろ
ぐ
よ
う
な
心
弱
き
者
（
「

弱
怯
劣
」
）
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

当
初
の
志
が
見
失
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
肝
心
の
強
固
な
志
「
（
丈
夫
志
幹

（
６
）

」
に

根
ざ
し
た
勤
行
・
精
進
に
お
い
て
こ
そ
、「
自
利
」
で
は
な
く
「
利
他
」
が
め
ざ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
│
続
く
『
菩
提
資
糧
論
』

か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
│
証
し
だ
て
ら
れ
、
い
わ
ば
こ
の
発
心
の
強
度
に
お
い
て
、「
自
利
」
に
終
始
す
る
「
二
乗
」
と
の
対
比
が
あ
ら

た
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

菩
提
を
求
め
ん
が
為
の
故
に　

常
に
応
さ
に
勤
め
て
精
進
し　

懈
怠
の
心
を
生
ぜ
ざ
る
べ
し
。
声
聞
乗
・
辟
支
仏
乗
を
求
め
ん
者
の

若
き
は
、
但
だ
己
れ
の
利
を
成
ぜ
ん
が
為
に
も　

常
に
応
さ
に
勤
め
て
精
進
す
べ
し
。
何
か
に
況
や
菩
薩
の　

自
ら
度
し
亦
た
彼
を
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度
す
る
に
お
い
て
を
や
。
此
の
二
乗
の
人
よ
り
も　

億
倍
し
て
応
さ
に
精
進
す
べ
し
。

　

菩
薩
の
修
行
に
あ
た
っ
て
は
、
当
然
、
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
ひ
た
む
き
さ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
己
れ
一
身
の
成
仏
の
み
な
ら

ず
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
利
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
行
じ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
行
へ
の
ひ
た
む
き
さ
が
、「
自
利
」
一
辺
倒
の
「
二
乗
」

に
「
億
倍
」
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
龍
樹
は
い
う
。

大
乗
を
行
ず
る
者
に
は
仏
は
是
の
如
く
説
き
た
ま
へ
り
。「
発
願
し
て
仏
道
を
求
む
る
は
、
三
千
大
世
界
を
挙
ぐ
る
よ
り
重
し
」
と
。

汝
「
阿
惟
越
致
地
は
是
の
法
甚
だ
難
く
、
久
し
う
し
て
乃
ち
得
べ
し
、
若
し
易
行
道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
有
り

や
」
と
言
ふ
は
、
是
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の
言
な
り
、
是
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非
ず
。

　

さ
て
龍
樹
が
「
易
行
」
に
つ
い
て
子
細
に
語
り
始
め
る
の
は
、
ま
さ
に
菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
者
が
本
来
こ
の
よ
う
に
具
え
る
べ
き
発
心

の
堅
固
さ
（
先
の
引
用
に
お
け
る
「
丈
夫
志
幹
」
＝
右
の
引
用
に
い
う
「
大
人
志
幹
」、
以
下
で
は
前
者
の
表
現
を
用
い
る
）
を
踏
ま
え

た
上
で
、
な
お
「
方
便

（
７
）

」
と
し
て
な
の
で
あ
る
。

汝
若
し
必
ず
此
の
方
便
を
聞
か
ん
と
欲
は
ば
、
今
当
に
之
れ
を
説
く
べ
し
。
仏
法
に
無
量
の
門
有
り
。
世
間
の
道
に
難
有
り
、
易
有

り
。
陸
道
の
歩
行
は
則
ち
苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
則
ち
楽
し
き
が
如
し
。
菩
薩
の
道
も
亦
た
、
是
の
如
し
。
或
ひ
は
勤
行
精
進
す

る
者
有
り
、
或
ひ
は
信
方
便
の
易
行
を
以
て
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
者
有
り

（
８
）

。

　

「
勤
行
精
進
」
を
内
容
と
す
る
「
難
行
」
が
上
述
の
本
来
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
菩
薩
行
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
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「
（
信
方
便
の
）
易
行
」
と
い
う
別
の
行
の
あ
り
よ
う
を
龍
樹
は
示
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
龍
樹
に
と
っ
て
〝
「
難
行
」
対
「
易
行
」
〞
の
背
景
に
は
明
ら
か
に
「
自
利
」
と
「
利
他
」
の
問
題
が
ひ
か
え
て
い
た

の
で
あ
り
、
極
言
す
る
な
ら
ば
菩
薩
道
の
根
幹
た
る
「
利
他
」
の
志
の
貫
徹
し
難
さ
に
こ
そ
、「
難
行
」
の
「
難
」
た
る
ゆ
え
ん
が
み
と

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、「
難
行
」
が
「
難
行
道
」
と
し
て
端
的
に
斥
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る

（
９
）

。
と
こ
ろ
が
、
曇
鸞

は
こ
の
「
難
易
」
を
「
二
行
」
と
し
て
対
比
さ
せ
、「
無
仏
五
濁
」
と
い
う
時
代
背
景
の
中
で
み
て
い
る
。
そ
れ
が
た
め
に
「
難
行
」
を

│
そ
の
内
容
に
即
し
て
│
菩
薩
行
と
し
て
子
細
に
点
検
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、「
難
行
」
を
貫
く
べ
き
志
そ
の
も
の
に
か
ん

す
る
言
及
も
な
い
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
に
と
っ
て
「
難
行
」
の
「
難
」
た
る
ゆ
え
ん
は
ひ
と
え
に
「
無
仏
五
濁
」（
ゆ
え
に
行
を
達
成
す
る

こ
と
の
難
し
さ
）
に
あ
る
た
め
に
、
少
な
く
と
も
こ
の
「
難
易
二
行
」
に
か
か
わ
る
局
面
に
お
い
て
は
、「
難
行
」
の
内
実
に
か
ん
す
る

論
議
や
、
行
を
成
就
せ
ん
と
す
る
志
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
論
議
は
回
避
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
自
利
」（
「
自
力
」
）

へ
の
頽
落
形
態
と
し
て
「
難
行
」
も
ま
た
│
本
来
の
「
難
行
」
の
あ
り
よ
う
と
の
本
質
的
な
関
係
に
か
か
わ
る
論
議
に
立
ち
入
る
こ
と
な

く
│
、「
無
仏
五
濁
」
と
い
う
時
代
の
衰
え
ゆ
え
の
現
象
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
に
「
難
行
道
」
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
浄
土

論
註
』
に
お
い
て
「
こ
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
』
は
、
け
だ
し
上
衍
の
極
致
、
不
退
の
風
航
な
る
も
の
な
り

）
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」
と
、
龍
樹
の
い
う
「
易

行
」
を
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
お
け
る
「
五
念
門
」
の
〝
行
法
〞
へ
と
接
続
で
き
た
の
も
、
こ
う
し
た
「
難
易
二
行
道
」
の
対
比
構
造
の

も
と
に
「
難
行
」
の
方
を
一
掃
す
れ
ば
こ
そ
な
の
で
あ
る
。
対
し
て
龍
樹
は
、
そ
も
そ
も
「
難
行
」
が
そ
の
頽
落
形
態
へ
と
陥
り
か
ね
な

い
要
素
を
本
質
的
に
孕
ん
で
い
る
点
に
こ
そ
、
そ
の
貫
徹
の
難
し
さ
が
あ
る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
難
行
」
の
「
難
」
た
る
ゆ
え

ん
を
「
行
」
の
達
成
し
が
た
さ
に
で
は
な
く
│
ま
さ
に
こ
う
し
た
恰
好
で
「
自
利
」
へ
の
閉
塞
を
生
じ
や
す
い
│
志
の
あ
り
よ
う
に
即
し

て
み
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
、
む
し
ろ
龍
樹
の
方
が
か
え
っ
て
事
態
の
本
質
を
把
捉
し
え
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
龍
樹
に
お

い
て
、
菩
薩
行
で
あ
る
「
難
行
」
へ
の
志
そ
れ
自
体
は
決
し
て
廃
棄
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
志
そ
の
も
の
は
篤
く
保
持
せ
ら
れ
、「
利
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他
」
の
成
就
と
し
て
そ
の
貫
徹
が
期
せ
ら
れ
れ
ば
こ
そ
、「
自
利
」
へ
の
閉
塞
を
脱
し
た
「
易
行
（
道
）
」
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
て
き
て

い
る
の
で
あ
る
。

二　

龍
樹
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
位
置
│
「
易
行
」
と
「
本
願
」
│

　

と
は
い
え
、「
易
行
（
道
）
」
へ
の
転
換
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
〈
行
〉
の
内
容
（
〝
行
法
〞
）
そ
の
も
の
の
具
体
的
な
変
更
を
迫
ら
れ
よ
う
。

以
下
、「
難
行
」
か
ら
「
易
行
」
へ
の
転
換
に
お
い
て
、
菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
者
の
志
（
「
丈
夫
志
幹
」
）
が
ど
の
よ
う
な
形
で
保
持
・
継

続
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
「
易
行
品
」
の
論
述
に
即
し
て
み
て
ゆ
き
た
い
。

　

龍
樹
は
『
十
住
論
』（
「
十
方
十
仏
章
」
）
に
お
い
て
、『
宝
月
童
子
所
問
経
』
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
「
十
方
」
世
界
に
お
け
る
諸
仏
の

存
在
を
示
し
、
す
ぐ
れ
た
功
徳
を
褒
め
讃
え
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
「
東
方
の
善
徳
仏
」
の
あ
り
よ
う
を
示
し
た
後
に
「
も
し
善
男

子
・
善
女
人
あ
り
て
こ
の
仏
の
名
を
聞
き
て
能
く
信
受
す
る
者
は
、
即
ち
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
退
か
ず
。
余
の
九
仏
の
事
も
亦
た

是
の
如
し
」
と
そ
れ
ら
諸
仏
へ
の
帰
依
を
う
な
が
す
。
そ
の
上
で
、「
南
の
栴
檀
徳
仏
」
以
下
へ
と
記
述
が
及
ん
で
い
く

）
11
（

。
そ
し
て
、
不

退
転
地
に
至
り
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
を
得
ん
と
志
す
者
は
「
恭
敬
の
心
」
で
も
っ
て
、
こ
れ
ら
「
十
方
」
諸
仏
の
名
号
を
「
執
持

し
て
」
称
す
べ
き
で
あ
る
と
説
き
、「
若
し
人
一
心
に
其
の
名
号
を
称
え
れ
ば
、
即
ち
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
退
せ
ざ
る
こ
と
を
得
ん
」

と
結
ぶ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
諸
仏
の
名
を
聞
い
て
一
心
に
帰
命
し
、
名
号
を
称
え
る
（
「
信
受
す
る
」
）
こ
と
こ
そ
が
仏
の

功
徳
を
受
け
と
め
る
上
で
の
要
で
あ
り
、「
易
行
」
の
内
実

）
12
（

な
の
で
あ
る
。
経
典
の
所
説
の
大
綱
を
あ
ら
た
め
て
偈
頌
か
ら
の
引
証
に
よ
っ

て
示
し
た
後
で
、
龍
樹
は
ふ
た
た
び
想
定
さ
れ
る
対
手
と
の
問
答
を
開
始
す
る
。

問
ひ
て
曰
く
、「
但
だ
是
の
十
仏
の
名
号
を
聞
き
て
執
持
し
て
心
に
在
け
ば
、
便
ち
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
退
せ
ざ
る
こ
と
を
得
。

更
た
余
の
仏
、
余
の
菩
薩
の
名
有
り
て
阿
惟
越
致
に
至
る
こ
と
を
得
と
為
ん
や
。」
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答
へ
て
曰
く
、「
阿
弥
陀
等
の
仏
、
及
び
諸
の
大
菩
薩　

名
を
称
へ
一
心
に
念
ず
る
も　

亦
た
不
退
転
を
得
。
／
更
た
阿
弥
陀
等
の

諸
仏
、
亦
た
応
さ
に
恭
敬
し
礼
拝
し
て
其
の
名
号
を
称
す
べ
し

）
13
（

。」

　

「
阿
弥
陀
等
の
諸
仏
」
と
い
う
言
い
廻
し
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
へ
の
言
及
は
一
見
す
る
と
唐
突
に
も
映
る
が
、「
恭
敬
し
礼
拝
し
て
其
の

名
号
を
称
す
べ
し
」
と
い
う
求
め
ら
れ
る
べ
き
仏
へ
の
姿
勢
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
は
こ
こ
で
は
│
決
し
て
ひ
と
え
に

そ
の
功
徳
の
卓
越
性
と
い
う
文
脈
か
ら
で
は
な
く
│
、
名
号
を
一
心
に
、
ひ
た
む
き
に
称
え
る
と
い
う
行
者
の
営
為
（
「
信
受
す
る
」
こ
と
）

に
即
し
つ
つ
、「
十
仏
」
に
対
す
る
帰
依
の
延
長
線
上
に
浮
上
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。『
十
住
論
』
に
お
い
て
本
格
的
に
阿
弥
陀
仏
が

登
場
す
る
「
弥
陀
章
」
は
こ
こ
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　

「
弥
陀
章
」
の
冒
頭
で
は
、
先
立
つ
「
十
方
十
仏
」
章
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
た
十
方
世
界
に
お
け
る
「
百
七
」
仏
の
名
を
あ
ら
た
め
て

列
挙
し
、「
こ
の
諸
の
仏
世
尊
は
現
に
十
方
の
清
浄
世
界
に
在
し
ま
す
。
皆
な
名
を
称
し
憶
念
す
べ
し
」
と
、
そ
の
〝
現
在
仏
〞
性
を
強

調
し
た
上
で
、
称
名
と
憶
念
と
を
説
い
た
後
、
次
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
「
本
願
」
を
説
く
。

阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
是
の
如
し
、
若
し
人
、
我
れ
を
念
じ
名
を
称
し
て
自
か
ら
帰
せ
ば
、
即
ち
必
定
に
入
り
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩

提
を
得
ん
、
と
。
是
の
故
に
常
に
応
さ
に
憶
念
す
べ
し

）
14
（

。

　

『
十
住
論
』
に
お
け
る
「
易
行
」
は
畢
竟
ず
る
に
〝
（
諸
）
仏
を
一
心
に
念
じ
、
そ
の
功
徳
を
讃
歎
す
る
こ
と
〞（
以
下
、
憶
念
）
と
い

え
よ
う
が
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
に
か
か
わ
る
行
と
し
て
際
だ
っ
て
く
る
理
由
の
根
幹
は
ま
さ
に
こ
の
阿
弥
陀
仏
自
身
の
本
願
に
あ
る
。
す
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な
わ
ち
、
わ
け
て
も
阿
弥
陀
仏
を
憶
念
す
べ
き
由
縁
は
、
ま
さ
に
阿
弥
陀
仏
自
身
が
自
ら
の
名
を
称
え
、
帰
命
す
る
こ
と
を
行
者
に
求
め

て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
必
ず
仏
の
悟
り
へ
と
い
た
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
阿
弥

陀
仏
の
本
願
は
諸
仏
に
か
か
わ
る
「
易
行
」
を
集
約
し
、
そ
の
成
就
を
支
え
て
お
り
、「
十
方
十
仏
」
の
憶
念
へ
と
向
か
う
行
者
の
志
の

ベ
ク
ト
ル
の
、
ま
さ
に
〝
終
点
〞
と
し
て
の
位
置
に
阿
弥
陀
仏
が
際
だ
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
龍
樹
自
身
に
よ
る
阿

弥
陀
仏
へ
の
帰
命
の
宣
言
と
解
さ
れ
る
べ
き
「
帰
敬
偈
」（
「
無
量
光
明
の
慧
あ
り　

身
は
真
金
山
の
如
し
。　

我
れ
今
、
身
口
意
に
て

　

合
掌
し
、
稽
首
し
礼
し
た
て
ま
つ
る
。」
）
に
始
ま
る
阿
弥
陀
仏
へ
の
称
賛
が
続
き
、
そ
の
国
土
の
す
ぐ
れ
た
あ
り
よ
う

）
15
（

が
語
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
の
背
景
に
は
本
願
に
結
晶
し
た
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
が
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
龍
樹
は
自
ら
阿
弥
陀
仏
へ
帰
依
し
て
い
く
さ

ま
を
あ
ら
た
め
て
次
の
よ
う
に
子
細
に
述
べ
、
偈
頌
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。

彼
の
八
道
の
船
に
乗
じ
て　

能
く
難
度
海
を
度
す
。
自
ら
度
し
、
亦
た
彼
を
度
す
。
我
れ
自
在
者
を
礼
し
奉
る
。
諸
仏
は
無
量
劫
に

其
の
功
徳
を
讃
揚
す
る
も　

猶
し
尚
ほ
尽
く
す
こ
と
能
は
ず
、
清
浄
人
に
帰
命
し
奉
る
。
我
れ
今
、
亦
た
是
の
如
く　

無
量
の
徳
を

称
讃
す
。
是
の
福
の
因
縁
を
以
て　

願
は
く
は
仏
、
常
に
我
れ
を
念
じ
た
ま
へ
。
我
れ
今
・
先
世
に
於
て　

福
徳
若
し
は
大
小
な
る

も
、
願
は
く
は
我
れ
仏
所
に
於
て　

心
常
に
清
浄
な
る
を
得
ん
。
此
の
福
の
因
縁
を
以
て　

獲
る
所
の
上
妙
の
徳　

願
は
く
は
諸
の

衆
生
の
類
も　

皆
亦
た
悉
く
当
に
得
べ
し

）
16
（

。

　

こ
こ
に
、
龍
樹
も
ま
た
阿
弥
陀
仏
の
国
土
た
る
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
一
行
者
で
あ
る
と
の
自
覚
が
表
明
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、「
我
今
・
先
世
に
於
て　

福
徳
若
し
は
大
小
な
る
も
」
と
い
う
箇
所
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
己
れ
が
自
ら
の
力
で
な
し
た
と
こ
ろ
の

功
徳
の
大
小
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
阿
弥
陀
仏
自
身
の
す
ぐ
れ
た
は
た
ら
き
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
る
真
の
功
徳

（
「
上
妙
の
徳
」
）
が
期
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
は
た
ら
き
を
可
能
な
ら
し
め
る
当
体
は
阿
弥
陀
仏
自
身
の
は
か
り
し
れ
な
い
功
徳
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（
「
無
量
の
徳
」
）
で
あ
り
、
そ
の
は
た
ら
き
は
具
体
的
に
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ま
で
に
語
ら
れ
て
き
た
諸
相
に
お
い
て
具
現
化
せ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
龍
樹
自
身
も
そ
う
し
た
仏
の
作
用
に
与
り
、
決
し
て
自
ら
の
力
で
も
っ
て
は
達
し
得
な
い
境
位
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
が

念
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
我
今
・
先
世
に
於
て　

福
徳
若
し
は
大
小
な
る
も
」
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
本
願
に
結
晶
し
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
の
大
き
さ
の

前
に
、
自
ら
の
修
め
た
功
徳
の
量
そ
れ
自
体
が
相
対
化
さ
れ
て
限
り
な
く
そ
の
意
味
を
希
薄
化
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う

し
た
行
へ
と
お
も
む
く
志
そ
の
も
の
が
直
ち
に
無
意
義
化
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
真
の
功
徳
を
獲
よ
う
と
す
る
志
自
体
は
む
し

ろ
、
そ
れ
以
前
に
己
れ
の
器
量
に
た
よ
っ
て
功
徳
を
積
も
う
と
し
た
そ
の
志
か
ら
連
続
し
て
す
ら
い
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ

こ
で
表
明
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
決
し
て
、
本
章
に
先
立
っ
て
斥
け
ら
れ
て
い
た
「

弱
怯
劣
」
」（
「
怯
弱
下
劣
」
）、
す
な
わ
ち
不
退
転
の

位
に
至
る
こ
と
が
難
し
く
、
ま
た
果
て
し
な
い
時
間
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
に
怯
ん
で
、
安
直
に
易
し
き
道
を
求
め
る
と
い
う
あ
り
よ
う

で
は
な
い
。
真
の
功
徳
の
獲
得
を
願
う
そ
の
志
は
む
し
ろ
、
龍
樹
の
い
う
「
丈
夫
志
幹
」
と
響
き
合
い
す
ら
し
て
い
よ
う
。「
此
の
福
の

因
縁
を
以
て　

獲
る
所
の
上
妙
の
徳　

願
は
く
は
諸
も
ろ
の
衆
生
の
類
も　

皆
亦
た
悉
く
当
に
得
べ
し
」
と
、
末
尾
に
お
い
て
「
利
他
」

に
ふ
れ
る
ゆ
え
ん
も
、
ま
さ
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
乗
じ
る
か
た
ち
で
「
丈
夫
志
幹
」
を
貫
き
通
せ
ば
こ
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
龍
樹
自
身
が
表
明
す
る
│
阿
弥
陀
仏
を
そ
の
志
の
ベ
ク
ト
ル
の
〝
終
点
〞
と
す
る
│
こ
う
し
た
帰
依
の
姿
こ
そ
、
と
も
す
れ
ば

「
自
利
」
に
閉
塞
し
が
ち
な
「
二
乗
」
を
越
え
出
た
真
の
「
利
他
」
道
た
る
菩
薩
道
を
志
す
証
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
龍
樹
・
曇
鸞
の
論
議
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
菩
薩
道
を
め
ぐ
る
「
難
易
二
行
」
の
思
想
が
親
鸞
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。



五
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三　

親
鸞
に
お
け
る
龍
樹
│
「
他
力
」
と
し
て
の
菩
薩
道
│

　

周
知
の
よ
う
に
、
親
鸞
（
一
一
七
三
│
一
二
六
二
）
は
龍
樹
を
〝
浄
土
七
高
僧
〞
の
は
じ
め
に
か
ぞ
え
、『
高
僧
和
讃
』
に
詠
ん
で
い
る
。

本
師
龍
樹
菩
薩
は　

智
度
十
住
毘
婆
娑
等　

つ
く
り
て
お
お
く
西
を
ほ
め　

す
ゝ
め
て
念
仏
せ
し
め
た
り
／
…
…
／
本
師
龍
樹
菩
薩

は　

大
乗
無
上
の
法
を
と
き　

歓
喜
地
を
証
し
て
ぞ　

 

ひ
と
え
に
念
仏
す
ゝ
め
け
り
／
龍
樹
大
士
世
に
い
で
て　

難
行
易
行
の
み

ち
お
し
え　

流
転
輪
廻
の
わ
れ
ら
を
ば　

 

弘
誓
の
ふ
ね
に
の
せ
た
ま
ふ
／
本
師
龍
樹
菩
薩
の　

お
し
え
を
つ
た
え
き
か
ん
ひ
と　

本
願
こ
ゝ
ろ
に
か
け
し
め
て　

つ
ね
に
弥
陀
を
称
す
べ
し
／
不
退
の
く
ら
ゐ
す
み
や
か
に　

え
ん
と
お
も
は
ん
ひ
と
は
み
な　

恭
敬

の
心
に
執
持
し
て　

弥
陀
の
名
号
称
す
べ
し　

／
生
死
の
苦
海
ほ
と
り
な
し　

ひ
さ
し
く
し
ず
め
る
わ
れ
ら
を
ば　

弥
陀
弘
誓
の
ふ

ね
の
み
ぞ　

の
せ
て
か
な
ら
ず
わ
た
し
け
る 

（
『
高
僧
和
讃

）
17
（

』
）

　

右
の
和
讃
に
端
的
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
よ
れ
ば
│
『
中
論
』
や
『
大
智
度
論
』
を
著
し
、「
空
」
思
想
の
大
成
者
・「
中
観
」

派
の
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
│
龍
樹
が
浄
土
教
の
祖
師
た
る
ゆ
え
ん
は
何
と
い
っ
て
も
「
難
行
易
行
の
み
ち
」
の
別
を
示
し
、
阿
弥
陀
仏
の

本
願
に
も
と
づ
く
「
念
仏
」
に
よ
っ
て
衆
生
が
仏
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
う
る
道
を
「
易
行
」
と
し
て
説
示
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
親
鸞
に
よ
る
龍
樹
の
文
献
か
ら
の
直
接
的
な
引
用
は
、『
教
行
信
証
』（
「
行
巻
」
）
に
集
中
し
て
お
り
、
龍
樹
の
功
績
と
た

た
え
ら
れ
る
「
難
易
二
行
」
に
か
ん
す
る
論
議
も
こ
こ
で
引
用
さ
れ
る
。

ま
た
曰
く
、
仏
法
に
無
量
の
門
あ
り
。
世
間
の
道
に
難
あ
り
、
易
あ
り
。
陸
道
の
歩
行
は
則
ち
苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
則
ち
楽
し
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き
が
ご
と
し
。
菩
薩
の
道
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
あ
る
い
は
勤
行
精
進
の
も
の
あ
り
、
あ
る
い
は
信
方
便
の
易
行
を
以
て
疾
く
阿

惟
越
致
に
至
る
者
あ
り
。
乃
至  

も
し
人
疾
く
不
退
転
地
に
至
ら
ん
と
欲
は
ば
、
恭
敬
心
を
以
て
執
持
し
て
名
号
を
称
す
べ
し
。

 

　
　

（
『
行
巻

）
18
（

』
）

　

右
の
「
易
行
品
」
か
ら
の
引
用
箇
所
の
前
半
部
分
で
は
、
龍
樹
の
原
文
の
ま
ま
に
「
菩
薩
の
道
」
と
し
て
の
「
難
易
（
二
行
）
」
が
〝
「
勤

行
精
進
」
対
「
信
方
便
の
易
行
」
〞
と
い
う
対
比
の
も
と
に
捉
え
ら
れ
た
後
、
省
略
部
分
（
「
乃
至

）
19
（

」
）
を
は
さ
ん
で
後
半
の
引
用
が
続
き
、「
信

方
便
の
易
行
」
と
い
う
あ
り
よ
う
が
直
ち
に
「
恭
敬
心
を
も
っ
て
執
持
し
て
名
号
を
称
す
」
る
こ
と
で
あ
る
と
説
か
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
、
親
鸞
の
う
け
と
め
た
龍
樹
の
「
易
行
」
も
ま
た
、
あ
く
ま
で
も
「
菩
薩
の
道
」
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
よ

う
が
、
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、
右
の
引
用
に
先
立
つ
箇
所
の
前
に
お
い
て
、『
十
住
論
』
の
第
九
「
易
行
品
」
に
先
立
つ
第
二
「
入
初
地
品
」

の
論
を
引
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

こ
の
「
入
初
地
品
」
か
ら
の
引
用
で
は
、
不
退
の
位
た
る
「
歓
喜
地
」
を
め
ざ
す
菩
薩
が
修
め
る
べ
き
「
六
波
羅
蜜
」
等
の
「
清
浄
」
な
「
諸

法
」
た
る
「
出
世
間
道
」
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
清
浄
」
さ

）
20
（

の
根
拠
と
さ
れ
る
も
の
こ
そ
、
龍
樹
が
「
諸
仏
の
家
」
と
名
づ
け

る
「
般
舟
三
昧
」
と
「
大
悲
」（
あ
る
い
は
「
無
生
法
忍
」
）
で
あ
る

）
21
（

。

般
舟
三
昧
お
よ
び
大
悲
を
諸
仏
の
家
と
名
づ
く
。
こ
の
二
法
よ
り
諸
の
如
来
を
生
ず
。
こ
の
中
に
般
舟
三
昧
を
父
と
す
。
ま
た
大
悲

を
母
と
す
。
ま
た
次
に
般
若
三
昧
は
こ
れ
父
な
り
、
無
生
法
忍
は
こ
れ
母
な
り
。
…
…
家
に
咎
な
け
れ
ば
、
家
清
浄
な
り
。

 

（
『
行
巻

）
22
（

』
）
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し
か
も
、
こ
の
「
出
世
間
道
」
は
、
た
え
ず
、
生
死
流
転
を
繰
り
返
し
て
や
ま
な
い
「
凡
夫
道
」
と
の
対
比
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

清
浄
と
は
六
波
羅
蜜
・
四
功
徳
処
な
り
。
…
…
こ
の
諸
法
清
浄
に
し
て
咎
あ
る
こ
と
な
し
。
…
…
世
間
道
を
転
じ
て
出
世
上
道
に
入

る
も
の
な
り
。
世
間
道
は
即
ち
こ
れ
凡
夫
所
行
の
道
と
名
づ
く
。
転
じ
て
休
息
と
名
づ
く
。
凡
夫
道
は
究
竟
し
て
涅
槃
に
至
る
こ
と

あ
た
は
ず
。
常
に
生
死
に
往
来
す
。
こ
れ
を
凡
夫
道
と
名
づ
く
。
出
世
間
は
、
こ
の
道
に
因
り
て
三
界
を
出
づ
る
こ
と
を
得
る
が
故

に
、
出
世
間
道
と
名
づ
く
。
上
は
、
妙
な
る
が
故
に
、
名
づ
け
て
上
と
す
。
入
は
正
し
く
道
を
行
ず
る
が
故
に
名
づ
け
て
入
と
す
。

こ
の
心
を
以
て
初
地
に
入
る
を
「
歓
喜
地
」
と
名
づ
く
と
。 

（
『
行
巻

）
23
（

』
）

　

次
い
で
、
こ
う
し
た
心
構
え
に
あ
る
「
初
地
の
菩
薩
」
が
「
歓
喜
地
の
菩
薩
」
と
も
名
づ
け
ら
れ
る
ゆ
え
ん
が
順
次
引
用
さ
れ
て
く
る

が
、
そ
の
最
後
に
「
信
力
増
上
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、
仏
に
対
す
る
信
の
深
ま
り
が
説
か
れ
る
箇
所
が
注
目
さ
れ
る
。

信
力
増
上
は
い
か
ん
。
聞
見
す
る
所
あ
り
て
、
必
受
し
て
疑
ひ
な
け
れ
ば
増
上
と
名
づ
く
、
殊
勝
と
名
づ
く
と
。
…
…
菩
薩
初
地
に

入
れ
ば
、
諸
の
功
徳
の
味
を
得
る
が
故
に
、
信
力
転
増
す
。
こ
の
信
力
を
以
て
、
諸
仏
の
功
徳
無
量
深
妙
な
る
を
籌
量
し
て
よ
く
信

受
す
。
こ
の
故
に
こ
の
心
ま
た
多
な
り
、
ま
た
勝
な
り
。
深
く
大
悲
を
行
ず
れ
ば
、
衆
生
を
愍
念
す
る
こ
と
骨
体
に
徹
入
す
る
が
故

に
、
名
づ
け
て
深
と
す
。
一
切
衆
生
の
た
め
に
仏
道
を
求
む
る
が
故
に
、
名
づ
け
て
大
と
す
。
慈
心
は
、
常
に
利
事
を
求
め
て
衆
生

を
安
穏
す
。 

（
『
行
巻

）
24
（

』
）

　

見
聞
き
す
る
と
こ
ろ
を
率
直
に
受
け
容
れ
る
「
信
力
増
上
」
は
、「
初
地
の
菩
薩
」
に
お
い
て
「
信
力
転
増

）
25
（

」
と
い
う
形
で
現
れ
る
と
い
う
。

「
歓
喜
地
の
菩
薩
」
へ
と
至
る
こ
と
を
支
え
る
の
は
、（
「
聞
見
」
す
る
と
こ
ろ
の
）
仏
の
功
徳
の
卓
越
性
へ
と
思
い
が
お
よ
び
、
そ
れ
を
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率
直
に
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
行
へ
赴
か
ん
と
す
る
自
身
の
心
が
、「
大
悲
」、「
慈
心
」
へ
と
、
す
な
わ
ち
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

衆
生
を
慈
し
み
憐
れ
む
心
へ
と
深
ま
り
ゆ
く
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
「
利
他
」
の
心
へ
と
徹
底
化
を
果
た
す
こ
と
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
親
鸞
は
こ
う
し
た
菩
薩
道
の
基
本
線
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
そ
の
先
に
「
易
行
品
」
の
「
難
易
（
二
行
）
」
の
論
議
を
接
続
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
は
さ
ら
に
次
の
文
言
を
引
い
て
く
る
。

も
し
菩
薩
こ
の
身
に
お
い
て
阿
惟
越
致
に
至
る
こ
と
を
得
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
ら
む
と
欲
は
ば
、
ま
さ
に
こ
の
十
方
諸
仏

を
念
ず
べ
し
。
名
号
を
称
す
る
こ
と
、
宝
月
童
子
所
問
経
の
阿
惟
越
致
品
の
中
に
説
く
が
如
し
と
。
乃
至 

（
『
行
巻

）
26
（

』
）

　

す
な
わ
ち
親
鸞
に
お
い
て
、「
利
他
」
の
心
へ
の
徹
底
化
と
は
、「
初
地
の
菩
薩
」
に
お
け
る
「
信
力
転
増
」
が
│
ま
さ
に
「
十
方
諸
仏
」

に
対
す
る
憶
念
の
表
れ
と
し
て
の
│
〝
称
名

）
27
（

〞
へ
と
収
斂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
退
転
た
る
「
歓
喜
地
の
菩
薩
」
へ
と
至
る
こ
と
と
捉

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
が
、
さ
ら
に
こ
の
信
は
た
だ
ち
に
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
へ
と
特
化
さ
れ
て
く
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
理
路
は
龍
樹
の

そ
れ
と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。

問
ふ
て
曰
く
、
た
だ
こ
の
十
仏
の
名
号
を
聞
き
て
執
持
し
て
心
に
在
け
ば
、
便
ち
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
退
せ
ざ
る
こ
と
を
得
。

ま
た
余
仏
・
余
菩
薩
の
名
ま
し
ま
し
て
、
阿
惟
越
致
に
至
る
こ
と
を
得
と
や
せ
む
。
答
へ
て
曰
く
、
阿
弥
陀
等
の
仏
お
よ
び
諸
大
菩

薩
、
名
を
称
し
一
心
に
念
ず
れ
ば
、
ま
た
不
退
転
を
得
る
こ
と
か
く
の
ご
と
し
。
阿
弥
陀
等
の
諸
仏
、
ま
た
恭
敬
礼
拝
し
、
そ
の
名

号
を
称
す
べ
し
。
い
ま
当
に
つ
ぶ
さ
に
無
量
寿
仏
を
説
く
べ
し
。
世
自
在
王
仏
乃
至
そ
の
余
の
仏
ま
し
ま
す
、
こ
の
諸
仏
世
尊
、
現

在
十
方
の
清
浄
世
界
に
、
み
な
名
を
称
し
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
る
こ
と
、
か
く
の
ご
と
し
。
も
し
人
、
我
を
念
じ
名
を
称
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し
て
自
ら
帰
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
必
定
に
入
り
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
、
こ
の
ゆ
え
に
常
に
憶
念
す
べ
し
と
。 

（
『
行
巻

）
28
（

』
）

　

先
に
確
認
し
た
と
お
り
、
龍
樹
の
原
文
で
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
念
じ
ら
れ
る
べ
き
対
象
た
る
仏
の
中
心
に
は
「
十
仏
」
た
る
諸
仏
が
位

置
し
、
そ
れ
以
外
の
仏
・
菩
薩
（
「
百
七
仏
」
）
を
憶
念
の
対
象
と
し
て
も
同
様
に
不
退
転
の
境
地
に
至
り
う
る
、
と
い
う
文
脈
に
お
い

て
阿
弥
陀
仏
が
そ
の
一
例
と
し
て
登
場
し
て
き
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
龍
樹
に
お
い
て
も
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
、
こ

と
さ
ら
に
帰
依
の
対
象
と
し
て
切
り
立
っ
て
は
い
く
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
理
解
に
お
い
て
は
「
い
ま
当
に
つ
ぶ
さ
に
…
」
以
下
に
お
い

て
帰
依
の
対
象
が
た
だ
ち
に
阿
弥
陀
仏
へ
と
際
だ
っ
て
き
て
い
る

）
29
（

。
阿
弥
陀
仏
は
、
そ
れ
以
前
に
讃
歎
さ
れ
た
諸
仏
す
ら
も
ま
た
そ
の
名

を
称
し
、
そ
の
本
願
を
憶
念
す
る
存
在
と
し
て
、
い
わ
ば
帰
依
の
頂
点
に
位
置
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。「
行
巻
」
の
「
行
巻
」
た
る

ゆ
え
ん
も
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
龍
樹
の
「
易
行
」
は
、
か
く
し
て
菩
薩
行
と
し
て
の
意
味
を
に
な
っ
た
ま
ま
に
阿
弥
陀

仏
へ
の
信
へ
と
特
化
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る

）
30
（

。

四　

親
鸞
へ
│
「
発
心
」
と
「
願
生
」
│

　

親
鸞
は
『
高
僧
和
讃
』
に
お
け
る
龍
樹
菩
薩
の
段
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

一
切
菩
薩
の
ゝ
た
ま
は
く　

わ
れ
ら
因
地
に
あ
り
し
と
き　

無
量
劫
を
へ
め
ぐ
り
て　

万
善
諸
行
を
修
せ
し
か
ど
／
恩
愛
は
な
は
だ

た
ち
が
た
く　

生
死
は
な
は
だ
つ
き
が
た
し　

 

念
仏
三
昧
行
じ
て
ぞ　

 

罪
障
を
滅
し
度
脱
せ
し

）
31
（

　

さ
し
あ
た
り
は
龍
樹
自
身
を
含
む
と
明
言
こ
そ
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
諸
菩
薩
も
ま
た
、
は
て
し
な
い
時
を
か
け
て
「
万
善
諸
行
」
に

励
ん
で
き
た
存
在
で
あ
る
と
親
鸞
は
み
る
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
修
行
の
身
で
あ
る
「
因
地
」
の
「
菩
薩
」
で
す
ら
、
な
お
「
恩
愛
」
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断
ち
が
た
く
、「
生
死
」
尽
き
が
た
き
が
ゆ
え
に
、
そ
う
し
た
修
行
に
よ
っ
て
は
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
。
そ
う
し
た
（
流
転

輪
廻
の
）
境
涯
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ひ
と
え
に
「
念
仏
三
昧
」
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

龍
樹
を
、
浄
土
往
生
を
願
う
（
「
願
生
」
の
）「
菩
薩
」
の
ひ
と
り
と
み
、
行
者
と
し
て
│
最
終
的
に
は
│
阿
弥
陀
仏
に
か
か
わ
り
ゆ

く
存
在
と
み
る
思
想
は
曇
鸞
に
さ
か
の
ぼ
る
と
お
も
わ
れ
る
が

）
32
（

、『
十
住
論
』
の
立
場
に
即
し
て
み
て
も
、「
利
他
」
に
生
き
大
乗
菩
薩
道

の
担
い
手
た
ら
ん
と
す
る
行
者
が
（
「

弱
怯
劣
」
な
ら
ぬ
）「
大
心
」
を
も
っ
て
こ
の
よ
う
に
「
難
行
」
を
歩
み
行
く
姿
と
し
て
、
右

の
引
用
箇
所
は
容
易
に
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
志
に
も
か
か
わ
ら
ず
龍
樹
は
「
難
行
」
を
「
難
行
」
の
ま
ま
に
成
就
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
い
わ
れ
る
「
わ
れ
ら
因
地
に
あ
り
し
と
き　

無
量
劫
を
へ
め
ぐ
り
て　

万
善
諸
行
を
修
せ
し
か
ど　

恩
愛
は
な
は

だ
た
ち
が
た
く　

生
死
は
な
は
だ
つ
き
が
た
し
」
と
い
う
言
い
廻
し
は
親
鸞
の
『
唯
信
抄
文
意
』
お
よ
び
『
正
像
末
和
讃
』
に
お
け
る
次

の
述
懐
を
想
起
さ
せ
る
。

お
ほ
よ
そ
過
去
久
遠
に
三
恒
河
沙
の
諸
仏
の
よ
に
い
で
た
ま
ひ
し
み
も
と
に
し
て
、
自
力
の
菩
提
心
を
お
こ
し
き
、
恒
沙
の
善
根
を

修
せ
し
に
よ
り
て
、
い
ま
願
力
に
ま
う
あ
ふ
こ
と
を
え
た
り
。 

（
『
唯
信
鈔
文
意

）
33
（

』
）

　
　

三
恒
河
沙
の
諸
仏
の　

出
世
の
み
も
と
に
あ
り
し
と
き　

大
菩
提
心
起
せ
ど
も　

自
力
か
な
は
で
流
転
せ
り 

（
『
正
像
末
和
讃

）
34
（

』
）

　

「
因
地
」
の
「
菩
薩
」
と
い
う
表
現
こ
そ
欠
落
し
て
い
る
も
の
の
（
そ
し
て
、
そ
こ
に
深
意
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
は
あ
る

の
だ
が
）、
親
鸞
も
ま
た
、
今
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
久
遠
の
過
去
に
お
い
て
、
仏
に
な
る
べ
く
「
発
心
」
し
、「
自
力
」
の
修
行
を
志
し
た
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と
き
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
右
の
『
唯
信
鈔
文
意
』（
以
下
、『
文
意
』
）
お
よ
び
『
正
像
末
和
讃
』（
以
下
、『
和
讃
』
）
の
語
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
親
鸞
は
そ
れ
を
「
自
力
の
菩
提
心
」、「
大
菩
提
心
」
の
発
起
で
あ
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。
後
者
の
「
大
菩
提
心
」
に
は
龍
樹

の
い
う
「
大
心
」
の
含
み
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
一
方
で
そ
れ
を
「
自
力
の
菩
提
心
」
と
も
言
い
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
特

徴
が
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
、「
恒
沙
の
善
根
」
へ
と
お
も
む
く
、
い
に
し
え
の
原
初
の
発
心
は
「
自
力
の
菩
提
心
」
で
あ
っ
た
と
自
覚

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
菩
提
心
の
発
起
は
『
文
意
』
に
お
い
て
は
「
恒
沙
の
善
根
を
修
せ
し
に
よ
り
て
、
い
ま
願
力
に
ま
う
あ
ふ
こ
と
を
え

た
り
」
と
弥
陀
へ
の
信
へ
と
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
和
讃
』
に
お
い
て
は
「
起
せ
ど
も
／
自
力
か
な
は
で
流
転
せ
り
」

と
否
定
的
に
言
い
放
た
れ
て
お
り
、「
自
力
」
の
〝
意
味
〞
づ
け
に
か
ん
し
て
は
少
な
か
ら
ぬ
差
異
が
み
ら
れ
る
。
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
自

力
」
の
修
行
そ
れ
自
体
に
（
そ
の
行
の
成
就
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
成
果
と
し
て
の
）
一
定
の
意
味
が
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

「
自
力
」
の
行
は
所
詮
、
親
鸞
に
流
転
輪
廻
の
生
し
か
も
た
ら
し
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
自
力
」
で
は
あ
っ
て
も
、
こ

の
原
初
の
発
心
（
し
か
も
諸
仏
・
諸
菩
薩
に
よ
っ
て
み
と
ら
れ
て
い
る
〈
場
〉
に
お
け
る
発
心
）
の
発
起
・
継
続
が
│
ひ
と
ま
ず
そ
の
理

路
は
措
く
と
し
て
も

）
35
（

│
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
（
「
願
力
」
）
と
の
出
合
い
へ
と
通
じ
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
こ
そ
『
文

意
』
の
述
懐
の
方
の
重
み
が
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
親
鸞
も
ま
た
久
遠
の
過
去
に
仏
な
ら
ん
と
志
し
な
が
ら
も
、（
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
は
）

そ
の
志
を
徹
底
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
仏
へ
の
思
い
は
叶
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
今
生
に
至
っ
た
が
、
ま
さ
に
今
生
に
お
い

て
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
と
出
合
い
、
そ
の
重
み
を
受
け
と
め
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
仏
へ
の
方
途
を
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

原
初
の
発
心
は
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
無
意
味
な
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
仏
に
な
ら
ん
と
す
る
そ
の
志
に
お
い
て
、

今
へ
と
連
続
す
る
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
龍
樹
は
〝
先
達
〞
だ
っ
た
の
で
あ
る
。『
文
意
』
の
引
用
箇
所
に
先
立
っ

て
、
善
導
の
『
般
舟
讃
』
冒
頭

）
36
（

の
記
述
を
ふ
ま
え
て
「
わ
れ
ら
が
ち
ゝ
は
ゝ
種
種
の
方
便
を
し
て
、
無
上
の
信
心
を
ひ
ら
き
お
こ
し
た
ま
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へ
る
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
」
と
述
べ
、
ま
た
引
用
箇
所
の
後
で
は
「
他
力
の
三
信
心
を
え
た
ら
む
ひ
と
は
、
ゆ
め
〳
〵
余
の
善
根
を

そ
し
り
、
余
の
仏
号
を
い
や
し
う
す
る
こ
と
な
か
れ
と
な
り
」
と
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
原
初
の
「
自
力
」
の
発
心
が
頑
な
に
孕
ん
で
い
る
負
性
は
、
そ
の
成
就
に
よ
る
直
接
的
な
「
果
」
を
も
た
ら
さ
な
い

ど
こ
ろ
か
、
阿
弥
陀
仏
の
「
他
力
」
を
受
け
と
め
る
上
で
、
す
な
わ
ち
信
心
獲
得
の
上
で
桎
梏
と
化
す
こ
と
は
、
右
の
『
和
讃
』
に
限
ら
ず
、

親
鸞
が
折
に
触
れ
て
縷
々
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
和
讃
』
の
引
用
部
分
に
先
立
つ
箇
所
で
も
、「
自
力
聖
道
の
菩
提
心　

こ
ゝ
ろ

も
こ
と
ば
も
お
よ
ば
れ
ず
／
常
没
流
転
の
凡
愚
は　

い
か
で
か
発
起
せ
し
む
べ
き
」
と
詠
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
親
鸞
が
自
ら
を
「
「
因

地
」
の
「
菩
薩
」
」
と
語
り
得
な
か
っ
た
理
由
も
こ
の
負
性
に
か
か
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五　

廻
心
の
意
味
│
「
自
力
」
か
ら
「
他
力
」
へ
│

　

親
鸞
は
、
善
導
（
六
一
三
│
六
八
一
）
の
『
観
経
疏
』
に
お
け
る
〝
二
河
白
道
喩
〞
を
「
信
巻
」
で
引
い
た
後
、
次
の
よ
う
な
釈
を
施

し
て
い
る
。

二
河
の
譬
喩
の
中
に
「
白
道
四
五
寸
」
と
言
ふ
は
、「
白
道
」
は
、「
白
」
の
言
は
黒
に
対
す
る
な
り
。「
白
」
は
、
即
ち
こ
れ
選
択
摂

取
の
白
業
、
往
相
回
向
の
浄
業
な
り
。「
黒
」
は
、
即
ち
こ
れ
無
明
煩
悩
の
黒
業
、
二
乗
・
人
天
の
雑
善
な
り
。「
道
」
の
言
は
「
路
」

に
対
せ
る
な
り
。「
道
」
は
即
ち
こ
れ
本
願
一
実
の
直
道
、
大
般
涅
槃
無
上
の
大
道
な
り
。「
路
」
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
二
乗
・
三
乗
・

万
善
諸
行
の
小
路
な
り
。「
四
五
寸
」
と
言
う
は
、
衆
生
の
四
大
・
五
陰
に
喩
ふ
る
な
り
。「
能
生
清
浄
願
心
」
と
言
ふ
は
、
金
剛
の

真
心
を
獲
得
す
る
な
り
。
本
願
力
の
回
向
の
大
信
心
海
な
る
が
故
に
、
破
壊
す
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
「
金
剛
の
如
し
」
と
喩
ふ
る
な

り
。 

（
「
信
巻

）
37
（

」
）
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こ
こ
で
は
「
自
力
」（
の
路
）
が
、「
他
力
」（
の
白
道
）
と
対
比
さ
れ
つ
つ
│
端
的
な
煩
悩
や
悪
性
で
は
な
く
│
、「
黒
業
、
二
乗
・
人

天
の
雑
善
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
、〝
二
河
白
道
喩
〞
の
根
幹
に
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
〝
「
自
力
」
対

「
他
力
」
〞
の
構
図
で
あ
り
、
諸
善
へ
の
志
向
た
る
「
自
力
」
の
心
へ
と
閉
塞
す
る
こ
と
な
く
、「
他
力
」
の
道
を
歩
み
行
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
〝
「
（
大
）
道
」
│
「
（
小
）
路
」
〞
の
弁
別
は
親
鸞
独
自
の
も
の
で
あ
る
。「
難
易
二
行
」
を
め
ぐ
る
論
議
に
お
い
て
も
、

龍
樹
の
「
易
行
品
」（
か
ら
の
引
用
）
で
は
「
陸
道
」・「
水
道
」
と
と
も
に
「
道
」
の
字
が
充
て
ら
れ
て
お
り
（
「
陸
道
の
歩
行
は
す
な

わ
ち
苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
す
な
わ
ち
楽
し
き
が
ご
と
し
。」
）、
そ
れ
を
釈
し
た
曇
鸞
（
か
ら
の
引
用
）
で
は
「
陸
路
」・「
水
路
」
と

と
も
に
「
路
」
の
字
が
充
て
ら
れ
て
い
た
（
「
譬
へ
ば
陸
路
の
歩
行
は
則
ち
苦
し
き
が
如
し
。
…
譬
へ
ば
水
路
に
船
に
乗
じ
て
即
ち
楽
し

き
が
如
し
。」
）
の
で
あ
る
が
、「
行
巻
」
末
の
『
正
信
念
仏
偈
』
に
お
い
て
は
「
龍
樹
大
士
世
に
出
で
て
…
…
難
行
の
陸
路
苦
し
き
こ
と

を
顕
示
し
て　

易
行
の
水
道
、
楽
し
き
こ
と
を
信
楽
せ
し
む
」
と
「
道
」
と
「
路
」
と
を
慎
重
に
使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

も
、（
難
行
の
陸
）「
路
」
が
（
「
自
力
」
の
）「
小
路
」
へ
と
通
じ
ゆ
く
お
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

凡
夫
に
お
け
る
「
自
力
」
は
「
自
力
」
に
お
い
て
完
結
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
原
初
の
発
心
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
に
お
い
て
、

「
自
力
」
か
ら
「
他
力
」
へ
と
、
志
そ
れ
自
体
が
質
的
な
転
換
を
と
げ
る
こ
と
に
な
る
。
い
う
な
ら
ば
原
初
の
発
心
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
信

へ
と
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
完
結
し
う
る
よ
う
な
発
心
な
の
で
あ
る
。
完
結
へ
と
至
る
過
程
に
お
い
て
、
発
心
は
自
ら
の
「
自

力
」
性
と
対
峙
し
、
そ
れ
を
越
え
出
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
親
鸞
に
お
い
て
「
自
力
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。

自
力
と
い
ふ
は
、
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
ゝ
ろ
を
た
の
む
。
わ
か
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
〴
〵
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と

な
り
。 

（
『
一
念
多
念
文
意

）
38
（

』
）
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ま
づ
自
力
と
ま
ふ
す
こ
と
は
、
行
者
の
を
の
を
の
縁
に
し
た
が
ひ
て
、
余
の
仏
号
を
称
念
し
、
余
の
善
根
を
修
行
し
て
、
わ
が
身
を

た
の
み
、
わ
が
は
か
ら
ひ
の
こ
ゝ
ろ
を
も
て
、
身
口
意
の
み
だ
れ
ご
こ
ろ
を
つ
く
ろ
ひ
、
め
で
た
う
し
な
し
て
浄
土
へ
往
生
せ
ん
と

お
も
ふ
を
自
力
と
ま
ふ
す
な
り
。 

（
『
末
灯
鈔
』
第
二
書
簡

）
39
（

）

　

前
半
の
引
用
は
端
的
に
「
自
力
」
の
あ
り
よ
う
を
述
べ
て
い
る
が
、
後
半
の
引
用
に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
行
の
対
象
と

し
て
の
「
自
力
」
行
は
内
容
的
に
は
、
阿
弥
陀
仏
以
外
の
諸
仏
の
名
（
「
余
の
仏
号
」
）
を
称
え
る
こ
と
や
、
他
の
諸
善
（
「
余
の
善
根
」
）

を
行
ず
る
こ
と
を
さ
す
が
、
事
の
本
質
は
引
用
文
後
半
に
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
器
量
を
も
か
え
り
み
ず
、
自
ら

を
当
て
に
し
て
、
そ
う
し
た
諸
行
の
達
成
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
己
惚
れ
を
も
つ
こ
と
こ
そ
「
自
力
」
の
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

必
ず
や
行
の
綻
び
を
ご
ま
か
す
形
で
し
か
往
生
行
へ
の
専
念
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
龍
樹
に
か
ん
す
る
冒
頭
の
偈
文
（
「
万
善
諸
行

を
修
せ
し
か
ど　

恩
愛
は
な
は
だ
た
ち
が
た
く　

生
死
は
な
は
だ
つ
き
が
た
し
」
）
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
消
息
を
物
語
っ
て
い
よ
う

）
40
（

。

　

親
鸞
に
お
い
て
、
こ
と
さ
ら
「
廻
心
」
と
い
う
事
態
が
問
わ
れ
て
く
る
の
は
、
そ
の
背
景
に
こ
の
よ
う
な
│
過
去
久
遠
劫
来
の
│
「
自

力
」（
の
菩
提
心
）
が
ひ
か
え
て
い
れ
ば
こ
そ
な
の
で
あ
る
。「
廻
心
」
と
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
に
お
い
て
生
じ
る
「
他
力
」
へ
の
転
換
に

他
な
ら
な
い
。

「
廻
心
」
と
い
ふ
は
、
自
力
の
心
を
ひ
る
が
へ
し
す
つ
る
を
い
ふ
な
り
。
…
…
自
力
の
こ
ゝ
ろ
を
す
つ
と
い
ふ
は
、
や
う
〳
〵
さ
ま

〴
〵
の
大
小
聖
人
善
悪
凡
夫
の
、
み
づ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
を
す
て
、
み
を
た
の
ま
ず
、
あ
し
き
こ
ゝ
ろ
を
か
へ
り

み
ず
、
ひ
と
す
ぢ
に
、
具
縛
の
凡
愚
・
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩

を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。 

（
『
唯
信
鈔
文
意

）
41
（

』
）
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こ
こ
で
は
「
み
づ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
」
と
し
て
の
「
自
力
」
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
衆
生
（
「
や
う
〳
〵
さ
ま
〴
〵
の

大
小
聖
人
善
悪
凡
夫
」
）
に
通
底
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
あ
し
き
こ
ゝ
ろ
」
た
る
「
煩
悩
」
に
纏
綿
せ
ら
れ
た
衆
生
が
、
そ
う

し
た
「
自
力
」
を
拭
い
去
っ
て
、「
ひ
と
す
ぢ
」
に
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
を
抱
く
こ
と
こ
そ
が
親
鸞
の
い
う
「
廻
心
」
の
内
実
で
あ
る
。
親

鸞
は
ま
さ
に
過
去
久
遠
劫
来
の
菩
提
心
を
「
廻
心
」
に
よ
っ
て
、
濁
り
な
き
真
の
「
利
他
」
心
へ
と
転
ぜ
ん
こ
と
を
念
じ
て
い
た
の
で
あ

る
）
42
（

。
浄
土
の
大
菩
提
心
は　

願
作
仏
心
を
す
ゝ
め
し
む　

す
な
は
ち
願
作
仏
心
を　

度
衆
生
心
と
な
づ
け
た
り
／
度
衆
生
心
と
い
ふ
こ
と

は　

弥
陀
智
願
の
廻
向
な
り　

廻
向
の
信
楽
う
る
ひ
と
は　

大
般
涅
槃
を
さ
と
る
な
り
／
如
来
の
廻
向
に
帰
入
し
て　

願
作
仏
心
を

う
る
ひ
と
は　

自
力
の
廻
向
を
す
て
は
て
　ゝ

利
益
有
情
は
き
は
も
な
し 

（
『
正
像
末
和
讃

）
43
（

』
）

　

右
の
和
讃
は
、
先
の
「
三
恒
河
沙
の
諸
仏
の　

出
世
の
み
も
と
に
あ
り
し
と
き　

大
菩
提
心
起
せ
ど
も　

自
力
か
な
は
で
流
転
せ
り
」

の
直
後
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
世
親
の
「
五
念
門
」
の
〈
行
〉
体
系
に
か
か
わ
る
文
章
で
あ
る
が
、
先
ほ
ど
の
「
自
力
」
の
菩
提
心

に
対
す
る
形
で
、
あ
ら
た
め
て
阿
弥
陀
仏
自
身
の
菩
提
心
が
「
大
菩
提
心
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
親
鸞
に
よ
れ
ば
真
の
意
味
で
の
「
利
他
」

を
に
な
え
る
菩
提
心
は
こ
の
菩
提
心
を
措
い
て
は
あ
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
仏
た
ら
ん
と
す
る
「
願
作
仏
心
」
が
、
他
の
衆
生
を
利
せ

ん
と
す
る
「
度
衆
生
心
」
た
る
上
で
も
、
こ
う
し
た
阿
弥
陀
仏
自
身
の
菩
提
心
を
差
し
向
け
ら
れ
て
、
そ
の
功
徳
に
与
る
よ
り
他
の
方
途

は
あ
り
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
を
獲
て
、「
自
力
」
を
脱
す
る
こ
と
に
よ
る
「
利
益
有
情
」（
＝
十
全
な
「
利
他
」
）
が

念
ぜ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
他
力
」
は
決
し
て
行
者
自
身
の
志
向
性
の
延
長
線
上
に
姿
を
あ
ら
わ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
ま
さ
に
菩
薩
道
の
方
途
と
し
て
「
信
方
便
の
易
行
」
へ
の
転
換
を
説
い
た
龍
樹
の
思
想
を
「
他
力
（
廻
向
）
」
に
お
い
て
徹
底

せ
し
め
た
親
鸞
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。



六
三

大乗菩薩道としての浄土願生　「難易二道」をめぐって ─ 龍樹から親鸞へ ─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
＊
＊

　

親
鸞
は
、
世
親
『
浄
土
論
』
の
「
以
本
願
力
廻
向
故
、
是
名
出
第
五
門
」（
本
願
力
の
廻
向
を
以
て
の
故
に
、
こ
れ
を
出
第
五
門
と
名
づ
く
）

を
「
還
相
廻
向
」
と
み
る
曇
鸞
の
解
釈
を
ふ
ま
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
如
来
の
還
相
廻
向
の
御
ち
か
ひ
な
り
。
こ
れ
は
他
力
の
還
相
の
廻
向
な
れ
ば
、
自
利
・
利
他
と
も
に
行
者
の
願
楽
に
あ
ら

ず
、
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
な
り
。
他
力
に
は
義
な
き
を
も
て
義
と
す
と
大
師
聖
人
は
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
き
。
よ
く
よ
く
こ
の
選
択
悲
願

を
こ
ゝ
ろ
え
た
ま
ふ
べ
し
。 

（
『
如
来
二
種
廻
向
文

）
44
（

』
）

　

龍
樹
の
大
乗
菩
薩
道
思
想
は
浄
土
教
教
理
史
上
に
お
い
て
は
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
で
「
五
念
門
」
の
〈
行
〉
体
系
（
〝
行
法
〞
）
へ

と
結
実
し
、
浄
土
に
お
け
る
仏
・
菩
薩
（
「
聖
衆
」
の
菩
薩
）
に
連
な
る
存
在
と
し
て
の
菩
薩
た
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
願
生
」
の
菩
薩

た
る
こ
と
を
要
請
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
菩
薩
行
は
な
お
厳
し
い
自
覚
と
、
行
の
達
成
へ
と
至
る
す
ぐ
れ
た
資
質
と
を

求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
づ
く
曇
鸞
は
世
親
を
承
け
た
『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て
「
五
念
門
」
の
行
の
達
成
を
背
後
で
支
え
る
も
の
と

し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
を
強
調
し
、「
五
念
門
」
を
「
往
相
」・「
還
相
」
の
「
二
廻
向
」
に
配
当
す
る
独
自
の
理
解
を
示
し
た
。
さ
ら

に
曇
鸞
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
「
願
生
」
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
の
う
ち
に
ま
さ
に
「
他
力
」
と
し
て
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
が
及
ぶ

と
捉
え
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
、
そ
の
本
願
力
に
随
順
す
る
こ
と
は
「
願
生
」
の
菩
薩
た
る
こ
と
を
措
い
て
は
あ
り
え
ず
、「
二

廻
向
」
も
ま
た
あ
く
ま
で
も
「
願
生
」
の
菩
薩
が
成
就
す
べ
き
〈
行
〉
と
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

）
45
（

。

　

対
し
て
、「
他
力
の
還
相
の
回
向
な
れ
ば
、
自
利
・
利
他
と
も
に
行
者
の
願
楽
に
あ
ら
ず
。
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
な
り
」
と
い
う
親
鸞
の

大
乗
菩
薩
道
の
出
発
点
に
は
│
〈
行
〉
を
行
じ
る
主
体
と
し
て
の
│
「
願
生
」
の
菩
薩
た
る
こ
と
そ
の
も
の
へ
の
断
念
が
あ
る
。
と
は
い
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え
、
こ
の
断
念
は
自
ら
が
菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
の
抛
棄
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
直
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
行
〉
の

主
体
と
し
て
の
己
れ
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
や
ま
な
い
「
自
力
の
心
」
を
拭
い
去
り
、
い
わ
ば
直
に
「
聖
衆
」
た
る
菩
薩
に
連
な
る
「
還
相
」

存
在
た
る
こ
と
が
念
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
他
力
に
は
義
な
き
を
も
て
義
と
す
」
と
い
う
「
大
師
聖
人
」（
＝
法
然
）
の
「
お
ほ
せ

ご
と
」
も
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
義
な
き
」
と
は
「
自
利
・
利
他
と
も
に
行
者
の
願
楽
に
あ
ら
ず
」

の
謂
に
他
な
ら
な
い
。
親
鸞
は
ま
た
『
末
燈
抄
』
に
お
い
て
「
他
力
と
ま
ふ
す
こ
と
は
、
義
な
き
を
義
と
す
と
、
ま
ふ
す
な
り
。
義
と
ま

ふ
す
こ
と
は
、
行
者
の
お
の
〳
〵
の
は
か
ら
ふ
事
を
義
と
は
ま
ふ
す
な
り
。
如
来
の
誓
願
は
不
可
思
議
に
ま
し
ま
す
ゆ
へ
に
、
仏
と
仏
と

の
御
は
か
ら
ひ
な
り
。
凡
夫
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず

）
46
（

。」
と
語
っ
て
も
い
る
。
こ
こ
に
は
│
お
よ
そ
「
願
楽
」
と
い
う
形
で
自
ら
の
志
向

に
即
す
る
限
り
は
│
、〈
行
〉
的
存
在
と
し
て
の
「
願
生
」
の
菩
薩
に
纏
綿
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
自
力
」
の
心
を
そ
の
極
限
ま
で
見
つ
め

た
上
で
、「
易
行
道
」
の
「
易
行
」
た
る
ゆ
え
ん
を
│
己
れ
に
即
し
て
│
厳
し
く
受
け
と
め
よ
う
と
し
た
親
鸞
が
い
る
の
で
あ
る

）
47
（

。

　

「
願
生
」
と
い
う
あ
り
よ
う
が
、
お
よ
そ
具
体
的
な
行
を
志
向
す
る
以
上
は
、
自
ら
の
器
量
に
対
す
る
己
惚
れ
に
堕
し
、「
自
利
」
へ
の

閉
塞
を
き
た
す
懼
れ
を
免
れ
得
な
い
。
し
か
し
、「
難
行
」
か
ら
「
易
行
（
道
）
」
へ
の
転
換
に
お
い
て
「
自
利
」
の
心
か
ら
の
脱
却
を
念

じ
た
龍
樹
に
あ
っ
て
「
易
行
」
は
│
仏
国
土
に
お
い
て
は
と
も
あ
れ
│
、
少
な
く
と
も
今
生
に
お
け
る
「
願
生
」
の
菩
薩
の
段
階
に
お
い

て
は
、
憶
念
（
＝
念
仏
・
讃
歎
）
と
い
う
形
態
の
〈
行
〉
の
枠
を
越
え
出
る
よ
う
な
〝
諸
行
〞
を
積
極
的
に
展
開
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
）
48
（

。
親
鸞
が
詠
ん
だ
よ
う
に
、
龍
樹
に
お
け
る
「
易
行
」
へ
の
転
換
は
「
万
善
諸
行
」
へ
と
赴
く
心
を
│
さ
し
あ
た
り
は
広
義
の
念
仏
と

い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
│
「
念
仏
三
昧
」
へ
と
収
斂
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば

「
自
利
」
へ
と
傾
き
か
ね
な
い
心
を
、
阿
弥
陀
仏
の
「
利
他
」
心
た
る
「
大
菩
提
心
」
へ
と
統
御
し
、
牽
引
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

菩
薩
道
の
徹
底
を
念
じ
る
も
の
で
あ
っ
た

）
49
（

。

　

「
自
利
」
へ
と
閉
塞
し
ゆ
く
行
者
の
あ
り
よ
う
を
「
菩
薩
の
死
」
で
あ
る
と
憂
い
た
龍
樹
に
よ
っ
て
と
な
え
ら
れ
た
「
易
行
（
道
）
」
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は
な
る
ほ
ど
大
乗
菩
薩
道
を
担
わ
ん
と
す
る
志
に
そ
の
ベ
ク
ト
ル
の
〝
終
点
〞
を
与
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
丈
夫
志
幹
」
の
ひ

と
つ
の
帰
着
点
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
が
、 〝
諸
行
〞
に
纏
わ
る
「
自
利
」
と
い
う
、
龍
樹
が
問
う
た
こ
の
主
題
は
、
そ
の
後
の
思
想
史
的

継
承
に
お
い
て
、
世
親
や
そ
れ
を
承
け
た
曇
鸞
ら
を
経
て
│
「
難
行
」
が
「
難
行
道
」
と
一
掃
さ
れ
た
上
で
│
、「
易
行
」
が
「
五
念
門
」

の
〈
行
〉
体
系
へ
と
整
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
曖
昧
化
せ
ら
れ
て
い
っ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。「
五
念
門
」
が
具
体
的

な
行
の
体
系
と
し
て
「
願
生
」
の
菩
薩
に
求
め
ら
れ
る
以
上
、
い
か
に
阿
弥
陀
仏
の
「
他
力
」
の
支
え
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に

は
常
に
ま
た
し
て
も
「
自
力
」
へ
と
顚
落
す
る
可
能
性
が
宿
り
、
こ
の
循
環
は
已
む
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、「
小
慈
小

悲
も
な
き
身
に
て　

 

有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ
」
と
己
れ
を
歎
じ
た
う
え
で
「
如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
は　

 

苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る

べ
き

）
50
（

」
と
詠
じ
、
さ
ら
に
は
「
浄
土
真
宗
は
大
乗
の
な
か
の
至
極
な
り

）
51
（

」
と
ま
で
語
る
に
い
た
っ
た
親
鸞
に
よ
る
龍
樹
の
継
承
は
、
そ
も

そ
も
自
ら
が
大
乗
菩
薩
道
の
担
い
手
た
ら
ん
と
志
す
こ
と
そ
の
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
「
丈
夫
志
幹
（
の
言
）
」（
＝
「
大
人
志
幹
（
の
説
）
」
）

そ
の
も
の
に
対
す
る
根
本
的
な
問
い
直
し
を
求
め
る
営
為
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

註　

親
鸞
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
『
定
本　

親
鸞
聖
人
全
集
』（
法
蔵
館
）
に
よ
り
巻
数
・
頁
数
を
示
し
た
。
ま
た
龍
樹
お
よ
び
曇
鸞
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
そ

れ
ぞ
れ
大
正
新
修
大
蔵
経
二
十
六
巻
お
よ
び
四
十
巻
に
よ
っ
た
が
、
訓
み
下
し
に
あ
た
っ
て
は
適
宜
、
以
下
の
書
物
を
参
照
し
た
。

『
新
国
訳
大
蔵
経　

十
住
毘
婆
沙
論
Ⅰ　

Ⅱ
』（
大
蔵
出
版
）

『
易
行
品
・
浄
土
論
・
往
生
論
註
ノ
ー
ト
』（
永
田
文
昌
堂
）

『
十
住
毘
婆
沙
論
・
浄
土
論
』（
浄
土
思
想
系
譜
全
書
〔
一
〕　

四
季
社
）

『
浄
土
論
註
』（
仏
典
講
座　

23　

大
蔵
出
版
）

　

な
お
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
所
引
の
文
に
つ
い
て
は
巻
数
・
頁
数
を
併
記
し
た
が
、
訓
み
下
し
の
差
異
等
に
つ
い
て
は
当
面
の
議
論
に
必
要
な
範
囲
に
と

ど
め
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
指
摘
は
し
な
か
っ
た
。

（
１
）　

大
正
蔵　

四
十 　

八
二
六
頁 

ａ
〜
ｂ
。
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（
２
）　

例
え
ば
、『
浄
土
論
註
』（
仏
典
講
座　

23　

大
蔵
出
版
）
五
十
二
頁
。

（
３
）　

引
用
文
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
曇
鸞
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
「
自
利
」
と
「
自
力
」、「
利
他
」
と
「
他
力
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
対
を
な
し
つ
つ
、〝
「
自

力
」
対
「
他
力
」
〞
と
い
う
範
疇
を
構
成
し
て
い
る
。
世
親
の
「
五
念
門
」
の
〈
行
〉
体
系
を
│
〝
行
法
〞
と
し
て
│
継
承
す
る
曇
鸞
に
お
い
て
、
菩
薩

た
る
も
の
の
「
自
利
」
の
満
足
は
「
利
他
」
の
満
足
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。「
五
念
門
」
に
お
け
る
最
初
の
「
四
種
の
門
」
に
よ
っ
て
「
自

利
」
の
行
を
成
就
す
る
こ
と
（
「
往
相
」
）
と
、「
第
五
門
」
に
お
け
る
「
利
他
」
の
行
の
成
就
（
「
還
相
」
）
と
が
│
「
他
力
」
た
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に

支
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
│
相
即
す
る
さ
ま
を
曇
鸞
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。（
『　

』
内
は
世
親
の
『
浄
土
論
』
の
言
葉
）

　
　
　

「
『
菩
薩
は
入
の
四
種
の
門
を
も
て
、
自
利
の
行
成
就
す
と
、
知
る
べ
し
。』
成
就
と
は
、
謂
く
自
利
満
足
す
る
な
り
。
応
知
と
は
、
謂
く
、
ま
さ
に
自

利
に
由
る
が
故
に
則
ち
よ
く
利
他
す
、
こ
れ
自
利
に
あ
た
は
ず
し
て
よ
く
利
他
す
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
と
知
る
べ
し
と
な
り
。『
菩
薩
は
出
の
第
五
門
の

廻
向
を
も
て
、
利
益
他
の
行
成
就
す
と
、
知
る
べ
し
。』
成
就
と
は
、
謂
く
回
向
の
因
を
以
て
教
化
地
の
果
を
証
す
。
も
し
は
因
、
も
し
は
果
、
一
事
と

し
て
利
他
に
あ
た
は
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
応
知
と
は
、
謂
く
、
ま
さ
に
利
他
に
由
る
が
故
に
則
ち
よ
く
自
利
す
、
こ
れ
利
他
に
あ
た
は
ず
し
て
よ

く
自
利
す
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
、
と
知
る
べ
し
と
な
り
。」（
『
浄
土
論
註
』
大
正
蔵　

四
十　

八
四
三
頁 

ｃ
。　

「
行
巻
」
所
引　

一　

七
一
〜
七
二
頁
）

め
ざ
さ
れ
る
べ
き
行
が
お
よ
そ
菩
薩
行
で
あ
る
以
上
は
、
行
ぜ
ら
れ
る
行
の
す
べ
て
に
「
利
他
」
の
志
が
行
き
渡
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）　

大
正
蔵　

四
十　

八
二
七
頁
ｃ
（
「
行
巻
」
所
引　

一　

三
七
頁
。
前
半
の
「
不
実
の
功
徳
」
に
か
か
わ
る
引
用
は
「
化
身
土
巻
」　

一　

二
八
六
頁
）。

な
お
、
曇
鸞
が
『
無
量
寿
経
』
に
依
り
つ
つ
〝
「
無
上
菩
提
心
」
＝
「
願
作
仏
心
」
＝
「
度
衆
生
心
」
〞
と
い
う
立
場
か
ら
『
論
註
』
を
釈
し
て
、
次
の
よ

う
に
「
利
他
」
を
強
調
す
る
の
も
同
様
な
理
由
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

「
も
し
人
、
無
上
菩
提
心
を
発
さ
ず
し
て
、
た
だ
か
の
国
土
の
受
楽
間
な
き
を
聞
き
て
、
楽
の
た
め
の
故
に
生
ぜ
む
と
願
ぜ
ば
、
ま
た
当
に
往
生
を
得

ざ
る
べ
し
。
こ
の
故
に
言
は
く
『
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
す
る
が
故
に
』
と
。
住
持
楽
と
は
、
謂
く
、
か
の
安
楽
浄

土
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
の
住
持
す
る
所
と
な
り
、
受
楽
間
な
き
な
り
。
凡
そ
廻
向
の
名
義
を
釈
せ
ば
、
謂
く
、
己
が
集
む
る
所
の
一
切
の
功
徳
を

以
て
一
切
衆
生
に
施
与
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
か
ふ
な
り
」（
大
正
蔵　

四
十　

四
八
二
頁 

ｃ
。　

「
信
巻
」
所
引　

一　

一
三
四
頁
）

　
　
　

な
お
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
親
鸞
の
継
承
に
つ
い
て
は
追
っ
て
本
論
で
論
じ
る
通
り
で
あ
る
。

（
５
）　

大
正
蔵　

二
六　

四
一
頁 

ａ
。

（
６
）　

『
十
住
論
』
に
お
け
る
「
志
幹
」
の
用
例
は
本
箇
所
以
外
で
は
以
下
の
通
り
で
あ
り
、
善
行
を
全
う
せ
ん
と
す
る
強
固
な
│
内
的
│
志
向
性
を
意
味
す

る
用
語
で
あ
る
。

　
　
　

「
志
幹
と
は
所
謂
る
威
徳
勢
力
な
り
。
若
し
人
有
て
能
く
善
法
を
修
業
し
悪
法
を
除
滅
し
て
、
此
の
事
の
中
に
於
て
力
有
ら
ば
、
名
け
て
志
幹
と
な
す
。

復
た
身
は
天
王
の
若
く
、
光
は
日
月
の
如
し
と
雖
も
、
若
し
善
法
を
修
集
し
悪
法
を
除
滅
す
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
名
け
て
志
幹
無
し
と
な
す
。
復
た
身
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色
は
醜
陋
に
し
て
形
は
餓
鬼
の
如
し
と
雖
も
、
能
く
善
を
修
し
悪
を
除
く
は
乃
ち
名
け
て
志
幹
と
為
す
の
み
。」（
「
阿
惟
越
致
地
相
品　

第
八　

大
正
蔵

二
六　

三
八
頁 

ｂ
〜
ｃ
）

（
７
）　

 

龍
樹
の
「
方
便
」
の
用
例
に
か
ん
し
て
は
三
枝
充
悳
氏
に
よ
る
詳
細
な
分
析
と
類
型
化
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
易
行
品
」
に
お
け
る
「
方

便
」
は
、「
特
殊
化
さ
れ
た
方
便
」
と
し
て
「
第
四
の
型
」
に
分
類
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
方
便
思
想
の
全
体
に
つ
い
て
「
方
便
が
龍
樹
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど

も
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
方
便
を
通
ず
る
実
践
こ
そ
が
実
へ
の
参
与
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
」（
傍
点
原
文
）
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
（
「
龍
樹
の
方
便
思
想
」『
増
補
新
版　

龍
樹
・
親
鸞
ノ
ー
ト
』
所
収　

二
八
九
〜
二
九
二
頁
）。

（
８
）　

大
正
蔵　

二
六　

四
一
頁 

ｂ
。

（
９
）　

小
川
一
乗
氏
は
龍
樹
に
お
け
る
「
難
行
」
と
「
易
行
」
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。「
も
し
大
乗
の
菩
薩
道
に
お
い
て
難
行
と
い
う
こ

と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
切
衆
生
の
済
度
を
願
う
と
い
う
利
他
行
の
無
量
性
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
利
他
を
志
す
大
乗
の
菩
薩
道
に
お
い

て
、
安
易
な
道
（
易
行
道
）
な
ど
あ
り
得
な
い
と
、
利
他
の
菩
薩
道
の
厳
し
さ
を
示
し
た
後
で
、
菩
薩
に
は
、「
勤
行
精
進
す
る
者
」
と
、「
信
を
方
便
と

す
る
易
行
に
よ
っ
て
疾
く
不
退
転
に
到
る
者
」
と
が
い
る
と
、
二
者
の
在
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。」（
「
親
鸞
が
学
ん
だ
龍
樹
の
仏
道
」　

『
小
川
一
乗
仏

教
思
想
論
集　

第
四
巻　

浄
土
思
想
論
』
一
三
四
〜
一
三
五
頁
）

（
10
）　

大
正
蔵　

四
十 　

八
二
六
頁 

ｂ
。

（
11
）　

『
十
住
毘
婆
沙
論
』（
大
正
蔵　

二
六　

四
一
頁 

ｂ
〜
四
二
頁 

ａ
）。
な
お
、
こ
れ
ら
の
諸
仏
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
国
土
に
お
い
て
〝
説
法
〞
を

行
っ
て
い
る
（
「
今
、
現
に
在
し
ま
し
て
法
を
説
き
た
ま
ふ
」
）
現
在
仏
で
あ
る
。
龍
樹
の
帰
依
の
対
象
が
こ
れ
ら
現
在
仏
か
ら
阿
弥
陀
仏
へ
と
際
だ
っ
て

い
く
理
由
の
一
端
は
、
龍
樹
が
│
大
乗
菩
薩
道
の
実
践
者
と
し
て
│
仏
法
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
も
、
今
た
だ
ち
に
そ
れ
を
真
の
あ
り
よ
う
に
お
い
て
十
全
に

は
行
じ
得
な
い
と
い
う
思
い
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
土
に
お
け
る
〝
聞
法
・
修
行
〞（
の
成
就
）
は
│
そ
の
〈
行
〉
が
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
様
態
を
と
る
か
は
と
も
か
く
も
│
な
お
確
保
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、「
彼
の
国
土
に
生
ず
れ
ば　

我
無
く
我
所
無

く　

彼
此
の
心
を
生
ぜ
ず
」（
二
六　

四
三
頁 

ｂ
）
と
詠
わ
れ
て
い
る
箇
所
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
│
日
本
の
浄
土
教
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を

に
な
っ
た
│
龍
樹
の
「
十
二
礼
」
に
お
い
て
も
「
諸
有
は
無
常
・
無
我
等
な
り
。
ま
た
水
月
・
電
影
・
露
の
如
し
。
衆
の
為
に
法
を
説
く
に
名
字
な
し
。

ゆ
ゑ
に
わ
れ
、
弥
陀
尊
を
頂
礼
し
た
て
ま
つ
る
。（
「
諸
有
無
常
無
我
等
亦
如
水
月
電
影
露　

為
衆
説
法
無
名
字
故
我
頂
礼
弥
陀
尊　

願
共
諸
衆
生
往
生
安

楽
国
」
引
用
は
善
導
『
往
生
礼
讃
』
大
正
蔵　

四
十
七　

四
二
二
頁 

ｃ
に
よ
る
）
」
と
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
〝
聞
法
〞
の
内
容
、
あ
る
い
は
往

生
者
の
あ
り
よ
う
自
体
に
、
龍
樹
思
想
の
根
幹
で
あ
る
「
中
道
」
や
「
空
」
が
か
か
わ
る
余
地
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
龍
樹
に
即
し

て
論
議
す
る
こ
と
は
後
日
を
期
し
た
い
。
な
お
、
論
者
の
如
上
の
関
心
と
は
多
少
の
ず
れ
も
あ
る
が
、
龍
樹
の
浄
土
を
「
空
」
思
想
と
の
関
連
で
と
ら
え

よ
う
と
す
る
も
の
に
山
口
益
氏
や
小
川
一
乗
氏
の
論
攷
が
あ
り
、
浄
土
の
建
立
そ
れ
自
体
が
、「
空
」
の
働
き
と
し
て
の
「
空
用
」（
「
戯
論
が
空
性
に
お



六
八

い
て
滅
す
る
こ
と
」
）
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
山
口
益
『
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』
三
五
〜
五
四
頁
、
小
川
一
乗
「
親
鸞
が
学
ん
だ
龍
樹
の
仏
道
」　

『
小

川
一
乗
仏
教
思
想
論
集　

第
四
巻　

浄
土
思
想
論
』
一
一
三
〜
一
一
七
頁
）。

（
12
）　

山
口
益
氏
は
『
十
住
論
』
に
お
け
る
龍
樹
の
「
易
行
」
に
つ
い
て
「
易
行
道
の
要
項
は
、
⒜
〝
聞
名
・
仏
の
名
を
聞
く
〞
と
、
⒝
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ

わ
れ
の
心
が
清
浄
に
せ
ら
れ
る
〝
一
心
、
恭
敬
心
、
信
心
清
浄
〞
と
、
そ
れ
が
⒞
〝
憶
念
・
称
名
・
敬
礼
〞
と
な
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
き
わ
め
ら
れ
る
と

い
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
山
口
『
前
掲
書
』
五
五
頁
以
下
）。

（
13
）　

大
正
蔵　

二
六　

四
二
頁 

ｃ
。

（
14
）　

大
正
蔵　

二
六　

四
三
頁 

ａ
。

　
　
　

な
お
、
こ
こ
に
い
わ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
「
本
願
」
の
内
容
が
『
無
量
寿
経
』
等
に
そ
の
典
拠
を
も
た
な
い
こ
と
か
ら
、
龍
樹
の
〝
独
創
〞
と
み
る
解
釈

に
つ
い
て
は
信
楽
峻
麿
『
教
行
証
文
類
講
義
』（
第
二
巻　

行
巻　

六
十
〜
六
十
一
頁
）
に
詳
し
い
。

（
15
）　

偈
頌
で
語
ら
れ
る
内
容
は
阿
弥
陀
仏
自
身
に
か
ん
し
て
は
主
に
次
の
四
点
で
あ
る
。

　
　
　

①
「
無
量
光
明
慧
」
に
も
と
づ
く
光
明
が
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
衆
生
に
及
び
、
そ
の
各
々
の
姿
に
応
じ
て
、
色
を
増
す
こ
と
。
②
阿
弥
陀
仏
の
国
に
生
ま

れ
た
者
が
「
無
量
の
徳
」
を
具
え
る
こ
と
。
③
阿
弥
陀
仏
の
「
無
量
功
徳
力
」
を
念
じ
れ
ば
必
ず
即
時
に
仏
と
な
る
身
と
定
ま
る
こ
と
。
④
阿
弥
陀
仏
の

国
へ
の
往
生
者
は
、
よ
し
ん
ば
さ
ま
ざ
ま
な
苦
痛
を
受
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
「
三
趣
」
や
阿
修
羅
に
堕
ち
る
こ
と
は
な
い
こ
と
（
大

正
蔵　

二
十
六　
　

四
三
頁 

ａ
〜
ｂ
）。

　
　
　

さ
ら
に
、
往
生
者
を
ふ
く
む
浄
土
の
聖
衆
た
ち
へ
の
称
賛
が
続
く
が
、
わ
け
て
も
往
生
者
に
つ
い
て
「
天
眼
通
」
等
の
勝
れ
た
能
力
を
獲
て
、「
我
」
へ

の
と
ら
わ
れ
の
な
い
、「
柔
和
」
な
境
地
の
ま
ま
に
、「
自
然
に
十
善
を
行
」
ず
る
こ
と
が
で
き
、「
善
よ
り
浄
明
を
生
ず
る
」
と
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ

れ
る
。
註
（
11
）
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
│
基
本
的
に
は
「
願
生
」
の
菩
薩
で
あ
る
│
往
生
者
も
、
い
わ
ば
広
義
に
お
い
て
は
、
他
の
菩
薩
や
声
聞
た
ち

に
連
な
る
〝
聞
法
・
修
行
〞
者
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
国
土
に
お
い
て
は
じ
め
て
十
全
な
〈
行
〉
の
達
成
が
可
能
に
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
若
し
人 

善
根
を
種
ゑ
る
も　

疑
へ
ば
則
ち
華
開
か
ず　

信
心
清
浄
な
れ
ば　

華
開
き
て
則
ち
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
」
と
詠
わ
れ
て
も

い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
〝
聞
法
・
修
行
〞
の
成
就
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
を
前
提
に
し
て
こ
そ
、
此
岸
に
あ
る
と
き
の
「
自
利
」
へ
の
閉
塞
か
ら
免
れ
得

る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
〝
疑
惑
〞
と
「
自
利
」
の
問
題
は
親
鸞
へ
と
継
承
さ
れ
る
重
要
な
論
点
で
あ
る
（
註
（
30
）
参
照
）。

（
16
）　

大
正
蔵　

二
六　

四
三
頁 

ｃ
。

（
17
）　

二
（
和
讃
篇
）　

七
十
七
頁
。

（
18
）　

一　

二
十
九
頁
。

（
19
）　

先
の
註
（
11
）
で
触
れ
た
通
り
、『
十
住
論
』
に
お
い
て
、
こ
の
中
略
部
分
に
は
い
わ
ゆ
る
「
十
方
十
仏
」
の
名
が
列
挙
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
”現
在
仏
〞



六
九

大乗菩薩道としての浄土願生　「難易二道」をめぐって ─ 龍樹から親鸞へ ─

で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
（
大
正
蔵　

二
十
六　

四
一
頁 

ｂ
）。

（
20
）　

こ
の
よ
う
に
す
で
に
龍
樹
に
お
い
て
「
清
浄
」
さ
と
「
利
他
」
性
と
の
相
即
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
世
親
か
ら
曇
鸞
、
さ
ら
に
は
親
鸞

へ
と
至
る
思
想
史
的
な
継
承
に
か
ん
し
て
は
拙
稿
「
『
自
利
』
と
『
利
他
』
を
架
橋
す
る
も
の
│
世
親
か
ら
親
鸞
へ
│
」（
九
州
大
学
『
哲
学
年
報
』
第

六
十
六
輯
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
21
）　

こ
こ
に
い
わ
れ
る
「
般
舟
三
昧
」
や
「
無
生
法
忍
」
を
「
智
慧
」
に
充
て
、「
智
慧
」
と
「
慈
悲
」
と
の
協
働
を
み
る
解
釈
に
つ
い
て
は
信
楽
峻
麿
『
前

掲
書
』（
一
四
七
〜
一
四
八
頁
）。
実
際
、
親
鸞
は
「
行
巻
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
光
明
名
号
両
重
の
因
縁
」
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　

「
良
に
知
ん
ぬ
、
徳
号
の
慈
父
ま
し
ま
さ
ず
は
、
能
生
の
因
闕
け
な
む
。
光
明
の
悲
母
ま
し
ま
さ
ず
は
、
所
生
の
縁
乖
き
な
む
。
能
所
の
因
縁
、
和
合

す
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
信
心
の
業
識
に
あ
ら
ず
は
、
光
明
土
に
到
る
こ
と
な
し
。
真
実
信
の
業
識
、
こ
れ
則
ち
内
因
と
す
。
光
明
名
の
父
母
、
こ
れ
則
ち

外
縁
と
す
。
内
外
の
因
縁
和
合
し
て
報
土
の
真
身
を
得
証
す
。」（
一　

六
八
頁
。
な
お
、「
因
縁
和
合
」
等
、
解
釈
を
要
す
る
箇
所
が
あ
る
が
、
今
は
措
く
。

信
楽
『
前
掲
書
』
四
〇
六
〜
四
二
四
頁
）

　
　
　

ま
た
、『
末
燈
抄
』（
第
二
二
書
簡
）
に
み
ら
れ
る
次
の
箇
所
に
も
こ
う
し
た
思
想
の
流
れ
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
本
願
は
も
と
よ
り
仏
の
御
約
束
と

こ
ゝ
ろ
え
ぬ
る
に
は
、
善
に
あ
ら
ず
行
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
他
力
と
は
ま
ふ
す
な
り
。
本
願
の
名
号
は
能
生
す
る
因
な
り
、
能
生
の
因
と

い
ふ
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
父
な
り
。
大
悲
の
光
明
は
こ
れ
所
生
の
縁
な
り
、
所
生
の
縁
と
い
ふ
は
す
な
は
ち
こ
れ
母
な
り
。」（
三　

書
簡
篇　

一
二
二
頁
）。

（
22
）　

一　

二
十
四
頁
。

（
23
）　

一　

二
十
四
〜
二
十
五
頁
。

（
24
）　

一　

二
十
八
〜
二
十
九
頁
。

　
　
　

な
お
、
本
箇
所
に
お
け
る
親
鸞
の
独
自
の
訓
み
に
か
ん
し
て
は
石
田
瑞
麿
氏
の
指
摘
が
あ
り
（
『
注
釈　

親
鸞
全
集
』「
教
行
信
証　

上
」　

春
秋
社

　
　

補
注
34
⑴
）、
原
文
で
は
「
信
力
増
上
者　

信
名
有
所
聞
見
…
…
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
、
親
鸞
で
は
「
信
力
増
上
は
い
か
ん
。
聞
見
す
る
所
あ
り
て

…
…
」
と
、
こ
と
さ
ら
に
「
信
力
増
上
」
を
主
題
化
す
る
訓
み
と
な
っ
て
い
る
。

（
25
）　

『
十
住
論
』
に
お
け
る
「
信
力
転
増
」
の
用
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
に
次
の
用
例
が
あ
る
。「
信
力
転
増
（
上
）
」
は
、「
自
利
」
に
溺
れ
る
こ
と
な
く
、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
慈
し
む
「
大
悲
心
」
を
行
じ
る
「
出
世
間
の
法
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

「
信
力
転
た
増
上
し　

深
く
大
悲
心
を
行
じ　

衆
生
の
類
を
慈
愍
し
善
を
修
め
て
心
に
倦
む
こ
と
無
し
…
…
利
養
を
貪
ら
ず
姦
欺
諂
誑
を
離
る
。
…
…

諸
仏
の
家
を
汚
さ
ず　

戒
を
毀
さ
ず
、
仏
を
欺
か
ず　

常
に
行
を
修
習
す
る
こ
と
を
楽
ひ　

上
の
妙
法
を
転
じ　

出
世
間
の
法
を
楽
ひ
て　

世
間
の
法
を

楽
は
ず
」（
「
浄
地
品
」　

大
正
蔵
二
六　

二
八
頁 

ｃ
〜
二
九
頁 

ａ
。「
譬
喩
品
」
に
お
け
る
偈
頌
も
同
一　

大
正
蔵
二
六　

八
九
頁 

ａ
〜
ｂ
）。

（
26
）　

一　

二
十
九
頁
。



七
〇

　
　
　

な
お
、「
乃
至
」
の
省
略
箇
所
は
、「
十
方
十
仏
」
の
功
徳
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
讃
歎
し
、
礼
拝
・
帰
依
を
説
く
部
分
で
あ
り
、
引
用
さ
れ
る
「
西
方
に
全

世
界
…
…
」
も
、
本
来
の
文
脈
で
は
こ
れ
ら
諸
仏
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
西
方
無
量
明
仏
」
を
、
ま
た
「
過
去
無
数
劫
…
…
」
も
ま
た
「
過
去
海
徳
仏
」
を

詠
う
偈
頌
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
前
者
を
阿
弥
陀
仏
の
〝
無
量
光
〞
性
を
、
後
者
を
〝
無
量
寿
〞
性
を
形
容
す
る
偈
頌
と
み
て
、
讃
歎
・
帰
依
の
対
象
を
阿

弥
陀
仏
へ
と
際
だ
た
せ
る
理
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
27
）　

「
称
名
は
す
な
わ
ち
憶
念
な
り
、
憶
念
は
す
な
わ
ち
念
仏
な
り
、
念
仏
は
す
な
わ
ち
こ
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
。」（
『
浄
土
文
類
聚
抄
』　

二　

漢
文
篇

　

一
三
三
頁
）。

　
　
　

な
お
、
親
鸞
の
「
憶
念
」
に
は
「
信
心
相
続
」
の
意
味
が
あ
り
、
と
き
に
「
信
心
」
と
同
義
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
か
ん
し
て
は
山
辺
・
赤
沼
『
教

行
信
証
講
義
』（
教
行
の
巻　

二
一
八
頁
）
の
指
摘
が
あ
る
（
『
唯
信
抄
文
意
』
に
お
け
る
用
例
「
憶
念
は
信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
、
う
た
が
ひ
な
き
ゆ
へ

に
、
本
願
を
つ
ね
に
お
も
ひ
い
づ
る
こ
ゝ
ろ
の
た
え
ぬ
を
い
ふ
な
り
。」（
三　

和
文
篇　

一
六
四
頁
）
お
よ
び
、「
信
巻
」
に
お
け
る
用
例
「
憶
念
は
即
ち

こ
れ
真
実
の
一
心
な
り
」（
一　

一
三
九
頁
）
に
よ
る
）。

（
28
）　

一　

三
十
〜
三
十
一
頁
。

（
29
）　

石
田
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
（
前
掲
書　

註
三
七
（
二
）
）、
原
文
で
は
「
具
に
」「
説
」
か
れ
、
ま
た
念
じ
ら
れ
る
べ
き
は
「
阿
弥
陀
仏
」
以
下
の

諸
仏
世
尊
の
あ
り
よ
う
な
の
だ
が
、
親
鸞
の
訓
み
で
は
こ
れ
ら
の
諸
仏
も
ま
た
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
す
る
存
在
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

龍
樹
の
原
文
に
お
い
て
も
「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
も
か
く
の
如
し
」
と
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
際
だ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
意
味

は
本
論
で
す
で
に
検
討
し
た
通
り
で
あ
る
。

（
30
）　

以
下
、「
行
巻
」
で
は
先
に
論
じ
た
『
十
住
論
』
の
偈
頌
か
ら
の
引
用
が
続
く
が
、「
乃
至
」
に
よ
る
省
略
箇
所
も
多
い
。
い
ま
そ
の
理
由
を
す
べ
て
に
渉
っ

て
子
細
に
検
討
す
る
準
備
は
な
い
が
、
主
に
仏
土
の
荘
厳
や
、
聞
法
に
よ
っ
て
功
徳
を
獲
る
往
生
者
の
あ
り
よ
う
等
が
│
多
分
に
感
性
的
な
準
位
に
お
い

て
│
具
体
的
に
詠
わ
れ
て
い
る
場
面
が
省
略
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
曇
鸞
の
「
無
為
涅
槃
界
」
を
継
承
す
る
親
鸞
に
と
っ
て

浄
土
は
感
性
的
な
表
象
の
対
象
で
は
あ
り
え
ず
、
い
わ
ん
や
〝
聞
法
・
修
行
〞（
成
就
）
の
場
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
対
象
と
し
て

の
浄
土
希
求
が
「
自
力
」
へ
の
閉
塞
を
生
み
も
す
る
と
い
う
理
解
が
ひ
か
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
明
ら
か
に
龍
樹
と
理
解
を
異
に
し
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
原
文
の
「
も
し
人
、
善
根
を
種
ゑ
る
も　

疑
へ
ば
即
ち
華
開
か
ず　

信
心
清
浄
な
る
も
の
は　

華
開
き
て
則
ち
仏
を
見
た
て
ま
つ

る
」
の
部
分
（
『
浄
土
文
類
聚
抄
』
二　

漢
文
篇　

一
三
三
頁
）
に
も
所
引
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
龍
樹
自
身
の
帰
命
の
表
現
で
あ
っ
た
「
福

徳
若
大
小　

願
我
於
仏
所　

心
常
得
清
浄
」
の
部
分
が
省
か
れ
て
い
る
点
は
親
鸞
の
「
自
力
」
解
釈
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
詳
細
は
省
く
が
、

親
鸞
の
「
転
」
の
解
釈
も
こ
こ
に
か
か
わ
っ
て
こ
よ
う
。

　
　
　

「
海
と
言
ふ
は
、
久
遠
よ
り
こ
の
か
た
、
凡
聖
所
修
の
雑
修
雑
善
の
川
水
を
転
じ
、
逆
謗
闡
提
恒
沙
無
明
の
海
水
を
転
じ
て
、
本
願
大
悲
智
慧
真
実
恒



七
一

大乗菩薩道としての浄土願生　「難易二道」をめぐって ─ 龍樹から親鸞へ ─

沙
万
徳
の
大
宝
海
水
と
な
る
、
こ
れ
を
海
の
如
き
に
喩
ふ
る
な
り
。
良
に
知
ん
ぬ
、
経
に
説
き
て
、「
煩
悩
の
氷
解
け
て
功
徳
の
水
と
な
る
」
と
言
へ
る
が

如
し
。
願
海
は
二
乗
雑
善
の
中
下
の
屍
骸
を
宿
さ
ず
。
い
か
に
い
は
ん
や
人
天
の
虚
仮
邪
偽
の
善
業
、
雑
毒
雑
心
の
屍
骸
を
宿
さ
む
や
。」（
「
行
巻
」　

一

　

七
八
頁
）

　
　
　

龍
樹
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
な
し
た
「
福
徳
」
が
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
の
大
き
さ
の
前
で
ひ
と
た
び
は
相
対
化
さ
れ
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
本
願
に
も

と
づ
い
た
真
の
功
徳
の
獲
得
が
期
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
志
（
＝
「
丈
夫
志
幹
」
）
が
│
そ
の
ベ
ク
ト
ル
の
〝
終
点
〞
を

与
え
ら
れ
て
│
貫
徹
・
徹
底
化
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
行
へ
の
志
そ
の
も
の
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
一
味
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
自
力
」
の
行
が
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
へ
と
溶
融
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
念
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
い
う
な
れ
ば
「
丈
夫
志
幹
」
そ
れ
自
体
が
質
的
な

転
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
31
）　

二
巻
（
和
讃
篇
）
七
九
〜
八
十
頁
。

　
　
　

な
お
、
引
用
箇
所
は
「
智
度
論
に
の
た
ま
は
く
」
で
始
ま
る
三
首
の
う
ち
の
後
二
首
で
あ
り
、
従
来
か
ら
『
大
智
度
論
』
七
巻
と
の
関
連
が
い
わ
れ
て

き
た
が
、
対
応
関
係
は
さ
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
た
め
に
、
む
し
ろ
『
安
楽
集
』（
に
引
か
れ
た
龍
樹
の
文
章
）
か
ら
の
引
用
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
る
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
親
鸞
集　

日
蓮
集
』　

補
注
七
三　

二
四
三
頁
）。
実
際
、「
信
巻
」
に
お
い
て
『
大
智
度
論
』
か
ら
の
引
用
と
し
て

示
さ
れ
る
文
章
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
　

「
わ
れ
因
地
に
し
て
善
（
論
者
註
記 

「
悪
」
の
誤
記
）
知
識
に
遇
ふ
て
、
般
若
を
誹
謗
し
て
悪
道
に
堕
し
き
、
無
量
劫
を
逕
て
余
行
を
修
す
と
い
へ
ど
も
、

い
ま
だ
出
づ
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
後
に
一
時
に
お
い
て
善
知
識
の
辺
に
依
り
し
に
、
我
を
教
へ
て
念
仏
三
昧
を
行
ぜ
む
。
そ
の
時
に
即
ち
よ
く
し
か
し
な

が
ら
諸
の
障
、
ま
さ
に
解
脱
す
る
こ
と
を
得
し
む
。
こ
の
大
益
あ
る
が
故
に
、
願
じ
て
仏
を
離
れ
ず
」（
「
信
巻
」
一　

一
四
六
頁
）

　
　
　

右
に
先
立
つ
引
用
箇
所
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
道
悼
の
『
安
楽
集
』（
大
正
蔵　

四
七　

一
五
頁 

ａ
〜
ｂ
）
で
は
「
念
仏
三
昧
」
の
意
義
を
説
く
文

脈
で
「
『
大
智
度
論
』
に
依
ら
ば
」
で
は
じ
ま
る
三
通
り
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
第
一
に
お
い
て
、「
仏
」
を
「
無
上
法
王
」、「
菩
薩
」
を
「
法
臣
」

と
み
な
し
て
「
仏
世
尊
」
を
尊
び
重
ん
じ
て
「
念
仏
」
に
つ
と
め
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
箇
所
は
、
ほ
ぼ
親
鸞
の
和
讃
の
文
章
（
「
智
度
論
に
の
た
ま

わ
く　

 

如
来
は
無
上
法
皇
な
り
／
菩
薩
は
法
臣
と
し
た
ま
ひ
て　

尊
重
す
べ
き
は
世
尊
な
り
」
）
に
お
い
て
も
同
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
に
お
い

て
述
べ
ら
れ
る
「
菩
薩
」
は
世
尊
に
よ
っ
て
自
ら
の
「
法
身
・
智
身
・
大
慈
悲
心
」
が
は
ぐ
く
ま
れ
、「
禅
定
・
智
慧
・
無
量
行
願
」
に
よ
っ
て
つ
い
に
は

仏
と
な
り
得
る
こ
と
を
謝
し
て
仏
を
念
じ
る
存
在
で
あ
り
、
さ
ら
に
第
三
に
お
け
る
「
菩
薩
」
に
つ
い
て
、
右
の
引
用
箇
所
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
菩
薩
は
「
因
地
」
に
あ
り
な
が
ら
「
悪
知
識
」
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
仏
法
を
謗
っ
た
が
た
め
に
流
転
輪
廻
を
繰
り
返
す
よ
り

他
は
な
く
、（
念
仏
以
外
の
）
い
か
な
る
行
に
よ
っ
て
も
そ
う
し
た
境
涯
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、「
善
知
識
」
に
「
念
仏
三
昧
」

の
教
え
を
さ
ず
か
っ
て
そ
れ
を
行
じ
た
た
め
に
解
脱
へ
と
い
た
っ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
り
、
論
の
土
台
は
〝
「
善
知
識
」―

「
悪
知
識
」
〞
と
い
う
対
比



七
二

に
、
い
い
か
え
れ
ば
〝
「
仏
法
」（
帰
依
）
│
「
外
道
」（
謗
法
）
〞
と
い
う
対
比
に
あ
る
。「
余
行
」
は
こ
の
上
に
立
っ
て
、「
悪
道
」
か
ら
脱
す
る
方
途
と

し
て
の
無
効
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
菩
薩
が
修
行
の
場
面
で
行
じ
る
「
余
行
」
一
般
と
し
て
で
は
な
い
。
よ
し
ん
ば
〝
「
余
行
」―

「
念
仏
」
〞

の
対
比
を
こ
こ
に
読
み
込
む
に
せ
よ
、「
余
行
」
は
達
成
が
困
難
で
あ
る
が
た
め
に
斥
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
仏
法
と
し
て
の
卓
越
性

の
観
点
か
ら
「
念
仏
三
昧
」
の
優
位
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
親
鸞
の
い
う
「
恩
愛
」（
の
絶
ち
が
た
さ
）
に
せ
よ
、「
生
死
」（
の
尽
き
が
た
さ
）

に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
で
「
般
若
を
誹
謗
す
」
と
い
う
謗
法
行
為
と
等
価
で
あ
る
と
も
み
な
し
が
た
い
。
む
し
ろ
菩
薩
を
志
す
も
の
が
、
仏
へ
の

方
途
を
つ
か
め
ぬ
ま
ま
に
不
本
意
な
が
ら
も
流
転
輪
廻
し
ゆ
く
生
の
様
相
そ
の
も
の
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
親
鸞
が
本
箇
所
を
参
照
し

た
上
で
和
讃
を
詠
ん
だ
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
と
推
測
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
な
お
、
そ
の
向
こ
う
側
に
、
菩
薩
道
を
歩
み
行
く
龍
樹
の
姿
を
仰
ぎ
み
、

さ
ら
に
自
ら
の
姿
を
そ
れ
に
重
ね
て
い
こ
う
と
し
た
思
い
の
表
れ
を
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
親
鸞
に
よ
る
龍
樹
の
文
献
か
ら
の
引
用
に
か

ん
す
る
根
本
的
な
疑
義
に
つ
い
て
は
三
枝
充
悳
氏
に
よ
る
考
察
が
あ
り
、「
龍
樹
の
著
書
の
う
ち
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
は
親
鸞
は
熟
読
し
て
よ
く
参
照
し

た
。
し
か
し
、『
大
智
度
論
』
に
は
き
わ
め
て
不
徹
底
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
「
親
鸞
に
お
け
る
龍
樹
」　

『
増
補
新
版 　

龍
樹
・
親
鸞
ノ
ー
ト
』

所
収　

二
五
一
〜
二
五
二
頁
）。

（
32
）　

「
未
証
浄
心
の
菩
薩
と
は
、
初
地
已
上
七
地
已
還
の
諸
菩
薩
な
り
。
此
の
菩
薩
亦
た
能
く
身
を
現
じ
て
、
も
し
は
百
、
も
し
は
千
、
も
し
は
万
、
も
し

は
億
、
も
し
は
百
千
億
の
無
仏
の
国
土
に
仏
事
を
施
作
す
。
要
ず
作
心
を
須
い
、
三
昧
に
入
り
て
乃
ち
能
く
す
。
作
心
せ
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
作
心
を
以
て

の
故
に
、
名
づ
け
て
未
証
浄
心
と
な
す
。
此
の
菩
薩
、
安
楽
浄
土
に
生
ま
れ
む
と
願
ず
れ
ば
、
即
ち
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
。
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て

ま
つ
る
時
、
上
地
の
諸
菩
薩
と
、
畢
竟
じ
て
身
等
し
く
法
等
し
。
龍
樹
菩
薩
、
婆
藪
槃
頭
の
輩
、
彼
に
生
ぜ
む
と
願
ず
る
は
、
ま
さ
に
此
れ
が
た
め
の
み

な
る
べ
し
。」（
『
浄
土
論
註
』（
大
正
蔵　

四
十　

八
四
〇
頁 

ｂ
）

　

な
お
、
こ
の
論
点
に
か
ん
し
て
は
前
掲
の
拙
稿
「
『
自
利
』
と
『
利
他
』
を
架
橋
す
る
も
の
」（
註
10
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
33
）　

三
（
和
文
篇
）
一
七
六
頁
。

（
34
）　

三
（
和
文
篇
）
一
六
六
頁
。

（
35
）　

詳
述
は
控
え
る
が
論
者
の
見
通
し
は
、〝「
外
道
」
│
「
仏
道
」〞
と
い
う
範
疇
の
中
で
、（
ま
が
り
な
り
に
も
）「
仏
道
」
を
志
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
龍
樹
を
め
ぐ
っ
て
も
『
高
僧
和
讃
』
草
稿
本
（
「
南
天
竺
に
比
丘
あ
ら
む　

龍
樹
菩
薩
と
な
づ
く
べ

し　

有
無
の
邪
見
を
破
す
べ
し
と　

世
尊
は
か
ね
て
と
き
た
ま
ふ
」
）
の
左
訓
に
お
い
て
『
入
楞
伽
経
』
の
記
述
（
「
大
慧
汝
諦
聴
有
人
持
我
法　

於
南
大

国
中
有
大
徳
比
丘　

名
龍
樹
菩
薩
能
破
有
無
見　

為
人
説
我
法
大
乘
無
上
法　

証
得
歓
喜
地
往
生
安
楽
国
」
）（
大
正
蔵　

十
六　
　

五
六
九
頁 

ａ
）
を

ふ
ま
え
て
、「
わ
れ
に
ふ
め
ち
の
の
ち
に
い
く
い
く
ら
あ
り
て
り
う
し
ゆ
よ
に
い
て
ゝ
く
ゑ
た
う
を
ふ
く
す
へ
し
と
か
ね
て
と
き
た
ま
ふ
」（
「
我
入
滅
の

後
に
幾
幾
ら
あ
り
て
、
龍
樹
世
に
出
で
て
外
道
を
服
す
べ
し
と
か
ね
て
説
き
た
ま
ふ
」
）
と
、
親
鸞
が
そ
の
〝
出
世
〞
の
意
義
を
受
け
と
め
て
い
る
点
は
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留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
二　

和
讃
篇　

七
六
頁
。
な
お
、「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て
『
大
術
経
』（
『
摩
訶
摩
耶
経
』
）
を
『
末
法
燈
明
記
』
か
ら
引
用
し

た
箇
所
も
同
趣
旨　

一　

三
一
五
頁
）。
ま
さ
に
曇
鸞
が
問
う
た
よ
う
に
、「
自
力
」
か
ら
「
他
力
」
へ
と
い
う
問
題
は
、
い
う
な
れ
ば
こ
の
原
初
の
発
心

の
〝
先
〞
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、『
入
楞
伽
経
』
に
お
け
る
右
の
箇
所
に
か
ん
す
る
文
献
学
的
知
見
に
つ
い
て
は
藤
田
宏
達
『
浄
土
三
部

経
の
研
究
』（
五
一
六
頁
）
に
詳
し
い
。

（
36
）　

大
正
蔵　

四
四　

四
四
八
頁 

ａ
（
『
高
僧
和
讃
』（
善
導
）
二　

和
讃
篇　

一
一
四
頁
、『
入
出
二
門
偈
頌
』　

二　

漢
文
篇　

一
二
五
頁
、
お
よ
び
『
浄

土
文
類
聚
鈔
』
二　

漢
文
篇　

一
五
二
頁　

に
所
引
）。

（
37
）　

一　

一
三
〇
〜
一
三
一
頁
。
な
お
〝
二
河
白
道
喩
〞
を
め
ぐ
っ
て
は
拙
論
「
善
導
『
観
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
二
河
白
道
喩
を
め
ぐ
っ
て
」（
弘
前
大

学
人
文
学
部　

『
人
文
社
会
論
叢
』（
人
文
科
学
篇
）
第
一
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
38
）　

三
（
和
文
篇
）
一
四
二
頁
。

（
39
）　

三
（
書
簡
篇
）
六
三
〜
六
四
頁
。

（
40
）　

龍
樹
に
か
ん
す
る
『
浄
土
高
僧
和
讃
』(

草
稿
本)

の
「
一
切
菩
薩
の
ゝ
た
ま
は
く　

わ
れ
ら
因
地
に
あ
り
し
と
き　

無
量
劫
を
へ
め
ぐ
り
て　

万
善
諸

行
を
修
せ
し
か
ど
」
の
一
首
に
お
い
て
「
修
せ
し
か
ど
」
の
左
訓
に
「
つ
く
ろ
ふ
反　

お
こ
な
ふ
反
」
と
あ
る
点
は
、
親
鸞
の
「
自
力
」
理
解
と
も
照
応

す
る
こ
と
か
ら
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
二　
　

和
讃
篇　

七
九
頁
）。
こ
れ
ら
「
因
地
」
の
菩
薩
た
ち
も
ま
た
、「
難
行
」
の
実
践
に
お
い
て
は
、

自
ら
の
行
の
不
徹
底
を
「
つ
く
ろ
ふ
」
と
い
う
恰
好
で
し
か
応
じ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
「
正
定
聚
」
思
想
の
原
型
を
龍
樹
に
み
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
歓
喜
地
」
を
め
ぐ
る
龍
樹
の
所
説
に
も
ま
し
て
、
こ
の
よ
う
に
流
転
の
境
涯
か
ら
脱
す
る
〝
い
ま
〞
の
重
み
を
語
る
両
者
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
41
）　

三
（
和
文
篇
）
一
六
七
〜
一
六
八
頁
。

（
42
）　

『
恵
心
尼
文
書
』
に
語
ら
れ
る
〝
三
部
経
読
誦
〞
問
題
も
、
ま
た
「
利
他
」
の
局
面
に
か
か
わ
る
「
自
力
」
の
発
現
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
点
に
留

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

上
野
国
佐
貫
（
群
馬
県
邑
楽
郡
明
和
村
）
に
お
い
て
親
鸞
は
│
お
そ
ら
く
は
飢
饉
あ
る
い
は
疫
病
の
流
行
に
よ
っ
て
苦
し
む
多
数
の
ひ
と
び
と
を
目
の

当
た
り
に
し
て
│
「
衆
生
利
益
」
の
た
め
に
「
げ
に
げ
に
し
く
」
三
部
経
を
読
誦
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
。
流
罪
の
身
と
は
い
え
、
叡
山
の
高
貴
な
官
僧

で
あ
っ
た
親
鸞
の
呪
力
に
対
す
る
ひ
と
び
と
の
期
待
も
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
四
、五
日
後
に
は
「
こ
れ
は
何
事
ぞ
」
と
「
思
ひ
か
え
す
」
に
至
り
、

読
経
を
中
止
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
十
七
、八
年
後
の
寛
喜
三
年
、
病
の
床
に
あ
っ
た
親
鸞
は
、
夢
の
中
で
の
こ
と
と
は
い
え
、
二
日
間
、
熱
に
う

な
さ
れ
な
が
ら
も
、
欠
か
す
こ
と
な
く
『
大
経
』
を
読
ん
で
い
た
。
四
日
目
に
し
て
親
鸞
は
、
そ
れ
が
か
つ
て
の
三
部
経
読
誦
の
名
残
で
あ
っ
た
（
「
な

お
も
少
し
残
る
と
こ
ろ
」、「
人
の
執
心
、
自
力
の
心
は
、
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
」
）
と
気
づ
く
に
至
り
、「
ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」（
「
魔
は
去
り
て
あ
ら
む
」

の
意　

佐
藤
正
英
氏
の
解
釈
│
『
親
鸞
入
門
』
ち
く
ま
新
書　

一
三
八
頁
│
に
よ
る
）
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
読
経
を
思
い
と
ど
ま
る
と
、
熱
も
ひ
い
た
。



七
四

（
『
恵
信
尼
文
書
』　

弘
長
三
年
二
月
十
日
消
息
）

（
43
）　

二
（
和
讃
篇
）
一
六
八
頁
。

　
　
　

な
お
、『
唯
信
抄
文
意
』
も
│
先
の
引
用
箇
所
「
お
ほ
よ
そ
過
去
久
遠
に
…
…
」
に
先
立
っ
て
│
同
趣
旨
の
文
章
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
過
去
久
遠
劫

に
お
け
る
菩
提
心
の
孕
む
負
性
が
、
常
に
阿
弥
陀
仏
の
「
大
菩
提
心
」
と
対
比
せ
ら
れ
て
い
る
さ
ま
が
み
て
と
れ
よ
う
。

　
　
　

「
こ
の
（
『
無
量
寿
経
』
所
説
の
）
真
実
信
心
を
世
親
菩
薩
は
、「
願
作
仏
心
と
」
の
た
ま
へ
り
。
こ
の
信
楽
は
仏
に
な
ら
む
と
ね
が
ふ
と
ま
ふ
す
こ
ゝ

ろ
な
り
。
こ
の
願
作
仏
心
は
す
な
わ
ち
度
衆
生
心
な
り
、
こ
の
度
衆
生
心
と
も
ま
ふ
す
は
、
す
な
わ
ち
衆
生
を
し
て
生
死
の
大
海
を
わ
た
す
こ
ゝ
ろ
な

り
。
こ
の
信
楽
は
衆
生
を
し
て
無
上
涅
槃
に
い
た
ら
し
む
る
心
な
り
。
こ
の
心
す
な
わ
ち
大
菩
提
心
な
り
。
大
慈
大
悲
心
な
り
。
こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏

性
な
り
、
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
こ
の
信
心
を
う
る
を
慶
喜
と
い
ふ
な
り
。
慶
喜
す
る
ひ
と
は
、
諸
仏
と
ひ
と
し
き
ひ
と
と
な
づ
く
」（
三
（
和
文
篇
）　

一
七
四
〜
一
七
五
頁
）。

（
44
）　

三
巻
（
和
文
篇
）
二
二
〇
頁
。

（
45
）　

世
親
の
『
浄
土
論
』
と
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
を
め
ぐ
る
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
論
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
掲
の
拙
稿
「
『
自
利
』
と
『
利
他
』
を

架
橋
す
る
も
の
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
46
）　

第
七
書
簡　

三
（
書
簡
篇
）
七
八
〜
七
九
頁
。

（
47
）　

吉
本
隆
明
氏
は
「
易
行
」
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　

「
易
行
他
力
と
い
う
考
え
方
を
親
鸞
が
徹
底
化
し
た
と
き
、
そ
れ
が
細
い
ひ
と
筋
の
道
で
、
そ
の
意
味
で
は
難
し
い
道
だ
と
い
う
意
味
も
徹
底
化
し
て

い
っ
た
。
こ
れ
は
願
主
で
あ
る
浄
土
の
阿
弥
陀
と
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
の
あ
い
だ
の
絶
対
的
な
距
た
り
が
確
定
さ
れ
た
こ
と
と
お
な
じ
で
あ
っ
た
。
こ
の

距
た
り
は
、
意
志
し
て
つ
め
寄
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
つ
め
寄
ろ
う
と
す
れ
ば
ど
こ
ま
で
も
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
つ
め
寄
ろ
う

と
す
る
意
志
に
お
い
て
遠
く
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。」（
『
増
補　

最
後
の
親
鸞
』　

「
教
理
上
の
親
鸞
」　

春
秋
社　

一
七
二
頁
）

（
48
）　

瓜
生
津
隆
真
氏
は
、『
十
住
論
』
第
九
の
「
易
行
品
」
を
、
続
く
第
十
「
除
業
品
」
お
よ
び
第
十
一
「
分
別
功
徳
品
」
へ
と
展
開
し
て
い
く
も
の
と
み
、「
信

方
便
の
易
行
」
に
加
え
て
、「
懺
悔
・
勧
請
・
随
喜
・
廻
向
」
の
「
四
品
行
」
の
実
践
＝
「
菩
薩
の
悔
過
法
」
を
説
い
て
い
る
と
の
解
釈
を
示
し
て
お
ら
れ

る
が
（
『
龍
樹　

空
の
論
理
と
菩
薩
の
道
』
二
八
七
〜
二
九
三
頁
）、
こ
の
「
四
品
行
」
の
実
践
は
あ
く
ま
で
も
、
│
不
退
の
位
に
い
た
る
う
え
で
│
「
更

に
余
の
方
便
あ
り
や
」
と
の
問
に
答
え
る
文
脈
で
の
こ
と
で
あ
る
。

（
49
）　

龍
樹
は
『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
『
無
尽
意
経
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
、「
衆
生
縁
」・「
法
縁
」・「
無
縁
」
と
い
う
三
種
の
「
慈
悲
」
を
示
し
、
│
「
衆

生
縁
」
や
「
法
縁
」
と
い
っ
た
制
約
を
脱
し
た
│
「
無
縁
」
の
慈
悲
こ
そ
が
「
諸
仏
」
の
み
に
可
能
な
真
の
慈
悲
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
（
大
正
蔵　

二
五　

二
〇
九
頁 

ｃ
、
お
よ
び
三
五
〇
頁 

ｂ
）、
さ
ら
に
そ
れ
を
承
け
た
曇
鸞
は
『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て
、
三
種
の
慈
悲
を
そ
れ
ぞ
れ
「
小
悲
」・「
中



七
五

大乗菩薩道としての浄土願生　「難易二道」をめぐって ─ 龍樹から親鸞へ ─

悲
」・「
大
悲
」
と
み
な
し
た
う
え
で
、「
大
悲
即
ち
出
世
の
善
な
り
。
安
楽
浄
土
は
こ
の
大
悲
よ
り
生
ず
る
が
故
に
。
故
に
こ
の
大
悲
を
謂
て
浄
土
の
根
と

な
す
」（
大
正
蔵　

四
十　

八
二
八
頁 

ｃ
）
と
説
い
て
い
る
（
仏
典
講
座
㉓　

『
浄
土
論
註
』
一
〇
五
頁　

大
蔵
出
版
、
小
川
一
乗
『
大
乗
仏
教
の
根
本
思
想
』

四
三
八
〜
四
四
〇
頁
の
指
摘
）。

（
50
）　

『
正
像
末
和
讃
』（
愚
禿
悲
歎
述
懐
）　

二
（
和
讃
篇
）　

二
一
〇
頁
。

（
51
）　

『
末
燈
抄
』
第
一
書
簡　

三
（
書
簡
篇
）　

六
二
頁
。


