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親
鷺
に
お
け
る
「
真
」
と
「
偽
」

一
「
化
身
土
巻
」
に
お
け
る
「
外
道
」
批
判
の
意
味
1

宮

島

磨

問
題
の
あ
り
か

親
鶯
『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻
」
（
末
）
（
以
下
、
「
末
巻
」
と
表
記
）
は
以
下
の
よ
う
な
”
宣
言
”
に
は
じ
ま
る
。

そ
れ
、
諸
の
修
多
羅
に
拠
り
て
真
偽
を
勘
決
し
て
、
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
思
せ
ば
、
『
浬
繋
経
』
に
言
は
く
、
「
仏
に
帰
依
せ
ば
、

終
に
ま
た
そ
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
」
と
。
略
出
。
『
般
舟
三
昧
経
』
に
言
は
く
、
「
優
婆
夷
、
こ
の
三
昧
を
聞
き
て
学
ば
む

と
欲
は
ば
、
乃
至
　
自
ら
仏
に
帰
命
し
、
法
に
帰
命
し
、
比
丘
僧
に
帰
命
せ
よ
。
余
道
に
事
ふ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
天
を
拝
す
る
こ

と
を
得
ざ
れ
、
鬼
神
を
祠
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
吉
良
日
を
視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
。
已
上
。
ま
た
言
は
く
、
「
優
婆
夷
、
三
昧
を
学

ば
む
と
欲
は
ば
・
乃
至
　
天
を
拝
し
神
を
祠
祀
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
罷
。

　
主
題
は
「
真
偽
」
の
「
勘
決
」
、
す
な
わ
ち
「
真
」
と
「
偽
」
と
の
弁
別
に
あ
る
。
万
富
に
よ
れ
ば
「
偽
」
と
は
「
外
教
邪
偽
の
偉
績
」

と
い
う
仏
教
以
外
の
異
端
・
意
義
に
と
ら
わ
れ
た
あ
り
よ
う
を
さ
す
。
す
な
わ
ち
「
末
巻
」
の
目
的
は
一
口
に
い
え
ば
「
外
道
」
に
対
す

る
批
判
に
あ
り
、
そ
の
た
め
の
論
拠
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
論
法
を
掲
げ
て
い
く
と
い
う
の
が
「
末
巻
」
の
主
旨
な
の
で
あ
る
。

六
一

親
鷲
に
お
け
る

｢真
｣
と

｢偽
｣

-
｢化
身
土
巻
｣
に
お
け
る

｢外
道
｣
批
判
の
意
味
-

宮

島

一

間
題
の
あ
り
か

親
鷲

『教
行
信
証
』
｢化
身
土
巻
｣
(莱
)
(以
下
'
｢末
巻
｣
と
表
記
)
は
以
下
の
よ
う
な
″

宣
言
″
に
は
じ
ま
る
｡

そ
れ
'
諸
の
修
多
羅
に
拠
り
て
真
偽
を
勘
決
し
て
､
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
試
せ
ば
'
『浬
整
経
』
に
言
は
-
'
｢仏
に
帰
依
せ
ば
､

終
に
ま
た
そ
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
｣
と
｡
略
出

｡
『般
舟
三
昧
経
』
に
言
は
-
'
｢優
婆
夷
､
こ
の
三
昧
を
聞
き
て
学
ば
む

と
欲
は
ば
'
乃
至

自
ら
仏
に
帰
命
L
t
法
に
帰
命
し
､
比
丘
僧
に
帰
命
せ
よ
｡
余
道
に
事
ふ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
､
天
を
拝
す
る
こ

と
を
得
ざ
れ
'
鬼
神
を
嗣
る
こ
と
を
得
ざ
れ
'
吉
良
日
を
視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
｣
と
｡
巳
上
｡
ま
た
言
は
-
､
｢優
婆
夷
'
三
味
を
学

(1)

ば
む
と
欲
は
ば
､
乃
至

天
を
拝
し
神
を
嗣
配
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
｣
と
｡

主
題
は

｢真
偽
｣
の

｢勘
決
｣
'
す
な
わ
ち

｢真
｣
と

｢偽
｣
と
の
弁
別
に
あ
る
｡
親
鷲
に
よ
れ
ば

｢偽
｣
と
は

｢外
教
邪
偽
の
異
執
｣

と
い
う
仏
教
以
外
の
異
端

･
意
義
に
と
ら
わ
れ
た
あ
り
よ
う
を
さ
す
｡
す
な
わ
ち

｢末
巻
｣
の
目
的
は

一
口
に
い
え
ば

｢外
道
｣
に
対
す

る
批
判
に
あ
り
､
そ
の
た
め
の
論
拠
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
論
釈
を
掲
げ
て
い
-
と
い
う
の
が

｢末
巻
｣
の
主
旨
な
の
で
あ
る
｡

六
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六
二

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
な
に
ゆ
え
に
「
外
道
」
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
に
帰
依
す
る
か
ら
に
は

他
の
「
天
神
」
な
り
「
鬼
神
」
な
り
を
祀
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
冒
頭
の
『
浬
盤
経
』
の
誉
め
自
体
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
仏
道
者
と

し
て
は
当
然
と
も
い
え
る
基
本
線
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
言
及
を
要
し
な
い
自
明
な
一
般
論
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
が
、
続
く
『
般
舟
三

昧
経
』
か
ら
の
引
用
を
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
、
事
の
内
実
は
こ
う
し
た
端
的
な
「
外
道
」
批
判
、
す
な
わ
ち
「
外
道
」
を
仏
道
な
ら
ざ

る
道
で
あ
る
が
ゆ
え
に
批
判
す
る
と
い
う
意
味
で
の
批
判
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
天
を
拝
し
神
を
祠
祀
す
る
」
と
い
う
「
外
道
」
的
な
あ

り
よ
う
を
一
「
三
昧
を
学
ば
む
と
欲
」
ふ
i
仏
道
者
が
と
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
誠
め
に
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
仏
道
者
が
「
外
道
」
に
靡

く
こ
と
へ
の
憂
慮
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
末
巻
」
の
主
題
は
、
「
外
道
」
を
そ
れ
自
体
と
し
て
批
判
す
る
と
い
う
外
在
的

な
「
外
道
」
批
判
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
仏
道
を
歩
み
行
く
者
が
「
外
道
」
へ
と
身
を
落
と
し
、
仏
道
者
な
ら
ざ
る
身
へ
と
顛
落
す
る
こ

と
、
い
い
か
え
れ
ば
仏
教
者
の
「
外
道
」
化
と
い
う
内
在
的
な
批
判
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
末
巻
」
を
除
け
ば
、
親
鶯
に
お
い
て
仏
道
者
と
「
外
道
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
直
接
的
に
言
及
し
た
箇
所
は
多
い

と
は
い
え
な
い
が
、
代
表
的
な
も
の
に
和
讃
の
『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
が
あ
る
。

五
濁
増
の
し
る
し
に
は
／
こ
の
世
の
道
俗
こ
と
み
＼
く
／
外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て
／
内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
／
か
な
し
き
か

な
や
道
俗
の
／
良
説
吉
日
え
ら
ば
し
め
／
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
・
／
卜
占
祭
祀
つ
と
め
と
す
／
…
…
／
外
道
梵
論
尼
乾
志
に
／

こ
・
ろ
は
か
は
ら
ぬ
も
の
と
し
て
／
如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き
て
／
一
切
鬼
神
を
あ
が
む
め
り
／
か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ
の
／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
国
の
道
俗
み
な
と
も
に
／
仏
教
の
威
儀
を
も
と
・
し
て
／
天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す

「
良
時
吉
日
」
と
い
い
、
「
天
神
地
祇
」
、
「
鬼
神
」
さ
ら
に
は
「
卜
占
祭
祀
つ
と
め
と
す
」
等
と
い
っ
た
表
現
と
い
い
、
冒
頭
に
掲
げ
た

「
末
巻
」
と
の
文
言
上
の
対
応
関
係
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
見
す
る
と
「
こ
の
世
の
道
俗
」
、
「
和
国
の
道
俗
」
へ
と
そ
の
対
象
を
”
衆

六

二

し
か
し
な
が
ら
､
そ
も
そ
も
な
に
ゆ
え
に

｢外
道
｣
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
仏
に
帰
依
す
る
か
ら
に
は

他
の

｢天
神
｣
な
り

｢鬼
神
｣
な
り
を
能
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
､
冒
頭
の

『浬
磐
経
』
の
誠
め
自
体
は
'
い
っ
て
み
れ
ば
仏
道
者
と

し
て
は
当
然
と
も
い
え
る
基
本
線
で
あ
り
'
こ
と
さ
ら
言
及
を
要
し
な
い
自
明
な

一
般
論
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
が
'
続
-

『般
舟
三

味
経
』
か
ら
の
引
用
を
注
意
深
-
読
む
な
ら
ば
'
事
の
内
実
は
こ
う
し
た
端
的
な

｢外
道
｣
批
判
､
す
な
わ
ち

｢外
道
｣
を
仏
道
な
ら
ざ

る
道
で
あ
る
が
ゆ
え
に
批
判
す
る
と
い
う
意
味
で
の
批
判
に
あ
る
の
で
は
な
く

｢天
を
拝
し
神
を
嗣
能
す
る
｣
と
い
う

｢外
道
｣
的
な
あ

り
よ
う
を
-
｢三
味
を
学
は
む
と
欲
｣
ふ
1
仏
道
者
が
と
っ
て
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
誠
め
に
あ
り
､
い
う
な
れ
ば
仏
道
者
が

｢外
道
｣
に
磨

-
こ
と
へ
の
憂
慮
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
｡
す
な
わ
ち

｢末
巻
｣
の
主
題
は
'
｢外
道
｣
を
そ
れ
自
体
と
し
て
批
判
す
る
と
い
う
外
在
的

な

｢外
道
｣
批
判
に
あ
る
の
で
は
な
-
､
仏
道
を
歩
み
行
-
者
が

｢外
道
｣
へ
と
身
を
落
と
し
､
仏
道
者
な
ら
ざ
る
身
へ
と
顛
落
す
る
こ

と
'
い
い
か
え
れ
ば
仏
教
者
の

｢外
道
｣
化
と
い
う
内
在
的
な
批
判
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の

｢末
巻
｣
を
除
け
ば
､
親
鷲
に
お
い
て
仏
道
者
と

｢外
道
｣
と
の
関
係
に
つ
い
て
直
接
的
に
言
及
し
た
箇
所
は
多
い

と
は
い
え
な
い
が
'
代
表
的
な
も
の
に
和
讃
の

『愚
禿
悲
歎
述
懐
』
が
あ
る
｡

五
濁
噌
の
し
る
L
に
は
/
こ
の
世
の
通
俗
こ
と
ぐ

･-
/

外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て
/
内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
/
か
な
し
き
か

な
や
道
俗
の
/
良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め
/
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
ゝ
/
-
占
祭
配
つ
と
め
と
す
/
-
-
/
外
道
究
士
尼
乾
志
に
/

こ
ゝ
ろ
は
か
は
ら
ぬ
も
の
と
し
て
/
如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き
て
/

一
切
鬼
神
を
あ
が
む
め
り
/
か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ
の
/

(2
)

和
国
の
通
俗
み
な
と
も
に
/
仏
教
の
威
儀
を
も
と
ゝ
し
て
/
天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す

｢良
時
吉
日
｣
と
い
い
､
｢天
神
地
祇
｣
､
｢鬼
神
｣
さ
ら
に
は

｢-
占
祭
配
つ
と
め
と
す
｣
等
と
い
っ
た
表
現
と
い
い
'
冒
頭
に
掲
げ
た

｢末
巻
｣
と
の
文
言
上
の
対
応
関
係
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

一
見
す
る
と

｢
こ
の
世
の
通
俗
｣
'
｢和
国
の
通
俗
｣
へ
と
そ
の
対
象
を

″衆



生
一
般
”
へ
と
広
げ
て
い
る
よ
う
に
は
映
る
も
の
の
、
「
外
征
は
仏
教
の
す
が
た
に
て
」
、
「
仏
教
の
威
儀
を
も
と
と
し
て
」
と
付
言
さ
れ
て

も
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
主
題
は
”
仏
道
者
”
の
「
外
道
」
化
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
親
驚
は
そ
れ
を
「
五
濁
増
の
し
る
し
」
、

す
な
わ
ち
「
末
法
」
ゆ
え
の
一
現
象
と
み
て
お
り
、
和
讃
の
末
尾
に
も
「
こ
の
世
の
本
寺
本
山
の
い
み
じ
き
僧
と
ま
ふ
す
も
法
師
と
ま
ふ

す
も
う
き
こ
と
な
り
」
と
い
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
次
に
引
用
す
る
本
和
讃
の
冒
頭
箇
所
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
「
外
道
」
化
と
い
う
主

題
は
1
決
し
て
他
人
事
で
は
な
く
、
親
字
自
身
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
、
“
凡
夫
”
の
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
に
深
く
根
ざ
し
て
も

い
る
の
で
あ
る
。

浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
／
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
／
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て
／
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
／
外
儀
の
す
が
た

は
ひ
と
ご
と
に
／
賢
善
精
進
現
ぜ
し
む
／
貧
瞑
邪
儀
お
ほ
き
ゆ
へ
／
好
詐
も
・
は
し
身
に
み
て
り
／
悪
性
さ
ら
に
や
め
が
た
し
／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

こ
・
ろ
は
蛇
蝸
の
ご
と
く
な
り
／
修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ
へ
に
／
虚
仮
の
行
と
そ
な
づ
け
た
る

親鶯における「真」と「偽」

　
こ
こ
で
は
「
賢
宰
精
進
」
と
い
う
修
善
一
般
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
「
虚
仮
不
実
」
な
る
几
夫
が
い
か
に
そ
れ
ら
に
精
励
し
よ
う
と
も
、
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

ぜ
ら
れ
る
諸
善
そ
の
も
の
が
濁
り
（
「
雑
毒
」
）
を
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
修
善
（
「
虚
仮
の
行
」
）

に
勤
め
ば
げ
む
様
子
が
「
外
儀
の
す
が
た
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
外
的
・
形
式
的
な
修
善
へ
の
精
励
が
、

和
讃
後
半
の
「
外
道
」
批
判
に
い
わ
れ
る
「
自
恕
」
、
あ
る
い
は
「
如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き
て
」
と
い
っ
た
表
現
へ
と
連
な
り
、
さ
ら
に

は
「
仏
教
の
威
儀
」
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
和
讃
に
お
け
る
「
外
道
」
化
へ
の

批
判
と
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
仏
道
に
精
励
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実
態
は
「
外
道
」
と
変
わ
り
が
な
い
よ
う
な
仏

道
者
の
あ
り
よ
う
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
外
道
」
化
の
根
源
に
は
己
れ
が
他
な
ら
ぬ
「
虚
仮
不
実
」
の
工
夫
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
自
覚
の
欠
如
が
ひ
か
え
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

六
三

親鷲における ｢真｣と ｢偽｣

生

一
般
〟
へ
と
広
げ
て
い
る
よ
う
に
は
映
る
も
の
の
'
｢外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て
｣､
｢仏
教
の
威
儀
を
も
と
と
し
て
｣
と
付
言
さ
れ
て

も
い
る
こ
と
か
ら
'
こ
こ
で
も
主
題
は
″

仏
道
者
″
の
｢外
道
｣
化
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
親
鷲
は
そ
れ
を

｢五
濁
増
の
し
る
し
｣､

す
な
わ
ち

｢末
法
｣
ゆ
え
の
一
現
象
と
み
て
お
り
'
和
潜
の
末
尾
に
も

｢
こ
の
世
の
本
寺
本
山
の
い
み
じ
き
僧
と
ま
ふ
す
も
法
師
と
ま
ふ

す
も
う
き
こ
と
な
り
｣
と
い
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
'
次
に
引
用
す
る
本
和
讃
の
冒
頭
箇
所
に
着
目
す
る
な
ら
ば
､
｢外
道
｣
化
と
い
う
主

題
は
-
決
し
て
他
人
事
で
は
な
く

親
鷲
自
身
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
こ
ろ
の
I

t
″

凡
夫
″

の
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
に
探
-
根
ざ
し
て
も

い
る
の
で
あ
る
｡

浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
/
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
/
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て
/
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
/
外
儀
の
す
が
た

は
ひ
と
ご
と
に
/
賢
菩
精
進
現
ぜ
し
む
/
食
暖
邪
儀
お
は
き
ゆ
へ
/
貯
許
も

､
は
し
身
に
み
て
り
/
悪
性
さ
ら
に
や
め
が
た
し
/

(3)

こ
､
ろ
は
蛇
蝿
の
ご
と
-
な
り
/
修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ
へ
に
/
虚
仮
の
行
と
ぞ
な
づ
け
た
る

こ
こ
で
は

｢賢
菩
精
進
｣
と
い
う
修
菩

一
般
が
と
り
あ
げ
ら
れ
'
｢虚
仮
不
実
｣
な
る
凡
夫
が
い
か
に
そ
れ
ら
に
精
励
し
ょ
う
と
も
'
行

(4)

ぜ
ら
れ
る
請
書
そ
の
も
の
が
濁
り
(｢雑
毒
｣
)
を
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
し
か
も
､
そ
う
し
た
修
善
(｢虚
仮
の
行
｣
)

に
勤
め
は
げ
む
様
子
が

｢外
儀
の
す
が
た
｣
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
な
ら
ば
'
こ
の
外
的
･形
式
的
な
修
善

へ
の
精
励
が
'

和
讃
後
半
の

｢外
道
｣
批
判
に
い
わ
れ
る

｢外
儀
｣
､
あ
る
い
は

｢如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き
て
｣
と
い
っ
た
表
現
へ
と
連
な
り
'
さ
ら
に

は

｢仏
教
の
威
儀
｣
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
'
本
和
讃
に
お
け
る

｢外
道
｣
化
へ
の

批
判
と
は
､

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
仏
道
に
精
励
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
'
そ
の
実
態
は

｢外
道
｣
と
変
わ
り
が
な
い
よ
-
な
仏

道
者
の
あ
り
よ
う
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
'
そ
う
し
た

｢外
道
｣
化
の
根
源
に
は
己
れ
が
他
な
ら
ぬ

｢虚
仮
不
実
｣
の
凡
夫
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
自
覚
の
欠
如
が
ひ
か
え
て
も
い
る
の
で
あ
る
｡

六

三



六
四

　
し
か
し
な
が
ら
、
仏
和
へ
の
精
励
と
、
「
良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め
／
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
・
／
ト
占
祭
祀
つ
と
め
と
す
」
と
い
っ
た
あ

り
よ
う
と
の
関
係
が
な
お
問
題
に
な
ろ
う
。
「
行
」
へ
の
志
向
性
と
「
ト
占
祭
祀
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。

一
念
多
念
の
あ
ら
そ
ひ
を
な
す
ひ
と
お
ば
、
異
学
・
塾
主
の
ひ
と
と
ま
ふ
す
な
り
。
異
学
と
い
ふ
は
、
聖
道
・
外
道
に
お
も
む
き
て
、

余
行
を
修
し
、
余
仏
を
念
ず
、
吉
日
良
辰
を
え
ら
び
、
野
相
祭
祀
を
こ
の
む
も
の
な
り
、
こ
れ
は
外
道
な
り
、
こ
れ
ら
は
ひ
と
へ
に

自
力
を
た
の
む
も
の
な
り
。
別
解
は
、
念
仏
を
し
な
が
ら
、
他
力
を
た
の
ま
ぬ
な
り
。
別
と
い
ふ
は
、
ひ
と
つ
な
る
こ
七
を
、
ふ
た

つ
に
わ
か
ち
な
す
こ
と
ば
な
り
、
解
は
さ
と
る
と
い
ふ
、
と
く
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
、
念
仏
を
し
な
が
ら
自
力
に
さ
と
り
な
す
な
り
。

か
る
が
ゆ
へ
に
、
空
解
と
い
ふ
な
り
。
ま
た
助
長
を
こ
の
む
も
の
、
こ
れ
す
な
わ
ち
自
力
を
は
げ
む
ひ
と
な
り
。
自
力
と
い
ふ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
・
ろ
を
た
の
む
、
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
ゐ
＼
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り
。

　
『
一
念
多
念
文
意
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
論
の
焦
点
は
コ
念
」
と
「
多
念
」
と
の
争
論
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
論
議
に
こ
だ
わ

る
仏
教
者
を
「
異
学
別
解
の
ひ
と
」
と
総
称
し
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
「
異
学
」
と
「
坐
上
」
と
に
つ
い
て
親
驚
自
身
に
よ
る
注
釈
が
ほ

ど
こ
さ
れ
た
件
で
あ
る
。

　
さ
て
「
異
学
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
「
吉
日
良
辰
を
え
ら
び
、
占
相
祭
祀
を
こ
の
む
」
と
い
う
言
い
廻
し
は
明
ら
か
に
「
末
巻
」
お
よ

び
『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
「
聖
道
外
道
」
と
一
括
さ
れ
、
ま
た
「
余
行
を
修
し
、
余
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

を
念
ず
」
る
あ
り
よ
う
と
併
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
「
こ
れ
ら
は
ひ
と
え
に
自
力
を
た
の
む
も
の
な
り
」
と
結
ば
れ
て
も
い
る
。
前

者
に
つ
い
て
は
「
聖
道
」
1
1
「
血
行
を
修
し
、
余
意
を
念
ず
」
、
「
外
道
」
1
1
「
吉
日
良
辰
を
え
ら
び
、
占
相
祭
祀
を
こ
の
む
」
と
い
う
対
応

を
み
る
こ
と
が
ひ
と
ま
ず
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
両
者
を
一
括
し
て
あ
ら
た
め
て
「
こ
れ
は
外
道
な
り
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら

六
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し
か
し
な
が
ら
'
仏
行
へ
の
精
励
と
､
｢良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め
/
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
ゝ
/
-
占
祭
能
つ
と
め
と
す
｣
と
い
っ
た
あ

り
よ
う
と
の
関
係
が
な
お
問
題
に
な
ろ
う
｡
｢行
｣
へ
の
志
向
性
と

｢-
占
祭
配
｣
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
｡

一
念
多
念
の
あ
ら
そ
ひ
を
な
す
ひ
と
お
ば
'
異
学
･
別
解
の
ひ
と
と
ま
ふ
す
な
り
｡
異
学
と
い
ふ
は
へ
聖
道
･
外
道
に
お
も
む
き
て
'

余
行
を
修
L
t
余
仏
を
念
ず
､
吉
日
良
辰
を
え
ら
び
､
占
相
祭
配
を
こ
の
む
も
の
な
り
'
こ
れ
は
外
道
な
り
'
こ
れ
ら
は
ひ
と
へ
に

自
力
を
た
の
む
も
の
な
り
｡
別
解
は
､
念
仏
を
し
な
が
ら
'
他
力
を
た
の
ま
ぬ
な
り
｡
別
と
い
ふ
は
､
ひ
と
つ
な
る
こ
と
を
'
ふ
た

つ
に
わ
か
ち
な
す
こ
と
ば
な
り
'
解
は
さ
と
る
と
い
ふ
t
と
-
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
'
念
仏
を
し
な
が
ら
自
力
に
さ
と
り
な
す
な
り
｡

か
る
が
ゆ
へ
に
'
別
解
と
い
ふ
な
り
｡
ま
た
助
業
を
こ
の
む
も
の
'
こ
れ
す
な
わ
ち
自
力
を
は
げ
む
ひ
と
な
り
｡
自
力
と
い
ふ
は
'

(5
)

わ
が
み
を
た
の
み
'
わ
が
こ
､
ろ
を
た
の
む
､
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
'
わ
が
さ
ま
ぐ

の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り
｡

『
一
念
多
念
文
意
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
｡
論
の
焦
点
は

｢
一
念
｣
と

｢多
念
｣
と
の
争
論
に
あ
る
の
だ
が
'
そ
う
し
た
論
議
に
こ
だ
わ

る
仏
教
者
を

｢異
学
別
解
の
ひ
と
｣
と
総
称
し
た
上
で
'
あ
ら
た
め
て

｢異
学
｣
と

｢別
解
｣
と
に
つ
い
て
親
鷲
自
身
に
よ
る
注
釈
が
ほ

ど
こ
さ
れ
た
件
で
あ
る
｡

さ
て

｢異
学
｣
に
つ
い
て
で
あ
る
が

｢吉
日
良
辰
を
え
ら
び
､
占
相
祭
能
を
こ
の
む
｣
と
い
う
言
い
過
し
は
明
ら
か
に

｢末
巻
｣
お
よ

び

『愚
禿
悲
歎
述
懐
』
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
｡
と
は
い
え
'
こ
こ
で
は

｢聖
道
外
道
｣
と

一
括
さ
れ
､
ま
た

｢余
行
を
修
し
､
余
仏

(6
)

を
念
ず
｣
る
あ
り
よ
う
と
併
記
さ
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
は

｢
こ
れ
ら
は
ひ
と
え
に
自
力
を
た
の
む
も
の
な
り
｣
と
結
ば
れ
て
も
い
る
｡
前

者
に
つ
い
て
は

｢聖
道
｣
=

｢余
行
を
修
し
､
余
仏
を
念
ず
｣
'
｢外
道
｣
=

｢吉
日
良
辰
を
え
ら
び
'
占
相
祭
能
を
こ
の
む
｣
と
い
う
対
応

を
み
る
こ
と
が
ひ
と
ま
ず
可
能
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
上
で
'
両
者
を

一
括
し
て
あ
ら
た
め
て

｢
こ
れ
は
外
道
な
り
｣
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら



し
て
も
、
や
は
り
「
聖
道
」
の
「
外
道
」
化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
「
余
行
」
、
「
余
仏
」
と
い
う
表
現
こ
そ

本
文
脈
に
特
異
的
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
念
仏
以
外
の
諸
行
」
、
「
阿
弥
陀
以
外
の
仏
」
を
意
味
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
先

の
和
讃
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
一
「
雑
毒
」
な
る
「
虚
仮
の
行
」
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
あ
り
方
が
「
ひ
と
え
に
自
力
を
た
の
む
も
の
」
と
さ
れ
る
の
は
な
に
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
。
「
自
力
と
い
ふ
は
、

わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
・
ろ
を
た
の
む
、
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
ぐ
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り
」
と
い
う
後
半
の

規
定
が
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
は
ひ
と
ま
ず
文
脈
上
か
ら
は
「
別
解
は
、
念
仏
を
し
な
が
ら
、
他
力
を
た
の
ま

ぬ
な
り
」
か
ら
直
前
の
「
助
業
を
こ
の
む
も
の
、
こ
れ
す
な
わ
ち
自
力
を
は
げ
む
ひ
と
な
り
」
を
承
け
て
い
る
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
そ
こ

で
『
末
灯
紗
』
収
録
の
次
の
文
章
に
新
た
な
手
が
か
り
を
求
め
て
み
る
。

ま
つ
自
力
と
ま
ふ
す
こ
と
は
、
行
者
の
を
の
く
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
・
ろ
を
も
て
、
身
口
意
の
み
だ
れ
ご
・
ろ
を
つ
く
ろ
ひ
、
め
で
た
う
し
な
し
て
浄
土
へ
往
生
せ
ん
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

お
も
ふ
を
自
力
と
ま
ふ
す
な
り
。

親鶯における「真」と「偽」

　
全
体
は
、
笠
間
在
住
の
念
仏
者
た
ち
に
対
し
「
浄
土
真
宗
の
こ
・
ろ
」
を
語
る
文
脈
に
お
い
て
、
「
往
生
の
根
機
」
に
「
自
力
」
と
「
他

力
」
の
両
様
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
「
浄
土
往
生
」
の
枠
組
み
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
は
い
る

の
で
あ
る
が
、
「
余
の
六
号
を
称
念
し
、
余
の
善
根
を
修
行
し
て
」
と
、
『
一
念
多
念
文
意
』
に
お
け
る
「
品
行
を
修
し
、
余
仏
を
念
ず
」

と
が
同
等
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
「
わ
が
身
を
た
の
み
、
わ
が
は
か
ら
ひ
の
こ
・
ろ
を
も
て
」
と
い
う

箇
所
も
ま
た
、
『
一
念
多
念
文
意
』
後
半
の
規
定
（
「
自
力
と
い
ふ
は
、
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
・
ろ
を
た
の
む
、
わ
が
ち
か
ら
を
は

げ
み
、
わ
が
さ
ま
ぐ
の
善
根
を
た
の
む
」
）
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
留
保
し
て
お
い
た
『
一
念
多
念
文
意
』

六
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親鷲における ｢真｣と ｢偽｣

し
て
も
'
や
は
り

｢聖
道
｣
の

｢外
道
｣
化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
｢余
行
｣
'
｢余
仏
｣
と
い
う
表
現
こ
そ

本
文
脈
に
特
異
的
で
あ
り
'
そ
れ
ぞ
れ
｢念
仏
以
外
の
諸
行
｣
'
｢阿
弥
陀
以
外
の
仏
｣を
意
味
し
て
は
い
る
の
だ
が
'
い
ず
れ
に
せ
よ
-
先

の
和
讃
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
-
｢雑
毒
｣
な
る

｢虚
仮
の
行
｣
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
な
が
ら
'
こ
う
し
た
あ
り
方
が
｢
ひ
と
え
に
自
力
を
た
の
む
も
の
｣
と
さ
れ
る
の
は
な
に
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
｡
｢自
力
と
い
ふ
は
､

わ
が
み
を
た
の
み
'
わ
が
こ
､
ろ
を
た
の
む
'
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
'
わ
が
さ
ま
ぐ

の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り
｣
と
い
う
後
半
の

規
定
が
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
で
は
あ
る
が
'
こ
の
箇
所
は
ひ
と
ま
ず
文
脈
上
か
ら
は

｢別
解
は
'
念
仏
を
し
な
が
ら
へ
他
力
を
た
の
ま

ぬ
な
り
｣
か
ら
直
前
の

｢助
業
を
こ
の
む
も
の
､
こ
れ
す
な
わ
ち
自
力
を
は
げ
む
ひ
と
な
り
｣
を
承
け
て
い
る
と
判
断
さ
れ
よ
う
｡
そ
こ

で

『末
灯
砂
』
収
録
の
次
の
文
章
に
新
た
な
手
が
か
り
を
求
め
て
み
る
｡

ま
づ
自
力
と
ま
ふ
す
こ
と
は
'
行
者
の
を
の
く

緑
に
し
た
が
ひ
て
'
余
の
仏
号
を
称
念
L
へ
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
,
ろ
を
つ
-
ろ
ひ
'
め
で
た
う
し
な
し
て
浄
土
へ
往
生
せ
ん
と

(7)

お
も
ふ
を
自
力
と
ま
ふ
す
な
り
｡

全
体
は
'
笠
間
在
住
の
念
仏
者
た
ち
に
対
し

｢浄
土
真
宗
の
こ
､
ろ
｣
を
語
る
文
脈
に
お
い
て
'
｢往
生
の
根
機
｣
に

｢自
力
｣
と

｢他

力
｣
の
両
様
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
文
章
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
あ
-
ま
で
も

｢浄
土
往
生
｣
の
枠
組
み
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
は
い
る

の
で
あ
る
が
､
｢余
の
仏
号
を
称
念
L
t
余
の
善
根
を
修
行
し
て
｣
と
'
『
1
念
多
念
文
意
』
に
お
け
る

｢余
行
を
修
し
､
余
仏
を
念
ず
｣

と
が
同
等
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
L
t
さ
ら
に
は

｢わ
が
身
を
た
の
み
'
わ
が
は
か
ら
ひ
の
こ
ゝ
ろ
を
も
て
｣
と
い
う

箇
所
も
ま
た
'
『
1
念
多
念
文
意
』
後
半
の
規
定

(｢自
力
と
い
ふ
は
'
わ
が
み
を
た
の
み
'
わ
が
こ
､
ろ
を
た
の
む
'
わ
が
ち
か
ら
を
は

げ
み
'
わ
が
さ
ま
ぐ

の
善
根
を
た
の
む
｣)
と
ま
っ
た
-
同

一
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
と
す
れ
ば
留
保
し
て
お
い
た
『
一
念
多
念
文
意
』

六
五



六
六

後
半
の
一
「
空
解
」
に
関
す
る
一
「
自
力
」
の
規
定
を
「
聖
道
」
の
「
外
道
」
化
に
つ
い
て
も
あ
て
は
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
み
て
差
し
支

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
『
二
面
妙
』
に
お
け
る
「
身
口
意
の
み
だ
れ
ご
．
・
ろ
を
つ
く
ろ
ひ
、
め
で
た
う
し
な
し
て
」
と
い
う
あ

り
よ
う
は
、
『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
に
み
ら
れ
た
「
こ
こ
ろ
は
蛇
蜴
の
ご
と
く
な
り
／
修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ
え
に
／
虚
仮
の
行
と
そ
な
づ
け
た

る
」
と
響
き
あ
っ
て
も
い
よ
う
。
本
和
讃
も
ま
た
「
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
／
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
」
と
い
う
”
悲
歎
”
に
始
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
枠
組
み
に
お
い
て
は
一
「
浄
土
真
宗
の
こ
・
ろ
」
を
語
る
一
こ
の
『
古
賢
抄
』
の
箇
所
と
共
通
で
あ
る
。
親
身
は

仏
道
者
の
「
外
道
」
化
と
い
う
事
態
が
、
（
浄
土
門
と
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
狭
義
に
お
け
る
）
い
わ
ゆ
る
「
聖
道
門
」
に
限
定
さ
れ
た
事

態
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
浄
土
門
」
の
行
者
、
の
み
な
ら
ず
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
帰
し
た
は
ず
の
「
真
宗
」
者
を
も
巻
き
込
み
か
ね
な
い
事
態

で
あ
る
と
の
雇
れ
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
親
鶯
に
は
、
量
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
は
と
も
か
く
、

道
」
化
へ
の
批
判
が
存
在
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
あ
ら
た
め
て
、

の
む
」
と
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

質
的
に
は
”
一
連
の
”
と
形
容
し
得
る
に
た
る
「
外

「
外
道
」
化
し
た
仏
道
者
が
「
ひ
と
え
に
自
力
を
た

こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
「
自
力
」
の
規
定
を
整
理
し
て
み
る
。
「
自
力
」
を
構
成
す
る
要
件
は
次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。

①③②

「
自
力
」
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
修
善
へ
の
傾
向
性
を
さ
す
が
、
そ
う
し
た
修
善
に
さ
い
し
て
は
、
己
れ
の
分
別
に
も
と
づ
き
、
己
れ
の

器
量
を
た
の
み
と
し
て
い
る
こ
と
。

そ
う
し
た
「
自
力
」
修
善
の
実
態
は
煩
悩
に
よ
る
濁
り
を
免
れ
得
な
い
「
虚
仮
の
行
」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
。

修
善
が
そ
の
よ
う
に
己
れ
の
連
な
る
煩
悩
を
巻
き
込
ん
で
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
自
力
」
行
者
は
目
を
塞
い
で
い
る
こ
と
。

六
六

後
半
の
I

｢別
解
｣
に
関
す
る
-
｢自
力
｣
の
規
定
を

｢聖
道
｣
の

｢外
道
｣
化
に
つ
い
て
も
あ
て
は
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
み
て
差
し
支

え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
の
み
な
ら
ず
'
『末
灯
砂
』
に
お
け
る

｢身
口
意
の
み
だ
れ
ご

,
ろ
を
つ
-
ろ
ひ
'
め
で
た
う
し
な
し
て
｣
と
い
う
あ

り
よ
う
は
'
『愚
禿
悲
歎
述
懐
』
に
み
ら
れ
た

｢
こ
こ
ろ
は
蛇
蝿
の
ご
と
-
な
り
/
修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ
え
に
/
虚
仮
の
行
と
ぞ
な
づ
け
た

る
｣
と
響
き
あ

っ
て
も
い
よ
う
｡
本
和
讃
も
ま
た

｢浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
/
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
｣
と
い
う
″

悲
歎
″
に
始
ま

っ

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
'
枠
組
み
に
お
い
て
は
-
｢浄
土
真
宗
の
こ
､
ろ
｣
を
語
る
-
こ
の

『禾
灯
抄
』
の
箇
所
と
共
通
で
あ
る
｡
親
鷲
は

仏
道
者
の

｢外
道
｣
化
と
い
う
事
態
が
､
(浄
土
門
と
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
狭
義
に
お
け
る
)
い
わ
ゆ
る

｢聖
道
門
｣
に
限
定
さ
れ
た
事

態
に
と
ど
ま
ら
ず
'
｢浄
土
門
｣
の
行
者
'
の
み
な
ら
ず
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
帰
し
た
は
ず
の

｢真
宗
｣
者
を
も
巻
き
込
み
か
ね
な
い
事
態

で
あ
る
と
の
憧
れ
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
み
て
-
る
と
､
親
鷲
に
は
'
量
的
な
ま
と
ま
り
と
し
て
は
と
も
か
ぐ

質
的
に
は
〝
一
連
の
″
と
形
容
し
得
る
に
た
る
｢外

道
｣
化

へ
の
批
判
が
存
在
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
上
で
あ
ら
た
め
て
､
｢外
道
｣
化
し
た
仏
道
者
が

｢
ひ
と
え
に
自
力
を
た

の
む
｣
と
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
｡

こ
こ
で
ひ
と
ま
ず

｢自
力
｣
の
規
定
を
整
理
し
て
み
る
｡
｢自
力
｣
を
構
成
す
る
要
件
は
次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
｡

①

｢自
力
｣
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
修
善

へ
の
傾
向
性
を
さ
す
が
､
そ
う
し
た
修
善
に
さ
い
し
て
は
'
己
れ
の
分
別
に
も
と
づ
き
'
己
れ
の

器
量
を
た
の
み
と
し
て
い
る
こ
と
｡

②

そ
う
し
た

｢自
力
｣
修
善
の
実
態
は
煩
悩
に
よ
る
濁
り
を
免
れ
得
な
い

｢虚
仮
の
行
｣
に
他
な
ら
な
い
こ
と
｡

③

修
善
が
そ
の
よ
う
に
己
れ
の
内
な
る
煩
悩
を
巻
き
込
ん
で
い
る
こ
と
に
対
し
て
､
｢自
力
｣
行
者
は
目
を
塞
い
で
い
る
こ
と
｡



親鶯における「真」と「偽」

　
以
上
の
規
定
が
、
「
外
道
」
化
し
た
仏
道
者
の
1
表
面
上
で
は
あ
れ
1
仏
道
修
行
に
か
か
わ
る
側
面
に
つ
い
て
妥
当
す
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
神
行
へ
の
精
励
と
、
「
見
時
吉
日
え
ら
ば
し
め
／
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
・
／
卜
占
祭
祀
つ
と

め
と
す
」
と
い
っ
た
あ
り
よ
う
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
一
見
す
る
と
、
む
し
ろ
「
吉
日
」
あ
る
い
は
「
天
神
」
と
い
っ
た
“
他
”
を
た
よ

り
に
し
、
そ
れ
に
す
が
る
営
為
（
「
つ
と
め
」
）
に
他
な
ら
な
い
「
卜
占
祭
祀
」
は
、
“
己
れ
”
を
た
の
み
と
す
る
「
自
力
」
と
い
う
あ
り
よ

う
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
に
も
映
ろ
う
。

　
そ
こ
で
以
下
で
は
「
末
巻
」
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
「
卜
占
祭
祀
」
と
い
う
営
為
が
も
つ
内
実
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
二
　
　
「
末
巻
」
に
お
け
る
「
ト
占
祭
祀
」
の
位
置

　
　
　
　
　
（
［
）
「
魔
王
波
旬
」
の
帰
依

　
さ
て
冒
頭
の
引
用
に
続
く
「
末
巻
」
の
叙
述
の
流
れ
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
『
般
舟
三
昧
経
』
か
ら
の
引
用
に
続
い
て
『
日
蔵
経
』
等
に

拠
り
つ
つ
「
魔
王
波
旬
」
が
仏
の
教
え
へ
と
帰
依
し
て
い
く
次
第
が
順
次
示
さ
れ
る
。

　
最
初
の
引
用
（
「
魔
王
波
旬
品
」
第
八
の
二
）
は
、
仙
人
で
あ
る
怯
盧
風
咤
の
説
法
の
件
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
「
日
月
・
年
時
・
大
小

星
宿
」
と
い
っ
た
時
空
の
し
か
る
べ
き
配
置
が
「
衆
生
を
安
楽
す
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
怯
盧
颪
呪
自
身
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
。

そ
の
説
法
を
聴
い
た
天
人
ら
は
合
掌
し
、
1
そ
う
し
た
配
慮
に
顕
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
1
仙
人
の
「
智
恵
」
と
「
慈
悲
」
と
を
誉
め
讃

え
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
ご
と
き
の
法
用
、
日
夜
・
刹
那
及
び
迦
羅
時
、
大
小
星
宿
・
月
半
・
月
満
・
年
の
法
用
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
な
か
ら
む
。
み
な
悉
く
随
喜
し
安
楽
な
ら
む
。
我
等
、
善
い
か
な
、
大
徳
、
衆
生
を
安
穏
す
。

更
に
衆
生
よ
く
こ
の
法
を
作
す
ご

六
七

親鷲における ｢真｣と ｢偽｣

以
上
の
規
定
が
､
｢外
道
｣
化
し
た
仏
道
者
の
-
表
面
上
で
は
あ
れ
ー
仏
道
修
行
に
か
か
わ
る
側
面
に
つ
い
て
妥
当
す
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
問
題
は
'
こ
う
し
た
仏
行
へ
の
精
励
と
､
｢良
時
吉
日
え
ら
は
し
め
/
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
ゝ
/
-
占
察
配
つ
と

め
と
す
｣
と
い
っ
た
あ
り
よ
う
と
の
関
係
で
あ

っ
た
｡

一
見
す
る
と
､
む
し
ろ

｢吉
日
｣
あ
る
い
は

｢天
神
｣
と
い
っ
た

″
他
〃

を
た
よ

り
に
し
､
そ
れ
に
す
が
る
営
為

(｢
つ
と
め
｣
)
に
他
な
ら
な
い

｢-
占
祭
紀
｣
は
､
″

己
れ
″

を
た
の
み
と
す
る

｢自
力
｣
と
い
う
あ
り
よ

う
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
に
も
映
ろ
う
｡

そ
こ
で
以
下
で
は

｢末
巻
｣
に
も
と
づ
い
て
､
こ
の

｢-
占
祭
配
｣
と
い
う
営
為
が
も
つ
内
実
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
｡

〓

｢未
巻
｣
に
お
け
る

｢ー
占
祭
紀
｣
の
位
置

〓

)
｢魔
王
波
旬
｣
の
帰
依

さ
て
冒
頭
の
引
用
に
続
-

｢末
巻
｣
の
叙
述
の
流
れ
で
あ
る
が
'
ま
ず
は

『般
舟
三
昧
経
』
か
ら
の
引
用
に
続
い
て

『日
蔵
経
』
等
に

拠
り
つ
つ

｢魔
王
波
旬
｣
が
仏
の
教
え
へ
と
帰
依
し
て
い
-
次
第
が
順
次
示
さ
れ
る
｡

最
初
の
引
用

(｢魔
王
波
旬
品
｣
第
八
の
二
)
は
､
仙
人
で
あ
る
佳
虞
乳
鴫
の
説
法
の
件
で
あ
る
が
'
そ
の
際
に

｢
日
月
･
年
時
･
大
小

星
宿
｣
と
い
っ
た
時
空
の
し
か
る
べ
き
配
置
が

｢衆
生
を
安
楽
す
る
｣
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
佳
慮
乳
托
自
身
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
｡

そ
の
説
法
を
聴
い
た
天
人
ら
は
合
掌
し
､
-
そ
う
し
た
配
慮
に
顕
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
-
仙
人
の

｢智
恵
｣
と

｢慈
悲
｣
と
を
誉
め
著

え
る
の
で
あ
る
｡

か
-
の
ご
と
き
の
法
用
､
日
夜

･
剃
那
及
び
迦
羅
時
､
大
小
星
宿

･
月
半

･
月
満

･
年
の
法
用
､
更
に
衆
生
よ
-
こ
の
法
を
作
す
こ

(8
)

と
な
か
ら
む
｡
み
な
悉
-
随
喜
し
安
楽
な
ら
む
｡
我
等
､
菩
い
か
な
､
大
徳
'
衆
生
を
安
穏
す
｡



六
八

　
さ
ら
に
仙
人
は
、
「
四
天
王
」
を
配
置
し
、
東
西
南
北
そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
に
夜
叉
等
の
守
護
神
を
置
い
た
の
も
ま
た
衆
生
を
護
る
た
め
で

あ
る
と
語
り
、
さ
ら
に
「
無
量
世
」
の
後
に
も
異
な
る
仙
人
（
「
伽
力
伽
」
）
が
同
様
の
趣
旨
の
こ
と
を
語
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
続
く
『
月
蔵
経
』
（
「
念
仏
三
昧
品
」
第
十
）
か
ら
の
引
用
で
は
魔
王
波
旬
の
娘
に
よ
っ
て
仏
へ
の
帰
依
が
宣
言
さ
れ
る
際
に
、
真
の
仏

道
者
が
い
か
な
る
「
諸
魔
」
や
「
魔
群
」
に
よ
っ
て
も
妨
げ
を
受
け
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

も
し
衆
生
あ
り
て
、
仏
名
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
一
心
に
帰
依
せ
む
。
一
切
の
諸
魔
、
か
の
衆
生
に
お
い
て
悪
を
加
ふ
る
こ
と
あ
た

は
ず
。
い
か
に
況
や
、
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
、
ま
の
あ
た
り
法
を
聞
か
む
人
、
種
種
に
方
便
し
慧
解
深
得
な
ら
む
。
乃
至
　
設
ひ
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

万
億
の
一
切
魔
軍
、
終
に
須
輿
も
害
を
為
す
こ
と
を
得
る
こ
と
あ
た
は
ず
。

　
娘
の
こ
の
説
法
に
よ
っ
て
王
宮
の
魔
女
や
そ
の
姉
妹
春
属
た
ち
が

は
あ
ら
た
め
て
次
の
よ
う
な
偶
を
説
い
て
魔
王
の
回
心
を
促
す
。

「
菩
提
心
」
を
起
こ
し
た
こ
と
に
魔
王
は
立
腹
す
る
が
、
彼
女
た
ち

も
し
衆
生
あ
り
て
仏
に
帰
す
れ
ば
　
か
の
人
、
千
億
の
魔
に
畏
れ
ず
／
い
か
に
況
や
生
死
の
流
を
度
せ
ん
と
欲
ふ

に
到
ら
む
／
も
し
能
く
一
香
華
を
以
て
　
三
宝
仏
法
僧
に
持
散
す
る
こ
と
あ
り
て
／
堅
固
勇
猛
の
心
を
発
さ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
む

す
る
こ
と
あ
た
は
じ
。

無
為
影
響
の
岸

一
切
の
衆
魔
　
壊

　
そ
れ
を
聞
い
た
魔
王
は
ま
す
ま
す
立
腹
し
、
憔
惇
し
き
っ
て
王
宮
の
中
に
座
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
「
光
昧
菩
薩
」

帰
依
し
、
仏
に
よ
っ
て
「
菜
食
長
斎
」
や
「
正
念
結
論
」
と
い
っ
た
行
法
の
次
第
が
説
示
さ
れ
る
件
が
引
用
さ
れ
る
。

　
次
の
『
月
蔵
経
』
か
ら
の
引
用
（
「
護
塔
品
」
第
十
三
）
で
は
い
よ
い
よ
魔
王
が
仏
法
に
帰
依
し
て
い
く
場
面
が
引
か
れ
、

が
仏
の
教
に

そ
れ
を
承
け

六
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さ
ら
に
仙
人
は
'
｢四
天
王
｣を
配
置
し
'
東
西
南
北
そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
に
夜
叉
等
の
守
護
神
を
置
い
た
の
も
ま
た
衆
生
を
護
る
た
め
で

あ
る
と
語
り
'
さ
ら
に

｢無
量
世
｣
の
後
に
も
異
な
る
仙
人

(｢伽
力
伽
｣
)
が
同
様
の
趣
旨
の
こ
と
を
語
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
｡

続
-

『月
蔵
経
』
(｢念
仏
三
昧
品
｣
第
十
)
か
ら
の
引
用
で
は
魔
王
波
旬
の
娘
に
よ
っ
て
仏
へ
の
帰
依
が
宣
言
さ
れ
る
際
に
'
真
の
仏

道
者
が
い
か
な
る

｢諸
魔
｣
や

｢魔
群
｣
に
よ
っ
て
も
妨
げ
を
受
け
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
｡

も
し
衆
生
あ
り
て
'
仏
名
を
聞
-
こ
と
を
得
て
'

一
心
に
帰
依
せ
む
｡

一
切
の
諸
魔
'
か
の
衆
生
に
お
い
て
恵
を
加
ふ
る
こ
と
あ
た

は
ず
｡
い
か
に
況
や
'
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
'
ま
の
あ
た
り
法
を
聞
か
む
人
､
種
種
に
方
便
し
慧
解
深
広
な
ら
む
｡
乃
至
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(9
)

万
億
の
一
切
魔
軍
､
終
に
須
典
も
害
を
為
す
こ
と
を
得
る
こ
と
あ
た
は
ず
｡

娘
の
こ
の
説
法
に
よ
っ
て
王
宮
の
魔
女
や
そ
の
姉
妹
脊
属
た
ち
が

｢菩
提
心
｣
を
起
こ
し
た
こ
と
に
魔
王
は
立
腹
す
る
が
'
彼
女
た
ち

は
あ
ら
た
め
て
次
の
よ
う
な
偽
を
説
い
て
魔
王
の
回
心
を
促
す
｡

も
し
衆
生
あ
り
て
仏
に
帰
す
れ
ば

か
の
人
'
千
億
の
魔
に
畏
れ
ず
/
い
か
に
況
や
生
死
の
流
を
度
せ
ん
と
欲
ふ

無
為
浬
磐
の
岸

に
到
ら
む
/
も
し
能
-

1
香
華
を
以
て

三
宝
仏
法
僧
に
持
散
す
る
こ
と
あ
り
て
/
堅
固
勇
猛
の
心
を
発
き
む

1
切
の
衆
魔

壊

(10)

す
る
こ
と
あ
た
ほ
じ
｡

そ
れ
を
聞
い
た
魔
王
は
ま
す
ま
す
立
腹
し
､
惟
博
し
き
っ
て
王
宮
の
中
に
座
し
て
い
る
が
'
そ
の
1
万
で

｢光
昧
菩
薩
｣
が
仏
の
教
に

帰
依
し
'
仏
に
よ
っ
て

｢菜
食
長
斎
｣
や

｢正
念
結
伽
｣
と
い
っ
た
行
法
の
次
第
が
説
示
さ
れ
る
件
が
引
用
さ
れ
る
｡

次
の

『月
蔵
経
』
か
ら
の
引
用

(｢護
塔
品
｣
第
十
三
)
で
は
い
よ
い
よ
魔
王
が
仏
法
に
帰
依
し
て
い
-
場
面
が
引
か
れ
'
そ
れ
を
承
け



て
さ
ら
に
仏
の
言
葉
と
し
て
「
邪
見
を
遠
離
」
し
「
十
種
の
功
徳
を
獲
」
る
次
第
が
引
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
功
徳
」
の
う

ち
、
第
三
、
お
よ
び
第
四
に
お
い
て
、
「
三
宝
を
帰
敬
し
て
、
天
神
を
信
ぜ
ず
」
、
「
正
見
を
得
て
、
歳
次
日
月
の
吉
凶
を
択
ば
ず
」
と
い
う

内
容
が
語
ら
れ
る
に
至
る
（
「
諸
悪
鬼
神
得
敬
信
品
」
第
八
）
。

　
さ
て
、
ひ
と
ま
ず
以
上
の
魔
王
の
帰
依
の
件
に
即
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
仏
道
者
を
守
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
が
「
諸

魔
」
あ
る
い
は
「
鬼
神
」
と
い
っ
た
諸
存
在
で
あ
り
、
ま
た
「
日
月
星
辰
」
と
い
っ
た
時
空
配
置
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
道

者
と
し
て
一
度
そ
の
こ
と
を
受
け
と
め
得
た
以
上
は
、
あ
ら
た
め
て
己
れ
に
関
す
る
事
柄
を
こ
れ
ら
に
託
す
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、

あ
る
は
ず
は
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
仏
道
と
こ
れ
ら
の
諸
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
前

者
が
後
者
を
主
導
し
調
御
す
る
立
場
が
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

親鷺における「真」と「偽」

　
　
　
　
　
（
二
）
仏
道
者
の
護
持
養
育

　
続
く
引
用
（
『
月
蔵
経
』
「
諸
悪
鬼
神
得
敬
信
品
第
八
」
）
か
ら
は
、
仏
の
説
法
の
場
面
に
お
い
て
、
「
悪
鬼
神
」
た
る
存
在
に
つ
い
て
語

ら
れ
る
。
彼
ら
は
「
む
か
し
仏
法
に
お
い
て
決
定
の
信
を
配
せ
り
し
か
ど
も
、
か
れ
後
の
時
に
お
い
て
、
悪
知
識
に
近
づ
き
て
心
に
他
の

過
を
見
る
。
こ
の
因
縁
を
以
て
悪
鬼
神
に
生
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
度
仏
法
に
帰
依
し
た
と
し
て
も
「
悪
知
識
」
に
親
近

し
た
が
た
め
に
悪
し
き
鬼
神
へ
と
身
を
落
と
す
萎
れ
が
あ
る
こ
と
が
説
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
の
『
大
方
等
雲
集
経
』
（
「
月
草
分
」
）
か
ら
の
引
用
で
は
「
娑
婆
世
界
の
主
」
た
る
「
大
公
天
王
」
の
言
葉
と
し
て
、
再
度
一
衆
生

世
界
（
「
四
天
下
」
）
を
「
護
持
養
育
」
す
る
存
在
と
し
て
の
1
四
天
王
を
は
じ
め
と
す
る
「
六
欲
天
」
ら
の
は
た
ら
き
が
示
さ
れ
、
あ
わ

せ
て
あ
ら
た
め
て
怯
盧
風
咤
仙
人
が
配
備
し
た
日
月
星
辰
等
（
「
天
仙
七
宿
・
三
曜
・
三
天
童
女
」
）
に
触
れ
て
、
そ
れ
ら
も
ま
た
北
方
の
「
響

単
越
」
、
東
方
の
「
更
々
提
」
、
南
方
の
「
閻
浮
提
」
、
西
方
の
「
密
陀
尼
」
を
守
護
す
る
役
割
を
に
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る

六
九

親鷲における ｢其｣と ｢偽｣

て
さ
ら
に
仏
の
言
葉
と
し
て

｢邪
見
を
遠
離
｣
し

｢十
種
の
功
徳
を
獲
｣
る
次
第
が
引
か
れ
て
-
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の

｢功
徳
｣
の
う

ち
'
第
三
'
お
よ
び
第
四
に
お
い
て
'
｢三
宝
を
帰
敬
し
て
'
天
神
を
信
ぜ
ず
｣'
｢正
兄
を
得
て
'
歳
次
日
月
の
吉
凶
を
択
ば
ず
｣
と
い
う

内
容
が
語
ら
れ
る
に
至
る

(｢諸
悪
鬼
神
得
敬
信
品
｣
第
八
)0

さ
て
'
ひ
と
ま
ず
以
上
の
魔
王
の
帰
依
の
件
に
即
し
て
み
る
な
ら
ば
､
そ
も
そ
も
仏
道
者
を
守
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
が
｢諸

魔
｣
あ
る
い
は

｢鬼
神
｣
と
い
っ
た
諸
存
在
で
あ
り
'
ま
た

｢
日
月
星
辰
｣
と
い
っ
た
時
空
配
置
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
仏
道

者
と
し
て

一
度
そ
の
こ
と
を
受
け
と
め
得
た
以
上
は
'
あ
ら
た
め
て
己
れ
に
関
す
る
事
柄
を
こ
れ
ら
に
託
す
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
'

あ
る
は
ず
は
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
仏
道
と
こ
れ
ら
の
諸
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
前

者
が
後
者
を
主
導
し
調
御
す
る
立
場
が
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(
l〓

仏
道
者
の
護
持
養
育

続
-
引
用

(『月
蔵
経
』
｢諸
悪
鬼
神
得
敬
信
品
第
八
｣)
か
ら
は
､
仏
の
説
法
の
場
面
に
お
い
て
'
｢悪
鬼
神
｣
た
る
存
在
に
つ
い
て
語

ら
れ
る
｡
彼
ら
は

｢む
か
し
仏
法
に
お
い
て
決
定
の
信
を
作
せ
り
し
か
ど
も
'
か
れ
後
の
時
に
お
い
て
､
悪
知
識
に
近
づ
き
て
心
に
他
の

過
を
見
る
.
こ
の
因
縁
を
以
て
悪
鬼
神
に
生
る
｣
も
の
と
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'

一
度
仏
法
に
帰
依
し
た
と
し
て
も

｢悪
知
識
｣
に
親
近

し
た
が
た
め
に
悪
し
き
鬼
神
へ
と
身
を
落
と
す
慣
れ
が
あ
る
こ
と
が
説
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
下
の

『大
方
等
大
集
経
』
(｢月
蔵
分
｣
)
か
ら
の
引
用
で
は

｢婆
婆
世
界
の
主
｣
た
る

｢大
究
天
王
｣
の
言
葉
と
し
て
､
再
痩
-
衆
生

世
界

(｢四
天
下
｣
)
を

｢護
持
養
育
｣
す
る
存
在
と
し
て
の
-
四
天
王
を
は
じ
め
と
す
る

｢六
欲
天
｣
ら
の
は
た
ら
き
が
示
さ
れ
､
あ
わ

せ
て
あ
ら
た
め
て
怯
慮
乳
托
仙
人
が
配
備
し
た
日
月
星
辰
等

(｢天
仙
七
宿
･三
曜
･三
天
童
女
｣
)
に
触
れ
て
､
そ
れ
ら
も
ま
た
北
方
の
｢哲

単
越
｣'
東
方
の

｢弗
婆
提
｣'
南
方
の

｢閣
浮
提
｣､
西
方
の

｢埋
陀
尼
｣
を
守
護
す
る
役
割
を
に
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る

六
九



七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
、
中
で
も
南
方
の
「
閻
浮
提
」
の
ひ
と
は
勇
壮
で
聡
明
で
あ
っ
て
、
そ
の
つ
と
め
は
仏
に
相
応
す
る
ほ
ど
で
あ
る
が
た
め
に
、
四
天
王

は
特
に
こ
の
「
閻
浮
提
」
を
厚
く
護
持
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
仏
は
偶
の
末
尾
で
「
衆
生
を
急
撃
せ
む
が
故
に
　
正
法
の

灯
を
熾
然
な
ら
し
む
」
と
詠
う
。
衆
生
世
界
は
1
仏
の
慈
悲
と
智
慧
と
を
背
景
に
し
た
上
で
一
こ
の
「
大
呼
天
王
」
を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
の
も
と
で
仏
道
者
を
守
護
す
べ
く
設
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
仏
は
い
う
。
過
去
零
点
の
う
ち
の
第
四
仏
に
あ
た
る
「
琵
琶
孫
仏
」
の
時
代
、
ひ
と
の
寿
命
は
四
万
歳
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時

代
に
す
で
に
仏
は
説
法
と
同
時
に
衆
生
世
界
の
護
持
養
育
を
こ
う
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
託
（
「
付
属
」
）
し
た
。
時
が
下
っ
て
第
五
仏
で

あ
る
「
狗
那
含
牟
尼
仏
」
の
時
代
に
も
仏
は
同
様
の
「
付
属
」
を
行
い
、
ま
た
第
六
仏
で
あ
る
「
迦
葉
如
来
」
の
時
代
に
も
護
持
養
育
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
付
属
」
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
第
七
仏
で
あ
る
己
れ
（
釈
尊
）
も
ま
た
さ
ら
な
る
濁
世
に
出
現
し
、
成
道
を
遂
げ
、
仏
法
を
説
示
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
も
に
、
こ
の
「
閻
浮
提
」
の
護
持
養
育
を
「
天
」
や
「
龍
」
ら
の
存
在
に
託
し
た
の
だ
と
い
う
。

　
煩
を
避
け
る
た
め
に
詳
細
な
引
用
は
控
え
る
が
、
こ
こ
に
は
、
時
代
が
落
ち
下
り
、
衆
生
の
器
量
が
低
下
し
ゆ
く
に
と
も
な
っ
て
、
護

持
育
成
を
託
さ
れ
る
諸
存
在
が
、
当
初
の
四
天
王
か
ら
、
そ
の
春
属
へ
、
さ
ら
に
は
「
諸
天
仙
衆
・
七
曜
」
な
ら
び
に
「
天
・
龍
」
等
へ

と
、
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
裾
野
を
広
げ
て
い
く
…
様
子
が
み
て
と
れ
よ
う
。
か
く
し
て
元
来
仏
教
の
外
部
に
位
置
し
て
い
た
諸
存
在
は
次

第
次
第
に
仏
法
の
内
部
へ
と
整
序
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
大
梵
天
王
と
帝
釈
天
は
自
ら
が
こ
う
し
た
諸
仏
の
意
思
を
謙
虚
に
う
け
と
め
、
爾
来
、
仏
道
者
の
守
護
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
こ
と
、

今
後
も
仏
道
者
の
障
碍
と
な
る
よ
う
な
要
因
を
除
去
せ
し
め
、
仏
法
の
成
就
に
向
け
て
護
持
養
育
に
つ
と
め
る
決
意
で
あ
る
こ
と
を
仏
の

前
で
次
の
よ
う
に
誓
っ
て
い
る
。

七
〇

(;
)

が
､
中
で
も
南
方
の

｢閣
浮
提
｣
の
ひ
と
は
勇
壮
で
聡
明
で
あ
っ
て
､
そ
の
つ
と
め
は
仏
に
相
応
す
る
ほ
ど
で
あ
る
が
た
め
に
'
四
天
王

は
特
に
こ
の

｢閣
浮
提
｣
を
厚
-
護
持
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
｡
そ
れ
を
聞
い
た
仏
は
偽
の
末
尾
で

｢衆
生
を
憐
懸
せ
む
が
故
に

正
法
の

灯
を
俄
然
な
ら
し
む
｣
と
詠
う
｡
衆
生
世
界
は
-
仏
の
慈
悲
と
智
慧
と
を
背
景
に
し
た
上
で
-
こ
の

｢大
栗
天
王
｣
を
項
点
と
す
る
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
の
も
と
で
仏
道
者
を
守
護
す
べ
-
設
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
仏
は
い
う
｡
過
去
七
仏
の
う
ち
の
第
四
仏
に
あ
た
る

｢鳩
留
孫
仏
｣
の
時
代
'
ひ
と
の
寿
命
は
四
万
歳
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
時

代
に
す
で
に
仏
は
説
法
と
同
時
に
衆
生
世
界
の
護
持
養
育
を
こ
う
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
託

(｢付
属
｣)
し
た
｡
時
が
下
っ
て
第
五
仏
で

あ
る

｢狗
那
含
牟
尼
仏
｣
の
時
代
に
も
仏
は
同
様
の

｢付
属
｣
を
行
い
'
ま
た
第
六
仏
で
あ
る

｢迦
菓
如
来
｣
の
時
代
に
も
護
持
養
育
の

(12)

｢付
属
｣
を
怠
ら
な
か
っ
た
｡
第
七
仏
で
あ
る
己
れ

(釈
尊
)
も
ま
た
さ
ら
な
る
濁
世
に
出
現
し
､
成
道
を
遂
げ
､
仏
法
を
説
示
す
る
と

(13
)

と
も
に
､
こ
の

｢閣
浮
提
｣
の
護
持
養
育
を

｢天
｣
や

｢龍
｣
ら
の
存
在
に
託
し
た
の
だ
と
い
う
｡

煩
を
避
け
る
た
め
に
詳
細
な
引
用
は
控
え
る
が
､
こ
こ
に
は
'
時
代
が
落
ち
下
り
､
衆
生
の
器
量
が
低
下
し
ゆ
-
に
と
も
な

っ
て
'
護

持
育
成
を
託
さ
れ
る
諸
存
在
が
'
当
初
の
四
天
王
か
ら
､
そ
の
春
属
へ
'
さ
ら
に
は

｢諸
天
仙
衆

･
七
曜
｣
な
ら
び
に

｢天

･
龍
｣
等

へ

と
､
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
裾
野
を
広
げ
て
い
-
様
子
が
み
て
と
れ
よ
う
｡
か
-
し
て
元
来
仏
教
の
外
部
に
位
置
し
て
い
た
諸
存
在
は
次

第
次
第
に
仏
法
の
内
部
へ
と
整
序
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

大
梵
天
王
と
帝
釈
天
は
自
ら
が
こ
う
し
た
諸
仏
の
意
思
を
謙
虚
に
う
け
と
め
､
爾
来
､
仏
道
者
の
守
護
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
こ
と
'

今
後
も
仏
道
者
の
障
碍
と
な
る
よ
う
な
要
因
を
除
去
せ
し
め
'
仏
法
の
成
就
に
向
け
て
護
持
養
育
に
つ
と
め
る
決
意
で
あ
る
こ
と
を
仏
の

前
で
次
の
よ
う
に
誓
っ
て
い
る
｡



我
等
む
か
し
鳩
血
斑
仏
の
み
も
と
に
し
て
、
す
で
に
教
書
を
受
け
た
ま
は
り
て
、
乃
至
、
三
宝
の
種
す
で
に
轟
然
作
ら
し
む
。
拘
那

含
牟
尼
仏
、
下
葉
仏
の
所
に
し
て
、
我
教
勅
を
受
け
た
ま
は
り
し
ご
と
、
ま
た
か
く
の
如
し
。
三
宝
の
種
に
お
い
て
す
で
に
勤
に
し

て
熾
然
作
ら
し
む
。
地
の
精
気
、
衆
生
の
精
気
、
正
法
の
味
、
醍
醐
の
精
気
、
久
し
く
住
し
増
長
せ
し
む
る
が
故
に
、
ま
た
我
が
如

き
も
今
、
世
尊
の
所
に
し
て
、
己
が
境
界
を
頂
受
し
教
屯
し
て
、
言
説
教
令
す
。
自
在
の
処
を
得
て
、
一
切
闘
謹
富
饒
を
休
息
せ
し

め
、
乃
至
、
三
宝
の
種
断
絶
せ
ざ
ら
し
む
る
が
故
に
、
三
種
の
精
気
久
住
し
て
増
長
せ
し
む
る
が
故
に
、
悪
行
の
衆
生
を
遮
有
し
て

行
法
の
衆
生
を
護
養
す
る
が
故
に
、
衆
生
を
し
て
三
悪
道
を
休
息
せ
し
め
、
三
善
道
に
趣
向
す
る
が
故
に
、
仏
法
を
し
て
久
し
く
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

せ
む
こ
と
を
得
し
め
む
が
た
め
の
故
に
、
勤
に
護
持
を
回
す
と
。

親鶯における「真」と「偽」

　
「
地
の
精
気
、
衆
生
の
精
気
」
の
増
長
は
、
「
正
法
の
味
、
醍
醐
の
精
気
」
の
増
長
へ
と
連
続
し
、
「
三
種
の
精
気
」
の
増
長
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
。
「
三
種
」
の
「
三
」
が
「
三
宝
」
の
「
三
」
と
、
ま
た
後
半
の
「
三
善
道
」
の
「
三
」
と
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
が
、
仏
法
の
護
持
養
育
の
具
体
的
な
内
実
が
、
端
的
な
仏
法
守
護
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
精
気
」
と
い
っ
た
い
わ
ば
気
質
的
な
次

元
に
お
け
る
衆
生
の
”
態
勢
”
づ
く
り
に
強
く
関
わ
っ
て
お
り
、
＝
切
闘
二
二
謹
」
の
「
休
息
」
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
”
態
勢
”
の
健
や
か
さ
が
確
保
さ
れ
て
こ
そ
は
じ
め
て
衆
生
は
篤
実
に
仏
道
を
歩
み
、
仏
法
へ
と
い

ざ
な
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
大
梵
天
ら
に
よ
る
護
持
養
育
の
「
勤
（
ね
ん
ご
ろ
）
」
さ
は
、
ま
さ
に
（
仏
菩
薩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

な
ら
ざ
る
）
衆
生
の
”
衆
生
性
”
へ
と
向
け
ら
れ
、
そ
の
発
心
・
修
行
・
成
道
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
誓
い
を
承
け
て
語
ら
れ
る
仏
の
讃
歎
の
言
葉
の
中
で
も
、
四
種
類
の
衆
生
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

器
量
、
な
い
し
志
向
性
の
強
弱
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
に
お
い
て
必
要
な
護
持
養
育
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
中
で

も
右
に
述
べ
た
”
衆
生
性
”
の
準
位
に
お
け
る
護
持
養
育
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
注
目
さ
れ
る
。

七
一

親鷲における ｢真｣と ｢偽｣

我
等
む
か
し
鳩
留
孫
仏
の
み
も
と
に
し
て
'
す
で
に
教
勅
を
受
け
た
ま
は
り
て
'
乃
至
'
三
宝
の
種
す
で
に
俄
然
作
ら
し
む
｡
拘
那

含
牟
尼
仏
'
迦
菓
仏
の
所
に
し
て
､
我
教
勅
を
受
け
た
ま
は
り
し
こ
と
､
ま
た
か
-
の
如
し
｡
三
宝
の
種
に
お
い
て
す
で
に
勤
に
し

て
俄
然
作
ら
し
む
｡
地
の
精
気
､
衆
生
の
精
気
'
正
法
の
昧
'
醍
醐
の
精
気
'
久
し
-
住
し
増
長
せ
し
む
る
が
故
に
'
ま
た
我
が
如

き
も
今
､
世
尊
の
所
に
し
て
'
己
が
境
界
を
項
受
し
教
勅
し
て
'
言
説
教
合
す
｡
自
在
の
処
を
得
て
'

一
切
聞
評
飢
健
を
休
息
せ
し

め
'
乃
至
'
三
宝
の
種
断
絶
せ
ざ
ら
し
む
る
が
故
に
､
三
種
の
精
気
久
住
し
て
増
長
せ
し
む
る
が
故
に
'
悪
行
の
衆
生
を
遮
降
し
て

行
法
の
衆
生
を
護
養
す
る
が
故
に
'
衆
生
を
し
て
三
要
道
を
休
息
せ
し
め
､
三
善
道
に
趣
向
す
る
が
故
に
､
仏
法
を
し
て
久
し
-
住

(14)

せ
む
こ
と
を
得
し
め
む
が
た
め
の
故
に
'
勤
に
護
持
を
作
す
と
｡

｢地
の
精
気
､
衆
生
の
精
気
｣
の
増
長
は
'
｢正
法
の
味
'
醍
醐
の
精
気
｣
の
増
長
へ
と
連
続
し
､
｢三
種
の
精
気
｣
の
増
長
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
｡
｢三
種
｣
の

｢三
｣
が

｢三
宝
｣
の

｢三
｣
と
'
ま
た
後
半
の

｢三
善
遺
｣
の

｢三
｣
と
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
が
､
仏
法
の
護
持
養
育
の
具
体
的
な
内
実
が
'
端
的
な
仏
法
守
護
と
い
う
よ
り
も
､
む
し
ろ

｢精
気
｣
と
い
っ
た
い
わ
ば
気
質
的
な
次

元
に
お
け
る
衆
生
の
″

態
勢
″

づ
-
り
に
強
-
関
わ
っ
て
お
り
'
｢
一
切
闘
評
飢
健
｣
の

｢休
息
｣
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
し
た
″

態
勢
″

の
健
や
か
さ
が
確
保
さ
れ
て
こ
そ
は
じ
め
て
衆
生
は
篤
実
に
仏
道
を
歩
み
'
仏
法
へ
と
い

ざ
な
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
大
驚
天
ら
に
よ
る
護
持
養
育
の

｢勤

(ね
ん
ご
ろ
)｣
さ
は
'
ま
さ
に

(仏
菩
薩

(15)

な
ら
ざ
る
)
衆
生
の
″

衆
生
性
″
へ
と
向
け
ら
れ
､
そ
の
発
心

･
修
行

･
成
道
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
誓
い
を
承
け
て
語
ら
れ
る
仏
の
潜
歎
の
言
葉
の
中
で
も
へ
四
種
類
の
衆
生
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
｡
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の

(16
)

器
量
'
な
い
し
志
向
性
の
強
弱
に
も
と
づ
き
'
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
に
お
い
て
必
要
な
護
持
養
育
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
中
で

も
右
に
述
べ
た

″衆
生
性
″
の
準
位
に
お
け
る
護
持
養
育
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
注
目
さ
れ
る
｡



七
二

若
し
衆
生
有
て
、
そ
の
飲
食
衣
服
臥
具
を
施
し
、
病
患
の
因
縁
に
湯
薬
を
施
せ
む
者
、
汝
等
、
当
に
か
の
施
主
を
し
て
巨
利
増
長
せ

し
む
べ
し
。
何
等
を
か
五
と
す
る
。
一
つ
に
は
寿
増
長
せ
む
、
二
つ
に
は
財
増
長
せ
む
、
三
つ
に
は
楽
増
長
せ
む
、
四
つ
に
は
善
行

増
長
せ
む
、
五
つ
に
は
慧
増
長
す
る
な
り
。
汝
等
、
長
夜
に
利
益
安
楽
を
得
む
。
こ
の
因
縁
を
以
て
、
汝
等
、
能
く
六
波
羅
蜜
を
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

て
む
。
久
し
か
ら
ず
し
て
一
切
種
智
を
成
ず
る
こ
と
を
得
む
。

　
「
そ
の
飲
食
衣
服
臥
具
を
施
し
、
病
患
の
因
縁
に
湯
薬
を
施
せ
む
者
」
と
は
、
四
種
の
衆
生
の
中
で
も
、
衣
食
住
や
息
災
と
い
っ
た
”
衆

生
性
”
の
準
位
に
お
け
る
施
与
を
行
う
こ
と
を
も
っ
て
仏
道
者
と
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仏
道
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
護
持
養

育
の
内
実
で
あ
る
「
寿
」
、
「
財
」
の
増
長
1
と
い
っ
た
そ
れ
自
体
は
多
分
に
世
俗
的
に
も
映
る
事
柄
1
は
「
楽
」
の
増
長
を
挟
ん
で
「
善

行
」
、
「
慧
」
の
増
長
へ
と
連
続
し
つ
つ
、
「
長
夜
の
安
楽
」
さ
へ
と
収
敏
し
、
つ
い
に
は
「
六
波
羅
蜜
」
と
い
う
修
行
の
成
就
．
達
成
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

て
の
仏
知
た
る
「
一
切
種
壷
」
の
獲
得
へ
と
向
け
ら
れ
た
衆
生
の
”
態
勢
”
づ
く
り
の
一
環
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
仏
と
大
紫
天
王
ら
の
応
答
が
し
ば
し
続
き
、
釈
尊
の
総
括
と
も
い
え
る
偶
が
詠
わ
れ
る
場
面
の
後
に
は
、
『
月
蔵
経
』
（
「
諸
塔
主
敬
信
品
」

第
十
）
か
ら
「
百
億
の
諸
魔
」
が
仏
に
帰
敬
し
、
衆
生
の
護
持
養
育
を
誓
う
場
面
が
引
か
れ
、
さ
ら
に
は
「
日
天
子
・
月
天
子
」
と
い
っ

た
存
在
の
帰
属
が
説
か
れ
る
が
、
先
の
引
用
に
み
ら
れ
た
「
悪
行
の
衆
生
」
が
あ
ら
た
め
て
問
題
に
も
さ
れ
て
く
る
。

三
　
「
悪
衆
生
」
か
ら
「
悪
知
識
」
へ
1
仏
法
か
ら
の
顛
落
1

若
し
己
が
苦
を
厭
ひ
楽
を
求
む
る
を
愛
す
る
こ
と
あ
ら
む
、
当
に
諸
仏
の
正
法
を
護
持
す
べ
し
。
こ
れ
よ
り
当
に
無
量
の
福
報
を
得

べ
し
。
も
し
衆
生
あ
り
て
、
我
が
為
に
出
家
し
髪
髪
を
剃
除
し
て
袈
裟
を
被
服
せ
む
。
設
ひ
戒
を
持
た
ざ
ら
む
、
彼
等
悉
く
す
で
に

浬
盤
の
印
の
た
め
に
印
せ
ら
る
る
な
り
。
も
し
ま
た
出
家
し
て
戒
を
持
た
ざ
ら
む
者
、
非
法
を
以
て
し
て
悩
乱
を
嬉
し
、
罵
訂
し
殿

七
二

若
し
衆
生
有
て
'
そ
の
飲
食
衣
服
臥
具
を
施
し
'
痛
点
の
因
縁
に
湯
薬
を
施
せ
む
者
､
汝
等
'
当
に
か
の
施
主
を
し
て
五
利
増
長
せ

し
む
べ
し
｡
何
等
を
か
五
と
す
る
｡

一
つ
に
は
寿
増
長
せ
む
'
二
つ
に
は
財
増
長
せ
む
'
三
つ
に
は
楽
増
長
せ
む
'
四
つ
に
は
善
行

増
長
せ
む
､
五
つ
に
は
慧
増
長
す
る
な
り
｡
汝
等
'
長
夜
に
利
益
安
楽
を
得
む
｡
こ
の
因
縁
を
以
て
'
汝
等
'
能
-
六
波
羅
蜜
を
満

(17)

て
む
｡
久
し
か
ら
ず
し
て
一
切
種
智
を
成
ず
る
こ
と
を
得
む
｡

｢そ
の
飲
食
衣
服
臥
具
を
施
し
'
病
忠
の
因
縁
に
湯
薬
を
施
せ
む
者
｣
と
は
'
四
種
の
衆
生
の
中
で
も
'
衣
食
住
や
息
災
と
い
っ
た
″

衆

生
性
″
の
準
位
に
お
け
る
施
与
を
行
う
こ
と
を
も

っ
て
仏
道
者
と
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
仏
道
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
護
持
養

育
の
内
実
で
あ
る

｢寿
｣
､
｢財
｣
の
増
長
-
と
い
っ
た
そ
れ
自
体
は
多
分
に
世
俗
的
に
も
映
る
事
柄
I
は

｢楽
｣
の
増
長
を
挟
ん
で

｢善

行
｣
'
｢慧
｣
の
増
長
へ
と
連
続
し
っ
つ
'
｢長
夜
の
安
楽
｣
さ
へ
と
収
赦
し
'
つ
い
に
は

｢六
波
羅
蜜
｣
と
い
う
修
行
の
成
就
･達
成
と
し

(18)

て
の
仏
知
た
る

｢
一
切
種
智
｣
の
獲
得
へ
と
向
け
ら
れ
た
衆
生
の
″

態
勢
″

づ
-
り
の
一
環
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

仏
と
大
栗
天
王
ら
の
応
答
が
し
ば
し
続
き
'
釈
尊
の
総
括
と
も
い
え
る
偽
が
詠
わ
れ
る
場
面
の
後
に
は
､
『月
蔵
経
』
(｢諸
魔
得
敬
信
品
｣

第
十
)
か
ら

｢百
億
の
諸
魔
｣
が
仏
に
帰
敬
L
t
衆
生
の
護
持
養
育
を
誓
う
場
面
が
引
か
れ
'
さ
ら
に
は

｢
日
天
子

･
月
天
子
｣
と
い
っ

た
存
在
の
帰
属
が
説
か
れ
る
が
'
先
の
引
用
に
み
ら
れ
た

｢恵
行
の
衆
生
｣
が
あ
ら
た
め
て
問
題
に
も
さ
れ
て
-
る
｡

三

｢
悪
衆
生
｣
か
ら

｢
憲
知
識
｣

へ
-
仏
法
か
ら
の
顛
落
I

若
し
己
が
苦
を
厭
ひ
楽
を
求
む
る
を
愛
す
る
こ
と
あ
ら
む
､
当
に
諸
仏
の
正
法
を
護
持
す
べ
し
｡
こ
れ
よ
り
当
に
無
量
の
福
報
を
得

べ
し
｡
も
し
衆
生
あ
り
て
'
我
が
為
に
出
家
し
牽
髪
を
剃
除
し
て
袈
裟
を
被
服
せ
む
｡
設
ひ
戒
を
持
た
ざ
ら
む
'
彼
等
悉
-
す
で
に

浬
磐
の
印
の
た
め
に
印
せ
ら
る
る
な
り
｡
も
し
ま
た
出
家
し
て
戒
を
持
た
ざ
ら
む
者
､
非
法
を
以
て
し
て
悩
乱
を
作
し
､
罵
辱
し
穀



砦
せ
む
、
手
を
以
て
刀
杖
打
縛
し
研
裁
す
る
こ
と
あ
ら
む
。
若
し
衣
鉢
を
奪
ひ
、
及
び
種
種
の
資
生
の
具
を
奪
は
む
者
、
こ
の
人
、

則
ち
三
世
の
諸
仏
の
真
実
の
報
身
を
壊
す
る
な
り
。
則
ち
一
切
天
人
の
眼
目
を
排
ふ
な
り
。
こ
の
人
、
諸
仏
所
有
の
正
法
三
宝
種
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

隠
没
せ
む
と
欲
ふ
が
為
の
故
に
、
諸
の
天
人
を
し
て
利
益
を
野
ざ
ら
し
む
。
地
獄
に
堕
せ
む
故
に
、
三
悪
道
増
長
し
盈
満
を
な
す
な
り
。

親鶯における「真」と「偽」

　
衆
生
の
護
持
養
育
に
た
ず
さ
わ
る
「
日
天
子
・
月
天
子
」
ら
が
長
寿
に
し
て
、
諸
々
の
患
い
を
免
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
「
提
頭
頼

叱
天
王
護
持
品
」
に
つ
づ
く
、
『
月
蔵
経
』
（
「
忍
辱
品
」
第
十
六
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
全
体
の
枠
組
み
は
、
仏
法
の
守
護

者
が
「
無
量
の
福
徳
」
を
得
る
旨
が
仏
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
守
護
の
対
象
で
あ
る
仏
道
者
と
対
照
的
に
、
仏

法
を
殿
損
し
、
悪
道
を
増
長
さ
せ
る
存
在
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
両
者
は
1
守
護
の
対
象
と
い
う
身
分
に
お
い
て
一
対
等

な
存
在
な
の
で
は
な
い
。
後
者
は
、
前
者
の
中
で
も
「
出
家
し
て
戒
を
持
た
ざ
る
者
」
、
す
な
わ
ち
仏
法
へ
の
ひ
た
む
き
さ
を
欠
い
て
い
る

修
行
者
を
妨
害
し
、
「
資
生
の
具
を
奪
」
う
こ
と
に
よ
っ
て
仏
法
を
殿
損
す
る
者
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
端
的
に
仏
法
に
背
を

向
け
、
あ
る
い
は
仏
法
を
攻
撃
す
る
存
在
な
の
で
は
な
く
、
仏
道
者
を
惑
乱
し
、
そ
の
”
態
勢
”
を
揺
る
が
し
て
仏
法
の
達
成
を
妨
げ
る

存
在
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
、
仏
法
守
護
者
た
ち
の
対
極
に
位
置
す
る
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、

ひ
と
ま
ず
前
者
の
一
す
な
わ
ち
仏
道
に
ひ
た
む
き
で
あ
っ
て
、
守
護
さ
れ
る
べ
き
1
衆
生
を
「
善
衆
生
」
と
名
づ
け
、
後
者
の
一
す
な
わ

ち
仏
道
を
歩
む
行
者
の
”
態
勢
”
を
揺
る
が
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
道
の
成
就
達
成
を
妨
害
す
る
一
衆
生
を
「
悪
衆
生
」
と
名
づ
け
て
お

く
。
「
善
衆
生
」
は
仏
法
へ
の
ひ
た
む
き
さ
を
欠
い
た
時
に
は
、
こ
の
「
悪
衆
生
」
に
っ
け
い
ら
れ
る
隙
を
残
す
存
在
で
も
あ
る
。

　
そ
れ
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
続
く
引
用
箇
所
に
お
い
て
は
、
「
ま
た
禁
戒
を
持
た
ざ
れ
ど
も
髪
髪
を
剃
除
し
袈
裟
を
片
に
着
ん
者
に
お
い
て
、

師
長
の
想
を
作
さ
む
。
護
持
養
育
し
て
諸
の
所
須
を
与
へ
て
乏
少
な
か
ら
し
め
む
」
と
、
「
善
衆
生
」
が
よ
し
ん
ば
時
に
ひ
た
む
き
さ
を
欠

　
　
　
ハ
　
　

こ
う
と
も
、
仏
道
へ
の
志
向
を
保
持
し
て
さ
え
い
れ
ば
護
持
養
育
に
つ
と
め
る
旨
が
「
天
・
龍
」
た
ち
に
よ
っ
て
誓
わ
れ
て
も
く
る
。
「
護

持
養
育
し
て
諸
の
中
須
を
与
え
て
乏
少
な
か
ら
し
め
ん
」
と
い
う
箇
所
は
明
ら
か
に
「
衣
鉢
を
奪
ひ
、
お
よ
び
種
種
の
資
生
の
具
を
奪
は

七
三

親鷲における ｢真｣と ｢偽｣

借
せ
む
う
手
を
以
て
刀
杖
打
席
し
析
裁
す
る
こ
と
あ
ら
む
｡
若
し
衣
鉢
を
奪
ひ
､
及
び
種
種
の
資
生
の
具
を
奪
は
む
者
､
こ
の
人
､

則
ち
三
世
の
諸
仏
の
真
実
の
報
身
を
壊
す
る
な
り
.
則
ち

一
切
天
人
の
眼
目
を
排
ふ
な
り
｡
こ
の
人
へ
諸
仏
所
有
の
正
法
三
宝
種
を

(19
)

隠
没
せ
む
と
欲
ふ
が
為
の
故
に
､
諸
の
天
人
を
し
て
利
益
を
得
ざ
ら
し
む
｡
地
獄
に
堕
せ
む
故
に
'
三
悪
道
増
長
し
盈
満
を
な
す
な
り
｡

衆
生
の
護
持
養
育
に
た
ず
さ
わ
る

｢
日
天
子

･
月
天
子
｣
ら
が
長
寿
に
し
て
'
諸
々
の
思
い
を
免
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た

｢提
頭
頼

托
天
王
護
持
品
｣
に
つ
づ
-
'
『月
蔵
経
』
(｢忍
辱
品
｣
第
十
六
)
か
ら
の
引
用
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
全
体
の
枠
組
み
は
'
仏
法
の
守
護

者
が

｢無
量
の
福
徳
｣
を
得
る
旨
が
仏
に
よ

っ
て
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
守
護
の
対
象
で
あ
る
仏
道
者
と
対
照
的
に
､
仏

法
を
敦
損
L
t
悪
道
を
増
長
さ
せ
る
存
在
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
｡
と
は
い
え
'
両
者
は
-
守
護
の
対
象
と
い
う
身
分
に
お
い
て
ー

対
等

な
存
在
な
の
で
は
な
い
｡
後
者
は
'
前
者
の
中
で
も
｢出
家
し
て
戒
を
持
た
ざ
る
者
｣､
す
な
わ
ち
仏
法
へ
の
ひ
た
む
き
さ
を
欠
い
て
い
る

修
行
者
を
妨
害
し
､
｢資
生
の
具
を
奪
｣う
こ
と
に
よ

っ
て
仏
法
を
致
損
す
る
者
と
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
彼
ら
は
端
的
に
仏
法
に
背
を

向
け
'
あ
る
い
は
仏
法
を
攻
撃
す
る
存
在
な
の
で
は
な
く

仏
道
者
を
惑
乱
し
､
そ
の

″態
勢
″
を
揺
る
が
し
て
仏
法
の
達
成
を
妨
げ
る

存
在
な
の
で
あ

っ
て
へ
そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
'
仏
法
守
護
者
た
ち
の
対
極
に
位
置
す
る
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
い
ま
'

ひ
と
ま
ず
前
者
の
-

す
な
わ
ち
仏
道
に
ひ
た
む
き
で
あ

っ
て
､
守
護
さ
れ
る
べ
き
-

衆
生
を

｢善
衆
生
｣
と
名
づ
け
'
後
者
の
-
す
な
わ

ち
仏
道
を
歩
む
行
者
の
″

態
勢
″

を
揺
る
が
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
仏
道
の
成
就
達
成
を
妨
害
す
る
-
衆
生
を

｢恵
衆
生
｣
と
名
づ
け
て
お

-
｡
｢善
衆
生
｣
は
仏
法
へ
の
ひ
た
む
き
さ
を
欠
い
た
時
に
は
'
こ
の

｢恵
衆
生
｣
に
つ
け
い
ら
れ
る
隙
を
残
す
存
在
で
も
あ
る
｡

そ
れ
が
た
め
で
あ
ろ
う
｡続
-
引
用
箇
所
に
お
い
て
は
'
｢ま
た
禁
戒
を
持
た
ざ
れ
ど
も
撃
髪
を
剃
険
し
袈
裟
を
片
に
着
ん
者
に
お
い
て
､

師
長
の
想
を
作
さ
む
｡
護
持
養
育
し
て
諸
の
所
頚
を
与
へ
て
乏
少
な
か
ら
し
め
む
｣
と
､
｢善
衆
生
｣
が
よ
し
ん
ば
時
に
ひ
た
む
き
さ
を
欠

(20
)

こ
う
と

も'
仏
道
へ
の
志
向
を
保
持
し
て
さ
え
い
れ
ば
護
持
養
育
に
つ
と
め
る
旨
が

｢天
･龍
｣
た
ち
に
よ
っ
て
誓
わ
れ
て
も
-
る
｡
｢護

持
養
育
し
て
諸
の
所
頚
を
与
え
て
乏
少
な
か
ら
し
め
ん
｣
と
い
う
箇
所
は
明
ら
か
に

｢衣
鉢
を
奪
ひ
'
お
よ
び
種
種
の
資
生
の
具
を
奪
は

七
三



七
四

む
」
と
い
う
「
悪
衆
生
」
の
悪
し
き
振
る
舞
い
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
と
と
も
に
「
悪
衆
生
」
の
範
囲
も
ま
た
、
端
的
な
「
衆
生
」
か
ら
「
余
の
天
・
龍
」
ら
へ
と
拡
大
し
、
こ
れ
ら
に
よ
る
妨
害
か
ら

も
「
善
衆
生
」
を
守
護
す
る
こ
と
が
誓
わ
れ
て
い
る
。

　
　
若
し
余
の
天
・
龍
、
乃
至
担
税
富
単
那
等
、
そ
の
悩
乱
を
作
し
、
乃
至
悪
心
を
し
て
眼
を
以
て
こ
れ
を
視
ば
、
我
等
悉
く
共
に
、
か

　
　
の
天
・
龍
・
豆
単
那
等
、
所
有
の
諸
相
欠
減
し
醜
態
な
ら
し
め
む
。
彼
を
し
て
ま
た
、
彼
等
と
共
に
住
し
共
に
食
を
与
ふ
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
　
得
ざ
ら
し
め
む
。
ま
た
同
処
に
し
て
、
戯
咲
を
得
じ
。
か
く
の
ご
と
く
接
罰
せ
む
。

　
「
余
の
天
・
龍
」
ら
へ
と
拡
大
し
た
「
悪
衆
生
」
に
対
す
る
守
護
神
ら
の
振
る
舞
い
は
、
ち
ょ
う
ど
「
善
衆
生
」
へ
の
そ
れ
と
対
照
的
で

あ
り
、
ま
さ
に
“
食
住
”
と
い
っ
た
次
元
に
お
い
て
、
彼
ら
の
一
仏
法
殿
損
へ
と
向
か
う
一
”
態
勢
”
を
崩
す
の
で
あ
る
。

　
さ
て
続
く
『
首
樗
厳
経
』
か
ら
の
引
用
で
は
い
よ
い
よ
こ
の
「
悪
衆
生
」
の
所
作
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
描
写
が
み
ら
れ
る
。

　
　
彼
等
の
諸
魔
、
か
の
諸
の
鬼
神
、
彼
等
の
群
邪
、
ま
た
雪
避
あ
り
て
、
各
各
自
ら
謂
は
む
。
無
上
道
を
成
り
て
、
我
が
滅
度
の
後
、

　
　
末
法
の
中
に
、
こ
の
魔
民
主
か
ら
む
、
こ
の
鬼
神
多
か
ら
む
、
こ
の
妖
畏
多
か
ら
む
。
世
間
に
熾
盛
に
し
て
、
善
知
識
と
為
て
、
諸

　
　
の
衆
生
を
し
て
愛
顧
の
坑
に
落
さ
し
め
む
。
菩
提
の
路
を
失
し
、
眩
惑
無
識
に
し
て
、
恐
ら
く
は
心
を
失
せ
し
め
む
。
所
過
の
処
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

　
　
そ
の
家
、
耗
散
し
て
、
愛
見
の
魔
と
成
り
て
如
来
の
種
を
失
せ
む
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

　
原
文
と
は
若
干
の
差
違
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
「
悪
衆
生
」
た
る
「
諸
魔
」
、
「
鬼
神
」
ら
の
「
選
民
」
た
ち
が
、
自
ら
は
恰
も
仏
道
修
行

七
四

む
｣
と
い
う

｢悪
衆
生
｣
の
悪
し
き
振
る
舞
い
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
と
と
も
に

｢悪
衆
生
｣
の
範
囲
も
ま
た
'
端
的
な

｢衆
生
｣
か
ら

｢余
の
天

･
龍
｣
ら
へ
と
拡
大
し
､
こ
れ
ら
に
よ
る
妨
害
か
ら

も

｢善
衆
生
｣
を
守
護
す
る
こ
と
が
誓
わ
れ
て
い
る
｡

若
し
余
の
天

･
龍
'
乃
至
迦
托
富
単
那
等
'
そ
の
悩
乱
を
作
L
t
乃
至
悪
心
を
し
て
眼
を
以
て
こ
れ
を
視
ば
､
我
等
悉
-
共
に
t
か

の
天

･
龍

･
富
単
那
等
､
所
有
の
諸
相
欠
減
し
醜
随
な
ら
し
め
む
｡
彼
を
し
て
ま
た
､
彼
等
と
共
に
住
し
共
に
食
を
与
ふ
る
こ
と
を

(21)

得
ざ
ら
し
め
む
｡
ま
た
同
処
に
し
て
へ
戯
咲
を
得
じ
｡
か
-
の
ご
と
-
接
罰
せ
む
｡

｢余
の
天
･龍
｣
ら
へ
と
拡
大
し
た

｢悪
衆
生
｣
に
対
す
る
守
護
神
ら
の
振
る
舞
い
は
'
ち
ょ
う
ど

｢善
衆
生
｣
へ
の
そ
れ
と
対
照
的
で

あ
り
､
ま
さ
に

″食
住
″

と
い
っ
た
次
元
に
お
い
て
'
彼
ら
の
-

仏
法
殴
損
へ
と
向
か
う
-
″態
勢
″
を
崩
す
の
で
あ
る
｡

さ
て
続
-

『首
席
厳
経
』
か
ら
の
引
用
で
は
い
よ
い
よ
こ
の

｢恵
衆
生
｣
の
所
作
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
描
写
が
み
ら
れ
る
｡

彼
等
の
諸
魔
t
か
の
諸
の
鬼
神
'
彼
等
の
群
邪
､
ま
た
徒
衆
あ
り
て
'
各
各
自
ら
謂
は
む
｡
無
上
道
を
成
り
て
'
我
が
滅
度
の
後
､

末
法
の
中
に
'
こ
の
魔
民
多
か
ら
む
､
こ
の
鬼
神
多
か
ら
む
､
こ
の
妖
邪
多
か
ら
む
｡
世
間
に
俄
盛
に
し
て
'
善
知
識
と
為
て
､
諸

の
衆
生
を
し
て
愛
兄
の
坑
に
落
き
し
め
む
｡
菩
提
の
路
を
失
L
へ
弦
惑
無
蔵
に
し
て
'
恐
ら
-
は
心
を
失
せ
し
め
む
｡
所
過
の
処
に
､

(22)

そ
の
家
'
耗
散
し
て
､
愛
兄
の
魔
と
成
り
て
如
来
の
種
を
失
せ
む
と
｡

(23
)

原
文
と
は
若
干
の
差
違
が
み
ら
れ
る
も
の
の
､
｢悪
衆
生
｣
た
る

｢諸
魔
｣
､
｢鬼
神
｣
ら
の

｢魔
民
｣
た
ち
が
'
自
ら
は
恰
も
仏
道
修
行



を
な
し
と
げ
た
「
善
知
識
」
の
如
き
装
い
を
こ
ら
し
て
「
善
衆
生
」
に
接
近
し
、
そ
の
煩
悩
を
刺
激
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
挙
げ
句
の
果

て
に
は
仏
道
へ
の
方
途
（
「
菩
提
の
路
」
）
そ
の
も
の
を
見
失
わ
せ
て
し
ま
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ

れ
ら
「
悪
衆
生
」
の
も
く
ろ
み
は
、
「
善
衆
生
」
の
仏
道
修
行
に
お
け
る
ひ
た
む
き
さ
の
欠
如
に
つ
け
い
っ
て
、
衆
生
が
本
来
具
え
る
ー
ポ

ジ
テ
ィ
ヴ
な
可
能
性
と
し
て
の
i
仏
性
を
否
み
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
具
体
的
な
は
た
ら
き
の
場
面
に
お
け
る
「
悪
衆

生
」
は
一
「
善
知
識
」
と
対
照
的
な
意
味
に
お
け
る
一
「
悪
知
識
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
局
面
に
お
い
て
「
善
衆
生
」
は

な
お
、
「
愛
見
の
魔
」
へ
と
顛
落
し
得
る
ー
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
可
能
性
と
し
て
の
煩
悩
を
宿
し
た
1
存
在
な
の
で
あ
る
。

　
続
く
『
灌
頂
経
』
の
引
用
で
も
再
度
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
確
か
に
、
こ
う
し
た
心
弱
き
衆
生
を
護
持
す
る
こ
と
が
仏
に
帰
属
す
る
守
護

神
た
ち
の
役
割
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
の
引
用
に
お
い
て
改
め
て
強
調
さ
れ
る
通
り
、
同
時
に
衆
生
の
側
で
も
「
悪
知
識
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
虚
勢
に
唆
さ
れ
た
り
、
悪
し
き
勧
奨
に
動
じ
た
り
し
な
い
気
構
え
が
求
め
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

親驚における「真」と「偽」

具
さ
に
正
し
く
帰
依
し
て
、
一
切
妄
執
吉
凶
を
遠
離
せ
む
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

終
に
邪
神
外
道
に
帰
依
せ
ざ
れ

或
は
種
種
に
、
若
し
は
少
若
し
は
多
、
吉
凶
の
相
を
執
じ
て
、
鬼
神
を
祭
り
て
、
乃
至

く
。
か
く
の
如
き
の
人
、
も
し
未
だ
か
く
の
如
き
の
大
罪
悪
業
を
繊
悔
し
除
滅
せ
ず
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
、
若
し
は
出
家
し
て
或
は
具
戒
を
受
け
し
め
む
も
、
即
便
ち
罪
を
霞
む
。

極
重
大
罪
悪
業
を
生
じ
、
無
間
罪
に
近
づ

出
家
し
て
及
び
具
戒
を
受
け
し
め
ざ
ら
む

　
こ
こ
で
は
「
卜
占
祭
祀
」
行
為
と
「
悪
知
識
」
へ
の
親
近
と
が
等
価
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
上
で
、
両
者
を
厭
い
離
れ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
先
の
引
用
で
は
（
衆
生
の
ひ
た
む
き
さ
の
い
わ
ば
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ
て
い
た
）
持
戒
の
有
無
さ
え
も
形

七
五

親鷲における ｢其｣と ｢偽｣

を
な
し
と
げ
た

｢善
知
識
｣
の
如
き
装
い
を
こ
ら
し
て

｢善
衆
生
｣
に
接
近
し
'
そ
の
煩
悩
を
刺
激
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
挙
げ
句
の
果

て
に
は
仏
道
へ
の
方
途

(｢菩
提
の
路
｣
)
そ
の
も
の
を
見
失
わ
せ
て
し
ま
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
'
こ

れ
ら

｢恵
衆
生
｣
の
も
-
ろ
み
は
う
｢菩
衆
生
｣
の
仏
道
修
行
に
お
け
る
ひ
た
む
き
さ
の
欠
如
に
つ
け
い
っ
て
'
衆
生
が
本
来
具
え
る
1

ポ

ジ
テ
ィ
ヴ
な
可
能
性
と
し
て
の
-
仏
性
を
否
み
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
こ
の
具
体
的
な
は
た
ら
さ
の
場
面
に
お
け
る

｢悪
衆

生
｣
は
-
｢善
知
識
｣
と
対
照
的
な
意
味
に
お
け
る
-
｢恵
知
識
｣
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
局
面
に
お
い
て

｢菩
衆
生
｣
は

な
お
､
｢愛
兄
の
魔
｣
へ
と
顛
落
し
得
る
-
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
可
能
性
と
し
て
の
煩
悩
を
宿
し
た
-
存
在
な
の
で
あ
る
｡

続
-

『濯
項
経
』
の
引
用
で
も
再
度
示
さ
れ
る
よ
う
に
'
確
か
に
､
こ
う
し
た
心
弱
さ
衆
生
を
護
持
す
る
こ
と
が
仏
に
帰
属
す
る
守
護

神
た
ち
の
役
割
で
は
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
以
下
の
引
用
に
お
い
て
改
め
て
強
調
さ
れ
る
通
り
'
同
時
に
衆
生
の
側
で
も

｢憩
知
識
｣

(24
)

の
虚
勢
に
唆
さ
れ
た
り
'
悪
し
き
勧
奨
に
動
じ
た
り
し
な
い
気
構
え
が
求
め
ら
れ
て
-
る
の
で
あ
る
｡

(25)

具
さ
に
正
し
-
帰
依
し
て
､

一
切
妄
執
吉
凶
を
遠
離
せ
む
も
の
は
'
終
に
邪
神
外
道
に
帰
依
せ
ざ
れ

或
は
種
種
に
'
若
し
は
少
若
し
は
多
'
吉
凶
の
相
を
執
じ
て
､
鬼
神
を
祭
り
て
'
乃
至

極
量
大
罪
悪
業
を
生
じ
'
無
間
罪
に
近
づ

く
｡
か
-
の
如
き
の
人
'
も
し
未
だ
か
-
の
如
き
の
大
罪
悪
業
を
俄
悔
し
除
滅
せ
ず
は
､
出
家
し
て
及
び
具
戒
を
受
け
し
め
ざ
ら
む

(26
)

も
､
若
し
は
出
家
し
て
或
は
具
戒
を
受
け
し
め
む
も
'
即
便
ち
罪
を
得
む
｡

こ
こ
で
は

｢-
占
祭
紀
｣
行
為
と

｢悪
知
識
｣
へ
の
親
近
と
が
等
価
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
上
で
'
両
者
を
厭
い
離
れ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
も
先
の
引
用
で
は

(衆
生
の
ひ
た
む
き
さ
の
い
わ
ば
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
さ
れ
て
い
た
)
持
戒
の
有
無
さ
え
も
形

七
五



七
六

(27)

式
的
な
も
の
と
し
て
相
対
化
さ
れ
､
祭
紀
行
為

(と
い
う

｢罪
｣
)
の

｢慨
悔
｣
こ
そ
が

｢善
衆
生
｣
に
求
め
ら
れ
る
要
件
と
み
な
さ
れ
て

も
い
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
肝
心
の
等
価
性
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
O

ま
た
世
間
の
邪
魔
外
道
妖
華
の
師
の
妄
説
を
信
じ
て
'
禍
福
便
ち
生
ぜ
ん
｡
恐
ら
-
は
'
や
や
も
す
れ
ば
心
自
ら
正
し
か
ら
ず
､
-
問

し
て
禍
を
覚
め
'
種
種
の
衆
生
を
殺
せ
む
｡
神
明
に
解
奏
し
'
諸
の
魅
魅
を
呼
ば
ふ
て
'
福
祐
を
講
乞
し
､
延
年
を
糞
は
む
と
欲
す

る
に
'
終
に
得
る
こ
と
あ
た
は
ず
｡
愚
痴
迷
惑
し
て
邪
を
信
じ
､
倒
見
し
て
遂
に
横
死
せ
し
め
､
地
獄
に
入
り
て
出
期
有
こ
と
な
け

(28
)

む
｡
乃
至

八
つ
に
は
､
横
に
毒
薬

･
厭
祷

･
呪
岨
L
t
起
屍
鬼
等
の
た
め
に
中
害
せ
ら
る
｡

ま
ず
'
｢禍
福
｣
の
招
来
そ
れ
事
態
が

｢悪
知
識
｣
の
妄
説
を
信
じ
た
こ
と
か
ら
-
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
､

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず

｢や
や
も
す
れ
ば
､
心
自
ら
正
し
か
ら
す
｣
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡
後
者
に
つ
い
て
は
､
こ
の
箇
所
に
先
立
っ
て
誠

め

(｢慨
悔
｣
)
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
､
｢善
衆
生
｣
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
傾
向
性

(心
弱
さ
)
を
指
す
と
み
て
よ
か
ろ

う
｡
す
な
わ
ち
､
仏
道
修
行
者
の
心
弱
さ
に
つ
け
い
る
格
好
で

｢悪
知
識
｣
が

｢-
占
察
寵
｣
行
為
を
促
し
'
結
果
と
し
て
'
他
の
衆
生

を
殺
害
す
る
と
い
う
災
厄

(｢禍
｣
)
が
も
た
ら
さ
れ
た
り
､
(時
に
は
祈
祷
行
為
に
よ
っ
て
､
よ
り
下
位
の

｢悪
衆
生
｣
た
る
魅
魅
魅
魅
た

ち
を
呼
び
出
し
て
は
)
得
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
長
寿
と
い
う

｢福
｣
を
願
っ
た
り
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
0

思
え
ば
､
長
寿
そ
れ
自
体
は
守
護
神
ら
に
よ
る
仏
道
者
護
持
の
一
内
容
を
な
し
て
も
い
た
｡
無
病
息
災
や
長
命
も
ま
た
仏
法
成
就
の
た

め
の
身
体
的
な
諸
条
件
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
こ
の
文
脈
に
お
け
る

｢福
祐
を
請
乞
L
t
延
年
を
糞
は
む
と
欲
す

る
｣
と
は
'
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仏
道
者
を
仏
法
か
ら
遠
ざ
け
る
よ
う
な
祈
福
の
あ
り
よ
う
を
指
す
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡
｢恵
知
識
｣
の
所

七
六

(27)

式
的
な
も
の
と
し
て
相
対
化
さ
れ
､
祭
紀
行
為

(と
い
う

｢罪
｣
)
の

｢慨
悔
｣
こ
そ
が

｢善
衆
生
｣
に
求
め
ら
れ
る
要
件
と
み
な
さ
れ
て

も
い
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
肝
心
の
等
価
性
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
O

ま
た
世
間
の
邪
魔
外
道
妖
華
の
師
の
妄
説
を
信
じ
て
'
禍
福
便
ち
生
ぜ
ん
｡
恐
ら
-
は
'
や
や
も
す
れ
ば
心
自
ら
正
し
か
ら
ず
､
-
問

し
て
禍
を
覚
め
'
種
種
の
衆
生
を
殺
せ
む
｡
神
明
に
解
奏
し
'
諸
の
魅
魅
を
呼
ば
ふ
て
'
福
祐
を
講
乞
し
､
延
年
を
糞
は
む
と
欲
す

る
に
'
終
に
得
る
こ
と
あ
た
は
ず
｡
愚
痴
迷
惑
し
て
邪
を
信
じ
､
倒
見
し
て
遂
に
横
死
せ
し
め
､
地
獄
に
入
り
て
出
期
有
こ
と
な
け

(28
)

む
｡
乃
至

八
つ
に
は
､
横
に
毒
薬

･
厭
祷

･
呪
岨
L
t
起
屍
鬼
等
の
た
め
に
中
害
せ
ら
る
｡

ま
ず
'
｢禍
福
｣
の
招
来
そ
れ
事
態
が

｢悪
知
識
｣
の
妄
説
を
信
じ
た
こ
と
か
ら
-
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
､

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず

｢や
や
も
す
れ
ば
､
心
自
ら
正
し
か
ら
す
｣
と
も
い
わ
れ
て
い
る
｡
後
者
に
つ
い
て
は
､
こ
の
箇
所
に
先
立
っ
て
誠

め

(｢慨
悔
｣
)
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
､
｢善
衆
生
｣
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
傾
向
性

(心
弱
さ
)
を
指
す
と
み
て
よ
か
ろ

う
｡
す
な
わ
ち
､
仏
道
修
行
者
の
心
弱
さ
に
つ
け
い
る
格
好
で

｢悪
知
識
｣
が

｢-
占
察
寵
｣
行
為
を
促
し
'
結
果
と
し
て
'
他
の
衆
生

を
殺
害
す
る
と
い
う
災
厄

(｢禍
｣
)
が
も
た
ら
さ
れ
た
り
､
(時
に
は
祈
祷
行
為
に
よ
っ
て
､
よ
り
下
位
の

｢悪
衆
生
｣
た
る
魅
魅
魅
魅
た

ち
を
呼
び
出
し
て
は
)
得
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
長
寿
と
い
う

｢福
｣
を
願
っ
た
り
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
0

思
え
ば
､
長
寿
そ
れ
自
体
は
守
護
神
ら
に
よ
る
仏
道
者
護
持
の
一
内
容
を
な
し
て
も
い
た
｡
無
病
息
災
や
長
命
も
ま
た
仏
法
成
就
の
た

め
の
身
体
的
な
諸
条
件
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
'
こ
の
文
脈
に
お
け
る

｢福
祐
を
請
乞
L
t
延
年
を
糞
は
む
と
欲
す

る
｣
と
は
'
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
仏
道
者
を
仏
法
か
ら
遠
ざ
け
る
よ
う
な
祈
福
の
あ
り
よ
う
を
指
す
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡
｢恵
知
識
｣
の
所



親繕における「真」と「偽」

説
が
「
妄
説
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
も
、
つ
ま
り
は
「
福
祐
」
の
た
め
の
「
福
祐
」
、
「
延
年
」
の
た
め
の
「
延
年
」
と
い
う
諺
法
的
な
性

格
を
こ
の
祈
福
（
複
軸
）
へ
の
志
向
性
が
内
在
さ
せ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
仏
法
成
就
の
た
め
の
身
体
的
諸
条
件
と
い
う
文
脈
を

離
れ
て
ひ
と
り
歩
き
す
れ
ば
、
無
病
息
災
に
せ
よ
、
長
命
に
せ
よ
、
た
だ
ち
に
衆
生
の
煩
悩
を
焚
き
付
け
る
要
因
と
化
し
も
す
る
で
あ
ろ

う
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
悪
知
識
」
に
唆
さ
れ
て
（
い
わ
ば
負
の
方
向
へ
と
増
長
し
た
）
こ
う
し
た
祈
祷
の
心
に
は
「
愚
痴
迷
惑
」
、
さ
ら

に
は
「
倒
見
」
と
い
う
煩
悩
の
同
義
語
が
与
え
ら
れ
、
堕
地
獄
の
要
因
と
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
卜
占
祭
祀
」
行
為
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

「
善
衆
生
」
が
1
暗
々
裡
に
一
い
わ
ば
、
そ
の
斜
な
る
”
煩
悩
性
”
を
掻
き
立
て
ら
れ
て
営
む
誘
法
行
為
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
続
く
『
菩
薩
戒
経
』
か
ら
再
々
度
「
出
家
の
人
の
法
は
…
…
鬼
神
を
浮
せ
ず
」
と
い
う
箇
所
が
引
か
れ
、
1
精
進
持
戒
等
の
形

式
に
代
わ
る
実
質
と
し
て
の
一
「
善
衆
生
」
の
あ
る
べ
き
あ
り
よ
う
が
繰
り
返
さ
れ
た
後
、
『
仏
本
行
集
経
』
（
「
優
婆
斯
倉
皇
」
）
か
ら
の
引

用
で
は
、
か
つ
て
外
道
（
「
舷
門
外
道
」
）
を
学
ん
で
い
た
「
三
迦
葉
」
と
、
そ
の
甥
で
あ
っ
た
「
優
婆
斯
那
」
が
仏
道
に
帰
し
て
い
く
際

の
言
葉
が
示
さ
れ
る
。

舅
等
、
虚
し
く
火
を
祀
る
こ
と
百
年
、

故
き
皮
を
脱
ぐ
が
如
く
す
る
を
や
。

我
等
、
昔
空
し
く
悪
神
を
祀
り
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　

脱
ぐ
が
如
く
す
。

ま
た
ま
た
空
し
く
か
の
苦
行
を
修
し
き
。
今
日
同
じ
く
こ
の
法
を
捨
つ
る
こ
と
、
な
お
蛇
の

ま
た
ま
た
徒
に
苦
行
を
修
し
き
。
我
等
、
今
日
こ
の
法
を
捨
つ
る
こ
と
、
実
に
蛇
の
暑
き
皮
を

前
者
が
「
優
婆
斯
那
」
、
後
者
が
「
三
樹
葉
」
の
言
葉
で
あ
る
。
仏
法
に
帰
す
る
に
あ
た
っ
て
放
郷
さ
れ
た
外
道
説
は
、
「
火
燈
」
を
祀

七
七

親鷲における ｢真｣と ｢偽｣

説
が

｢妄
説
｣
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
も
､
つ
ま
り
は

｢福
祐
｣
の
た
め
の

｢福
祐
｣､
｢延
年
｣
の
た
め
の

｢延
年
｣
と
い
う
語
法
的
な
性

格
を
こ
の
析
福

(操
災
)
へ
の
志
向
性
が
内
在
さ
せ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
仏
法
成
就
の
た
め
の
身
体
的
諸
条
件
と
い
う
文
脈
を

離
れ
て
ひ
と
り
歩
き
す
れ
ば
'
無
病
息
災
に
せ
よ
'
長
命
に
せ
よ
､
た
だ
ち
に
衆
生
の
煩
悩
を
焚
き
付
け
る
要
因
と
化
し
も
す
る
で
あ
ろ

う
｡
で
あ
れ
ば
こ
そ
､
｢恵
知
識
｣
に
唆
さ
れ
て

(
い
わ
ば
負
の
方
向
へ
と
増
長
し
た
)
こ
う
し
た
祈
祷
の
心
に
は

｢愚
痴
迷
惑
｣
'
さ
ら

に
は

｢倒
見
｣
と
い
う
煩
悩
の
同
義
語
が
与
え
ら
れ
'
堕
地
獄
の
要
因
と
さ
れ
て
-
る
の
で
あ
る
.
す
な
わ
ち

｢-
占
祭
能
｣
行
為
と
は

(29)

｢菩
衆
生
｣
が
-
晴
々
裡
に
-
い
わ
ば
､
そ
の
内
な
る
″

煩
悩
性
″

を
掻
き
立
て
ら
れ
て
営
む
語
法
行
為
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
続
-

『菩
薩
戒
経
』
か
ら
再
々
度

｢出
家
の
人
の
法
は
-
-
鬼
神
を
礼
せ
ず
｣
と
い
う
箇
所
が
引
か
れ
'
-
精
進
持
戒
等
の
形

式
に
代
わ
る
実
質
と
し
て
の
ー
｢善
衆
生
｣
の
あ
る
べ
き
あ
り
よ
う
が
繰
り
返
さ
れ
た
後
､
『仏
本
行
集
経
』
(｢優
婆
斯
那
品
｣
)
か
ら
の
引

用
で
は
､
か
つ
て
外
道

(｢事
火
外
道
｣)
を
学
ん
で
い
た

｢三
迦
菓
｣
と
､
そ
の
甥
で
あ

っ
た

｢優
婆
斯
那
｣
が
仏
道
に
帰
し
て
い
-
際

の
言
葉
が
示
さ
れ
る
｡

男
等
'
虚
し
-
火
を
配
る
こ
と
百
年
へ
ま
た
ま
た
空
し
-
か
の
苦
行
を
修
し
き
｡
今
日
同
じ
-
こ
の
法
を
捨
つ
る
こ
と
'
な
お
蛇
の

故
き
皮
を
脱
ぐ
が
如
-
す
る
を
や
｡

我
等
'
昔
空
し
-
火
神
を
能
り
て
､
ま
た
ま
た
徒
に
苦
行
を
修
し
き
｡
我
等
'
今
日
こ
の
法
を
捨
つ
る
こ
と
'
実
に
蛇
の
放
き
皮
を

(30
)

脱
ぐ
が
如
-
す
｡

前
者
が

｢優
婆
斯
那
｣
'
後
者
が

｢三
迦
菓
｣
の
言
葉
で
あ
る
｡
仏
法
に
帰
す
る
に
あ
た
っ
て
放
榔
さ
れ
た
外
道
説
は
'
｢火
神
｣
を
紀

七
七



七
八

る
と
と
も
に

｢苦
行
｣
を
と
も
な
う
教
説
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
祈
祷
の
心
が
煩
悩
心
と
通
じ
て
い
る
以
上
､
こ
の

｢苦
行
｣
も
ま

た
'
あ
-
ま
で
も
そ
う
し
た

｢愚
痴
迷
惑
｣
に
も
と
づ
い
た
析
福
擾
災
を
達
成
す
る
た
め
の
諸
行
を
さ
す
こ
と
に
な
ろ
う
｡
そ
の
た
め
の

方
策
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば

｢苦
行
｣
と
い
う
格
好
で
己
れ
を
た
の
み
と
す
る
こ
と
と
'
祈
祷
と
い
う
形
で
他
を
た
の
み
と
す
る
こ
と

と
の
間
に
溝
は
な
-
､
併
存
可
能
な
あ
り
よ
う
で
あ
り
'
い
ず
れ
も
己
れ
の
内
な
る
煩
悩
が
刺
激
さ
れ
た

｢倒
見
｣
ゆ
え
の
行
為
な
の
で

(31)

あ
る
｡
仏
法
に
帰
す
る
と
は
､
ま
さ
に
こ
う
し
た
謬
見
を
転
じ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡

四

外
道
の

(境
地
)
-
仏
道
に
似
て
非
な
る
も
の
-

さ
て

｢末
巻
｣
に
お
け
る

｢外
道
｣
批
判
は
ひ
と
ま
ず
次
の

『起
信
諭
』
か
ら
の
引
用
を
も

っ
て

一
段
落
と
な
る
｡

『起
信
諭
』
に
日
工

或
は
衆
生
あ
り
て
､
善
根
力
無
れ
ば
､
則
ち
諸
魔
外
道
鬼
神
の
為
に
証
惑
せ
ら
る
｡
若
し
は
坐
中
に
し
て
形
を

現
じ
て
恐
怖
せ
し
む
｡
或
は
端
正
の
男
女
等
の
相
を
現
ず
｡
当
に
唯
心
の
境
界
を
念
ず
べ
L
t
則
ち
滅
し
て
終
に
悩
を
な
さ
ず
｡
或

は
天
像

･
菩
薩
像
を
現
じ
､
ま
た
如
来
像
の
相
好
具
足
せ
る
を
作
し
て
､
若
し
は
陀
羅
尼
を
説
き
､
若
し
は
布
施
持
戒
忍
辱
精
進
禅

定
智
慧
を
説
き
'
或
は
平
等
空
無
相
無
願
無
怨
無
親
無
因
無
果
畢
寛
空
寂
､
こ
れ
真
の
浬
磐
な
り
と
説
か
む
｡
或
は
人
を
し
て
宿
命

(32)

過
去
の
事
を
知
ら
し
め
､
ま
た
未
来
の
事
を
知
る
｡
他
心
智
を
得
､
弁
才
無
碍
な
ら
し
む
｡

｢恵
知
識
｣
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
姿
を
と
っ
て

｢菩
衆
生
｣
に
接
近
す
る
が
､
ひ
と
を
恐
れ
お
の
の
か
せ
る
よ
う
な
貯
ま
い
や
'
あ
る
い
は

逆
に
端
正
な
相
貌
の
場
合
は
､
そ
れ
ら
が
観
念
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
念
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
｢悪
知
識
｣
は
滅
L
へ
衆
生
が
惑
乱
せ
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
一
度
そ
れ
ら
が
ー
天
や
菩
薩
と
い
っ
た
-
恰
も
仏
法
に
親
近
的
な
存
在
の
如
き
相
好
で
'

(33)

し
か
も

｢陀
羅
尼
｣
や

｢六
波
羅
蜜
｣
さ
ら
に
は

｢空
｣
や

｢浬
磐
｣
と
い
っ
た
仏
の
教
説
ま
が
い
を
説
き
示
し
､
の
み
な
ら
ず
神
通
力

七
八

る
と
と
も
に

｢苦
行
｣
を
と
も
な
う
教
説
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
｡
祈
祷
の
心
が
煩
悩
心
と
通
じ
て
い
る
以
上
､
こ
の

｢苦
行
｣
も
ま

た
'
あ
-
ま
で
も
そ
う
し
た

｢愚
痴
迷
惑
｣
に
も
と
づ
い
た
析
福
擾
災
を
達
成
す
る
た
め
の
諸
行
を
さ
す
こ
と
に
な
ろ
う
｡
そ
の
た
め
の

方
策
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば

｢苦
行
｣
と
い
う
格
好
で
己
れ
を
た
の
み
と
す
る
こ
と
と
'
祈
祷
と
い
う
形
で
他
を
た
の
み
と
す
る
こ
と

と
の
間
に
溝
は
な
-
､
併
存
可
能
な
あ
り
よ
う
で
あ
り
'
い
ず
れ
も
己
れ
の
内
な
る
煩
悩
が
刺
激
さ
れ
た

｢倒
見
｣
ゆ
え
の
行
為
な
の
で

(31)

あ
る
｡
仏
法
に
帰
す
る
と
は
､
ま
さ
に
こ
う
し
た
謬
見
を
転
じ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡

四

外
道
の

(境
地
)
-
仏
道
に
似
て
非
な
る
も
の
-

さ
て

｢末
巻
｣
に
お
け
る

｢外
道
｣
批
判
は
ひ
と
ま
ず
次
の

『起
信
諭
』
か
ら
の
引
用
を
も

っ
て

一
段
落
と
な
る
｡

『起
信
諭
』
に
日
工

或
は
衆
生
あ
り
て
､
善
根
力
無
れ
ば
､
則
ち
諸
魔
外
道
鬼
神
の
為
に
証
惑
せ
ら
る
｡
若
し
は
坐
中
に
し
て
形
を

現
じ
て
恐
怖
せ
し
む
｡
或
は
端
正
の
男
女
等
の
相
を
現
ず
｡
当
に
唯
心
の
境
界
を
念
ず
べ
L
t
則
ち
滅
し
て
終
に
悩
を
な
さ
ず
｡
或

は
天
像

･
菩
薩
像
を
現
じ
､
ま
た
如
来
像
の
相
好
具
足
せ
る
を
作
し
て
､
若
し
は
陀
羅
尼
を
説
き
､
若
し
は
布
施
持
戒
忍
辱
精
進
禅

定
智
慧
を
説
き
'
或
は
平
等
空
無
相
無
願
無
怨
無
親
無
因
無
果
畢
寛
空
寂
､
こ
れ
真
の
浬
磐
な
り
と
説
か
む
｡
或
は
人
を
し
て
宿
命

(32)

過
去
の
事
を
知
ら
し
め
､
ま
た
未
来
の
事
を
知
る
｡
他
心
智
を
得
､
弁
才
無
碍
な
ら
し
む
｡

｢恵
知
識
｣
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
姿
を
と
っ
て

｢菩
衆
生
｣
に
接
近
す
る
が
､
ひ
と
を
恐
れ
お
の
の
か
せ
る
よ
う
な
貯
ま
い
や
'
あ
る
い
は

逆
に
端
正
な
相
貌
の
場
合
は
､
そ
れ
ら
が
観
念
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
念
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
｢悪
知
識
｣
は
滅
L
へ
衆
生
が
惑
乱
せ
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
一
度
そ
れ
ら
が
ー
天
や
菩
薩
と
い
っ
た
-
恰
も
仏
法
に
親
近
的
な
存
在
の
如
き
相
好
で
'

(33)

し
か
も

｢陀
羅
尼
｣
や

｢六
波
羅
蜜
｣
さ
ら
に
は

｢空
｣
や

｢浬
磐
｣
と
い
っ
た
仏
の
教
説
ま
が
い
を
説
き
示
し
､
の
み
な
ら
ず
神
通
力



を
披
露
し
て
「
善
衆
生
」
を
拐
か
す
場
合
が
あ
る
こ
と
に
用
心
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
状
況
が
、
先
に
み
た
「
善
知
識
」
を

装
う
「
至
尊
」
の
そ
ぶ
り
（
『
首
崇
厳
経
』
か
ら
の
引
用
）
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
「
善
知
識
」
と
見
ま
ご

う
よ
う
な
「
悪
知
識
」
こ
そ
が
て
こ
わ
い
「
外
道
」
と
し
て
、
こ
こ
で
も
主
題
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
真
に
も
く
ろ
む
と
こ

ろ
も
先
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

能
く
衆
生
を
し
て
世
間
の
名
利
の
事
に
貧
着
せ
し
む
。
ま
た
人
を
し
て
、
し
ば
し
ば
瞑
り
、
し
ば
し
ば
喜
ば
し
め
、
性
無
常
の
准
な

ら
し
む
。
或
は
多
く
慈
愛
し
、
多
く
睡
り
、
多
く
宿
る
、
多
く
課
す
、
そ
の
心
墨
怠
な
り
。
或
は
、
に
は
か
に
精
進
を
起
し
て
、
後

に
は
す
な
は
ち
休
廃
す
。
不
信
を
生
じ
て
、
疑
多
く
、
慮
多
し
。
或
は
本
の
勝
行
を
捨
て
・
、
更
に
雑
業
を
修
せ
し
め
、
若
し
は
世

事
に
着
せ
し
め
、
種
種
に
牽
纏
せ
ら
る
。
ま
た
能
く
人
を
し
て
諸
の
三
昧
少
分
相
似
せ
る
を
得
し
む
。
皆
こ
れ
外
道
の
所
得
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

真
の
三
昧
に
あ
ら
ず
。

親鶯における「真」と「偽」

　
「
証
惑
」
の
内
実
と
み
て
よ
か
ろ
う
が
、
面
々
や
延
命
と
い
っ
た
表
現
こ
そ
見
あ
た
ら
な
い
も
の
の
、
右
の
引
用
部
分
で
は
端
的
に
「
世

間
の
名
利
の
事
に
負
着
せ
し
む
」
と
あ
る
。
「
瞑
」
や
「
喜
」
も
ま
た
煩
悩
の
発
露
な
れ
ば
こ
そ
「
性
無
常
」
と
い
っ
た
尋
常
な
ら
ざ
る
様

を
際
だ
た
せ
一
ち
ょ
う
ど
守
護
神
た
ち
の
護
持
養
育
と
は
対
照
的
に
一
、
惰
眠
や
罹
患
に
よ
っ
て
仏
道
へ
の
態
勢
を
崩
し
、
本
来
の
仏
道

へ
の
志
向
を
忽
せ
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
仏
道
志
向
の
揺
ら
ぎ
は
必
ず
し
も
行
の
放
棄
を
意
味
し
は
し
な
い
。
ま
さ
に
不
信
や
疑
念
等
ゆ
え
の
こ
と
で
は
あ
れ
、

「
に
わ
か
に
精
進
を
起
こ
し
て
、
後
に
は
す
な
わ
ち
休
廃
す
」
と
い
う
散
漫
な
形
で
の
、
あ
る
い
は
本
来
の
「
勝
行
」
な
ら
ざ
る
「
雑
劇
」

と
い
う
形
で
の
行
と
の
か
か
わ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
専
念
さ
の
欠
如
し
た
行
の
実
践
は
む
し
ろ
盛
ん
に
す
ら
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ソ

う
し
た
修
行
の
あ
り
さ
ま
の
背
景
に
は
、
そ
も
そ
も
煩
悩
の
所
為
で
あ
る
「
世
間
の
名
利
の
事
」
へ
の
執
着
が
控
え
て
お
り
、
仏
道
へ
の

七
九

親鷲における ｢其｣と ｢偽｣

を
披
露
し
て

｢善
衆
生
｣
を
拐
か
す
場
合
が
あ
る
こ
と
に
用
心
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
後
者
の
状
況
が
'
先
に
み
た

｢善
知
識
｣
を

装
う

｢魔
民
｣
の
そ
ぶ
り

(『首
席
厳
経
』
か
ら
の
引
用
)
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
ま
さ
に

｢善
知
識
｣
と
見
ま
ご

う
よ
う
な

｢悪
知
識
｣
こ
そ
が
て
ご
わ
い

｢外
道
｣
と
し
て
､
こ
こ
で
も
主
題
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
彼
ら
が
真
に
も
-
ろ
む
と
こ

ろ
も
先
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
｡

舵
-
衆
生
を
し
て
世
間
の
名
利
の
事
に
食
着
せ
し
む
｡
ま
た
人
を
し
て
'
し
ば
し
ば
暖
り
'
し
ば
し
ば
喜
ば
し
め
､
性
無
常
の
准
な

ら
し
む
｡
或
は
多
-
慈
愛
L
t
多
-
睡
り
'
多
-
宿
る
､
多
-
病
す
'
そ
の
心
僻
怠
な
り
｡
或
は
t
に
は
か
に
精
進
を
起
し
て
'
後

に
は
す
な
は
ち
休
廃
す
｡
不
信
を
生
じ
て
'
疑
多
く

慮
多
し
｡
或
は
本
の
勝
行
を
捨
て
ゝ
'
更
に
雑
業
を
修
せ
し
め
'
若
し
は
世

事
に
着
せ
し
め
'
種
種
に
牽
纏
せ
ら
る
｡
ま
た
能
-
人
を
し
て
諸
の
三
昧
少
分
相
似
せ
る
を
得
し
む
｡
皆
こ
れ
外
道
の
所
得
な
り
､

(34)

真
の
三
昧
に
あ
ら
ず
｡

｢証
惑
｣
の
内
実
と
み
て
よ
か
ろ
う
が
'
祈
福
や
延
命
と
い
っ
た
表
現
こ
そ
見
あ
た
ら
な
い
も
の
の
'
右
の
引
用
部
分
で
は
端
的
に
｢世

間
の
名
利
の
事
に
食
着
せ
し
む
｣
と
あ
る
｡
｢暖
｣
や

｢喜
｣
も
ま
た
煩
悩
の
発
露
な
れ
ば
こ
そ

｢性
無
常
｣
と
い
っ
た
尋
常
な
ら
ざ
る
様

を
際
だ
た
せ
-

ち
ょ
う
ど
守
護
神
た
ち
の
護
持
養
育
と
は
対
照
的
に
-
､
惰
眠
や
梶
息
に
よ
っ
て
仏
道
へ
の
態
勢
を
崩
し
'
本
来
の
仏
道

へ
の
志
向
を
忽
せ
に
す
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
仏
道
志
向
の
揺
ら
ぎ
は
必
ず
し
も
行
の
放
棄
を
意
味
し
は
し
な
い
｡
ま
さ
に
不
信
や
疑
念
等
ゆ
え
の
こ
と
で
は
あ
れ
'

｢
に
わ
か
に
精
進
を
起
こ
し
て
､
後
に
は
す
な
わ
ち
休
廃
す
｣
と
い
う
散
漫
な
形
で
の
'
あ
る
い
は
本
来
の

｢勝
行
｣
な
ら
ざ
る

｢雑
行
｣

と
い
う
形
で
の
行
と
の
か
か
わ
り
'
い
い
か
え
れ
ば
専
念
さ
の
欠
如
し
た
行
の
実
践
は
む
し
ろ
盛
ん
に
す
ら
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ

(35)

う
し
た
修
行
の
あ
り
さ
ま
の
背
景
に
は
'
そ
も
そ
も
煩
悩
の
所
為
で
あ
る

｢世
間
の
名
利
の
事
｣
へ
の
執
着
が
控
え
て
お
り
'
仏
道
へ
の

七
九



八
○

ひ
た
む
き
さ
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
時
に
端
的
な
「
世
事
」
へ
の
執
心
が
行
の
う
ち
に
残
存
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

先
に
み
た
端
的
な
「
事
火
外
道
」
の
如
く
「
苦
行
」
と
「
祭
祀
」
行
為
と
が
両
様
の
ま
ま
独
立
に
併
存
す
る
の
で
は
な
く
、
専
念
性
の
欠

如
し
た
行
へ
の
志
向
性
の
う
ち
に
両
者
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
状
態
、
い
う
な
れ
ば
ア
マ
ル
ガ
ム
状
態
で
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
「
世
間
の
名
利
の
事
」
な
り
「
世
事
」
な
り
に
と
ら
わ
れ
、
正
念
を
欠
い
た
修
行
者
は
「
悪
知
識
」
に
よ
っ
て
ど
こ
へ
と
い
ざ
な

わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
い
わ
ば
牽
引
力
と
し
て
1
仏
道
の
「
真
の
三
昧
」
に
似
て
聖
な
る
一
「
外
道
」
の
三
昧
の
境
界
ま
で

も
が
導
入
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

或
は
ま
た
、
人
を
し
て
若
し
は
一
日
、
若
し
は
二
日
、
若
し
は
三
日
、
乃
至
七
日
、
定
中
に
住
し
て
、
自
然
の
香
美
飲
食
を
得
し
む
。

身
心
適
々
し
て
、
飢
え
ず
渇
か
ず
、
人
を
し
て
愛
着
せ
し
む
。
或
は
ま
た
、
人
を
し
て
食
に
分
斉
な
か
ら
し
む
。
た
ち
ま
ち
に
多
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
ち
ま
ち
に
少
く
し
て
、
顔
色
変
異
す
。

　
次
か
ら
次
へ
と
果
て
し
な
く
執
着
の
対
象
を
追
い
求
め
て
い
く
よ
う
な
端
的
な
「
世
事
」
へ
の
執
心
は
む
ろ
ん
、
と
ど
ま
る
こ
と
を
知

ら
ず
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
や
む
こ
と
の
な
い
悪
循
環
を
繰
り
返
す
よ
り
外
に
は
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
1
専
念
さ
が
欠
如
し
て
い
る
と

は
い
え
1
行
の
実
践
の
う
ち
へ
と
と
り
こ
ま
れ
た
「
世
間
の
名
利
の
事
」
は
、
い
わ
ば
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
一
種
の
〈
境
地
〉
の
享

受
へ
と
、
執
心
そ
の
も
の
を
昇
華
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
自
然
の
香
美
飲
食
」
が
も
た
ら
さ
れ
、
身
心
が
快
適
で
あ
っ
て
、
「
飢
え

ず
渇
か
ず
」
と
い
っ
た
一
見
す
る
と
仏
道
の
三
昧
の
境
地
と
見
ま
ご
う
よ
う
な
境
界
を
「
悪
知
識
」
は
三
昧
に
お
い
て
現
出
せ
し
め
、
行

者
を
さ
ら
に
惹
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
安
定
し
た
境
地
の
よ
う
に
も
映
る
こ
の
「
外
道
」
の
三
昧
は
し
か
し
、
〈
境
地
〉
に
衆
生
を
安
住
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
め
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
こ
と
は
続
く
箇
所
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

八
〇

ひ
た
む
き
さ
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
以
上
'
時
に
端
的
な

｢世
事
｣
へ
の
執
心
が
行
の
う
ち
に
残
存
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
｡
す
な
わ
ち
'

先
に
み
た
端
的
な

｢事
火
外
道
｣
の
如
-

｢苦
行
｣
と

｢祭
能
｣
行
為
と
が
両
様
の
ま
ま
独
立
に
併
存
す
る
の
で
は
な
-
､
専
念
性
の
欠

如
し
た
行
へ
の
志
向
性
の
う
ち
に
両
者
が
揮
然

一
体
と
な
っ
た
状
態
､
い
う
な
れ
ば
ア
マ
ル
ガ
ム
状
態
で
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

で
は

｢世
間
の
名
利
の
事
｣
な
り

｢世
事
｣
な
り
に
と
ら
わ
れ
､
正
念
を
欠
い
た
修
行
者
は

｢恵
知
識
｣
に
よ
っ
て
ど
こ
へ
と
い
ざ
な

わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
た
め
の
い
わ
ば
牽
引
力
と
し
て
-
仏
道
の

｢其
の
三
味
｣
に
似
て
非
な
る
-
｢外
道
｣
の
三
味
の
境
界
ま
で

も
が
導
入
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

或
は
ま
た
'
人
を
し
て
若
し
は

一
日
へ
若
し
は
二
日
､
若
し
は
三
日
'
乃
至
七
日
'
意
中
に
住
し
て
'
自
然
の
香
美
飲
食
を
得
し
む
｡

身
心
適
悦
し
て
'
飢
え
ず
渇
か
ず
'
人
を
し
て
愛
着
せ
し
む
｡
或
は
ま
た
'
人
を
し
て
食
に
分
斉
な
か
ら
し
む
｡
た
ち
ま
ち
に
多
く

(36
)

た
ち
ま
ち
に
少
-
し
て
'
顔
色
変
異
す
｡

次
か
ら
次
へ
と
果
て
し
な
-
執
着
の
対
象
を
追
い
求
め
て
い
-
よ
う
な
端
的
な

｢世
事
｣
へ
の
執
心
は
む
ろ
ん
､
と
ど
ま
る
こ
と
を
知

ら
ず
､
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
や
む
こ
と
の
な
い
悪
循
環
を
繰
り
返
す
よ
り
外
に
は
な
い
の
だ
が
'
こ
こ
で
-
専
念
さ
が
欠
如
し
て
い
る
と

は
い
え
-
行
の
実
践
の
う
ち
へ
と
と
り
こ
ま
れ
た

｢世
間
の
名
利
の
事
｣
は
'
い
わ
ば
変
質
を
余
儀
な
-
さ
れ
'

一
種
の

(境
地
)
の
享

受
へ
と
'
執
心
そ
の
も
の
を
昇
華
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
｢自
然
の
香
美
飲
食
｣
が
も
た
ら
さ
れ
'
身
心
が
快
適
で
あ
っ
て
､
｢飢
え

ず
渇
か
ず
｣
と
い
っ
た

一
見
す
る
と
仏
道
の
三
味
の
境
地
と
見
ま
ご
う
よ
う
な
境
界
を

｢恵
知
識
｣
は
三
昧
に
お
い
て
現
出
せ
し
め
､
行

者
を
さ
ら
に
惹
き
つ
け
る
の
で
あ
る
｡
安
定
し
た
境
地
の
よ
う
に
も
映
る
こ
の

｢外
道
｣
の
三
味
は
し
か
し
'
(境
地
)
に
衆
生
を
安
住
せ

(37)

し
め
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
こ
と
は
続
-
箇
所
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡



親驚における「真」と「偽」

こ
こ
で
、
本
論
の
冒
頭
に
確
認
し
た
「
末
巻
」
に
お
け
る
『
般
舟
三
三
世
』
か
ら
の
引
用
に
再
度
注
目
し
た
い
。

優
婆
夷
、
三
昧
を
学
ば
む
と
欲
は
ば
、
乃
至
　
天
を
拝
し
神
を
祠
製
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ

　
親
思
が
仏
道
に
お
け
る
真
の
三
昧
と
、
外
道
の
三
昧
ま
が
い
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
に
も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
外

道
」
た
る
「
悪
知
識
」
の
拐
か
し
の
て
こ
わ
さ
は
、
衆
生
の
煩
悩
を
1
例
え
ば
、
豪
勢
な
衣
食
住
と
い
っ
た
直
接
的
な
対
象
で
も
っ
て
一
次

か
ら
次
へ
と
刺
激
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
一
見
す
る
と
仏
道
者
、
あ
る
い
は
仏
・
菩
薩
の
如
き
「
善
知
識
」
の
装
い
を
凝
ら
し

て
行
者
に
近
づ
き
、
恰
も
仏
法
の
如
き
教
説
を
説
い
て
、
行
者
を
安
心
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
実
、
専
念
さ
の
欠
如
し
た
行
へ
と
駆
り
立
て
て
、

そ
の
態
勢
を
崩
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
煩
悩
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
行
の
内
へ
と
潜
り
込
み
、
本
来
の
仏
道
へ
の
志
向
を
浸

食
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
義
を
以
て
の
故
に
、
行
者
常
に
、
智
慧
を
し
て
観
察
し
て
こ
の
心
を
し
て
邪
網
に
堕
せ
し
む
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
当
に
勤
め

て
正
念
に
し
て
、
取
ら
ず
着
せ
ず
し
て
、
則
ち
能
く
こ
の
諸
の
業
障
を
遠
離
す
べ
し
。
知
る
べ
し
、
外
道
の
所
有
の
三
昧
は
、
生
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

愛
我
慢
の
心
を
離
れ
ず
、
世
間
の
名
利
恭
敬
に
貧
着
す
る
が
故
な
り

　
あ
ら
た
め
て
奨
め
が
述
べ
ら
れ
る
最
後
の
引
用
箇
所
で
あ
る
が
、
「
勤
め
て
正
念
に
し
て
…
…
」
と
い
う
箇
所
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
こ

の
『
起
零
丁
』
の
引
用
の
冒
頭
で
記
さ
れ
て
い
る
「
衆
生
」
の
「
善
根
力
」
の
な
さ
の
内
実
も
、
（
い
か
に
仏
道
へ
の
志
向
を
抱
く
「
善
衆

生
」
に
し
た
と
こ
ろ
で
）
な
お
こ
う
し
た
「
悪
知
識
」
の
っ
け
い
る
隙
を
残
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
「
善

衆
生
」
に
お
け
る
行
へ
の
ひ
た
む
き
さ
の
欠
如
と
い
う
主
題
は
、
持
戒
・
精
進
の
怠
慢
と
い
う
当
初
の
形
式
的
規
定
か
ら
、
卜
占
祭
祀
行
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親鷲における ｢其｣と ｢偽｣

こ
こ
で
へ
本
論
の
冒
頭
に
確
認
し
た

｢末
巻
｣
に
お
け
る

『般
舟
三
味
経
』
か
ら
の
引
用
に
再
度
注
目
し
た
い
｡

優
婆
夷
'
三
味
を
学
ば
む
と
欲
は
ば
'
乃
至

天
を
拝
し
神
を
両
.n
JTeす
る
こ
と
を
得
ざ
れ

親
鷲
が
仏
道
に
お
け
る
真
の
三
昧
と
'
外
道
の
三
昧
ま
が
い
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
に
も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
｢外

道
｣
た
る
｢悪
知
識
｣
の
拐
か
し
の
て
ご
わ
さ
は
､
衆
生
の
煩
悩
を
-
例
え
ば
'
豪
勢
な
衣
食
住
と
い
っ
た
直
接
的
な
対
象
で
も
っ
て
-

吹

か
ら
次
へ
と
刺
激
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く

一
見
す
る
と
仏
道
者
'
あ
る
い
は
仏

･
菩
薩
の
如
き

｢善
知
識
｣
の
装
い
を
凝
ら
し

て
行
者
に
近
づ
き
'
恰
も
仏
法
の
如
き
教
説
を
説
い
て
'
行
者
を
安
心
さ
せ
つ
つ
'
そ
の
実
'
専
念
さ
の
欠
如
し
た
行
へ
と
駆
り
立
て
て
､

そ
の
態
勢
を
崩
す
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
そ
こ
で
は
煩
悩
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
行
の
内
へ
と
潜
り
込
み
'
本
来
の
仏
道
へ
の
志
向
を
浸

食
し
て
い
-
の
で
あ
る
｡

こ
の
義
を
以
て
の
故
に
､
行
者
常
に
'
智
慧
を
し
て
観
察
し
て
こ
の
心
を
し
て
邪
綱
に
堕
せ
し
む
る
こ
と
な
か
る
べ
し
｡
当
に
勤
め

て
正
念
に
し
て
'
取
ら
ず
着
せ
ず
し
て
'
則
ち
能
-
こ
の
諸
の
業
陣
を
遠
離
す
べ
し
｡
知
る
べ
L
t
外
道
の
所
有
の
三
味
は
'
管
見

(38
)

愛
我
慢
の
心
を
離
れ
ず
'
世
間
の
名
利
恭
敬
に
貴
著
す
る
が
故
な
り

あ
ら
た
め
て
誠
め
が
述
べ
ら
れ
る
最
後
の
引
用
箇
所
で
あ
る
が
､
｢勤
め
て
正
念
に
し
て
-
-
｣
と
い
う
箇
所
に
着
目
す
る
な
ら
ば
へ
こ

の

『起
信
諭
』
の
引
用
の
冒
頭
で
記
さ
れ
て
い
る

｢衆
生
｣
の

｢善
根
力
｣
の
な
さ
の
内
実
も
'
(
い
か
に
仏
道
へ
の
志
向
を
抱
-

｢善
衆

生
｣
に
し
た
と
こ
ろ
で
)
な
お
こ
う
し
た

｢悪
知
識
｣
の
つ
け
い
る
隙
を
残
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡
こ
こ
に
お
い
て
'
｢善

衆
生
｣
に
お
け
る
行
へ
の
ひ
た
む
き
さ
の
欠
如
と
い
う
主
題
は
､
持
戒

･
精
進
の
怠
慢
と
い
う
当
初
の
形
式
的
規
定
か
ら
'
-
占
祭
配
行

八
1
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為
と
い
う
外
的
所
作
に
か
か
わ
る
規
定
を
へ
て
、
つ
い
に
衆
生
の
内
面
に
か
か
わ
る
あ
り
よ
う
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

行
の
う
ち
へ
と
と
り
こ
ま
れ
、
一
見
自
ら
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
得
た
か
の
如
き
煩
悩
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
行
は
専
念

さ
を
欠
い
た
「
雑
行
」
等
と
化
し
、
仏
道
へ
の
態
勢
は
根
本
か
ら
崩
さ
れ
て
い
く
。
と
す
れ
ば
、
い
か
に
仏
説
を
装
い
、
〈
境
地
〉
を
説
こ

う
と
も
、
「
外
道
」
の
本
質
は
衆
生
の
煩
悩
を
刺
激
し
、
活
性
化
せ
し
め
る
点
に
あ
る
。
「
外
道
の
所
有
の
三
昧
は
、
み
な
見
愛
我
慢
の
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

を
離
れ
ず
、
世
間
の
名
利
恭
敬
に
貧
着
す
る
が
ゆ
え
な
り
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
　
五
　
「
外
道
」
と
衆
生
i
「
偽
」
の
意
味
す
る
も
の
一

　
あ
ら
た
め
て
冒
頭
の
引
用
を
確
認
し
、
整
理
し
て
お
い
た
「
自
力
」
の
規
定
に
も
ど
っ
て
、
「
外
道
」
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

外
儀
の
す
が
た
は
ひ
と
ご
と
に
／
賢
善
精
進
現
ぜ
し
む
／
貧
瞑
難
儀
お
ほ
き
ゆ
え
／
好
詐
も
・
は
し
身
に
み
て
り
／
悪
性
さ
ら
に
や

め
が
た
し
／
こ
・
ろ
は
公
営
の
ご
と
く
な
り
／
修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ
へ
に
／
虚
仮
の
行
と
そ
な
づ
け
た
る
／
…
…
／
か
な
し
き
か
な

や
道
俗
の
／
良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め
／
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
・
／
卜
占
祭
祀
つ
と
め
と
す
／
…
…
／
か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

の
／
和
国
の
道
俗
み
な
と
も
に
／
仏
教
の
威
儀
を
も
と
・
し
て
／
天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す

自
力
と
い
ふ
は
、

　
　
れ
　

な
り
。

わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
・
ろ
を
た
の
む
、
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
ぐ
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と

ま
つ
自
力
と
ま
ふ
す
こ
と
は
、
行
者
の
を
の
く
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
・
ろ
を
も
て
、
身
口
意
の
み
だ
れ
ご
・
ろ
を
つ
く
ろ
ひ
、
め
で
た
う
し
な
し
て
浄
土
へ
往
生
せ
ん
と
お

八
二

(39)

為
と
い
う
外
的
所
作
に
か
か
わ
る
規
定
を
へ
て
'
つ
い
に
衆
生
の
内
面
に
か
か
わ
る
あ
り
よ
う
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡

行
の
う
ち
へ
と
と
り
こ
ま
れ
'

一
見
自
ら
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
得
た
か
の
如
き
煩
悩
で
は
あ
る
が
'
ま
さ
に
そ
れ
に
よ

っ
て
行
は
専
念

さ
を
欠
い
た

｢雑
行
｣
等
と
化
し
､
仏
道
へ
の
態
勢
は
根
本
か
ら
崩
さ
れ
て
い
-
｡
と
す
れ
ば
'
い
か
に
仏
説
を
装
い
'
(境
地
)
を
説
こ

う
と
も
､
｢外
道
｣
の
本
質
は
衆
生
の
煩
悩
を
刺
激
し
､
活
性
化
せ
し
め
る
点
に
あ
る
｡
｢外
道
の
所
有
の
三
味
は
'
み
な
見
愛
我
慢
の
心

(40)

を
離
れ
ず
'
世
間
の
名
利
恭
敬
に
貧
者
す
る
が
ゆ
え
な
り
｣
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
｡

五

｢
外
道
｣
と
衆
生

-
｢偽
｣
の
意
味
す
る
も
の
-

あ
ら
た
め
て
冒
頭
の
引
用
を
確
認
し
'
整
理
し
て
お
い
た

｢自
力
｣
の
規
定
に
も
ど
っ
て
､
｢外
道
｣
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
0

外
儀
の
す
が
た
は
ひ
と
ご
と
に
/
賢
菩
精
進
現
ぜ
し
む
/
食
暖
邪
儀
お
ほ
き
ゆ
え
/
肝
詐
も

､
は
し
身
に
み
て
り
/
悪
性
さ
ら
に
や

め
が
た
し
/
こ
､
ろ
は
蛇
蝿
の
ご
と
-
な
り
/
修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ
へ
に
/
虚
仮
の
行
と
ぞ
な
づ
け
た
る
/
-
-
/
か
な
し
き
か
な

や
通
俗
の
/
良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め
/
天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
ゝ
/
-
占
祭
能
つ
と
め
と
す
/
-
-
/
か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ

(41)

の
/
和
国
の
通
俗
み
な
と
も
に
/
仏
教
の
威
儀
を
も
と

､
し
て
/
天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す

自
力
と
い
ふ
は
'
わ
が
み
を
た
の
み
'
わ
が
こ
,
ろ
を
た
の
む
､
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
'
わ
が
さ
ま

ぐ

の
善
根
を
た
の
む
ひ
と

(42)

な
り
｡

ま
づ
自
力
と
ま
ふ
す
こ
と
は
､
行
者
の
を
の
く

緑
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
､
ろ
を
つ
-
ろ
ひ
'
め
で
た
う
し
な
し
て
浄
土
へ
往
生
せ
ん
と
お



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

も
ふ
を
自
力
と
ま
ふ
す
な
り
。

親鶯における「真」と「偽」

　
衆
生
が
煩
悩
具
足
の
身
で
あ
る
こ
と
を
も
顧
み
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
善
へ
と
奔
る
背
景
に
は
、
己
れ
の
分
別
や
、
己
れ
の
器
量
へ
の
た

の
み
が
あ
り
（
①
）
、
煩
悩
に
混
濁
さ
れ
た
ま
ま
の
修
善
行
為
た
る
「
虚
仮
の
行
」
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
（
②
）
の
で
あ
る
が
、
ひ
た
す

ら
行
に
適
進
ず
る
よ
う
に
映
る
行
者
に
は
そ
の
実
、
そ
う
し
た
煩
悩
の
存
在
や
振
る
舞
い
に
対
す
る
自
覚
が
欠
如
し
て
い
る
（
③
）
と
捉

え
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
「
外
道
」
批
判
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
こ
の
「
自
力
」
の
規
定
は
、
仏
行
へ
の
精
励
と
覚
し
き
状

況
の
な
か
に
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
煩
悩
が
入
り
込
み
、
仏
道
へ
の
志
向
性
を
浸
食
し
、
正
念
の
欠
如
を
も
た
ら
す
と
い
う
事
態
を
指

し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
正
念
の
欠
如
は
、
行
の
散
漫
さ
や
、
諸
行
へ
の
志
向
性
の
拡
散
と
い
う
形
で
仏
道
の
方
途
を
掩
乱

さ
せ
、
と
き
に
「
卜
占
祭
祀
」
行
為
を
も
巻
き
込
み
つ
つ
、
〈
境
地
〉
の
享
受
の
手
段
へ
と
そ
の
志
向
性
を
変
質
さ
せ
た
挙
げ
旬
に
仏
道
そ

の
も
の
を
見
失
わ
せ
、
や
が
て
は
行
者
を
本
格
的
に
「
外
道
」
化
せ
し
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
一
見
す
る
と
他
を
た
の

む
よ
う
に
映
る
「
卜
占
祭
祀
」
行
為
も
、
そ
の
実
態
に
お
い
て
は
1
仏
行
へ
自
ら
を
偽
っ
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
と
気
づ
か
れ
難
い
一
擬

態
と
し
て
の
煩
悩
の
所
為
な
の
で
あ
る
。
「
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
・
こ
ろ
を
た
の
む
」
と
は
衆
生
が
己
れ
の
行
為
を
一
狭
義
の
「
行
」

に
限
ら
ず
一
そ
の
総
体
に
お
い
て
、
煩
悩
の
所
為
に
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
「
自
力
」
の
根
源
に
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
煩
悩
的
自
己

が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
＊
＊

　
「
真
」
は
つ
ね
に
「
偽
」
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
「
真
」
た
ら
ん
と
欲
す
る
こ
と
は
「
偽
」
に
陥
る
こ
と
を
慎
重
に
忌
避
し
つ
づ

け
る
こ
と
を
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
。
と
は
い
え
、
ひ
と
を
「
偽
」
へ
と
顛
落
さ
せ
る
「
外
道
」
の
誘
惑
は
衆
生
の
煩
悩
に
根
ざ
せ
ば
こ

八
三

親鷲における ｢真｣と ｢偽｣

(43
)

も
ふ
を
自
力
と
ま
ふ
す
な
り
｡

衆
生
が
煩
悩
具
足
の
身
で
あ
る
こ
と
を
も
顧
み
ず
'
さ
ま
ざ
ま
な
修
善
へ
と
奔
る
背
景
に
は
'
己
れ
の
分
別
や
､
己
れ
の
器
量
へ
の
た

の
み
が
あ
り

(①
)'
煩
悩
に
混
濁
さ
れ
た
ま
ま
の
修
善
行
為
た
る

｢虚
仮
の
行
｣
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る

(②
)
の
で
あ
る
が
'
ひ
た
す

ら
行
に
遇
進
す
る
よ
う
に
映
る
行
者
に
は
そ
の
実
'
そ
う
し
た
煩
悩
の
存
在
や
振
る
舞
い
に
対
す
る
自
覚
が
欠
如
し
て
い
る

(③
)
と
捉

え
ら
れ
て
い
た
｡

こ
れ
ま
で
の
議
論
に
照
ら
す
な
ら
ば
､
｢外
道
｣
批
判
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
こ
の

｢自
力
｣
の
規
定
は
､
弘
行
へ
の
精
励
と
覚
し
き
状

況
の
な
か
に
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
煩
悩
が
入
り
込
み
'
仏
道
へ
の
志
向
性
を
浸
食
し
､
正
念
の
欠
如
を
も
た
ら
す
と
い
う
事
態
を
指

し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
正
念
の
欠
如
は
'
行
の
散
漫
さ
や
､
諸
行
へ
の
志
向
性
の
拡
散
と
い
う
形
で
仏
道
の
方
途
を
撹
乱

さ
せ
'
と
き
に

｢-
占
祭
配
｣
行
為
を
も
巻
き
込
み
つ
つ
､
(境
地
)
の
享
受
の
手
段

へ
と
そ
の
志
向
性
を
変
質
さ
せ
た
挙
げ
句
に
仏
道
そ

の
も
の
を
見
失
わ
せ
､
や
が
て
は
行
者
を
本
格
的
に

｢外
道
｣
化
せ
し
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､

一
見
す
る
と
他
を
た
の

む
よ
う
に
映
る

｢-
占
祭
能
｣
行
為
も
､
そ
の
実
態
に
お
い
て
は
-
仏
行
へ
自
ら
を
偽
っ
た
､
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
と
気
づ
か
れ
難
い
-
擬

態
と
し
て
の
煩
悩
の
所
為
な
の
で
あ
る
｡
｢わ
が
み
を
た
の
み
､
わ
が
,
こ
ろ
を
た
の
む
｣
と
は
衆
生
が
己
れ
の
行
為
を
-

狭
義
の

｢行
｣

に
限
ら
ず
-
そ
の
総
体
に
お
い
て
'
煩
悩
の
所
為
に
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
'
｢自
力
｣
の
根
源
に
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
煩
悩
的
自
己

が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡*

*
*

｢真
｣
は
つ
ね
に

｢偽
｣
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
｡
｢其
｣
た
ら
ん
と
欲
す
る
こ
と
は

｢偽
｣
に
陥
る
こ
と
を
慎
重
に
忌
避
し
っ
づ

け
る
こ
と
を
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
｡
と
は
い
え
'
ひ
と
を

｢偽
｣
へ
と
顛
落
さ
せ
る

｢外
道
｣
の
誘
惑
は
衆
生
の
煩
悩
に
根
ざ
せ
ば
こ

八
三



八
四

そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
偽
」
の
忌
避
は
、
己
れ
の
う
ち
な
る
煩
悩
へ
の
凝
視
を
不
可
欠
の
要
素
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

も
衆
生
を
「
偽
」
へ
と
靡
か
せ
る
煩
悩
は
一
す
で
に
ま
が
り
な
り
に
も
「
行
」
の
対
象
へ
と
自
己
を
偽
り
飾
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る

以
上
は
1
例
え
ば
「
貧
・
瞑
・
痴
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
端
的
な
（
あ
る
い
は
即
自
的
な
）
煩
悩
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
己
れ
を
「
真
」

の
仏
道
で
あ
る
と
偽
り
、
虚
勢
を
張
っ
て
や
ま
な
い
、
擬
態
と
し
て
の
煩
悩
で
あ
り
、
仏
道
へ
の
志
向
性
と
渾
然
一
体
と
な
っ
た
ア
マ
ル

ガ
ム
と
し
て
の
煩
悩
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
煩
悩
の
い
わ
ば
真
相
な
の
で
あ
り
、
親
鶯
の
「
外
道
」
批
判
は
こ
う
し
た
煩
悩
の
て
こ

わ
さ
を
告
げ
て
や
ま
な
い
。
「
外
道
」
の
て
こ
わ
さ
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
煩
悩
の
て
こ
わ
さ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

註

（
1
）
　
『
教
行
信
証
』
（
「
末
巻
」
一
巻
　
三
二
七
頁
）

　
　
な
お
、
親
鶯
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
定
本
親
繕
聖
人
全
集
』
　
（
法
蔵
館
）
に
よ
り
、
巻
数
お
よ
び
頁
数
を
示
し
た
。

（
2
）
　
『
愚
禿
悲
嘆
述
懐
』
（
二
巻
和
讃
篇
　
二
＝
一
二
一
三
頁
）

（
3
）
　
『
愚
禿
悲
嘆
述
懐
』
（
二
巻
和
讃
篇
　
二
〇
八
頁
）

（
4
）
　
「
外
儀
の
す
が
た
は
ひ
と
ご
と
に
」
に
お
け
る
「
ひ
と
ご
と
に
」
の
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
論
文
所
引
の
『
末
属
望
』
、
お
よ
び
『
唯
信
抄
文
意
』

　
　
に
お
け
る
「
を
の
く
の
縁
」
と
い
う
文
言
が
手
が
か
り
に
な
ろ
う
。
『
唯
信
抄
文
意
』
で
は
聖
覚
の
『
唯
信
抄
』
に
お
け
る
「
随
縁
雑
至
難
歯
黒
」
を
釈

　
　
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
随
縁
は
衆
生
の
お
の
く
の
縁
に
し
た
が
ひ
て
、
お
の
く
の
こ
・
う
に
ま
か
せ
て
、
も
ろ
く
の
善
を
修
す
る
を
極
楽
に
廻
向
す
る
な
り
、
す
な
わ
ち

　
　
八
雲
四
千
の
法
門
な
り
。
こ
れ
は
み
な
自
力
の
善
根
な
る
ゆ
へ
に
、
実
報
土
に
は
む
ま
れ
ず
と
、
き
ら
わ
る
・
ゆ
へ
に
、
恐
難
生
と
い
へ
り
。
恐
は
お
そ
る

　
　
と
い
ふ
、
真
の
報
土
に
雑
善
自
力
の
善
む
ま
る
と
い
ふ
こ
と
を
お
そ
る
・
な
り
。
難
生
は
む
ま
れ
が
た
し
と
な
り
。
」
（
三
巻
和
文
篇
　
一
七
二
～
一
七
三
頁
）

　
　
　
仏
道
者
の
行
じ
る
行
は
1
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
縁
に
も
と
づ
い
て
1
今
生
で
出
合
っ
た
行
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
多
種
多
様
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
さ
ら
に
こ
の
「
行
」
の
多
種
多
様
性
こ
そ
が
、
こ
う
し
た
自
力
行
者
の
往
生
土
で
あ
る
「
化
身
化
土
」
の
多
様
性
の
背
景
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ

　
　
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
「
良
（
ま
こ
と
）
に
仮
の
仏
土
の
業
因
・
千
差
な
れ
ば
、
土
も
ま
た
千
差
な
る
べ
し
。
こ
れ
を
方
便
化
身
・
化
土
と
名
づ
く
」
（
「
真
仏
土
巻
」
一
巻
　
二

八
四

そ
の
も
の
で
も
あ
る
｡
と
す
れ
ば

｢偽
｣
の
忌
避
は
､
己
れ
の
う
ち
な
る
煩
悩

へ
の
凝
視
を
不
可
欠
の
要
素
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
し
か

も
衆
生
を

｢偽
｣
へ
と
磨
か
せ
る
煩
悩
は
-
す
で
に
ま
が
り
な
り
に
も

｢行
｣
の
対
象
へ
と
自
己
を
偽
り
飾
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る

以
上
は
-
例
え
ば

｢食
･暖
･痴
｣
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
端
的
な

(あ
る
い
は
即
日
的
な
)
煩
悩
で
は
な
い
｡
あ
-
ま
で
も
己
れ
を

｢真
｣

の
仏
道
で
あ
る
と
偽
り
'
虚
勢
を
張

っ
て
や
ま
な
い
'
擬
態
と
し
て
の
煩
悩
で
あ
り
'
仏
道
へ
の
志
向
性
と
揮
然

一
体
と
な

っ
た
ア
マ
ル

ガ
ム
と
し
て
の
煩
悩
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
こ
そ
が
煩
悩
の
い
わ
ば
真
相
な
の
で
あ
り
'
親
鷲
の

｢外
道
｣
批
判
は
こ
う
し
た
煩
悩
の
て
ご

わ
さ
を
告
げ
て
や
ま
な
い
｡
｢外
道
｣
の
て
ご
わ
さ
と
は
'
つ
ま
る
と
こ
ろ
煩
悩
の
て
ご
わ
さ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

(1
)

『教
行
信
証
』
(｢末
巻
｣

一
巻

三
二
七
頁
)

な
お
'
親
鷲
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て

『定
本

親
鷲
聖
人
全
集
』

(法
蔵
館
)
に
よ
り
､
巻
数
お
よ
び
真
数
を
示
し
た
.

(2
)

『愚
禿
悲
嘆
述
懐
』
(二
巻
和
讃
篇

二

二

⊥

二

三
頁
)

(3
)

『愚
禿
悲
嘆
述
懐
』
(二
巻
和
斎
篇

二
〇
八
東
)

(4
)

｢外
儀
の
す
が
た
は
ひ
と
ご
と
に
｣
に
お
け
る

｢
ひ
と
ご
と
に
｣
の
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
本
論
文
所
引
の

『末
灯
抄
』､
お
よ
び

『唯
信
抄
文
意
』

に
お
け
る

｢を
の
-

の
緑
｣
と
い
う
文
言
が
手
が
か
り
に
な
ろ
う
｡
『唯
信
抄
文
意
』
で
は
聖
覚
の

『唯
倍
抄
』
に
お
け
る

｢随
線
雑
書
難
恐
生
｣
を
釈

し
っ
つ
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢随
線
は
衆
生
の
お
の
く

の
線
に
し
た
が
ひ
て
､
お
の
〈

の
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ
て
t
も
ろ
く

の
善
を
修
す
る
を
極
楽
に
趨
向
す
る
な
り
'
す
な
わ
ち

八
万
四
千
の
法
門
な
り
｡
こ
れ
は
み
な
自
力
の
善
根
な
る
ゆ

へ
に
､
実
報
土
に
は
む
ま
れ
ず
と
､
き
ら
わ
る
､
ゆ
へ
に
､
恐
難
生
と
い
へ
り
｡
恐
ほ
お
そ
る

と
い
ふ
､
真
の
報
土
に
雑
書
自
力
の
青
む
ま
る
と
い
ふ
こ
と
を
お
そ
る
,
な
り
｡
難
生
は
む
ま
れ
が
た
し
と
な
り
｡｣
(三
巻
和
文
篇

一
七
二
-

一
七
三
頁
)

仏
道
者
の
行
じ
る
行
は
-
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
縁
に
も
と
づ
い
て
-
今
生
で
出
合
っ
た
行
で
あ
り
､
そ
の
意
味
で
多
種
多
様
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
こ
の
｢行
｣
の
多
種
多
様
性
こ
そ
が
'
こ
う
し
た
自
力
行
者
の
往
生
土
で
あ
る

｢化
身
化
土
｣
の
多
様
性
の
背
景
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
｡

｢長

(ま
こ
と
)
に
仮
の
仏
土
の
業
図
･
千
差
な
れ
ば
､
土
も
ま
た
千
差
な
る
べ
し
｡
こ
れ
を
方
便
化
身
･
化
土
と
名
づ
-
｣
(｢真
仏
土
巻
｣
一
巻

二



親鷲における「真」と「偽」

　
　
六
六
頁
）

（
5
）
　
＝
念
多
念
文
意
』
（
三
巻
和
文
篇
　
一
四
一
～
一
四
二
頁
）

（
6
）
　
な
お
「
異
学
別
解
の
ひ
と
」
の
豊
里
に
は
「
ご
と
ご
と
を
な
ら
い
ま
な
ぶ
な
り
　
じ
り
き
の
ひ
と
な
り
」
と
あ
る
。

（
7
）
　
『
末
灯
妙
』
第
二
書
簡
（
三
巻
書
簡
篇
　
六
三
一
六
四
頁
）

（
8
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
二
九
頁
）

（
9
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
三
一
頁
）

（
1
0
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
三
二
頁
）

（
1
1
）
　
石
田
瑞
麿
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
（
「
閻
浮
提
の
人
は
、
勇
健
聡
慧
に
し
て
、
梵
行
、
仏
に
相
応
す
。
産
土
婆
、
中
に
お
い
て
出
世
し
た
ま

　
　
ふ
」
）
の
白
み
は
原
文
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
原
文
で
は
「
仏
婆
伽
婆
」
が
ひ
と
つ
づ
き
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
親
鷺
は
「
仏
」
と
「
婆

　
　
伽
婆
」
と
で
切
り
、
衆
生
の
仏
行
で
あ
る
「
梵
行
」
の
殊
勝
さ
が
仏
に
比
す
べ
き
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
の
意
と
と
っ
て
い
る
。
こ
の
引
用
姿
勢
を
重
ん
じ
る
な

　
「
ら
ば
、
（
元
来
、
煩
悩
具
足
に
し
て
「
真
実
の
心
」
な
き
）
衆
生
が
こ
の
世
界
で
な
す
べ
き
清
浄
な
る
「
心
行
」
と
は
阿
弥
陀
仏
回
向
の
念
仏
以
外
に
は
あ

　
　
り
得
な
い
、
と
い
う
理
解
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
注
釈
親
驚
全
集
『
教
行
信
証
明
』
補
注
四
四
九
（
一
）
春
秋
社
）
。

（
1
2
）
　
こ
の
”
雪
仏
”
お
の
お
の
の
「
付
属
」
の
目
的
に
つ
い
て
は
す
べ
て
同
一
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
今
は
第
四
仏
の
箇
所
か
ら
引
用
し
て
示
し
て
お
く
。

　
　
　
「
護
持
の
故
に
、
養
育
の
故
に
、
衆
生
を
盤
陀
の
故
に
、
三
宝
の
種
、
断
絶
せ
ざ
ら
し
め
む
が
故
に
、
熾
然
な
ら
む
が
故
に
、
地
の
精
気
・
衆
生
の
精
気
・

　
　
正
法
の
精
気
、
久
し
く
住
せ
し
め
増
長
せ
む
が
故
に
、
諸
の
衆
生
を
し
て
三
悪
道
を
休
息
せ
し
め
む
が
故
に
、
三
善
道
に
趣
向
せ
む
が
故
に
、
四
以
下
を
以

　
　
て
大
梵
お
よ
び
諸
天
王
に
付
嘱
せ
し
む
」
（
一
巻
　
三
四
三
頁
）

（
1
3
）
　
「
我
等
こ
の
所
集
の
大
衆
の
た
め
に
甚
深
の
仏
法
を
顕
示
せ
し
む
。
ま
た
世
間
を
護
ら
む
が
為
の
故
に
、
こ
の
閻
浮
提
所
部
の
鬼
神
を
以
て
分
布
安
置
す
。

　
　
護
持
養
育
す
べ
し
、
と
」
（
一
巻
　
三
四
六
頁
）

（
1
4
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
四
七
～
三
四
八
頁
）

（
1
5
）
　
本
稿
が
衆
生
の
”
衆
生
性
”
と
い
う
言
葉
で
含
意
し
て
い
る
の
は
、
い
う
な
れ
ば
「
四
大
五
戸
」
に
由
来
し
i
身
心
の
両
面
に
わ
た
る
一
「
精
気
」
の
ニ
ュ
ー

　
　
ト
ラ
ル
性
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
煩
悩
具
足
の
衆
生
」
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
表
現
と
は
内
容
を
異
に
し
て
い
る
。
な
お
、
初
期
仏
教
に
お
け
る
「
五
三
」

　
　
存
在
の
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
性
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
和
辻
哲
郎
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
に
お
け
る
〈
行
〉
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
文
経
論
叢
』
人
文

　
　
学
科
篇
，
＝
二
　
弘
前
大
学
人
文
学
部
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
註
4
0
で
も
触
れ
た
善
導
の
二
河
鳥
道
喩
に
関
す
る
拙
稿
に
お
い
て
も
同
様
の
議
論
を

　
　
行
っ
て
い
る
。

（
1
6
）
四
種
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
一
巻
三
四
入
～
三
五
〇
頁
）
。

八
五

親鷲における ｢真｣と ｢偽｣

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

(10
)

(ll
)

(12
)

(16
)

六
六
真
)

『
一
念
多
念
文
意
』
(三
巻
和
文
篇

一
四

一
-
一
四
二
束
)

な
お

｢異
学
別
解
の
ひ
と
｣
の
左
訓
に
は

｢
こ
と
ご
と
を
な
ら
い
ま
な
ぶ
な
り

じ
り
き
の
ひ
と
な
り
｣
と
あ
る
｡

『禾
灯
砂
』
第
二
書
簡

(三
巻
書
簡
篇

六
三
-
六
四
頁
)

｢末
巻
｣
(
1
巻

三
二
九
頁
)

｢末
巻
｣
〓

巻

三
三

一
束
)

｢末
巻
｣
(
一
巻

三
三
二
真
)

石
田
瑞
麿
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
こ
の
箇
所

(｢閣
浮
提
の
人
は
'
勇
健
聴
慧
に
し
て
､
究
行
､
仏
に
相
応
す
｡
婆
伽
婆
､
中
に
お
い
て
出
世
し
た
ま

ふ
｣)
の
訓
み
は
原
文
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
お
り
'
原
文
で
は

｢仏
婆
伽
婆
｣
が
ひ
と
つ
づ
き
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
親
鷲
は

｢仏
｣
と

｢婆

伽
婆
｣
と
で
切
り
､
衆
生
の
仏
行
で
あ
る
｢先
行
｣
の
殊
勝
さ
が
仏
に
比
す
べ
き
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
の
意
と
と
っ
て
い
る
｡
こ
の
引
用
姿
勢
を
重
ん
じ
る
な

ら
ば
へ
(元
来
､
煩
悩
具
足
に
し
て

｢真
実
の
心
｣
な
き
)
衆
生
が
こ
の
世
界
で
な
す
べ
き
清
浄
な
る

｢先
行
｣
と
は
阿
弥
陀
仏
回
向
の
念
仏
以
外
に
は
あ

り
得
な
い
､
と
い
う
理
解
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う

(注
釈
親
鷲
全
集

『教
行
信
証

下
』
補
注
四
四
九

二

)
春
秋
社
)0

こ
の

″三
仏
〟
お
の
お
の
の

｢付
属
｣
の
目
的
に
つ
い
て
は
す
べ
て
同

1
の
記
述
が
み
ら
れ
る
O
今
は
第
四
仏
の
箇
所
か
ら
引
用
し
て
示
し
て
お
-
o

｢護
持
の
故
に
､
養
育
の
故
に
'
衆
生
を
憐
陀
の
故
に
'
三
宝
の
種
'
断
絶
せ
ざ
ら
し
め
む
が
故
に
､
俄
然
な
ら
む
が
故
に
､
地
の
精
気
･衆
生
の
精
気
･

正
法
の
精
気
､
久
し
-
住
せ
し
め
増
長
せ
む
が
故
に
､
諸
の
衆
生
を
し
て
三
悪
道
を
休
息
せ
し
め
む
が
故
に
､
三
善
道
に
趣
向
せ
む
が
故
に
'
四
天
下
を
以

て
大
林凡
お
よ
び
諸
天
王
に
付
嘱
せ
し
む
｣
二

巻

三
四
三
頁
)

｢我
今
こ
の
所
集
の
大
衆
の
た
め
に
甚
深
の
仏
法
を
顕
示
せ
し
む
｡
ま
た
世
間
を
護
ら
む
が
為
の
故
に
､
こ
の
間
浮
提
所
集
の
鬼
神
を
以
て
分
布
安
置
す
｡

護
持
養
育
す
べ
し
､
と
｣
二

巻

三
四
六
頁
)

｢末
巻
｣
(
一
巻

三
四
七
⊥
二
四
八
東
)

本
稿
が
衆
生
の
″衆
生
性
″

と
い
う
言
葉
で
合
意
し
て
い
る
の
は
'
い
う
な
れ
ば
｢四
大
五
薙
｣
に
由
来
し
ー
身
心
の
両
面
に
わ
た
る
ー
｢精
気
｣
の
ニ
ュ
ー

-
ラ
ル
性
で
あ
り
'
そ
の
意

味
で
｢煩
悩
具
足
の
衆
生
｣
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
表
現
と
は
内
容
を
異
に
し
て
い
る
｡
な
お
､
初
期
仏
教
に
お
け
る
｢五
経
｣

存
在
の
ニ
ュ
ー
-
ラ
ル
性
に
つ
い
て
は
拙
稿

｢和
辻
哲
郎

『原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
に
お
け
る

(行
)
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
｣
(『文
経
論
叢
』
人
文

学
科
篇

1
三

弘
前
大
学
人
文
学
部
)
を
参
照
さ
れ
た
い
.
ま
た
､
註
40
で
も
触
れ
た
善
導
の
二
河
白
道
境
に
関
す
る
拙
稿
に
お
い
て
も
同
様
の
議
論
を

行
っ
て
い
る
｡

四
種
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

(
一
巻

三
四
八
-
三
五
〇
頁
)｡



八
六

①
「
善
を
得
ん
と
欲
は
む
者
、
法
を
得
む
と
欲
は
む
者
、
生
死
の
彼
岸
に
溢
せ
む
と
欲
は
む
者
、
檀
波
羅
蜜
を
修
行
す
る
こ
と
有
ら
む
所
の
者
、
乃
至
般
若
波

　
　
羅
蜜
を
修
行
せ
む
者
、
所
有
の
行
法
、
法
に
住
せ
む
衆
生
、
お
よ
び
行
法
の
為
に
事
を
営
ま
む
者
」

②
「
受
持
し
読
諦
し
て
、
他
の
為
に
演
説
し
種
種
に
経
論
を
解
説
せ
む
（
者
）
」

③
「
汝
が
境
界
に
お
い
て
法
に
寵
せ
む
、
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
、
次
第
方
便
し
て
、
諸
の
三
昧
と
相
応
し
て
、
勤
に
三
種
菩
提
を
修
習
せ
む
と
求
あ
む
者
」

④
「
そ
の
飲
食
・
衣
服
・
臥
具
を
施
し
、
病
患
の
因
縁
に
湯
薬
を
施
せ
む
者
」

　
　
　
①
か
ら
④
は
一
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
1
仏
法
に
か
か
わ
る
衆
生
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
よ
う
が
、
①
か
ら
④
へ
と
次
第
に
そ
の
強
度
が
減
少
し
て
い
る

　
　
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
④
に
“
衆
生
性
”
が
最
も
濃
密
に
反
映
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
本
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
衆
生
は
、
衣
食
住
や

　
　
息
災
と
い
っ
た
”
衆
生
性
4
の
準
位
に
お
け
る
施
与
を
行
う
こ
と
を
も
っ
て
仏
道
者
と
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

（
1
7
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
四
九
頁
）

（
1
8
）
　
冒
頭
に
「
息
災
延
命
」
や
「
七
難
消
滅
」
等
の
功
徳
が
説
か
れ
る
親
驚
の
『
現
世
利
益
和
讃
』
も
ま
た
基
本
的
に
は
同
趣
旨
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で

　
　
あ
ろ
う
。

　
　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
／
梵
王
帝
釈
帰
敬
す
／
諸
天
善
神
こ
と
ぐ
く
／
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り
／
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
／

　
　
四
天
大
王
も
ろ
と
も
に
／
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
り
つ
・
／
よ
う
つ
の
悪
鬼
を
ち
か
づ
け
ず
／
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
／
堅
牢
地
祇
は
尊
敬
す
／

　
　
か
げ
と
か
た
ち
と
の
ご
と
く
に
て
／
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り
／
…
…
／
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
／
他
化
野
の
大
魔
王
／
釈
迦
牟
尼
仏
の
み

　
　
ま
へ
に
て
／
ま
も
ら
む
と
こ
そ
ち
か
ひ
し
か
／
天
神
地
祇
は
こ
と
ぐ
く
／
善
鬼
神
と
な
づ
け
た
り
／
こ
れ
ら
の
善
神
み
な
と
も
に
／
念
仏
の
ひ
と
を
ま

　
　
も
る
な
り
」
（
二
巻
和
讃
扁
　
六
一
～
六
四
頁
）

　
　
「
天
神
地
祇
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
現
世
利
益
」
と
は
ま
さ
に
仏
道
を
歩
み
ゆ
く
衆
生
、
す
な
わ
ち
仏
道
者
の
、
衆
生
性
”
に
か
か
わ
る
「
利
益
」

　
　
で
あ
り
、
仏
道
を
歩
み
ゆ
く
上
で
の
”
態
勢
”
の
健
や
か
さ
を
保
持
す
る
意
味
で
の
護
持
養
育
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
五
四
～
三
五
五
頁
）

（
2
0
）
　
も
ち
ろ
ん
「
善
衆
生
」
に
お
け
る
“
ひ
た
む
き
さ
”
の
欠
如
は
終
始
不
問
に
ふ
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
「
天
・
龍
」
に
よ
る
守
護
が
説
か
れ
た
後
で
、
親

　
　
鷲
は
あ
ら
た
め
て
『
華
厳
経
』
か
ら
「
占
相
を
離
れ
て
、
正
見
を
修
習
せ
し
め
、
決
定
し
て
深
く
昏
乱
の
因
縁
を
信
ず
べ
し
」
を
引
い
て
い
る
（
西
本
願
寺

　
　
本
等
　
一
巻
三
五
六
頁
　
脚
注
⑤
）
。
「
悪
衆
生
」
に
よ
る
惑
乱
を
遠
ざ
け
る
こ
と
は
、
「
正
見
」
へ
と
立
ち
返
ろ
う
と
つ
と
め
る
こ
と
を
措
い
て
な
い
、
そ

　
　
の
こ
と
が
衆
生
自
身
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
2
1
V
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
五
五
～
三
五
六
頁
）

（
2
2
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
五
六
頁
）

①②③④

八
六

｢善
を
得
ん
と
欲
は
む
者
'
法
を
得
む
と
欲
は
む
者
､
生
死
の
彼
岸
に
度
せ
む
と
欲
は
む
者
'
檀
波
羅
蜜
を
修
行
す
る
こ
と
有
ら
む
所
の
者
､
乃
至
般
若
波

羅
蜜
を
修
行
せ
む
者
､
所
有
の
行
法
､
法
に
住
せ
む
衆
生
､
お
よ
び
行
法
の
為
に
事
を
営
ま
む
者
｣

｢受
持
し
読
諭
し
て
､
他
の
為
に
演
説
し
種
種
に
経
論
を
解
説
せ
む

(者
)｣

｢汝
が
境
界
に
お
い
て
法
に
住
せ
む
､
馨
摩
他

･
鬼
婆
舎
那
､
次
第
方
便
し
て
'
諸
の
三
味
と
相
応
し
て
､
勤
に
三
種
菩
提
を
修
習
せ
む
と
求
め
む
者
｣

｢そ
の
飲
食

･
衣
服

･
臥
具
を
施
し
､
病
息
の
因
縁
に
湯
薬
を
施
せ
む
者
｣

①
か
ら
④
は
-
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
ー
仏
法
に
か
か
わ
る
衆
生
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
よ
う
が
'
①
か
ら
④
へ
と
次
第
に
そ
の
強
度
が
減
少
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
④
に
″衆
生
性
″

が
最
も
濃
密
に
反
映
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
｡
本
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
､
こ
の
衆
生
は
､
衣
食
住
や

息
災
と
い
っ
た

〟衆
生
性
″
の
準
位
に
お

け
る
施
与
を
行
う
こ
と
を
も
っ
て
仏
道
者
と
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
｡

｢末
巻
｣
二

巻

三
四
九
頁
)

冒
頭
に

｢息
災
延
命
｣
や

｢七
難
消
滅
｣
等
の
功
徳
が
説
か
れ
る
親
鷲
の

『現
世
利
益
和
著
』
も
ま
た
基
本
的
に
は
同
趣
旨
で
あ
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
で

あ
ろ
う
｡

｢南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
/
焚
王
帝
釈
帰
敬
す
/
諸
天
善
神
こ
と
ぐ

-
/
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り
/
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
/

四
天
大
王
も
ろ
と
も
に
/
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
り
つ
､
/
よ
ろ
づ
の
悪
鬼
を
ち
か
づ
け
ず
/
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
/
堅
牢
地
祇
は
尊
敬
す
/

か
げ
と
か
た
ち
と
の
ご
と
-
に
て
/
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り
/
-
-
/
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば
/
他
化
天
の
大
魔
王
/
釈
迦
牟
尼
仏
の
み

ま
へ
に
て
/
ま
も
ら
む
と
こ
そ
ち
か
ひ
し
か
/
天
神
地
祇
は
こ
と
ぐ

1-
/
善
鬼
神
と
な
づ
け
た
り
/
こ
れ
ら
の
善
神
み
な
と
も
に
/
念
仏
の
ひ
と
を
ま

も
る
な
り
｣
(二
巻
和
讃
一屈

六

一
～
六
四
頁
)

｢天
神
地
祇
｣
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

｢現
世
利
益
｣
と
は
ま
さ
に
仏
道
を
歩
み
ゆ
-
衆
生
､
す
な
わ
ち
仏
道
者
の
"
衆
生
性
"
に
か
か
わ
る

｢利
益
｣

で
あ
り
'
仏
道
を
歩
み
ゆ
-
上
で
の

″態
勢
″

の
健
や
か
さ
を
保
持
す
る
意
味
で
の
護
持
養
育
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

｢末
巻
｣
(
一
巻

三
五
四
～
三
五
五
頁
)

も
ち
ろ
ん

｢善
衆
生
｣
に
お
け
る

〝
ひ
た
む
き
さ
〟
の
欠
如
は
終
始
不
問
に
ふ
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
｡
｢天
･龍
｣
に
よ
る
守
護
が
説
か
れ
た
後
で
'
親

鷲
は
あ
ら
た
め
て

『華
厳
経
』
か
ら

｢占
相
を
離
れ
て
'
正
兄
を
修
習
せ
し
め
､
決
定
し
て
深
-
罪
福
の
因
縁
を
信
ず
べ
し
｣
を
引
い
て
い
る

(西
本
願
寺

本
等

一
巻

三
五
六
頁

脚
注
⑤
)｡
｢悪
衆
生
｣
に
よ
る
惑
乱
を
遠
ざ
け
る
こ
と
は
､
｢正
見
｣
へ
と
立
ち
返
ろ
う
と
つ
と
め
る
こ
と
を
措
い
て
な
い
'
そ

の
こ
と
が
衆
生
自
身
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

｢末
巻
｣
二

巻

三
五
五
⊥

二
五
六
真
)

｢末
巻
｣
二

巻

三
五
六
頁
)



親驚における「真」と「偽」

（
2
3
）
　
石
田
氏
前
掲
書
二
七
頁
補
注
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
原
文
で
は
「
各
自
ら
無
上
道
を
成
せ
り
と
謂
は
む
」
で
切
れ
て
、
「
我
滅
度
の
後
、
…
…
」
へ

　
　
と
続
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
無
上
道
」
は
原
文
で
は
、
仏
道
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
「
魔
民
」
ら
の
”
虚
勢
”
に
か
か
わ
る
が
、
親
鷺
の
訓
み
で
は
『
首

　
　
樗
厳
経
』
の
”
語
り
手
”
た
る
釈
尊
そ
の
ひ
と
が
1
滅
度
に
先
だ
っ
て
成
し
遂
げ
た
1
成
道
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
改
変
の
趣
旨
を
付
度
す
る
な
ら
ば
、

　
　
こ
の
「
魔
民
」
ら
の
“
虚
勢
”
た
る
「
無
上
道
」
が
決
し
て
釈
尊
の
そ
れ
と
は
似
て
非
な
る
代
物
で
あ
る
こ
と
の
強
調
に
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
先
の
注

　
　
1
1
で
述
べ
た
「
梵
行
」
の
殊
勝
さ
と
い
う
論
点
に
通
じ
よ
う
。

　
　
な
お
、
「
賢
酒
」
に
引
用
さ
れ
る
『
浬
親
思
』
所
説
の
阿
警
世
王
説
話
も
、
こ
う
し
た
「
魔
」
の
そ
そ
の
か
し
、
あ
る
い
は
”
虚
勢
”
と
い
う
観
点
か
ら

　
　
読
み
解
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
2
4
）
　
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
末
巻
」
の
叙
述
は
”
鬼
神
等
を
祀
っ
た
り
、
卜
占
祭
祀
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
な
か
れ
”
と
い

　
う
膨
め
と
、
守
護
神
た
ち
に
よ
る
護
持
養
育
の
誓
い
と
が
相
互
に
交
錯
し
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
守
護
神
た
ち
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら

　
　
ず
、
「
悪
知
識
」
に
唆
さ
れ
て
ト
占
祭
祀
等
へ
と
靡
き
か
ね
な
い
衆
生
の
心
弱
さ
が
ひ
か
え
て
い
よ
う
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
「
煩
悩
具
足
」
せ
る
が
ゆ
え
の

　
　
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、
い
う
な
れ
ば
、
「
煩
悩
具
足
」
の
衆
生
が
も
っ
こ
う
し
た
心
弱
さ
の
“
な
れ
の
果
て
”
を
見
据
え
さ
せ
る
こ
と
が
「
末
巻
」
の
ね

　
　
ら
い
で
も
あ
ろ
う
。

（
2
5
）
　
『
地
蔵
十
輪
経
』
か
ら
の
引
用
（
一
巻
　
三
五
六
～
三
五
七
頁
）

（
2
6
）
　
一
巻
　
三
五
七
頁

（
2
7
）
　
こ
こ
の
「
臓
悔
」
と
い
う
表
現
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
五
型
は
「
外
道
」
批
判
と
は
異
な
る
文
脈
で
は
あ
る
が
、
善
導
の
思
想
を
承
け
つ
つ
、
「
真

　
　
実
信
心
」
を
得
る
こ
と
は
「
自
力
の
心
」
の
「
繊
悔
」
を
措
い
て
外
に
は
な
い
こ
と
を
説
い
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
（
「
真
心
徹
到
す
る
ひ
と
は
　
金
剛
心

　
　
な
り
け
れ
ば
／
三
品
の
俄
算
す
る
ひ
と
と
　
ひ
と
し
と
宗
師
は
の
た
ま
へ
り
」
（
『
高
僧
和
讃
』
　
二
巻
和
讃
篇
　
一
一
四
頁
）
。

　
　
本
論
に
お
け
る
「
臓
悔
」
に
も
、
端
的
に
祭
祀
行
為
そ
の
も
の
を
早
め
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
う
し
た
行
為
に
駆
り
立
て
ら
れ
か
ね
な
い
己
れ
を
見

　
　
据
え
る
契
機
が
含
ま
れ
て
も
い
る
。
詳
述
は
ひ
か
え
る
が
、
『
恵
信
尼
文
書
』
に
語
ら
れ
る
親
鶯
の
「
三
部
経
読
諦
」
問
題
も
同
根
と
考
え
る
（
佐
藤
正
英

　
　
氏
に
よ
る
「
ま
は
さ
て
あ
ら
む
」
1
1
「
魔
は
去
り
て
あ
ら
む
」
の
解
釈
が
参
考
に
な
る
。
『
直
島
入
門
』
　
ち
く
ま
新
書
〉
。
親
鶯
は
「
ま
は
さ
て
あ
ら
む
」

　
　
と
い
っ
て
、
読
諦
を
止
め
る
際
に
「
人
の
執
心
・
自
力
の
心
は
、
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
と
思
ひ
な
し
て
後
は
、
経
読
む
こ
と
は
止
り
ぬ
」
と
も
語
っ
て

　
　
い
る
の
で
あ
る
。

（
2
8
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
五
七
～
三
五
八
頁
）

（
2
9
）
　
「
誹
誘
正
法
」
に
関
す
る
理
解
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
『
観
無
量
寿
鼻
翼
』
（
「
散
善
義
」
）
に
お
け
る
「
抑
止
門
」
釈
を
め
ぐ
っ
て
1
善
導
か
ら
親
鶯
へ
一
」

　
　
（
哲
学
論
文
集
　
第
三
十
九
輯
　
九
州
大
学
哲
学
会
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

八
七

親鷲における ｢真｣と ｢偽｣

(
g3
)

石
田
氏
前
掲
書
二
七
頁
補
注
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
､
原
文
で
は

｢各
自
ら
無
上
道
を
成
せ
り
と
謂
は
む
｣
で
切
れ
て
'
｢我
滅
度
の
後
､
･･････｣
へ

と
続
い
て
い
る
｡
す
な
わ
ち

｢無
上
道
｣
は
原
文
で
は
'
仏
道
を
妨
害
し
ょ
う
と
す
る

｢魔
民
｣
ら
の

″虚
勢
″

に
か
か
わ
る
が
､
親
鴬
の
訓
み
で
は

『首

席
厳
経
』
の
″
語
り
手
″

た
る
釈
尊
そ
の
ひ
と
が
-
滅
度
に
先
だ
っ
て
成
し
遂
げ
た
-
成
道
を
さ
す
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
改
変
の
趣
旨
を
付
度
す
る
な
ら
ば
､

こ
の

｢魔
民
｣
ら
の
″

虚
勢
″
た
る

｢無
上
道
｣
が
決
し
て
釈
尊
の
そ
れ
と
は
似
て
非
な
る
代
物
で
あ
る
こ
と
の
強
調
に
あ
ろ
う
｡
そ
の
意
味
で
は
先
の
注

11
で
述
べ
た

｢究
行
｣
の
殊
勝
さ
と
い
う
論
点
に
通
じ
ょ
う
｡

な
お
､
｢信
巻
｣
に
引
用
さ
れ
る

『浬
磐
経
』
所
説
の
阿
閣
世
王
説
話
も
､
こ
う
し
た

｢魔
｣
の
そ
そ
の
か
し
､
あ
る
い
は

ヶ
虚
勢
″

と
い
う
観
点
か
ら

読
み
解
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
､
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稀
を
改
め
て
論
じ
た
い
0

(E
)

こ
れ
ま
で
の
論
述
で
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
へ
こ
の
｢末
巻
｣
の
叙
述
は

″鬼
神
等
を
煎

っ
た
-
'
-
占
祭
紀
を
行

っ
た
-
す
る
こ
と
な
か
れ
〟
と
い

う
誠
め
と
､
守
護
神
た
ち
に
よ
る
護
持
養
育
の
誓
い
と
が
相
互
に
交
錯
し
て
い
る
が
､
そ
の
背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
守
護
神
た
ち
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら

ず
､
｢患
知
識
｣
に
唆
さ
れ
て
-
占
祭
紀
等

へ
と
磨
き
か
ね
な
い
衆
生
の
心
弱
さ
が
ひ
か
え
て
い
よ
う
｡
む
ろ
ん
､
そ
れ
は

｢煩
悩
具
足
｣
せ
る
が
ゆ
え
の

こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
､
い
う
な
れ
ば
､
｢煩
悩
具
足
｣
の
衆
生
が
も
つ
こ
う
し
た
心
弱
さ
の

″な
れ
の
果
て
″

を
見
据
え
さ
せ
る
こ
と
が

｢末
巻
｣
の
ね

ら
い
で
も
あ
ろ
う
｡

(2
)

『地
蔵
十
輪
経
』
か
ら
の
引
用

(
1
巻

三
五
六
⊥
二
五
七
頁
)

(26
)

一
巻

三
五
七
真

(27
)

こ
こ
の

｢憾
悔
｣
と
い
う
表
現
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
親
鷲
は

｢外
道
｣
批
判
と
は
異
な
る
文
脈
で
は
あ
る
が
'
善
導
の
思
想
を
承
け
つ
つ
､
｢真

実
信
心
｣
を
得
る
こ
と
は

｢自
力
の
心
｣
の

｢俄
悔
｣
を
措
い
て
外
に
は
な
い
こ
と
を
説
い
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る

(｢真
心
徹
到
す
る
ひ
と
は

金
剛
心

な
り
け
れ
ば
/
三
品
の
俄
悔
す
る
ひ
と
と

ひ
と
し
と
宗
師
は
の
た
ま

へ
り
｣
(『高
僧
和
讃
』

二
巻

和
讃
第

二

四
頁
)0

本
論
に
お
け
る
｢憾
悔
｣
に
も
'
端
的
に
祭
能
行
為
そ
の
も
の
を
戒
め
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
､
そ
う
し
た
行
為
に
駆
り
立
て
ら
れ
か
ね
な
い
己
れ
を
見

据
え
る
契
機
が
含
ま
れ
て
も
い
る
｡
詳
述
は
ひ
か
え
る
が
'
『恵
信
尼
文
書
』
に
語
ら
れ
る
親
鷲
の

｢三
部
経
読
諦
｣
問
題
も
同
根
と
考
え
る

(佐
藤
正
英

氏
に
よ
る

｢ま
は
さ
て
あ
ら
む
｣
-

｢魔
は
去
り
て
あ
ら
む
｣
の
解
釈
が
参
考
に
な
る
｡
『親
驚
入
門
』

ち
-
ま
新
書
)｡
親
鷲
は

｢ま
は
さ
て
あ
ら
む
｣

と
い
っ
て
､
読
議
を
止
め
る
際
に

｢人
の
執
心
･自
力
の
心
は
､
よ
-
よ
-
思
慮
あ
る
べ
L
と
思
ひ
な
し
て
後
は
､
経
読
む
こ
と
は
止
り
ぬ
｣
と
も
語

っ
て

い
る
の
で
あ
る
｡

(28
)

｢末
巻
｣
二

巻

三
五
七
⊥
二
五
八
東
)

(E3)

｢誹
藷
正
法
｣
に
関
す
る
理
解
に
関
し
て
は
､
拙
稿

｢
『観
無
量
寿
経
疏
』
(｢散
菩
義
｣)
に
お
け
る

｢抑
止
門
｣
釈
を
め
ぐ

っ
て
-
善
導
か
ら
親
鷲

へ
ー
｣

(哲
学
論
文
集

第
三
十
九
輯

九
州
大
学
哲
学
会
)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡



八
八

（
3
0
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
五
八
～
三
五
九
頁
）

（
3
1
）
　
「
「
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
・
ろ
を
す
っ
と
い
ふ
は
、
や
う
く
さ
ま
ぐ
の
大
小
聖
人
善

　
　
悪
凡
夫
の
、
み
つ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
ご
・
ろ
を
す
て
、
み
を
た
の
ま
ず
、
あ
し
き
こ
・
ろ
を
か
へ
り
み
ず
、
ひ
と
す
ぢ
に
具
縛
の
凡
愚
当
直
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
有
磐
に
い
た
る
な
り
」
（
『
唯
信
抄
文
意
』
専
修

　
　
寺
本
三
巻
和
文
篇
　
一
六
七
～
】
六
八
頁
）
こ
こ
に
い
わ
れ
る
「
み
つ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
」
、
「
身
を
た
の
」
む
と
い
う
あ
り
よ
う
こ
そ
、
単
に

　
　
仏
行
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
煩
悩
を
巻
き
込
ん
で
増
長
し
て
い
く
「
自
力
」
、
す
な
わ
ち
「
凡
夫
自
力
の
心
」
（
（
『
浄
土
文

　
　
類
聚
砂
』
、
『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
用
例
）
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
な
お
、
『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』
か
ら
の
引
用
（
註
2
）
に
お
い
て
「
外
道
梵
土
蛙
乾
志
に
／
こ
・
ろ
は
か
は
ら
ぬ
も
の
と
し
て
／
如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き

　
　
て
／
一
切
鬼
神
を
あ
が
む
め
り
」
と
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
苦
行
主
義
に
よ
る
業
力
の
繋
縛
か
ら
の
解
説
を
説
い
た
と
さ
れ
る
ジ
ャ
イ
ナ
教

　
　
の
祖
、
煮
乾
志
（
ニ
ガ
ン
タ
ナ
ー
タ
ブ
ッ
タ
）
の
教
説
の
中
に
も
端
的
に
こ
う
し
た
一
「
祈
福
擁
災
」
を
求
め
て
や
ま
な
い
煩
悩
心
に
通
じ
る
よ
う
な
一
「
倒

　
　
見
」
性
を
み
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
3
2
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
五
九
頁
）

（
3
3
）
　
こ
れ
ら
の
外
道
が
説
く
「
空
」
、
「
西
京
」
が
所
詮
は
仏
説
ま
が
い
で
あ
る
こ
と
は
「
無
因
無
配
畢
寛
空
寂
」
と
い
う
引
用
部
分
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼

　
　
ら
は
「
空
」
を
「
無
因
無
果
」
と
説
く
、
す
な
わ
ち
仏
法
の
根
本
教
説
で
あ
る
「
因
果
の
理
」
を
否
み
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

（
3
4
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
五
九
一
三
六
〇
頁
）

（
3
5
）
　
「
煩
悩
の
所
為
」
と
い
う
言
葉
遣
い
は
『
歎
異
抄
』
（
第
九
条
）
に
よ
る
。

（
3
6
）
　
「
末
巻
」
　
（
一
巻
　
一
二
⊥
ハ
○
頁
）

（
3
7
）
　
外
道
に
よ
る
境
地
の
提
示
の
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
仏
道
へ
の
志
向
性
と
煩
悩
と
の
混
清
状
況
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
仏
道
へ
の
純
粋
な
志
向
性

　
　
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
煩
悩
に
よ
る
浸
食
と
い
う
事
態
に
他
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
外
道
の
も
く
ろ
み
は
仏
道
か
ら
衆
生
を
顛
落
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
そ

　
　
の
限
り
に
お
い
て
は
こ
の
境
地
と
て
所
詮
は
「
偽
」
の
段
階
を
出
な
い
の
だ
が
、
他
方
、
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
衆
生
の
仏
道
へ
の
志
向
性
と
煩
悩

　
　
と
が
一
本
論
に
い
う
ア
マ
ル
ガ
ム
と
し
て
i
奇
妙
な
折
り
合
い
を
み
せ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
自
力
の
規
定
③
に
お
い
て
「
修
善
が
己
れ

　
　
の
内
な
る
煩
悩
を
巻
き
込
ん
で
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
自
力
」
行
者
は
目
を
塞
い
で
い
る
こ
と
」
が
可
能
な
ゆ
え
ん
は
こ
こ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も

　
　
し
境
地
が
仏
道
か
ら
の
顛
落
で
は
な
く
、
仏
道
に
な
お
衆
生
を
く
い
留
め
つ
つ
、
な
に
ほ
ど
か
安
定
的
な
状
況
を
も
た
ら
し
得
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
（
な
お

　
　
閉
塞
状
況
で
は
あ
る
も
の
の
）
「
方
便
」
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
親
心
が
「
仮
」
の
浄
土
と
位
置
づ
け
た
「
化
身
化
土
」
の
思
想
的
な
位
置
は
こ
こ
に
あ
る

　
　
と
い
え
よ
う
。

(32
)

(33
)

(34
)

(35
)

(36
)

(37
)

て＼
ヽ
ノ
ノ

｢末
巻
｣
(
一
巻

三
五
八
-
三
五
九
真
)

｢｢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
､
ろ
を
す
っ
と
い
ふ
は
'
や
う
〈

さ
ま
ぐ

の
大
小
聖
人
善

悪
凡
夫
の
､
み
づ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
こ
､
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
活
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
浬
磐
に
い
た
る
な
り
｣
(『唯
信
抄
文
意
』専
修

寺
本

三
巻

和
文
第

1
六
七
～

一
六
八
東
)
こ
こ
に
い
わ
れ
る
｢
み
づ
か
ら
か
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
｣､
｢身
を
た
の
｣
む
と
い
う
あ
り
よ
う
こ
そ
､
単
に

仏
行
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
､
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
煩
悩
を
巻
き
込
ん
で
増
長
し
て
い
-
｢自
力
｣､
す
な
わ
ち
｢凡
夫
自
力
の
心
｣
((『浄
土
文

類
衆
紗
』へ
『尊
号
真
像
銘
文
』
の
用
例
)
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

な
お
､
『愚
禿
悲
欺
述
懐
』
か
ら
の
引
用

(註
2
)
に
お
い
て

｢外
道
究
士
尼
乾
志
に
/
こ
ゝ
ろ
は
か
は
ら
ぬ
も
の
と
し
て
/
如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き

て
/

一
切
鬼
神
を
あ
が
む
め
り
｣と
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
一
般
的
に
は
苦
行
主
義
に
よ
る
業
力
の
繋
縛
か
ら
の
解
説
を
説
い
た
と
さ
れ
る
ジ
ャ
イ
ナ
教

の
祖
'
尼
乾
志

(
ニ
ガ
ン
タ
ナ
ー
タ
ブ
ッ
タ
)
の
教
説
の
中
に
も
端
的
に
こ
う
し
た
-
｢祈
福
穣
災
｣
を
求
め
て
や
ま
な
い
煩
悩
心
に
通
じ
る
よ
う
な
-
｢倒

見
｣
性
を
み
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

｢末
巻
｣
(
一
巻

三
五
九
頁
)

こ
れ
ら
の
外
道
が
説
-

｢空
｣'
｢浬
磐
｣
が
所
詮
は
仏
説
ま
が
い
で
あ
る
こ
と
は

｢無
因
無
果
尊
貴
空
寂
｣
と
い
う
引
用
部
分
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
彼

ら
は

｢空
｣
を

｢無
因
無
果
｣
と
説
く

す
な
わ
ち
仏
法
の
根
本
教
説
で
あ
る

｢因
果
の
理
｣
を
否
み
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
｡

｢末
巻
｣
(
一
巻

三
五
九
～
三
六
〇
頁
)

｢煩
悩
の
所
為
｣
と
い
う
言
葉
遣
い
は

『歎
異
抄
』
(第
九
条
)
に
よ
る
｡

｢末
巻
｣
二

巻

三
六
〇
真
)

外
道
に
よ
る
境
地
の
提
示
の
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
仏
道
へ
の
志
向
性
と
煩
悩
と
の
混
清
状
況
が
存
在
し
て
お
り
'
そ
れ
は
仏
道
へ
の
純
粋
な
志
向
性

と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
煩
悩
に
よ
る
浸
食
と
い
う
事
態
に
他
な
ら
な
い
｡
む
ろ
ん
外
道
の
も
-
ろ
み
は
仏
道
か
ら
衆
生
を
顛
落
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
'
そ

の
限
り
に
お
い
て
は
こ
の
境
地
と
て
所
詮
は
｢偽
｣
の
段
階
を
出
な
い
の
だ
が
､
他
方
､
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
'
衆
生
の
仏
道
へ
の
志
向
性
と
煩
悩

と
が
ー
本
論
に
い
う
ア
マ
ル
ガ
ム
と
し
て
ー
奇
妙
な
折
り
合
い
を
み
せ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
.
ま
さ
に
自
力
の
規
定
③
に
お
い
て
｢修
善
が
己
れ

の
内
な
る
煩
悩
を
巻
き
込
ん
で
い
る
こ
と
に
対
し
て
'
｢自
力
｣
行
者
は
目
を
塞
い
で
い
る
こ
と
｣
が
可
能
な
ゆ
え
ん
は
こ
こ
に
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
も

し
境
地
が
仏
道
か
ら
の
顛
落
で
は
な
く

仏
道
に
な
お
衆
生
を
-
い
留
め
つ
つ
'
な
に
ほ
ど
か
安
定
的
な
状
況
を
も
た
ら
し
得
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
(な
お

閉
塞
状
況
で
は
あ
る
も
の
の
)
｢方
便
｣
た
り
う
る
の
で
あ
る
O
親
鷲
が

｢仮
｣
の
浄
土
と
位
置
づ
け
た

｢化
身
化
土
｣
の
思
想
的
な
位
置
は
こ
こ
に
あ
る

と
い
え
よ
う
｡



親繕における「真」と「偽」

（
3
8
）
　
「
末
巻
」
（
一
巻
　
三
六
〇
頁
）

（
3
9
）
　
「
魔
」
を
外
在
的
に
で
は
な
く
、
衆
生
の
内
面
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
る
点
に
関
し
て
は
、
「
末
巻
」
に
お
け
る
源
信
『
往
生
要
集
』
か
ら
の
引
用
に
も

　
　
既
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
「
源
信
、
止
観
に
依
り
て
云
く
、
『
魔
は
煩
悩
に
よ
り
て
菩
提
を
得
る
な
り
。
鬼
は
乱
悪
を
起
す
、
命
根
を
奪
う
』
」
（
一
巻
　
三
七
九
頁
）

　
　
　
な
お
、
さ
ら
な
る
傍
証
と
し
て
は
無
住
の
『
沙
石
集
』
に
次
の
よ
う
な
理
解
が
窺
わ
れ
る
。

　
　
　
「
魔
に
と
ら
る
・
は
、
先
づ
心
配
と
な
り
、
仏
に
黙
せ
ら
る
・
は
先
心
仏
と
な
る
。
菩
提
心
即
ち
仏
な
り
。
黒
髪
の
心
配
諸
声
。
…
…
心
よ
り
万
の
事
は

　
　
お
こ
り
て
外
の
縁
は
来
る
也
。
さ
れ
ば
、
実
肥
土
を
い
と
ひ
、
ま
め
や
か
に
浄
土
を
欣
。
是
れ
を
以
て
仏
の
利
生
を
し
る
べ
し
。
此
世
の
ぞ
め
き
を
や
め
、

　
　
当
来
の
浄
業
を
勤
時
、
仏
の
来
迎
も
た
の
み
あ
り
。
」
（
『
沙
石
集
』
巻
十
本
二
）
岩
波
大
系
本
　
四
〇
〇
～
四
〇
一
頁
）

　
　
　
ま
た
巻
斗
（
二
三
）
で
は
、
『
法
華
経
』
（
観
世
音
菩
薩
普
門
品
）
に
お
け
る
「
有
一
金
主
。
将
諸
商
人
。
斎
持
重
宝
。
経
過
険
路
。
亭
亭
一
人
。
作
是
唱

　
　
言
。
諸
善
男
子
。
勿
得
恐
怖
。
汝
等
応
当
一
心
称
観
世
音
菩
薩
名
号
。
是
菩
薩
能
以
無
畏
。
著
書
衆
生
。
汝
等
誤
称
悪
者
。
滞
留
薄
野
。
三
曹
解
脱
」
を
釈

　
　
し
て
「
重
宝
を
つ
・
む
と
云
は
、
一
切
衆
生
の
心
中
に
仏
性
の
宝
を
も
て
る
事
也
。
商
人
と
云
は
、
宝
を
売
買
す
る
物
也
。
六
識
は
商
人
、
八
忠
心
王
は
商

　
　
主
也
。
六
塵
は
母
人
也
。
眼
は
玉
響
に
斯
て
、
眼
の
自
性
の
宝
を
う
り
う
し
な
ふ
。
耳
は
声
に
あ
ひ
、
乃
至
意
は
法
を
縁
と
し
て
、
意
の
自
性
の
宝
を
失
ふ
」

　
　
と
、
「
怨
賊
」
一
「
六
塵
（
煩
悩
）
」
と
い
う
讐
喩
理
解
が
み
ら
れ
る
（
同
　
三
六
七
頁
）

（
4
0
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
善
導
の
「
二
河
臼
道
喩
」
の
解
釈
も
参
考
に
な
ろ
う
。
善
導
自
身
の
解
釈
に
お
い
て
こ
の
比
喩
は
、
「
臼
道
」
た
る
衆
生
の
「
清
浄

　
　
願
往
生
の
心
」
と
、
「
水
の
河
」
・
「
火
の
河
」
た
る
衆
生
の
煩
悩
（
「
貧
愛
」
・
「
瞑
憎
」
）
と
が
葛
藤
す
る
最
中
に
あ
っ
て
、
「
群
賊
悪
獣
詐
り
親
む
」
と
い
う

　
　
形
で
衆
生
を
唆
す
事
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
「
こ
の
「
群
賊
悪
獣
詐
り
親
む
」
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
衆
生
の
六
根
・
六
識
・
六
塵
・
五
陰
・
四

　
　
大
に
喩
ふ
る
な
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
衆
生
に
内
在
す
る
煩
悩
こ
そ
が
「
群
賊
悪
獣
」
に
他
な
ら
な
い
の
だ
と
さ
れ
る
。
加
え
て
、
臼
道

　
　
を
歩
ま
ん
と
す
る
衆
生
が
、
「
別
製
・
別
行
・
悪
見
」
（
と
い
う
仏
の
教
え
と
は
異
な
る
異
端
・
外
道
）
の
「
群
賊
」
ら
の
声
に
拐
か
さ
れ
、
進
む
べ
き
道
に

　
　
迷
い
か
ね
な
い
様
を
表
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
群
賊
悪
獣
」
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
別
々
・
別
行
・
悪
形
」
と
い
え
ど
も

　
　
自
己
に
と
っ
て
外
的
な
存
在
で
は
な
く
、
主
な
る
煩
悩
と
み
な
す
べ
き
で
あ
り
、
で
あ
れ
ば
西
へ
と
し
か
と
歩
み
ゆ
く
こ
と
は
自
ら
の
内
な
る
煩
悩
と
の
闘

　
　
い
と
い
う
様
相
を
帯
び
る
と
解
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
外
道
に
よ
る
証
か
し
の
本
質
は
、
衆
生
が
も
つ
煩
悩
自
体
が
は
ら
む
傾
向
性
に
根

　
　
ざ
し
つ
つ
、
”
煩
悩
対
清
浄
心
”
と
い
う
対
立
項
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
里
宮
の
解
釈
（
「
信
巻
」
）
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
煩
悩
自
体
が
は
ら
む
傾
向
性
は
「
二
乗
…
…
万
善
諸
行
の
小
路
」
た
る
「
野
業
」
の
「
路
」

　
　
と
し
て
一
「
大
志
浬
繋
無
上
の
大
道
」
た
る
「
臼
道
」
と
の
対
比
に
お
い
て
一
捉
え
直
さ
れ
る
に
い
た
る
。
す
な
わ
ち
、
親
鶯
の
中
で
は
、
煩
悩
は
1
善
導

　
　
の
場
合
の
よ
う
に
、
端
的
に
清
浄
心
と
拮
抗
す
る
の
で
は
な
く
一
、
自
ら
を
コ
乗
…
…
万
善
諸
行
の
小
路
」
へ
と
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
せ
た
上
で
、
む
し

八
九

親鷲における ｢真｣と ｢偽｣

(38
)

｢末
巻
｣
二

巻

三
六
〇
真
)

(39
)

｢魔
｣
を
外
在
的
に
で
は
な
-
､
衆
生
の
内
面
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
る
点
に
関
し
て
は
'
｢末
巻
｣
に
お
け
る
源
信

『往
生
要
集
』
か
ら
の
引
用
に
も

既
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
｡

｢源
信
'
止
観
に
依
-
て
云
-
'
『魔
は
煩
悩
に
よ
-
て
菩
提
を
妨
る
な
り
｡
鬼
は
病
悪
を
起
す
'
命
根
を
奪
う
』｣
(
一
巻

三
七
九
真
)

な
お
､
さ
ら
な
る
傍
証
と
し
て
は
無
住
の

『沙
石
集
』
に
次
の
よ
う
な
理
解
が
窺
わ
れ
る
｡

｢魔
に
と
ら
る
,
は
､
先
づ
心
魔
と
な
り
'
仏
に
度
せ
ら
る
ゝ
は
先
心
仏
と
な
る
｡
菩
提
心
即
ち
仏
な
り
｡
情
憶
の
心
即
魔
也
｡
-
-
心
よ
り
万
の
事
は

お
こ
り
て
外
の
線
は
来
る
也
O
さ
れ
ば
､
実
穣
土
を
い
と
ひ
､
ま
め
や
か
に
浄
土
を
欣
｡
是
れ
を
以
て
仏
の
利
生
を
し
る
べ
L
o
此
世
の
ぞ
め
き
を
や
め
､

当
来
の
浄
業
を
勤
時
､
仏
の
来
迎
も
た
の
み
あ
り
O｣
(『沙
石
集
』
巻
十
本

(
こ

岩
波
大
系
本

四
〇
〇
～
四
〇
一
兵
)

ま
た
巻
九

(二
三
)
で
は
､
『法
華
経
』
(観
世
音
菩
薩
普
門
品
)
に
お
け
る

｢有

一
商
主
｡
将
諸
商
人
｡
斎
持
重
宝
｡
経
過
険
路
｡
其
中

一
人
｡
作
是
唱

言
｡
諸
善
男
子
.
勿
得
恐
怖
O
汝
等
応
当

1
心
称
観
世
音
菩
薩
名
号
O
是
菩
薩
能
以
無
畏
.
施
於
衆
生
.
汝
等
若
称
名
者
｡
於
此
怨
賊
o
当
得
解
脱
｣
を
釈

し
て
｢重
宝
を
つ
ゝ
む
と
云
は
､

一
切
衆
生
の
心
中
に
仏
性
の
宝
を
も
て
る
事
也
｡
商
人
と
云
は
､
宝
を
売
買
す
る
物
也
｡
｣ハ
識
は
商
人
､
八
識
心
王
は
商

主
也
｡
六
塵
は
賊
人
也
｡
眼
は
色
賊
に
達
て
､
眼
の
自
性
の
宝
を
う
り
う
し
な
ふ
｡
耳
は
声
に
あ
ひ
'
乃
至
意
は
法
を
緑
と
し
て
､
意
の
自
性
の
宝
を
失
ふ
｣

と
､
｢怨
賊
｣
-

｢六
塵

(煩
悩
)｣
と
い
う
讐
喰
理
解
が
み
ら
れ
る

(同

三
六
七
頁
)

(40
)

こ
の
点
に
関
し
て
は
善
導
の

｢
二
河
白
道
愉
｣
の
解
釈
も
参
考
に
な
ろ
う
｡
善
導
自
身
の
解
釈
に
お
い
て
こ
の
比
境
は
'
｢白
道
｣
た
る
衆
生
の

｢清
浄

願
往
生
の
心
｣
と
､
｢水
の
河
｣
･
｢火
の
河
｣
た
る
衆
生
の
煩
悩

(｢食
愛
｣
･
｢喋
憎
｣
)
と
が
葛
藤
す
る
最
中
に
あ

っ
て
､
｢群
賊
悪
獣
詐
り
親
む
｣
と
い
う

形
で
衆
生
を
唆
す
事
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
､
｢
こ
の

｢群
賊
恵
獣
詐
り
親
む
｣
と
い
ふ
は
､
す
な
は
ち
衆
生
の
六
根

･
六
識

･
六
塵

･
五
陰

･
四

大
に
喰
ふ
る
な
り
｣
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
'
あ
-
ま
で
も
衆
生
に
内
在
す
る
煩
悩
こ
そ
が
｢群
賊
恵
獣
｣
に
他
な
ら
な
い
の
だ
と
さ
れ
る
｡
加
え
て
､
自
適

を
歩
ま
ん
と
す
る
衆
生
が
'
｢別
解
･
別
行
･
悪
鬼
｣
(と
い
う
仏
の
教
え
と
は
異
な
る
異
端
･
外
道
)
の

｢群
賊
｣
ら
の
声
に
拐
か
さ
れ
､
進
む
べ
き
道
に

迷
い
か
ね
な
い
様
を
表
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
｢群
賊
悪
獣
｣
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
､
こ
の

｢別
解

･
別
行

･
意
見
｣
と
い
え
ど
も

自
己
に
と

っ
て
外
的
な
存
在
で
は
な
-
､
内
な
る
煩
悩
と
み
な
す
べ
き
で
あ
り
､
で
あ
れ
ば
西
へ
と
し
か
と
歩
み
ゆ
-
こ
と
は
自
ら
の
内
な
る
煩
悩
と
の
闘

い
と
い
う
様
相
を
帯
び
る
と
解
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
外
道
に
よ
る
鉦
か
し
の
本
質
は
'
衆
生
が
も
つ
煩
悩
自
体
が
は
ら
む
傾
向
性
に
根

ざ
し
つ
つ
､
″煩
悩
対
清
浄
心
″
と
い
う
対
立
項
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
0

と
こ
ろ
が
親
鷲
の
解
釈

(｢信
巻
｣
)
に
よ
れ
ば
'
こ
う
し
た
煩
悩
自
体
が
は
ら
む
傾
向
性
は

｢
二
乗
-
-
-
万
善
諸
行
の
小
路
｣
た
る

｢黒
業
｣
の

｢路
｣

と
し
て
-
｢大
敗
浬
菓
無
上
の
大
道
｣
た
る

｢白
道
｣
と
の
対
比
に
お
い
て
ー
捉
え
直
さ
れ
る
に
い
た
る
o
す
な
わ
ち
､
親
鷲
の
中
で
は
､
煩
悩
は
-
善
導

の
場
合
の
よ
う
に
'
端
的
に
清
浄
心
と
措
抗
す
る
の
で
は
な
-
ー
'
自
ら
を
｢
一
乗
-
-
万
善
諸
行
の
小
路
｣
へ
と
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
せ
た
上
で
､
む
し



九
〇

　
　
ろ
行
者
を
こ
れ
ら
の
自
力
の
行
へ
と
駆
り
立
て
る
動
因
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
「
群
賊
悪
獣
」
の
「
詐
り
親
む
」
と
い
う
あ
り
よ
う
の

　
　
中
に
も
、
ま
さ
に
煩
悩
が
、
端
的
な
煩
悩
と
し
て
で
は
な
く
、
一
見
す
る
と
仏
道
者
に
親
近
的
な
様
相
を
呈
し
つ
つ
、
そ
の
実
、
仏
道
か
ら
顛
落
せ
し
め
て

　
　
い
く
「
凡
夫
自
力
の
心
」
（
註
1
0
）
を
み
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
曇
喩
に
対
す
る
論
者
の
理
解
の
基
本
線
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
善
導
『
観
無
量
寿
経
疏
』

　
　
に
お
け
る
「
二
河
臼
道
喩
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
人
文
社
会
論
叢
　
人
文
科
学
篇
』
1
　
弘
前
大
学
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
な
お
、
佐
藤
正
英
氏
は
『
歎
異
抄
』
第
三
条
解
釈
の
文
脈
（
〈
悪
人
〉
と
く
善
人
＞
V
に
お
い
て
で
あ
る
が
「
煩
悩
の
表
層
、
あ
る
い
は
煩
悩
の
ま
が
い

　
　
も
の
を
煩
悩
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
認
し
て
い
る
」
〈
善
人
〉
と
し
て
の
私
た
ち
の
姿
を
指
摘
し
、
「
誤
認
に
気
づ
こ
う
と
せ
ず
、
煩
悩
そ
の
も

　
　
の
に
出
逢
う
こ
と
を
避
け
よ
う
」
と
い
う
「
虚
偽
意
識
に
捉
わ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
『
歎
異
抄
論
釈
』
六
二
〇
頁
　
青
土
社
）
。

（
4
1
）
　
『
愚
禿
悲
嘆
述
懐
』
（
二
巻
和
讃
篇
　
二
〇
八
～
二
＝
二
頁
）

（
4
2
）
　
『
一
念
多
念
文
意
』
（
三
巻
和
文
篇
　
一
四
二
頁
）

（
4
3
）
　
『
末
灯
砂
』
第
二
書
簡
（
三
巻
書
簡
篇
　
六
三
～
六
四
頁
）
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