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二
五

　
　

序

　

浄
土
教
思
想
に
お
い
て
、
浄
土
往
生
を
願
う
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
苦
悩
す

る
衆
生
が
自
己
の
根
源
に
あ
る
実
存
的
問
題
を
解
決
し
た
い
と
い
う
宗
教
的
要
求

で
あ
る
。
ま
た
、
願
生
浄
土
の
心
が
現
存
在
を
突
き
動
か
す
そ
の
背
景
に
は
、
必

ず
厭
う
べ
き
苦
悩
の
現
実
が
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
に
苦
悩
し
穢
土
と
観
ず
る
と

こ
ろ
に
は
、
同
時
に
自
己
存
在
の
限
定
さ
れ
た
状
況
を
超
え
た
い
と
い
う
人
間
の

切
実
に
し
て
素
朴
な
る
心
が
芽
生
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
願
生
浄
土
と

い
う
衆
生
の
切
な
る
宗
教
的
要
求
で
あ
る
が
、
そ
の
願
生
浄
土
と
し
て
求
め
ら
れ

る
心
は
、
曇
鸞
（
四
七
六―

五
四
二
）
が
「
為
楽
願
生
」
で
は
な
い
と
明
確
に
否
定

し
て
い
る
よ
う
に
、単
に
現
実
に
苦
悩
し
、現
実
逃
避
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
り
、
現
在
の
延
長
と
し
て
の
未
来
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
に
求
め
ら
れ
た
り
す
る
世

界
で
は
な
い
。
こ
の
曇
鸞
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
浄
土
へ
往
生
す
る
と
い

う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
往
生
」
と
い
う
こ

と
は
衆
生
が
仏
と
成
る
根
本
契
機
で
あ
り
、
浄
土
教
思
想
に
お
い
て
非
常
に
重
要

な
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
親
鸞
浄
土
教
に
お
い
て
も
「
往
生
」
の
問
題
が
先
哲
に

お
い
て
様
々
に
議
論
を
さ
れ
浄
土
教
思
想
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。そ
し
て
、

そ
の
字
が｢

往
き
生
ま
れ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
単
純
に
我
々
凡
夫
が
こ

の
世
に
生
を
受
け
死
す
る
時
の
こ
と
と
単
純
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
無
始
以
来
の
宿
業
を
感
じ
、
そ
の
自
己
の
罪
業
が
絶
対
否
定
せ
ら
れ
宗
教
的

実
存
の
上
に
新
た
な
宗
教
的
生
へ
と
転
換
さ
れ
証
得
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味

を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
当
稿
で
は
、
中
国
浄
土
教
の
祖
師
で
あ
り
、
羅
什
（
三
四
四―

四
一
三
）･

僧
肇
（
三
八
四―

四
一
四
）
と
継
承
さ
れ
た
四
論
の
学
匠
で
あ
る
曇

鸞
に
お
け
る
往
生
思
想
を
窺
う
に
当
た
り
、
ま
ず
そ
の
思
想
基
盤
で
あ
る
龍
樹

（
一
五
〇―

二
五
〇
）
の
中
観
思
想
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

踏
ま
え
た
上
で
、曇
鸞
撰
述
の『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』（
以
下
、『
論
註
』

と
略
す
。）
の
当
面
に
お
け
る
中
観
思
想
を
基
盤
と
し
た
「
往
生
」
の
原
理
的
構
造

を
明
ら
か
と
し
、
さ
ら
に
浄
土
観･

本
願
観･

名
号
観
と
『
論
註
』
全
体
を
通
底
す

る
往
生
思
想
を
窺
っ
て
み
た
い
と
考
え
る
。

（
1
）

曇
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
「
往
生
」
思
想

平　
　
　

孔　

龍



二
六

　
　

１
『
論
註
』
基
底
と
し
て
の
中
観
思
想

　
　
　
　

１―

Ⅰ　

龍
樹
の
縁
起
観

　

龍
樹
は
、
釈
尊
所
証
の
縁
起
に
つ
い
て
甚
深
難
解
で
あ
る
と
し
、『
中
論
』
冒

頭
の
帰
敬
偈
に
「
不
生
に
し
て
亦
た
不
滅
、
不
常
に
し
て
亦
た
不
断
、
不
一
に
し

て
亦
た
不
異
、
不
来
に
し
て
亦
た
不
出
な
る
。
能
く
是
の
因
縁
を
説
き
、
善
く
諸

の
戯
論
を
滅
し
た
ま
ふ
。我
れ
は
稽
首
し
て
仏
に
礼
す
、諸
説
中
第
一
な
り
。」と
、

自
ら
の
宗
教
的
立
場
を
明
確
に
宣
言
す
る
。
こ
こ
で
龍
樹
は
、｢

縁
起
を
説
い
た

仏
陀
に
帰
命
す
る
」
こ
と
を
述
べ
、
仏
陀
所
証
の
縁
起
を｢

不
生
不
滅
」
等
の
八

句
の
否
定
の
論
法
を
も
っ
て
説
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
縁
起
」
と
は
、
何
か
自
性
（svabhāva　

本
質
・
本
体
）
を
も
っ
た

実
体
が
あ
っ
て
そ
れ
か
ら
生
じ
た
り
、
ま
た
そ
れ
が
滅
し
た
り
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
そ
う
い
う
実
体
的
な
生
滅
が
な
い
論
理
的
関
係
性
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、

も
の
ご
と
を
実
体
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
戯
論
（prapañca

）
の
否

定
を
表
し
て
い
る
。
戯
論
と
は
、「
縁
起
」
の
事
象
が
実
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
い

る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
三
枝
充
悳
氏
は
、
こ
の
「prapañca

」
を
「
戯
論
（
想

定
さ
れ
た
論
議
）」
と
訳
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
そ
の
原
意
は
、
現
れ
る
、
現
わ

す
、
広
が
る
、
多
様
性
。
あ
ら
ゆ
る
思
惟
・
定
義
・
論
述
は
こ
と
ば
に
よ
り
な
が

ら
、
本
来
こ
と
ば
は
多
元
性
を
ふ
く
ん
で
一
種
の
虚
構
を
は
ら
ん
で
お
り
、
そ
の

よ
う
な
「
こ
と
ば
に
不
可
避
の
虚
構
」
を
用
い
て
な
お
そ
の
こ
と
ば
を
つ
ら
ね
て

行
く
議
論
を
「
戯
論
」
と
い
う
。
こ
こ
の
「
想
定
」
と
は
、
そ
れ
ら
不
可
避
の
虚
構

を
前
提
と
す
る
意
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
我
々
の
世
界
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ

て
思
惟
・
定
義
・
論
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
日
常
も
の
を
考
え
判
断
す
る
と
き

に
は
こ
と
ば
が
あ
り
、そ
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
主
体
的
我
で
あ
る

0

0

0

0

と
い
う
も
の
が
、

客
体
的
な
も
の
に
は
た
ら
き
か
け
そ
の
も
の
を
対
象
化
し
固
定
化
し
て
、
ま
た
主

体
的
な
我
の
存
在

0

0

0

0

を
確
か
め
て
い
く
（
傍
点
筆
者
）。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
ば
に

よ
っ
て
概
念
化
さ
れ
固
定
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
無
自
性
で
あ
る
も
の

を
我0

（
我
執
0

0

）
や
我
が
も
の

0

0

0

0

（
我
所
執

0

0

0

）
と
妄
分
別
を
起
こ
し
、
そ
れ
を
実
体
化
し

て
執
着
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
執
着
に
よ
っ
て
愛
憎
違
順
の
苦
悩
が
生
じ

る
。
つ
ま
り
「
戯
論
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
に
よ
っ
て
固
定
化
・
実
体
化

さ
れ
た
我
々
の
虚
妄
分
別
の
世
間
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。そ
し
て
、事
象（
諸
法
）

が
自
性
を
も
っ
て
生
滅
し
た
り
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
実
体
的
に
妄
分
別
さ
れ
了
得

す
る
こ
と
の
滅
戯
論
な
る
も
の
が
、「
縁
起
」で
あ
る
。
そ
し
て
龍
樹
は
、『
中
論
』

「
観
四
諦
品
第
二
十
四
」第
十
八
偈
に「
衆
因
縁
生
法
、我
れ
は
即
ち
是
れ
無（
空
性
）

と
説
く
。
ま
た
是
れ
仮
名
と
為
す
。
ま
た
是
れ
中
道
の
義
な
り
」
と
あ
り
、
そ
の

「
縁
起
」
と
は
「
空
性
」（śūnyatā

）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
の
主

客
対
立
の
分
別
の
立
場
で
考
え
ら
れ
た
も
の
が
滅
せ
ら
れ
、
事
象
（
諸
法
）
の
あ

る
が
ま
ま
の
相
が
如
実
と
な
る
こ
と
（
実
相
、
真
如
、
法
性
と
も
い
う
）
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
龍
樹
は
、
仏
陀
所
証
の
「
縁
起
」
を
八
不
の
否
定
の
論
理
を
も
っ
て
、

法
体
を
実
有
的
な
存
在
と
考
え
、
自
性
を
も
っ
た
も
の
の
関
係
性
と
し
て
考
え
ら

れ
た
「
縁
起
」
の
否
定
を
通
し
て
、
一
切
の
無
自
性
な
る
「
縁
起
」「
空
（
性
）」
を

証
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
龍
樹
は
『
中
論
』「
観
法
品
第
十
八
」
第
五
偈
に
お
い
て
、
滅

戯
論
な
る
こ
と
は
「
解
脱
」
で
あ
り
「
空
性
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ

を
受
け
て
第
七
偈
に
お
い
て
、
戯
論
が
寂
滅
し
た
境
地
は
こ
と
ば
も
絶
え
果
て

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
5
）



二
七

た
言
亡
慮
絶
で
生
滅
も
な
い
無
分
別
な
る
沈
黙
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
が
諸
法
に

種
々
別
異
の
無
い
平
等
一
味
の
あ
り
の
ま
ま
の
相
（
実
相
）
で
あ
り
「
涅
槃
」
の
こ

と
で
あ
る
と
い
う
。

　

以
上
を
纏
め
る
な
ら
ば
、龍
樹
に
お
け
る
相
依
相
待
の「
縁
起
」の
あ
り
方
と
は
、

一
切
諸
法
は
無
自
性
と
し
て
相
互
否
定
的
媒
介
を
通
し
て
主
客
の
執
着
性
の
滅
戯

論
な
る
こ
と
が
「
縁
起
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
空
性
」
で
あ
り
我
々
の
思

議
を
超
え
た
沈
黙
の
境
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
も
無
い
と
云
う
虚
無
（
無
と
い

う
こ
と
も
一
つ
の
と
ら
わ
れ
で
あ
る
）
で
は
な
く
「
縁
起
」
と
は
諸
法
の
あ
る
が

ま
ま
の
実
相
（
空
性
）
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、「
縁
起
」
と
い
う
あ
り
方
は
有
無
の

見
を
否
定
し
た
無
分
別
な
る
縁
起
即
空
性
・
空
性
即
縁
起
な
る
立
場
で
あ
り
そ
れ

は
「
中
道
」
の
立
場
を
い
う
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　

　
　
　
　

１―

Ⅱ　

龍
樹
に
お
け
る
縁
起
観
の
論
理
的
構
造　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

空
の
三
態
と
二
諦
義―

　

こ
の
よ
う
に
龍
樹
は
、『
中
論
』
に
お
い
て
「
縁
起
」
を
、
も
の
ご
と
の
自
性
を

否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
滅
戯
論
な
る
相
依
相
待
の
「
縁
起
」
と
し
て
説
い
た
。

そ
し
て
そ
の
「
縁
起
」
と
は
「
空
性
」
で
あ
り
、「
空
性
」
と
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ

て
も
の
ご
と
を
実
体
化
し
、
概
念
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う

我
々
の
我
執
・
我
所
執
の
煩
悩
・
業
が
起
る
戯
論
が
滅
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
涅

槃
」
を
証
得
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
空
性
」
の

用（
空
用
・śūnyatāyām

4  prayojanam

）と
、「
空
性
」と
、「
空
性
」の
義（
空
義
・

śūnyatārtha

）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
空
用
」
に
つ
い
て
羅
什
は
、「
空
性
の

た
め
の
趣
旨
」（śūnyatāyām

4  prayojanam

）
を
「
空
の
因
縁
」
と
訳
し
、「
空
の

因
縁
」
を
、
い
ま
はprayojana

にapplication, em
ploym

ent

等
の
用
例
が
あ

る
こ
と
か
ら
「
空
用
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
「
空
用
」
と
は
、『
中
論
』「
観
法
品
第

十
八
」
第
五
偈
に
説
か
れ
る
「
業
と
煩
悩
と
滅
す
る
が
故
に
、
之
を
名
づ
け
て
解

脱
と
為
す
。
業
と
煩
悩
と
は
実
に
非
ず
、
空
に
入
れ
ば
戯
論
滅
す
。」
と
示
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
空
用
」
と
は
我
々
の
業
や
煩
悩
が
、
空
に
入

り
空
ぜ
ら
れ
滅
せ
ら
れ
る
と
い
う
戯
論
寂
滅
へ
の
無
窮
な
る
は
た
ら
き
（
用
）
を

い
う
の
で
あ
る
。
業
や
煩
悩
は
分
別
よ
り
起
こ
り
、
そ
の
分
別
は
戯
論
か
ら
起
こ

る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
業
・
煩
悩
の
滅
は
実
に
戯
論
寂
滅
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
戯
論
が
、
完
全
に
寂
滅
し
て
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
た
境
地
が
「
空
性
」
で
あ

る
。
そ
の
「
空
性
」
と
は
戯
論
が
寂
滅
し
た
言
亡
慮
絶
の
無
分
別
な
る
沈
黙
の
境

地
で
あ
り
、
そ
れ
が
諸
法
の
平
等
一
味
の
あ
り
の
ま
ま
の
相
（
実
相
）
で
あ
っ
て
、

「
縁
起
」
の
道
理
が
ま
さ
し
く
あ
る
べ
き
よ
う
に
体
得
さ
れ
た
「
涅
槃
」
を
証
得
し

た
境
地
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
空
性
」と「
空
用
」は
、
滅
戯
論
を
中
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
。

ま
た
、
滅
戯
論
＝「
空
性
」は
沈
黙
で
あ
っ
て
言
説
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ

て
「
空
性
」
の
証
得
は
、
実
有
論
者
に
お
い
て
、
こ
と
ば
の
対
象
は
存
在
し
な
い

し
思
惟
の
対
象
も
存
在
し
え
な
い
な
ら
ば
、「
空
性
」
が
存
在
の
な
い
無
の
立
場

を
と
る
も
の
と
批
難
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
中
論
』「
観
四
諦
品
第

二
十
四
」
第
七
偈
が
示
す
よ
う
に
、
も
し
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
空
の
真
実
義
を
知
ら
な
い
悪
了
解
で
あ
り
、
こ
れ
を
遮
す
る
た
め
に
は「
空
義
」

を
知
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の「
空
義
」と
は
、『
中
論
』

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）



二
八

「
観
四
諦
品
第
二
十
四
」
第
十
八
偈
に
「
衆
因
縁
生
法
、
我
れ
は
即
ち
是
れ
無
と
説

く
。
ま
た
是
れ
仮
名
と
為
す
。
ま
た
是
れ
中
道
の
義
な
り
」
と
説
か
れ
る
「
縁
起
」

が
、「
空
性
」
で
あ
る
こ
と
に
続
い
て
示
さ
れ
る
「
仮
名
」（prajñapti

・
仮
設
）
を

指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
仮
名
」（
仮
設
）
と
は
、
我
々
の
世
間
的
実
用
で
あ
る
言

説（
こ
と
ば
）に
よ
っ
て
知
ら
し
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。つ
ま
り
我
々
は
、「
空

義
」
に
お
い
て
の
み
「
空
性
」
を
証
得
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
仮
設
で
あ

り
、
そ
れ
を
実
体
的
に
了
得
し
て
し
ま
う
こ
と
は
戯
論
分
別
を
起
こ
す
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
教
法
と
し
て
示
さ
れ
た
縁
起
の
然
る
べ
き
あ
り
方
で
は
な
い
。
縁
起

即
空
性
、
空
性
即
縁
起
と
し
て
、
ど
ち
ら
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
如
実
に
あ

る
が
ま
ま
を
知
見
し
て
い
く
こ
と
が
、
ま
さ
に
「
中
道
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
そ
し
て
こ
の
第
十
八
偈
の
説
示
に
よ
っ
て
「
縁
起
」
＝
「
空
性
」
＝
「
仮
名
」

＝
「
中
道
」
と
い
う
こ
と
の
関
係
性
が
明
か
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
言
葉

も
絶
え
た
「
縁
起
」「
空
性
」
が
、「
縁
起
を
説
き
た
ま
え
る
仏
陀
」
へ
帰
命
し
た
と

い
う
龍
樹
の
帰
敬
偈
の
意
味
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
言
説
（
こ
と
ば
）
と

し
て
我
々
に
説
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
「
縁
起
」
を
証
得
す
る
道
が
開
け

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
仏
陀
所
証
の
縁
起
の
大
乗
性
を
表
す

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
空
義
」
と
は
、
我
々
へ
の
言
説
に
お
け
る
説
示

を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
空
の
三
態
」
は
、「
空
性
」
は
「
空
性
」
自
ら

に
停
滞
す
る
こ
と
な
く
、
滅
戯
論
せ
し
め
る
は
た
ら
き
と
し
て
世
間
的
実
用
で
あ

る
言
説（
こ
と
ば
）へ
と
展
開
し
、
さ
ら
に
そ
の
言
説（
こ
と
ば
）に
よ
る
説
示
は
、

「
空
性
」
を
証
得
す
る
道
と
し
て
我
々
に
開
顕
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
空
の

三
態
」の
説
旨
は
、「
空
性
」・「
空
用
」（
滅
戯
論
せ
し
め
る
は
た
ら
き
）・「
空
義
」（
世

間
的
実
用
で
あ
る
言
説
説
示
）
の
活
動
態
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
便

宜
上
形
式
的
に
示
す
な
ら
ば
、「
空
性
」↓「
空
用
」↓「
空
義
」↓「
空
用
」↓「
空

性
」
↓
…
と
い
う
限
り
な
い
活
動
展
開
を
顕
す
こ
と
が
そ
の
意
趣
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
「
観
四
諦
品
第
二
十
四
」
第
七
偈
の
「
空
の
三
態
」
に
続
く
第

八
・
九
・
十
偈
の
仏
の「
二
諦
義
」の
説
示
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
こ
の「
空
義
」（
世

間
的
実
用
で
あ
る
言
説
）の
意
味
が
論
理
づ
け
ら
れ
る
。そ
し
て
こ
の
三
偈
に
よ
っ

て
、
仏
陀
の
教
え
に
第
一
義
諦
（param

ārtha-satya

・
真
諦
・
勝
義
諦
）・
世

俗
諦
（loka-sam

4 vr

4 ti-satya

・
俗
諦
）
の
二
諦
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、

仏
陀
の「
縁
起
」の
真
実
義
が
開
顕
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。こ
こ
に
お
い
て
、

仏
陀
が
我
々
衆
生
の
為
に
二
諦
法
を
説
示
さ
れ
、
そ
れ
は
「
俗
諦
」
に
依
ら
な
け

れ
ば
、
第
一
義
（
真
実
勝
義
）
諦
な
る
「
涅
槃
」
の
証
得
の
な
い
こ
と
が
明
確
に
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一
義
諦
（
空
性
・
涅
槃
）
は
、
戯
論
寂
滅
し
た
縁
起
の

境
地
で
あ
り
、言
葉
も
心
も
絶
え
た
言
亡
慮
絶
、心
行
寂
滅
の
境
地
、沈
黙
で
あ
る
。

そ
し
て「
世
俗
諦
」と
は
、
世
間
的
実
用
で
あ
る「
仮
名
」（
言
説
）の
世
界
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
衆
生
に
と
っ
て
は
「
世
俗
諦
」
に
依
ら
な
け
れ
ば
「
第
一
義
諦
」

へ
の
道
は
な
い
こ
と
が
説
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
世
俗
諦
」
こ
そ
衆
生

の
「
涅
槃
」
証
得
の
仏
道
実
践
の
理
論
的
基
盤
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
に
先
の
「
空
の
三
態
」
と
二
諦
説
と
の
関
係
を
み
る
と
、「
空
の
三
態
」
は

「
縁
起
」の
理
論
的
活
動
態
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は「
縁
起
」＝「
空

性
」
の
あ
り
方
が
、
こ
と
ば
も
絶
え
た
戯
論
せ
ら
れ
な
い
境
地
で
あ
る
が
「
空
用
」

「
空
義
」の
意
味
を
明
ら
か
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、世
間
的
実
用
で
あ
る
言
説（
こ

と
ば
）
に
よ
る
教
説
が
意
義
づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
二
諦
説
に
お
い
て
、
仏
陀

の
真
実
義
（
第
一
義
諦
）
が
開
顕
さ
れ
る
の
が
世
俗
諦
に
よ
る
こ
と
（
世
俗
諦
へ

（
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二
九

の
必
然
性
）
と
、
ま
た
そ
の
世
俗
諦
に
よ
っ
て
の
み
第
一
義
諦
（
涅
槃
）
証
得
の

道
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
空
性
」
か
ら
「
空
義
」（
世

間
的
実
用
と
し
て
の
仮
設
＝
教
説
）
へ
と
示
し
た
方
向
が
真
実
勝
義
諦
よ
り
世
俗

諦
へ
の
必
然
性
を
表
す
も
の
で
あ
り
、「
空
義
」（
世
間
的
実
用
と
し
て
の
仮
設
＝

教
説
）
か
ら
「
空
性
」
へ
の
方
向
に
お
い
て
世
俗
諦
か
ら
の
み
真
実
勝
義
諦
へ
と

通
入
が
可
能
と
な
る
道
理
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は「
空
の
三
態
」

で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
二
諦
の
ど
ち
ら
に
停
滞
す
る
こ
と
な
く
無
窮
に
活
動

し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
龍
樹
の
示
す
「
空
」
の
論
理
が
明
ら
か
と
な

る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
龍
樹
の
中
観
思
想
の
教
説
は
後
の
羅
什･
僧
肇
と
い
う
四
論
系
の
学
匠

の
思
想
に
継
承
さ
れ
、
続
い
て
そ
の
思
想
を
継
承
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
曇
鸞
浄

土
教
に
お
け
る｢

往
生
」
に
つ
い
て
窺
っ
て
み
た
い
。

　
　

２　
『
論
註
』
に
お
け
る｢

往
生｣

成
立
の
論
理
構
造

　
　
　
　

２―

Ⅰ　
「
往
生
」
の
原
理
構
造　

―

無
生
而
生―

　
「
往
生
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
す
る
と
き
、
如
何
な
る
も
の
が
往
生
を
す
る

の
か
、
そ
の
主
体
と
な
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
ま
ず
曇
鸞
は
『
論
註
』
上
巻･

観
察
門
・
衆
生
世
間
清
浄
を
釈
す
る
冒
頭

で｢

衆
生
」
に
二
通
り
の
と
ら
え
方
を
示
し
、
小
乗
家
と
大
乗
家
で
は
衆
生
観
に

違
い
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

問
ひ
て
い
は
く
、
あ
る
論
師
、
汎
く
衆
生
の
名
義
を
解
す
る
に
、
そ
れ
三
有

に
輪
転
し
て
衆
多
の
生
死
を
受
く
る
を
も
っ
て
の
ゆ
ゑ
に
衆
生
と
名
づ
く

と
。
い
ま
仏
・
菩
薩
を
名
づ
け
て
衆
生
と
な
す
。
こ
の
義
い
か
ん
。
答
へ
て

い
は
く
、『
経
』（
涅
槃
経
・
意
）に
の
た
ま
は
く
、｢

一
法
に
無
量
の
名
あ
り
、

一
名
に
無
量
の
義
あ
り
」
と
。
衆
多
の
生
死
を
受
く
る
を
も
っ
て
の
ゆ
ゑ
に

名
づ
け
て
衆
生
と
な
す
が
ご
と
き
は
、
こ
れ
は
こ
れ
小
乗
家
の
三
界
の
中
の

衆
生
の
名
義
を
釈
す
る
な
り
。
大
乗
家
の
衆
生
の
名
義
に
は
あ
ら
ず
。
大
乗

家
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
衆
生
と
は
、『
不
増
不
減
経
』
に
の
た
ま
ふ
が
ご
と
し
。

｢

衆
生
と
い
ふ
は
す
な
は
ち
こ
れ
不
生
不
滅
の
義
な
り
」
と
。
な
に
を
も
っ

て
の
ゆ
ゑ
に
。
も
し
生
あ
ら
ば
生
じ
を
は
り
て
ま
た
生
じ
、
無
窮
の
過
あ
る

が
ゆ
ゑ
に
、
不
生
に
し
て
生
ず
る
過
あ
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
無
生

な
り
。
も
し
生
あ
ら
ば
滅
あ
る
べ
し
。
す
で
に
生
な
し
。
な
ん
ぞ
滅
あ
る
こ

と
を
得
ん
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
無
生
無
滅
は
こ
れ
衆
生
の
義
な
り
。

（『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

七
八
頁
）

「
あ
る
論
師
」
と
は
小
乗
の
論
師
を
指
し
、
小
乗
家
で
は
、
三
界
に
お
い
て
衆
多

の
生
死
を
輪
転
す
る
も
の
を
「
衆
生
」
と
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
今
こ
こ
で
、

仏･

菩
薩
の
荘
厳
功
徳
を
説
く
に
あ
た
っ
て
「
衆
生
」
と
名
づ
け
る
こ
と
を
菩
提
流

支
釈
の
『
不
増
不
減
経
』
に
示
さ
れ
る
、｢

衆
生
は
不
生
不
滅
の
義
」
で
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
、
そ
の
不
生
不
滅
と
定
義
づ
け
る
の
は
、『
中
論
』｢

観
三
相
品
第
七
」

に｢
生
は
生
じ
已
っ
て
生
ず
る
に
非
ず
、
亦
未
だ
生
ぜ
ず
し
て
生
ず
る
に
非
ず
、

生
じ
つ
つ
あ
る
時
に
も
亦
生
ぜ
ず
。
去
来
中
に
已
に
答
へ
た
り
。」
と
あ
る
こ
と

に
基
づ
き
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
生
が
未
だ
生
じ
て
い
な
い
も
の
か
ら
生
じ
た

状
態
へ
と
な
る
こ
と
（
未
生
生
）
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
そ
れ
は｢

未
だ
生
じ
て

い
な
い｣

未
来
が｢
生
じ
て
い
る
」
と
い
う
未
来
と
現
在
が
同
時
に
あ
る
こ
と
に

（
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）



三
〇

な
り
、
ま
た
「
已
に
生
じ
た
」
と
い
う
状
態
か
ら
さ
ら
に｢

生
じ
る
」
と
い
う
こ
と

（
生
已
生
）
は
過
去
と
現
在
が
同
時
に
あ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
「
生
じ
つ
つ
あ

る
時
」
に｢

さ
ら
に
生
じ
る
」
と
い
う
こ
と
（
生
時
生
）
も
前
二
者
と
同
じ
過
ち
を

犯
し
て
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。つ
ま
り
、「
生
」と
い
う
こ
と
が
自
性
を
も
っ

た
な
に
か
が
実
体
的
に｢

生
ず
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
中
観
思
想
の

論
理
に
立
脚
し
つ
つ
、｢

無
生
無
滅
は
、
こ
れ
衆
生
の
義
」
と
こ
こ
で
い
う
大
乗

家
の
衆
生
観
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
曇
鸞
が
「
往
生
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
主
体
を
「
無
生
無
滅

の
衆
生
」
と
中
観
思
想
の
立
場
よ
り
解
釈
す
る
よ
う
に
、「
往
生
」
と
い
う
こ
と
も

同
様
の
立
場
か
ら
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
曇
鸞
が｢

往
生
」
を
問
題
に
す
る

の
は
、『
論
註
』
上
巻･

作
願
門
釈
下
に
世
親
が
建
章
偈
に
お
い
て
「
世
尊
、
わ
れ

一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り
て
、
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
と
願

ず
」と
い
わ
れ
る「
願
生
」に
つ
い
て
、「
問
ひ
て
い
は
く
、
大
乗
経
論
の
な
か
に
、

処
々
に｢

衆
生
は
畢
竟
無
生
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
説
け
り
。
い
か
ん
が
天

親
菩
薩｢

願
生
」
と
い
ふ
や
。」
と
、
本
来
大
乗
家
で
は
衆
生
も｢
無
生
無
滅
」
で

あ
る
と
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
「
願
生
」
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
の
か
と
い
う

疑
義
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
対
し
て

　
　

 

答
へ
て
い
わ
く
、「
衆
生
は
無
生
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
説
く
に
二
種

あ
り
。
一
に
は
、
凡
夫
の
謂
ふ
と
こ
ろ
の
ご
と
き
実
の
衆
生
、
凡
夫
の
見
る

と
こ
ろ
の
ご
と
き
実
の
生
死
は
、
こ
の
所
見
の
事
、
畢
竟
じ
て
所
有
な
き
こ

と
、
亀
毛
の
ご
と
く
、
虚
空
の
ご
と
し
。
二
に
は
、
い
は
く
、
諸
法
は
因
縁

生
の
ゆ
ゑ
に
す
な
は
ち
こ
れ
不
生
な
り
。
所
有
な
き
こ
と
虚
空
の
ご
と
し
。

天
親
菩
薩
の
願
ず
る
と
こ
ろ
の
生
は
、
こ
れ
因
縁
の
義
な
り
。
因
縁
の
義
の

ゆ
ゑ
に
仮
に
生
と
名
づ
く
。
凡
夫
の
、
実
の
衆
生
、
実
の
生
死
あ
り
と
謂
ふ

が
ご
と
き
に
は
あ
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

五
四
・
五
五
頁
）

と
、
答
え
て
い
る
。
こ
こ
で
「
衆
生
」
に
つ
い
て
二
種
の
無
生
性
を
説
い
て
い
る
。

｢

実
の
衆
生｣｢

実
の
生
死
」
と
は
、
我
々
凡
夫
が
実
有･

実
我
と
し
て
実
体
的
な

も
の
が
自
性
を
も
っ
て
存
在
し
、
そ
れ
が
生
死
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
か
の
よ
う

に
考
え
て
し
ま
う
非
本
来
的
縁
起
観
に
基
づ
い
て
錯
誤･

妄
想
し
て
い
る
衆
生
存

在
観
や
生
死
観
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
我
々
の
錯
誤･

妄
想
し

た
衆
生
存
在
観
や
生
死
観
を
根
底
か
ら
否
定
し
、
本
来
実
有
的
に
固
定
的
に
実
体

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
は
な
く
、
大
乗
仏
教
本
来
の
空
の
立
場
か
ら
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
無
自
性
と
し
て
諸
法
は
空
で
あ
り
、
不
生
不
滅
で
あ
り
虚
空
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
が
第
一
の
意
趣
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
凡
夫
が

考
え
る
生
死
の｢

生
」
と
、
浄
土
往
生
の｢

生
」
に
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
全
く
異

質
で
あ
る
こ
と
を
中
観
の
立
場
か
ら
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
め
は
、
天
親

の
い
う
「
生
」
に
つ
い
て
「
因
縁
生
」
で
あ
る
と
述
べ
、「
因
縁
生
」
と
は
一
切
の

法
が
独
立
的
に
存
在
す
る
こ
と
の
否
定
で
あ
り
、
縁
起
的
存
在
を
表
象
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
生
」
と
は
、
無
自
性
な
る
も
の
が
因
縁
に
よ
っ
て
仮
に

和
合
し
生
起
し
た
存
在
（
諸
法
）
が
、
こ
の
世
か
ら
彼
の
世
へ
と
往
く
こ
と
を
仮

に「
生
」と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
、｢

生
」そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

自
性
な
る
も
の
が｢

生｣

と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら「
不
生
」と
い
っ
て
い
る
。

又
諸
法
は
、
無
自
性
な
も
の
と
し
て
相
対
的
分
別
に
よ
る
有･

無
を
包
摂
し
た
絶

対
否
定
を
通
し
て
、
妙
有
的
に
成
ぜ
ら
れ
た
縁
起
で
あ
る
。
つ
ま
り
諸
法
は
、
縁

起
を
根
拠
と
し
て
絶
対
否
定
さ
れ
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
空
ぜ
ら
れ
、
如
実
相
と
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三
一

し
て
絶
対
肯
定
さ
れ
る
。こ
の
よ
う
な
あ
り
方
が「
因
縁
生
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

天
親
菩
薩
の
願
う
と
こ
ろ
の
「
生
」
と
は
、
生
即
無
生
と
し
て
の
実
体
性
の
否
定

さ
れ
た
「
因
縁
生
」
で
あ
り
、
天
親
の
「
願
」
と
い
う
こ
と
も
か
か
る
意
味
に
お
い

て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

続
い
て
第
二
問
答
に
お
い
て
、「
往
生
」
の
「
往
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
天

親
が
願
う
往
生
と
は
、
空
的
な
存
在
の
無
生
即
生
と
し
て
の
「
因
縁
生
」
で
あ
り
、

そ
の
生
は
仮
に
「
生
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
有
的
に
し
て
無
な
る
あ
り
方
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ま
た
、
縁
起
即
空
性
と
し
て
の
あ
り
方
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
い

に
お
い
て
浄
土
を
願
生
す
る
者
と
、
浄
土
に
往
生
し
た
者
と
の
間
の「
因
果
関
係
」

を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
不
一
不
異･

因
果
相
続
」
の
関
係
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
願
生
者
は
、
当
然
因
縁
義
の
上
に
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
仮
に
名
づ

け
ら
れ
た
存
在
と
し
て
「
穢
土
の
仮
名
人･

浄
土
の
仮
名
人
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の

「
往
」
に
つ
い
て
「
不
一
不
異
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
二
者
の
関
係
に
お

い
て
、
一
で
あ
る
な
ら
ば
因
か
ら
果
へ
の
転
化
が
な
く
、
も
し
異
で
あ
る
な
ら
ば

相
続
関
係
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。
つ
ま
り
「
往
」
と
は
、
自
性
を
持
た
な
い
分

別
的
思
考
か
ら
無
分
別
智
へ
の
転
換
の「
運
動
」で
あ
る
と
い
え
る
。ま
た
そ
れ
は
、

自
性
を
も
つ
実
体
の
否
定
的
方
向
に
お
い
て
働
き
、
さ
ら
に
分
別
的
言
説
的
我
々

の
世
界
、ま
さ
に
世
俗
諦
の
な
か
に
お
い
て
現
成
さ
れ
る
働
き
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、こ
の
働
き
が
、空
に
お
け
る「
空
用
」と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

２―

Ⅱ　

空
思
想
基
底
と
し
て
の
浄
土

　
『
論
註
』
に
お
い
て
「
往
生
」
と
は
、
天
親
の
願
生
の
「
生
」
と
、
往
生
の
「
往
」

の
中
観
的
解
釈
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、

願
生
す
る
対
境
と
し
て
の
浄
土
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

ま
ず
、『
浄
土
論
』（
以
下
、『
論
』
と
略
す
。）
に
は
阿
弥
陀
仏
の
国
土
十
七
種

荘
厳
に
つ
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
国
土
を
如
来
の
自
利
利
他
円
満
の
功
徳
で
あ
る
こ

と
を
明
か
し
、
そ
の
国
土
を
「
第
一
義
諦
の
妙
境
界
相
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
国
土
十
七
種
荘
厳
相
を
第
二
の
荘
厳
無
量
功
徳
成
就
か
ら
第
十
七
の
荘

厳
一
切
所
求
満
足
功
徳
成
就
ま
で
の
十
六
句
と
、
最
初
の
荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
の

一
句
に
分
け
て
、
第
一
の
清
浄
功
徳
を
「
総
相
」
と
し
て
他
の
相
を
統
摂
す
る
も

の
と
し
て
『
論
註
』
に
明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
、
単
に
浄
土
を
涅
槃

界
と
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
衆
生
世
間
が
顛
倒･

不
浄
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
衆
生
を
救
う
た
め
に
清
浄
荘
厳
功
徳
を
起
こ
し
た
と
い
う
、「
浄
土
の
用
」（
空

用
）
と
し
て
の
動
的
な
側
面
を
述
べ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
『
論
註
』
の
下
巻･

観
察
体
相
章
に

　
　

 「
第
一
義
諦
」
と
は
仏
（
阿
弥
陀
仏
）
の
因
縁
法
な
り
。
こ
の
「
諦
」
は
こ
れ

境
の
義
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
荘
厳
等
の
十
六
句
を
称
し
て
「
妙
境
界
相
」
と

な
す
。こ
の
義
、入
一
法
句
の
文
に
至
り
て
ま
さ
に
さ
ら
に
解
釈
す
べ
し
。「
お

よ
び
一
句
次
第
」
と
は
、
い
は
く
、
器
浄
等
を
観
ず
る
な
り
。
総
別
の
十
七

句
は
観
行
の
次
第
な
り
。

（『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
二
三
頁
）

と
述
べ
、「
第
一
義
諦
」を
仏
の「
因
縁
法
」で
あ
る
と
し
、十
六
句
を「
妙
境
界
相
」

と
分
け
て
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
十
六
句
の
荘
厳
＝
妙
境
界
相
と
し
、
一
句

＝
清
浄
功
徳
は
「
第
一
義
諦
」
に
摂
す
る
形
で
「
第
一
義
諦
と
は
仏
因
縁
法
」
と
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三
二

理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
曇
鸞
は
「
第
一
義
諦
」
を
単
に
「
空
性
真
如
」 

と
し
て

理
解
す
る
の
で
は
な
く
、「
仏
因
縁
法
」
と
い
う
よ
う
に
「
空
性
真
如
」
か
ら
言
説

世
俗
諦
へ
と
顕
現
し
た
二
諦
相
即
の
立
場
に
よ
り
そ
の
動
的
側
面
を
強
調
し
な
が

ら
、
特
に「
第
一
義
諦
」を「
空
性
真
如
」よ
り
も「
空
用
」と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

　

次
に
こ
の
「
第
一
義
諦
」
の
理
解
を
踏
ま
え
て
、『
論
註
』
の
「
こ
の
義
、
入
一

法
句
の
文
に
至
り
て
…
解
釈
す
べ
し
」
に
従
っ
て
、
浄
入
願
心
章
の
「
一
法
句
」

に
つ
い
て
窺
っ
て
み
る
。『
論
』
に
「
一
法
句
」
は
、
三
種
の
荘
厳
が
法
蔵
菩
薩
の

願
心
に
よ
っ
て
修
起
さ
れ
、
二
十
九
種
に
広
説
さ
れ
た
願
心
荘
厳
が
、
略
説
す
れ

ば
「
一
法
句
」
に
収
ま
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の『
論
』に
お
け
る「
一
法
句
」の「
一
法
」は「
一
真
如
」と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
「
句
」
は
依
事･

依
処
で
あ
り
、
方
便･
世
俗
諦
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
「
一
法
句
」
と
は
、
空
性
真
如
そ
の
も
の
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
世
間
的

実
有
と
し
て
有
的
顕
現
態
と
し
て
理
解
で
き
、『
論
』
に
お
い
て
「
一
法
句
」
は
、

無
の
有
と
し
て
「
第
一
義
諦
の
妙
境
界
相
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
三
種

荘
厳
の
妙
境
界
相
の
略
説
で
あ
る
総
相
と
し
て
の
清
浄
功
徳
荘
厳
も
指
す
の
で
あ

る
。
そ
し
て
「
一
法
句
は
清
浄
句
」
で
あ
り
、
清
浄
は
第
一
義
諦
真
如
の
用
と
し

て
の
動
的
側
面
で
あ
る
の
で
衆
生
の
雑
染
を
「
清
浄
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
が
「
真
如
法
性
」
に
か
な
っ
た
世
間
的
顕

現
の
事
体
で
あ
る
こ
と
を
「
清
浄
句
は
、
真
実
智
慧
無
為
法
身
」
と
明
か
し
、「
清

浄
句
（
一
法
句
）」
が
「
真
実
智
慧
無
為
法
身
」
の
無
分
別
智
真
如
の
顕
現
態
と
理

解
さ
れ
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
「
略
説
」
は
、
三
種
荘
厳
を
略
す
と
、
清
浄
功
徳

な
る
総
相
に
、
つ
ま
り
一
法
句
に
集
約
し
て
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
『
論
註
』
に
お
い
て
「
略
」
な
る
「
一
法
句
」
は
、「
広
」
の
対
句
と
し
て
曇
鸞

独
自
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
こ
の
よ
う
な
「
広
」
と
「
略
」
の
理
解
に
立
ち
、
広
略
相
入
が
説
か
れ
て
あ

る『
論
註
』下
巻･

浄
入
願
心
章
を
見
て
み
た
い
。「
浄
入
願
心
」は
、清
浄
功
徳
を「
総

相
」
と
す
る
三
厳
二
十
九
種
の
浄
土
が
、
法
蔵
菩
薩
因
位
に
お
け
る
「
願
心
」
に

摂
ま
り
、
さ
ら
に
は
「
真
如
法
性
」
へ
摂
入
し
て
い
く
と
い
う
空
の
往
相
態
、
つ

ま
り
空
義
よ
り
空
性
へ
の
展
開
を
顕
し
て
い
る
。そ
し
て
法
蔵
菩
薩
の「
願
心
」が
、

空
の
三
態
に
お
け
る
「
空
用
」
と
し
て
理
解
さ
れ
、
三
厳
二
十
九
種
な
る
有
的
浄

土
か
ら
空
性
真
如
へ
の
躍
動
的
往
相
的
展
開
を
「
浄
入
願
心
」
と
顕
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
広
略
相
入
の
関
係
は
次
の
二
種
法
身
の
関
係
に
お
い
て
も
説
明

し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、「
広
」
と
し
て
示
さ
れ
た
三
厳
二
十
九
種
は
方
便

法
身
と
し
て
、
一
方
「
略
」
な
る
一
法
句
（
第
一
義
諦
）
は
法
性
法
身
と
し
て
構
造

的
関
係
は
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
相
互
の
関
係
を
「
由
生
由
出
」「
異
而
不
可
分
・
一

而
不
可
同
」
を
も
っ
て
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
『
論
註
』
に
お
け
る
法
身
理
解
は
、

羅
什
・
僧
肇
を
承
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
「
法
性
法
身
」
は
「
真
実
智

慧
無
為
法
身
」
の
こ
と
で
あ
り
「
理
智
不
二
の
智
」
で
あ
り
、「
方
便
法
身
」
は
、

釈
尊
の
正
覚
内
容
に
念
じ
ら
れ
て
い
た
理
想
的
妙
有
的
仏
陀
で
あ
り
、
つ
ま
り
言

説
世
俗
諦･

相
好
荘
厳
の
顕
現
態
と
し
て
「
悲
智
不
二
の
悲
」
と
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
曇
鸞
は「
二
種
法
身
」の
関
係
を
、一
法
句（
第
一
義
諦
）＝
略
を「
法

性
法
身
」、
三
厳
二
十
九
種
荘
厳
＝
広
を「
方
便
法
身
」と
し
て
関
係
づ
け
て
い
る
。

そ
れ
で「
由
法
性
法
身
生
方
便
法
身
」と
示
し
て
、真
如
法
性（
勝
義
諦･

第
一
義
諦
）

よ
り
言
説
世
俗
諦
へ
の
向
下
的
な
還
相
態
と
い
う
べ
き
〔
一
法
句
よ
り
三
種
荘
厳

（
清
浄
句
）
が
生
ず
る
必
然
性
〕
展
開
を
顕
し
、
一
方
で
は
「
由
方
便
法
身
出
法
性

法
身
」と
述
べ
て
、
言
説
有
的
世
俗
諦
か
ら
真
如
法
性（
勝
義
諦･

第
一
義
諦
）〔
三
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三
三

種
荘
厳
が
一
法
句
を
出
す
道
理
〕と
い
う「
入
一
法
句（
入
第
一
義
諦
）･

浄
入
願
心
」

で
顕
さ
れ
る
向
上
的
な
「
空
の
往
相
態
」
と
も
い
え
る
展
開
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら

に
こ
の
二
法
身
は「
異
而
不
可
分
、一
而
不
可
同
」と
示
さ
れ
、そ
れ
は「
広
略
相
入
」

の
相
即
の
論
理
を
、
二
種
法
身
の
「
由
生
由
出
」
の
構
造
に
お
い
て
明
確
に
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
曇
鸞
は
続
く「
三
句
展
転
相
入
」以
下
の「
真
実
智
慧
無
為
法
身
」の「
釈
」

に
お
い
て
、
略
な
る
一
法
句
（
法
性
法
身･

第
一
義
諦
）
が
、
広
な
る
清
浄
句
（
方

便
法
身･

三
種
荘
厳
）
と
由
生
の
関
係
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
清
浄
句
が
略
な
る

真
実
智
慧
無
為
法
身
（
法
性
法
身･

理
智
不
二
の
態
）
と
由
出
の
関
係
で
あ
り
、
そ

の
各
々
が
相
入
（
相
即
）
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
真
実
智
慧
無
為
法
身
」（
法
性
無
相
）
な
る
略
と
、「
相
好
荘
厳
」
な
る
広

と
の
相
即
関
係
を
無
相･

無
知
で
あ
る
か
ら
相･

知
と
し
て
顕
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
「
浄
入
願
心
」「
入
一
法
句
」
が
由
出
と
し
て
の
往
相
的
相

即
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
、由
生
と
し
て
の
還
相
的
相
即
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

以
上
、
述
べ
た
よ
う
に
世
親
が
願
生
す
る
有
相
的
浄
土
と
は
「
広
略
相
入
」
の

論
理
構
造
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
真
空
妙
有
と
し
て
成
ぜ
ら
れ
た
浄
土
で
あ

り
、
そ
れ
は
『
論
』
に
お
い
て
は
無
の
有
と
し
て
だ
け
で
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、

曇
鸞
に
よ
っ
て
そ
れ
は
単
に
「
空
性
真
如
」
と
し
て
で
は
な
く
、
中
観
に
お
け
る

二
諦
の
立
場
で
む
し
ろ
「
空
用
」
と
し
て
動
的
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
躍

動
的
な
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　

３　

凡
夫
往
生
の
説
示

　
　
　
　

３―

Ⅰ　

曇
鸞
の
時
機
観　

―

見
生
而
無
生―

　

曇
鸞
の
示
す
「
往
生
」
義
は
、
諸
法
が
因
縁
生･

無
生
即
生
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
願
う
往
生
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
曇
鸞
は
下
巻
観
察
体
相
章
の
入
第
一
義
諦
釈
に

お
い
て
、
そ
の
最
初
の
部
分
で
「
願
生
」
の
生
に
つ
い
て

　
　

 

疑
ひ
て
い
は
く
、「
生
」は
有
の
本
、衆
累
の
元
た
り
。生
を
棄
て
て
生
を
願
ず
、

生
な
ん
ぞ
尽
く
べ
き
と
。
こ
の
疑
を
釈
せ
ん
が
た
め
に
、
こ
の
ゆ
ゑ
に
か
の

浄
土
の
荘
厳
功
徳
成
就
を
観
ず
。
か
の
浄
土
は
こ
れ
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
本

願
の
無
生
の
生
な
り
。
三
有
虚
妄
の
生
の
ご
と
き
に
は
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
明

か
す
な
り
。
な
に
を
も
っ
て
こ
れ
を
い
ふ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
法
性
は
清
浄
に

し
て
畢
竟
無
生
な
り
。
生
と
い
ふ
は
こ
れ
得
生
の
ひ
と
の
情
な
る
の
み
。

（『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
二
三
頁
）

と
、「
生
」
が
な
お
衆
生
に
お
け
る
迷
い
（
煩
い
）
の
元
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
第
一

義
諦
の
相
で
あ
る
浄
土
を
観
じ
、
浄
土
に
生
ま
れ
よ
う
と
願
ず
る
の
か
と
問
う
て

い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
曇
鸞
に
よ
る
と
、
そ
の
浄
土
に
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
こ

と
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
か
ら
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
者
の
「
情
」
と
い
う

観
点
か
ら
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
浄
土
は
阿

弥
陀
如
来
の
願
心
に
よ
っ
て
荘
厳
成
就
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
真
如
法
性

の
理
に
か
な
っ
て
成
就
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
往
生
す
る
こ
と
は
生
即
無
生
な

る
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
真
如
法
性･

無
自
性
空
の
立
場
か
ら

論
ぜ
ら
れ
た
生
即
無
生
な
る
中
観
的
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
生

（
39
）

（
40
）

（
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）

（
42
）



三
四

ま
こ
と
に
無
生
な
れ
ば
、
生
な
ん
ぞ
尽
く
る
と
こ
ろ
あ
ら
ん
。」
と
い
う
よ
う
に
、

こ
こ
で
は
、｢

生
」
と
し
て
無
生
を
語
る
の
で
あ
り｢

生
」
を
否
定
す
る
必
要
は
な

い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
入
第
一
義
諦
釈
の
最
後
の
部
分
に
お
い
て
、
問
い
を
続
け
て
い
る
。

　
　

 

問
ひ
て
い
は
く
、
上
に
、
生
は
無
生
な
り
と
知
る
と
い
ふ
は
、
ま
さ
に
上
品

生
の
も
の
な
る
べ
し
。
も
し
下
下
品
の
人
の
、
十
念
に
乗
じ
て
往
生
す
る
は
、

あ
に
実
の
生
を
取
る
に
あ
ら
ず
や
。
た
だ
実
の
生
を
取
ら
ば
、
す
な
は
ち
二

執
に
堕
し
な
ん
。
一
に
は
、
お
そ
ら
く
は
往
生
を
得
ざ
ら
ん
。
二
に
は
、
お

そ
ら
く
は
さ
ら
に
生
ず
と
も
惑
ひ
を
生
ぜ
ん
。

（『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
二
五
頁
）

こ
こ
で
曇
鸞
は
、
生
即
無
生
を
知
っ
て
往
生
す
る
の
は
上
品
生
の
菩
薩
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
こ
の
菩
薩
は
、『
論
』
に
お
け
る
止
観
中
心
の
五
念
門
行
を
修
す
る

観
見
願
生
の
願
生
者
で
あ
り
、「
善
男
子
、
善
女
人
」
と
示
さ
れ
、
そ
れ
は
初
地

以
上
七
地
以
還
の
菩
薩
で
あ
り
、
さ
ら
に
『
論
註
』
に
は
、
龍
樹
や
天
親
も
観
見

願
生
す
る
上
品
生
の
菩
薩
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
が

上
品
生
を
限
定
す
る
の
は
、『
論
註
』
上
巻
冒
頭
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
引
用
に
そ

の
根
拠
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
れ
は
、現
在
は
五
濁
の
世
、無
仏
の
時
で
あ
っ

て
こ
の
世
で
仏
果
を
得
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
五
難
を
挙
げ
て
菩

薩
道
を
求
め
る
こ
と
が
難
行
で
あ
る
と
述
べ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
時
機
観
と
と
も
に
、
自
己
へ
の
罪
業
深
き
凡
夫
と
い
う
自
覚
が
曇
鸞
自
身
が

観
見
願
生
で
き
な
い
上
品
生
以
下
の
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
続
け
て
曇
鸞
は
、「
易
行
道
」
を
示
し
て
『
論
』
が
仏
願
力

に
よ
っ
て
往
生
し
、
仏
力
の
住
持
に
よ
っ
て
大
乗
正
定
聚
に
入
る
大
乗
至
極
の
易

行
の
法
門
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
易
行
性
は
『
論
註
』
全

体
を
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
上
品
生
の
者
で
も
仏
願
力
に
乗
托
し
往
生
す
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
実
生･

実
滅
有
り
と
思
う
見
生
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
下
品
生
の
も
の
は
、
十
念
に
乗
じ
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
説
示
す

る
の
で
あ
る
。
仏
願
力
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
た
い
と
思
う
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
五
念
門
行
を
修
し
往
生
を
願
う
上
品
生
の
往
生
に
対
し
、
下

品
生
の
も
の
は
い
か
な
る
仕
方
に
お
い
て
往
生
が
可
能
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

下
品
生
に
つ
い
て
曇
鸞
が
述
べ
る
の
は
、
上
巻･

八
番
問
答
の
第
一
問
答
で
あ

り
、『
論
』
に
お
い
て
天
親
が
「
普
共
諸
衆
生　

往
生
安
楽
国
」
と
呼
び
か
け
る
衆

生
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
さ
す
の
か
と
の
問
い
に
対
し
、
そ
れ
は『
無
量
寿
経
』

の
「
諸
有
の
衆
生
」
で
あ
り
、『
観
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
「
下
下
品
」
の
も
の
で

あ
る
と
し
、
そ
し
て
第
二
問
答
か
ら
第
五
問
答
ま
で
謗
法
罪
の
不
生
に
つ
い
て
論

究
し
て
い
る
。
そ
れ
は
謗
法
罪
の
者
は
浄
土
を
願
生
す
る
理
が
な
く
、
往
生
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。続
い
て
、第
六･

七
番
問
答
に
お
い
て『
観

経
』
下
下
品
に
説
か
れ
る
十
念
の
念
仏
に
よ
っ
て
下
品
生
の
者
が
往
生
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
五
逆
罪
を
犯
し
た
こ
と
と
、
具
足
十
念
の
因
と
の
ど
ち
ら
の
果
が
重

い
の
か
と
い
う
「
業
の
軽
重
」
を
「
在
心
・
在
縁･

在
決
定
」
の
三
つ
を
も
と
に
証

し
、
十
念
の
念
仏
に
よ
る
往
生
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
七
問
答
に
お

い
て
、
念
に
つ
い
て
刹
那
的
時
間
論
的
な
念
で
な
い
こ
と
を
述
べ
、
阿
弥
陀
仏
を

憶
念
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
心
に
他
想
な
く
阿
弥
陀
仏
の
総
相･

別
相
を
所
観

の
縁
に
従
っ
て
十
念
相
続
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
だ
名
号
を
称
す
る
こ
と
も
そ

う
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
曇
鸞
の
衆
生
観
は
、
ま
さ
に
自
己
の
凡

夫
の
自
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
入
第
一
義
諦
釈
に
示
さ
れ
る
よ
う

（
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三
五

な
問
い
が
起
こ
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
問
い
と
は
、
生
即
無
生

と
い
う
こ
と
を
感
得
で
き
る
の
は
上
品
生
の
者
だ
け
で
あ
っ
て
下
品
人
が
往
生
す

る
の
は
無
理
で
は
な
い
か
、
実
体
的
な
生
に
執
着
し
て
往
生
し
て
も
迷
い
を
生
ず

る
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
名
号
の
三
譬
喩
を
示

し
て
答
え
て
い
る
。
そ
れ
は
前
者
の
問
い
に
対
し
ど
の
よ
う
な
罪
業
の
人
で
も
仏

の
名
号
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
後
者
の
問
い
に
対
し

て
は
、
浄
土
の
荘
厳
功
徳
成
就
と
浄
土
が
無
生
界
で
あ
る
の
で
往
生
後
実
体
的
に

と
ら
え
よ
う
と
す
る
有
見
は
転
ぜ
ら
れ
る
と
説
示
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三

義
に
お
い
て
前
の
二
義
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、名
号
の
妙
用
を
示
し
て
い
る
。

　
　

 

ま
た
氷
の
上
に
火
を
燃
く
に
、
火
猛
け
れ
ば
す
な
は
ち
氷
解
く
。
氷
解
く
れ

ば
す
な
は
ち
火
滅
す
る
が
ご
と
し
。
か
の
下
品
の
人
、
法
性
無
生
を
知
ら
ず

と
い
へ
ど
も
、
た
だ
仏
名
を
称
す
る
力
を
も
っ
て
往
生
の
意
を
な
し
て
、
か

の
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
に
、
か
の
土
は
こ
れ
無
生
の
界
な
れ
ば
、
見
生
の

火
、
自
然
に
滅
す
る
な
り
。

（『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
二
六
頁
）

こ
こ
で
の
見
生
と
は
、
衆
生
が
実
体
的
に
浄
土
を
と
ら
え
そ
こ
へ
生
ま
れ
た
い
と

願
う
こ
と
で
あ
る
と
理
解
で
き
、
見
生
の
心
の
ま
ま
生
を
願
っ
て
名
号
を
称
え
て

も
、
浄
土
に
生
ず
れ
ば
、
見
生
の
火
は
自
然
に
滅
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

名
号
が
罪
滅
の
働
き
を
な
し
て
、
見
生
而
無
生
な
る
実
生
実
滅
と
思
う
心
を
転
じ

て
、
無
生
の
智
慧
を
得
し
め
さ
す
と
い
う
躍
動
的
な
働
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
示

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
曇
鸞
は
、
浄
土
を
実
体
的
に
と
ら
え
て
往
生
を
願
う
も
の
が
、
具

体
的
に
は
八
番
問
答
に
お
い
て
『
観
経
』
に
説
か
れ
る
下
下
品
の
悪
人
が
、
十
念

の
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
下
品
の
も
の
は
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
心
を
も
っ
て
名
号
を
称
す
る
こ

と
に
よ
り
、
見
生
の
情
想
の
ま
ま
に
往
生
が
可
能
と
な
り
、
見
生
而
無
生
と
い
う

凡
夫
往
生
の
救
済
構
造
が
成
立
す
る
と
説
示
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

３―

Ⅱ　

｢

往
生｣

成
立
基
底
と
し
て
の
本
願
観

　

曇
鸞
が
見
生
而
無
生
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
根
拠
は
、
易
行
道
の
説
示
、『
論
』

所
依
の
経
典
を
『
無
量
寿
経
』
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
経
体
は
名
号
で
あ
る
と
示
し
、

そ
の
名
号
に
よ
る
働
き
と
自
己
の
凡
夫
の
自
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
名

号
に
よ
る
他
力
救
済
を
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
名
号
と
は
仏
願
力
が
成
就
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
『
論
註
』
は
全
体
に
仏
願
力

に
よ
る
易
行
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
仏
の
本
願
観
に
つ
い

て
窺
っ
て
み
る
。

　
『
論
註
』
に
お
い
て
本
願
力
を
証
し
た
と
こ
ろ
は
、
下
巻･

観
察
体
相
章
に
お
け

る
不
虚
作
住
持
功
徳
釈
で
あ
る
。

　
　

 

い
ふ
と
こ
ろ
の｢

不
虚
作
住
持
」
と
は
、
本
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
と
、
今

日
の
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
と
に
よ
る
な
り
。
願
も
っ
て
力
を
成
ず
、
力

も
っ
て
願
に
就
く
。
願
徒
然
な
ら
ず
、
力
虚
説
な
ら
ず
。
力･

願
あ
い
符
ひ

て
畢
竟
じ
て
差
は
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
成
就
と
い
ふ
。

（『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
三
一
頁
）

こ
こ
で
、
本
願
力
が
虚
妄
な
も
の
で
な
い
こ
と
を｢

力
願
相
符｣

と
示
し
、
法
蔵

（
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三
六

菩
薩
の
願
心
と
そ
の
果
力
と
し
て
の
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
（
光
明･

名
号
）
が

不
離
相
即
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
三
厳
二
十
九
種
の
浄
土
の
荘
厳

相
が
法
蔵
菩
薩
の
願
心
の
成
就
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
不
虚
作
の
功
徳
成

就
し
た
も
の
と
い
え
、
さ
ら
に
こ
の
願
と
力
と
の
成
就
は
名
号
と
し
て
働
き
、
そ

れ
は
ま
さ
に
方
便
の
方
便
た
る
他
力
的
性
格
を
顕
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
下
巻･
利
行
満
足
章
に
お
い
て
、
菩
薩
が
五
念
門
行
を
修
し
て
自
利
利

他
成
就
し
て
、
速
や
か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
す
る
理
由
は
阿
弥
陀
如

来
を
増
上
縁
と
す
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
菩
薩
・
人
・
天
の
諸
行

は
す
べ
て
本
願
（
四
十
八
願
）
の
力
用
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
い

て
四
十
八
願
の
な
か
で
、
特
に
十
八
・
十
一･

二
十
二
願
を
と
り
あ
げ
て
、
速
と
い

わ
れ
る
理
由
を
証
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
、
十
念
の
念
仏
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の

浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、第
十
八
願
の
力
用
に
よ
る
こ
と
を
説
き
、

続
い
て
、
浄
土
に
往
生
す
れ
ば
正
定
聚
に
住
し
、
必
ず
滅
度
に
至
り
悟
り
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
第
十
一
願
の
力
用
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第

二
十
二
願
を
示
し
て
、
浄
土
に
往
生
し
た
な
ら
、
常
並
の
菩
薩
の
ご
と
く
一
地
一

地
と
段
階
的
に
菩
薩
の
階
位
を
進
む
の
で
は
な
く
、
速
や
か
に
一
生
補
処
の
位
に

至
っ
て
大
慈
大
悲
の
利
他
行
を
行
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
第
二
十
二
願
の
力
用
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
は
他
力
を
増
上
縁
と
し
て

い
る
と
示
し
、
菩
薩
が
自
利
利
他
成
就
で
き
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
他
力
を
増
上
縁
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
な

か
で
も
特
に
十
八･

十
一･

二
十
二
願
の
三
願
を
重
要
視
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
前
述
の｢

易
行
道
」
の
説
示
と
比
較
す
る
と
、「
た
だ
信
仏
の
因
縁
を

も
っ
て
（
中
略
）
す
な
は
ち
か
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
」
は
、
第
十
八
願
の
力

用
で
あ
り
、｢

仏
力
住
持
し
て
、
す
な
は
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
」
は
第
十
一

願
の
力
用
で
あ
る
と
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
八
番
問
答
の
第
一
問

答
に
お
け
る
「
下
品
の
凡
夫
（
中
略
）
み
な
往
生
を
得
」
と
い
う
下
品
の
凡
夫
が
信

仏
の
因
縁
を
も
っ
て
往
生
で
き
る
の
は
、
第
十
八
願
の
力
用
に
よ
る
も
の
と
い
え

る
。
そ
し
て
、『
論
』
の｢

普
共
諸
衆
生
」
を
第
十
八
願
の
衆
生
と
『
観
経
』
の
下

品
の
機
類
で
あ
る
と
解
し
た
曇
鸞
自
身
も
、
こ
の
第
十
八
願
の
力
用
に
よ
っ
て
往

生
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
は
、
菩
薩
の
往
生
も
凡
夫
の
往

生
も
本
願
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
願
は
四
十
八
願
全
体
と
見
な
が
ら
も

特
に
三
願
を
強
調
し
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
る
衆
生
の
他
力
救
済
を
説
く
の

で
あ
る
。

　
　
　
　

３―

Ⅲ　

｢

往
生｣

成
立
基
底
と
し
て
の
名
号
観

　

曇
鸞
は
、
本
願
力
に
よ
る
他
力
救
済
の
論
拠
を
示
し
、
経
体
を
名
号
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
曇
鸞
の
名
号
観
は
、
讃
歎
門
に
お
け
る
下
巻･

起
観
生
信
章

の
名
号
破
満
釈
に
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
曇
鸞
は
、
名
号
が
衆
生
の
闇
を

破
す
と
い
う
働
き
を
示
し
な
が
ら
、
称
名
し
て
も
な
お
そ
の
名
号
の
義
と
の
相
応

･

不
相
応
が
あ
る
と
し
て
、
不
相
応
の
理
由
を
述
べ
る
。

　
　

 

い
か
ん
が
如
実
に
修
行
せ
ず
、
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
と
な
す
と
な
ら
ば
、
い

は
く
、
如
来
は
こ
れ
実
相
身
な
り
、
こ
れ
為
物
身
な
り
と
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

ま
た
三
種
の
不
相
応
あ
り
。
一
に
は
信
心
淳
か
ら
ず
、
存
す
る
が
ご
と
く
亡

ず
る
が
ご
と
き
ゆ
ゑ
な
り
。
二
に
は
信
心
一
な
ら
ず
、
決
定
な
き
が
ゆ
ゑ
な

り
。
三
に
は
信
心
相
続
せ
ず
、
余
念
間
つ
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
こ
の
三
句
展
転
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三
七

し
て
あ
ひ
成
ず
。

（『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
〇
三･

一
〇
四
頁
）

そ
れ
は
、
如
来
の
実
相･

為
物
の
身
を
知
ら
な
い
こ
と
（
二
不
知
）、
さ
ら
に
信
心

の
淳
心
（
無
疑
心
）･
一
心
（
無
二
心
）･

相
続
心
（
無
間
心
）
の
三
種
の
信
心
の
心

を
具
し
て
い
な
い
こ
と
（
三
不
信
）
を
内
容
と
し
て
、
そ
れ
が
不
相
応
の
根
拠
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
が
結
果
的
に
称
名
し
て
も
ま
だ
所
願
が
成
就
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
相
応
の
原
因
は
、『
論
註
』
上
巻･

讃
歎
門

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、｢

碍
は
衆
生
に
属
す
。
光
の
碍
に
は
あ
ら
ず
。」
と
衆
生
の

側
に
妨
げ
の
原
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
凡
夫
の
往

生
に
つ
い
て
易
行
道
を
示
し
て
「
た
だ
信
仏
の
因
縁
を
も
っ
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と

願
ず
れ
ば
、
仏
願
力
に
乗
じ
て
、
す
な
は
ち
か
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
。」
と

い
う
こ
と
と
、
三
願
的
証
で
第
十
八
願
を
示
し
て
、「
仏
願
力
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に

十
念
の
念
仏
を
も
っ
て
す
な
は
ち
往
生
を
得
。」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

凡
夫
が
仏
の
因
縁
を
信
知
し
て
（
二
知
三
信
）
称
名
す
る
こ
と
が
名
号
の
義
に
即

し
た
如
実
の
相
応
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
曇
鸞
の
名
号
観

の
基
本
的
立
場
を
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
の
名
号
と
闇
を
破
す
光
明
の
働
き
に
つ
い
て
、
名

号
は
あ
く
ま
で
名
で
あ
っ
て
、
光
明
と
い
う
働
き
は
別
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名

を
称
え
る
こ
と
と
、
光
明
の
働
き
と
は
別
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
が
な
げ
か

け
れ
ら
れ
る
。
こ
の
疑
義
に
対
し
て
曇
鸞
は
、
名
に
つ
い
て｢

名
の
法
に
則
す
る

あ
り
。
名
の
法
に
異
す
る
あ
り
」
と
、
名
に
二
つ
の
解
釈
が
あ
っ
て
、
こ
の
名
号

は｢

名
即
法
」
の
も
の
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
名
号
が
衆
生
の
無
明

を
破
す
も
の
で
あ
れ
ば
「
名
即
法
」
に
し
て
衆
生
の
所
願
を
満
た
す
も
の
で
あ
り
、

不
顛
倒･

不
虚
偽
に
し
て
真
実
と
な
り
え
、｢

名
異
法
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
顛
倒･

虚
偽
、
不
実
な
も
の
と
な
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
名
号
と
光
明
の
不
二
に
お
い

て
、｢

名
即
法
」
な
る
名
号
が
真
実
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

曇
鸞
は
そ
の
真
実
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
上
巻･

真
実
功
徳
釈
に
不
実
と
の
対
比

に
よ
っ
て
述
べ
て
い
る
。

　
　

 ｢

真
実
功
徳
相
」
と
は
、
二
種
の
功
徳
あ
り
。
一
に
は
有
漏
の
心
よ
り
生
じ

て
法
性
に
順
ぜ
ず
。
い
は
ゆ
る
凡
夫
・
人
天
の
諸
善
、
人
天
の
果
報
、
も
し

は
因
も
し
は
果
、
み
な
こ
れ
顛
倒
、
み
な
こ
れ
虚
偽
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
不

実
の
功
徳
と
名
づ
く
。
二
に
は
菩
薩
の
智
慧
清
浄
の
業
よ
り
起
り
て
仏
事
を

荘
厳
す
。
法
性
に
よ
り
て
清
浄
の
相
に
入
る
。
こ
の
法
顛
倒
せ
ず
、
虚
偽
な

ら
ず
。
名
づ
け
て
真
実
功
徳
と
な
す
。
い
か
ん
が
顛
倒
せ
ざ
る
。
法
性
に
よ

り
て
二
諦
に
順
ず
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
い
か
ん
が
虚
偽
な
ら
ざ
る
。
衆
生
を
摂

し
て
畢
竟
浄
に
入
ら
し
む
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。（『

真
聖
註
』
七
祖
篇　

五
六
頁
）

す
な
わ
ち
真
実
と
は
、｢

法
性
に
よ
り
て
二
諦
に
順
ず
る
が
ゆ
ゑ
な
り｣

（
不
顛

倒
）
と
、｢

衆
生
を
摂
し
て
畢
竟
浄
に
入
ら
し
む
る
が
ゆ
ゑ
な
り
」（
不
虚
偽
）
の

二
つ
の
内
容
を
具
し
た
菩
薩
の
智
慧
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
智
慧
に
つ
い
て

下
巻･

名
義
摂
対
章
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
慧
は
戯
論
が
寂
滅
さ
れ
る
空
慧
と
し

て
、
そ
れ
は
単
に
無
分
別
に
止
住
す
る
こ
と
な
く｢

寂
滅
の
慧
、
ま
た
無
知
に
し

て
つ
ぶ
さ
に
省
み
る
」
と
い
う
ご
と
く
、
分
別
戯
論
の
世
界
へ
働
き
か
け
（｢

法

性
に
よ
り
て
二
諦
に
順
ず
る
が
ゆ
ゑ
な
り
」）、
ま
た
智
は｢

機
を
省
み
る
智
、
つ

ぶ
さ
に
応
じ
て
し
か
も
無
知
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
分
別
戯
論
の
世
界
へ
働
き
か

け
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
無
分
別
を
根
拠
に
お
く
無
分
別
後
得
智
と
理
解
さ
れ
る
。
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三
八

（｢

衆
生
を
摂
し
て
畢
竟
浄
に
入
ら
し
む
る
が
ゆ
ゑ
な
り
」）
つ
ま
り
、
真
実
に
お

け
る
不
顛
倒･

不
虚
偽
の
内
容
は
、
勝
義
に
根
拠
を
お
き
な
が
ら
、
分
別
世
界
へ

働
き
か
け
る
動
的
側
面
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
曇
鸞
は
名
号
を
、｢

阿
弥
陀
如
来
方
便
荘
厳
真
実
清
浄

0

0

0

0

無
量
の
功
徳
の

名
号
」・｢
阿
弥
陀
如
来
の
至
極
無
生
清
浄

0

0

0

0

の
宝
珠
0

0

の
名
号
」・「
か
の
清
浄
仏
土

に
阿
弥
陀
如
来
無
上
の
宝
珠
0

0

ま
し
ま
す
。
無
量
の
荘
厳
功
徳
成
就
の
帛
を
も
っ
て

裏
み
て
…
」（
傍
点
筆
者
）
と
、
名
号
を
真
実

0

0

と
方
便
の
両
方
を
具
有
す
る
も
の
と

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
方
便
荘
厳
」
の
方
便
は｢

権
に
通
づ
る
智｣

で
あ
り
、
分

別
戯
論
の
世
界
に
働
き
か
け
、
荘
厳
と
は｢

荘
厳
功
徳
成
就｣

で
あ
り
、
阿
弥
陀

仏
の
本
願
が
名
号
と
な
っ
て
衆
生
へ
と
働
き
か
け
て
い
る
動
的
相
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
。
さ
ら
に｢

真
実
清
浄

0

0

0

0

」
の
清
浄
0

0

は
、
衆
生
の
雑
染
を｢

清
浄
に
す
る
」
と

い
う
戯
論
を
寂
滅
さ
せ
る
慧
を
さ
し
、
真
実

0

0

と
は
、
前
述
し
た
二
面
性
を
有
し
な

が
ら
、｢

真
実
清
浄

0

0

0

0

」
と
い
う
と
き
は｢

法
性
に
よ
り
て
二
諦
に
順
ず
る
が
ゆ
ゑ

な
り
」
を
指
す
と
理
解
さ
れ
、
ま
た
無
生
0

0

に
つ
い
て
も
清
浄
0

0

と
同
様
に
理
解
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
曇
鸞
は
名
号
を
般
若
と
方
便
の
思
想
を
基
底
と
し
て
、
真
実

と
方
便
の
統
一
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
成
就
態
で
あ
っ
て
、
相
対
的
言
説
的

な
有
的
世
界
へ
の
顕
現
態
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
曇
鸞
は
、
名
号
と
光
明
と
の
相
応
に
つ
い
て
、
下
巻
・
起
観
生
信
章･
讃

歎
門
釈
で
称
名
を
解
釈
す
る
中
で
「｢

か
の
如
来
の
名
を
称
す
」
と
は
、
い
は
く
、

無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。「
か
の
如
来
の
光
明
智
相
の
ご
と
く
」
と
は
、

仏
の
光
明
は
こ
れ
智
慧
の
相
な
り
。
こ
の
光
明
は
十
方
世
界
を
照
ら
し
た
ま
ふ
に

障
碍
あ
る
こ
と
な
し
」
と
述
べ
、
光
明
と
名
号
の
相
応
の
理
由
に
つ
い
て
は
言
及

し
て
い
な
い
が
、
両
者
の
質
的
な
同
一
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立

つ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
光
明
は
、
下
巻･

観
察
体
相
章
に
国
土
荘
厳

の
荘
厳
光
明
功
徳
成
就
を
釈
し
、
国
土
に
お
け
る
光
明
の
働
き
を
述
べ
、
こ
れ
は

讃
歎
門
釈
に
お
け
る
光
明
と
同
一
で
あ
り
、
曇
鸞
が
国
土
の
名
号
を
述
べ
な
が
ら

も
、
称
名
を
中
心
と
す
る
の
は
、
名
と
義
の
相
応
と
い
う
点
で
同
一
の
も
の
と
考

え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
曇
鸞
に
お
け
る
名
号
と
は
、
真
実
と
方
便
が
統
一
さ
れ
、
光
明
と
不
離

不
二
な
も
の
と
し
て
、「
衆
生
を
摂
し
て
畢
竟
浄
に
入
ら
し
む
る
」
と
い
う
躍
動

的
な
本
願
の
成
就
態
と
し
て
の
名
号
を
二
知
三
信
を
具
し
て
称
す
る
こ
と
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

小　

結

　

当
稿
に
お
い
て
、
曇
鸞
浄
土
教
に
お
け
る｢

往
生｣

思
想
に
つ
い
て
窺
っ
て
き

た
が
、
曇
鸞
の
思
想
基
盤
は
中
観
哲
学
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、『
論
』
の
註
解
に

あ
た
っ
て
ま
ず
そ
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、そ
の
中
観
哲
学
の
立
場
よ
り｢

往
生
」を
解
釈
す
れ
ば
、「
生
即
無
生
」の「
因

縁
生
」で
あ
り
、
そ
れ
は
高
位
の
菩
薩
の
往
生
行
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、『
論
註
』
冒
頭
の
「
易
行
道
」
の
説
示
、
八
番
問
答
に
観
る
衆

生
観
よ
り
曇
鸞
自
身
の
時
機
観
が
窺
え
、「
往
生
」
を
「
因
縁
生
（
無
生
）」
義
で
語

り
な
が
ら
も
、「
見
生
」
と
実
体
的
に
浄
土
を
と
ら
え
る
凡
夫
も
往
生
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
曇
鸞
に
お
い
て
高
位
の
菩

薩
行
で
あ
る
五
念
門
行
が
名
号
を
通
し
て
、
凡
夫
に
も
修
す
る
こ
と
の
で
き
る
称

名
に
よ
る
往
生
を
可
能
に
し
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
名
号
と
光
明
の
不
離
な
る

（
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三
九

こ
と
を
述
べ
、
名
号
の
躍
動
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
凡
夫
の
往
生
が
可
能
と
な
り
、

易
行
と
し
て
凡
夫
に
説
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
論
註
』
下
巻
の
大
義
門
功
徳
成
就
釈
に
、「
し
か
る
に
往
生
を
願
ず
る

も
の
、
本
は
す
な
は
ち
三
三
の
品
な
れ
ど
も
、
い
ま
は
一
二
の
殊
な
り
な
し
。
ま

た
淄･

繩
の
一
味
な
る
が
ご
と
し
。」と
あ
る
よ
う
に
、衆
生
に
九
品
の
違
い
が
あ
っ

て
も
浄
土
へ
往
生
し
た
な
ら
ば
、菩
薩
や
凡
夫
と
い
う
区
別
は
な
く
往
生
後
に
は
、

す
べ
て
の
も
の
が
不
退
転
位
に
至
り
無
上
菩
提
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
菩
薩
で
あ
っ
て
も
凡
夫
で
あ
っ
て
も
等
し
く
往
生
を
可
能
に
す
る

の
が
、
三
願
的
証
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
で
あ
り
、『
論
註
』

は
信
を
前
提
と
し
た
仏
願
力
に
よ
る
他
力
往
生
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
凡
夫
の
称
す
る
名
号
は
、
真
実
と
方
便
の
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

仏
の
智
慧
と
慈
悲
が
成
就
さ
れ
た
至
極
の
方
便
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
は
般
若
の

徳
を
具
備
し
た
衆
生
摂
化
の
顕
現
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
名
号
を
如
実
修
行

相
応
に
称
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
凡
夫
が
五
念
門
に
お
け
る
止
観
中
心
の
高
位
の

菩
薩
行
で
は
な
く
、
称
名
中
心
の
行
に
お
い
て
往
生
が
可
能
に
な
っ
た
と
理
解
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
は
自
己
の
凡
夫
の
自
覚
か
ら
、
名
号
の
働
き

に
よ
る
他
力
救
済
の
理
論
を
明
ら
か
に
し
、
止
観
中
心
の
菩
薩
の
往
生
行
が
、
称

名
中
心
の
凡
夫
の
往
生
行
と
し
て
展
開
さ
れ
一
切
衆
生
の
往
生
を
可
能
に
す
る
と

い
う
他
力
救
済
理
論
を
確
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
　

註

（
１
） 『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』（
以
下
、『
論
註
』
と
略
す
。）
下
巻
に
お
い
て
、

『
浄
土
論
』
に
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
に
つ
い
て
、
五
念
門
行
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
集
め
た
一
切
の
善
根
功
徳
を
、
自
身
住
持
の
楽
の
為
に
求
め
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
浄
土
願
生
者
は
必
ず
無
上
菩
提
心
を
発
こ
す
こ
と
を
述
べ
、

そ
の
中
で
「
も
し
人
、
無
上
菩
提
心
を
発
さ
ず
し
て
、
た
だ
か
の
国
土
の
楽
を
受

く
る
こ
と
間
な
き
を
聞
き
て
、
楽
の
た
め
の
ゆ
ゑ
に
生
ず
る
こ
と
を
願
ず
る
は
、

ま
た
ま
さ
に
往
生
を
得
ざ
る
べ
し
。」（『
浄
土
真
宗
聖
典
七
祖
篇
』
註
釈
版
（
以
下

「『
真
聖
註
』
七
祖
篇
」
と
略
す
）
一
四
四
頁
）
と
、
単
に
凡
夫
が
現
実
逃
避
的
に
求

め
る
安
楽
世
界
を
希
求
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
２
） 『
中
論
』「
観
因
縁
品
第
一
」　

第
一･

二
偈（
羽
渓
了
諦
訳『
国
訳
一
切
経
』（
以
下
、『
国

訳
』
と
略
す
。）
中
観
部
一　

大
東
出
版
社　

一
九
三
〇
年
）
五
八
頁
。

（
３
） 

龍
樹
は
、『
中
論
』「
観
有
無
品
第
十
五
」〔
自
性
（
固
有
の
実
体
）
の
考
察
〕
第
二
偈

に
お
い
て
、「
自
性
」（svabhāva

）
と
い
う
こ
と
ば
を
「
性
は
名
づ
け
て
、
無
作

と
為
す
。
異
法
を
待
た
ず
し
て
成
ず
る
な
り
。」（『
国
訳
』
中
観
部
一
・
一
五
二
頁
）

と
し
、
Ⓢ
〔
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
〕
で
は
〔
自
性
と
は
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い

も
の
で
あ
り
、
ま
た
他
に
依
存
し
な
い
も
の
で
あ
る
〕（
三
枝
充
悳　

訳
注
『
中
論

偈
頌
総
覧
』（
第
三
文
明
社　

一
九
八
五
年
）
四
〇
四
頁
）
と
定
義
さ
れ
、
つ
ま
り

他
の
も
の
に
よ
ら
な
い
独
立
自
存
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
本
質
や
本
体
と

い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

 

ま
た
、
龍
樹
が
否
定
の
論
法
を
用
い
て
仏
陀
所
証
の｢

縁
起
」
を
表
す
の
は
、
仏
陀

滅
後
の
大
乗
仏
教
興
起
ま
で
の
「
縁
起
」
の
理
解
の
相
違
に
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な

事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
（
特
に
説
一
切
有
部
）
に
お
け

る
「
法
（dharm

a

）」
の
実
有
の
主
張
で
あ
る
。
説
一
切
有
部
は
、
一
切
す
べ
て
の

法
の
存
在
を
「
五
位
七
十
五
法
」
と
い
う
か
た
ち
で
示
し
、「
三
世
実
有
・
法
体
恒

有
」
と
い
う
法
を
実
体
的
に
自
性
が
あ
る
も
の
と
捉
え
て
い
く
。
し
か
し
、
龍
樹

は
こ
の
説
一
切
有
部
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
一
切
の
法
体
が
実
有
と
し
て
三

世
に
わ
た
っ
て
実
在
し
、
も
の
が
そ
の
自
性
を
も
っ
て
存
在
た
ら
し
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
す
べ
て

の
も
の
に
こ
の
よ
う
な
自
性
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
法
体
が
、
実
有
的
に
客
体
化
さ

れ
た
実
体
と
し
て
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
無
自
性
で
あ
る
と
い
う
の

が
、
龍
樹
の
立
場
で
あ
る
。

（
75
）



四
〇

（
４
） 

三
枝
充
悳
『
前
掲
』
四
頁

（
５
） 

こ
の
「
無
」
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
（śūnyatā

）「
空
（
性
）」
の
こ
と
で
あ
る
。

（
６
） 『
中
論
』「
観
四
諦
品
第
二
十
四
」〔
聖
な
る
真
理（〔
四
〕聖
諦
）の
考
察
〕第
十
八
偈
。

（『
国
訳
』
中
観
部
一･

二
一
七
頁
）
Ⓢ
〔
お
よ
そ
、
縁
起
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
を
、

わ
れ
わ
れ
は
空
で
あ
る
こ
と
（
空
性
）
と
説
く
。
そ
れ
は
、
相
待
の
仮
説
（
縁
っ
て

想
定
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
中
道
そ
の
も
の
で
あ
る
。〕（
三

枝
充
悳
『
前
掲
』
七
六
六
頁
）

（
７
） 『
中
論
』「
観
法
品
第
十
八
」〔
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
・
主
体
）
の
考
察
〕
第
五
偈
「
業
と

煩
悩
と
滅
す
る
が
故
に
、
之
を
名
づ
け
て
解
脱
と
為
す
。
業
と
煩
悩
と
は
実
に
非

ず
、
空
に
入
れ
ば
戯
論
滅
す
」（『
国
訳
』
中
観
部
一
・
一
七
三
頁
）
Ⓢ
〔
業
と
煩
悩

と
が
滅
す
れ
ば
、
解
脱
が
〔
あ
る
〕。
業
と
煩
悩
と
は
、
分
析
的
思
考
（
分
別
）
か

ら〔
起
こ
る
〕。
そ
れ
ら〔
分
析
的
思
考
〕は
、
戯
論（
想
定
さ
れ
た
論
議
）か
ら〔
起

こ
る
〕。
し
か
し
、
戯
論
は
空
性（
空
で
あ
る
こ
と
）に
お
い
て
滅
せ
ら
れ
る
。〕（
三

枝
充
悳
『
前
掲
』
五
二
〇
頁
）。

（
８
） 『
中
論
』「
観
法
品
第
十
八
」
第
七
偈
「
諸
法
実
相
は
、
心
行
言
語
断
じ
、
無
生
に
し

て
亦
た
無
滅
、
寂
滅
な
る
こ
と
涅
槃
の
ご
と
し
」（『
国
訳
』中
観
部
一
・
一
一
七
頁
）

Ⓢ〔
心
の
作
用
領
域（
対
象
）が
止
滅
す
る
と
き
に
は
、
言
語
の〔
作
用
領
域（
対
象
）

は
〕
止
滅
す
る
。
ま
さ
に
、
法
性
（
真
理
）
は
、
不
生
不
滅
で
あ
り
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
（
涅
槃
）
の
よ
う
で
あ
る
。〕（
三
枝
充
悳
『
前
掲
』
五
二
四
頁
）

（
９
） 『
中
論
』「
観
法
品
第
十
八
」
第
九
偈
に
は
、「
自
ら
知
り
て
他
に
隨
は
ず
、
寂
滅
に

し
て
戯
論
な
く
、
異
な
く
分
別
な
き
、
是
れ
則
ち
実
相
と
名
づ
く
。」（『
国
訳
』
中

観
部
一
・
一
七
三
頁
）
Ⓢ
〔
他
に
縁
っ
て
〔
知
る
の
〕
で
は
な
く
（
み
ず
か
ら
さ
と

る
の
で
あ
り
）、
寂
滅
で
あ
り
、
も
ろ
も
ろ
の
戯
論
に
よ
っ
て
戯
論
さ
れ
る
こ
と

が
な
く
、
分
別
的
思
考
を
離
れ
、
多
義
（
も
の
が
異
な
っ
て
い
る
）
で
な
い
こ
と
、

こ
れ
が
、
真
実
〔
と
い
う
こ
と
〕
の
特
質
（
相
）
で
あ
る
。〕（
三
枝
充
悳
『
前
掲
』

五
二
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
こ
と
ば
も
分
別
も
超
え
た
無
分
別
、
寂
滅
の
世
界
を

実
相
と
呼
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、『
中
論
』「
観
涅
槃
品
第
二
十
五
」〔
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
（
涅
槃
）
の
考
察
〕
第
二
十
四
偈
に
お
い
て
、「
諸
法
は
不
可
得
に
し
て
、
一
切

の
戯
論
を
滅
す
。
人
と
無
く
亦
処
と
無
く
、
仏
も
亦
所
説
な
し
。」（『
国
訳
』
中
観

部
一
・
二
三
二
頁
）
Ⓢ
〔〔
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
は
〕、
一
切
の
得
る
こ
と
（
有
所
得
）

が
寂
滅
し
、
戯
論
（
想
定
さ
れ
た
論
議
）
が
寂
滅
し
て
、
吉
祥
な
る
も
の
で
あ
る
。

ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
法
（
教
え
）
も
、
ど
の
よ
う
な
処
で
も
、
だ
れ

に
対
し
て
も
、
説
か
れ
た
こ
と
は
な
い
。〕（
三
枝
充
悳
『
前
掲
』
八
六
〇
頁
）
と
述

べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
沈
黙
と
述
べ
た
の
は
、
戯
論
寂
滅
な
る
世
界
は
主
客

分
別
を
超
え
た
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
戯
論
せ
ら
れ
な
い
境
地
で
あ
り
、
そ
れ
が
諸

法
実
相
の
あ
る
が
ま
ま
と
い
う
意
で
あ
り
、
さ
ら
に
仏
陀
が
悟
っ
た
縁
起
の
究
極

的
あ
り
方
が
、
教
え
を
説
か
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

 

こ
の
「
沈
黙
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
長
尾
雅
人
氏
は
、「
即
ち
あ
ら
ゆ
る
認
識

が
勝
義
的
に
は
成
立
た
ず
、
あ
ら
ゆ
る
論
理
や
分
別
が
勝
義
的
に
は
成
立
た
な
い

こ
と
こ
そ
、
仏
陀
で
あ
り
空
性
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
更
に
、
四
十
五

年
間
の
伝
道
と
説
法
す
ら
も
が
、
勝
義
的
に
は
「
一
字
不
説
」
な
の
で
あ
る
。
か
く

の
如
き
「
黙
」、
四
十
五
年
の
説
法
が
説
法
で
は
な
く
沈
黙
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と

す
る
如
き
は
、
勝
義
と
し
て
の
空
性
に
於
い
て
の
み
云
い
得
る
こ
と
で
あ
る
。（
中

略
）
真
に
勝
義
を
見
る
も
の
、
即
ち
聖
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
勝
義
は
語
ら
れ
得

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
真
の
勝
義
は
黙
然
た
る
の
ほ
か
は
な
い
。」と
述
べ
ら
れ
る
。

『
中
観
と
唯
識
』（
岩
波
書
店　

一
九
七
八
年
）
一
六
八
頁
。

（
10
） 『
中
論
』「
観
四
諦
品
第
二
十
四
」〔「
聖
な
る
真
理
（〔
四
〕
聖
諦
）
の
考
察
〕
第
十
八

偈
「
衆
因
縁
生
法
、
我
れ
は
即
ち
是
れ
無
と
説
く
。
ま
た
是
れ
仮
名
と
為
す
。
ま

た
是
れ
中
道
の
義
な
り
」（『
国
訳
』
中
観
部
一
・
二
一
七
頁
）
中
道
と
は
、
す
な
わ

ち
空
性
即
縁
起
、
縁
起
即
空
性
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
自
性
な
る
も

の
が
縁
起
と
し
て
あ
る
こ
と
が
、
も
し
虚
無
で
あ
る
と
み
る
な
ら
ば
そ
れ
も
一
つ

の
と
ら
わ
れ
で
あ
り
、
有
無
の
見
の
否
定
を
通
し
て
ど
ち
ら
か
一
方
に
と
ら
わ
れ

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
二
辺
を
離
れ
た
あ
る
が
ま
ま
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
11
） 『
中
論
』「
観
法
品
第
十
八
」〔
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
・
主
体
）
の
考
察
〕
第
五
偈
「
業
と

煩
悩
と
滅
す
る
が
故
に
、
之
を
名
づ
け
て
解
脱
と
為
す
。
業
と
煩
悩
と
は
実
に
非

ず
、
空
に
入
れ
ば
戯
論
滅
す
。」（『
国
訳
』
中
観
部
一
・
一
七
三
頁
）
Ⓢ
〔
業
と
煩
悩



四
一

と
が
滅
す
れ
ば
、解
脱
が〔
あ
る
〕。業
と
煩
悩
と
は
、分
析
的
思
考（
分
別
）か
ら〔
起

こ
る
〕。
そ
れ
ら〔
分
析
的
思
考
〕は
、
戯
論（
想
定
さ
れ
た
論
議
）か
ら〔
起
こ
る
〕。

し
か
し
、
戯
論
は
空
性
（
空
で
あ
る
こ
と
）
に
お
い
て
滅
せ
ら
れ
る
。〕（
三
枝
充
悳

『
前
掲
』
五
二
〇
頁
）

（
12
） 

山
口
益　
『
仏
教
学
序
説
』（
平
楽
寺
書
店　

一
九
六
一
年
）一
三
九
頁
以
下
、参
照
。

（
13
） 

註
（
11
）

（
14
） 

註
（
８
）

（
15
） 『
中
論
』「
観
四
諦
品
第
二
十
四
」〔
聖
な
る
真
理（〔
四
〕聖
諦
）の
考
察
〕第
七
偈「
汝

は
今
実
に
空
と
空
の
因
縁
と
を
知
り
、
及
び
空
の
義
を
知
る
こ
と
能
は
ず
。
是
の

故
に
自
ら
悩
み
を
生
ず
。」（『
国
訳
』
中
観
部
一
・
二
一
四
頁
）
Ⓢ
〔
こ
こ
に
、
わ
れ

わ
れ
は
い
う
。―

汝
は
、
空
で
あ
る
こ
と（
空
性
）に
お
け
る
効
用（
動
機
、
目
的
）、

空
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
空
で
あ
る
こ
と
の
意
義
を
、
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
汝
は
、
こ
の
よ
う
に〔
み
ず
か
ら
〕か
き
乱
さ
れ
て
い
る
。〕（
三
枝
充
悳『
前

掲
』
七
四
四
頁
）

（
16
） 

註
（
10
）
Ⓢ
〔
お
よ
そ
、
縁
起
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
空
で
あ

る
こ
と
（
空
性
）
と
説
く
。
そ
れ
は
、
相
待
の
仮
説
（
縁
っ
て
想
定
さ
れ
た
も
の
）

で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
中
道
そ
の
も
の
で
あ
る
。〕（
三
枝
充
悳
『
前
掲
』

七
六
六
頁
）

（
17
） 

こ
の
「
仮
名
」（
仮
設
）
に
つ
い
て
、
山
口
益
氏
は
「「
仮
」
は
単
な
る
「
か
り
そ
め
」

で
は
な
く
し
て
、
縁
起
に
お
け
る
生
起
の
次
第
と
し
て
の
因
施
設
を
そ
の
内
容
と

す
る
「
仮
」
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
時
あ
っ

て
は
、
そ
れ
を
「
仮
設
」
と
い
っ
て
い
る
。
設
は
施
設
で
あ
っ
て
、
知
ら
し
め
る

（prajñapti

）言
詮
す
る
の
意
味
で
あ
る
。そ
れ
は
空
七
十
論（
第
六
十
九
偈
）に
、「
勝

義
諦
は
、
縁
起
の
一
切
法
自
性
空
と
い
う
こ
と
の
み
。
し
か
し
仏
は
、
縁
起
の
世

間
的
実
用
と
い
う
立
場
か
ら
、
一
切
法
を
施
設
し
た
。」
と
い
う
中
の
、「
縁
起
の

世
間
的
実
用
云
々
」
と
い
う
点
の
も
の
で
あ
る
」（『
前
掲
』
一
四
三
・
一
四
四
頁
）

と
さ
れ
、
つ
ま
り
「
仮
名
」（
仮
設
）
は
、
我
々
の
言
語
的
世
界
へ
の
縁
起
の
説
示

と
理
解
で
き
、
そ
れ
は
仏
陀
に
お
け
る
説
法
と
い
う
形
態
を
と
る
。

（
18
） 

山
口
益
氏
は
、
龍
樹
の
『
廻
諍
論
』・『
六
十
頌
如
理
論
』
に
お
い
て
教
法
を
実
体

的
に
了
得
す
る
こ
と
が
、
我
執
を
生
起
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

述
べ
て
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 　
「
縁
起
の
教
法
は
、
諸
法
に
は
自
体
と
し
て
の
生
が
な
い
と
言
い
、
諸
法
の
実

体
が
空
で
あ
る
と
否
定
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
そ
の
教
法
に
実
体
が
あ
っ
て
、

そ
の
実
体
に
よ
っ
て
諸
法
の
実
体
を
遮
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
能
遮
の

実
体
に
よ
っ
て
所
遮
の
実
体
を
遮
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。（
中
略
）
そ
し

て
物
に
実
体
の
な
い
こ
と
を
語
る
教
法
は
、
縁
起
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

自
ら
に
実
体
が
あ
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
縁
起
の
義
に
適
う
た
智
に
よ
っ
て

語
ら
れ
る
の
で
、
世
俗
諦
の
立
場
で
、
諸
法
に
実
体
の
な
い
義
を
語
り
、
そ
の
義

を
顕
了
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
も
し
教
法
に
実
体
あ
り
と
考
え
る
如
き
こ
と
あ

れ
ば
、
そ
う
い
う
思
想
は
、
自
ら
の
教
法
に
対
す
る
愛
執
と
、
従
っ
て
そ
こ
に
発

生
す
る
他
宗
に
対
す
る
憎
悪
と
よ
り
し
て
愛
憎
違
順
の
闘
争
の
中
に
顛
落
す
る
他

な
い
で
あ
ろ
う
。」（
山
口
益
『
前
掲
』
一
五
〇
頁
）

（
19
） 『
中
論
』「
観
四
諦
品
第
二
十
四
」〔
聖
な
る
真
理
（〔
四
〕
聖
諦
）
の
考
察
〕

　
　

 　

第
八
偈
「
諸
仏
は
二
諦
に
依
っ
て
、
衆
生
の
た
め
に
法
を
説
く
、
一
に
は
世
俗

諦
を
以
て
し
、
二
に
は
第
一
義
諦
な
り
。」（『
国
訳
』中
観
部
一
・
二
一
四
頁
）Ⓢ〔
二

つ
の
真
理
（
二
諦
）
に
も
と
づ
い
て
、
も
ろ
も
ろ
の
ブ
ッ
ダ
の
法
（
教
え
）
の
説
示

〔
が
な
さ
れ
て
い
る
〕。〔
す
な
わ
ち
〕、
世
間
の
理
解
と
し
て
の
真
理（
世
俗
諦
）と
、

ま
た
最
高
の
意
義
と
し
て
の
真
理
（
勝
義
諦
）
と
で
あ
る
。〕（
三
枝
充
悳
『
前
掲
』

七
四
六
頁
）。

　
　

 　

第
九
偈
「
若
し
人
、
能
く
二
諦
を
分
別
す
る
こ
と
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
深
仏

法
に
於
て
、
真
実
義
を
知
ら
ず
。」（『
国
訳
』中
観
部
一
・
二
一
五
頁
）、
Ⓢ〔
お
よ
そ
、

こ
れ
ら
二
つ
の
真
理
（
二
諦
）
の
区
別
を
知
ら
な
い
人
々
は
、
何
び
と
も
、
ブ
ッ
ダ

の
教
え
に
お
け
る
深
遠
な
る
真
実
義
を
、
知
る
こ
と
が
な
い
。〕（
三
枝
充
悳『
前
掲
』

七
四
八
頁
）。

　
　

 　

第
十
偈
「
若
し
俗
諦
に
依
ら
ざ
れ
ば
、
第
一
義
を
得
ず
。
第
一
義
を
得
ざ
れ
ば

則
ち
涅
槃
を
得
ず
。」（『
国
訳
』
中
観
部
一
・
二
一
五
頁
）
Ⓢ
〔〔
世
間
の
〕
言
語
慣
習



四
二

に
依
拠
し
な
く
て
は
、
最
高
の
意
義
は
、
説
き
示
さ
れ
な
い
。
最
高
の
意
義
に
到

達
し
な
く
て
は
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ（
涅
槃
）は
、
証
得
さ
れ
な
い
。〕（
三
枝
充
悳『
前

掲
』
七
五
〇
頁
）

（
20
） 
こ
の
世
俗（sam

4 vr

4 ti

）に
つ
い
て
は
、我
々
の
世
間
的
実
用
と
し
て
言
説（
こ
と
ば
）

の
世
界
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
り
、
世
俗
は
真
実
を
表
す
も
の
で
な
く
む
し
ろ
覆

い
隠
し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
覆
障
と
呼
ば
れ
、
無
明
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
世

俗
観
は
、
龍
樹
の
弟
子
で
あ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
お
い
て
語
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
「
世
俗
」
の
意
味
を
瓜
生
津
隆
真

氏
は
、
以
下
の
三
つ
で
あ
る
と
纏
め
ら
れ
て
い
る
。「（
１
）
あ
ま
ね
く
覆
っ
て
い

る
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
真
実
（
本
性
）
を
無
明
（
無
知
）
が
す
っ
か
り

覆
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
世
俗
は
無
明
で
あ
る
。（
２
）
相
互
に
よ
り
合
っ
て

生
起
し
て
い
る
、す
な
わ
ち
、世
俗
は
互
い
に
つ
な
が
り
合
っ
て（
さ
さ
え
合
っ
て
）

成
立
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
世
俗
は
縁
起
で
あ
る
。（
３
）
印
定
（
認
可
）、
言

説
と
い
う
意
味
で
、し
か
も
能
詮
・
所
詮（
あ
ら
わ
す
も
の
・
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
）、

能
知
・
所
知
（
知
る
も
の
・
知
ら
れ
る
も
の
）
な
ど
の
特
質
を
持
つ
。
す
な
わ
ち

世
俗
と
は
、言
語
表
現（
こ
と
ば
）で
あ
り
、能
所（
主
客
）対
立
の
上
に
成
立
す
る
。」

（『
龍
樹　

空
の
論
理
と
菩
薩
の
道
』
二
五
七
頁　

大
法
輪
閣　

二
〇
〇
四
年
）。
し

か
し
、
こ
こ
で
龍
樹
に
お
い
て
説
か
れ
る
二
諦
は
、「
約
教
の
二
諦
」と
も
い
わ
れ
、

そ
れ
は
「
教
え
に
限
定
し
て
、
二
種
の
真
理
を
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
空

性
の
教
説
に
お
け
る
否
定
の
言
説
が
、
言
説
を
超
え
る
絶
対
の
真
実
を
指
し
示
し

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
」（
二
五
六
頁
）
と
も
述
べ
ら
れ
、
世

俗
諦
と
し
て
「
空
性
」
を
明
ら
か
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
世
俗
に
つ
い
て
は
中
観

派
に
お
い
て
種
々
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
論
に
お
い
て
は
龍
樹
の「
約

教
の
二
諦
」
の
立
場
で
論
じ
て
い
る
。

（
21
）『
国
訳
』
中
観
部
一
・
一
〇
四
頁

（
22
）『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

二
九
頁

（
23
）『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

五
四
頁

（
24
） 

武
田
龍
精
氏
は
、
天
親
の
「
願
生
」
に
つ
い
て
、「「
願
生
」
の
「
生
」
が
す
で
に
実

生
死
の
生
で
は
な
い
以
上
、「
願
」
も
す
で
に
実
衆
生
実
生
死
の
場
で
の
「
願
」
で

は
な
い
こ
と
が
先
ず
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
そ
の
よ
う
な
場
で
の

「
願
」
は
如
何
な
る
「
願
」
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
実
衆
生
実
生
死
の

生
否
定
へ
の
方
向
性
を
示
す
概
念
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。「
願
生
」
と
は
実
衆
生
実

生
死
の
生
否
定
そ
れ
自
体
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は

日
常
的
世
俗
性
の
場
の
否
定
に
外
な
ら
ず
、「
願
生
」
に
は
そ
う
い
う
こ
と
が
意
味

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」（「「
往
生
」
の
原
理
的
構
造
‐
曇
鸞
の
「
因

縁
生
」
義
を
根
底
と
し
て
‐
」（『
真
宗
学
』
五
〇　

一
九
七
四
年
））
と
、「
生
」
に

つ
い
て
「
因
縁
生
」
で
語
ら
れ
る
な
ら
ば
、「
願
」
に
つ
い
て
も
必
然
的
に
そ
の
よ

う
な
意
味
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
25
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

五
五
頁
「
問
ひ
て
い
は
く
、
な
ん
の
義
に
よ
り
て
か
往
生
と

説
く
。
答
へ
て
い
は
く
、
こ
の
間
の
仮
名
人
の
な
か
に
お
い
て
五
念
門
を
修
す
る

に
、
前
念
は
後
念
の
た
め
の
因
と
な
る
。
穢
土
の
仮
名
人
と
浄
土
の
仮
名
人
と
、

決
定
し
て
一
な
る
を
得
ず
、
決
定
し
て
異
な
る
を
得
ず
。
前
心
後
心
ま
た
か
く
の

ご
と
し
。
な
に
を
も
っ
て
の
ゆ
ゑ
に
。
も
し
一
な
ら
ば
す
な
は
ち
因
果
な
く
、
も

し
異
な
ら
ば
す
な
は
ち
相
続
に
あ
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
こ
の
義
は
一
異
の
門
を
観
ず

る
論
の
な
か
に
委
曲
な
り
。」

（
26
） 

武
田
龍
精
「
前
掲
」
七
一
〜
七
三
頁

（
27
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

三
六
頁
「
略
し
て
か
の
阿
弥
陀
仏
国
土
の
十
七
種
の
荘
厳

成
就
を
説
く
。
如
来
の
自
身
利
益
大
功
徳
力
成
就
と
、
利
益
他
功
徳
成
就
を
示
現

せ
ん
が
ゆ
ゑ
な
り
。
か
の
無
量
寿
仏
国
土
の
荘
厳
は
第
一
義
諦
妙
境
界
相
な
り
。

十
六
句
お
よ
び
一
句
次
第
と
し
て
説
け
り
、
知
る
べ
し
。」

（
28
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

五
七
頁
「
仏
本
こ
の
荘
厳
清
浄
功
徳
を
起
し
た
ま
へ
る
所
以

は
、
三
界
を
見
そ
な
は
す
に
、
こ
れ
虚
偽
の
相
、
こ
れ
輪
転
の
相
、
こ
れ
無
窮
の

相
に
し
て
、
蚇
蠖　
屈
ま
り
伸
ぶ
る
虫
な
り　

の
循
環
す
る
が
ご
と
く
、
蚕
繭　
蚕
衣

な
り　

の
自
縛
す
る
が
ご
と
し
。
あ
は
れ
な
る
か
な
衆
生
、
こ
の
三
界
に
締　
結

び
て
解
け
ず　

ら
れ
て
、
顛
倒･

不
浄
な
り
。
衆
生
を
不
虚
偽
の
処
、
不
輪
転
の
処
、

不
無
窮
の
処
に
置
き
て
、
畢
竟
安
楽
の
大
清
浄
処
を
得
し
め
ん
と
欲
し
め
す
。
こ



四
三

の
ゆ
ゑ
に
こ
の
清
浄
荘
厳
功
徳
を
起
し
た
ま
へ
り
。」

（
29
） 
山
口
益
『
世
親
の
浄
土
論
』（
法
蔵
館　

一
九
六
六
年
三
月
）
一
一
二
頁
参
照
。

（
30
） 

徳
永
道
雄
「
論
註
の
二
諦
」（『
宗
学
院
論
輯
』
四
三　

一
九
七
五
年
）
参
照
。
因
縁

法
は
直
ち
に
有
で
は
な
く
、
空
性
を
は
ら
む
も
の
と
し
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て

仮
有
で
あ
る
。

（
31
） 

山
口
益
氏
は
、「「
第
一
義
諦
」
が
、
論
註
で
は
「
仏
因
縁
法
」
と
い
わ
れ
て
い
る
か

ら
、
そ
れ
は
中
観
説
で
い
え
ば
、
空
性
真
如
で
は
な
く
し
て
空
用
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
。
清
浄
（vyavadāna)
が
第
一
義
諦
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

第
一
義
諦
は
空
性
で
な
く
し
て
、
そ
う
い
う
内
容
に
お
い
て
理
解
せ
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
。（『
前
掲
』
一
一
四
頁
）

（
32
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

三
八･

三
九
頁
「
こ
の
三
種
の
成
就
は
、
願
心
を
も
っ
て
荘

厳
せ
り
、
知
る
べ
し
。
略
し
て
一
法
句
に
入
る
こ
と
を
説
く
が
ゆ
ゑ
な
り
。
一
法

句
と
い
ふ
は
い
は
く
、
清
浄
句
な
り
。
清
浄
句
と
い
ふ
は
い
は
く
、
真
実
智
慧
無

為
法
身
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。」

（
33
） 

山
口
益　
『
前
掲
』　

一
五
二
頁
‐
一
六
一
頁
参
照
。

（
34
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
三
九
頁
『
論
』
の
「
ま
た
向
に
荘
厳
仏
土
功
徳
成
就
と
荘

厳
仏
功
徳
成
就
と
荘
厳
菩
薩
功
徳
成
就
と
を
観
察
す
る
こ
と
を
説
け
り
。
こ
の
三

種
の
成
就
は
、願
心
を
も
っ
て
荘
厳
せ
り
、知
る
べ
し
」と
い
う
文
を
承
け
て
、「「
知

る
べ
し
」
と
は
、
こ
の
三
種
の
荘
厳
成
就
は
、
本
四
十
八
願
等
の
清
浄
願
心
の
荘

厳
し
た
ま
へ
る
と
こ
ろ
な
る
に
よ
り
て
、
因
浄
な
る
が
ゆ
ゑ
に
果
浄
な
り
。
無
因

と
他
因
の
有
に
は
あ
ら
ざ
る
を
知
る
べ
し
と
な
り
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
35
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
三
九
頁
「
上
の
国
土
の
荘
厳
十
七
句
と
、
如
来
の
荘
厳
八

句
と
、
菩
薩
の
荘
厳
四
句
と
を
広
と
な
す
。
一
法
句
に
入
る
を
略
と
な
す
。」

（
36
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
三
九
頁
「
な
ん
が
ゆ
ゑ
ぞ
広
略
相
入
を
示
現
す
る
と
な
れ

ば
、
諸
仏･

菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
に
は
法
性
法
身
、
二
に
は
方
便

法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
よ
り
て
方
便
法
身
を
生
ず
．
方
便
法
身
に
よ
り
て
法
性

法
身
を
出
す
。
こ
の
二
の
法
身
は
異
に
し
て
分
つ
べ
か
ら
ず
。
一
に
し
て
同
ず
べ

か
ら
ず
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
広
略
相
入
し
て
、
統
ぶ
る
に
法
の
名
を
も
っ
て
す
。
菩
薩

も
し
広
略
相
入
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
自
利
利
他
す
る
こ
と
あ
た
は
ざ
れ
ば

な
り
。」

　
　

 

香
月
院
深
励
氏
は
、
こ
こ
に
曇
鸞
が
「
諸
仏
菩
薩
」
に
つ
い
て
二
種
の
法
身
が
あ
る

こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
は｢

弥
陀
一
仏
」
に
つ
い
て
述
べ
て
あ
る
こ
と
を

指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
香
月
院
深
励
『
論
註
講
苑
』
法
蔵
館
）　

六
一
九
頁

（
37
） 

石
田
充
之
「
曇
鸞
教
学
の
背
景
と
そ
の
基
本
理
念
」（『
曇
鸞
教
学
の
世
界
』
龍
谷
大

学
浄
土
真
宗
学
会
編　

一
九
六
三
年
二
月
）
参
照
。

（
38
） 

池
本
重
臣
『
親
鸞
教
学
の
教
理
史
的
研
究
』（
永
田
文
昌
堂　

一
九
六
九
年
）「
論
註

の
二
種
法
身
説
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
39
） 『
真
聖
註
』七
祖
篇　

一
四
〇
頁『
論
』の「
一
法
句
と
い
ふ
は
い
は
く
、清
浄
句
な
り
．

清
浄
句
と
い
ふ
は
い
は
く
、
真
実
智
慧
無
為
法
身
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。」
に
対
し
、

「
こ
の
三
句
は
展
転
し
て
相
入
す
。
な
ん
の
義
に
よ
り
て
か
、
こ
れ
を
名
づ
け
て

法
と
な
す
。
清
浄
を
も
っ
て
の
ゆ
ゑ
な
り
。
な
ん
の
義
に
よ
り
て
か
、
名
づ
け
て

清
浄
と
な
す
。
真
実
智
慧
無
為
法
身
な
る
を
も
っ
て
の
ゆ
ゑ
な
り
。「
真
実
智
慧
」

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

為
法
身
」と
は
法
性
身
な
り
。
法
性
は
寂
滅
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
法
身
は
無
相
な
り
。」

（
40
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
四
〇
頁
「
無
相
の
ゆ
ゑ
に
よ
く
相
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
こ

の
ゆ
ゑ
に
相
好
荘
厳
は
す
な
は
ち
法
身
な
り
。
無
知
の
ゆ
ゑ
に
よ
く
知
ら
ざ
る
は

な
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
一
切
種
智
は
す
な
は
ち
真
実
の
智
慧
な
り
。」

（
41
） 

徳
永
道
雄
「
前
掲
」
六
一
頁　

参
照
。

（
42
） 

高
木
昭
良「
論
註
に
お
け
る
往
生
思
想
に
就
い
て
‐
空
思
想
の
展
開
‐
」（『
印
仏
研
』

三
巻
二
号　

一
九
五
五
年
）
参
照
。

（
43
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
二
三
頁

（
44
） 『
論
』
起
観
生
信
章
に
お
い
て
「
も
し
善
男
子･

善
女
人
、
五
念
門
を
修
し
て
行
成

就
し
ぬ
れ
ば
、
畢
竟
じ
て
安
楽
国
土
に
生
じ
て
、
か
の
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ

る
こ
と
を
得
。」、
さ
ら
に
利
行
満
足
章
に
「
菩
薩
は
か
く
の
ご
と
く
五
念
の
行
を

修
し
て
自
利
利
他
す
。
速
や
か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
す
る
こ
と
を
得

る
ゆ
ゑ
な
り
。」と
あ
る
が
、
こ
の
両
者
と
も
五
念
門
行
を
修
す
る
と
い
う
こ
と
で
、



四
四

修
相
上
本
質
的
差
異
は
な
い
と
い
え
る
。（
矢
田
了
章
「
論
註
に
お
け
る
願
生
者
に

つ
い
て
」『
印
仏
研
』
一
六
巻
二
号　

一
九
六
八
年
）
参
照
。

（
45
） 『
論
註
』
下
巻
・
観
察
体
相
章
・
衆
生
世
間
「「
未
証
浄
心
の
菩
薩
」
と
は
、
初
地
以

上
七
地
以
還
の
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
な
り
。（
中
略
）
こ
の
菩
薩
、
願
じ
て
安
楽
浄
土

に
生
ず
れ
ば
、
す
な
は
ち
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
。
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま

つ
る
時
、
上
地
の
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
と
畢
竟
じ
て
身
等
し
く
法
等
し
。
龍
樹
菩
薩
、

婆
藪
槃
頭
菩
薩
（
天
親
）
の
輩
、
か
し
こ
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
は
、
ま
さ
に
こ
れ

が
た
め
な
る
べ
し
。」（『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
三
二
頁
）

（
46
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

四
七
頁
「
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
に
お
い
て
阿
毘
跋
致
を
求

む
る
を
難
と
な
す
。
こ
の
難
に
す
な
は
ち
多
途
あ
り
。
ほ
ぼ
五
三
を
ひ
い
て
、
も
っ

て
義
の
意
を
示
さ
ん
。
一
に
は
外
道
の
相
善
は
菩
薩
の
法
を
乱
る
。
二
に
は
声
聞

は
自
利
に
し
て
大
慈
悲
を
障
ふ
。
三
に
は
無
顧
の
悪
人
は
他
の
勝
徳
を
破
る
。
四

に
は
顛
倒
の
善
果
は
よ
く
梵
行
を
壊
つ
。
五
に
は
た
だ
こ
れ
自
力
に
し
て
他
力
の

持
つ
な
し
。」

（
47
） 

註
（
28
）。『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

五
八
頁
「
こ
の
三
界
は
け
だ
し
こ
れ
生
死
の
凡
夫

の
流
転
の
闇
宅
な
り
。」・『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』（『
真
聖
註
』七
祖
篇　

一
七
六
頁
）「
わ

れ
無
始
よ
り
三
界
に
循
り
て
、
虚
妄
輪
の
た
め
に
回
転
せ
ら
る
。
一
念
一
時
に
造

る
と
こ
ろ
の
業
、
足
六
道
に
繋
が
れ
三
塗
に
滞
ま
る
。」

（
48
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

四
七
・
四
八
頁
「「
易
行
道
」
と
は
、
い
は
く
、
た
だ
信
仏
の

因
縁
を
も
っ
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
仏
願
力
に
乗
じ
て
、
す
な
は
ち
か

の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
、
仏
力
住
持
し
て
、
す
な
は
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
。

正
定
す
な
は
ち
こ
れ
阿
毘
跋
致
な
り
。
た
と
へ
ば
水
路
に
船
に
乗
ず
れ
ば
す
な
は

ち
楽
し
き
が
ご
と
し
。
こ
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
』（
浄
土
論
）
は
、
け
だ
し
上

衍
の
極
致
、
不
退
の
風
航
な
る
も
の
な
り
。」

（
49
） 

仏
力
の
住
持
に
つ
い
て
は
、
主
功
徳
釈
に
黄
鵠
と
子
安
の
譬
喩
を
用
い
て
、「
安

楽
国
は
〔
阿
弥
陀
仏
の
〕
正
覚
の
た
め
に
よ
く
そ
の
国
を
持
せ
ら
る
。
あ
に
正
覚

の
事
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。」（『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

七
一
頁
）
と
、
阿
弥

陀
仏
の
浄
土
に
は
仏
力
が
た
も
た
れ
て
お
り
、
自
然
に
浄
土
へ
往
生
し
た
も
の
は

正
定
聚
の
位
に
至
り
、
正
覚
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
50
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

九
三･

九
四
頁
。『
大
経
』
の
第
十
七
・
十
八
願
成
就
文
を
引

い
た
後
「
こ
れ
を
案
じ
て
い
ふ
に
、
一
切
の
外
道
・
凡
夫
人
、
み
な
往
生
を
得

ん
。」
と
示
し
た
上
で
、
続
い
て
『
観
経
』
下
下
品
の
文
を
引
い
た
後
「
あ
き
ら
か

に
知
り
ぬ
、
下
品
の
凡
夫
た
だ
正
法
を
誹
謗
せ
ざ
れ
ば
、
仏
を
信
ず
る
因
縁
を

も
っ
て
み
な
往
生
を
得
。」
と
謗
法
罪
以
外
の
下
品
の
凡
夫
が
往
生
で
き
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
論
』
に
お
い
て
天
親
が
「
普
共
諸
衆
生
」
と

い
わ
れ
た
衆
生
は
『
論
』
当
面
か
ら
言
う
な
ら
ば
観
見
願
生
で
き
る
菩
薩
と
見
ら

れ
る
べ
き
も
の
を
、『
論
註
』
に
お
い
て
曇
鸞
は
『
大
経
』
の
第
十
八
願
成
就
文
と

『
観
経
』
下
下
品
の
文
を
引
用
し
た
こ
と
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
村
上
速
水
氏

は
、「
こ
の
論
は
、
す
で
に
論
主
が
「
我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
」
と
い
わ
れ
る
論

で
あ
り
、
そ
の
修
多
羅
と
は
題
号
の
通
り
浄
土
三
部
経
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
三
経
所
対
の
機
が
、
普
共
諸
衆
生
の
衆
生
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ

る
。
そ
の
三
経
所
対
の
機
は
下
下
品
の
悪
人
ま
で
も
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

今
、
鸞
師
が
、
論
主
所
共
の
機
を
こ
の
悪
人
と
さ
れ
る
こ
と
は
何
の
無
理
も
な
い
」

（「
曇
鸞
大
師
に
お
け
る
人
間
」　
（『
曇
鸞
教
学
の
研
究
』
龍
谷
大
学
真
宗
学
会
編　

一
九
六
三
年
））
と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
51
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

九
七
・
九
八
頁
「「
心
に
在
る
」。
か
の
造
罪
の
人
は
み
づ
か

ら
虚
妄
顛
倒
の
見
に
依
止
し
て
生
ず
。
こ
の
十
念
は
善
知
識
の
方
便
安
慰
に
よ
り

て
実
相
の
法
を
聞
き
て
生
ず
。（
中
略
）「
縁
に
在
る
」。
か
の
造
罪
の
人
は
み
づ
か

ら
妄
想
の
心
に
依
止
し
、
煩
悩
虚
妄
の
果
報
の
衆
生
に
よ
り
て
生
ず
。
こ
の
十
念

は
無
上
の
信
心
に
依
止
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
方
便
荘
厳
真
実
清
浄
無
量
の
功
徳

の
名
号
に
よ
り
て
生
ず
。（
中
略
）「
決
定
に
在
る
」。
か
の
造
罪
の
人
は
有
後
心

･

有
間
心
に
依
止
し
て
生
ず
。
こ
の
十
念
は
無
後
心･

無
間
心
に
依
止
し
て
生
ず
。

こ
れ
を
決
定
と
名
づ
く
。」
こ
の
中
で
特
に
、「
在
縁
」
に
つ
い
て
名
号
に
よ
る
力

用
を
述
べ
て
い
る
事
に
注
目
さ
れ
る
。

（
52
） 『
真
聖
註
』七
祖
篇　

一
二
六
頁「
た
と
へ
ば
浄
摩
尼
珠
を
、こ
れ
を
濁
水
に
置
け
ば
、

水
す
な
は
ち
清
浄
な
る
が
ご
と
し
。
も
し
人
、
無
量
生
死
の
罪
濁
に
あ
り
と
い
へ



四
五

ど
も
、
か
の
阿
弥
陀
如
来
の
至
極
無
生
清
浄
の
宝
珠
の
名
号
を
聞
き
て
、
こ
れ
を

濁
心
に
投
ぐ
れ
ば
、念
々
の
う
ち
に
罪
滅
し
て
心
浄
ま
り
、す
な
は
ち
往
生
を
得
。」

（
53
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
二
六
頁
「
ま
た
こ
れ
摩
尼
珠
を
玄
黄
の
幣
を
も
っ
て
裏
み

て
、
こ
れ
を
水
に
投
ぐ
れ
ば
、
水
す
な
は
ち
玄
黄
に
し
て
も
っ
ぱ
ら
物
の
色
の
ご

と
く
な
り
。
か
の
清
浄
仏
土
に
阿
弥
陀
如
来
の
無
上
の
宝
珠
ま
し
ま
す
。
無
量
の

荘
厳
功
徳
成
就
の
帛
を
も
っ
て
裏
み
て
、
こ
れ
を
往
生
す
る
と
こ
ろ
の
人
の
心
水

に
投
ぐ
れ
ば
、
あ
に
生
見
を
転
じ
て
無
生
の
智
と
な
す
こ
と
あ
た
は
ざ
ら
ん
や
。」

（
54
） 

藤
田
宏
達
氏
は
、『
論
』の
所
依
の
経
典
を『
観
経
』と
み
ら
れ
る
説（
大
原
性
実「
観

無
量
寿
経
と
浄
土
論
–
観
経
中
国
撰
述
説
に
対
す
る
一
疑
問
–
」（『
龍
谷
大
学
論

集
』
三
五
九
号　

一
九
五
五
年
）
に
対
し
、『
観
経
』
の
イ
ン
ド
撰
述
説
と
考
え
る

の
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本･

チ
ベ
ッ
ト
訳
が
存
在
し
な
い
の
で
困
難
で
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
無
量
寿
経
』と
す
る
説
は
、
曇
鸞
当
時
に
お
い
て『
無

量
寿
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
は
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
曇
鸞
は
『
阿
弥
陀
経
』

を
『
舎
衛
国
無
量
寿
経
』
と
述
べ
『
無
量
寿
経
』
と
混
同
し
、『
無
量
寿
経
』
と
理
解

し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
藤
田
宏
達
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』　

岩
波

書
店　

一
九
七
〇
年
）
本
論
も
こ
れ
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
論

註
』
に
お
け
る
所
依
の
経
典
は
『
仏
説
無
量
寿
経
』『
仏
説
阿
弥
陀
経
』『
仏
説
観
無

量
寿
経
』
の｢

三
部
経
」
で
あ
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
55
） 『
真
聖
註
』七
祖
篇　

四
八
頁「「
無
量
寿
」は
こ
れ
安
楽
浄
土
の
如
来
の
別
号
な
り
。

釈
迦
牟
尼
仏
、
王
舎
城
お
よ
び
舎
衛
国
に
ま
し
ま
し
て
、
大
衆
の
な
か
に
お
い
て

無
量
寿
仏
の
荘
厳
功
徳
を
説
き
た
ま
へ
り
。
す
な
は
ち
仏
（
阿
弥
陀
仏
）
の
名
号

を
も
っ
て
経
の
体
と
な
す
。」

（
56
） 

神
子
上
恵
龍
『
真
宗
学
の
根
本
問
題
』（
永
田
文
昌
堂　

一
九
六
二
年
）

一
一
五
・
一
一
六
頁
参
照
。

（
57
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
五
五
頁
「
な
ん
の
因
縁
あ
り
て
か｢

速
や
か
に
阿
耨
多
羅

三
藐
三
菩
提
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
」
と
い
へ
る
。
答
へ
て
い
は
く
、『
論
』（
浄

土
論
）
に｢

五
門
の
行
を
修
し
て
、
自
利
利
他
成
就
す
る
を
も
っ
て
の
ゆ
ゑ
な
り
」

と
い
へ
り
。
し
か
る
に
覈
に
其
の
本
を
求
む
る
に
、
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
な

す
。」

（
58
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
五
五
頁
「
お
ほ
よ
そ
こ
れ
か
の
浄
土
に
生
ず
る
と
、
お
よ

び
か
の
菩
薩･

人･

天
の
所
起
の
諸
行
と
は
、
み
な
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
よ
る

が
ゆ
ゑ
な
り
。
な
に
を
も
っ
て
こ
れ
を
い
ふ
と
な
れ
ば
、
も
し
仏
力
に
あ
ら
ず
は
、

四
十
八
願
す
な
は
ち
こ
れ
徒
説
な
ら
ん
。」

（
59
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
五
六
頁｢

仏
願
力
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
十
念
の
念
仏
を
も
っ

て
す
な
は
ち
往
生
を
得
。
往
生
を
得
る
が
ゆ
ゑ
に
、
す
な
は
ち
三
界
輪
転
の
事
を

勉
る
。
輪
転
な
き
が
ゆ
ゑ
に
、
ゆ
ゑ
に
速
や
か
な
る
こ
と
を
得
る
一
の
証
な
り
。」

（
60
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
五
六
頁
「
仏
願
力
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
正
定
聚
に
住
す
。
正

定
聚
に
住
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
か
な
ら
ず
滅
度
に
至
り
て
も
ろ
も
ろ
の
回
伏
の
難
な

し
。
ゆ
ゑ
に
速
や
か
な
る
こ
と
を
得
る
二
の
証
な
り
。」

（
61
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
五
七
頁
「
仏
願
力
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
常
倫
諸
地
の
行
を

超
出
し
、
現
前
に
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
。
常
倫
諸
地
の
行
を
超
出
す
る
を
も
っ

て
の
ゆ
ゑ
に
、
ゆ
ゑ
に
速
や
か
な
る
こ
と
を
得
る
三
の
証
な
り
。」

（
62
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
五
六
頁
「
こ
れ
を
も
っ
て
推
す
る
に
、
他
力
を
増
上
縁
と

な
す
。」

（
63
） 『
観
経
』
に
お
い
て
下
品
の
往
生
は
、「
か
く
の
ご
と
く
心
を
至
し
て
声
を
し
て
絶

え
ざ
ら
し
め
て
、
十
念
を
具
足
し
て
〈
南
無
阿
弥
陀
仏
〉（
南
無
無
量
寿
仏
）
と
称

せ
ん
。」
と
、
称
名
に
よ
る
往
生
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
曇
鸞
は
八
番
問
答

で
「
下
品
の
凡
夫
た
だ
正
法
を
誹
謗
せ
ざ
れ
ば
、
仏
を
信
ず
る
因
縁
を
も
っ
て
み

な
往
生
を
得
。」
と
第
十
八
願
と
同
様
に
理
解
し
て
い
る
。

（
64
） 

池
本
重
臣
『
親
鸞
教
学
の
教
理
史
的
研
究
』（
永
田
文
昌
堂　

一
九
六
九
年
）

二
三
九
頁
以
下
、
参
照
。

（
65
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
〇
三
頁
「｢

か
の
名
義
の
ご
と
く
、
如
実
に
修
行
し
て
相

応
せ
ん
と
欲
す
」
と
は
、
か
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
は
、
よ
く
衆
生
の
一
切
の
無

明
を
破
し
、
よ
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
ふ
。
し
か
る
に
名
を
称
し
憶

念
す
れ
ど
も
、
無
明
な
ほ
あ
り
て
所
願
を
満
て
ざ
る
も
の
あ
り
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

如
実
に
修
行
せ
ず
、
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。」



四
六

（
66
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

五
三
頁

（
67
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

四
七
頁

（
68
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
五
六
頁

（
69
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
〇
四
頁
「
問
ひ
て
い
は
く
、
名
を
ば
法
の
指
と
な
す
。
指

を
も
っ
て
月
を
指
す
が
ご
と
し
。
も
し
仏
の
名
号
を
称
す
る
に
は
す
な
は
ち
願
を

満
つ
る
こ
と
を
得
と
い
は
ば
、
月
を
指
す
指
、
よ
く
闇
を
破
す
べ
し
。
も
し
月
を

指
す
指
、
闇
を
破
す
こ
と
あ
た
は
ず
は
、
仏
の
名
号
を
称
す
と
も
、
ま
た
な
ん
ぞ

よ
く
願
を
満
て
ん
や
。
答
へ
て
い
は
く
、
諸
法
万
差
な
り
。
一
概
す
べ
か
ら
ず
。

名
の
法
に
即
す
る
あ
り
。
名
の
法
に
異
す
る
あ
り
。
名
の
法
に
即
す
る
と
は
、
諸

仏･

菩
薩
の
名
号
、
般
若
波
羅
密
、
お
よ
び
陀
羅
尼
の
章
句
、
禁
呪
の
音
辞
等
こ

れ
な
り
。」

（
70
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
二
三
頁
「
そ
れ
法
性
は
清
浄
に
し
て
畢
竟
無
生
な
り
。」

（
71
） 『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
〇
三
頁

（
72
） 

藤
堂
恭
俊
『
無
量
寿
経
論
註
の
研
究
』（
仏
教
文
化
研
究
所　

一
九
五
八
年
）

一
八
〇
頁
、
参
照
。

（
73
） 『
真
聖
註
』七
祖
篇　

一
一
八
頁「
こ
れ
い
か
ん
が
不
思
議
な
る
。か
の
土
の
光
明
は
、

如
来
の
智
慧
の
報
よ
り
起
れ
り
。
こ
れ
に
触
る
れ
ば
、
無
明
の
黒
闇
つ
ひ
に
か
な

ら
ず
消
除
す
。」

（
74
） 『
論
註
』
上
巻･

観
察
門･

妙
声
功
徳
釈
（『
真
聖
註
』
七
祖
篇
七
〇
頁
）「
も
し
人
た

だ
安
楽
浄
土
の
名
を
聞
き
て
往
生
を
欲
願
す
る
に
、
ま
た
願
の
ご
と
く
な
る
こ
と

を
得
と
。」

　
　

 

下
巻
。
観
察
体
相
章
・
妙
声
功
徳
釈
（『
真
聖
註
』
七
祖
篇　

一
一
九
頁
）「
も
し
人
、

た
だ
か
の
国
土
の
清
浄
安
楽
な
る
を
聞
き
て
、
剋
念
し
て
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、

ま
た
往
生
を
得
て
、
す
な
は
ち
正
定
聚
に
入
る
。」

　
　

 

下
巻･

起
観
生
信
章
・
作
願
門
釈（『
真
聖
註
』七
祖
篇　

一
〇
六
頁
）「
一
心
に
も
っ

ぱ
ら
阿
弥
陀
如
来
を
念
じ
て
か
の
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
こ
の
如
来
の
名
号

お
よ
び
か
の
国
土
の
名
号
、
よ
く
一
切
の
悪
を
止
む
。」
と
、
こ
の
よ
う
に
国
土
の

名
号
に
つ
い
て
も
仏
名
号
と
同
様
に
重
要
視
し
て
い
る
。

（
75
） 『
真
聖
註
』七
祖
篇　

一
二
一･

一
二
二
頁
。「
淄･

澠
の
一
味
な
る
が
ご
と
し
」と
は
、

淄
川
、
澠
川
（
中
国
山
東
省
に
あ
る
河
の
名
）
の
二
河
は
、
水
の
味
が
異
な
る
が
、

海
に
そ
そ
げ
ば
一
つ
の
味
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
た
い
ら　

こ
う
り
ゅ
う
：
筑
紫
女
学
園
中
学
校　

教
諭
・
本
学
非
常
勤
講
師
）


