
二
九

お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
第
六
巻　

二
九
〜
四
一

は
じ
め
に

親
鸞
の
思
想
体
系
の
中
心
に
位
置
す
る
概
念
は
、「
他
力
」
で
あ
る
。
親
鸞
の
全
思

想
は
、
こ
の
「
他
」
な
る
力
の
直
覚
を
出
発
点
と
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
し
、
ま
た
、

そ
の
著
作
の
す
べ
て
の
叙
述
は
、
こ
の
「
他
力
」
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
営
為
で
あ
っ

た
と
も
言
え
る
。

そ
の
著
『
唯
信
鈔
文
意
』
冒
頭
に
「
本
願
他
力
を
た
の
み
て
自
力
を
は
な
れ
た
る
、

こ
れ
を
唯
信
と
い
ふ
」（
『
全
集
』
三
・
一
五
五
（
1
））

と
あ
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
、
自
己
に

由
来
す
る
す
べ
て
を
捨
て
去
り
、
ひ
た
す
ら
に
、
他
力
に
帰
依
す
る
こ
と
を
も
っ
て
自

ら
の
信
仰
の
中
核
と
し
た
。
親
鸞
は
「
他
力
」
を
、「
本
願
他
力
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
法
蔵
神
話
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
よ
っ
て
発
動
す
る

力
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
は
理
解
さ
れ
る
。

　

は
る
か
遠
い
過
去
世
に
お
い
て
、
世
自
在
王
如
来
の
下
で
出
家
し
た
法
蔵
菩
薩
は
、

衆
生
の
苦
し
み
を
見
て
、
す
べ
て
の
衆
生
を
成
仏
さ
せ
た
い
と
願
っ
た
。
そ
の
た
め
の

手
立
て
を
五
劫
の
間
考
え
て
（
五
劫
思
惟
）、
無
始
無
終
の
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
衆

生
を
み
な
西
方
浄
土
に
救
い
取
る
四
八
の
誓
願
を
立
て
た
。
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
誓

願
が
、
王
本
願
と
も
よ
ば
れ
る
第
十
八
願
で
、
そ
の
内
容
は
、「
浄
土
往
生
を
願
っ
て

念
仏
す
る
衆
生
が
全
て
往
生
す
る
ま
で
、
自
分
は
成
仏
す
ま
い
。」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

法
蔵
神
話
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
誓
願
を
立
て
た
法
蔵
菩
薩
は
、
今
よ
り
十
劫
の

親
鸞
に
お
け
る
「
自
己
」
と
「
他
力
」―

そ
の
連
続
性
と
非
連
続
性
を
め
ぐ
っ
て―頼　

住　

光　

子

昔
に
成
仏
し
て
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
念
仏
を
称
え
る
衆
生
は
、
法
蔵

菩
薩
（
因
位
の
阿
弥
陀
仏
）
の
誓
願
に
よ
っ
て
既
に
救
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
法
蔵
菩
薩
が
こ
の
よ
う
な
誓
願
を
立
て
た
の
は
、
そ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
で

は
衆
生
は
成
仏
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ
の
神
話
が
語
る
の
は
、
輪
廻
の
中
で
苦
し
む
衆
生
に
と
っ
て
、
輪
廻
を
解
脱
し
た

救
済
者
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、「
他
」
な
る
存
在
で
あ
る
法
蔵
菩
薩
（
因
位
の
阿
弥

陀
仏
）
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
救
済
力
を
持
つ
に
至
っ
た
か
で
あ
る
。
同
時
に
、
神
話

は
、
な
ぜ
衆
生
が
救
済
さ
れ
る
た
め
に
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
、
な
ぜ
念
仏
を
称
え
る
と
救
わ
れ
る
の
か
も
説
明
す
る
。
法
蔵
菩
薩
が
念
仏
す
る
衆

生
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
誓
願
を
立
て
た
か
ら
、
念
仏
す
れ
ば
そ
の
誓
願
の
力
に
よ
っ

て
往
生
で
き
救
済
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
説
明
の
仕
方

が
誤
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
親
鸞
自
身
、
こ
の
よ
う
な
説
明
方
法
に
則
っ
て
叙
述

す
る
場
合
も
、
そ
の
著
作
や
書
簡
に
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
親
鸞
の

思
想
の
真
骨
頂
が
、
こ
の
よ
う
な
、
あ
る
意
味
、
図
式
的
で
常
識
的
な
他
力
の
捉
え
方

に
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
さ
ら
に
深
化
し
た
他
力
な
り

阿
弥
陀
仏
な
り
の
捉
え
方
が
親
鸞
の
思
想
に
は
あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
捉
え
方

に
こ
そ
、
親
鸞
思
想
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

本
稿
は
、
親
鸞
の
特
徴
的
な
「
他
力
」
理
解
を
解
明
す
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
。
検

討
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
通
仏
教
的
に
は
自
力
修
行
の
文
脈
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る

諸
概
念
が
、
親
鸞
に
よ
っ
て
、
絶
対
他
力
的
観
点
か
ら
読
み
か
え
ら
れ
る
過
程
を
、「
念
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親
鸞
に
お
け
る
「
自
己
」
と
「
他
力
」―

そ
の
連
続
性
と
非
連
続
性
を
め
ぐ
っ
て―

仏
」「
仏
性
」
に
焦
点
を
あ
て
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
親
鸞
の
い
う
「
他

力
」
と
は
、
自
己
の
本
来
的
次
元
と
し
て
の
「
空―

縁
起
」
な
る
次
元
を
成
立
せ
し
め
、

そ
こ
に
働
く
力
、
つ
ま
り
「
根
源
力
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、「
他

力
」
と
自
己
と
の
矛
盾
的
、
非
連
続
的
関
係
に
つ
い
て
も
、
欲
望
（
煩
悩
）
や
身
体
（
身
）

を
て
が
か
り
と
し
て
検
討
す
る
。
最
後
に
、
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
の
上
で
重
要
な
分

析
概
念
と
な
っ
て
い
る
「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
稿

の
趣
旨
を
ま
と
め
る
。

第
一
章　

念
仏
と
「
他
力
」

開
祖
で
あ
る
釈
迦
の
菩
提
樹
下
の
瞑
想
修
行
に
よ
る
開
悟
成
道
と
い
う
原
事
実
は
、

そ
の
後
の
仏
教
の
展
開
の
中
で
つ
ね
に
導
き
の
糸
と
な
っ
た
。
仏
教
信
者
た
ち
、
と
り

わ
け
大
乗
仏
教
の
信
者
た
ち
は
、
釈
迦
に
倣
っ
て
、
修
行
を
し
て
真
理
（
ダ
ル
マ
＝
法
）

を
悟
り
、
仏
（
ブ
ッ
ダ
＝
覚
者
）
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
大
乗
仏
教
の
中
で
も
最

初
期
に
生
れ
た
派
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
る
浄
土
仏
教
に
お
い
て
も
、
阿
弥
陀
仏
へ
の

帰
依
に
よ
る
救
済
が
希
求
さ
れ
た
と
は
い
え
、
瞑
想
修
行
は
依
然
と
し
て
そ
の
信
仰
実

践
の
中
心
で
あ
っ
た
。
阿
弥
陀
仏
を
説
く
現
存
す
る
最
古
の
経
典
で
あ
る
『
般
舟
三
昧

経
』
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
の
浄
土
信
仰
者
た
ち
は
、
瞑
想
に
よ
っ
て
達
成

し
た
三
昧
の
境
地
の
中
で
、
西
方
浄
土
の
荘
厳
や
浄
土
の
教
主
た
る
阿
弥
陀
仏
の
相
好

の
数
々
を
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
幻
視
す
る
修
練
を
重
ね
た
。
浄
土
経
典
に

登
場
す
る
浄
土
や
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
ま
さ
に
、
瞑
想
内
容
の
提
示
な
の

で
あ
る
。
修
行
者
た
ち
は
、
死
後
に
赴
く
浄
土
に
お
い
て
親
し
く
ま
み
え
る
は
ず
の
阿

弥
陀
仏
の
姿
を
、
瞑
想
の
中
で
あ
り
あ
り
と
見
た
の
で
あ
る
。

中
国
浄
土
教
に
お
い
て
も
、
般
舟
三
昧
等
の
瞑
想
修
行
が
行
わ
れ
、「
念
仏
」
と
呼

ば
れ
た
。
中
国
語
の
「
念
」
に
は
、
思
念
す
る
、
心
の
中
に
思
い
描
く
と
い
う
意
味

に
加
え
て
、
口
を
あ
ま
り
開
け
ず
に
低
い
声
で
読
む
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
も

手
伝
っ
て
、
観
想
念
仏
と
並
ん
で
口
称
念
仏
が
盛
ん
に
な
っ
た
。「
念
」
の
二
義
性
が
、

イ
ン
ド
で
は
観
想
念
仏
中
心
で
あ
っ
た
の
が
、
中
国
で
は
口
称
念
仏
が
発
達
し
た
こ
と

の
背
景
で
作
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
国
浄
土
教
の
祖
師
で
あ
る
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
は
、
い
ず
れ
も
末
世
の
劣
機
、

罪
悪
深
重
の
凡
夫
の
た
め
に
、
易
行
と
し
て
の
口
称
念
仏
を
唱
導
し
た
が
、
同
時
に
、

般
舟
三
昧
等
の
観
想
念
仏
を
も
重
視
し
て
い
た
。
日
本
浄
土
教
に
お
い
て
も
、
中
国

天
台
の
智
顗
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
系
譜
を
受
け
継
ぐ
叡
山
天
台
で
は
、
常
行
三

昧
（
般
舟
三
昧
）
が
行
わ
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
像
の
周
り
を
七
日
な
い
し
九
十
日
間
、
阿

弥
陀
仏
の
姿
を
心
に
念
じ
、
念
仏
を
称
え
な
が
ら
歩
行
す
る
修
行
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
瞑
想
の
う
ち
に
阿
弥
陀
仏
や
そ
の
姿
を
あ
り
あ
り
と

幻
視
す
る
観
想
念
仏
は
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
日
本
へ
と
、
口
称
念
仏
を
は
じ
め
多
様

に
展
開
し
た
浄
土
信
仰
に
お
け
る
、
い
わ
ば
通
奏
低
音
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、
こ
の
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
行
う
瞑
想
修
行
と
し
て
の
念
仏
は
、
罪
悪
深
重

で
あ
り
機
根
の
低
劣
な
末
世
の
凡
夫
に
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
の

が
、
専
修
念
仏
を
説
い
た
法
然
で
あ
り
、
そ
の
弟
子
の
親
鸞
で
あ
る
。
彼
ら
が
祖
師
と

し
て
仰
い
だ
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
ら
が
、
易
行
と
し
て
の
口
称
念
仏
を
主
張
し
つ
つ
も
、

必
ず
し
も
観
想
念
仏
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
彼
ら
は
、
観
想

念
仏
の
み
な
ら
ず
、
戒
律
の
遵
守
や
礼
拝
等
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
自
力
に
よ
る
作
善

の
不
可
能
性
を
主
張
し
、
ひ
た
す
ら
に
阿
弥
陀
の
他
力
＝
救
済
力
に
帰
依
し
そ
の
名
を

称
え
る
こ
と
（
専
修
念
仏
）
を
説
い
た
。
と
り
わ
け
、
親
鸞
は
、
自
力
を
徹
底
的
に
否

定
し
た
。
親
鸞
は
、
衆
生
の
側
の
ど
の
よ
う
な
行
為
も
浄
土
往
生
に
対
し
て
は
何
ら
有

効
性
を
持
た
な
い
と
し
た
。
つ
ま
り
、
往
生
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
「
本

願
他
力
」、
す
な
わ
ち
、
念
仏
す
る
全
て
の
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
誓
願

（
と
り
わ
け
第
十
八
願
）
に
基
づ
く
他
力
と
い
う
救
済
力
へ
の
帰
依
の
み
で
あ
り
、
そ

れ
以
外
の
自
己
に
由
来
す
る
何
者
も
救
済
に
と
っ
て
は
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
の
が

親
鸞
の
主
張
で
あ
る
。
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で
は
、
完
全
に
自
力
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
親
鸞
に
と
っ
て
「
念
仏
」
と
は
ど
の
よ

う
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
。
何
ら
か
の
言
葉
を
口
に
出
し
て
称
え
る
と
い
う
行
為
に

「
自
力
」
は
全
く
関
わ
ら
な
い
と
言
え
る
の
か
。
自
力
で
念
仏
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、

何
に
よ
っ
て
念
仏
が
可
能
と
な
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
対
し
て
、
親
鸞
の
主
著

『
教
行
信
証
』
の
「
行
」
巻
を
て
が
か
り
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

『
教
行
信
証
』「
行
」
巻
冒
頭
に
お
い
て
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

謹
ん
で
往
相
の
廻
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
。
大
行
は
、
す
な

は
ち
、
無
礙
光
如
来
の
御
名
を
称
す
る
な
り
。（
中
略
）
し
か
る
に
こ
の
行
は
大

悲
の
願
よ
り
出
た
り
。
す
な
は
ち
こ
れ
、「
諸
仏
称
揚
の
願
」
と
な
づ
け
、
ま
た
「
諸

仏
称
名
の
願
」
と
な
づ
く
。
ま
た
「
諸
仏
咨
嗟
の
願
」
と
な
づ
く
。
ま
た
「
往
相

廻
向
の
願
」
と
な
づ
く
べ
し
。
ま
た
「
選
択
称
名
の
願
」
と
な
づ
く
べ
き
な
り
。

（
『
全
集
』
一
・
一
七
）

引
用
文
に
関
し
て
、
当
面
の
議
論
と
の
か
か
わ
り
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
往

相
の
廻
向
」
と
い
う
言
葉
、
行
と
信
と
が
並
べ
ら
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
、
念
仏
が
「
諸
仏
の
念
仏
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、「
諸
仏
の
念
仏
」
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
親
鸞
は
、『
教
行
信
証
』「
行
」
巻
で

「
行
」
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
第
十
七
願
、
す
な
わ
ち
「
諸
仏
の
称
名
念
仏
」

か
ら
議
論
を
始
め
る
。
第
十
七
願
と
は
、「
た
と
ひ
、
我
、
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
十
方

世
界
の
無
量
の
諸
佛
、
こ
と
ご
と
く
咨
嗟
し
て
、
我
が
名
を
称
せ
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取

ら
じ
」
と
い
う
も
の
で
、
本
来
は
諸
仏
が
阿
弥
陀
仏
を
讃
美
す
る
よ
う
に
と
い
う
誓
願

で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
口
称
念
仏
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
称

名
念
仏
信
仰
の
流
れ
の
中
で
、「
諸
仏
に
念
仏
を
称
え
さ
せ
よ
う
」
と
い
う
誓
い
と
し

て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
「
行
」
と
は
、
開
悟
成
道
し
て
仏
（
真
理
に
目
覚
め
た
覚
者
＝
仏
陀
）
と

成
る
た
め
の
修
行
で
あ
る
か
ら
、
も
し
、
称
名
を
「
行
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
、

修
行
者
が
念
仏
を
称
え
る
こ
と
こ
そ
を
問
題
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
鸞

は
、
諸
仏
の
称
名
念
仏
を
前
面
に
出
し
て
く
る
。
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
基
づ
い
て
、
十

方
世
界
の
無
数
の
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
、
衆
生
は
、
そ
の
諸
仏
の
念
仏
に
触

発
さ
れ
て
、
自
ら
も
念
仏
を
称
え
る
（
2
）
。
た
と
え
ば
、「
行
」
巻
に
お
い
て
は
、『
無
量
寿
経
』

か
ら
「
か
の
仏
の
名
号
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
歓
喜
踊
躍
し
て
乃
至
一
念
せ
ん
こ
と
あ

ら
ん
」（
一
・
六
九
）
と
、
曇
鸞
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
か
ら
「
も
し
阿
弥
陀
の
徳
号
を
聞

き
て
歓
喜
讃
仰
し
心
に
帰
依
す
れ
ば
、
し
も
一
念
に
至
る
ま
で
大
利
を
得
」（
一
・
四
一
）

（
道
綽
『
安
楽
集
』
所
載
）
と
、
善
導
『
往
生
礼
讃
』
か
ら
「
名
を
聞
き
て
歓
喜
し
讃

す
れ
ば
（
中
略
）
聞
き
て
一
念
せ
む
」（
一
・
四
五
）
と
引
用
さ
れ
、
諸
仏
の
念
仏
を
聞

い
て
念
仏
を
称
え
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
力
で
念
仏
を
称
え
る
の
で

は
な
く
て
、
先
行
す
る
諸
仏
の
念
仏
に
引
き
出
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
自
ら
も
念
仏
を
称

え
る
と
い
う
受
動
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
は
、
衆
生
が
称
え
る
念
仏

に
先
立
っ
て
、
諸
仏
が
す
で
に
阿
弥
陀
の
本
願
他
力
に
よ
っ
て
念
仏
せ
し
め
ら
れ
、
そ

の
念
仏
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
の
念
仏
が
引
き
出
さ
れ
る
と
言
う
。
こ
こ
に
は
、

衆
生
は
諸
仏
に
よ
っ
て
、
諸
仏
は
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
、
念
仏
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
二
重
の
受
身
の
構
造
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
信
と
行
と
が
並
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
機
と
法

の
二
種
深
信
と
い
う
「
信
」
の
捉
え
方
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
信

と
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
自
力
の
断
念
と
他
力
の
自
覚
と
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
が
、

こ
の
信
も
自
発
的
に
起
こ
す
も
の
で
は
な
く
て
、「
（
阿
弥
陀
）
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た

る
信
心
」（
『
全
集
』
四
・
一
〇
）
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
受
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
信
は
た
だ
ち
に
念
仏
と
い
う
行
を
呼
び
起
こ
す
と
さ
れ
る
。
念
仏
す
る
者

を
救
う
と
し
た
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
信
に
念
仏
は
お
の
ず
か
ら
伴
う

の
で
あ
る
。
念
仏
は
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
り
信
じ
せ
し
め
ら
れ
、
そ
の
信
に
よ
っ
て
行
が

引
き
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
信
と
の
関
係
に
お
い
て
も
念
仏
は
、
阿
弥
陀
の
本
願
他
力

を
源
泉
と
す
る
、
二
重
の
受
身
の
構
造
の
中
に
あ
る
の
だ
。

さ
ら
に
、
引
用
文
の
冒
頭
の
一
文
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
信
も
行
も
、
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親
鸞
に
お
け
る
「
自
己
」
と
「
他
力
」―

そ
の
連
続
性
と
非
連
続
性
を
め
ぐ
っ
て―

阿
弥
陀
仏
に
よ
る
「
往
相
廻
向
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
、
曇
鸞
以
来
の
二
種

廻
向
の
説
に
、
独
自
の
解
釈
を
加
え
る
。
一
般
的
な
廻
向
の
捉
え
方
で
は
、
廻
向
と
は
、

自
己
の
積
ん
だ
功
徳
を
他
者
に
振
り
向
け
る
こ
と
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
で
重
視
さ
れ
た

利
他
行
の
一
環
と
さ
れ
る
。
曇
鸞
も
、
こ
の
よ
う
な
、
自
己
の
功
徳
を
他
者
に
振
り
向

け
る
と
い
う
理
解
に
依
拠
し
て
、
浄
土
信
仰
の
帰
依
者
は
、
自
己
が
念
仏
を
称
え
て
積

ん
だ
功
徳
を
他
者
に
振
り
向
け
て
、
と
も
に
西
方
浄
土
に
往
生
し
、
浄
土
に
往
生
後
は

そ
こ
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
ふ
た
た
び
穢
土
た
る
現
世
に
戻
っ

て
く
る
、
と
い
う
二
種
廻
向
を
主
張
す
る
。

こ
の
よ
う
な
廻
向
説
に
対
し
て
親
鸞
は
、
不
廻
向
説
を
唱
え
る
。
不
廻
向
と
は
、
自

力
に
よ
る
修
行
の
道
の
断
た
れ
て
い
る
衆
生
に
は
廻
向
は
不
可
能
で
あ
り
、
廻
向
で
き

る
の
は
阿
弥
陀
仏
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
往
生
し
た
り
（
往

相
）、
現
世
に
戻
っ
て
き
た
り
す
る
の
も
（
還
相
）、
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
が
そ
の
力
を
差

し
向
け
て
く
れ
て
い
る
か
ら
（
他
力
廻
向
）
な
の
だ
。
一
般
に
、「
諸
仏
称
揚
の
願
」「
諸

仏
咨
嗟
の
願
」「
諸
仏
称
名
の
願
」
と
呼
ば
れ
る
第
十
七
願
を
、
あ
え
て
親
鸞
が
「
往

相
廻
向
の
願
」「
選
択
称
名
の
願
」
と
も
呼
ぶ
真
意
は
、
ま
さ
に
、
念
仏
と
い
う
行
が
、

通
常
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
自
力
の
行
で
は
な
く
て
、
阿
弥
陀
仏
が
念
仏
を
選
び
（
選

択
称
名
）、
そ
れ
を
衆
生
に
称
え
さ
せ
往
生
さ
せ
る
べ
く
誓
願
を
立
て
て
、「
他
力
」
を

廻
向
し
て
念
仏
せ
し
め
、
浄
土
往
生
へ
と
導
い
た
（
往
相
廻
向
）
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。

衆
生
は
、
阿
弥
陀
の
他
力
に
乗
ず
る
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
往
生
が
可
能
に
な
る
。

他
力
と
は
、
衆
生
を
往
生
さ
せ
、
さ
ら
に
現
世
に
戻
ら
せ
利
他
行
へ
と
促
す
は
た
ら
き

で
あ
る
。
つ
ま
り
衆
生
は
、「
み
ず
か
ら
」
念
仏
を
称
え
る
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、

実
は
「
み
ず
か
ら
」
で
は
な
く
て
、「
他
」
な
る
力
に
よ
っ
て
称
え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
他
」
な
る
力
が
「
自
己
」
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ

の
「
他
」
な
る
力
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
力
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
章
に
お
い
て
は
、「
他
」
な
る
力
の
内
実
に
つ
い
て
、
親
鸞
の
思
想
に
お
い
て
重

要
な
意
味
を
持
つ
「
仏
性
」
理
解
を
手
が
か
り
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

第
二
章　

仏
性
と
「
他
力
」

さ
て
、「
仏
性
」
と
は
、
一
般
的
に
は
、「
仏
の
本
質
」「
成
仏
の
可
能
性
」
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
る
。「
仏
性
」
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
と
い
う
大
乗
仏
教
の

展
開
の
中
で
、
一
切
の
衆
生
が
仏
性
を
持
つ
か
否
か
と
い
う
か
た
ち
で
問
題
と
さ
れ
、

大
き
な
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
主
著
『
教
行
信
証
』
を
は
じ
め
と
す
る
親
鸞
の
著
作

に
も
、
こ
の
「
仏
性
」
と
い
う
言
葉
は
散
見
す
る
が
、
衆
生
の
側
の
成
仏
へ
の
努
力
を

す
べ
て
無
効
と
し
、「
罪
悪
深
重
の
凡
夫
」
と
い
う
人
間
観
の
も
と
、
一
切
の
自
力
の

業
を
否
定
す
る
親
鸞
に
あ
っ
て
は
、「
仏
の
本
質
」「
成
仏
へ
の
可
能
性
」
と
一
般
に
捉

え
ら
れ
る
「
仏
性
」
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
の

特
徴
的
な
仏
性
観
の
解
明
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
「
他
力
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た

い
（
3
）。さ

て
、
イ
ン
ド
で
は
、
仏
性
は
「
如
来
蔵
」
と
い
う
言
葉
で
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
、
紙
幅
の

関
係
上
、
詳
述
で
き
な
い
が
（
4
）

、
当
面
の
議
論
と
の
関
係
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、

イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
と
い
う
大
乗
仏
教
の
流
れ
の
中
で
、
如
来
蔵
が
、「
能
蔵
」「
所
蔵
」

「
隠
覆
蔵
」
の
三
側
面
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
能
蔵
」
と
は
、
衆
生
が
如
来
を
蔵
す
る
と
い
う
意
味
で
、
衆
生
の
心
の
中
に
仏
の

本
質
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
の
本
質
を
潜
在
的
に
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
故
に
修
行
す
れ
ば
開
悟
が
可
能
で
あ
る
と
展
開
さ
れ
、
衆
生
の
中
に
成
仏
へ

の
可
能
性
が
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
所
蔵
」
と
は
、
衆
生
が
如
来
に
よ
り
蔵
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
大
乗
仏
教
思
想
の
発
展
の
中
で
顕
著
に
な
っ
て
き
た
如

来
概
念
の
拡
張
と
連
動
し
て
い
る
。
当
初
は
、「
如
」（
真
理
）
の
世
界
に
「
来
」
た
っ
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て
再
び
輪
廻
の
世
界
に
は
戻
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
如
来
」、
す
な
わ
ち
修
行

完
成
者
は
、
後
に
は
、「
如
」
よ
り
迷
苦
に
満
ち
た
輪
廻
の
世
界
へ
と
「
来
」
た
る
も

の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
菩
薩
が
あ
え
て
成
仏
を
せ
ず
現
世
に
と
ど
ま
り
、

衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
大
乗
の
利
他
行
の
思
想
の
展
開
と
重
な
る
。
こ
の
よ
う
な
如

来
概
念
の
拡
張
に
支
え
ら
れ
て
、
如
来
蔵
を
「
所
蔵
」
と
し
て
理
解
す
る
説
が
成
立
し

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
如
来
は
、
迷
い
の
世
界
を
解
脱
し
て
悟
り
の
世
界
へ
と
到
達

し
た
者
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
留
ま
ら
ず
、
も
う
一
度
迷
い
の
世
界
へ
や
っ
て
来
て
衆

生
を
救
い
、
衆
生
界
を
仏
の
世
界
へ
と
化
そ
う
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
仏
に

よ
っ
て
衆
生
界
が
包
み
込
ま
れ
る
（
所
蔵
）
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
5
）
。

そ
し
て
、
如
来
が
衆
生
の
中
に
隠
れ
て
現
れ
な
い
と
い
う
「
隠
覆
蔵
」
は
、
す
で
に

仏
に
よ
っ
て
蔵
さ
れ
て
い
る
（
所
蔵
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
の
本
質
を
蔵
し
て
い
る
（
能

蔵
）
に
も
拘
ら
ず
、
実
際
に
は
、
そ
の
本
質
は
、
煩
悩
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
表
わ
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
修
行
し
開
悟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来

の
仏
の
本
質
を
顕
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
後
の
議
論
と
の
関
連
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
如
来
」
を
「
蔵
す
る
」

と
か
「
有
す
る
」
と
か
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
、
私
た
ち
が
常
識
的
に
イ
メ
ー

ジ
し
が
ち
で
あ
る
、
何
ら
か
の
物
体
を
所
有
す
る
こ
と
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
的
な
思
惟
方
法
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
世
俗
の
世
界
は
、
本
来
、

実
体
化
で
き
な
い
存
在
を
、
固
定
的
な
も
の
と
し
て
実
体
化
し
、
そ
れ
に
執
着
（
煩
悩
）

す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
お
り
、
実
体
化
し
得
な
い
も
の
を
実
体
化
す
る
と
い
う
顛
倒

を
お
か
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
迷
い
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
と
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

如
来
蔵
を
、
何
か
固
定
的
な
物
体
が
衆
生
の
心
に
宿
っ
て
い
る
と
い
う
方
向
で
捉
え
る

の
は
誤
り
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
「
蔵
」
と
い
う
事
態
が
成
り

立
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
蔵
し
た
り
蔵
さ
れ
た
り
し
て
い
る
「
如
来
」
と

は
何
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
の
仏
性

理
解
と
関
わ
ら
せ
て
後
述
し
た
い
。

さ
て
、
イ
ン
ド
で
興
隆
し
た
如
来
蔵
思
想
は
、
中
国
に
伝
播
し
、
大
い
に
発
展
し

た
。
用
語
と
し
て
は
、『
涅
槃
経
』
所
載
の
「
仏
性
」
が
多
く
用
い
ら
れ
、
五
性
各
別

説
の
法
相
宗
と
一
切
皆
成
説
の
天
台
宗
の
間
で
、
仏
性
の
有
無
を
巡
っ
て
盛
ん
な
論
争

が
起
っ
た
。
中
国
の
仏
性
思
想
の
中
で
本
稿
の
論
旨
と
の
関
係
で
確
認
し
て
お
き
た
い

の
は
、
浄
土
思
想
の
系
譜
の
中
で
主
張
さ
れ
た
闡
提
成
仏
説
で
あ
る
。

中
国
で
は
、
涅
槃
宗
隆
盛
と
い
う
時
代
背
景
の
下
で
浄
土
思
想
が
発
達
し
た
た
め

に
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
な
ど
の
浄
土
思
想
家
も
仏
性
思
想
を
自
ら
の
思
想
体
系
に
取

り
入
れ
思
想
を
構
築
し
た
（
6
）
。
と
り
わ
け
善
導
は
、
第
一
八
願
中
の
「
唯
除
五
逆
謗
法
」

と
い
う
但
し
書
き
「
（
念
仏
す
る
衆
生
は
す
べ
て
救
う
が
、
）
た
だ
し
五
逆
罪
を
犯
し

た
り
、
仏
法
を
誹
謗
し
た
り
し
た
極
悪
人
に
つ
い
て
は
、
救
い
か
ら
排
除
す
る
」
を
、

「
抑
止
門
」、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
か
ら
悪
事
を
起
こ
さ
せ
な
い
た
め
の
抑
止
の
た
め
の
方

便
の
文
章
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
闡
提
で
あ
れ
、
五
逆
謗
法
の
者
で
あ
れ
、
往
生
、
成

仏
が
可
能
で
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
仏
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
中
国

浄
土
教
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
者
で
あ
れ
一
切
衆
生
に
成
仏
の
可
能
性
が
主
張
さ

れ
、
無
仏
性
で
あ
る
と
さ
れ
た
闡
提
（
断
善
根
の
悪
人
）
す
ら
、
自
力
で
の
成
仏
は
不

可
能
で
は
あ
る
も
の
の
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
成
仏
で
き
る
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
源
信
、
法
然
な
ど
の
日
本
浄
土
教
者
も
こ
の
一
切
皆
成
説
と
闡
提
成
仏
説
と
を

受
け
入
れ
、
親
鸞
も
『
歎
異
抄
』
の
悪
人
正
機
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
そ
れ

を
深
化
、
展
開
し
た
の
で
あ
る
（
7
）

。

親
鸞
の
主
著
『
教
行
信
証
』
は
、
浄
土
経
典
以
外
で
は
『
涅
槃
経
』
の
引
用
が
最
も

多
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、「
真
仏
土
」
巻
に
お
け
る
、

「
犯
四
重
禁
、
作
五
逆
罪
、
一
闡
提
等
み
な
仏
性
あ
り
」
と
い
う
『
涅
槃
経
』
の
引
用

の
仕
方
で
あ
る
（
『
全
集
』
一
・
二
四
三
）。『
涅
槃
経
』
本
文
の
文
脈
で
は
、「
仏
の
説

法
は
対
機
説
法
で
あ
る
か
ら
、
闡
提
等
の
無
仏
性
の
者
も
救
わ
れ
る
と
述
べ
る
こ
と
も

あ
れ
ば
救
わ
れ
な
い
と
述
べ
る
こ
と
も
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
親
鸞
は
、

「
救
わ
れ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
を
取
り
出
し
他
の
と
こ
ろ
は
省
略
し
文
脈
を
あ
え
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親
鸞
に
お
け
る
「
自
己
」
と
「
他
力
」―

そ
の
連
続
性
と
非
連
続
性
を
め
ぐ
っ
て―

て
変
え
て
引
用
し
て
い
る
（
8
）

。
こ
の
引
用
の
仕
方
か
ら
も
、
親
鸞
が
一
切
皆
仏
、
悉
有
仏

性
、
闡
提
成
仏
と
い
う
主
張
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
こ
の
仏
性
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
改
め
て
、
そ
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
言
葉
は
、
先
行
す
る
如
来
蔵
と
い
う
言
葉
を
説
明

す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
涅
槃
経
』
が
初
出
で
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
原
語
は
ブ
ッ
ダ
・
ダ
ー
ト
ゥB

u
ddh
a d
ātu

で
あ
る
。
ダ
ー
ト
ゥ
と
は
、『
華
厳
経
』

系
の
思
想
の
基
本
概
念
「
界
」
で
あ
る
。
界
と
は
、
通
仏
教
的
に
は
、
た
と
え
ば
地
水

火
風
空
識
を
六
界
と
い
う
よ
う
に
構
成
要
素
を
指
す
の
で
あ
る
が
、『
華
厳
経
』
で
は
、

法
界
、
す
な
わ
ち
真
理
の
顕
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
全
世
界
を
指
す
。
そ
し
て
、
そ

の
全
体
世
界
で
は
、
法
界
縁
起
に
よ
り
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
互
い
を
縁
と
な
し
な
が
ら
融

合
、
交
流
す
る
。
こ
の
世
界
は
、
縁
起
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
非
実
体
的
世

界
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、「
空―

縁
起
」
な
る
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
に
お

い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
関
係
し
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
一
即
一
切
、

一
切
即
一
が
成
立
し
て
い
る
。
部
分
で
あ
る
「
一
」
と
全
体
と
は
相
即
し
、
全
体
が
な

け
れ
ば
「
一
」
も
な
い
し
、「
一
」
が
な
け
れ
ば
全
体
も
な
い
。
そ
れ
故
に
、「
一
」
と

し
て
の
衆
生
が
、
す
な
わ
ち
、
真
理
と
し
て
の
全
世
界
の
成
立
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ

る
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
「
一
」
が
真
理
を
宿
す
と
も
言
い
得
る

の
で
あ
る
。
こ
の
「
一
」
に
宿
さ
れ
た
、
縁
起
す
る
「
空―

縁
起
」
な
る
場
と
し
て
の

真
理
の
こ
と
を
ブ
ッ
ダ
・
ダ
ー
ト
ゥ
（
仏
性
）
と
い
い
、
衆
生
に
宿
さ
れ
た
仏
の
本
質
、

成
仏
へ
の
可
能
性
と
さ
れ
た
。「
界
」
と
し
て
の
仏
性
説
は
、
本
来
、
先
述
の
三
種
如

来
蔵
説
の
「
所
蔵
」
の
側
面
を
基
本
と
し
つ
つ
「
能
蔵
」
へ
と
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
仏
性
思
想
の
展
開
を
踏
ま
え
て
親
鸞
の
仏
性
説
を
改
め
て
検
討
し
て

み
よ
う
。
親
鸞
の
仏
性
論
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
①
『
教
行
信
証
』
総
序
や
「
信
」

巻
の
阿
闍
世
成
仏
の
引
用
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
闡
提
成
仏
論
と
、
②
『
教
行
信
証
』「
真

仏
土
」
巻
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
如
来
常
住
説
と
関
わ
ら
せ
て
、
真
如
や
仏
の
法
身

を
仏
性
と
捉
え
る
文
脈
が
あ
る
。
前
述
の
三
種
の
如
来
蔵
説
に
対
応
さ
せ
る
な
ら
ば
、

①
は
凡
夫
に
お
け
る
種
子
と
し
て
の
仏
性
の
有
無
を
問
う
点
で
「
能
蔵
」
に
対
応
し
、

②
は
「
所
蔵
」
と
な
ろ
う
。
仏
性
説
に
と
っ
て
は
こ
の
両
者
と
も
に
不
可
欠
な
要
素
で

あ
る
が
、
①
に
つ
い
て
は
上
で
若
干
で
は
あ
る
が
言
及
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の

関
係
上
、
②
に
つ
い
て
集
中
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、『
唯
信
鈔
文
意
』

の
次
の
よ
う
な
一
節
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

涅
槃
お
ば
滅
度
と
い
ふ
、
無
為
と
い
ふ
、
安
楽
と
い
ふ
、
常
楽
と
い
ふ
、
実
相

と
い
ふ
、
法
身
と
い
ふ
、
法
性
と
い
ふ
、
真
如
と
い
ふ
、
一
如
と
い
ふ
、
仏
性
と

い
ふ
、
仏
性
す
な
わ
ち
如
来
な
り
。
こ
の
如
来
、
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
へ

り
。
す
な
は
ち
一
切
群
生
海
の
心
な
り
。
こ
の
心
に
誓
願
を
信
楽
す
る
が
ゆ
へ

に
、
こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
。
仏
性
す
な
わ
ち
法
性
な
り
。
法
性
す
な
わ

ち
法
身
な
り
。
法
身
は
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
こ

こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
、
こ
と
ば
も
た
へ
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ

し
て
、
方
便
法
身
と
ま
ふ
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま

ひ
て
、
不
可
思
議
の
大
誓
願
を
お
こ
し
て
あ
ら
わ
れ
た
ま
ふ
御
か
た
ち
お
ば
、
世

親
菩
薩
は
尽
十
方
無
礙
光
如
来
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。
こ
の
如
来
を

報
身
と
ま
ふ
す
。（
中
略
）
こ
の
報
身
よ
り
応
化
等
の
無
量
無
数
の
身
を
あ
ら
は

し
て
、
微
塵
世
界
に
無
礙
の
智
慧
光
を
は
な
た
し
め
た
ま
ふ
ゆ
へ
に
、
尽
十
方
無

礙
光
仏
と
ま
ふ
す
ひ
か
り
に
て
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
、
い
ろ
も
ま
し
ま
さ
ず
、

無
明
の
や
み
を
は
ら
ひ
悪
業
に
さ
え
ら
れ
ず
、
こ
の
ゆ
へ
に
無
礙
光
と
ま
ふ
す
な

り
。
無
礙
は
さ
わ
り
な
し
と
ま
ふ
す
。
し
か
れ
ば
阿
弥
陀
仏
は
光
明
な
り
。
光
明

は
智
慧
の
か
た
ち
な
り
と
し
る
べ
し
。（
『
全
集
』
三
・
一
七
〇
〜
二
）

こ
の
引
用
文
に
お
い
て
仏
性
は
、
涅
槃
、
無
為
、
実
相
、
安
楽
、
常
楽
、
法
身
、
法

性
、
真
如
、
一
如
、
如
来
な
ど
と
並
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
涅
槃
」
と
は
、
本
来

は
釈
迦
が
八
十
歳
で
入
滅
（
「
滅
度
」
）
し
完
全
な
悟
り
（
無
余
涅
槃
）
に
到
達
し
、

輪
廻
転
生
を
解
脱
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
仏
の
死
を
指
し
て
い
た
が
、『
涅
槃
経
』
は
、
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釈
迦
の
肉
体
の
死
を
超
え
て
、
仏
と
し
て
の
本
質
（
仏
性
）
は
永
遠
で
あ
る
と
し
て
、

「
如
来
常
住
、
無
有
変
易
」（
如
来
は
常
住
に
し
て
変
易
あ
る
こ
と
な
し
）
と
説
い
た
。

つ
ま
り
、
涅
槃
は
、
永
遠
の
真
理
で
あ
り
、
真
実
の
姿
、（
「
真
如
」「
法
性
」「
実
相
」「
一

如
」
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
感
覚
的
な
言
葉
で
表
す
な
ら
ば
永
遠
の
安
ら
ぎ
（
「
安
楽
」「
常

楽
」
）
な
の
で
あ
る
。「
無
為
」
と
は
涅
槃
と
並
べ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
言
葉
で
、

因
縁
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
不
生
不
滅
の
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
ま

た
、
真
如
を
説
明
す
る
言
葉
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
引
用
文
の
「
如
来
」
は
、
真
如
や
無
為
等
と
並
置
さ
れ
て
お
り
、
た

と
え
ば
『
無
量
寿
経
』
等
の
浄
土
経
典
に
登
場
す
る
阿
弥
陀
仏
な
ど
の
人
格
的
存
在
者

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、「
微
塵
世
界
」（
非
常
に
微
細
な
世
界
）
に
ま
で
も
遍
満
し
て
お

り
、「
一
切
群
生
海
の
心
な
り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
が
輪
廻
転
生
す
る
、
迷

苦
に
満
ち
た
生
死
の
海
の
全
体
を
も
包
越
す
る
も
の
と
し
て
の
「
心
」
で
あ
る
。
こ
の

場
合
の
「
心
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
個
人
的
な
心
理
作
用
や
霊
魂
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
て
、
た
と
え
ば
『
華
厳
経
』
で
「
三
界
唯
一
心
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
「
空―

縁
起
」

な
る
場
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
を
は
じ
め
と
す
る
如
来
も
、
仏
性
、
涅
槃
、
無
為
、
実
相
、
安

楽
、
常
楽
、
真
如
、
一
如
、
心
も
、
究
極
的
に
は
、「
空―

縁
起
」
な
る
場
を
意
味
し

て
お
り
、
そ
れ
を
、
各
々
別
の
角
度
か
ら
言
い
取
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
「
他
力
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
如
来
」
等
と
し
て
の

「
空―

縁
起
」
な
る
次
元
に
働
く
と
と
も
に
、
そ
れ
を
成
立
せ
し
め
る
力
で
あ
る
。
阿

弥
陀
仏
と
い
う
人
格
的
存
在
者
が
い
て
、
そ
の
存
在
者
に
衆
生
を
救
済
す
る
力
が
宿
っ

て
い
る
と
言
う
の
で
は
な
く
、
根
源
的
に
あ
る
の
は
、「
空―

縁
起
」
な
る
場
で
あ
り
、

（
あ
と
で
仏
身
論
に
関
連
し
て
述
べ
る
よ
う
に
、
）「
空―

縁
起
」
な
る
場
そ
れ
自
体
が

自
己
展
開
し
て
、
自
ら
を
具
体
化
す
る
そ
の
一
つ
の
形
が
「
阿
弥
陀
仏
」
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
己
展
開
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
「
他
力
」
に
つ
い
て
、
親

鸞
は
、「
自
然
法
爾
章
」
に
お
い
て
、「
を
の
づ
か
ら
」「
し
か
ら
し
む
る
」
力
で
あ
る
と

し
て
い
る
（
『
全
集
』
三
・
七
二
）。

さ
て
、
こ
の
「
空―

縁
起
」
の
体
得
は
、
通
仏
教
的
に
言
う
と
成
仏
、
す
な
わ
ち
悟

り
で
あ
る
。
し
か
し
、
浄
土
教
の
立
場
で
は
、
末
世
の
凡
夫
は
煩
悩
ゆ
え
に
、
現
世
に

お
い
て
自
力
で
悟
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
し
、

浄
土
往
生
し
て
の
ち
に
開
悟
成
道
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
現
世
で
衆
生
の

な
す
べ
き
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
済
、
す
な
わ
ち
「
誓
願
他
力
」
を
信
じ
る
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
誓
願
他
力
を
信
じ
る
こ
と
は
、
決
し
て
、
何
か
非
合
理
的
な
も
の
を
、
理
性
に

逆
ら
っ
て
あ
え
て
信
じ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
信
と
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
本
来

性
の
自
覚
で
あ
る
。「
こ
の
心
（
一
切
群
生
海
の
心
）
に
誓
願
を
信
楽
す
る
が
ゆ
へ
に
、

こ
の
信
心
す
な
わ
ち
仏
性
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
己
の
心
が
、
本
来
は
、
こ
の
「
空

―

縁
起
」
な
る
次
元
に
立
脚
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
ら
が
本
来
あ
る
べ
き
「
空―

縁

起
」
な
る
世
界
へ
の
還
帰
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
還
帰
を
願
う
心
こ
そ
が
、
阿

弥
陀
仏
の
誓
願
へ
の
信
心
で
あ
り
、
成
仏
を
可
能
に
す
る
仏
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
衆

生
の
本
来
性
の
自
覚
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
覚
は
、「
空―

縁
起
」
な
る
次
元
に

働
く
「
他
力
」
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
引
用
文
に
お
い
て
親
鸞
は
、
仏
性
す
な
わ
ち
「
空―

縁
起
」
な
る
場
に
つ

い
て
、
如
来
（
仏
）
の
「
法
身
」
と
し
て
説
明
す
る
。
法
身
と
は
、
報
身
や
応
化
身
と

並
ぶ
仏
身
の
一
つ
で
あ
る
。
報
身
や
応
化
身
が
感
覚
的
具
体
性
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
る

仏
身
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
法
身
は
、
不
生
不
滅
の
仏
の
本
質
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

親
鸞
は
、「
法
身
は
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
こ
こ
ろ
も

お
よ
ば
れ
ず
、
こ
と
ば
も
た
へ
た
り
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
法
身
と
は
、
感
覚
的
に

も
捉
え
ら
れ
な
い
し
、
認
識
に
よ
っ
て
対
象
化
す
る
こ
と
も
、
言
語
化
す
る
こ
と
も
不

可
能
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
法
身
は
、
単
な
る
何
も
な
い
虚
無
で
は
な

く
、「
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
ま
ふ
す
御
す
が
た
を
し

め
し
て
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
つ
ね
に
自
分
自
身
を
具
体
的
形
象
と
し
て
顕
現
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親
鸞
に
お
け
る
「
自
己
」
と
「
他
力
」―

そ
の
連
続
性
と
非
連
続
性
を
め
ぐ
っ
て―

す
る
。

ま
た
、
引
用
文
の
方
便
法
身
と
は
、
二
種
類
の
法
身
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ

と
対
を
な
す
法
性
法
身
の
方
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
や
対
象
化
作
用
を
越
え
た
法
身
そ
の

も
の
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、「
空―

縁
起
」
な
る
場
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
働
く

作
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
働
き
に
満
ち
た
動
的
な
場
と
も
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
場

は
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
、
場
に
属
す
る
も
の
と
属
さ
な
い
も
の
と
を
分
別
し
、
属
さ
な

い
も
の
を
排
除
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
勿
論
な
く
、
働
き
に
み
ち
た
全
体
世
界
、
次
元

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
す
べ
て
を
包
み
込
み
生
動
す
る
「
動
的
な
場
」

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
方
便
法
身
と
は
、
認
識
を
超
越
し
た
法
性
法
身
が
、
自
ら
を
何
ら

か
の
か
た
ち
あ
る
も
の
へ
と
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
法
身
は
、
別
々
の
も

の
と
し
て
あ
る
と
言
う
よ
り
も
、
作
用
そ
の
も
の
（
他
力
）
と
、
そ
の
作
用
を
具
現
す

る
も
の
（
方
便
）
と
し
て
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
一
つ
の
事
態

を
異
な
る
角
度
か
ら
言
い
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。

方
便
法
身
の
「
方
便
」
と
は
、
一
般
に
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
教
化
す
る
た
め
の
手

立
て
を
指
す
。
こ
こ
で
は
、
感
覚
を
超
越
し
た
「
空―

縁
起
」
な
る
動
的
場
を
、
衆
生

が
感
得
可
能
な
形
に
し
て
示
し
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。
方
便
を
通
じ
て
こ
そ
、
穢
土
に

お
け
る
煩
悩
的
存
在
と
し
て
、「
空―

縁
起
」
の
次
元
に
自
己
が
本
来
立
脚
す
る
こ
と

を
忘
却
し
て
し
ま
い
、
本
来
、
空
な
る
存
在
を
実
体
化
し
執
着
す
る
衆
生
に
、
自
ら
の

本
来
的
空
性
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
親
鸞
に
お
い
て
、
方
便
法
身
と
は
、
ま
ず
法
蔵
菩
薩
で
あ
り
、
法
蔵
菩
薩

が
成
仏
し
て
な
っ
た
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
裏
を
返
し
て
言
う
な
ら
ば
、
人
格
的
存
在
者

と
し
て
の
法
蔵
菩
薩
も
阿
弥
陀
仏
も
、
そ
の
真
実
態
は
、「
空―

縁
起
」
な
る
場
の
作

用
（
他
力
）
に
よ
り
具
現
さ
れ
た
「
か
た
ち
」
で
あ
る
。「
か
た
ち
」
を
通
じ
て
、
そ

の
働
き
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
で
、
衆
生
を
「
空―

縁
起
」
な
る
次
元
、
す
な
わ
ち
浄
土

へ
と
導
こ
う
と
い
う
の
が
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
な
の
で
あ
る
。
言
語
超
越
的
な
場
は
、
自

ら
に
「
法
蔵
菩
薩
」「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
名
を
与
え
、
そ
れ
を
称
え
る
こ
と
で
、
衆

生
に
自
ら
が
本
来
的
に
そ
の
場
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
親
鸞
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
は
、
最
終
的
に
は
光
そ
の
も
の
と
し
て
、
ま
た
無

限
の
慈
悲
と
智
慧
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
何
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
ず
全
て
を
平
等
に
照

ら
し
出
す
光
と
は
、「
空―

縁
起
」
な
る
「
他
力
」
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。「
空

―

縁
起
」
な
る
次
元
に
お
い
て
は
、
縁
起
に
よ
っ
て
全
て
の
も
の
が
結
び
付
き
合
い
作

用
し
合
い
な
が
ら
、
動
的
な
場
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
動
的
次
元
の
、
結

び
合
う
と
い
う
特
徴
を
強
化
す
る
徳
性
を
慈
悲
と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
場
自
体
を
自
覚

し
、
他
者
へ
と
伝
達
す
る
徳
性
を
智
慧
と
い
う
。
智
慧
と
慈
悲
と
は
「
空―

縁
起
」
な

る
動
的
次
元
の
作
用
で
あ
り
、「
他
力
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。「
空―

縁
起
」
な
る

動
的
場
の
作
用
、
他
力
と
し
て
の
智
慧
と
慈
悲
は
、
光
と
し
て
具
体
化
さ
れ
顕
在
的
な

も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
具
体
性
を
強
め
て
、
人
格
的
存
在
者
と
し
て
の
法
蔵
菩
薩

や
阿
弥
陀
仏
と
し
て
形
象
化
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
を
方
便
法
身
で
あ
る
と
同
時
に
、「
こ
の
如
来
（
阿

弥
陀
仏
）
を
報
身
と
ま
ふ
す
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
報
身
」
と
し

て
も
捉
え
る
。
本
来
、
浄
土
信
仰
の
伝
統
で
は
、
阿
弥
陀
仏
は
基
本
的
に
報
身
と
捉
え

ら
れ
、
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
自
ら
の
身
を
変
化
さ
せ
て
示
現
す
る
応
化
身
と
は
区
別

さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
先
に
引
用
し
た
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
「
こ
の
報
身
よ
り
応

化
等
の
無
量
無
数
の
身
を
あ
ら
は
し
て
」
と
い
う
一
節
で
は
、
報
身
と
応
化
身
と
は
連

続
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
違
い
は
、
具
体
化
の
度
合
い
の
違
い
と
し
て
し
か
捉
え
ら

れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
法
身
↓
報
身
↓
応
化
身
と
い
う
よ
う
に
、
抽
象
的
、
超
越
的

な
る
「
空―

縁
起
」
な
る
は
た
ら
き
が
、
穢
土
の
現
実
に
即
し
て
濃
度
を
変
え
て
顕
現

さ
れ
具
体
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
空―

縁
起
」
な
る
次
元
と
は
、

前
述
の
よ
う
に
、
如
来
蔵
思
想
そ
の
も
の
の
中
に
、「
所
蔵
」
と
い
う
か
た
ち
で
組
み

込
ま
れ
て
い
た
、
全
体
的
世
界
で
あ
る
。
親
鸞
は
仏
性
を
「
空―

縁
起
」
な
る
動
的
場
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と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
と
い
う
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
の

展
開
の
中
で
、
次
第
に
、
実
体
化
さ
れ
内
在
的
な
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
有
無
な
ど
と
い

う
こ
と
の
み
に
関
心
が
矮
小
化
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
仏
性
理
解
を
も
う
一
度
、
そ
の
本

来
の
姿
に
戻
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

第
三
章　

「
他
力
」
と
自
己―

―

絶
対
的
不
可
能
性
を
媒
介
と
し
た
関
係

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
親
鸞
は
、「
空―

縁
起
」
な
る
動
的
次
元
の
は
た
ら
き
と
し

て
の
「
他
力
」
を
自
覚
す
る
こ
と
を
信
心
決
定
と
言
い
、
信
心
決
定
し
た
念
仏
者
を
、

「
弥
勒
同
等
」
と
し
た
。
こ
の
「
弥
勒
同
等
」
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
の
弟
子
へ
の
手
紙

を
集
め
た
『
末
燈
抄
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
へ
に
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
。
こ
の

ゆ
へ
に
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
。
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
。
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
き

往
生
ま
た
さ
だ
ま
る
な
り
。
来
迎
の
儀
式
を
ま
た
ず
。
正
念
と
い
ふ
は
、
本
弘
誓

願
の
信
楽
の
さ
だ
ま
る
を
い
ふ
な
り
。
こ
の
信
心
う
る
ゆ
へ
に
、
か
な
ら
ず
無
上

涅
槃
に
い
た
る
な
り
。（
『
全
集
』
三
・
五
九
〜
六
〇
）

こ
こ
で
親
鸞
は
、
信
心
決
定
し
、「
空―

縁
起
」
な
る
次
元
へ
と
連
な
る
人
、
す
な

わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
他
力
を
自
覚
す
る
人
は
、
臨
終
来
迎
を
ま
た
ず
、
そ
の
信
心
決
定
の

瞬
間
、
す
な
わ
ち
、「
正
念
」
の
起
こ
る
瞬
間
に
、
次
生
に
お
い
て
成
仏
す
る
こ
と
を

約
束
さ
れ
た
弥
勒
菩
薩
と
等
し
い
存
在
と
な
る
と
言
う
。
一
般
に
、
浄
土
信
仰
に
お
い

て
は
、
臨
終
の
際
に
儀
式
を
行
い
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
待
つ
と
い
う
臨
終
来
迎
が
信
じ

ら
れ
、
臨
終
正
念
が
重
視
さ
れ
て
き
た
が
、
親
鸞
は
、
自
己
が
「
他
力
」
を
自
覚
す
る

そ
の
瞬
間
こ
そ
「
正
念
」
で
あ
り
、
往
生
が
定
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
来
迎
を
期
す
る

必
要
は
な
い
と
言
う
。
つ
ま
り
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
も
は
や
、
浄
土
へ
往
生
す
る
必

須
の
前
提
と
し
て
、
来
迎
や
臨
終
正
念
に
殊
更
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
本
来
性

と
し
て
の
「
空―

縁
起
」
な
る
場
と
そ
の
働
き
で
あ
る
「
他
力
」
の
自
覚
に
よ
っ
て
、

人
は
こ
の
世
に
お
い
て
そ
の
場
に
連
な
り
、
そ
の
連
な
り
に
お
い
て
、
弥
勒
菩
薩
と
同

等
の
存
在
に
な
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
弥
勒
同
等
の
考
え
方
は
、
あ
る
種
の
即
身
成
仏
の
状
態
を
想
起

さ
せ
る
が
（
9
）

、
し
か
し
、
親
鸞
は
、「
弥
勒
同
等
」
を
そ
の
よ
う
な
方
向
性
で
は
考
え
な

い
。
つ
ま
り
、
弥
勒
同
等
で
あ
り
、「
空―

縁
起
」
な
る
場
に
連
な
り
つ
つ
も
、
や
は

り
、
全
面
的
に
そ
の
場
に
合
一
し
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
、
同
じ
く
『
末
燈
抄
』
の
次
の
よ
う
な
文
章
か
ら
も
分
か
る
。

浄
土
の
真
実
信
心
の
ひ
と
は
、
こ
の
身
こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ

ど
も
、
こ
こ
ろ
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
と
ひ
と
し
と
ま
ふ
す
こ

と
も
あ
る
べ
し
と
し
ら
せ
た
ま
へ
。（
中
略
）
光
明
寺
の
和
尚
の
『
般
舟
讃
』
に

は
、
信
心
の
ひ
と
は
こ
の
心
す
で
に
つ
ね
に
浄
土
に
居
す
と
釈
し
た
ま
へ
り
。
居

す
と
い
ふ
は
、
浄
土
に
、
信
心
の
ひ
と
の
心
つ
ね
に
ゐ
た
り
、
と
い
ふ
こ
こ
ろ
な

り
。
こ
れ
は
弥
勒
と
お
な
じ
と
い
ふ
こ
と
を
ま
ふ
す
な
り
。（
『
全
集
』
三
・
六
九

〜
七
〇
頁
）

こ
の
文
章
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
、
心
と
身
と
を
分
け
、
信
心
決
定
の
者

は
、
弥
勒
の
よ
う
に
次
生
に
お
け
る
成
仏
が
定
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
心
は
如
来
と
等
し

く
「
空―

縁
起
」
な
る
場
を
自
覚
し
て
い
る
が
、
そ
の
身
は
依
然
と
し
て
、「
不
浄
造
悪
」

の
ま
ま
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
）
10
（

。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
仏
教
に
お
い
て
は
真

理
を
悟
る
た
め
に
修
行
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。「
身
心
一
如
」
と
い
う
観
点
か

ら
、
身
と
心
と
を
調
え
、
最
終
的
に
は
瞑
想
の
三
昧
体
験
の
中
で
真
理
と
合
一
す
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
前
述
の
言
葉
で
言
え
ば
「
空―

縁
起
」
な
る
場
に
自
己
の
身
心
そ
の

も
の
が
変
容
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
は
、
心
は
、
本
来
性

の
自
覚
と
い
う
か
た
ち
で
「
空―

縁
起
」
な
る
場
に
連
な
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
方
、

身
は
、
そ
の
場
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。

こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
身
の
捉
え
方
は
、
親
鸞
に
お
い
て
自
力
が
全
く
否
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
身
は
、
決
し
て
、
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親
鸞
に
お
け
る
「
自
己
」
と
「
他
力
」―

そ
の
連
続
性
と
非
連
続
性
を
め
ぐ
っ
て―

修
行
を
通
じ
て
、「
空―

縁
起
」
な
る
次
元
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
。

身
は
、
こ
の
世
の
中
に
あ
っ
て
、
俗
世
の
関
係
を
抜
き
が
た
く
背
負
わ
さ
れ
、
俗
世
を

構
成
す
る
一
つ
の
要
素
と
し
て
固
定
化
さ
れ
実
体
化
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
に
お
け
る

第
一
の
罪
悪
と
は
、「
空―

縁
起
」
か
ら
背
反
し
て
自
己
を
実
体
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
実
体
化
し
た
自
己
を
維
持
し
強
化
し
よ
う
と
す
る
志
向
性
は
煩
悩
と
呼

ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
体
化
さ
れ
た
自
己
、
す
な
わ
ち
、「
我
」
と
、「
我
」
を
基
盤

と
す
る
欲
望
を
捨
て
去
り
、
無
我
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
空―

縁
起
」
な
る
場

を
顕
現
す
る
こ
と
が
、
仏
教
が
そ
も
そ
も
目
指
し
た
理
想
で
あ
り
、
通
常
は
、
そ
の
た

め
に
身
心
を
あ
げ
て
修
行
を
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
親
鸞
は
、
教
え
の
み
が
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
に
基

づ
い
た
修
行
も
悟
り
も
衰
滅
し
た
末
法
の
世
を
生
き
る
衆
生
に
は
、
そ
の
よ
う
な
身
心

を
あ
げ
て
の
修
行
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
親
鸞
に
お
け
る
身
は
修
行
不

可
能
性
を
刻
印
さ
れ
た
身
で
あ
り
、
そ
の
不
可
能
性
の
自
覚
は
自
力
の
全
き
断
念
と
な

り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
、
断
念
に
よ
っ
て
縁
取
ら
れ
た
と
い
う
か
た
ち
で
の
他
力
の
自
覚

へ
と
反
転
す
る
。
心
は
、「
空―

縁
起
」
な
る
場
、
他
力
を
自
覚
し
つ
つ
も
、
身
は
そ

の
場
や
力
か
ら
徹
底
的
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
心
に
他
力
を
自
覚

す
る
故
に
、
翻
っ
て
身
の
疎
外
を
意
識
し
、
身
の
疎
外
を
意
識
す
る
が
故
に
、
さ
ら
に
、

他
力
を
心
に
自
覚
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
間
を
反
転
し
つ
つ
、
親
鸞
は
、
他
力

へ
と
限
り
な
く
接
近
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

人
は
、
こ
の
世
俗
に
自
己
完
結
的
な
「
我
」
と
し
て
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
あ
る
時
、
そ
こ
に
、
念
仏
の
声
が
響
い
て
い
る
の
に
人
は
気
付
く
。
法
然
が
親

鸞
に
と
っ
て
勢
至
菩
薩
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
意
味
で
、
念
仏
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
人
は

仏
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
念
仏
は
浄
土
の
教
え
の
精
髄
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
浄

土
の
教
え
と
等
価
で
も
あ
る
。
念
仏
す
な
わ
ち
浄
土
の
教
え
を
通
じ
て
、
人
は
、
自
己

の
い
る
世
界
の
根
源
に
、「
空―

縁
起
」
な
る
次
元
と
そ
こ
に
働
く
阿
弥
陀
仏
の
力
が

あ
る
こ
と
を
知
る
。
し
か
し
、
人
は
、
自
力
で
は
絶
対
に
そ
こ
に
辿
り
付
け
な
い
こ
と

も
同
時
に
知
る
。

こ
の
自
力
の
絶
対
不
可
能
性
を
知
る
と
は
、
自
力
発
動
の
主
体
、
自
己
が
こ
れ
ま
で

自
己
完
結
的
な
一
つ
の
単
位
と
し
て
依
拠
し
て
き
た
「
我
」
の
無
効
性
を
知
る
こ
と
で

あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
我
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
世
俗
世
界
の
無
根
拠
性
が

露
わ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
観
念
世
界
に
お
い
て
は
、「
我
」

が
破
ら
れ
、
ま
た
、
世
俗
世
界
が
突
破
さ
れ
る
。「
我
」
や
「
世
俗
世
界
」
は
、
み
ず

か
ら
の
根
拠
で
あ
る
「
空―

縁
起
」
な
る
場
や
そ
こ
に
働
く
他
力
を
隠
蔽
し
て
き
た
。

遮
蔽
物
が
除
去
さ
れ
る
こ
と
と
、
人
が
他
力
を
そ
し
て
そ
の
力
が
働
く
「
空―

縁
起
」

な
る
場
を
自
覚
で
き
る
こ
と
は
同
時
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
自
覚
が
、
お
の
ず
か
ら
形
を
と
り
念
仏
の
声
と
な
る
。
こ
の
と
き
念

仏
を
称
え
る
の
は
、
人
で
あ
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
、「
空―

縁
起
」
な
る
場
と
そ
こ
に

働
く
他
力
が
称
え
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
全
体
世
界
が
念
仏
を
称
え
て
い
る

と
言
っ
て
も
い
い
。
自
覚
と
念
仏
と
は
、
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
は
、
自
覚
に
お
い
て
、
本
来
性
と
し
て
の
「
空―

縁
起
」
な
る
場
と
そ

こ
に
働
く
「
他
力
」
に
連
な
り
つ
つ
も
、
一
方
で
、
身
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
ら
れ
な
い
。

「
こ
こ
ろ
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
」
と
言
え
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
身
は
依
然
と
し
て
、

「
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
」
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。「
か
な
し
き
か
な
、
愚
禿
鸞
、

愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
い
る
こ
と
を
よ
ろ

こ
ば
ず
、
真
証
の
証
に
ち
か
づ
く
こ
と
を
た
の
し
ま
ざ
る
こ
と
を
。
は
ず
べ
し
、
い
た

む
べ
し
、
と
。」（
『
全
集
』
一
・
一
五
三
）
と
「
悲
嘆
述
懐
」
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
体

化
さ
れ
た
こ
の
身
を
さ
ら
に
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
名
利
と
、
同
じ
く
実
体
化

さ
れ
た
他
者
に
執
着
す
る
愛
欲
は
、
身
と
し
て
こ
の
世
に
あ
る
か
ぎ
り
抜
き
難
い
も
の

で
あ
り
、
自
分
の
力
で
は
如
何
と
も
し
難
い
、
と
親
鸞
は
言
う
。
ま
た
、
恵
信
尼
文
書

に
よ
れ
ば
、
親
鸞
は
回
心
の
あ
と
も
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
三
部
経
読
誦
す
る
悪
夢
に

う
な
さ
れ
る
な
ど
、
抜
き
難
い
自
力
の
思
い
に
苦
し
ん
で
い
た
と
言
う
）
11
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。
自
力
否
定
を

貫
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
分
の
思
い
通
り
の
こ
と
を
貫
け
る
と
い
う
意
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味
で
、
自
力
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
貫
け
な
い
、
如
何
と
も
し
難
さ
に
、
親
鸞

は
、
衆
生
の
自
力
の
不
可
能
性
を
見
た
。

こ
の
よ
う
な
如
何
と
も
し
難
さ
、
す
な
わ
ち
、
絶
対
的
不
可
能
性
は
、
す
で
に
他
力

に
よ
る
救
済
を
成
就
し
な
が
ら
も
そ
の
救
済
さ
え
も
喜
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の

極
限
形
態
と
す
る
。
た
と
え
ば
、『
歎
異
抄
』
所
載
の
、
親
鸞
と
弟
子
唯
円
と
の
救
済

を
め
ぐ
る
対
話
で
あ
る
。
そ
の
対
話
に
お
い
て
親
鸞
は
、
弟
子
唯
円
の
「
念
仏
を
称
え

て
も
踊
躍
歓
喜
の
心
は
一
向
に
湧
い
て
こ
ず
、
浄
土
に
早
く
往
生
し
た
い
と
い
う
心
も

起
こ
ら
な
い
」
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、「
自
分
も
同
じ
で
あ
り
、
喜
ぶ
べ
き
を
喜
ば

せ
な
い
の
は
煩
悩
の
所
為
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
煩
悩
具
足
の
凡
夫
を
救
う
と
い
う

の
が
阿
弥
陀
仏
の
他
力
で
あ
る
か
ら
、
喜
ば
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
往
生

は
確
実
な
も
の
と
な
る
」
と
答
え
る
。
つ
ま
り
、
煩
悩
を
い
か
ん
と
も
し
難
い
と
い
う

絶
対
的
不
可
能
性
こ
そ
が
、
翻
っ
て
救
済
の
根
拠
と
な
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、

「
正
信
偈
」
に
お
い
て
「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
う
る
な
り
」（
『
聖
典
』
一
・
八
六

頁
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
み
ず
か
ら
」
の
絶
対
的
不
可
能
性
の
基
盤
で
あ
る
、
俗
世
に
独
り
あ
る
、
実
体
化

さ
れ
た
固
定
的
な
要
素
と
し
て
の
こ
の
身
は
、
絶
対
的
不
可
能
性
を
自
覚
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
依
然
と
し
て
煩
悩
的
存
在
で
あ
り
つ
つ
も
、「
空―

縁
起
」
な
る
次
元
と
そ

の
働
き
の
中
へ
と
導
か
れ
て
い
く
。
凡
夫
が
身
と
し
て
こ
の
世
に
あ
る
限
り
、
免
れ
ら

れ
ず
生
ま
れ
る
煩
悩
は
、
自
力
に
よ
っ
て
は
断
ぜ
ら
れ
な
い
ま
ま
、
自
覚
を
媒
介
と
し

な
が
ら
絶
対
他
力
の
救
済
の
働
き
の
中
に
包
み
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
の
論
旨
を
、
日
本
倫
理
思
想
史
研
究
の
重
要
な
分
析
概
念
で
あ
る
「
お

の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
と
関
係
さ
せ
な
が
ら
ま
と
め
て
お
こ
う
）
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。
日
本
仏
教
に

限
ら
ず
、
東
洋
思
想
に
お
い
て
は
、「
み
ず
か
ら
」
と
「
お
の
ず
か
ら
」、
す
な
わ
ち
、「
能

動
」
と
「
受
動
」
と
も
、
ま
た
さ
ら
に
は
「
自
己
」
と
「
世
界
」、「
内
在
」
と
「
超
越
」

と
も
展
開
可
能
な
二
者
の
相
即
の
主
張
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
相
即
に
お
い
て
、
自
己
は

大
い
な
る
も
の
、
根
源
的
な
る
も
の
と
の
繋
が
り
を
自
覚
し
、
そ
の
自
覚
の
う
ち
に
、

と
も
に
根
源
に
つ
な
が
る
他
者
と
の
連
帯
の
地
平
が
開
か
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
者
は
、
た
だ
そ
の
ま
ま
に
調
和
的
に
融
合
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
「
み
ず
か
ら
」
と
「
お
の
ず
か
ら
」
の
「
間
」
は
、
矛
盾
と
葛
藤
に
満
ち

た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
「
間
」
に
お
け
る
矛
盾
・
葛
藤
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思

想
家
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
受
け
止
め
ら
れ
、
表
現
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
親
鸞
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
道
元
の
場
合
は
、
両
者
の
間
の
矛
盾
は
、「
自

己
」
と
「
法
（
空―

縁
起
）
」
と
の
間
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
法
も

し
身
心
に
充
足
す
れ
ば
、
ひ
と
か
た
は
足
ら
ず
と
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」（
『
正
法
眼
蔵
』「
現

成
公
案
」
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
法
が
身
に
も
心
に
も
満
ち
て
い
る
と
き
に
は
、
む

し
ろ
足
り
な
く
思
え
、
足
り
な
く
思
え
る
か
ら
こ
そ
修
行
へ
と
動
機
付
け
ら
れ
る
。
両

者
の
間
の
矛
盾
こ
そ
、
仏
向
上
、
す
な
わ
ち
、
仏
が
仏
を
超
え
て
さ
ら
に
仏
に
成
る
と

い
う
修
行
の
原
動
力
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
の
場
合
は
、
い
わ
ば
道
元
と
は
反
対
の
方
向
に
、
矛
盾
と
相
即

が
反
転
し
あ
っ
て
い
く
。
二
重
の
受
身
の
構
造
に
よ
っ
て
、
自
己
と
他
力
、「
み
ず
か

ら
」
と
「
お
の
ず
か
ら
」
と
は
、
自
己
は
本
来
的
に
「
お
の
ず
か
ら
」
な
る
働
き
の
中

に
あ
る
と
い
う
自
覚
（
信
心
）
に
お
い
て
相
即
す
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
自

覚
の
根
拠
で
も
あ
っ
た
、
自
力
の
否
定
、
自
己
の
不
可
能
性
ゆ
え
に
、
人
は
、
自
力
否

定
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
は
、
心
は
自
覚
し
つ
つ
、
身
は
煩

悩
を
離
れ
ら
れ
な
い
と
表
現
す
る
。
身
の
い
か
ん
と
も
し
難
さ
は
、
一
方
で
は
、
他
力

救
済
の
根
拠
で
あ
り
つ
つ
、
そ
の
不
可
能
性
故
に
、
煩
悩
に
み
ち
た
身
は
限
り
な
く
救

済
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
親
鸞
は
、
そ
の
よ
う
に
如
何
と
も
し
難
い
が

故
に
こ
そ
、
救
済
が
確
証
さ
れ
る
と
反
転
さ
せ
る
。「
間
」
に
お
い
て
無
限
に
反
転
を

続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
救
済
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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親
鸞
に
お
け
る
「
自
己
」
と
「
他
力
」―

そ
の
連
続
性
と
非
連
続
性
を
め
ぐ
っ
て―

和
讃
の
「
か
な
ら
ず
煩
悩
の
こ
ほ
り
と
け
、
す
な
わ
ち
菩
提
の
み
づ
と
な
る
」（
『
全

集
』
二
・
九
五
）「
罪
障
功
徳
の
体
と
な
る
」（
『
全
集
』
二
・
九
六
）「
大
慈
大
悲
の
願

海
に
、
煩
悩
の
衆
流
帰
し
ぬ
れ
ば
」（
『
全
集
』
二
・
九
七
頁
）「
煩
悩
菩
提
一
味
」（
『
全
集
』

二
・
一
六
九
）
と
い
う
一
節
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
、
煩
悩
は
、
信
心
決
定

に
よ
っ
て
涅
槃
に
包
ま
れ
る
と
言
う
。
ま
た
、「
正
信
偈
」
で
は
「
よ
く
一
念
喜
愛
の

心
を
発
す
れ
ば
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
う
る
な
り
。
凡
聖
逆
謗
ひ
と
し
く
廻
入

す
れ
ば
、
衆
水
、
海
に
入
り
て
一
味
な
る
が
ご
と
し
。」（
『
全
集
』
一
・
八
六
頁
）
と
す
る
。

「
一
念
喜
愛
の
心
」
と
は
、
決
定
し
た
信
心
で
あ
り
、
そ
の
決
定
の
瞬
間
、
こ
の
身
は

「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
」、
煩
悩
は
菩
提
へ
と
転
じ
る
。
つ
ま
り
、
絶
対
的
不

可
能
性
の
自
覚
と
い
う
か
た
ち
に
お
い
て
、
人
は
「
空―

縁
起
」
な
る
場
に
、
逆
説
的

で
は
あ
る
が
、
連
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
逆
説
的
に
」
と
い
う
か
た
ち
で
あ
り
、「
煩
悩
即

菩
提
」
つ
ま
り
自
力
の
不
可
能
性
の
自
覚
に
基
づ
く
他
力
の
救
済
は
、
す
ぐ
に
「
菩
提

即
煩
悩
」
へ
と
反
転
す
る
。
時
間
と
と
も
に
あ
る
身
は
、
無
時
間
的
「
菩
提
」
に
留
ま

る
こ
と
が
で
き
ず
、
菩
提
は
、
み
ず
か
ら
の
根
拠
で
あ
る
「
煩
悩
」
へ
と
反
転
せ
ざ
る

を
得
な
い
）
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（

。
こ
の
よ
う
に
、
煩
悩
と
菩
提
、
自
己
と
他
力
の
「
間
」
の
矛
盾
葛
藤
を
原

動
力
と
し
て
、
つ
ね
に
、
煩
悩
を
転
じ
、
涅
槃
を
転
じ
ゆ
く
こ
と
こ
そ
が
、
自
己
が
他

力
の
働
き
へ
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
親
鸞
が
目
指
し
た
絶
対
他

力
の
救
済
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
１
）　

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』（
法
蔵
館
、
一
九
六
九
年
）
第
三
巻
の
一
五
五
頁
を

示
す
。
以
下
同
じ
。
た
だ
し
、
原
文
を
読
み
下
し
て
、
送
り
仮
名
や
漢
字
字
体
な

ど
の
表
記
は
私
見
に
よ
り
適
宜
改
変
し
た
。

（
２
）　

こ
こ
で
い
う
「
諸
仏
」
と
は
、
親
鸞
に
即
し
て
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
親
鸞
を

念
仏
信
仰
へ
と
赴
か
せ
た
法
然
な
ど
の
七
高
僧
や
そ
の
他
、
教
え
導
い
て
く
れ
た

人
々
を
す
べ
て
含
む
。
親
鸞
は
、
彼
ら
を
仏
が
苦
し
む
衆
生
を
教
化
す
る
た
め
に

こ
の
世
に
姿
を
現
し
た
「
化
身
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。

（
３
）　

親
鸞
の
仏
性
思
想
に
関
し
て
詳
細
は
、
拙
稿
「
親
鸞
の
仏
性
思
想
に
つ
い
て

―

そ
の
源
流
と
展
開
」（
『
人
文
科
学
研
究
』
第
三
巻
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
、

二
〇
〇
七
年
、
一
〜
一
三
頁
）、「
道
元
と
親
鸞
の
「
仏
性
」
観
を
め
ぐ
る
比
較
思

想
的
探
究
」、（
『
「
い
の
ち
」
の
流
れ
』
峰
島
旭
雄
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
編
集
委

員
会
編
、
北
樹
出
版　

二
〇
〇
九
年
、
八
三
頁
〜
九
八
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）　

如
来
蔵
思
想
の
イ
ン
ド
、
中
国
に
お
け
る
展
開
に
関
し
て
詳
細
は
、「
道
元
の

仏
性
論―

―

「
仏
性
」
思
想
展
開
の
観
点
か
ら
」（
『
日
本
仏
教
綜
合
研
究
』
第

五
号
、
日
本
仏
教
総
合
研
究
学
会
、
二
〇
〇
七
年
、
二
八
七
頁
〜
二
九
二
頁
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
正
確
に
は
、
能
蔵
、
所
蔵
、
隠
覆
蔵
と
い
う
三
概
念
へ
の

展
開
は
漢
訳
経
典
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典

に
即
す
る
と
さ
ら
に
問
題
は
複
雑
に
な
る
。
こ
こ
で
は
議
論
を
分
か
り
や
す
く
す

る
た
め
に
三
概
念
に
絞
っ
て
論
述
し
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
注

３
、４
に
挙
げ
た
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）　

親
鸞
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』「
真
仏
土
」
巻
に
お
い

て
引
用
し
た
『
涅
槃
経
』
の
「
仏
性
は
虚
空
の
ご
と
し
」
と
い
う
論
点
が
、
こ
の

仏
性
の
「
所
蔵
」
の
側
面
に
関
わ
っ
て
い
る
。

（
６
）　

こ
の
問
題
に
関
し
て
詳
細
は
、
横
超
慧
日
「
中
国
浄
土
教
と
涅
槃
経
」（
『
涅

槃
経
と
浄
土
教
』
平
楽
寺
書
店
、
昭
和
五
六
年
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
書

に
は
、
親
鸞
の
仏
性
理
解
に
関
す
る
論
文
も
含
ま
れ
参
考
に
な
る
。

（
７
）　

た
だ
し
親
鸞
高
弟
で
あ
る
唯
円
が
著
し
た
『
歎
異
抄
』
に
関
し
て
は
、
親
鸞

の
思
想
を
正
し
く
表
現
し
た
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
近
年
疑
義
が
出
さ
れ
て
い

る
。
論
者
は
、『
歎
異
抄
』
の
思
想
は
親
鸞
の
思
想
を
す
べ
て
カ
バ
ー
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
（
た
と
え
ば
親
鸞
の
思
想
の
中
心
軸
と
な
る
往
相
還
相
等
に
触



四
一

お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
第
六
巻

れ
な
い
）、
唯
円
が
聞
い
た
限
り
で
の
親
鸞
の
思
想
を
よ
く
伝
え
て
お
り
、
基
本

的
に
両
者
に
齟
齬
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
８
）　

星
野
元
豊
『
講
解
教
行
信
証　

証
の
巻
真
仏
土
の
巻
』
一
四
六
九
〜
七
〇
頁

（
法
蔵
館
、
平
成
六
年
）
参
照
。

（
９
）　

た
と
え
ば
、
同
じ
く
浄
土
信
仰
を
説
い
た
一
遍
は
、
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
で

念
々
に
往
生
す
る
と
説
き
、
こ
の
世
に
お
い
て
往
生
成
仏
が
可
能
で
あ
る
と
し

た
。

（
10
）　

『
教
行
信
証
』「
真
仏
土
」
巻
に
お
い
て
、
親
鸞
は
『
涅
槃
経
』
の
「
仏
性
未
来
」

と
い
う
言
葉
を
引
い
て
、
現
世
の
汚
れ
た
身
に
は
仏
性
の
完
全
な
る
開
顕
は
未
来

に
持
ち
越
さ
れ
る
と
示
す
。
前
掲
星
野
『
講
解
』
一
四
五
五
〜
六
二
頁
参
照
。

（
11
）　

親
鸞
の
妻
で
あ
る
恵
信
尼
が
残
し
た
手
紙
に
、「
親
鸞
五
九
歳
の
寛
喜
三
年
四

月
に
親
鸞
が
悪
性
の
風
邪
に
罹
り
経
典
を
読
誦
す
る
夢
に
う
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ

は
そ
れ
よ
り
一
七
、八
年
以
前
に
起
き
た
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
三
部
経
を
千
部

読
も
う
と
し
た
が
「
執
心
自
力
」
の
業
だ
と
思
い
返
し
て
止
め
た
と
い
う
出
来
事

が
心
に
残
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
と
親
鸞
が
語
っ
て
い
た
」（
『
全
集
』
三
・
一
九
四

〜
七
）
と
あ
る
。

（
12
）　

こ
の
問
題
に
関
し
て
詳
細
は
、
窪
田
高
明
編
『
相
良
亨
著
作
集
第
六
巻　

超
越
・

自
然
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
年
）
所
収
の
「
「
お
の
ず
か
ら
」
形
而
上
学
」「
「
お

の
ず
か
ら
」
と
し
て
の
自
然
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
）　

こ
の
「
煩
悩
即
菩
提
」
を
、
無
時
間
的
に
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
固
定
し
た
も
の
が

い
わ
ゆ
る
天
台
本
覚
思
想
で
あ
る
。
親
鸞
門
下
に
起
こ
っ
た
異
端
説
で
あ
る
「
造

悪
無
礙
」
説
（
す
で
に
煩
悩
を
も
っ
た
ま
ま
で
救
わ
れ
て
お
り
、
煩
悩
こ
そ
が
救

済
の
因
で
あ
る
か
ら
、
悪
を
思
う
ま
ま
に
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
、
む
し
ろ

悪
人
を
救
お
う
と
い
う
仏
の
願
い
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
悪
を
行
っ
た
方
が
よ
い
と

す
る
説
）
も
、
菩
提
を
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
で
天
台
本

覚
論
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。


