
観
無
量
寿
経
の
背
後
に
あ
る
も
の

は
じ
め
に

『
観
無
量
寿
経
』
（
以
下
『
観
経
』
）
の
成
立
問
題
を
論
じ
る
と
き
、
本

経
が
禅
観
経
典
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
ま
ず
お
さ
え
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
観

O
O経
」
と
い
う
経
典
名
を
も
っ

禅
観
経
典
は
以
下
の
六
種
が
現
存
す
る
。

『
観
仏
三
昧
海
経
』
十
巻

『
観
虚
空
蔵
菩
薩
経
』
一
巻

『
観
薬
王
薬
上
二
菩
薩
経
』
一
巻
萱
良
耶
舎
（
四
二
四
｜
四
四
二
）

『
観
無
量
寿
経
』
一
巻

『
観
弥
勅
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
』

『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』

仏
陀
践
陀
羅
（
四
一
一

l
四
二
一
）

一
巻

曇
摩
蜜
多
（
四
二
四
｜
四
四
一
）

曇
摩
蜜
多
（
四
二
四
l
四
四
一
）

亘
旦
良
耶
舎
（
四
二
四
l
四
四
二
）

一
巻温

渠
京
声
（
四
五
四
？
l

入

j畢

出一小

こ
れ
ら
の
経
典
は
訳
出
年
代
が
五
世
紀
前
半
に
集
中
し
て
お
り
、
漢
訳

さ
れ
た
場
所
も
同
じ
で
建
康
で
あ
る
。
月
輪
賢
隆
氏
が
こ
れ
ら
「
六
観
念

経
」
全
て
中
国
撰
述
で
あ
る
と
の
説
を
提
起
し
て
以
来
、

『
観
経
』
の
成

立
問
題
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
月
輪
［
一
九
七
ニ

初
出
は
一
九
五
三
）
。
そ
の
後
、
山
田
明
爾
氏
が
『
観
経
』
に
み
ら
れ
る

「
阿
弥
陀
仏
」
と
「
無
量
寿
仏
」
の
併
用
の
偏
向
性
に
着
目
し
て
、
本
経

が
別
々
に
存
在
し
て
い
た
要
素
を
中
国
で
編
集
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と

の
説
を
提
示
し
、
月
輪
説
を
発
展
さ
せ
た

（
山
田
［
一
九
七
六
］
）
。
山
田

氏
の
中
国
編
集
説
は
経
典
の
内
容
・
構
成
に
基
づ
く
見
解
で
あ
っ
た
だ
け

に
波
紋
を
投
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
末
木
文
美
士
氏
が
経
典
の
内

容
を
詳
し
く
検
討
し
、
今
後
の
『
観
経
』
研
究
の
礎
を
築
い
た

［
一
九
八
六
］
、
［
一
九
九
二
］
）
。

（
末
木

成
立
問
題
に
関
し
て
は
末
木
氏
も
認
め
る
よ
う
に
中
国
編
集
説
が
大
勢
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を
し
め
つ
つ
あ
り
、
筆
者
も
そ
の
立
場
に
立
つ
。

山
田
氏
が
示
し
た
以
下

の
根
拠
は
ゆ
ら
ぐ
も
の
で
は
な
い
。

原
典
が
存
在
し
な
い
。

訳
語
・
文
章
・
内
容
に
非
イ
ン
ド
的
要
素
が
多
い
。

他
の
漢
訳
経
典
の
存
在
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

党
漢
の
諸
経
論
に
例
が
な
い
独
特
の
記
述
を
も
っ
。

た
だ
、
こ
れ
ま
で
は
『
観
経
』
が
禅
観
経
典
で
あ
る
と
同
時
に
浄
土
経

典
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
の
認
識
の
上
に
立
っ
て
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
点

四
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
本
経
は
極
楽
往
生
を
説
い
て

お
り
、
極
楽
国
土
、
無
量
寿
仏
（
阿
弥
陀
仏
）
は
本
経
に
あ
っ
て
は
重
要

な
位
置
に
あ
る
。
し
か
し
、
無
量
寿
経
や
阿
弥
陀
経
と
は
同
列
に
論
ず
る

こ
と
の
で
き
な
い
点
も
存
す
る
。
成
立
時
期
の
問
題
で
は
な
い
。
内
容
的

に
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
観
経
』
で
は
、
極
楽
国
土
は
瑠
璃
か
ら
出
来
て

い
る
と
い
う
。
こ
の
発
想
は
無
量
寿
経
や
阿
弥
陀
経
に
は
な
い
。
無
量
寿

経
や
阿
弥
陀
経
が
い
う
よ
う
に
、

ど
う
し
て
七
宝
な
い
し
は
黄
金
か
ら
で

き
て
い
る
と
い
わ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
小
さ
な
問
題

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
在
し
た
浄
土
経
典
と
は
異
な
る
発

想
が
『
観
経
』
に
は
こ
の
他
に
も
幾
つ
か
み
ら
れ
、
極
楽
往
生
を
説
い
て

い
る
だ
け
に
そ
の
違
い
が
気
に
か
か
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ど
う
し
て

禅
観
と
極
楽
往
生
が
結
び
付
く
の
か
。

『
観
経
』
理
解
に
曇
驚
、
道
縛
、
善
導
の
果
た
し
た
役
割
は
非
常
に
大

き
い
。
特
に
善
導
の
『
観
経
』
解
釈
は
深
い
宗
教
的
覚
醒
を
呼
ぴ
お
こ
す
。

『
観
経
』
が
世
に
浮
上
し
た
の
は
善
導
の
功
績
に
よ
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
観
経
』
そ
れ
自
身
の
立
場
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の

か
を
問
う
と
き
は
、
善
導
の
『
観
経
』
解
釈
か
ら
離
れ
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
は
『
観
経
』
そ
れ
自
身
の
立
場
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
観

経
』
は
浄
土
三
部
経
の
ひ
と
つ
で
あ
る
前
に
禅
観
経
典
で
あ
る
。
こ
の
事

実
を
ふ
ま
え
て
『
観
経
』
成
立
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。

一、

凡
夫
救
済

最
初
に
、
『
観
経
』
選
述
の
意
図
を
再
検
討
し
て
お
き
た
い
。
本
経
の

序
分
は
周
知
の
ご
と
く
王
舎
城
の
悲
劇
と
し
て
名
高
い
阿
闇
世
王
説
話
か

ら
な
る
。
こ
の
序
分
は
経
の
主
題
が
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
釈
尊
と
章
提

希
の
セ
リ
フ
の
中
に
経
を
説
く
動
機
と
目
的
が
み
ら
れ
る
。
本
経
の
意
図

す
る
と
こ
ろ
を
両
者
の
や
り
と
り
の
中
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

こ
の
経
が
何
を
語
ろ
う
と
す
る
の
か
を
み
る
う
え
で
出
発
点
と
な
る
の

が
釈
尊
に
対
し
て
な
さ
れ
る
章
提
希
の
要
請
で
あ
る
。

た
だ
願
わ
く
ば
、
世
尊
よ
、
わ
が
た
め
に
広
く
憂
悩
な
き
処
を
説
き

た
ま
え
。
わ
れ
、

ま
さ
に
往
生
す
べ
し
。
閤
浮
提
の
濁
悪
世
を
楽
わ

地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
盈
満
し
、

不
善
の
衆
多
し
。
願
わ
く
ば
、
わ
れ
、
未
来
に
悪
声
を
聞
か
ず
、
悪

ざ
る
な
り
。
こ
の
濁
悪
の
処
に
は
、



人
を
見
ざ
ら
ん
こ
と
を
。

い
ま
、
世
尊
に
向
い
て

五
体
投
地
し

哀
れ
み
を
求
め
て
機
悔
す
。
た
だ
、
願
わ
く
ば
、
仏
日
よ
、
わ
れ
を

し
て
清
浄
業
の
処
を
観
ぜ
し
め
た
ま
え
。

（
大
正
二
一
、
三
四
一

b
）

章
提
希
が
釈
尊
に
求
め
た
の
は
「
憂
悩
な
き
処
」
の
説
示
で
あ
り
、
彼

女
は
「
憂
悩
な
き
処
」
に
往
生
し
た
い
と
い
う
。
「
濁
悪
の
世
」
「
濁
悪
の

処
」
か
ら
離
れ
た
い
主
提
希
の
心
情
が
吐
露
さ
れ
、
彼
女
は
釈
尊
の
前
で

五
体
投
地
し
、
機
悔
す
る
。
そ
し
て
、
「
清
浄
業
の
処
」
を
観
想
さ
せ
て

も
ら
い
た
い
と
世
尊
に
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
濁
悪
の
処
」
に
対

し
て
「
清
浄
業
の
処
」
が
い
わ
れ
て
い
る
。
後
に
出
る
よ
う
に
、

阿
弥
陀

仏
は
「
浄
業
」
を
成
ぜ
し
者
で
あ
る
故
、
こ
の
「
清
浄
業
の
処
」
が
極
楽

へ
と
繋
が
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
清
浄
業
処
」
は
「
憂
悩
な
き
処
」

と
同
義
で
あ
り
、
「
濁
悪
の
処
」
の
対
概
念
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず

（

2
）
 

確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
清
浄
業
の
処
」
の
観
想
が
要
請
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
釈
尊
は
眉
間

か
ら
光
を
放
ち
、
「
十
方
諸
仏
の
浄
妙
の
国
土
」
「
無
量
の
諸
仏
の
国
土
」

を
照
ら
す
。
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
章
提
希
が
ニ
一
一
口
う
。

世
尊
よ
、
こ
の
諸
仏
土
、
ま
た
清
浄
に
し
て
み
な
光
明
あ
り
と
い
え

ど
も
、

わ
れ
、

い
ま
、
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
所
に
生
ま
れ
ん
こ

と
を
楽
う
。
た
だ
、
願
、
わ
く
ば
、
世
尊
よ
、

わ
れ
に
正
受
せ
し
め
よ
。

わ
れ
に
思
惟
せ
し
め
、

（
大
正
一
二
、
三
四
一

b
l
c
）

観
無
量
寿
経
の
背
後
に
あ
る
も
の

章
提
希
は
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
所
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

十
方
諸
仏
の
国
土
が
前
提
に
あ
り
、
諸
の

仏
国
土
の
中
か
ら
章
提
希
が
極
楽
世
界
を
選
ん
で
い
る
点
で
あ
る
。
釈
尊

が
極
楽
世
界
を
選
ん
で
章
提
希
に
勧
め
た
の
で
は
な
い
。
経
典
は
悲
劇
の

女
性
に
極
楽
世
界
並
び
に
阿
弥
陀
仏
を
求
め
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
女

性
と
阿
弥
陀
仏
信
仰
と
の
緊
密
さ
を
暗
示
す
る
。

章
提
希
は
極
楽
往
生
の
意
志
を
示
し
、
「
思
惟
」
「
正
受
」
を
希
望
す
る
。

こ
の
「
思
惟
」
「
正
受
L

は
、
『
観
無
量
寿
経
』
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
『
観
仏
三
昧
海
経
』
に
頻
出
す
る
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
端
坐
正

受
」
（
大
正
一
五
、
六
四
六

a
）
、
「
三
昧
正
受
」
（
問
、
六
四
七
C

）
、
「
繋

念
思
惟
L

（
問
、
六
八
一
一

c
、
六
四
八

a
）
、
「
憶
持
閉
目
思
惟
」
（
同
、
六

六
四

a
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
思
惟
」
「
正
受
」
が
禅
観
を
示
す
言
葉
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
の
「
教
我
観
於
清
浄
業
処
」
と
同
じ
く

禅
観
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

釈
尊
は
微
笑
放
光
し
た
後
、
主
提
希
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

汝

い
ま
、
知
る
や
い
な
や
。
阿
弥
陀
仏
、
こ
こ
を
去
る
こ
と
遠
か

ら
ざ
る
を
。
汝
、
ま
さ
に
念
を
繋
ぎ
、
諦
ら
か
に
か
の
国
の
浄
業
を

成
ぜ
し
も
の
を
観
ず
べ
し
。
わ
れ
、

い
ま
、
汝
の
た
め
に
、
広
く
衆

警
を
説
き
、
ま
た
、
未
来
世
の
一
切
の
九
夫
、
浄
業
を
修
め
ん
と
欲

す
る
者
に

西
方
極
楽
国
土
に
生
ま
る
る
を
得
し
め
ん
。

（
大
正
一
二
、
三
四
一

C

）

一一一一
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

阿
弥
陀
仏
は
こ
こ
か
ら
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に

い
る
と
の
文
言
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
従
是
西
方
過
十
万
億
仏
土
」

の
極
楽

に
阿
弥
陀
仏
が
い
る
と
す
る
『
阿
弥
陀
経
』

の
理
解
と
は
大
き
く
異
な
る
。

の
説
く
極
楽
の
様
相
に
『
阿
弥
陀
経
』
の
投
影
が
あ
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
阿
弥
陀
仏
及
び
極
楽
に
対
す
る
『
観

『
観
無
量
寿
経
』

経
』
独
自
の
理
解
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
汝
当
繋
念
諦
観
彼
国
浄

業
成
者
」
と
こ
こ
で
も
禅
観
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
「
阿
弥
陀
仏
去
此
不
遠
」
と
す
る
理
由
も
禅
観
の
立
場
か
ら
で
な
い

と
解
せ
ま
い
。

観
想
す
べ
き
阿
弥
陀
仏
は
「
浄
業
」
を
成
就
し
た
者
で
あ
る
と
い
う
。

そ
の
「
浄
業
」
が
阿
弥
陀
仏
の
前
身
で
あ
る
法
蔵
菩
薩
の
行
を
指
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
未
来
世
の
一
切
の
凡
夫
で
「
浄

業
」
を
修
め
よ
う
と
欲
す
る
者
を
西
方
極
楽
国
土
に
往
生
さ
せ
よ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
凡
夫
の
「
浄
業
」
は
往
生
因
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
く
る
。

こ
の
後
、
極
楽
に
生
ま
れ
た
い
と
欲
す
る
者
は
三
福
を
修
め
る
べ
き
で

（

3）
 

あ
る
と
し
て
三
福
が
説
か
れ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
三
福
は
往
生
因
で

あ
り
、
事
実
、
三
福
は
「
浄
業
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
経
典
で
は
三
福
が

コ
二
世
の
諸
仏
の
浄
業
の
正
因
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
後
で
、
「
い
ま
、

未
来
世
の
一
切
衆
生
の
、
煩
悩
の
賊
の
害
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
者
の
た
め

に
、
清
浄
業
を
説
く
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
清
浄
業
」
が
日
想
観
以
下

一
一
四

に
語
ら
れ
る
禅
観
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
う
な
る
と
、
序
分
で
使
わ
れ
る
「
清
浄
業
」
と
い
う
語
に
は
二
通
り

の
使
わ
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
つ
に
は
「
浄
業
を
成
ぜ

し
も
の
」
に
み
ら
れ
る
「
浄
業
」
と
同
じ
く
諸
仏
が
行
な
っ
た
行
を
指
す

場
合
。
「
清
浄
業
」
の
結
果
と
し
て
仏
国
土
が
存
在
す
る
。
だ
か
ら
、
諸

の
仏
国
土
が
「
清
浄
業
の
処
」
と
い
わ
れ
る
。
二
つ
目
は
こ
れ
ま
た
「
浄

業
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
極
楽
往
生
の
条
件
を
示
す
言
葉
と
し
て
使

わ
れ
る
場
合
。
「
清
浄
業
」
と
し
て
の
禅
観
は
極
楽
往
生
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
禅
観
と
い
う
清
浄
な
行
為
を
往
生
方
法

と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
「
清
浄
業
」
と
い
う

こ
と
で
仏
と
衆
生
が
結
び
つ
く
。

極
楽
へ
の
往
生
方
法
に
関
し
て
い
え
ば
、
無
量
寿
経
諸
異
本
で
は
極
楽

に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
こ
と
や
十
善
業
を
初
め
と
す
る
諸
の
善
行
を
実
践

す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
い
く
つ
か
の
方
法
を
列
挙
す
る
が
、
羅
什
訳
『
阿

弥
陀
経
』
で
は
、
無
量
寿
経
系
の
善
行
や
諸
々
の
功
徳
を
修
す
る
と
い
っ

た
往
生
方
法
を
採
ら
ず
、
仏
名
を
執
持
す
る
こ
と
と
極
楽
に
生
ま
れ
た
い

と
願
う
こ
と
の
こ
つ
の
み
を
挙
げ
る
。
『
観
経
』
で
は
、
章
提
希
が
「
我

今
楽
生
極
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
所
」
と
い
う
よ
う
に
、
極
楽
に
生
ま
れ
た
い

と
の
願
い
が
最
初
に
示
さ
れ
、
経
末
に
「
持
無
量
寿
仏
名
」
と
い
う
よ
う

に
執
持
名
号
と
も
受
け
取
れ
る
方
法
を
提
示
す
る
。
さ
ら
に
、
序
分
で
は
、

「
欲
生
彼
国
者
」
は
善
行
で
あ
る
三
福
を
修
す
べ
き
こ
と
が
語
ら
れ
る
。



そ
う
な
る
と
、
本
経
は
無
量
寿
経
系
と
『
阿
弥
陀
経
』

の
往
生
方
法
を
前

提
と
し
な
が
ら
、
禅
観
を
極
楽
へ
往
生
す
る
方
法
と
し
て
採
用
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
『
観
経
』

の
意
図
が
禅
観
を
往
生
方
法
に
位
置
付
け
る
こ

と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
禅
観
と
共
に
挙
げ
ら
れ
る
善
行
を
往
生
条
件
と

し
て
示
す
こ
と
に
何
の
不
思
議
も
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
複
数
の
往
生
方

法
を
提
示
す
る
と
い
う
無
量
寿
経
系
の
主
張
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
『
観

経
』
が
浄
土
経
典
の
相
貌
を
粧
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
ま
さ
に
極
楽
往
生

へ
の
道
を
説
い
て
い
る
点
に
あ
る
。
禅
観
を
極
楽
往
生
の
方
法
に
直
結
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
本
経
の
創
意
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し

か
し
、
『
観
経
』
は
新
た
な
る
浄
土
経
典
の
創
出
を
目
指
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
禅
観
の
中
に
阿
弥
陀
仏
信
仰
を
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

後
段
で
、
貌
訳
『
無
量
寿
経
』

の
三
輩
段
を
受
け
九
品
往
生
を
説
く
が
、

そ
こ
で
は
他
の
往
生
方
法
を
認
め
た
上
で
、
上
輩
想
・
中
輩
想
・
下
輩
想

と
い
っ
た
よ
う
に
往
生
に
関
わ
る
事
象
を
禅
観
で
包
み
込
む
。
あ
く
ま
で

中
心
は
禅
観
で
あ
る
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
。
し
か
も
、
九
品
往
生
の
中

身
に
関
し
て
い
え
ば
、
『
無
量
寿
経
』

の
影
響
は
極
め
て
少
な
い
。
前
十

三
観
が
極
楽
と
無
量
寿
仏
に
対
す
る
観
想
、
後
三
観
が
三
輩
九
品
に
対
す

る
観
想
。
前
者
は
仏
に
、
後
者
は
衆
生
に
主
眼
を
置
く
。

序
分
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
以
下
に
説
か
れ
る
禅
観
が
凡
夫
を

対
象
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
主
提
希
に
説
法
す
る
と
い
う
体
裁
を
と

っ
て
は
い
る
が
、
極
楽
世
界
の
観
想
が
未
来
世
の
凡
夫
の
た
め
で
あ
る
こ

観
無
量
寿
経
の
背
後
に
あ
る
も
の

と
は
、
序
分
に
示
さ
れ
る
「
未
来
世
一
切
凡
夫
」
「
未
来
世
一
切
衆
生
為

煩
悩
賊
之
所
害
者
」
「
未
来
世
一
切
衆
生
」
な
ど
の
表
現
で
明
ら
か
で
あ

る
。
さ
ら
に
章
提
希
自
身
、
釈
尊
か
ら
「
汝
是
九
夫
、
心
想
巌
劣
」
と
言

わ
れ
、

凡
夫
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
章
提
希
は
釈
尊
に

序
分
の
最
後
で
こ
う
告
げ
る
。

世
尊
、
わ
れ
の
ご
と
き
も
今
は
仏
力
を
以
つ
て
の
故
に
、

か
の
国
土

を
見
る
。
も
し
、
仏
の
滅
後
の
諸
の
衆
生
等
、
濁
悪
不
善
に
し
て
五

苦
の
逼
ま
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ば

い
か
ん
が
ま
さ
に
阿
弥
陀
仏
の
極

楽
世
界
を
見
る
べ
け
ん
や

（
大
正
二
一
、
三
四
一

C

）

主
提
希
は
す
で
に
極
楽
世
界
を
仏
力
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
に

主
提
希
に
対
し
て
説
か
れ
る
内
容
は
「
仏
滅
後
」
の
衆
生
が
ど
の
よ
う
に

し
た
ら
極
楽
を
観
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
、

凡
夫
に
可
能
な
「
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
」
を
見
る
方
法
が
開
示

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
凡
夫
を
重
視
す
る
こ
と
も
実
は
『
観
仏
三
昧
海

経
』
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
仏
滅
後
の
濁
世
の
「
五
苦
衆
生
」

（
大
正
一
五
、
六
九

O
b
）
に
観
仏
が
説
か
れ
て
い
る
。
観
仏
が
「
凡
夫

の
念
仏
三
昧
」
（
問
、
六
九
二
C

）
と
も
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
『
観

経
』
が
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
の
存
在
は
ま
こ
と

に
大
き
い
。
し
か
し
、
『
観
仏
三
昧
海
経
』
に
は
阿
弥
陀
仏
信
仰
は
出
て

こ
な
い
。
「
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
」
を
見
る
観
想
が
「
仏
滅
後
」
の
衆

生
救
済
を
意
図
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

『
観
経
』
は
そ
も
そ
も
無
量
寿
経

一
一
五



併
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊

「
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
」

系
統
や
『
阿
弥
陀
経
』

の
思
想
と
は
異
な
る
。
『
観
経
』
は
極
楽
往
生
を

説
き
な
が
ら
も
、
『
観
経
』
自
身
は
既
存
の
浄
土
経
典
と
は
別
な
流
れ
の

中
に
い
る
。

一
一、
極
楽
国
土
と
無
量
寿
仏
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国
土
の
観
想
を
説
く
前
半
部
は
さ
ら
に
初
観
か
ら
第
三
観
と
第
四
観
か

極
楽
の
観
想

ら
第
六
観
と
に
分
れ
る
。
第
三
観
の
地
想
は
第
二
観
に
説
く
水
の
観
想
が

氷
想
を
経
て
琉
璃
想
へ
と
進
み
、

そ
の
観
想
を
持
続
し
て
三
昧
へ
と
達
し

た
な
ら
ば
極
楽
国
土
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
段
階
で
、
こ
こ
に
至
っ
て
極

楽
国
土
の
観
想
へ
と
入
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
観
は
日
没
や

水
と
い
っ
た
現
実
の
自
然
の
対
象
か
ら
仏
国
土
へ
と
移
行
す
る
前
半
部
の

ひ
と
つ
の
や
ま
で
あ
る
。
第
三
観
の
地
想
を
説
い
た
後
、
釈
尊
が
阿
難
に

「
汝
持
仏
語
、
為
未
来
世
一
切
大
衆
欲
脱
苦
者
説
是
観
地
法
」
と
述
べ
る

の
も
、

そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
こ
に
「
観
地
法
」
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
『
観
仏
三
昧
海
経
』
（
大
正
一
五
、
六
四
七
b
）
に
お
い
て
も
、

仏
の
具
体
的
な
相
好
を
観
想
す
る
前
に
「
観
地
品
」
を
お
く
。
観
仏
に
先

立
っ
て
最
初
に
国
土
の
観
想
を
説
く
の
は
な
に
も
『
観
経
』

の
発
案
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、

地
想
を
説
き
観
仏
へ
と
至
る
方
法
を
説
く
経
典
に
『
禅
秘
要

一
一
六

法
経
』
が
あ
る
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
念
仏
観
の
次
第
は
、
ま
ず
、

地
が

白
浄
に
な
る
よ
う
観
想
し
、
次
に
蓮
華
を
観
想
し
、
最
後
に
丈
六
の
金
像

を
観
想
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
大
正
一
五
、
二
五
五

a
b
）
。
『
観
無

量
寿
経
』
で
国
土
の
観
想
が
す
む
と
蓮
華
、
次
に
仏
像
と
い
う
順
で
観
想

を
進
め
て
い
く
や
り
方
は
『
禅
秘
要
法
経
』
に
見
ら
れ
る
念
仏
観
に
共
通

す
る
の
で
あ
る
。

極
楽
国
土
の
観
想
が
第
二
観
の
琉
璃
想
か
ら
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
注
意
を
要
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
極
楽
国
土
は
無
量
寿
経
系
統
で
は

七
宝
、
『
阿
弥
陀
経
』
で
は
黄
金
で
で
き
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
『
観
経
』
で
は
極
楽
の
大
地
を
「
瑠
璃
地
」
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。
仏
国
土
が
瑠
璃
地
で
あ
る
と
す
る
発
想
の
源
泉
は
別
に
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
観
の
樹
想
、
第
五
観
の
八
功
徳
水
想
を
経
て
、
第
六
観
で
極
楽
国

土
の
観
想
が
完
了
す
る
。
第
六
観
を
総
観
想
と
呼
ぶ
こ
と
は
そ
の
こ
と
を

端
的
に
示
し
て
い
る
。
国
土
の
観
想
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
阿
難
と
章

提
希
に
こ
の
教
え
を
広
く
大
衆
に
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
こ

で
、
観
世
音
と
大
勢
至
を
従
え
た
無
量
寿
仏
が
現
れ
る
。
無
量
寿
仏
を
見

終
わ
っ
た
章
提
希
は
釈
尊
に
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

世
尊
よ
、

わ
れ
、

い
ま
、
仏
力
に
よ
る
が
ゆ
え
に
、
無
量
寿
仏
及
び

二
菩
薩
を
見
る
を
得
。
未
来
の
衆
生
、
ま
さ
に
い
か
ん
が
無
量
寿
仏

及
ぴ
二
菩
薩
を
観
ず
る
べ
き
や
。

（
大
正
一
二
、
三
四
二

c
）



こ
れ
は
序
分
最
後
の
章
提
希
の
台
詞
と
ほ
ぼ
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、

（

7
）
 

こ
こ
で
仏
名
が
阿
弥
陀
仏
か
ら
無
量
寿
仏
に
変
わ
る
。

ιυ 

極
楽
国
土
を
観
想
す
る
の
に
没
す
る
太
陽
か
ら
は
じ
め
た
よ
う
に
、
無

無
量
寿
仏
の
観
想

量
寿
仏
の
観
想
に
あ
た
っ
て
は
蓮
華
か
ら
は
じ
め
る
。
第
七
観
の
最
初
に

「
七
宝
の
池
上
に
蓮
華
の
想
を
作
せ
」
（
大
正
一
二
、
三
四
二
C

）
と
い
う

が
、
先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
観
仏
の
前
に
蓮
華
の
想
を
作
す
こ
と
は
『
禅

秘
要
法
経
』
で
も
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
蓮
華
は
仏
像
の
坐
す
蓮

華
座
に
連
な
る
こ
と
は
『
禅
秘
要
法
経
』
に
述
べ
る
「
蓮
華
の
想
を
作
し
、

そ
の
華
千
葉
に
し
て
七
宝
も
て
荘
厳
せ
り
。
ま
た
当
に
一
丈
六
の
金
像
の

想
を
作
し
、
此
の
金
像
を
し
て
結
捌
扶
坐
し
て
蓮
華
上
に
坐
せ
し
む
べ

し
」
（
大
正
十
五
、
二
五
五
b
）
の
文
章
か
ら
わ
か
る
。
『
観
経
』
で
も
第

七
観
に
説
く
蓮
華
は
台
と
な
り
、

そ
の
観
想
は
華
座
想
と
い
わ
れ
る
こ
と

か
ら
み
て
も
、
仏
像
の
台
座
で
あ
る
蓮
華
座
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明

瞭
で
あ
る
。
な
お
、
第
七
観
で
妙
華
は
「
法
蔵
比
丘
の
願
力
の
所
成
」
と

い
わ
れ
る
が
、
『
無
量
寿
経
』
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
出
て
こ
な
い
。
『
観

経
』
独
自
の
理
解
の
仕
方
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
第
八
観
か
ら
い
よ
い
よ
本
経
典
の
主
題
で
あ
る
無
量
寿
仏
の
観
想

に
入
る
わ
け
だ
が
、
『
観
経
』
が
成
立
す
る
以
前
に
「
観
無
量
寿
仏
法
」

を
説
く
経
典
が
存
在
し
て
い
る
。
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
と
さ
れ

観
無
量
寿
経
の
背
後
に
あ
る
も
の

る
『
思
惟
略
要
法
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
禅
経
は
、
初
禅
を
得
る
た
め

の
方
便
観
と
し
て
四
無
量
心
観
法
、
不
浄
観
法
、
白
骨
観
法
、
観
仏
三
昧
、

生
身
観
法
、
法
身
観
法
、
十
方
諸
仏
観
法
、
観
無
量
寿
仏
法
、
諸
法
実
相

観
法
、
法
華
三
昧
観
法
、
の
十
種
観
法
を
説
く
。
「
観
無
量
寿
仏
法
」
（
大

正
一
五
、
二
九
九

c
以
下
）

の
内
容
は
『
観
経
』
と
は
大
き
く
異
な
り
、

小
乗
の
白
骨
観
を
基
調
と
し
て
い
る
。
白
骨
が
白
光
へ
と
転
じ
て
、
最
後

に
白
光
の
中
に
無
量
寿
仏
を
観
ず
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
観
法
は

「
鈍
根
者
」
が
実
践
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
『
観
経
』
と
は
内
容

は
異
な
る
も
の
の
、
『
観
経
』
成
立
以
前
に
、
無
量
寿
仏
を
観
想
す
る
法

が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
事
実
は
見
逃
せ
な
い
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は

「
観
無
量
寿
仏
法
」
の
置
か
れ
て
い
る
位
置
で
あ
る
。

『
思
惟
略
要
法
』
で
「
観
無
量
寿
仏
法
」
が
説
か
れ
た
後
、
諸
法
実
相
、

法
華
三
昧
へ
と
進
ん
で
い
く
。
最
後
の
法
華
三
昧
の
箇
所
に
は
、
三
昧
中

に
普
賢
菩
薩
が
六
牙
の
白
象
に
乗
っ
て
行
者
の
前
に
や
っ
て
来
る
と
あ
る

（
大
正
一
五
、
三
O
O
C
）
。
『
思
惟
略
要
法
』
が
最
後
に
法
華
三
昧
法
を

据
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
法
華
経
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
「
観
無
量
寿
仏
法
」
は
法
華
経
に
重
き
を
置
く
禅
経
に
説

か
れ
、
法
華
三
昧
の
前
段
階
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

の
第
八
観
で
あ
る
が
、
第
八
観
に
入
る
前
に
「
ま
さ

に
仏
を
想
う
べ
し
。
所
以
は
何
ぞ
」
と
教
理
を
こ
れ
か
ら
示
す
こ
と
が
言

さ
て
、
『
観
経
』

わ
れ
、
次
の
よ
う
に
観
想
の
教
理
的
根
拠
が
語
ら
れ
る
。七
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一
切
衆
生
の
心
想
中
に
遍
入
す
。

心
に
仏
を
想
う
時
、
是
の
心
即
ち
是
れ
三
十
二
相

八
十
随
形
好
な
り
。
是
の
心
、
仏
と
な
る
。
是
の
心
、
日
疋
れ
仏
な
り
。

諸
仏
の
正
遍
知
海
は
心
想
よ
り
生
ず
。
是
の
故
に
当
に
一
心
に
念
を

繋
け
、
彼
の
仏
・
多
陀
阿
伽
度
・
阿
羅
町
・
三
貌
三
仏
陀
を
諦
観
す

諸
仏
知
来
は
、
是
れ
法
界
身
な
り
。

日
疋
の
故
に
汝
等
、

べ
し
。

（
大
正
一
二
、
三
四
三

a
）

像
想
と
い
わ
れ
る
第
八
観
で
あ
る
が
、
仏
像
の
観
想
に
入
る
前
に
、
諸

仏
が
衆
生
の
心
に
遍
入
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

凡
夫
の
禅
観
と
い
う
達
成
し
が
た
き
実
践
法
の
根
拠
は
法
界
身
た
る
諸
仏

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
本
経
典
の
主
題
で
あ
る
凡
夫
の
禅
観
は
仏
の
方
か

ら
の
働
き
か
け
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部

分
は
『
般
舟
三
昧
経
』
行
品
の
「
わ
が
念
ず
る
と
こ
ろ
す
な
わ
ち
見
、

が
仏
と
な
り
［
心
作
仏
］
、
心
み
ず
か
ら
見
、
心
は
こ
れ
仏
な
り
［
心
是

仏
］
：
：
：
」
（
大
正
二
二
、
九

O
六

a
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

一
宝
像
を
見
て
、
脇
士
た
る
観
世
音
菩
薩
の
像
、
大

勢
至
菩
薩
の
像
を
観
想
す
る
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
こ
の
観
の
最
後
に
は

像
想
に
入
る
と
、

「
日
疋
の
観
を
作
さ
ば
、
無
量
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
き
、
現
身
中
に
於
い

て
念
仏
三
昧
を
得
ん
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
観
想
が
像
を
対
象
と
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
衆
生
に
対
し
て
諸
仏
の
方
か
ら
働
き

か
け
が
な
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
仏
像
の
観
想
が
念
仏
三
昧
を
成
就
さ
せ
る
と

/¥ 

い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

第
八
観
で
観
想
す
る
仏
像
は
無
量
寿
仏
と
は
い
わ
れ
て
い
な
い
。
第
九

観
で
初
め
て
無
量
寿
仏
の
観
想
へ
と
進
む
。
「
此
の
想
い
成
じ
巳
ら
ば
、

次
に
当
に
更
に
無
量
寿
仏
の
身
相
と
光
明
を
観
ず
べ
し
」
で
は
じ
ま
る
第

九
観
は
「
六
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
」
と
い
う
途
方
も
な
い
身
高
を

初
め
と
し
て
お
よ
そ
映
像
化
不
可
能
な
無
量
寿
仏
の
描
写
が
続
く
。
そ
し

て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

此
の
事
を
見
る
者
は
、

即
ち
十
方
の
一
切
諸
仏
を
見
る
。
諸
仏
を
見

る
を
以
つ
て
の
故
に
、
念
仏
三
昧
と
名
づ
く
。
此
の
観
を
作
さ
ば
、

一
切
の
仏
身
を
観
ず
と
名
づ
く
。
仏
身
を
観
ず
る
を
以
て
の
故
に
、

亦
、
仏
心
を
見
る
。
諸
仏
の
心
は
大
慈
悲
是
れ
な
り
。
：
：
：

'L、

（
大
正
二
一
、
三
四
三
b
｜
C

）

第
九
観
は
経
題
か
ら
み
て
も
本
経
典
の
中
心
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

無
量
寿
仏
を
見
る
こ
と
が
諸
仏
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
第
八

観
で
観
像
（
観
仏
）

に
よ
っ
て
念
仏
三
昧
を
得
る
こ
と
が
い
わ
れ
、
念
仏

三
昧
の
中
で
無
量
寿
仏
の
観
想
が
な
さ
れ
る
と
一
切
諸
仏
を
見
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。
諸
仏
を
見
る
（
見
仏
）
故
に
念
仏
三
昧
で
あ
る
と
い
う
。

第
八
観
か
ら
第
九
観
に
み
ら
れ
る
観
仏
、
念
仏
三
昧
、
見
仏
と
い
う
流
れ

は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
巻
九
で
「
知
来
、
大
悲
も
て
衆
生
を
慈
懸
す
」
に

続
け
て
説
か
れ
る
以
下
の
文
章
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

願
わ
く
ば
来
世
の
盲
冥
の
衆
生
の
為
に
、
観
像
想
法
を
具
足
演
説
し
、



諸
の
衆
生
を
仏
の
所
説
に
依
り
て
恒
に
諸
仏
世
尊
に
値
遇
せ
し
め
、

念
仏
三
昧
を
得
し
め
た
ま
え
。
三
昧
力
の
故
に
、
諸
の
衆
生
を
し
て

罪
悪
よ
り
遠
離
せ
し
む
。
罪
滅
す
る
を
以
て
の
故
に
現
に
諸
仏
に
見

え
ん

（
大
正
一
五
、
六
九
一

c

『
観
経
』
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
に
説
か
れ
る
観
法
を
極
め
て
忠
実
に

無
量
寿
仏
に
あ
て
は
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
思
惟
略
要
法
』
と
は

異
な
る
、

凡
夫
の
「
観
無
量
寿
仏
法
」
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
偏
観
一
切
色
身
想
」
と
い
わ
れ
る
第
九
観
の
後
、
観
世
音
菩

薩
に
対
す
る
観
想
が
説
か
れ
る
。
そ
こ
に
み
ら
れ
る
観
音
は
そ
の
表
現
の

仕
方
に
お
い
て
『
観
薬
王
薬
上
二
菩
薩
経
』
に
説
く
薬
上
菩
薩
に
類
似
す

る
。
身
体
の
色
が
紫
金
色
で
あ
る
こ
と
、
円
光
の
化
仏
が
菩
薩
を
侍
者
と

し
て
い
る
こ
と
、
身
光
内
に
一
切
の
世
界
が
現
れ
て
い
る
こ
と
、
項
上
に

［
釈
迦
］
回
比
拐
伽
摩
尼
宝
を
持
つ
こ
と
、
壊
瑠
に
荘
厳
事
を
現
す
こ
と
な

ど
、
両
者
は
あ
ま
り
に
も
似
す
ぎ
て
い
る
。
『
観
経
』
も
『
観
薬
王
薬
上

二
菩
薩
経
』
も
共
に
喜
一
良
耶
舎
が
訳
出
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

の
背
後
世
界
を
み
る
に
は
『
観
薬
王
薬
上
二
菩
薩
経
』

も
合
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
が
こ
れ
ま
で
の
『
観
経
』
研
究

み
る
と
、
『
観
経
』

に
は
欠
け
て
い
た
。
な
お
、

『
観
薬
王
薬
上
二
菩
薩
経
』

の
よ
り
ど
こ
ろ

と
な
っ
て
い
る
の
は
薬
王
薬
上
の
二
菩
薩
を
説
く
『
法
華
経
』
「
妙
荘
厳

王
本
事
品
」
と
同
じ
く
「
薬
王
菩
薩
本
事
品
」
で
あ
る
。

観
音
の
後
、
大
勢
至
菩
薩
の
観
想
を
経
て
、
第
十
二
観
の
普
観
想
へ
と

観
無
量
寿
経
の
背
後
に
あ
る
も
の

至
る
。
名
前
の
通
り
、
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
観
想
が
総
合
化
さ
れ
、
行

者
自
身
が
極
楽
世
界
へ
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
を
観
想
す
る
。
無
量
寿
仏
の
化

身
が
観
音
・
勢
至
を
伴
っ
て
行
者
の
も
と
へ
や
っ
て
来
る
、
臨
終
来
迎
な

ら
ぬ
平
常
来
迎
が
説
か
れ
る
。

奇
妙
な
あ
り
方
を
一
不
す
の
が
次
の
第
十
三
観
で
あ
る
。
雑
想
観
と
呼
ば

れ
る
第
十
三
観
は
次
の
通
り
。

若
し
至
心
に
西
方
に
生
ま
れ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
ず
当
に
一
丈
六

の
像
、
池
水
上
に
存
る
を
観
る
べ
し
。
先
の
所
説
の
如
く
無
量
寿
仏

は
身
量
無
辺
に
し
て
、
是
れ
凡
夫
の
心
力
の
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
。
然

る
に
、
彼
の
知
来
の
宿
願
力
の
故
に
、
憶
想
す
る
者
あ
ら
ば
、
必
ず

成
就
す
る
こ
と
を
得
る
。
た
だ
仏
像
を
想
う
す
ら
無
量
の
福
を
得
る
。

況
ん
や
ま
た
仏
の
具
足
せ
る
身
相
を
観
ず
る
を
や
。
阿
弥
陀
仏
は
神

通
知
意
に
し
て
、
十
方
の
国
に
於
い
て
変
現
自
在
な
り
。
或
い
は
大

身
を
現
し
て
虚
空
中
に
満
ち
、
或
い
は
小
身
を
現
し
て
丈
六
八
尺
な

り

（
大
正
二
一
、
三
四
四
b
｜
C
）

第
十
三
観
は
、
「
無
量
寿
仏
」
と
「
阿
弥
陀
仏
」
の
二
仏
名
の
併
用
が

見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
第
十
二
観
ま
で
の
「
無
量
寿
仏
」
部
分
と
、

十
四
観
以
後
の
「
阿
弥
陀
仏
」
部
分
の
つ
な
ぎ
目
で
あ
る
。
観
想
は
十

観
で
終
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
先
ず
当
に
一
丈
六
の
像
、
池
水

上
に
存
る
を
観
る
べ
し
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
何
と
も
奇
妙
で
あ
り
、
説

か
れ
て
い
る
内
容
は
こ
の
観
独
自
の
性
格
を
も
っ
。

二
九
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
然
る
に
、
彼
の
如
来
の
宿
願
力
の
故
に
、

憶
想
す
る
者
あ
ら
ば

必
ず
成
就
す
る
こ
と
を
得
る
」
の
一
文
で
あ
る
。

」
こ
で
、
「
知
来
の
宿
願
力
」
す
な
わ
ち
本
願
が
で
て
く
る
。
阿
弥
陀
仏

信
仰
の
教
理
の
根
幹
が
こ
の
部
分
で
出
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
『
観
経
』

全
体
の
構
成
か
ら
い
っ
て
も
極
め
て
重
要
と
思
わ
れ
る
。
第
十
三
観
の
冒

頭
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
無
量
寿
仏
の
身
量
は
無
辺
で
あ
っ
て
凡
夫
は
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
「
知
来
の
宿
願
力
の
故
に
」
見
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。

九
夫
は
本
来
、
無
量
寿
仏
の
観
想
な
ど
で
き

つ
ま
り
、

る
は
ず
も
な
い
。
第
八
観
の
念
仏
三
昧
、
第
九
観
の
無
量
寿
仏
の
観
想
、

」
れ
ら
は
も
と
も
と
「
初
習
者
」
「
鈍
根
者
」
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の

も
と
は
禅
観
を
な
す
出
家
者
の
も
の
で
あ
る
。
章
提
希
の
よ
う
な
心
想
巌

劣
な
凡
夫
に
は
適
わ
ぬ
行
法
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
経
で
釈
尊
は
そ
の

行
法
を
章
提
希
に
説
く
。
そ
し
て
、
第
十
三
観
で
九
夫
は
本
来
無
量
寿
仏

の
観
想
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
い
と
い
い
な
が
ら
、

根
拠
を
提
示
す
る
。

そ
れ
が
可
能
と
な
る

そ
れ
が
本
願
力
（
宿
願
力
）
な
の
で
あ
る
。
凡
夫
は

池
水
上
の
丈
六
の
像
を
観
ず
る
こ
と
だ
け
で
無
量
寿
仏
の
相
を
観
ず
る
こ

と
が
で
き
、
神
通
知
意
な
る
阿
弥
陀
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
観
経
』
は
「
観
無
量
寿
法
」
の
易
行
化
を
は
か
る
一
方
で
、
そ
れ
を
阿

弥
陀
仏
の
本
願
に
基
づ
く
極
楽
往
生
へ
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
。
第
十
二

観
の
来
迎
は
そ
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
第
十
三
観
で
、
観
仏
部
で

あ
る
無
量
寿
仏
の
名
が
極
楽
往
生
部
を
受
け
持
つ
阿
弥
陀
仏
に
転
換
す
る
。

一二

O

極
め
て
用
意
周
到
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

能
仁
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
第
八
観
の
念
仏
三
昧
が
本
願
に
誓
わ
れ

た
念
仏
で
あ
る
な
ら
ば
凡
夫
で
あ
っ
て
も
容
易
に
第
九
観
を
な
し
え
る

（
能
仁
［
一
九
九
二
］
三
二

O
頁
）
。
『
無
量
寿
経
』

の
説
く
念
仏
を
禅
観

に
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
、
『
観
経
』
で
第
十
三
観
を
説
く
意
義
は
こ
こ
に

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
説
か
れ
た
禅
観
は
阿
弥
陀
仏
の
臨
終
来
迎

と
ス
ム
ー
ス
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
り
、

阿
弥
陀
仏
の
極
楽
国
土
に
往
生

す
べ
き
因
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

本
経
序
分
で
釈
尊
が
章
提
希
に
「
阿
弥
陀
仏
去
此
不
遠
」
と
い
う
の
も

禅
観
念
仏
（
念
仏
三
昧
）

の
完
成
を
予
想
し
た
言
葉
と
い
え
る
。
第
八
観

で
語
ら
れ
る
教
理
か
ら
い
え
ば
、
観
想
す
る
心
と
観
想
の
対
象
で
あ
る
仏

が
一
致
し
て
無
量
寿
仏
が
現
前
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
、

阿
弥
陀

仏
は
遠
い
存
在
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
「
阿
弥
陀
仏
去
此
不

遠
」
の
後
に
「
汝
当
繋
念
諦
観
彼
国
浄
業
成
者
」
と
い
わ
れ
る
。
観
想
と

い
う
清
浄
業
が
、
浄
業
に
よ
っ
て
本
願
成
就
し
た
極
楽
世
界
に
通
ず
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
阿
弥
陀
仏
は
こ
こ
か
ら
遠
く
な
い
と
こ
ろ

に
い
る
こ
と
に
な
る
。
第
十
三
観
は
序
分
後
半
に
み
え
る
「
見
阿
弥
陀
仏

極
楽
世
界
」
と
経
の
目
的
を
語
る
文
言
に
見
事
に
接
続
す
る
の
で
あ
る
。



一一一、
九
品
往
生

九
夫
に
よ
る
極
楽
及
び
無
量
寿
仏
の
観
想
は
現
世

で
可
能
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
同
時
に
そ
れ
が
極
楽
往
生
の
方
法
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
後
三
観
は
往
生
の
際
と
往
生
後
の
あ
り
ょ
う
を
凡

前
十
三
観
ま
で
で
、

夫
の
資
質
に
応
じ
て
説
く
。
前
十
三
観
の
観
想
と
は
明
ら
か
に
性
格
を
異

に
す
る
。
衆
生
の
臨
終
来
迎
と
極
楽
往
生
に
主
題
が
移
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
『
観
経
』
が
九
夫
救
済
を
目
指
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
『
観
経
』
は
こ
の
段
で
往
生
の
主
体
で
あ
る

凡
夫
の
省
察
に
主
眼
を
置
く
。
観
想
の
対
象
が
仏
か
ら
人
間
の
方
へ
移
行

す
る
。
序
分
に
い
わ
れ
る
「
未
来
世
一
切
凡
夫
」
「
仏
滅
後
衆
生
等
」
の

機
根
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

九
品
往
生
は
無
量
寿
経
系
統
の
三
輩
段
が
発
想
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。
『
無
量
寿
経
』
諸
本
の
中
で
三
輩
を
上
輩
・
中
輩
・
下
輩

と
は
っ
き
り
説
く
の
は
貌
訳
『
無
量
寿
経
』

の
み
で
、
貌
訳
『
無
量
寿

経
』
の
影
響
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
『
無
量
寿
経
』

の
説
く
三
輩

段
と
は
内
容
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
貌
訳
『
無
量
寿
経
』
の
痕
跡
を

窺
わ
せ
る
の
は
中
品
下
生
段
の
「
法
蔵
比
丘
四
十
八
願
」
の
句
が
あ
る
く

ら
い
で
あ
る
。
『
無
量
寿
経
』
は
三
輩
と
い
う
枠
組
み
を
提
示
し
た
に
と

ど
ま
る
。
『
観
経
』

の
独
自
性
を
重
ん
ず
る
べ
き
で
あ
る
。
『
観
経
』
は
後

三
観
を
上
輩
生
想
・
中
輩
生
想
・
下
輩
生
想
と
名
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら

観
無
量
寿
経
の
背
後
に
あ
る
も
の

も
わ
か
る
よ
う
に
、

凡
夫
の
省
察
す
ら
も
禅
観
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
で

中
め
フ
ハ
v

。
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
上
品
上
生
か
ら
下
品
中
生
ま
で
阿
弥
陀
仏
の

名
が
使
わ
れ
て
い
た
の
が
、
下
品
下
生
で
再
び
無
量
寿
仏
の
名
が
使
わ
れ
、

こ
こ
で
「
阿
弥
陀
仏
日
無
量
寿
仏
」
が
明
確
に
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
後
段
流
通
分
の
「
無
量
寿
仏
」
部
分
へ
と
接
続
す
る
。
本

経
の
経
題
を
示
す
部
分
で
あ
り
、
本
経
の
主
題
が
は
っ
き
り
と
「
極
楽
園

土
と
無
量
寿
仏
・
観
世
音
菩
薩
・
大
勢
至
菩
薩
を
観
ず
る

［
経
］
」
と
示

さ
れ
る
。
そ
し
て
経
典
で
釈
尊
は
最
後
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

仏
阿
難
に
告
ぐ
。
汝
、
好
く
日
疋
の
語
を
持
て
。
日
疋
の
語
を
持
つ
と
は
、

即
ち
日
疋
れ
無
量
寿
仏
の
名
を
持
つ
な
り
。

（
大
正
一
二
、
三
四
六
b
）

「
汝
好
持
是
語
」
の
類
似
の
表
現
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
に
も
あ
り
、

「
日
疋
の
語
を
持
つ
と
は
即
ち
仏
心
を
持
つ
な
り
。
是
の
観
を
な
す
者
は
能

く
仏
心
を
観
ず
」
（
大
正
一
五
、
六
六
七

a
）
と
い
う
よ
う
に
使
わ
れ
て

い
る
。
と
も
か
く
も
「
持
無
量
寿
仏
名
」
と
、
『
観
経
』
で
使
用
さ
れ
る

仏
名
は
「
無
量
寿
仏
」
で
締
め
括
ら
れ
る
。
「
観
無
量
寿
経
」
と
言
わ
れ

る
所
以
で
も
あ
る
。
や
は
り
、
禅
観
が
中
心
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ

う
。
下
品
下
生
の
称
名
、
最
後
の
「
持
無
量
寿
仏
名
」
の
部
分
は
古
来
よ

り
議
論
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
『
阿
弥
陀
経
』
の
「
執
持
名
号
」
や

『
阿
弥
陀
経
』
に
関
連
の
深
い
仏
名
経
典
に
説
く
仏
名
受
持
の
発
想
と
の
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関
連
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
称
名
は
禅
観
経
典
に
共
通
し

て
説
か
れ
る
も
の
で
（
小
丸
［
一
九
八
五
］
）
、
『
観
経
』

の
称
名
を
禅
観

と
切
り
離
し
て
こ
と
さ
ら
に
重
視
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
さ
ら
に
名

号
の
受
持
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
経
典
が
あ
る
。

『
法
華
経
』
で
あ
る
。

四

『
観
経
』

と

『
法
華
経
』

『
観
経
』
で
称
名
ま
た
は
仏
名
受
持
の
記
述
が
あ
る
の
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
「
称
南
無
阿
弥
陀
仏
」
、
（
下
品
上
生
）
、
「
称
無
量
寿
仏
」

（
下
品
下
生
）
、
「
称
南
無
阿
弥
陀
仏
」
（
下
品
下
生
）
、
「
持
無
量
寿
仏
名
」

の
四
箇
所
で
あ
る
。
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』
に
は
、
「
方
便

品
」
に
は
「
称
南
無
仏
」
（
大
正
九
、
九

a
c
）
、
「
如
来
神
力
品
」
に
は

（
結
語
）

「
南
無
釈
迦
牟
尼
仏
」
（
問
、
五
二

a
）、

そ
し
て
、
薬
王
・
薬
上
の
「
二

菩
薩
の
名
字
」
と
い
う
の
が
「
妙
荘
厳
王
本
事
品
」
（
問
、
六
一

a
）
に

出
て
い
る
。
し
か
し
、
称
名
と
名
号
の
受
持
に
関
し
て
重
要
な
の
は
「
観

世
音
菩
薩
並
日
門
品
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
聞
是
観
世
音
菩
薩
一
心
称

名
」
（
向
、
五
六
C

）
、
「
持
是
観
世
音
菩
薩
名
」
（
同
）
、
「
称
観
世
音
菩
薩

名
」
（
同
）
、
「
一
心
称
観
世
音
菩
薩
名
号
」
（
同
）
、
「
南
無
観
世
音
菩
薩
称

其
名
」
（
同
）
、
「
受
持
観
世
音
菩
薩
名
号
」
（
問
、
五
七

a
）
な
ど
の
表
現

が
み
ら
れ
る
。
『
観
経
』
に
み
ら
れ
る
「
称
。
。
」
、
「
称
南
無

O
O」、

一一一

「
［
受
］
持

O
O名
［
号
］
」
は
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
」
に
揃
っ
て
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
『
観
経
』
に
お
け
る
「
称
名
」
の
問
題
は
禅
観
と
『
法

華
経
』
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

実
は
、
『
観
経
』
と
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
共
通
点
は
か
な
り
あ

る
。
例
え
ば
、
巨
大
な
数
字
、
仏
滅
後
、
妙
法
、
無
生
法
忍
、
光
明
、
化

仏
、
蓮
華
、
台
、
閤
浮
檀
金
な
ど
が
す
ぐ
に
指
摘
で
き
る
。
下
品
下
生
段

に
は
諸
法
実
相
も
み
ら
れ
る
。
九
品
往
生
段
に
出
る
蓮
華
化
生
と
「
提
婆

品
」
に
出
る
蓮
華
化
生
な
ど
は
別
に
テ
l
マ
を
設
け
て
吟
味
す
る
必
要
が

あ
る
。
両
者
の
共
通
点
全
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
他
日
を
期
す
が
、
前
章
ま

で
で
述
べ
た
も
の
の
中
か
ら
い
く
つ
か
指
摘
し
て
み
よ
う
。

清
浄
業
処

ま
ず
、
最
初
に
ふ
れ
た
「
清
浄
業
処
」
と
い
う
表
現
に
関
し
て
で
あ
る

が
、
「
業
報
処
」
と
い
う
語
が
『
法
華
経
』
「
序
品
」
に
み
ら
れ
る
（
大
正

九
、
四
C

）
。
そ
こ
で
は
、
釈
尊
が
眉
間
よ
り
光
を
放
っ
て
「
一
切
衆
生

の
生
死
業
報
処
」
を
示
し
た
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
、
「
生
死
業
報
処
」

は
東
方
の
一
万
八
千
の
世
界
に
お
け
る
六
趣
を
指
す
。
「
業
処
」
が
禅
定

の
対
象
で
あ
る
用
法
の
他
に
、
文
字
通
り
「
業
の
処
」
と
解
す
る
流
れ
が

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
『
観
経
』
で
は
「
清
浄
業
の
処
」
を
観
せ

て
ほ
し
い
と
の
意
提
希
の
要
請
を
受
け
て
、

十
方
の
仏
国
土
が
示
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
で
の
「
清
浄
業
処
L

は
清
浄
業
に
よ
っ
て
建
立
さ



れ
た
仏
国
土
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

眉
開
放
光

さ
て
そ
の
諸
仏
国
土
を
示
す
眉
開
放
光
の
シ

l
ン
で
あ
る
が
、
表
現
の

点
で
こ
の
部
分
に
直
接
影
響
を
与
え
た
の
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
経
の
冒
頭
で
眉
開
放
光
が
極
め
て
重
要
な
は
た
ら
き

を
す
る
『
法
華
経
』
の
発
想
は
無
視
で
き
な
い
。
『
法
華
経
』
「
序
品
」
で

は
東
方
一
万
八
千
の
世
界
が
あ
り
あ
り
と
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ

る

（
大
正
九
、
二
b
）
。
『
観
経
』
で
は
釈
尊
は
十
方
無
量
の
世
界
を
照
ら

し
、
章
提
希
が
極
楽
往
生
を
願
う
。

つ
ま
り
、
西
方
が
意
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
り
、
東
方
を
強
調
す
る
『
法
華
経
』
と
は
対
照
的
で
あ
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
信
じ
難
き
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
、
経
の
冒
頭
に
お
け

る
眉
開
放
光
の
役
割
に
着
目
す
る
と
き
、
『
観
経
』

の
発
想
は
『
法
華
経
』

の
そ
れ
に
す
こ
ぶ
る
近
い
。
「
見
宝
塔
品
」
も
「
仏
放
白
老
一
光
即
見
束

方
五
百
万
億
那
由
他
恒
河
沙
等
国
土
諸
仏
」
（
問
、
一
二
二

c

三
三

a
）

と
い
い
、
「
妙
音
菩
薩
品
」
で
も
「
釈
迦
牟
尼
仏
：
：
：
放
眉
間
白
毒
相
光
、

遍
照
東
方
百
八
万
億
那
由
他
恒
河
沙
等
諸
仏
世
界
」
（
問
、

五
五

a）

東
方
世
界
が
照
ら
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。

仏
力釈

尊
が
章
提
希
と
阿
難
に
西
方
極
楽
世
界
を
観
想
す
る
こ
と
を
教
え
よ

観
無
量
寿
経
の
背
後
に
あ
る
も
の

う
と
い
う
と
こ
ろ
に
「
仏
力
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
か
の
清
浄
の

国
土
を
見
る
こ
と
、

明
鏡
を
執
り
て
み
ず
か
ら
面
像
を
見
る
が
ご
と
く
な

る
を
得
べ
し
」
（
大
正
一
二
、
三
四
一

C

）
と
あ
る
が
、
こ
の
仏
力
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
主
提
希
が
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
釈
尊
か
ら
指
摘
さ
れ
る

箇
所
に
「
諸
仏
如
来
に
、
異
の
方
便
あ
り
て
、
汝
を
し
て
見
る
こ
と
を
得

し
む
」
（
同
）
と
あ
る
。
そ
の
時
、
章
提
希
が
釈
尊
に
「
世
尊
よ
、
わ
が

ご
と
き
は

い
宇
品
、

か
の
国
土
を
見
る
」
と

仏
力
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、

い
う
。
こ
こ
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
仏
の
方
便
を
仏
力
と
い
っ
て
い
る
こ

と
に
な
り
、
『
法
華
経
』
「
方
便
品
」
（
大
正
九
、
七

c
、
八
b
c
、
九
b

p
L
 

で
い
う
仏
の
も
つ
方
便
力
と
変
わ
ら
な
い
。
『
観
経
』
の

「
五
苦
所
逗
」
と
い
う
表
現
は
「
方
便
口
問
」
の
「
衆
苦
所
逼
迫
」
（
大
正
九
、

一O
a）

八
C

）
に
似
る
。

琉
璃
想

第
二
観
か
ら
第
三
観
へ
進
む
と
き
に
説
か
れ
て
い
た
の
が
琉
璃
想
で
あ

る
。
水
想
か
ら
氷
想
、
そ
し
て
琉
璃
想
に
繋
げ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、

と

こ
れ
は
極
楽
の
大
地
が
琉
璃
で
で
き
て
い
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
。
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
が
無
量
寿
経
系
統
や
『
阿
弥
陀
経
』
の
理
解

と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
浄
土
の
大
地
を
瑠
璃
地
と
す
る
発
想
は

『
観
仏
三
昧
海
経
』
（
大
正
十
五
、
六
六
六

a
）
、
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』

（
大
正
九
、
三
九
一

a
）、

『
禅
秘
要
法
経
』
（
大
正
十
五
、
二
五
三

a
）
な

一
一一一一
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ど
に
見
ら
れ
る
が
、
浄
土
の
大
地
を
瑠
璃
と
す
る
見
方
を
提
示
し
て
い
る

の
は
何
と
い
っ
て
も
『
法
華
経
』
で
あ
る
。
以
下
に
示
そ
う
。

同
名
離
垢
。
其
土
平
正
、
清
浄
厳
飾
。
安
穏
豊
楽
、
天
人
織
盛
。
琉

璃
為
地
、
有
八
交
道
。
貰
金
為
縄
、
以
界
其
側
。
其
傍
各
有
七
宝
行

樹
、
常
有
華
果
。
「
警
喰
品
」
（
大
正
九
、

一一

b

国
名
光
徳
、
：
：
：
琉
璃
為
地
、
宝
樹
行
列
。
黄
金
為
縄
、

散
諸
宝
華
、
周
遍
清
浄
。

以
界
道
側
。

「
授
記
品
」
（
問
、
二

O
c
）

国
名
常
立
勝
幡
。
其
土
清
浄
、
琉
璃
為
地
。

「
授
学
無
学
人
記
品
」
（
向
、
二
九
C

）

時
裟
婆
世
界
、

即
変
清
浄
。
琉
璃
為
地
、
宝
樹
荘
厳
。
黄
金
為
縄
、

以
界
八
道
。
：
：
：
受
陀
羅
華
遍
布
其
地
、

諸
宝
鈴
。

以
宝
網
帳
羅
覆
其
上
、
懸

「
見
宝
塔
品
」
（
問
、
三
三

a
）

又
移
諸
天
人
、
置
於
他
土
。
所
化
之
国
亦
以
琉
璃
為
地
。
宝
樹
荘
厳
。

樹
高
五
百
由
旬
、
枝
葉
華
菓
次
第
荘
厳
。「

見
宝
塔
品
」
（
問
、
三
三
b
）

又
見
此
裟
婆
世
界
。
其
地
琉
璃
、

坦
然
平
正
。
閤
浮
壇
金
以
界
八
道
。

四

宝
樹
行
列
、
諸
台
楼
観
皆
悉
宝
成
。

「
分
別
功
徳
品
」
（
問
、

四
五
b

）

彼
国
無
有
女
人
地
獄
餓
鬼
畜
生
阿
修
羅
等
及
以
諸
難
。
地
平
知
掌
、

琉
璃
所
成
。
宝
樹
荘
厳
、
宝
帳
覆
上
。
垂
宝
華
幡
、
宝
瓶
香
櫨
周
遍

国
界
。
七
宝
為
台
、
一
樹
一
台
O
i
－
－
－
諸
宝
ム
口
上
各
有
百
億
諸
天
、

作
天
伎
楽
。
歌
歎
於
仏
、
以
為
供
養
。

「
薬
王
菩
薩
本
事
品
」
（
問
、
五
三

a
）

『
観
経
』
に
は
琉
璃
地
の
上
に
「
以
黄
金
縄

雑
厨
間
錯
」
と
あ
り
、

琉
璃
地
の
説
明
は
「
警
職
品
」
「
授
記
品
」
「
見
宝
塔
品
」
の
描
写
に
近
い
。

さ
ら
に
、
『
観
経
』
で
の
「
成
光
明
台
」
「
無
量
楽
器
」
は
「
薬
王
菩
薩
本

事
品
」
の
「
七
宝
為
台
」
「
作
天
伎
楽
」
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

樹
木目宝

樹
を
観
想
す
る
第
四
観
の
樹
想
の
描
写
は
「
七
重
行
樹
」
の
想
を
な

せ
で
始
ま
る
が
、
こ
の
「
七
重
行
樹
」
と
い
う
の
は
『
阿
弥
陀
経
』
に
み

え
る
語
で
あ
る
（
大
正
二
一
、
三
四
六
C

）
。
七
重
行
樹
た
る
宝
樹
の
上

を
覆
っ
て
い
る
「
七
重
網
」
も
『
阿
弥
陀
経
』
の
「
七
重
羅
網
」
を
受
け

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
阿
弥
陀
経
』
に
樹
木
に
つ
い

て
の
詳
し
い
説
明
は
な
い
。
『
法
華
経
』
「
見
宝
塔
品
」
に
宝
樹
の
記
述
が

み
ら
れ
る
。
十
方
諸
仏
が
「
裟
婆
世
界
の
釈
迦
牟
尼
仏
の
所
に
往
き
、
並



ぴ
に
多
宝
知
来
の
宝
塔
を
供
養
す
べ
し
」
と
言
う
と
、
裟
婆
世
界
が
浄
土

と
化
す
が
、
宝
樹
は
そ
の
場
面
に
出
て
く
る
（
大
正
九
、
三
三
b
）
。
『
観

経
』
は
「
一
一
樹
高

八
千
由
旬
」
で
説
明
を
始
め
、
「
見
宝
塔
品
」
は

「
一
一
宝
樹

高
五
百
由
旬
」
と
い
う
。
「
見
宝
塔
品
」
で
続
け
て
い
う

「
枝
葉
華
菓
」
は
『
観
経
』
第
四
観
の
最
後
に
「
観
見
樹
茎
枝
葉
華
果
」

と
し
て
出
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
観
経
』
は
「
七
重
網
」
の
聞
に
五
百
億

の
妙
華
の
宮
殿
が
あ
っ
て
、

そ
れ
を
「
知
党
王
宮
」
と
言
い
、

そ
こ
か
ら

放
た
れ
る
摩
尼
の
光
は
百
由
旬
を
照
ら
す
と
あ
る
（
大
正
一
二
、
三
四
二

b
）
。
こ
の
「
党
王
宮
」
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
「
化
城
聡
品
」

の
「
党
天
宮
殿
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
大
正
九
、
二
三

a
）。「林凡

天
宮
殿
」
で
は
光
の
照
り
輝
き
具
合
が
勝
っ
て
い
る
こ
と
が
い
わ
れ
る
が
、

『
観
経
』
の
説
明
に
適
う
も
の
で
あ
る
。

宝
楼
観

『
阿
弥
陀
経
』
で
極
楽
は
「
常
作
天
楽
」
（
大
正
一
二
、
三
四
七

a
）
と

い
う
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
『
観
経
』
で
は
「
其
楼
閣
中
、
有
無
量
諸
天
、

作
天
伎
楽
。
又
有
楽
器
。
懸
処
虚
空
、
知
天
宝
瞳
。
不
鼓
自
鳴
」
（
問
、

三
四
二
C

）
と
説
明
す
る
。
「
妙
音
菩
薩
品
」
に
「
百
千
天
楽
、
不
鼓
自

鳴
」
（
大
正
九

五
五

c
）
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
「
天

宝
瞳
」
に
言
及
す
る
こ
の
部
分
は
『
観
弥
軌
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
』
の

「
時
兜
率
天
宮
有
五
大
神
。
第
一
大
神
名
目
宝
峰
。
身
雨
七
宝
散
宮
賠
内
、

観
無
量
寿
経
の
背
後
に
あ
る
も
の

一
一
宝
珠
化
成
無
量
楽
器
、
懸
処
空
中
、
不
鼓
自
鳴
」
（
大
正
一
四
、

一
九
b
）
と
い
う
文
に
よ
り
近
い
。

四

華
座
想

『
観
経
』
の
「
此
蓮
華
台
、
八
万
金
剛
・
瓢
叔
迦
宝
・
党
摩
尼
宝
・
妙

真
珠
網
、
以
為
交
飾
」
（
大
正
二
一
、
三
四
三

a
）
と
い
う
蓮
華
台
の
記

述
、
こ
れ
は
「
妙
音
菩
薩
品
」
の
「
化
作
八
万
四
千
衆
宝
蓮
華
。
閤
浮
檀

金
為
茎
、
白
銀
為
葉
、
金
剛
為
髪
、
瓢
叔
迦
宝
、
以
為
其
台
」
（
大
正
九
、

五
五
b
）
の
文
に
類
似
す
る
。
『
法
華
経
』
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
『
観

普
賢
菩
薩
行
法
経
』
で
は
「
其
蓮
華
台
、
臼
疋
甑
叔
迦
宝
・
妙
党
摩
尼
、
以

為
華
髪
、
金
剛
宝
珠
、
以
為
華
髪
」
（
大
正
九
、
三
九

O
a
）
と
み
え
る
。

｛象
＊目第

八
観
の
像
想
の
中
に
「
見
極
楽
園
：
：
：
諸
天
宝
帳
弥
覆
樹
上
、
衆
宝

羅
網
満
虚
空
中
」
（
大
正
一
二
、
三
四
三

a
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
見

宝
塔
品
」
の
「
彼
諸
国
土
：
：
：
遍
張
宝
帳
、
宝
網
羅
上
」
（
大
正
九
、
三

三

a
）
「
以
宝
網
帳
羅
覆
其
上
」
（
同
）
に
類
似
す
る
。
ま
た
、
『
観
経
』

の
「
多
陀
阿
伽
度
・
阿
羅
町
・
三
貌
三
仏
陀
」
（
大
正
一
二
、
三
四
三

a
）

と
い
う
表
現
は
「
妙
音
菩
薩
品
」
で
過
去
仏
の
雲
雷
王
に
対
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
（
大
正
九
、

五
六

a
）
。
な
お
、
こ
の
観
に
出
る
「
亮
・
腐
・

鴛
驚
」
と
い
っ
た
鳥
は
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
（
大
正
九
、
三
九

O
a
）

一
二
五



悌
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊

「
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
」

に
出
る
。

偏
観
一
切
色
身
想

『
観
経
』
に
は
金
台
や
宝
瞳
が
「
如
須
弥
山
」
と
い
わ
れ
る
が

一
二
、
三
四
一

b
、
三
四
三

a
）
、
第
九
観
で
は
、
無
量
寿
仏
の
白
老
が

（
大
正

「
如
五
須
弥
山
」
（
同
、
三
四
三

b
）
、
身
体
の
毛
孔
が
「
如
須
弥
山
」

（
同
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
知
須
弥
山
」
と
い
う
言
い
方
は
「
化

城
喰
品
」
で
天
華
に
対
し
再
々
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
大
正
九
、
二

三
b
c
、
二
四

a
b
）
。
な
お
、
こ
の
第
九
観
は
「
偏
観
一
切
色
身
想
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
脈
か
ら
推
す
に
、
無
量
寿
仏
の
観
想
が

一
切
諸
仏
の
色
身
の
観
想
を
も
た
ら
す
こ
と
を
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
思
惟
略
要
法
』
に
み
ら
れ
る
「
観
仏
三
味
↓
生
身
観
法
↓
法
身
観
法
」

の
う
ち
の
「
生
身
観
法
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
か
と
も
思
う
が
、
無
量
寿
仏

の
身
高
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

九
夫
に
は
実
行
不
可
能
な
な
ん
と
も
高

度
な
禅
観
で
あ
る
。
十
三
観
で
明
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
も
と
よ
り
こ
の
部

分
は
、
本
来
凡
夫
に
は
実
行
不
可
能
な
禅
観
で
あ
る
こ
と
を
い
う
た
め
に

あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
『
観
経
』
編
纂
者
の
自
由
な
発
想
が
躍
動
し
て
い
る

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
薬
王
菩
薩
本
事
品
」
（
大
正
九
、

五
三

c
｜
五

四

a
）
と
「
妙
音
菩
薩
品
」
（
同
、
五
六
b
）
に
「
現
一
切
色
身
」
と
い

う
三
昧
が
出
る
が
、
「
偏
観
一
切
色
身
想
」
と
い
う
の
も
こ
う
し
た
三
昧

名
に
触
発
さ
れ
て
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
は
な
か
っ
た
か
。

一ニムハ

雑
想
観

第
十
三
観
で
仏
名
が
「
無
量
寿
仏
」
か
ら
「
阿
弥
陀
仏
」
に
変
わ
っ
て
、

「
阿
弥
陀
仏
、
神
通
知
意
、
於
十
方
園
、
変
現
自
在
」
（
大
正
二
一
、
三
四

四
C

）
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
妙
音
菩
薩
が
種
々
に
変
化
す
る
「
妙
音

菩
薩
品
」
の
記
述
に
似
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
是
妙
音
菩
薩
、
知
日
疋
種
種
、

変
化
現
身
、
在
此
裟
婆
国
土
：
：
：
於
神
通
変
化
智
慧
、
無
所
損
減
：
：
：
於

十
方
恒
河
沙
世
界
中
、
亦
復
知
日
疋
」
（
大
正
九
、
五
六

a
l
b
）
と
あ
る
。

九
品
往
生

こ
の
九
品
往
生
段
が
貌
訳
『
無
量
寿
経
』
の
三
輩
段
に
基
づ
く
と
は
い

え
、
そ
れ
を
観
想
の
体
系
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
『
観
経
』
の
特

色
が
み
え
る
。
往
生
法
に
極
楽
国
土
の
観
想
と
無
量
寿
仏
の
観
想
を
位
置

付
け
る
こ
と
の
み
が
目
的
で
あ
れ
ば
、
九
品
段
は
さ
し
て
必
要
で
は
な
い
。

し
か
し
、
極
め
て
よ
く
整
備
し
た
形
で
九
品
往
生
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
み
る
と
、
『
観
経
』
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
部
分
と
い
え
る
。

九
品
を
観
想
す
る
。
こ
れ
は
観
仏
に
対
し
て
、
観
衆
生
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
、

ど
の
よ
う
な
衆
生
が
ど
の
よ
う
に
来
迎
さ
れ
る
か
を
観
想
す
る
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
衆
生
の
三
分
類
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

『
法
華

経
』
「
薬
草
除
品
」
に
は
三
草
二
木
の
警
喰
が
あ
る
。
三
草
二
木
は
上
中

小
の
三
種
の
薬
草
と
大
小
の
樹
木
を
い
う
が
、
上
の
薬
草
と
大
小
の
樹
木



は
菩
薩
を
さ
し
、
中
の
薬
草
は
縁
覚
を
さ
し
、
小
の
薬
草
は
人
・
天
を
い

う
。
三
輩
の
内
容
と
は
異
な
る
が
、

『
法
華
経
』
が
衆
生
の
省
察
に
重
き

を
お
き
、
衆
生
が
有
す
る
能
力
・
資
質
の
相
違
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
『
法
華
経
』
は
全
て
の
衆
生
が
成
仏
で
き
る
こ
と
を
説
く
。

衆
生
に
能
力
・
資
質
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、
仏
の
説
法
は
彼
等
を
潤
し
、

つ
い
に
は
平
等
に
成
仏
さ
せ
る
。
「
薬
草
喰
品
」
の
三
草
二
木
の
警
職
は

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
成
仏
を
往
生
に
置
き
換
え
る
と
、

『
観
経
』
に
説
く
極
楽
往
生
説
の
骨
格
が
で
き
あ
が
る
。
全
て
の
衆
生
が

往
生
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

五
逆
十
悪
の
悪
人
も
当
然
そ
の
中

に
含
ま
れ
る
。
『
観
経
』
と
貌
訳
『
無
量
寿
経
』
の
決
定
的
な
相
違
は
こ

こ
に
あ
る
。
貌
訳
『
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
願
で
「
唯
除
五
逆
誹
誘
正

法
」
と
阿
弥
陀
仏
の
救
済
か
ら
除
か
れ
た
者
た
ち
が
『
観
経
』

の
下
品
下

生
で
救
済
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
経
典
の
冒
頭
に
語
ら
れ
る
王
舎
城
の

悲
劇
に
あ
て
は
め
れ
ば
、

阿
閣
世
が
救
済
の
機
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
『
法
華
経
』
も
『
観
経
』
も
共
に
ス
ト
ー
リ
ー
性
豊
か
な
点
が
指
摘

で
き
る
が
、
経
典
に
語
ら
れ
る
物
語
は
衆
生
の
機
根
に
対
す
る
関
心
の
高

さ
を
示
す
。
『
観
経
』
に
み
ら
れ
る
阿
闇
世
説
話
と
九
品
段
と
は
明
ら
か

に
ソ

l
ス
を
異
に
す
る
が
、

編
集
さ
れ
た
時
点
で
は
関
連
づ
け
ら
れ
た
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
薬
草
除
品
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
衆
生
を
観
想

す
る
と
い
う
発
想
す
ら
示
さ
れ
て
い
る
。

知
来
は
時
に
、
こ
の
衆
生
の
諸
根
の
利
と
鈍
、
精
進
と
慨
怠
を
観
じ

観
無
量
寿
経
の
背
後
に
あ
る
も
の

て
、
そ
の
堪
う
る
所
に
随
っ
て
、

た
め
に
法
を
説
く
こ
と
、
種
種
無

量
に
し
て
、
皆
を
歓
喜
せ
し
め
、
快
く
善
利
を
得
せ
し
む
。

（
大
正
九
、

一
九
b

）

五、

『
法
華
経
』

の
中
の
阿
弥
陀
仏
信
仰

上
記
の
『
観
経
』
と
『
法
華
経
』
と
の
類
似
性
は
禅
観
経
典
全
体
に
広

げ
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
禅
観
経
典
を
訳
し
た
と
さ
れ
る
仏
陀

践
陀
羅
、
曇
摩
蜜
多
、
重
良
耶
舎
、
温
渠
京
声
、
彼
ら
は
『
高
僧
伝
』
に

よ
れ
ば
、
彼
ら
自
身
が
禅
観
に
秀
で
た
者
で
あ
っ
た
と
い
う
。
建
康
で
ほ

ぽ
同
時
期
に
禅
観
を
宣
揚
し
た
曇
摩
蜜
多
と
萱
良
耶
舎
は
禅
観
に
見
る
べ

き
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
共
通
点
だ
け
で
な
く
、
両
者
と
も
『
法
華
経
』

に
関
連
す
る
経
典
を
訳
出
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
曇
摩
蜜
多
は
『
観

普
賢
菩
薩
行
法
経
』
、
萱
良
耶
舎
は
『
観
薬
王
薬
上
二
菩
薩
経
』
を
手
が

け
て
い
る
。
前
者
は
主
に
「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、

後
者
は
「
妙
荘
厳
王
本
事
品
」
「
薬
王
菩
薩
本
事
品
」
と
に
関
わ
り
が
深

し可

（
月
輪
［
一
九
七
二
）
。
曇
摩
蜜
多
が
訳
出
し
た
と
い
わ
れ
る
い
ま
一

つ
の
『
観
虚
空
蔵
菩
薩
経
』
は
直
接
『
法
華
経
』
と
は
関
係
な
い
か
の
よ

う
に
み
え
る
が
、
「
是
十
四
菩
薩
法
華
中
妙
音
来
所
欲
見
」
（
大
正
二
二
、

六
七
九
b
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、

一
部
の
点
で
『
法
華
経
』
「
妙

音
菩
薩
品
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

七
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亘
早
良
耶
舎
の
場
合
、
『
観
薬
王
薬
上
二
菩
薩
経
』
は
『
観
経
』
に
比
べ

る
と
未
整
理
の
感
は
拭
え
ず
、
観
法
も
薬
王
菩
薩
を
観
想
す
る
二
観
ま
で

し
か
な
い
。
そ
の
薬
王
菩
薩
は
『
法
華
経
』
「
薬
王
菩
薩
本
事
品
」
「
妙
荘

厳
王
本
事
品
」
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
こ

と
に
「
薬
王
菩
薩
本
事
品
」
の
中
に
阿
弥
陀
仏
信
仰
を
説
く
記
述
が
あ
る
。

若
し
女
人
有
り
て
、
是
の
薬
王
菩
薩
本
事
品
を
聞
き
て
能
く
受
持
せ

ん
者
は
、
是
の
女
身
を
尽
く
し
て
後
に
復
た
受
け
ず
。
若
し
知
来
の

滅
後
、
後
の
五
百
歳
の
中
に
、
若
し
女
人
有
り
て
、
是
の
経
典
を
聞

き
て
説
の
如
く
修
行
せ
ば
、
此
に
於
い
て
命
終
し
て
、

即
ち
安
楽
世

界
の
阿
弥
陀
仏
の
、
大
菩
薩
衆
の
囲
繰
せ
る
住
処
に
往
き
て
、
蓮
華

の
中
の
宝
座
の
上
に
生
ぜ
ん
。
復
た
食
欲
の
為
に
悩
ま
さ
れ
ず
。
亦

た
復
た
曝
意
愚
痴
の
為
に
悩
ま
さ
れ
ず
。
亦
た
復
た
僑
慢
嫉
妬
諸
垢

の
為
に
悩
ま
さ
れ
ず
。
菩
薩
の
神
通
、
無
生
法
忍
を
得
ん
。
日
疋
の
忍

を
得
己
り
て
眼
根
清
浄
な
ら
ん
。
是
の
清
浄
の
眼
根
を
以
っ
て
、
七

百
万
二
千
億
那
由
他
恒
河
沙
等
の
諸
仏
知
来
を
見
る
。

（
大
正
九
、

五
四
b
｜
C

）

」
の
箇
所
は
か
ね
て
よ
り
『
法
華
経
』
に
み
ら
れ
る
阿
弥
陀
仏
信
仰
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
が

（
藤
田
［
一
九
八
六
］
）
、
『
観
経
』
の

成
立
を
見
る
う
え
で
取
り
沙
汰
さ
れ
た
例
を
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
こ

こ
で
は
女
性
の
極
楽
往
生
を
説
き
、
無
生
法
忍
を
得
る
こ
と
ま
で
が
出
て

い
る
。
「
是
の
経
典
を
聞
き
て
説
の
如
く
修
行
せ
ば
」
の
と
こ
ろ
に
禅
観

/¥ 

を
あ
て
は
め
れ
ば
、
『
観
経
』
の
原
形
が
出
来
上
が
る
で
は
な
い
か
。
極

楽
往
生
説
は
浄
土
経
典
以
外
で
も
得
る
こ
と
は
出
来
た
の
で
あ
る
。
『
観

経
』
が
『
観
仏
三
昧
海
経
』
や
『
禅
秘
要
法
経
』
に
説
く
禅
観
を
、
『
法

華
経
』
か
ら
得
た
極
楽
往
生
説
に
結
び
付
け
た
と
す
れ
ば
、
『
観
経
』
に

み
ら
れ
る
『
法
華
経
』
と
の
類
似
点
の
多
さ
も
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
極

楽
往
生
説
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
貌
訳
『
無
量
寿
経
』
や
『
阿
弥
陀
経
』
も
当

然
意
識
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
観
経
』
は
そ
れ
ら
浄
土
経
典
と
細

部
の
点
で
相
違
を
み
せ
る
。
例
え
ば
、
極
楽
の
描
写
に
関
し
て
い
え
ば
、

『
観
経
』
が
極
楽
国
土
を
瑠
璃
地
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
同
じ
羅
什
訳
で

あ
っ
て
も
『
阿
弥
陀
経
』
よ
り
『
法
華
経
』

の
方
に
近
い
。
こ
れ
も
『
観

経
』
が
そ
も
そ
も
『
法
華
経
』
に
由
来
し
た
も
の
と
み
れ
ば
合
点
が
い
く
。

こ
れ
は
極
楽
往
生
と
禅
観
と
の
関
係
に
の
み
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
は
な

い
。
兜
率
天
往
生
に
も
言
い
得
る
こ
と
で
あ
る
。
『
観
弥
勅
菩
薩
上
生
兜

率
天
経
』
は
そ
れ
ま
で
の
『
下
生
経
』
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
経
典
自

身
が
語
っ
て
い
る
。
し
か
し

『
観
経
』
と
同
じ
表
現
が
多
々
み
ら
れ

の
影
響
が
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。
肝
心
な
こ
と

は
極
楽
往
生
と
同
じ
く
『
法
華
経
』
に
兜
率
天
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
事

こ
れ
ま
た
『
法
華
経
』

実
で
あ
る
。
「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

若
し
人
あ
り
て
、
受
持
し
、
読
請
し
、
そ
の
義
趣
を
解
せ
ば
、
こ
の

人
命
終
せ
る
と
き
、
千
仏
は
手
を
授
け
て
、
恐
怖
せ
ず
悪
趣
に
堕
ち

即
ち
兜
率
天
上
の
弥
勅
菩
薩
の
所
に
往
く
。
弥
軌

ざ
る
こ
と
を
得
、



菩
薩
は
三
十
二
相
あ
り
て
、
大
菩
薩
衆
に
共
に
囲
透
せ
ら
れ
、
百
千

万
億
の
天
女
の
春
属
あ
り
。
而
し
て
中
に
生
ま
ね
ん
。

か
く
の
知
き

等
の
功
徳
利
益
あ
ら
ん
。
こ
の
故
に
智
者
は
当
に
一
心
に
自
ら
書
き
、

若
し
く
は
人
を
し
て
書
か
し
め
、
受
持
し
、
読
諦
し
、
正
し
く
憶
念

し
説
の
知
く
に
修
行
す
べ
し

（
大
正
九
、
六
一

C

）

そ
う
な
る
と
、
回
目
頭
に
示
し
た
「
六
観
念
経
」
の
う
ち
、
特
定
の
仏
・

菩
薩
の
観
法
を
説
く
経
典
全
て
に
『
法
華
経
』
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性

が
高
く
な
る
。
『
観
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
禅
観
経
典
の
編
纂
者
た
ち
は
、

『
法
華
経
』

の
弘
通
に
こ
と
よ
せ
て
、
禅
観
の
普
及
を
計
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
細
部
の
検
証
は
今
後
に
委
ね
る
が
、
ほ
ぽ
同
時
期
に
同
じ

場
所
で
「
六
観
念
経
」
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

五
世

紀
前
半
の
建
康
に
お
け
る
仏
教
の
様
態
を
問
題
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

五
世
紀
前
半
の
建
康
の
仏
教
を
考
え
る
と
き
、
禅
観
と
法
華
の
結
び
付

き
で
重
要
な
人
物
に
例
え
ば
慧
観
が
い
る
。
彼
は
仏
陀
朕
陀
羅
の
弟
子
で

あ
り
、
鳩
摩
羅
什
に
も
師
事
し
た
。
『
高
僧
伝
』
巻
七
に
よ
れ
ば
、
『
法
華

宗
要
序
』
を
著
し
た
慧
観
は
そ
れ
を
鳩
摩
羅
什
に
呈
示
し
た
と
こ
ろ
、
江

南
へ
行
っ
て
弘
通
さ
せ
る
よ
う
に
い
わ
れ
た
と
い
う
。
彼
は
曇
摩
蜜
多
や

萱
良
耶
舎
が
建
康
に
い
た
ほ
ぽ
同
時
期
に
建
康
の
道
場
寺
に
住
ん
で
い
た
。

慧
観
の
い
た
道
場
寺
は
仏
陀
政
陀
羅
が
『
華
厳
経
』
や
『
観
仏
三
昧
海

経
』
を
訳
出
し
た
所
と
し
て
名
高
い
。
ま
た
、
建
康
の
烏
衣
寺
に
住
み

観
無
量
寿
経
の
背
後
に
あ
る
も
の

元
嘉
二
二
年
（
四
三
六
）
に
示
寂
し
た
慧
叡
（
『
高
僧
伝
』
巻
七
）
が
横

超
慧
日
氏
の
い
う
通
り
、
羅
什
門
下
の
僧
叡
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
僧
叡
も

萱
良
耶
舎
や
曇
摩
蜜
多
と
同
時
期
に
建
康
に
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

『
高
僧
伝
』
巻
六
に
よ
れ
ば
、
僧
叡
は
西
方
に
生
ま
れ
ん
と
願
っ
て
、
西

方
に
向
か
っ
て
合
掌
し
て
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。

元
嘉
年
間
以
前
、

長
江
中
下
流
域
で
法
華
が
流
布
し
て
い
た
痕
跡
が
あ

る
。
『
高
僧
伝
』
を
み
る
と
、
東
晋
代
に
江
南
・
江
東
地
方
で
活
躍
し
た

者
の
う
ち
、
般
若
と
と
も
に
「
法
華
を
講
じ
」
た
り
、
「
法
華
を
善
く
し
」

と
い
わ
れ
て
い
る
僧
侶
が
何
人
か
い
る
。
佐
一
潜
（
『
高
僧
伝
』
巻
四
）
、
子

法
開
（
同
）
、
竺
法
崇
（
同
）
、
竺
法
義
（
同
）
、
竺
法
暖
（
向
、
巻
五
）

な
ど
で
あ
る
。
特
に
竺
法
喋
（
三
二
七
｜
四
O
二）

は
「
毎
に
法
華
を
も

っ
て
会
三
の
旨
と
な
し
、
無
量
寿
を
浄
土
の
因
と
な
し
、
常
に
二
部
を
吟

詠
し
、
衆
有
ら
ば
則
ち
講
じ
、

独
処
す
れ
ば
則
ち
諦
す
る
」
（
大
正
五

O
、

三
五
六
C

）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
法
華
は
竺
法
護
訳
の
『
正
法

華
経
』
で
あ
り
、
無
量
寿
は
貌
訳
『
無
量
寿
経
』
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
が
、

こ
の
資
料
は
法
華
と
浄
土
の
双
修
を
示
す
好
例
で
あ
る
。

禅
観
経
典
『
観
経
』
の
背
後
に
は
法
華
が
あ
る
と
想
定
し
た
み
た
。
禅

観
、
法
華
、
浄
土
、
『
観
経
』
の
背
後
世
界
を
検
証
す
る
こ
と
は
中
国
仏

教
の
複
合
的
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
に
通
じ
て
い
く
。一

二
九
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〔註〕
（1
）
『
観
経
』
成
立
問
題
に
関
す
る
諸
説
の
検
討
は
、
末
木
［
一
九
八
六
］
［
一
九

九
二
］
、
藤
田
［
一
九
八
五
］
［
一
九
九
三
］
を
参
照
。

（2
）
『
観
経
』
の
イ
ン
ド
撰
述
を
主
張
す
る
論
者
は
、
こ
の
箇
所
の
「
清
浄
業
の

処
」
を
「
清
浄
業
処
」
と
し
て
読
み
、
南
方
上
座
部
の
観
法
で
あ
る
「
業
処

観
」
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
『
観
経
』
は
イ
ン
ド
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
（
早
島
［
一
九
六
四
］
、
平
川
［
一
九
八
四
］
）
。
文
脈
を
無
視
す
る
の
も

は
な
は
だ
し
い
。
確
か
に
『
観
無
量
寿
経
』
は
観
想
方
法
の
点
で
、
パ

l
リ
の

『
清
浄
道
論
』
等
に
説
く
「
業
処
」
と
共
通
す
る
面
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
清
浄
業
処
」
は
こ
の
部
分
の
す
ぐ
後
に
出
る
「
浄

業
」
「
清
浄
業
」
と
も
関
連
し
て
お
り
、
と
て
も
「
清
浄
な
る
業
処
」
と
し
て

解
釈
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
前
後
の
脈
絡
を
無
視
し
て
「
清
浄
業
処
」
だ
け

を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
『
観
経
』
撰
述
問
題
の
論
拠
と
す
る
の
は
あ
ま
り
に
無

謀
で
あ
る
。

（3
）
［
末
木
一
九
八
六
一
八
三
頁
（
二
八
三
頁
と
あ
る
の
は
誤
植
）
］
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
福
と
似
た
発
想
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
を
初
め
と
す
る

禅
観
経
典
に
み
ら
れ
る
。

（4
）
往
生
方
法
に
関
す
る
詳
し
い
検
討
は
、
林
和
彦
「
阿
弥
陀
仏
信
仰
の
変
容
」

（
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
三
一
号
、
一
九
八
九
）
で
な
さ
れ
て
い
る
。

（5
）
序
分
に
は
、
こ
の
他
に
も
『
観
仏
三
昧
海
経
』
の
影
響
が
色
濃
く
み
ら
れ
る
。

［
末
木
一
九
八
六
一
八
O
頁
以
下
］
参
照
。

（6
）
大
南
龍
昇
氏
は
『
観
経
』
を
み
る
に
あ
た
っ
て
『
禅
秘
要
法
経
』
の
重
要
性

を
指
摘
し
た
（
大
南
［
一
九
九
五
］
）
。
パ

l
リ
仏
教
の
業
処
観
と
同
じ
も
の

（
例
え
ば
、
不
浄
観
で
の
遍
処
の
行
法
）
が
『
禅
秘
要
法
経
』
に
み
ら
れ
る
こ

と
を
詳
し
く
検
討
し
た
部
分
は
、
観
法
の
南
北
流
伝
を
み
る
に
あ
た
つ
っ
て
極

め
て
重
要
で
あ
る
。
『
観
経
』
の
観
想
が
不
浄
観
を
清
浄
観
に
置
き
換
え
た
も

の
と
見
る
氏
の
発
想
に
は
大
い
に
啓
発
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

。

（7
）
山
田
氏
が
明
解
に
指
摘
し
た
よ
う
に
『
観
経
』
は
「
阿
弥
陀
仏
」
「
無
量
寿

仏
」
の
併
用
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
も
気
ま
ぐ
れ
の
併
用
で
は
な
い
。
序
分
に
は

「
阿
弥
陀
仏
」
、
前
十
三
観
に
は
「
無
量
寿
仏
」
（
た
だ
し
国
土
の
観
想
の
部
分

に
は
仏
名
は
み
え
な
い
て
後
三
観
に
は
「
阿
弥
陀
仏
」
、
流
通
分
に
は
「
無
量

寿
仏
」
、
そ
し
て
移
行
部
分
に
は
二
つ
の
仏
名
が
並
存
す
る
。
氏
は
こ
れ
を
根

拠
に
「
本
来
別
々
に
存
在
し
て
い
た
、
阿
闇
世
王
伝
説
、
定
善
十
三
観
、
散
善

三
観
を
あ
る
意
図
か
ら
一
本
に
ま
と
め
、
そ
れ
に
結
語
を
付
し
て
一
経
の
体
裁

を
整
え
た
も
の
」
と
の
仮
説
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
（
山
田
［
一
九
七
六
］
）
。

筆
者
は
、
こ
の
二
仏
名
の
併
用
は
、
『
観
経
』
成
立
以
前
に
あ
っ
た
観
無
量
寿

仏
法
と
阿
弥
陀
仏
の
救
済
を
説
く
極
楽
往
生
説
を
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
た
め

に
起
き
た
現
象
と
解
す
る
。
極
楽
往
生
を
強
調
し
て
い
る
部
分
は
「
阿
弥
陀

仏
」
、
観
仏
の
部
分
は
「
無
量
寿
仏
」
と
み
な
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

（8
）
観
世
音
菩
薩
「
此
菩
薩
身
長
八
十
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
。
身
紫
金
色
、
項

有
肉
警
、
：
：
：
其
円
光
中
有
五
百
化
仏
知
釈
迦
牟
尼
。
一
一
化
仏
有
五
百
菩

薩
無
量
諸
天
、
以
為
侍
者
。
挙
身
光
中
五
道
衆
生
、
一
切
色
相
皆
於
中
現
。

項
上
毘
拐
迦
摩
尼
妙
宝
以
天
冠
。
：
：
：
観
世
音
菩
薩
面
閤
浮
檀
金
色
。
眉
間

牽
相
備
七
宝
色
：
：
：
微
妙
光
明
、
以
為
理
培
。
其
理
培
中
、
普
現
一
切
諸
荘

厳

事

」

（

大

正

一

二

、

三

四

三

C

｜
三
四
四

a
）

薬
上
菩
薩
「
薬
上
菩
薩
身
長
十
六
由
旬
。
知
紫
金
色
。
身
諸
光
明
如
閤
浮
檀

那
金
色
。
於
円
光
中
有
十
六
億
化
仏
。
方
身
八
尺
結
加
扶
坐
。
坐
宝
蓮
華
。

二
化
仏
有
十
六
菩
薩
以
為
侍
者
。
各
執
白
華
随
光
右
旋
。
通
身
光
内
有
十

方
世
界
。
諸
仏
菩
薩
及
諸
浄
土
皆
於
中
現
。
項
上
肉
壁
画
如
釈
迦
毘
拐
迦
摩
尼

宝
珠
。
肉
警
四
面
顕
発
金
光
。
一
一
光
中
有
四
宝
華
具
百
宝
色
。
一
一
華
上

：
・
眉
間
白
毒
相
知
閣
浮
檀
那
金
色
。
百
千
白
宝
珠
以
為
壊
培
。
其
一
一
珠

放
百
宝
光
O
i
－
－
－
諸
荘
厳
具
悉
於
中
現
」
（
大
正
二

O
、
六
六
三
b
）

こ
の
中
、
毘
拐
迦
摩
尼
妙
宝
と
い
う
奇
妙
な
略
称
を
め
ぐ
っ
て
興
味
深
い
こ

と
が
わ
か
る
。
観
世
音
菩
薩
は
「
毘
拐
迦
摩
尼
妙
宝
以
天
冠
」
と
あ
る
が
、
本



来
「
釈
迦
見
拐
迦
摩
尼
妙
宝
」
（
こ
れ
は
第
四
観
に
出
る
）
で
な
い
と
意
味
を

な
さ
な
い
。
薬
上
菩
薩
は
肉
警
が
「
知
釈
迦
毘
拐
迦
摩
尼
宝
」
と
あ
る
。
観
音

は
円
光
中
の
化
仏
の
と
こ
ろ
で
「
如
釈
迦
牟
尼
」
と
い
っ
て
お
り
「
知
釈
迦
」

は
す
で
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
考
え
る
と
、
『
観
経
』
編
纂
者
が
同
じ
言

葉
を
避
け
る
た
め
に
あ
え
て
昆
拐
迦
摩
尼
妙
宝
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
は
『
観
薬
王
薬
上
二
菩
薩
経
』
の
薬
上
菩
薩
の
部
分
を
参
考
に
し
て
い
る

う
ち
に
混
線
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
も
っ
と
も
化
仏
が
「
知
釈
迦
牟

尼
」
と
い
う
の
は
薬
王
菩
薩
に
も
い
わ
れ
て
お
り
、
「
手
十
指
端
」
に
関
し
て

い
う
の
も
観
音
と
共
通
す
る
の
で
、
観
音
の
描
写
は
薬
王
と
薬
上
の
特
徴
を
重

ね
あ
わ
せ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

（9
）
『
観
薬
王
薬
上
二
菩
薩
経
』
も
『
観
経
』
同
様
に
『
観
仏
三
昧
海
経
』
の
影

響
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
即
応
入
塔
観
像
礼
拝
、
於
像
前
得
観
仏
三
昧
海
」

（
大
正
二

O
、
六
六
三

a
）
、
「
行
者
見
諸
仏
己
心
生
歓
喜
、
於
諸
仏
前
即
得
甚

深
得
観
仏
三
昧
海
」
（
問
、
六
六
四
b
）
と
い
っ
た
記
述
か
ら
明
ら
か
で
、
「
悉

観
見
一
一
如
来
身
相
衆
好
、
広
説
知
観
仏
三
昧
海
」
（
問
、
六
六
四
C

）
の
記

述
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
そ
の
も
の
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
経
典
自
身

が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
『
観
薬
王
薬
上
二
菩
薩
経
』
に
は
「
仏

滅
度
後
」
（
問
、
六
六
一

b
、
六
六
二
b
）
、
「
仏
滅
度
後
一
切
凡
夫
」
（
六
六
三

a
）
、
「
称
日
疋
五
十
三
仏
名
」
（
六
六
四

a
）
、
「
称
名
」
（
六
六
四

a
）
、
「
憐
悔
五

逆
十
悪
」
（
六
六
四

a
｜

b
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
『
観
経
』
の
み
な
ら
ず
禅
観

経
典
全
体
を
見
る
う
え
で
も
重
要
な
用
語
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
『
観
経
』
研

究
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
琉
璃
内
外
映
徹
」
と
い
う
表
現
も
み
え
る

（
同
、
六
六
五
b
）。

（
叩
）
こ
こ
の
「
宿
願
力
」
（
本
願
力
）
の
重
要
性
を
筆
者
に
も
た
ら
し
て
く
れ
た

の
は
筆
者
と
同
じ
く
龍
谷
大
学
仏
典
翻
訳
セ
ン
タ
ー
に
所
属
す
る
畏
友
能
仁
正

顕
氏
で
あ
る
。
十
三
観
に
関
し
て
は
多
く
を
能
仁
氏
の
論
考
（
能
仁
［
一
九
九

二
］
）
に
負
う
。
氏
に
心
か
ら
感
謝
す
る
。
さ
ら
に
能
仁
氏
は
「
第
九
観
か
ら

観
無
量
寿
経
の
背
後
に
あ
る
も
の

第
十
一
観
に
か
け
て
の
仏
・
菩
薩
の
身
量
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
、
阿
弥
陀
仏
の

映
像
化
が
で
き
な
い
こ
と
を
具
体
的
な
数
値
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
表
そ
う
と

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
同
、
三
二

O
頁
）
と
い
う
。
強
く
同
意
し
た
い
。

（
日
）
『
観
経
』
序
分
の
眉
開
放
光
の
シ

l
ン
は
直
接
的
に
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』

が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
国
土
は
「
七
宝
合
成
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
表
現
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
巻
三
・
四
（
大
正
一
五
、
六
五
八

c
、
六
六

七
C

）
に
出
て
い
る
。
あ
る
国
土
は
「
如
頗
梨
鏡
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
観

仏
三
昧
海
経
』
巻
四
（
問
、
六
六
七
C

）
に
出
る
。
こ
の
よ
う
に
『
観
仏
三
味

海
経
』
も
『
観
経
』
も
光
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
た
国
土
の
ひ
と
つ
が
「
頗

梨
鏡
の
知
し
」
と
い
う
が
、
『
法
華
経
』
「
見
宝
塔
品
」
に
釈
尊
が
東
方
を
照
ら

し
た
と
き
に
諸
国
土
は
「
皆
以
頗
翠
為
地
」
（
大
正
九
、
三
一
二

a
）
と
い
わ
れ

て
い
る
。
な
お
、
『
観
経
』
で
は
釈
尊
の
放
っ
た
光
が
台
に
化
し
、
そ
の
中
に

十
方
諸
仏
の
浄
妙
国
土
が
現
れ
る
と
あ
る
が
、
『
観
仏
三
昧
海
経
』
巻
四
（
六

六
八

a
b
）
に
は
「
有
頗
梨
鏡
、
十
方
無
量
諸
仏
浄
国
皆
於
中
現
」
と
あ
る
。

「
頗
梨
の
鏡
」
に
関
す
る
類
似
の
表
現
は
『
禅
秘
要
法
経
』
（
大
正
十
五
、
二
五

一一

a
）
に
も
出
る
。

（
ロ
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
［
藤
田
一
九
七
O

二
ニ

O
頁
］
で
指
摘
さ
れ
て

いヲ
h
v

。

（
日
）
章
提
希
を
経
典
の
主
人
公
に
据
え
る
構
想
の
も
と
に
な
っ
た
経
典
と
し
て
他

に
支
謙
訳
と
さ
れ
る
『
慧
印
三
昧
経
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
『
慧
印
三
昧
経
』
で

は
、
瓶
沙
王
の
第
一
夫
人
で
あ
り
阿
闇
世
の
母
で
あ
る
抜
陀
斯
利
（
章
提
希
）

に
対
し
、
釈
尊
が
過
去
世
の
話
を
説
く
。
そ
の
中
に
「
遮
迦
越
慧
剛
王
は
阿
悶

仏
（
土
）
に
お
い
て
、
諸
の
夫
人
の
数
と
と
も
に
、
皆
、
彼
の
国
に
生
じ
、
悉

く
法
寿
を
護
り
お
わ
り
て
、
終
後
に
男
子
と
な
り
、
須
町
摩
提
に
生
じ
、
阿
弥

陀
仏
を
見
る
」
（
大
正
一
五
、
四
六
五

a
）
と
い
う
文
が
あ
る
。
こ
の
部
分
は

章
提
希
と
三
昧
と
の
接
近
ば
か
り
か
極
楽
・
阿
弥
陀
仏
と
の
接
点
を
示
す
点
で

注
目
さ
れ
る
。
異
訳
の
『
知
来
智
印
経
』
（
大
正
一
五
、
四
七
二

a
）
に
は

一
一一一



悌
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊

「
浄
土
教
の
総
合
的
研
究
」

「
極
楽
園
」
の
名
が
出
る
。

M
）
横
超
慧
日
『
中
国
仏
教
の
研
究
』
第

一
九
八

O
、

一
一
九
l
四
四
頁
。

参
考
文
献

畝
部
俊
英
［
一
九
八
二
「
『
観
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
称
名
思
想
諸
観
経
類
の

「
生
死
之
罪
」
の
文
を
中
心
に
し
て
｜
」
『
同
朋
大
学
論
叢
』
第
四
四
・

四
五
号

大
南
龍
昇
［
一
九
九
五
］
「
『
観
無
量
寿
経
』
の
成
立
と
禅
観
経
典
」
『
大
正
大
学

研
究
紀
要
』
第
八
O
号

小
丸
真
司
［
一
九
八
五
］
「
『
観
無
量
寿
経
』
と
称
名
思
想
」
『
仏
教
思
想
の
諸
問

題
』
春
秋
社

色
井
秀
譲
［
一
九
七
六
］
『
浄
土
念
仏
源
流
考
』
百
華
苑

末
木
文
美
士
［
一
九
八
六
］
「
『
観
無
量
寿
経
』
研
究
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
一

O
一
冊

［
一
九
九
二
］
「
観
無
量
寿
経
l
観
仏
と
往
生
l
」
『
浄
土
仏
教
の
思
想

二
観
無
量
寿
経
・
般
舟
三
昧
経
』
講
談
社

恭
俊
［
一
九
六

O
］
「
鳩
摩
羅
什
諜
出
と
言
わ
れ
る
禅
経
典
の
説
示
す
る
念

仏
観
」
『
東
洋
思
想
論
集
』

善
隆
［
一
九
四
二
］
「
支
那
浄
土
教
の
展
開
」
『
支
那
仏
教
史
研
究
北
貌

篇』

正
顕
［
一
九
九
二
］
「
阿
弥
陀
仏
と
般
舟
三
昧
浄
土
教
発
達
史
の
一
側
面

ー
」
『
親
驚
と
人
間
』
永
田
文
昌
堂

［
一
九
九
三
］
「
『
観
無
量
寿
経
』
の
念
仏
三
昧
と
そ
の
背
景
」
『
印
度

学
仏
教
学
研
究
』
第
四
一
巻
第
二
号

鏡
正
［
一
九
六
四
］
「
浄
土
教
の
清
浄
業
処
観
に
つ
い
て
」
『
干
潟
龍
祥
博
士

古
稀
記
念
論
文
集
』

［
一
九
八
四
］
「
観
経
の
成
立
と
清
浄
業
処
」
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』

藤
且ι
主主

塚
本

能
仁

早
島

平
川

彰

一一一一一

藤月
田輪

第
一
号
（
『
平
川
彰
著
作
集
第
七
巻
浄
土
思
想
と
大
乗
戒
』
一
九
九

O
に
収
載
）

賢
隆
［
一
九
七
二
『
仏
典
の
批
判
的
研
究
』
百
華
苑

宏
達
［
一
九
七

O
］
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
岩
波
書
店

［
一
九
八
四
］
「
浄
土
教
に
お
け
る
神
秘
思
想
の
一
断
面
」
『
イ
ン
ド
古

典
研
究
』
六

［
一
九
八
五
］
『
観
無
量
寿
経
講
究
』
東
本
願
寺
出
版
部

［
一
九
八
六
］
「
浄
土
信
仰
と
法
華
経
の
交
渉
」
『
法
華
経
信
仰
の
諸
形

態
』
平
楽
寺
書
店

［
一
九
九
三
］
「
『
観
無
量
寿
経
』
の
撰
述
問
題
再
説
」
『
知
の
避
遁

l

仏
教
と
科
学
l
』
佼
成
出
版
社

弘
元
［
一
九
六
七
］
「
禅
宗
成
立
以
前
の
シ
ナ
の
禅
定
思
想
史
序
説
」
『
駒
沢

大
学
研
究
紀
要
』
第
一
五
号

洋
［
一
九
九
一
ニ
］
「
禅
観
経
典
に
お
け
る
念
仏
観
ー
そ
の
意
味
と
起
源
に

つ
い
て
｜
」
『
仏
教
学
』
第
三
五
号

明
爾
［
一
九
六
七
］
「
観
仏
三
昧
と
三
十
二
相
」
『
仏
教
学
研
究
』
第
二
四
号

［
一
九
七
六
］
「
観
経
孜
無
量
寿
仏
と
阿
弥
陀
仏
l
」
『
龍
谷
大
学
論

集
』
第
四
O
八
号

水
野

H
月
・
由
叩

E
L
r
Aぷ
l

山
田


