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反
復
0) 

視
占

台、

ら

安手

富i

大 Fヨし
谷 1口ん

大

き哉ゃ

浄
土
教
の
根
本
思
想
を
明
ら
か
に
し
に
口
－
取
も
重
要
な
経
典
は
『
大
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。

こ
の
経
典
は
、

浄
土
教
の
本
質
を
美
事
に
説

き
示
し
、
数
あ
る
浄
土
教
典
の
な
か
で
も
一
き
わ
光
彩
を
放
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
『
大
無
量
寿
経
』
は
、
天
親
の
早
雨
量
寿
経
優
婆

提
舎
願
生
偽
』
、

乙
れ
を
解
釈
し
た
曇
鷲
の
守
浄
土
論
註
』
を
始
め
と
し
て
、
古
来
、
慧
遠
、
吉
蔵
、
元
暁
、
環
興
な
ど
多
く
の
釈
家
に

よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

の
み
な
ら
ず
こ
の
経
典
は
人
生
を
照
ら
す
法
灯
と
し
て
、

無
数
の
人
々
の
胸
の
な
か
に
輝
き
続
け
て
き
た
の

で
あ
る
。

親
驚
も
ま
た
寸
大
無
量
寿
経
』
の
伝
統
に
帰
命
し
た
仏
教
者
で
あ
っ
た
。
聖
人
は
『
教
行
信
証
』

「
教
巻
」
に
お
い
て

「
夫
れ
真
実
の

教
を
顕
さ
ば
、
則
ち
大
無
量
寿
経
是
れ
な
り
」
と
宣
一
一
一
一
日
し
、

「
如
来
興
世
之
正
説
、
奇
特
最
勝
之
妙
典
、

一
乗
究
克
之
極
説
、

速
疾
円
融

之
金
一
言
、

十
万
称
議
之
誠
ヨ
一
口
、

時
機
純
熟
之
真
教
な
り
」

と
最
高
の
讃
辞
を
こ
め
て
結
嘆
さ
れ
て
い
る
。
現
驚
聖
人
の
実
存
の
全
体
は

守
大
無
量
寿
経
』
に
か
か
っ
て
い
た
、

と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
な
「
生
命
の
書
」
で
あ
る
「
大
無
量
寿
経
』
は
、

一
方
で
人
間
の
常
識
ぞ
越
え
た
よ
う
な
表
現
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。

そ
れ



は
「
神
話
的
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
を
も
っ
て
表
し
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

乙
の
経
典
に
お
け
る
神
話
的
な
表
現
に
触
れ
る
と
き
、
現
代

人
に
は
、

そ
れ
は
古
代
イ
ン
ド
人
の
空
想
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
神
話
性
と
い
う
乙
と
が
現
代
と
浄
土
教
が

出
会
う
と
い
う
場
合
の
大
き
な
障
害
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
体
「
大
無
量
寿
経
』
の
神
話
的
表
現
を
い
か
に
領
解
す
べ
き
な
の
か
。

乙
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
最
近
こ
の
神
話
性
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
論
議
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
に
は
ド
イ
ツ
の

新
約
学
者
、

ル
ド
ル
フ
・
プ
ル
ト
マ
ン

（
河
口
仏
。
日
間
同
己
昨
日
目
ロ

一
八
八
四
l
一
九
七
六
）
の
提
起
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
「
非
神
話
化
」
論
（
た

と
え
ば
E

問
。
円
高
田
陣

E
L
玄
3
r
J
が
大
き
な
刺
激
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
こ
乙
で
乙
の
論
争
に
つ
い
て
論

及
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
が
、

と
も
か
く
も
わ
れ
わ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
神
話
的
表
現
の
背
後
を
流
れ
る
論
理
を
さ
ぐ
り
あ
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
『
大
無
量
寿
経
』
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
言
う
ま
で
も
な
く
法
蔵
菩
薩
の
発
願
修
行
と
浄
土
建
立
の
物
語
で
あ
る
。

い
ま
そ
れ
を
簡
単
に
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

）
 

－
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（
 

一
人
の
国
王
が
仏
の
説
法
を
聞
い
て
心
に
悦
び
を
懐
き
、
国
を
棄
て
王
奇
指
て
て
沙
門
と
な
っ
た
。

ω
法
蔵
比
丘
は
、
世
自
在
王
仏
の
み
も
と
で
、

一
切
衆
生
を
度
脱
せ
ん
が
た
め
に
五
劫
の
間
仏
国
を
荘
厳
す
べ
き
清
浄
の
行
を
思
惟

し
摂
取
し
た
。

四
十
八
願
を
発
起
し
、

こ
の
本
願
が
成
就
し
な
け
れ
ば
正
覚
を
取
ら
な
い
と
誓
っ
た
。

q
H
U
 

－
－
 

μ
H
U
 

不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
於
て
、
菩
薩
の
無
量
の
徳
行
を
積
み
、
無
数
の
衆
生
を
教
化
し
安
立
し
て
、

無
上
正
真
の
道
に
住
せ
し
め

－
T

』。
φ
t
a
 

UVl 

法
蔵
菩
薩
は
十
劫
以
前
に
己
に
成
仏
し
て
、
阿
弥
陀
仏
（
無
量
寿
仏
）
と
号
し
、

こ
こ
を
去
る
乙
と
十
万
億
利
の
西
方
安
楽
園
に

お
ら
れ
る
。

以
上
が
法
蔵
比
丘
の
物
語
の
要
約
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
法
蔵
は
、

ω国
王
、
仙
比
丘
、
制
菩
薩
、
間
仏
、

と
い
う
四
段
階
の
自
覚
の

浄
土
教
と
神
話

四
五
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四
六

歴
程
を
歩
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

ζ

の
物
語
は
神
話
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
、
ど
の
物
語
に
あ
る
時
間
観
念
と
空
間

観
念
を
挙
げ
る
と
と
が
で
き
よ
う
。

最
初
に
時
間
の
観
念
に
つ
い
て
触
れ
て
み
る
と
、
神
話
を
神
話
で
な
い
も
の
と
区
別
す
る
決
定
的
な
要
因
は
、

神
話
の
も
つ
時
間
観
念

に
あ
る
と
さ
れ
る
。

い
か
な
る
神
話
も
原
古
の
出
来
事
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、

い
ま
法
蔵
説
話
も
ま
た
遥
か
に
遠
い
過
去
の
物
語
と
し
て

描
か
れ
る
。

八
五
劫
〉
と
か
〈
永
劫
〉
と
か
〈
十
劫
V

と
い
V
7
時
間
単
位
は
、
人
間
の
時
間
意
識
で
は
把
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な

宇
宙
的
な
拡
が
り
を
も
っ
て
い
る
。

一
方
空
間
的
観
念
か
ら
す
る
と
、

〈
十
万
億
利
の
西
方
安
楽
園
〉
と
い
う
距
離
の
単
位
も
ま
た
人
聞
の
想
像
を
絶
し
て
い
る
。

法
蔵
説

話
を
説
き
終
っ
て
、
釈
尊
は
阿
難
尊
者
に
浄
土
の
荘
厳
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

乙
の
「
浄
土
略
讃
」
と
し
て
描
か
れ
る
浄
土
の
華
麗
な
光

景
は
、
も
し
文
章
ぞ
素
直
に
受
け
と
め
る
な
ら
ば

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な
空
間
の
観
念
と
は
異
っ
て
お
り
、
あ
る
い
は
「
安
楽
」
固
と
い

う
表
現
か
ら
す
れ
ば
、

一
種
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
神
話
と
見
倣
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
を
総
合
し
て
み
る
と
き
、

寸
大
無
量
寿
経
』
の
内
容
は
、
根
本
的
な
仏
教
か
ら
は
大
き
く
変
形
し
た
神
話
的
思
想
に
も
思

わ
れ
、
そ
乙
に
様
々
な
批
判
が
生
ず
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

浄
土
教
に
限
ら
ず
、
仏
教
の
神
話
的
表
現
に
つ
い
て
は
古
来
幾
多
の
批
判
を
呼
ん
で
い
る
が
、

二
、
一
二
そ
の
批
判
の
代
表
的
な
も
の
を

挙
げ
て
み
よ
う
。

日
本
に
お
い
て
は
江
戸
後
期
の
思
想
家
で
、

神
・
儒
・
仏
を
歴
史
的
に
批
判
し
た
富
、
氷
仲
基
（
一
七
一
五
J
一
七
四
六
）
の
説
が
ま
ず
注

目
さ
れ
る
。
仲
基
は
日
本
の
精
神
風
土
に
適
合
す
る
か
一
合
か
と
い
う
観
点
か
ら
仏
教
を
批
判
す
る
が
、

と
り
わ
け
後
期
仏
教
に
つ
い
て
は

「
大
乗
非
仏
説
」
と
い
う
論
法
を
も
っ
て
す
る
の
で
あ
る
。



い

づ
hゆ

仏
道
の
く
せ
は
、
幻
術
な
り
。
幻
術
は
今
の
飯
縄
の
事
な
り
。
天
竺
は
こ
れ
を
好
む
国
に
て
、

道
を
説
き
、
人
を
教
ゆ
る
に
も
、

こ
れ
を
ま
じ
え
て
道
び
か
、
ざ
れ
ば
、
人
も
信
じ
て
し
た
が
は
ず
。
き
れ
ば
釈
尊
は
い
づ
な
の
上
手
に
て
、

六
年
山
に
入
て
修
行
せ
ら

れ
た
る
も
、
そ
の
い
づ
な
を
学
ば
ん
と
て
な
り
。
：
：
：
生
死
流
転
因
果
を
と
き
、
本
事
本
生
未
曾
有
を
と
き
、

奇
妙
な
る
種
々
の
説

を
せ
ら
れ
た
る
も
、
皆
人
に
信
ぜ
ら
れ
ん
が
た
め
の
方
便
な
り
。
是
は
天
竺
の
人
を
み
ち
び
く
仕
方
に
て
、

日
本
に
は
さ
の
み
い
ら

ざ
る
事
也
。

（
「
翁
の
文
」
）

飯
縄
と
は
、
管
狐
（
く
ピ
ぎ
つ
ね
）
を
使
っ
て
行
な
う
術
で
、
長
野
県
の
飯
縄
山
の
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
不
思
議
な
魔
術
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
仲
基
は
仏
教
が
そ
の
よ
う
な
魔
法
を
使
っ
て
人
々
を
導
く
こ
と
を
批
判
し
、
ま
に
因
果
の
法
や
、

本
生
一
語
な
ど
の
説
を
日

本
の
風
土
に
合
わ
な
い
と
し
て
斥
け
る
の
で
あ
る
。
仲
基
の
批
判
が
む
け
ら
れ
た
経
典
は
「
維
摩
経
」
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
近
世
人
と
仏

教
が
衝
突
す
る
一
例
が
う
か
が
わ
れ
る
。

西
洋
で
は
、
仏
教
の
研
究
は
近
代
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
が
仏
典
に
見
え
る
仏
陀
像
が
あ
ま
り
に
人
間
の
姿
と
か
け
離
れ
て
い

る
た
め
に
、

は
た
し
て
仏
陀
が
歴
史
上
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
さ
え
疑
わ
れ
た
よ
う
な
時
期
が
ゐ
っ
た
。
後
期
経
典
よ
り
も

パ
l
リ
仏
典
の
方
を
尊
重
す
る
と
い
う
態
度
が
根
強
い
の
は
、

そ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
の
イ
ン
ド
学
者
と
し

て
著
名
に
っ
た
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
（
戸
。
民
自
r
a
m
一
八
五
四

t
一
九
二

O
）
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
み
る
と

イ
ン
ド
本
国
で
は
仏
典
は
数
世
紀
の
聞
に
新
ら
し
い
運
命
を
経
験
し
、

原
始
教
会
の
儀
礼
は
、
後
代
の
詩
と
創
作
の
背
後
に
徐
々

に
消
え
て
い
っ
た
。
し
か
し
セ
イ
ロ
シ
の
教
会
は
単
純
で
や
ぼ
く
さ
い
「
老
人
の
言
葉
」

（
テ
ラ
パ
l
ダ
）

に
忠
実
で
あ
り
続
け
た
。

（「仏陀』）

と
し
て
歴
史
的
仏
陀
の
研
究
に
パ

l
リ
仏
典
を
と
り
上
げ
る
の
で
あ
る
が
、
神
話
的
仏
陀
の
出
現
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

僧
侶
や
俗
信
徒
に
お
い
て
、
仏
陀
の
尊
さ
を
示
し
て
説
か
れ
た
い
く
つ
か
の
特
色
が
、

や
が
て
沢
山
の
媒
体
に
よ
っ
て
か
よ
う
な

浄
土
教
と
神
話

四
七
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四
八

ζ

と
に
連
な
っ
て
い
く
と
し
て
も
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
幾
世
紀
も
昔
、

ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
の
牧
夫
や
農
民
の
間
で
、

ま
に

そ
れ
よ
り
以
前
の
イ
ン
ド
・
ギ
リ
シ
ア
・
ゲ
ル
マ
ン
族
の
名
も
な
い
祖
先
た
ち
の
間
で
、

人
々
が
空
想
的
に
歌
の
な
か
で
、
大
陽
英

雄
、
す
べ
か
ら
く
現
世
の
英
雄
の
光
輝
に
満
ち
た
姿
と
連
想
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
前
掲
書
）

一
方
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
的
性
格
に
比
し
て
、
釈
尊
の
存
在
に
は
歴
史
観
が
欠
如
し
て
い
る
と
の
批
判
も
あ
る
。

ス
J
a

ス

の
神
学
者
エ
ミ

l
ル
・
ブ
ル
ン
ナ

l

a
自
己
回

E
E
R
一
八
八
九
J
一
九
六
六
）
は
後
期
の
仏
典
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

初
期
の
仏
教
に
と
っ
て
は
、
仏
陀
が
実
在
し
た
か
し
な
い
か
は
、
結
局
に
お
い
て
は
全
く
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と

い
う
の
は
、

か
れ
の
「
道
」
は
か
れ
の
人
格
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
期
の
仏
教
は
、

た
し
か
に
、
仏
陀

の
化
身
に
重
大
な
意
義
ぞ
認
め
る
。
し
か
し
こ
れ
は
多
く
の
化
身
の
う
ち
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
し
、

こ
の
一
つ
の
化
身
に
お
い
て
も
、

歴
史
的
仏
陀
は
、
神
話
的
・
伝
説
的
粉
飾
に
蔽
わ
れ
て
、

ほ
と
ん
ど
全
く
識
別
し
が
た
く
な
っ
て
い
る
。

（
「
一
目
的
な
も
の
と
実
存
の
性
格
L

）

右
の
よ
う
な
批
判
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
後
期
の
経
典
が
パ
l
リ
仏
典
に
比
し
て
神
話
的
色
彩
、
が
濃
厚
で
あ

る
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。

〈
三
十
二
相
八
十
随
形
好
〉
の
大
相
好
、
仏
特
有
の
八
十
八
不
共
法
〉
な
ど
の
超
人
的
風
貌
、
〈
十
方
諸
仏
〉

あ
る
い
は
八
過
去
七
仏
V

と
い
う
よ
う
な
超
越
的
仏
陀
像
の
観
念
は
、
後
期
の
経
典
に
顕
著
な
神
話
的
表
現
で
あ
る
。

ピ
が
そ
れ
故
に
仏

教
が
変
質
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
仏
教
は
後
に
大
乗
思
想
が
展
開
さ
れ
る
に
及
ん
で
一
層
根
源
化
さ
れ
、
真
理
化
さ
れ
、

結
局
宗
教
化
さ
れ
た
と
理
解
き
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
神
話
化
の
背
後
に
は
、

そ
こ
に
到
る
歴
史
的
な
必
然
と
思
想
的
な
論
理
が

あ
る
。

乙
の
点
に
わ
れ
わ
れ
は
十
分
に
限
を
む
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
大
無
量
寿
経
』
の
神
話
的
表
現
も
そ
の
路
線
の
上
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。



大
乗
仏
教
の
修
辞
法
は
、

一
言
で
い
え
ば
、
仏
教
を
普
遍
的
か
つ
永
遠
的
な
価
値
に
ま
で
昇
華
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

そ
こ
に
釈
尊
の
入
滅
と
い
う
歴
史
的
事
件
が
大
き
な
動
機
と
な
っ
て
い
る
乙
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
代
表
的
な
例
は
『
浬
繋

経
』
で
あ
る
。

乙
の
経
に
お
い
て
は
仏
入
滅
の
場
面
が
背
景
と
し
て
選
ば
れ
る
が
、

そ
乙
に

「
仏
は
畢
寛
し
て
浬
繋
に
入
り
給
は
ず
」

と
い
う
こ
と
が
、
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。

〈
如
来
常
住
V

や
〈
悉
有
仏
性
〉
と
い
う
教
説
は
、
仏
陀
の
入
滅
と
い
う
深
刻
な
事
件

を
契
機
と
し
て
、
法
が
超
越
的
・
普
遍
的
・
超
時
間
的
な
真
理
で
あ
る
と
の
自
覚
が
興
起
し
に
と
い
う
こ
と
ぞ
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
乙
ろ
で
過
去
・
現
在
・
未
来
の
コ
一
世
諸
仏
と
い
う
仏
陀
観
は
、
原
始
仏
教
や
部
派
仏
教
に
み
ら
れ
る
が

と
り
わ
け
「
本
生
謂
」

（ジャ
i
タ
カ
）
は
過
去
仏
の
思
想
を
表
わ
す
典
型
的
な
文
学
で
あ
る
。
ま
に
有
名
な
「
七
仏
通
戒
偽
」
で
は
、
過
去
の
七
仏
が
す
べ
て
次

の
よ
う
な
偽
を
説
か
れ
た
と
す
る
。

諸
悪
莫
作
衆
善
奉
行

自
浄
其
意

是
諸
仏
教

こ
の
「
七
仏
通
戒
偽
」
は
『
増
一
阿
含
経
』
に
そ
の
原
型
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、

仏
教
は
初
期
に
お
い
て
す
で
に
過
去
仏
の
思

想
を
胎
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
過
去
仏
思
想
の
展
開
は
、
仏
が
仏
に
る
と
こ
ろ
の
根
源
、

目
取
究
克
の
も
の
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
思

想
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
〈
尋
源
〉
の
思
想
は

司
法
華
経
』
に
お
け
る
「
仏
々
同
道
」
の
信
念
に
も
明
確
に
み
と
め
ら
れ
る
。

「
法
華
経
』
に
は
、

過
去
無
量
無
辺
不
可
思
議
劫
に
出
ら
れ
た
日
月
燈
明
仏
も
ま
た
、

こ
の
『
法
華
経
』
を
説
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
日
月

燈
明
仏
が
説
法
さ
れ
る
時
に
現
わ
れ
た
奇
蹟
が
、
同
様
に
釈
迦
仏
の
時
に
お
い
て
も
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
、

こ
こ
に
「
古
今

致
」
が
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
横
超
慧
日
『
法
華
思
想
の
研
究
』
四
二
頁
参
照
）
。

問
題
を
可
大
無
量
寿
経
』
の
場
合
に
移
し
て
み
よ
う
。
浄
土
教
に
も
「
阿
弥
陀
経
』
六
方
段
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
多
仏
思
想

浄
土
教
と
神
話

四
九
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と
同
時
に

「
大
無
量
寿
経
』
に
は
過
去
五
十
三
仏
が
説
か
れ
、
過
去
仏
思
想
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、

守
大
無

量
寿
経
』
は
重
層
的
な
構
造
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
物
語
の
外
側
で
は
、

釈
尊
が
対
告
衆
の
代
表
で
あ
る
阿
難
に
説
法
さ
れ
る
と

い
う
光
景
が
叙
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
に
物
語
の
内
側
で
は
、
世
自
在
玉
仏
が
法
蔵
比
丘
に
教
を
説
き
、

そ
れ
に
随
っ
て
法
蔵
比
丘
が
発
願

・
修
行
さ
れ
る
と
い
う
有
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
両
者
の
テ
l
マは、

本
質
的
に
異
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
気
付
か
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
（
弥
勤
菩
薩
と
釈
尊
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
）
。
物
語
の
外
側
と
内
側
と
の
関
係
は
、

例
は
適
切
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
上
蓋
を
あ
げ
る
と
中
に
小
箱
、
が
入
っ
て
い
る
重
箱
を
想
い
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
も
法
蔵
菩
薩
以
前
に
も
五
十
三
の
諸
仏
が

世
に
出
興
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

さ
ら
に
無
窮
に
乙
の
対
応
関
係
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ど
乙
ま
で
も
過
去
に
湖
源
す
る
限
り
、
時
間
の
観
念
も
ま
た
宇
宙
的
な
ス
ケ
ー
ル
に
ま
で
拡
大
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
釈
尊
と
阿
難
の

出
会
い
は
、
更
に
そ
の
祖
型
が
尋
ね
ら
れ
て
ゆ
く
乙
と
に
な
る
。
釈
尊
と
阿
難
は
祖
型
的
モ
デ
ル
を
世
自
在
王
仏
と
法
蔵
菩
薩
に
捜
し
あ

て
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
大
無
量
寿
経
』
も
ま
た
「
仏
々
同
道
」
の
思
想
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

阿
難
尊
者
が
釈
尊
に
出
会

ぃ
、
本
願
に
覚
醒
さ
れ
、
最
後
に
自
立
す
る

l
ー
と
い
う
経
緯
は
、
世
自
在
王
仏
に
避
遁
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
四
十
八
願
を
感
得
さ
れ
た

法
蔵
比
丘
の
姿
に
そ
の
祖
型
的
モ
デ
ル
が
あ
る
。

釈
尊
と
阿
難
は

い
わ
ば
原
光
景
、

原
初
の
ド
ラ
マ
を
反
復
し
再
現
し
て
い
る
と
い

う
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

「
仏
々
同
道
」

と
は

八
同
一
構
造
の
反
復
V

で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は

『
大
無
量
寿
経
」

に
「
祖
型
と
反

復
Lー

（白
B
r
m同
旬
開
拓
自
門

H
B宮
岳
山
。
ロ
）
と
い
う
、
神
話
に
特
有
の
論
理
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

人
間
の
身
体
は
、
原
形
質
と
か
細
胞
と
い
う
よ
う
な
基
礎
物
質
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、

そ
の
構
成
要
素
ぞ
基
本
と
し
て
生
命
活
動
が

営
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

ζ

れ
は
生
物
学
に
よ
る
一
種
の
人
間
祖
型
論
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
人
間
の
祖
型
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

仏
教
は
ど
の
よ
う
な
洞
察
を
説
い
て
い
る
み
た
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
生
老
病
死
の
四
苦
は
、

人
間
で
あ
る
以
上
例
外
な
く
引
き
受
け
ね
ば
な



ら
ぬ
現
実
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
仏
教
的
な
祖
型
論
の
一
例
で
あ
る
。

人
聞
は
こ
の
祖
型
を
、
氷
遠
に
反
復
す
る
。
そ
れ
が
愉

廻
で
あ
る
。
善
導
大
師
は
、
「
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
噛
劫
よ
り
己
来
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
乙
と
な

し
」
と
道
破
さ
れ
た
。

八
罪
悪
生
死
〉
と
は
人
間
の
祖
型
で
あ
り
、

〈
常
没
流
転
V

は
永
劫
の
反
復
、
そ
し
て
〈
無
有
出
離
之
縁
〉
と
は

そ
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
の
絶
望
的
な
未
来
で
あ
る
。

乙
乙
に
流
転
門
か
ら
見
た
人
間
本
性
（
機
）
構
造
が
あ
る
。

一
方
仏
教
で
は
、
浬
繋
の
本
願
に
還
帰
す
る
乙
と
が
説
か
れ
る
。
そ
れ
が
還
滅
円
で
あ
る
。
還
滅
門
は
ど
こ
ま
で
も
根
源
に
湖
っ
て
ゆ

く
と
い
う
従
果
向
因
の
方
向
性
を
有
す
る
。
法
に
お
い
て
祖
型
・
反
復
と
は
、
如
来
に
一
不
さ
れ
た
根
源
的
な
人
間
姿
勢
を
回
復
す
る
こ
と

で
あ
る
。
本
来
の
面
白
と
は
そ
の
姿
で
あ
ろ
う
。
流
転
の
真
の
自
覚
は
、
還
滅
へ
の
真
の
契
機
と
な
る
。

す
で
に
見
に
ご
と
く
、

や
が
て
仏
教
に
は
、
神
話
的
な
仏
陀
像
の
観
念
が
登
場
す
る
が
、

そ
れ
は
、

仏
陀
の
超
人
性
を
讃
嘆
し
、

あ
る

い
は
諸
仏
の
遍
在
を
説
く
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
仏
を
し
て
仏
た
ら
し
め
た
と
こ
ろ
の
源
泉
を
尋
ね
る
と
こ
ろ
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
歴

史
に
出
興
さ
れ
た
釈
迦
牟
尼
は
、
如
来
の
流
れ
を
汲
ん
だ
存
在
と
し
て
了
解
さ
れ
る
。

ζ

こ
に
無
師
独
悟
と
い
う
旧
来
の
考
え
方
は
大
き

な
転
回
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
曾
我
量
深
師
は
「
釈
迦
以
前
の
仏
教
」
と
い
う
説
を
述
べ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、

仏
教
が
決
し
て

千
五
百
年
前
に
誕
生
さ
れ
た
釈
尊
を
も
っ
て
起
源
と
す
る
の
で
は
な
く
、

世
に
出
興
さ
れ
る
以
前
も
以
後
も
変
ら
ざ
る
法
を
起
源
と
す
る

と
の
道
理
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

法
蔵
菩
躍
す
ら
自
ら
を
法
の
始
祖
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。

「
歎
仏
傷
」
に
「
願
は
く
ば
我
作
仏
し
て
、

聖
法
王
に
斉
し
く
、
生
死
を
過
度
し
て
、
解
脱
せ
ざ
る
鹿
け
ん
」
と
決
意
さ
れ
る
。
法
蔵
菩
薩
も
ま
た
世
自
在
王
仏
の
み
も
と
に
あ
っ
て

聞
息
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
歎
仏
僑
」

は
仏
道
の
伝
統
に
帰
依
し
、
自
ら
成
仏
せ
ん
と
の
志
願
を
表
明
す
る
頒
で
あ
る
。

「
伝
承
と
己
証
」
は
仏
道
の
根
幹
で
あ
る
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
「
祖
型
と
反
復
」
で
あ
る
。

「
祖
型
と
反
復
」
は
、
神
話
一
般
に
通

有
す
る
本
質
的
な
原
理
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
神
話
学
者
で
あ
る
ミ
ル
チ
ァ
・
エ
リ
ア
l
デ
（

ζ
5
S
E
E
P
一九
O
七
J
〉

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

浄
土
教
と
神
話

五
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伝
承
文
化
に
属
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
生
き
る
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。

そ
れ
は
何
よ
り
も
先
づ
超
人
間
的
モ
デ
ル
に
従
い
、
祖

型
と
一
致
し
て
生
き
る
乙
と
を
意
味
す
る
。
：
：
：
祖
型
を
除
い
て
真
に
リ
ア
ル
な
も
の
（
真
実
性
）
は
何
物
も
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
は
リ
ア
ル
の
中
に
お
い
て
生
き
る
ζ

と
み
｝
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
祖
型
に
合
致
し
て
生
、
喝
さ
る
こ
と
は
、

「
法
」
を
尊

重
す
る
に
ひ
と
し
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
法
は
唯
一
の
原
初
の
聖
な
る
も
の
で
あ
り
、

存
在
規
範
の
巴
O
H
m
s

－5
5
に
お
け
る
あ
ら

わ
れ
で
あ
り
、
神
も
し
く
は
神
話
的
存
在
者
に
よ
っ
て
露
顕
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
『
永
遠
回
帰
の
神
話
』
）

法
蔵
菩
薩
の
物
語
を
架
空
の
出
来
事
と
し
て
で
は
な
く
、
現
前
の
事
実
と
し
て
世
俗
の
生
活
の
な
か
に
受
け
入
れ
る
こ
と
、

そ
れ
が
浄

土
教
徒
の
生
き
方
で
あ
る
。
神
話
と
人
間
の
間
に
あ
る
問
題
は
更
に
吟
味
を
要
す
る
。

乙
の
点
に
お
い
て
、
本
多
弘
之
氏
は
深
い
洞
察
を

示
し
て
お
ら
れ
る
が
、

い
ま
こ
こ
で
論
考
す
る
余
裕
は
な
い
。
（
参
照
『
親
驚
の
救
済
観
L

二
八
四
頁
〉
。
た
ピ
想
い
起
さ
れ
る
の
は
、

『
歎
異

抄
』
後
序
の
親
驚
聖
人
の
有
名
な
言
葉
、

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、

ひ
と
へ
に
親
驚
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」

と
い
う
御
述
懐
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
名
号
の
信
心
に
お
い
て
、
十
劫
と
い
う
時
間
の
距
離
が
廃
棄
さ
れ
て
、

法
蔵
比
丘
や
阿
難
が
聴
聞

さ
れ
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
仏
の
会
座
に
加
わ
る
と
い
う
宗
教
的
真
実
の
世
界
が
見
事
に
語
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
信

楽
す
る
一
念
に
お
い
て
、
輪
廻
の
業
苦
に
沈
む
人
間
の
現
在
が
、
神
話
的
な
過
去
と
共
時
的
に
な
り
、

そ
こ
に
法
悦
が
成
就
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
信
仰
に
お
け
る
自
己
の
連
続
的
な
生
命
の
蘇
え
り
は
、

「
永
遠
回
帰
」
（
2
2
E
－B
E
E）
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

親
驚
聖
人
や
そ
し
て
「
夫
れ
真
実
の
経
を
顕
さ
ば
、
則
ち
大
無
量
寿
経
是
れ
な
り
」
と
ま
で
断
言
せ
し
め
た
根
拠
は
何
か
。

そ
れ
は
何
よ

り
も
本
願
の
真
実
の
自
覚
で
あ
ろ
う
。
聖
人
に
お
い
て
は
、
法
蔵
菩
薩
の
物
語
は
た
だ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
真
実
の
物
語
で
あ

っ
た
。
神
話
は
神
話
に
と
ど
ま
ら
ず
現
実
に
生
き
に
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
聖
人
の
和
讃
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
高
僧
和
讃
L

に
お
い
て



師
法
然
は
次
の
よ
う
に
讃
え
ら
れ
て
い
る
。

し
よ
う
に
ん

智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り
本
師
源
空
あ
ら
は
れ
て

浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ

選
択
本
願
の
ベ
に
ま
ふ

し
よ
う
に
ん

阿
弥
陀
如
来
化
し
て
こ
そ
本
師
源
空
と
し
め
し
け
れ
化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば
浄
土
に
か
へ
り
た
ま
ひ
に
き

瞭
劫
多
生
の
あ
ひ
ピ
に
も

出
離
の
強
縁
し
ら
、
ぎ
り
き

し
よ
う
に
ん

本
師
源
空
い
ま
さ
ず
ば

乙
の
た
び
む
な
し
く
す
ぎ
な
ま
し

し
よ
う
に
ん

源
空
存
在
せ
し
と
き
に
金
色
の
光
明
は
な
た
し
む

禅
定
博
陸
ま
の
あ
た
り

拝
見
せ
し
め
た
ま
ひ
げ
り

乙
の
和
讃
に
は
、
阿
難
が
釈
尊
に
五
徳
現
瑞
を
拝
見
し
、
法
蔵
比
丘
が
世
自
在
王
仏
を
光
顔
綴
々
と
讃
え
ら
れ
た
と
き
の
感
動
と
同
質

の
内
容
が
あ
る
。
も
し
こ
の
和
讃
を
句
面
の
通
り
受
け
と
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
は
、

師
法
然
は
超
人
的
な
存
在
で
あ
る
と
映
る
。

花
が
現
実
に
歴
史
の
な
か
で
生
き
た
法
然
上
人
は
決
し
て
神
の
化
身
で
は
な
く
、
人
間
の
運
命
に
随
順
し
た
一
介
の
凡
夫
で
あ
る
。

lζ 

も

か
か
わ
ら
ず
親
驚
に
は
ζ

の
よ
う
に
讃
嘆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
聖
人
は
師
法
然
に
如
来
の
姿
を
仰
い
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
間
観

は
、
恐
ら
く
仏
教
特
有
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
の
和
讃
に
、
わ
れ
わ
れ
は
〈
同
一
構
造
の
反
復
〉
と
い
う
実
例
を
見
る
乙
と
が
で
き
る
。
宗
教
的
感
動
の
世
界
巻
乙
の
よ
う
な
神
話

論
の
図
式
で
解
釈
す
る
こ
と
は
、

あ
る
い
は
適
当
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
釈
尊
と
阿
難
、
世
自
在
王
仏
と
法
蔵
比
丘
の
出
遇
い

と
い
う
「
大
無
量
寿
経
』
に
描
か
れ
た
事
柄
は
、
親
驚
に
お
い
て
は
、
師
法
然
と
の
避
遁
と
い
う
自
己
の
宗
教
経
験
に
逆
照
射
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
に
は
親
構
は
、
法
蔵
比
丘
や
阿
難
と
共
時
的
に
あ
る
。

ζ

こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
浄
土
教
に
お
け

る
「
神
話
と
現
実
」
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

浄
土
教
と
神
話

五


