
曇
鷲
の
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ill
「
第
十
八
願
開
顕
の
書
」
と
し
て
の

『
浄
土
論
」

の
一
考
察
｜
｜

同
朋
大
学

尾

畑

文

正

世
親
の
『
浄
土
論
』
の
中
心
課
題
は
そ
の
解
義
分
を
通
し
て
み
て
み
る
な
ら
ば
、
往
生
浄
土
の
行
と
し
て
の
五
念
門
行
を
修
し
て
無

上
菩
提
を
速
や
か
に
獲
得
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
速
得
菩
提
の
課
題
、
そ
れ
こ
そ
が
自
利
利
他
円
満
を
課
題
に
す
る
大

乗
菩
薩
道
の
成
就
で
あ
る
。
そ
の
大
乗
菩
薩
道
が
究
寛
さ
れ
て
い
く
世
界
を
「
願
生
偶
」
と
し
て
、
つ
ま
り
、
願
生
浄
土
の
仏
道
と
し

て
あ
ら
わ
し
た
と
こ
ろ
に
『
浄
土
論
」
の
仏
教
思
想
史
の
中
の
独
特
な
立
場
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
課
題
を
表
現
す
る
「
浄
土
論
』
も
、
曇
驚
が
そ
の
註
釈
書
で
あ
る
『
浄
土
論
註
』
を
製
作
し
な
い
限
り
は
、

「
浄
土
論
』
が
説
く
と
こ
ろ
の
真
実
の
意
義
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
は
す
で
に
、

「
そ
こ
に
展
開
せ
ら
れ
る
行
道
体
系
は
、
そ
れ
を
注
意
し
た
よ
う
に
、
世
親
当
時
の
大
乗
仏
教
と
し
て
の
聡
伽
唯
識
仏
教
の
行
道
の
そ

れ
で
あ
っ
た
」
（
山
口
益
著
「
世
親
の
浄
土
論
』
）
と
識
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
思
想
的
背
景
は
稔
伽
唯
識
思
想

で
あ
る
。

九



曇
驚
の
「
浄
土
論
』
解
釈
の
視
点

。

そ
の
意
味
で
は
、
『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
る
浄
土
は
、
も
ち
ろ
ん
、
阿
弥
陀
如
来
の
仏
国
土
で
は
あ
る
が
、
そ
の
浄
土
の
本
質
は
唯

識
コ
一
性
説
で
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
円
成
実
性
（
真
実
性
）
と
し
て
の
国
土
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
限
り
、
浄
土
に
往

生
す
る
こ
と
の
内
実
は
思
想
的
に
は
聡
伽
行
に
お
い
て
な
さ
れ
る
転
識
得
智
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も

瑞
伽
行
と
い
う
宗
教
的
実
践
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
限
り
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
は
確
か
に
「
無
量
寿
経
」
を
優
婆
提
舎
す
る
論
と
し
て
浄
土
教
仏
教
の
仏
道
大
系
を
大
乗
仏
教
の

上
で
初
め
て
組
織
的
に
記
述
し
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
現
さ
れ
た
仏
道
は
ど
う
し
て
も
稔
伽
行
を
主
体
的
に
実
践
す
る
こ
と

の
で
き
る
能
力
の
あ
る
特
定
な
丈
夫
志
幹
の
者
の
道
で
は
あ
っ
て
も
万
人
普
遍
の
道
で
は
な
い
。
こ
の
根
本
的
な
問
題
に
立
ち
向
か
い
、

こ
の
世
親
の
『
浄
土
論
』
が
説
く
願
生
浄
土
の
仏
道
が
、
そ
こ
に
説
か
れ
た
大
乗
菩
薩
道
と
し
て
の
内
面
的
な
意
義
を
全
く
見
失
う
こ

と
な
く
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
如
来
の
本
願
力
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
仏
道
大
系
（
救
済
論
）
へ
と
展
開
し
た
の
が
曇
驚
の
『
浄
土
論
註
』

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
識
者
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、
曇
驚
の
『
浄
土
論
註
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
親
の
『
浄
土
論
』
が
ま
こ
と
に
「
浄
土
論

を
第
十
八
願
開
顕
の
書
た
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
る
が
論
註
の
釈
功
で
あ
る
」
（
稲
葉
円
成
著
『
往
生
論
註
講
要
』
）
と
い
わ
れ
る
所
以

で
あ
る
。
本
研
究
は
こ
の
稲
葉
円
成
に
よ
る
「
第
十
八
願
開
顕
の
書
」
と
い
う
提
言
を
受
け
て
、
曇
驚
は
世
親
の

『
浄
土
論
』
を
解
釈

い
か
に
達
意
的
に
第
十
八
願
を
根
拠
に
し
て
『
浄
土
論
』
を
解
釈
し
た
の
か
を
曇
鷲
の
『
浄
土
論
註
」
の
い
く
つ
か
の
丈

一
一
一
日
を
取
り
上
げ
な
が
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
祖
親
鷲
聖
人
が
、
「
世
親
菩
薩
、
弥
陀
の
本
願
を
釈
し
あ
ら
わ
し
た

す
る
中
で
、

ま
え
る
御
こ
と
を
、
論
と
い
う
な
り
」
（
「
尊
号
真
像
銘
文
」
）
と
ま
で
い
わ
れ
た
内
実
を
伺
い
た
い
。



本
論
題
の
考
察
方
法
と
し
て
は
最
初
に
曇
鷲
が
世
親
の
『
浄
土
論
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
た
第

十
八
願
文
を
引
用
し
て
、
そ
の
仏
道
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
箇
所
を
ま
ず
確
認
し
、
そ
れ
ら
の
一
々
の
引
用
に
お
い
て
、
曇
鷲
が
ど
の

よ
う
に
世
親
の
『
浄
土
論
」
を
解
釈
し
た
の
か
。
そ
の
註
釈
の
根
本
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
更
に
、
そ
の
解
釈
を
通
し
て

『
浄
土
論
註
」
の
至
る
所
に
見
ら
れ
る
文
言
の
背
景
に
、
第
十
八
願
（
お
よ
び
成
就
文
）
を
以
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
を
確
認

し
た
い
。
な
お
、
引
用
文
の
「
浄
土
論
註
」
に
お
け
る
位
置
を
示
す
呼
称
は

『
真
宗
聖
教
全
書
』
に
よ
っ
て
記
す
も
の
と
す
る
。

（1
）
浄
土
論
大
綱
か
ら

易
行
道
は
、
謂
わ
く
但
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
一
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
。

仏
力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
之
来
に
入
る
、
正
定
は
即
ち
是
阿
ぴ
蹴
致
な
り
。
虚
言
え
ば
水
路
に
船
に
乗
ず
れ
ば
則
ち
楽
が
如
し

（
『
真
宗
聖
教
全
書
1
』
二
七
九
頁
）

（2
｝
八
番
問
答
か
ら

肺
合
え
て
い
わ
く
。
王
舎
城
所
説
の
無
量
寿
経
を
案
ず
る
に
、
仏
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
。
十
方
恒
河
沙
の
諸
仏
如
来
、
比
白
共
に
無

量
寿
仏
の
威
神
功
徳
不
可
思
議
な
る
を
称
嘆
し
た
も
う
。

諸
有
の
衆
生
、
其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
む
こ
と
乃
至
一
念
せ
ん
、
至
心
廻
向
し
た
ま
へ
り
、
彼
の
固
に
生
ま
れ
ん
と
願

ず
れ
ば
即
ち
往
生
を
得
不
退
転
に
住
せ
ん
と
。
唯
五
逆
と
誹
詩
正
法
を
除
く
と
。
（
以
下
略
）
（
『
真
宗
聖
教
全
書
1
」二一
O
七
頁
）

曇
驚
の
『
浄
土
論
」
解
釈
の
視
点



曇
驚
の
『
浄
土
論
』
解
釈
の
視
点

（3
）
利
行
満
足
章
か
ら

然
る
に
悪
と
に
其
の
本
を
求
め
る
に
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
為
す
。
他
利
と
利
他
と
談
ず
る
に
左
右
有
り
。
若
し
自
ず
か
ら
仏

を
し
て
い
わ
ば
宜
し
く
利
他
と
い
う
べ
し
、
自
ず
か
ら
衆
生
を
し
て
い
わ
ば
宜
し
く
他
利
と
い
う
べ
し
。
今
ま
さ
に
仏
力
を
談
ぜ

ん
と
す
、
是
の
故
に
利
他
を
以
て
之
を
い
う
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
此
の
意
な
り
。
凡
そ
是
れ
彼
の
浄
土
に
生
ず
と
及
び
彼
の
菩

薩
人
天
の
所
起
の
諸
行
は
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
な
り
。
何
を
以
て
之
を
い
う
と
な
れ
ば
、
若
し
仏
力
に
非
ず
ば

四
十
八
願
便
わ
ち
是
れ
徒
設
な
ら
む
。
今
的
し
く
三
願
を
取
て
用
い
て
義
の
意
を
証
せ
ん
。
願
に
の
た
ま
わ
く
。
設
ひ
我
仏
を
得

ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
至
心
信
楽
し
て
我
が
固
に
生
ま
れ
ん
と
欲
う
て
乃
至
十
念
せ
ん
。
若
し
生
を
得
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
と
。

唯
五
逆
と
誹
詩
正
法
と
を
除
く
と
。

（
『
真
宗
聖
教
全
書
1
』
三
四
七
頁
）

以
上
の
三
箇
所
を
検
討
し
た
い
。
こ
こ
に
は
い
ず
れ
も
、
文
字
通
り
、
第
十
八
願
（
成
就
文
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、
（
1
）

浄
土
論
大
綱
の
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
は
一
般
的
に
い
わ
ゆ
る
丈
前
玄
義
と
称
さ
れ
る
場
所
で
は
世
親
の
『
浄
土
論
』
が
い
か
な
る
課
題

を
街
負
し
た
、
い
か
な
る
仏
道
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
曇
鷺
は
「
浄
土
論
註
』
の
冒
頭
に
「
謹
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
十
住

毘
婆
沙
を
案
ず
る
に
い
わ
く
」
と
龍
樹
を
掲
げ
て
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
を
註
釈
す
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
確
か
め
が
あ
る
。
一
つ
は

こ
の
『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
た
願
生
浄
土
の
仏
道
が
龍
樹
の
大
乗
菩
薩
道
を
課
題
に
す
る
仏
道
で
あ
る
こ
と
の
確
か
め
で
あ
る
。
二
つ

は
そ
の
課
題
を
明
確
に
す
る
仏
道
は
龍
樹
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
「
大
人
志
幹
」
で
は
な
く
「
怯
弱
下
劣
」
の
も
の
が
歩
む
こ
と
の
で

き
る
「
信
方
便
の
易
行
」
で
あ
る
こ
と
の
確
か
め
で
あ
る
。

龍
樹
の
「
信
方
便
の
易
行
」
を
継
承
し
た
「
易
行
道
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
信
方
便
」
は
「
信
仏
の
因
縁
」
と
し
て
、

つ
ま
り



徹
底
的
に
空
し
く
流
転
す
る
衆
生
を
掴
み
取
っ
て
離
さ
な
い
不
虚
作
住
持
な
る
功
徳
と
し
て
の
本
願
に
基
づ
く
仏
道
が
提
起
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
た
一
切
衆
生
の
救
済
を
課
題
に
す
る
阿
弥
陀
の
本
願
を
根
拠
と
し
て
曇
鷺
の

易
行
道
釈
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
第
十
八
願
成
就
文
と
第
十
一
願
成
就
丈
を
も
っ
て
説
か
れ
た

釈
で
あ
る
。

「
浄
土
論
註
」
目
頭
の
易
行
道

恵
然
の
「
浄
土
論
註
顕
深
義
記
」
に
は
こ
の
易
行
道
釈
が
明
確
に
龍
樹
を
受
け
て
「
此
の
註
論
の
意
は
即
ち
是
れ
第
十
八
願
の
了
心

称
名
必
然
な
り
、
故
に
本
論
、
王
の
願
生
の
心
行
は
他
の
因
縁
無
し
、
唯
一
心
帰
命
阿
弥
陀
仏
に
在
り
。
（
略
）
論
に
信
方
便
と
日
い
今

信
仏
因
縁
と
云
い
倶
に
是
れ
本
願
力
を
信
ず
る
の
義
な
り
」
（
第
一
巻
八

I
右
）
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
先
哲
の
指
南
に
従
っ
て
曇
驚

の
易
行
道
釈
を
了
解
す
る
な
ら
ば
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
は
な
に
よ
り
も
本
願
力
を
信
ず
る
仏
道
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
切
衆
生
を
我

と
し
て
内
に
摂
取
し
て
捨
て
な
い
阿
弥
陀
の
本
願
を
根
拠
と
す
る
仏
道
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
阿
弥
陀
の
本
願
を
収
徴
す
る
第
十
八

願
を
も
っ
て
成
り
立
つ
仏
道
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
易
行
道
釈
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
易
行
道
釈
に
先
立
つ
難
行
道
釈
の
五
難
の
中
、
全
体
を
総
括
す
る
第
五
番
目
に
説
か
れ
た
「
唯
こ
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
持
つ

こ
と
な
し
」
と
記
さ
れ
た
「
他
力
持
」
こ
そ
が
「
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
」
を
現
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
『
浄
土
論
註
』
下
巻

観
察
体
相
章
で
、
曇
鷲
が
「
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
は
蓋
し
是
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
な
り
」
（
『
真
宗
聖
教
全
書
1
』
二
一
一
二
一
頁
）
と

言
い
切
っ
た
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
願
力
に
よ
る
願
生
浄
土
の
仏
道
を
易
行
道
釈
で
第
十
八
願
願
成
就
文

と
第
十
一
願
成
就
文
に
よ
っ
て
裏
付
け
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
喰
伽
行
唯
識
学
派
の
学
匠
世
親
の
著
に
な
る
『
浄
土
論
』
が
明

確
に
「
他
力
心
行
の
威
徳
」
を
明
ら
か
に
す
る
「
第
十
八
願
の
開
顕
書
」
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

曇
驚
の
『
浄
土
論
」
解
釈
の
視
点



曇
驚
の
『
浄
土
論
」
解
釈
の
視
点

四

四

次
に
第
十
八
願
（
成
就
丈
）
が
引
用
さ
れ
る
箇
所
は
「
浄
土
論
註
」
上
巻
末
の
、
い
わ
ゆ
る
八
番
問
答
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
八
番
問

答
に
お
い
て
、
第
十
八
願
（
成
就
丈
）
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
て
引
用
さ
れ
受
容
さ
れ
て
い
る
か
考
察
し
て
み
た
い
。
曇
驚
の

『
浄
土
論
註
』
上
巻
末
に
展
開
さ
れ
た
八
番
問
答
は
い
わ
ゆ
る
『
浄
土
論
」
末
尾
の
流
通
分
（
回
向
門
）
に
「
我
、
論
を
作
り
備
を
説

き
て
、
願
わ
く
ば
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
、
普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
安
楽
固
に
往
生
せ
ん
と
」
（
『
真
宗
聖
教
全
書
1
」
一
一
七

O
頁
）
と
記
さ
れ
た
そ
の
「
諸
衆
生
」
と
は
「
何
等
の
衆
生
」
を
さ
す
の
か
。
論
主
世
親
が
と
も
に
往
生
せ
ん
と
し
た
共
な
る
衆
生
と

は
い
か
な
る
衆
生
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

曇
驚
が
展
開
す
る
八
番
問
答
に
は
二
つ
の
大
き
な
主
題
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
は
『
浄
土
論
」
の
正
所
被
の
機
（
主
体
）
と
は

い
か
な
る
存
在
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
は
そ
の
機
（
主
体
）
を
救
済
す
る
こ
と
の
で
き
る
十
念
往
生
の
法
理
（
道

理
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
二
つ
が
大
き
な
主
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
二
つ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
経
典
と

し
て
『
大
無
量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
つ
の
経
典
が
掲
げ
ら
れ
た
の
は
直
接
的
に
は
「
諸
衆
生
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
周
知
の

通
り
、
『
大
無
量
寿
経
」
と
『
観
無
量
寿
経
』
と
の
所
被
の
機
の
相
違
を
通
し
て
、
そ
れ
が
第
二
問
答
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
。
し
か

い
ま
は
問
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
一
切
衆
生
の
救
済
を
掲
げ
た
阿
弥
陀
の
本
願
を
説
く
『
大
無
量
寿
経
」

し
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

と
、
そ
の
本
願
が
い
わ
ば
歴
史
的
社
会
的
現
実
と
の
関
わ
り
で
説
か
れ
る
『
観
無
量
寿
経
』
を
も
っ
て
、
曇
驚
が
共
に
往
生
せ
ん
と
す

る
「
諸
衆
生
」
を
問
題
に
し
た
こ
と
に
注
意
を
払
い
た
い
。

つ
ま
り
、
曇
鷲
の

で
も
空
理
空
論
で
は
な
く
、
実
理
実
論
を
大
切
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
現
実
を
捨
象
し
な
い
立
場
を
貫
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』
解
釈
の
方
法
論
と
し
て
、
曇
鷲
は
ど
こ
ま



そ
れ
は
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
を
明
ら
か
に
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
「
仏
本
何
が
故
ぞ
、
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
う
」
（
『
真
宗
聖

教
全
書
1
』
二
八
七
頁
）
と
問
う
て
、
「
有
る
国
土
を
見
そ
な
わ
す
に
」
と
追
求
す
る
姿
勢
か
ら
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
世
親
は
こ
の
偶
頃
（
総
説
分
）

の
末
尾
で
「
普
く
諸
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
」
と
結
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
長
行
（
解
義

分
）
の
冒
頭
で
、
「
浄
土
論
」
全
体
の
課
題
で
あ
る
願
生
浄
土
の
仏
道
が
い
か
な
る
方
途
で
衆
生
の
上
に
明
ら
か
に
な
る
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
『
浄
土
論
』
解
義
分
の
第
二
「
起
観
生
信
」
章
で
「
云
何
が
観
じ
、
云
何
が
信
心
を
生
ず
る
。
若
し
善
男
子
・
善
女
人
、

五
念
門
を
修
し
て
行
成
就
し
ぬ
れ
ば
、
畢
寛
じ
て
安
楽
国
土
に
生
じ
て
、
彼
の
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
」
（
『
真
宗
聖
教

全
書
1
」
二
七
O
頁
）
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
善
男
子
・
善
女
人
」
が
五
念
門
行
の
実
修
主
体
と
し
て
掲
げ
て
あ
り
な

が
ら
も
、
回
向
門
を
考
察
す
る
第
五
「
善
巧
摂
化
」
章
に
お
い
て
は
「
是
の
如
く
菩
薩
、
著
摩
他
と
毘
婆
舎
那
と
を
広
略
に
修
行
し
て

柔
軟
心
を
成
就
す
、
実
の
如
く
広
略
の
諸
法
を
知
る
」
（
『
真
宗
聖
教
全
書
1
」
二
七
五
頁
）
と
あ
っ
て
、
そ
の
実
修
主
体
が
「
善
男

子
・
善
女
人
」
か
ら
「
菩
薩
」
と
か
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
転
換
は
往
生
浄
土
行
と
し
て
の
五
念
門
の
行
が
高
遠
難
修
で
、
そ
の
実
修
内
容
が
菩
薩
と
呼
称
さ
れ
る
自
利
利
他
の
課
題
を
歩

む
も
の
に
お
い
て
し
か
な
さ
れ
な
い
仏
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
曇
鷲
に
お
い
て
八
番
問
答
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
論
主
が
共

に
往
生
せ
ん
と
し
た
「
諸
衆
生
」
と
は
『
大
無
量
寿
経
』
か
ら
い
え
ば
、
「
一
切
外
道
の
凡
夫
人
」
で
あ
り
、
『
観
無
量
寿
経
」
か
ら
い

え
ば
、
「
下
品
の
凡
夫
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
曇
鷲
は
こ
の
両
経
の
、
一
方
は
五
逆
と
誹
詩
正
法
を
除
き
、
他
方
は
五
逆
を
除
か
な

い
。
こ
の
両
経
の
相
違
を
と
お
し
て
、
罪
悪
の
根
源
を
説
示
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
罪
悪
深
重
の
救
済
が
課
題
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
罪
悪
深
重
の
衆
生
が
菩
薩
を
も
っ
て
実
修
可
能
な
五
念
門
を
修
す
る
こ
と
は
不
可
能
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
煩
悩
具
足
の
身
を
抱
え
て
『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
た
奪
摩
他
・
毘
婆
舎
那
を
中
心
に
し
た
教
え
に

触
れ
れ
ば
何
人
も
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
実
的
矛
盾
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
一
界
を
尺
嘆
の
循
環
す
る
如
く
、
蚕
繭
の
自
縛
す
る
如
く
流
転
す
る
衆
生
が
救
済
さ
れ
る
課
題
が
往
生
浄
土
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

曇
網
島
の
『
浄
土
論
』
解
釈
の
視
点

五



曇
驚
の
『
浄
土
論
」
解
釈
の
視
点

ー－・ムノ、

往
生
浄
土
は
万
人
普
遍
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
そ
の
往
生
浄
土
の
仏
道
は
あ
る
特
定
の
能
力
の
あ
る
も
の
の
道
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
万
人
普
遍
の
道
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
課
題
に
応
え
る
仏
法
が
十
方
衆
生
が
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
私
は
正
覚
を
取

ら
な
い
と
誓
っ
た
阿
弥
陀
の
本
願
で
あ
り
、
就
中
、
第
十
八
願
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
大
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。
更
に
は
、
そ
の
阿
弥
陀

の
本
願
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て
歴
史
的
社
会
的
現
実
に
発
動
す
る
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
『
観
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。

そ
の
両
経
を
も
っ
て
曇
驚
は
論
主
世
親
が
「
普
く
諸
々
の
衆
生
と
共
に
」
往
生
せ
ん
と
し
た
そ
の
衆
生
を
罪
悪
深
重
の
衆
生
と
見
い

だ
し
、
し
か
も
、
そ
の
衆
生
を
救
済
す
る
法
こ
そ
が
十
念
念
仏
で
あ
る
と
十
念
往
生
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
も
、
曇
驚
は
こ
の
八
番

問
答
の
冒
頭
に
お
い
て
第
十
八
願
成
就
丈
だ
け
を
引
用
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
第
十
七
願
成
就
文
と
一
続
き
で
引
用
し
て
い
る
。

そ
れ
は
や
が
て
親
鷺
聖
人
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
た
諸
仏
称
名
、
衆
生
聞
名
の
法
門
に
先
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
了
解
が
許

さ
れ
れ
ば
、
こ
こ
に
両
願
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
願
丈
の
「
乃
至
十
念
」
が
真
実
に
な
さ
れ
得
る
の
は
諸
仏
の
称
名
で
あ
る
と
見

定
め
て
い
く
視
点
が
既
に
曇
驚
に
お
い
て
暗
示
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
の
意
義
を
持
つ
の
が
両
願
と
両
経
を
掲
げ
る
意
義
で
は

な
か
ろ
う
か
。

そ
の
意
味
で
は
、
あ
ら
た
め
て
先
に
考
察
し
た
第
十
八
願
成
就
丈
と
第
十
一
願
成
就
丈
と
に
よ
る
易
行
道
釈
と
の
関
係
で
言
え
ば
、

八
番
問
答
に
お
け
る
第
十
七
願
成
就
丈
と
第
十
八
願
成
就
丈
の
両
願
引
用
の
意
義
は
、
「
信
仏
の
因
縁
」
を
も
っ
て
す
る
願
生
浄
土
の

仏
道
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
易
行
道
釈
に
お
い
て
は
願
生
浄
土
の
仏
道
が
本
願
力
を
信
ず
る
信
に
お
い
て

成
り
立
ち
、
そ
の
信
（
困
）
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
証
（
果
）
の
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
願
生
浄
土
の
仏
道
の
教
理

が
明
ら
か
に
し
、
そ
の
巻
末
に
お
い
て
は
第
十
七
願
成
就
丈
と
第
十
八
願
成
就
丈
と
を
連
引
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
能
被
の
法
」
と

し
て
の
「
十
念
往
生
」
の
よ
っ
て
立
つ
根
拠
が
、
第
十
七
願
に
象
徴
さ
れ
る
諸
仏
の
称
名
で
あ
る
こ
と
に
見
い
だ
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
ど
こ
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
そ
の
十
念
往
生
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
三
在
釈
に
よ
っ
て

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
一
一
在
釈
に
よ
れ
ば
、
十
念
往
生
が
成
り
立
つ
根
拠
は
、
そ
れ
が
ほ
か
で
も
な
い
「
善
知
識
方
便
安
慰
し
て
実
相



の
法
を
聞
く
に
依
て
生
ず
」
（
在
心
）
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
無
上
の
信
心
に
依
止
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
方
便
荘
厳
真
実
清
浄
無
量

の
功
徳
の
名
号
に
依
て
生
ず
」
（
在
縁
）
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
無
後
心
・
無
間
心
に
依
止
し
て
生
ず
」
（
在
決
定
）
も
の
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
十
念
往
生
が
成
り
立
つ
根
拠
は
こ
と
ご
と
く
如
来
の
真
実
性
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
衆
生
の
人
間
的
能
力
と
か
資

質
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
十
念
往
生
の
教
え
は
人
聞
を
根
拠
と
す
る
仏
道
で
は
な
く
、
如
来
の
真
実
を
根
拠
と
す
る
仏
道
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
第
十
七
願
成
就
丈
が
第
十
八
願
成
就
文
に
重
ね
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
八
番
問
答
に
お
け
る
本
願
文
を
根
拠
と
す
る
解
釈
と
、
曇
驚
の
『
浄
土
論
』
註
釈
の
妙
と
で
も
い
え
る
「
浄
土
論
』
解

義
分
（
長
行
）
に
提
起
さ
れ
た
往
生
浄
土
行
と
し
て
の
五
念
門
を
総
説
分
（
偶
填
）
に
配
当
し
て
、
「
世
尊
我
一
心
」
の
一
心
（
信
）

や
が
て
、
親
鷲
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
大
行
論
、
大

と
五
念
門
（
行
）
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
五
念
配
釈
と
を
重
ね
る
と
き
、

信
論
に
先
駆
け
る
教
学
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
と
も
に
、
こ
の
八
番
問
答
に
お
い
て
も
、
曇
驚
は
世
親
の
「
浄
土
論
」
を
徹
底

し
て
「
第
十
八
願
（
成
就
丈
）
」
を
根
拠
に
し
て
読
み
解
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

五

次
に
、
文
字
通
り
、
願
生
浄
土
の
仏
道
の
成
立
根
拠
を
明
確
に
明
ら
か
に
す
る
『
浄
土
論
註
』
下
巻
末
の
第
十
「
利
行
満
足
」
章
に

お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
豪
求
其
本
釈
、
及
び
三
願
的
証
に
お
け
る
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
論
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
先
ず
、
曇
驚
は
、

第
十
「
利
行
満
足
」
章
に
お
い
て
、
願
生
浄
土
の
仏
道
が
成
り
立
つ
根
拠
を
問
、
っ
。
つ
ま
り
、
具
体
的
に
は
「
何
の
因
縁
有
て
か
速
得

成
就
阿
樗
多
羅
三
親
三
菩
提
と
言
た
ま
う
や
」
（
「
真
宗
聖
教
全
書
1
」
三
四
六
頁
）
と
問
い
を
立
て
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
「
論
に
言

根
拠
を
深
く
尋
ね
て
、

は
く
。
五
門
の
行
を
修
し
て
自
利
利
他
成
就
す
る
を
以
て
の
故
に
」
（
『
真
宗
聖
教
全
書
1
」
三
四
七
頁
）
と
答
え
、
更
に
そ
の
成
立
の

い
わ
ゆ
る
「
襲
求
其
本
釈
」
を
展
開
す
る
。
そ
こ
に
「
然
る
に
褒
と
に
其
の
本
を
求
め
る
に
阿
弥
陀
如
来
を
増

曇
驚
の
『
浄
土
地
嗣
』
解
釈
の
視
点

七



曇
驚
の
『
浄
土
論
」
解
釈
の
視
点

J¥ 

上
縁
と
為
す
」
（
『
真
宗
聖
教
全
書
1
』
コ
一
四
七
頁
）
と
述
べ
て
、
「
五
門
の
行
を
修
し
て
自
利
利
他
成
就
」
す
る
と
こ
ろ
の
「
其
」
の

「
修
五
円
行
」
の
根
本
が
阿
弥
陀
如
来
に
あ
り
、
そ
の
理
論
的
な
根
拠
を
「
他
利
利
他
釈
」
を
も
っ
て
利
他
行
が
仏
力
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
利
利
他
五
念
行
が
全
て
仏
力
に
よ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
結
論
と
し
て
「
凡
そ
是
れ
彼
の
浄
土
に
生
ず
と
及
び
彼
の
菩
薩
人
天
の
所
起
の
諸
行
は
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に

縁
る
が
故
な
り
」
と
、
願
生
浄
土
の
仏
道
の
成
立
根
拠
が
全
て
「
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
」
に
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
こ
で
あ
え
て
「
全
て
」
と
記
し
た
の
は
他
で
も
な
い
、
こ
の
第
十
利
行
満
足
章
に
は
「
復
五
種
の
門
有
っ
て
漸
次
に
五
種
の
功
徳
を

成
就
す
と
、
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
何
者
か
五
円
。
一
つ
は
近
門
、
二
つ
は
大
会
衆
門
、
三
つ
は
宅
門
、
四
つ
は
屋
門
、
五
つ
は
薗
林
遊

戯
地
門
な
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
丈
一
言
は
五
念
門
行
を
因
と
し
て
漸
次
に
（
順
次
に
）
五
功
徳
門
の
果
を
得
る
と
い
う
五
因
五
果
の
法

門
も
含
め
て
の
意
味
で
あ
る
。

こ
の
五
念
門
の
行
が
五
功
徳
門
の
果
を
成
就
す
る
と
い
う
五
因
五
果
の
法
門
は
い
う
な
れ
ば
五
念
門
が
大
乗
菩
薩
道
を
成
就
す
る
仏

道
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
漸
次
に
成
就
す
る
と
い
う
意
味
で
は
漸
次
修
学
の
漸
教
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が

免
れ
な
い
。
ま
た
同
じ
く
利
行
満
足
章
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
菩
薩
是
の
如
く
五
念
門
の
行
を
修
し
て
自
利
利
他
し
て
、
速
や

か
に
阿
蒋
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
成
就
し
た
ま
へ
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
故
に
と
」
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
、
五
因
一
果
の
法
門
も
や
は

り
、
五
困
五
果
の
法
門
と
と
も
に
「
漸
漸
修
学
の
漸
教
で
あ
り
、
断
或
証
理
の
権
教
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
凡
夫
直
入
の
易
行
道
で

は
な
い
」
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

そ
う
い
う
問
題
を
「
全
て
」
に
お
い
て
克
服
す
る
の
が
、
こ
の
「
凡
そ
是
れ
彼
の
浄
土
に
生
ず
と
及
び
彼
の
菩
薩
人
天
の
所
起
の
諸

行
は
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
な
り
」
の
確
認
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
仏
道
、
そ
れ
を
こ
こ
で
は
願
生
浄
土
の
仏
道

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
全
て
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
て

い
る
。
「
何
を
以
て
之
を
い
う
と
な
れ
ば
、
若
L
仏
力
に
非
ず
ば
四
十
八
願
便
ち
是
れ
徒
設
な
ら
む
。
今
的
し
く
三
願
を
取
て
用
い
て



義
の
意
を
証
せ
ん
」
と
い
っ
て
、
第
十
八
願
、
第
十
一
願
、
第
二
十
二
願
の
三
願
を
も
っ
て
、
願
生
浄
土
の
仏
道
が
阿
弥
陀
如
来
を
増

上
縁
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
的
証
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
三
願
的
証
を
も
っ
て
、
『
浄
土
論
」
解
義
分
の
第
二
「
起
観
生
信
」
章
に
提
起
さ
れ
た
往
生
浄
土
の
行
と
し
て
の
五

念
門
（
い
う
ま
で
も
な
く
奪
摩
他
・
見
婆
舎
那
の
止
観
の
行
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
）
が
善
男
子
・
善
女
人
（
曇
驚
で
い
え
ば
一

切
外
道
凡
夫
人
）
の
上
に
い
か
に
し
て
成
り
立
つ
か
と
い
う
問
題
に
答
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
凡
そ
是
れ
彼
の
浄
土
に
生

ず
と
及
び
彼
の
菩
薩
人
天
の
所
起
の
諸
行
は
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
な
り
」
の
確
認
は
先
哲
に
お
い
て
既
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
前
半
の
「
彼
の
浄
土
に
生
ず
と
」
と
後
半
の
「
及
び
彼
の
菩
薩
人
天
の
所
起
の
諸
行
」
が
と
も
に
「
阿
弥
陀
如
来
の

本
願
力
」
に
「
縁
」
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
往
生
の
因
果
が
仏
力
に
根
拠
す
る
こ
と
、
更
に
は
、
漸
次
に
菩
提
を
得

る
と
い
う
文
脈
で
記
さ
れ
た
五
念
五
功
徳
の
問
題
も
、
や
が
て
親
驚
聖
人
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
た
浄
土
真
宗
の
骨
格
で
あ
る
往
相
還
相

の
問
題
も
、
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

更
に
は
、
こ
の
第
十
八
願
、
第
十
一
願
、
第
二
十
二
願
を
も
っ
て
す
る
三
願
的
証
を
通
し
て
、
先
に
考
察
し
て
き
た

『
浄
土
論
註
』

浄
土
論
大
綱
（
丈
前
玄
義
）
の
第
十
八
願
成
就
文
と
第
十
一
願
成
就
丈
を
根
拠
と
す
る
易
行
道
釈
、
第
十
七
願
成
就
丈
と
第
十
八
願
成

就
丈
の
連
引
に
よ
る
八
番
問
答
ら
を
重
ね
て
見
れ
ば
、
曇
鷲
の
世
親
『
浄
土
論
』
解
釈
の
視
座
は
そ
の
ま
ま
、
そ
れ
が
や
が
て
親
驚
聖

人
に
よ
っ
て
『
教
行
信
証
」
で
二
回
向
四
法
の
教
相
を
立
て
て
浄
土
真
宗
を
明
ら
か
に
す
る
根
源
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味

で
も
、
曇
鷲
が
徹
底
し
て
世
親
の
『
浄
土
論
』
の
解
釈
を
第
十
八
願
丈
に
根
拠
に
し
て
『
浄
土
論
註
』
を
著
述
し
た
こ
と
に
立
っ
て
、

あ
ら
た
め
て
、
本
願
文
に
立
脚
し
た
曇
鷲
の
地
平
か
ら
『
浄
土
論
』
の
構
造
に
思
い
を
馳
せ
る
時
に
、
親
鷲
聖
人
の
曇
驚
讃
歌
で
あ
る

「
天
親
菩
薩
の
み
こ
と
を
も
／
鷲
師
と
き
の
べ
た
ま
わ
ず
は
／
他
力
広
大
威
徳
の
／
心
行
い
か
で
か
さ
と
ら
ま
し
」
に
記
さ
れ
た
「
他

力
広
大
威
徳
の
心
行
」
が
現
す
『
浄
土
論
」
に
お
け
る
一
心
（
信
）
と
五
念
（
行
）
の
関
係
と
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
総
括
に
し
た

し3

0 
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既
に
本
論
考
の
冒
頭
に
「
世
親
の

『
浄
土
論
』
は
確
か
に
「
無
量
寿
経
」
を
優
婆
提
舎
す
る
論
と
し
て
浄
土
教
仏
教
の
仏
道
大
系
を

大
乗
仏
教
の
上
で
初
め
て
組
織
的
に
記
述
し
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
現
さ
れ
た
仏
道
は
ど
う
し
て
も
瑞
伽
行
を
主
体
的
に
実

践
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
の
あ
る
特
定
な
丈
夫
志
幹
の
者
の
道
で
は
あ
っ
て
も
万
人
普
遍
の
道
で
は
な
い
。
こ
の
根
本
的
な
問
題
に

立
ち
向
か
い
、
こ
の
世
親
の
「
浄
土
論
』
が
説
く
願
生
浄
土
の
仏
道
が
、

そ
こ
に
説
か
れ
た
大
乗
菩
薩
道
と
し
て
の
内
面
的
な
意
義
を

全
く
見
失
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
如
来
の
本
願
力
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
仏
道
大
系
（
救
済
論
）

「
浄
土
論
註
』
で
あ
る
」
と
曇
鷲
の
『
浄
土
論
註
』
の
課
題
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
記
述
し
た
。

へ
と
展
開
し
た
の
が
曇
鷺
の

そ
こ
で
い
う
「
如
来
の
本
願
力
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
仏
道
大
系
（
救
済
論
）

へ
と
展
開
」
し
た
、
そ
の
「
如
来
の
本
願
力
」
こ
そ
が

『
大
無
量
寿
経
』
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
阿
弥
陀
知
来
の
四
十
八
願
で
あ
り
、
そ
の
中
心
で
あ
る
第
十
八
願
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
第

十
八
願
を
根
底
に
し
て
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
た
願
生
浄
土
の
仏
道
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
い
う
ま
で
も
な
く
曇
鷲
の
「
浄
土

論
註
』
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
本
願
文
を
中
心
と
す
る
曇
驚
の
解
釈
に
つ
い
て
、
特
に
易
行
道
釈
、
八
番
問
答
、
車
求
其
本
釈
を
通
し

て
確
か
め
て
き
た
。
し
か
し
、
曇
驚
の
『
浄
土
地
嗣
』
解
釈
の
根
本
的
な
意
義
は
、
そ
れ
ら
を
背
景
に
し
て
あ
た
た
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、

『
浄
土
論
」
を
註
釈
す
る
に
際
し
て
第
十
八
願
文
に
表
れ
て
い
る
「
三
信
十
念
」
を
根
本
に
し
て
、
こ
の
『
浄
土
論
』
の
基
本

曇
鷲
は

的
構
造
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
『
浄
土
論
』
の
題
号
は

『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偏
』
で
あ
り
、
造
論
の
趣
旨
は
発
起
序
で
「
我
、
修
多
羅

真
実
功
徳
相
に
依
て
願
備
を
説
い
て
総
持
し
て
仏
教
と
相
応
せ
ん
」
（
『
真
宗
聖
教
全
書
1
』
二
六
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
三

依
釈
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
真
実
功
徳
の
相
を
説
く
大
乗
修
多
羅
を
依
っ
て
五
念
門
を
も
っ
て
仏
教
に
相
応
す
る
こ
と
で



あ
る
。
修
多
羅
と
は
曇
鷲
の
確
認
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
我
も
人
も
共
に
す
く
わ
れ
て
い
く
道
」
を
述
べ
る
大
乗
の
修
多
羅

で
あ
り
、
題
号
に
も
現
れ
て
い
る
「
無
量
寿
経
」
に
他
な
ら
な
い
。

義一古驚は

『
浄
土
論
』
所
依
の
「
無
量
寿
経
」
を
「
浄
土
の
一
一
一
部
経
」
を
指
す
も
の
だ
と
見
な
し
て
、
こ
の

「
浄
土
論
」
を
周
知
の
よ

う
に
「
三
経
通
申
の
論
」
と
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
こ
の

『
浄
土
地
柵
」

の
偏
煩
（
総
説
分
）
に
「
世
尊
我
一
心
」
と

心
帰
命
の
信
心
を
述
べ
、
長
行
（
解
義
分
）
に
往
生
浄
土
行
と
し
て
五
念
門
の
行
を
説
き
、
し
か
も
、
そ
の
五
念
門
の
悶
に
よ
っ
て
五

功
徳
門
の
果
を
聞
い
て
、
浄
土
教
仏
教
が
仏
教
の
根
本
的
課
題
で
あ
る
成
仏
を
成
就
す
る
仏
道
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
往
生
即
成
仏

の
法
理
を
明
確
に
し
て
い
る
、
そ
の
根
拠
は
「
無
量
寿
経
」
（
浄
土
三
部
経
）
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』
に
説
か
れ
た
願
生
浄
土
の
仏
道
の
成
立
根
拠
と
し
て
の
第
十
八
願
（
成
就
丈
）

そ
の
根
拠
と
な
る
教
説
こ
そ
が
世
親
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
具
体
的
に
は
「
浄
土
論
註
』
丈
前
玄
義
の
易
行
道
釈
で
あ
り
、
上
巻
末
の
八
番
問
答
で
あ
り
、
下
巻
末
の
覇
求
其
本

釈
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
に
は
第
十
八
願
を
中
心
に
し
て
、
願
生
浄
土
の
仏
道
体
系
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の

の
根
幹
が
、
そ
の
第
十
八
願
に
説
か
れ
た
三
信
十
念
に
お
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
の
が

仏
道
を
説
く
『
浄
土
論
』

品
一
吉
驚
そ
の
人
で
あ
る
。

い
ま
は
本
論
文
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
た
三
箇
所
の
註
釈
に
限
つ

一
方
で
は
「
信
仏
因
縁
使
得
往
生
」
と
い
い
、
他
方
で
は
第
十
七
願
と
第

十
八
願
を
連
引
し
て
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
」
と
し
て
「
信
仏
因
縁
便
得
往
生
」
に
対
応
し
て
往
生
の
信
心
を
語
り
、
「
観
無
量
寿
経
」

に
よ
っ
て
十
念
往
生
を
述
べ
、
三
信
と
十
念
と
の
関
係
を
暗
示
的
に
指
し
示
し
て
、
下
巻
末
の
賓
求
其
本
釈
に
お
い
て
は
第
十
八
願
を

そ
の
事
例
と
し
て
い
く
つ
か
の
解
釈
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

て
み
て
い
く
な
ら
ば
、
易
行
道
釈
と
八
番
問
答
に
お
い
て
、

明
確
に
掲
げ
て
「
十
念
念
仏
便
得
往
生
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
い
う
曇
鷲
の
解
釈
は
本
願
文
の
三
信
十
念
を
し
て

『
浄
土
論
』

の
根
本
構
造
と
し
て
の
了
心
（
信
）
と
五
念
門
（
行
）
に
相
当

さ
せ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
曇
驚
は

『
浄
土
論
註
』
上
巻
に
お
い
て
、
こ
の
一
心
と
五
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
五
念
配

曇
驚
の
『
浄
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釈
を
施
設
し
て
、

一
心
か
ら
聞
か
れ
る
偏
墳
に
五
念
門
の
意
義
を
見
い
だ
し
て
、
五
念
門
が
一
心
帰
命
の
信
心
か
ら
等
流
相
続
す
る
行

で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
更
に
は
、
『
浄
土
論
註
」
下
巻
の
起
観
生
信
章
に
お
い
て
、
往
生
浄
土
の
行
と
し
て
の
五
念
門
の
行
を
総

括
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
讃
嘆
門
を
解
釈
し
て
、
そ
の
称
名
行
が
称
名
行
と
し
て
如
実
修
行
し
名
義
相
応
す
る
こ
と
を
成
り
立
た
し

め
る
原
点
が
「
論
主
建
に
我
一
心
と
の
た
ま
え
り
」
（
『
真
宗
聖
教
全
書
1
」
二
二
四
頁
）
と
述
べ
て
、
五
念
門
の
行
が
一
心
帰
命
の
信

心
か
ら
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
そ
の
信
心
こ
そ
が
本
願
文
に
お
け
る
三
信
で
あ
り
、
そ
れ
が
龍
樹
に
お
け
る
「
信
方
便
」

の
信
で
あ
り
、
世
親
に
お
け
る
「
世
尊
我
一
心
」
の
一
心
で
あ
り
、
曇
鷲
の
信
仏
因
縁
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
曇
鷺
は
喰
伽
唯
識
仏
教
の
行
道
で
あ
る
五
念
門
を
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
基
づ
く
仏
道
と
し
て
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
曇
鷺
が
掲
げ
る
十
念
念
仏
も
ま
た
五
念
門
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
本
願
に
基
づ
く
一
心
（
信
）
の
等
流

相
続
す
る
行
で
あ
っ
て
人
間
的
努
力
の
所
産
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
既
に
八
番
問
答
に
お
け
る
三
在
釈
で
確
認
し

て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
曇
驚
の
解
釈
こ
そ
が
や
が
て
法
然
、
そ
し
て
親
驚
に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
て
い
っ
た
「
称
名
念
仏
は
是
れ

彼
の
仏
の
本
願
の
行
な
り
」
（
『
選
択
集
」
）
で
あ
る
と
か
、
「
是
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
故
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
け
る
な
り
」

（
『
教
行
信
証
』
）
と
名
の
ら
れ
て
き
た
他
力
念
仏
の
根
源
と
い
え
る
。

本
論
文
に
お
い
て
曇
鷲
が
「
浄
土
論
』
全
体
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
、
必
ず
第
十
八
願
を
含
み
な
が
ら
各
所
に
お
い
て
、
願
生
浄
土

の
仏
道
の
内
実
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
の
は
、
『
浄
土
論
」
に
お
け
る
第
十
八
願
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
三
信
十
念
を
根
本
に
し
て
『
浄
土
論
』
の
根
本
構
造
も
ま
た
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
心
と
五
念
こ
そ
が
「
他
力
広
大
威
徳
の
心
行
」
と
し
て
名
実
共
に
表
現
さ
れ
る
た
め
に
は
親
驚
の

回
向
の
教
学
に
お
い
て
い
よ
い
よ
開
花
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。


