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仏
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浄
仏
国
土
の
思
想
は
大
乘
仏
教
の
特
色
で
、
般
若
経
等
の
諸
大
乘

0

経
典
に
等
し
く
論
明
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
著
論

に
歴
史
論
思
想
的②

に
系
統

付
ら
れ
て
い
る
如
く
、
最
も
基
本
的
な
読
と
伝

へ
ら
れ
る
道

、行
般
若

経
に
身
命
を
賭
し
て
六
波
羅
蜜
の
法
を
以
て
衆
生
を
利
し
、

菩
薩
の
利
他
大
悲
の
行
願
に
よ
つ
て
浄
仏
国
土
教
化
衆
生
す
る
と
い

う
。
故

に
淨
仏
国

土
読
は
菩
薩
の
独
自
の
自
覚
に
亠-⊥
つ
行
願
で
あ
る

こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
身
命
を
捨
て
て
利
他
の
為
め
に
犠
牲
を

③

払
う
と

い
う
の
は
も
と
本
生
経
に
読
い
て
い
る
出
家
学
道
の
自
利
門
,

で
あ
つ
た
が
、
大
乗
菩
薩
の
自
覚
よ
り
般
若
経
に
於
て
は
浄
土
を
実

現
せ
ん
と
す
る
熾
烈
な
る
行
願
と
な
り
、
更

に
菩
薩
の
願
思
想

の
展

浄
仏
国
土
と
浄
土
教

開
と
な
り
、
浄
仏
国
土
は
仏
道
修
行

の
必
須
条
件
と
な
つ
た
。
即
ち

④
放
光
般
若
経
の
浄
仏
国
土
の
本
願
、
阿
閾
仏
国
経
、
大
阿
弥
陀
経
の

如

き
他
方
浄
土
の
本
願
も
展
開
し
や
が
て
純
正
な
る
淨
土
思
想
を
発

達

せ
し
め
る
地
盤
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

⑥こ
の
浄
仏
国
土
の
理
想
は
菩
薩
の
行
願
と
し
て
将
来

こ
の
地
上

に

-必
す
実
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
特
色
を
持

つ
て
い
る
。
即

男
現
実
世
界
が
余
り
に
缺
陥
に
充
ち
不
完
全
極
ま
る
か
ら
、

こ
の
地

上
的
缺
陥
を
列
ね
て
之
を
除
去
し
。
以
て
先
づ
地
上
の
客
観
的
欲
求

が
理
想
化
さ
れ
て
い
る
。
般
若
経
の
夢
中
行
品
、
淨
仏
国
土
品
の
如

き
は
ま
さ
に
こ
の
意
味
の
理
想
国
土
成
就
を
示
し
た
も
の
と
言
う
べ

⑥

き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
理
想
の
淨
土
の
特
色
と
し
て
夢
申
品
に
は
国
土

g
i
il
1



の
手
坦
な
る
こ
と
、
金
沙
地
を
布
く
こ
と
、
歳
月
あ
る
こ
と
な
く
而

0

も
広
大

な
る
こ
と
が
願
は
れ
て
い
る
。
叉
浄
仏
国
土
品
に
は
人
間
の

五
欲
が
適
度
に
満
足
さ
れ
る
べ
く
天
の
楽
を
聞
き
、
天
の
香
を
香
ぎ

百
味
の
食
を
得
、
天
香
細
滑

に
し
て
意
に
随
つ
て
五
欲
を
充
た
す
と

⑧

読
き
、
更

に
健
康

に
相
応
し
い
生
活
と
し
て
、
夢
中
行
品
に
は
衣
服

飮
食

・
資
生
の
具
調
う
て
短
寿
多
病
醜
陋

の
な

い
こ
と
、
法
喜
を
食

う
て
便

利
の
患
な
き
こ
と
、
冷
熱
風
雑

の
四
種
の
病
気
の
な
い
こ
と

な
ど
が
願

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
の
例
示
で
知
れ
る
如
く
こ
れ
が
地

上
の
浄

土
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
。
菩
薩
は
か
く

O

の
如
き
浄
土
を
理
想
と
し
て
自
己
の
行
願

に
不
退
転
の
努
力
精
進
を

注
ぎ
こ
の
理
想
目
的
を
成
就
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
菩
薩
の

菩
薩
た

る
所
由
で
注
意

さ
れ
る
の
は
機
の
菩
薩
的
自
覚
で
あ
る
。
こ

の
自
覚

よ
り
菩
薩

の
願
を
咸
就
す
る
も
の
は
行
で
あ
る
か
ら
、
菩
薩

の
行
と
し
て
六
波
羅
蜜

が
極
力
強
調
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
菩
薩
が
自

己
の
身

口
意
の
行
業
を
以
て
自
己
を
浄
め
他
人
を
浄
め
る
こ
と
が
仏

国
土
の
成
就
と
な
る
、
浄
め
る
も
の
は
菩
薩
の
般
若
波
羅
蜜
で
あ
る
。

⑨
故
に
智
度
論
第
二
十
七
卷
に
は

「
仏
世
界
を
浄
め
て
衆
生
を
成
就
す

る
と
は
菩
薩
は
空
想
応
の
中
に
住
す
る
も
、
復
た
礙
あ
る
こ
と
な
く
、

四
四

衆
生
を
教
化
し
て
十
善
道
及
び
諸

の
善
法

を
行
ぜ
し
む
。
衆
生
善
法

を
行
す
る
因
縁
を
以
て
仏
土
清
浄
な
り
L

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
つ

て
個
人
の
自
己
清
浄
は
や
が
て
他
人
を
浄

め
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
菩

薩
の
浄
仏
国
土
は
衆
生
の
共
業
の
所
感

に
よ
る
。
こ
の
自
他
の
因
縁

に
よ
つ
て
菩
薩

の
行
願
が
や
が
て
浄
土
を
成
就
す
る
と
い
う
菩
薩
の

0

機

の
自
覚

へ全
能
の
聖
道
仏
教
の
特
色
を
持
つ
、維
摩
経
仏
国
品
に
は

「
仏
宝
積

に
言
な
く
、
衆
生
の
類
は
こ
れ
菩
薩

の
仏
土
な
り
、
菩
薩

は
所
在
の
衆
生

に
隨

つ
て
仏
土
を
取
る
。
直
心
は
こ
れ
菩
薩
の
浄
土

な
り
、
菩
薩
成
仏
の
時
、
不
詔
の
衆
生
来
て
其
国

に
生
る
。
深
心
は

こ
れ
菩
薩
の
浄
土
な
り
、
菩
薩
成
仏
の
時
功
徳
を
成
就
す
る
衆
生
其

国
に
来
生
す
る
、
菩
提
は
こ
れ
菩
薩
の
浄
土
な
り
、
菩
薩
成
仏
の
時
、

大
乗
の
衆
生
そ
の
国

に
来
生
す
る
。
十
善
は

こ
れ
菩
薩

の
浄
土
な
り
、

若

し
菩

薩
浄
土
を
得

ん
と
欲
せ
ば
当
に

其
心
を
浄

む
べ
し
。
其
心

の

浄
な
る
に
隨

つ
て
則
ち
仏
土
浄
し
。
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
至
つ
て
菩
薩

の
行
願
は
極
め
て
具
体
的
唯
心
的
な
意
味
を
有
つ
や
う
に
な
つ
た
が

終
始

一
貫
し
て
特
色
と
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
菩
薩
の
聖
道
約
自
利
々

他
の
自
覚

に
於
て
は
不
変
で
あ
る
。
実
に
大
乗
仏
教
の
行
願
の
究
極

を
明
示
し
た
も
の
と
言

い
得
ら
れ
る
。



斯
く
菩
薩
の
理
想

の
仏
国
は
必
す
こ
の
地
上

に
打
ち
建
て
ら
れ
ん

と
す
る
所
に
特
色
が
あ
る
。
地
上
に
打
ち
建
て
ら
れ
て
こ
そ
初
め
て

菩
薩

の
行
願
の
意
味
が
あ
る
。
利
他
大
悲

に
燃
え
る
菩
薩
の
高

い
理

想

に
生

き
る
菩
薩
の
道
で
あ
る
、
向
上
の

一
路
が
期
待
さ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
仏
教
は
人
を
教

え
る
も
の
、論
理
思
弁
の
対
象
で
な
く
、
人
間

の
修
行
得
腕
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、
先
づ
修
行
得
睨
す
る
為
め
の
能

力
素
質

即
ち
機
を
反
省
内
観
す
る
こ
と
が
根
本
要
件
な
り
と
し
て
自

力
向
上
し
て
証
悟
を
得
る
菩
薩
の
浄
仏
国
土
思
想
を
追
求
し
こ
の
往

生
浄
土
の
道
が
展
開
し
て
来
た
。

こ
の
場
合
は
人
聞
自
己
の
機
を
見

究

め
る
点

に
集
注
す
る
が
そ
れ
の
契
機
と
な
る
も
の
は
五
独
の
悪
縁

で
あ
る
。
こ
の
所
謂
五
独
を
契
機
と
し
て
、

こ
こ
に
大
乗
菩
薩
道
は

一
転
し
て
主
観
に
即
し
て
機
を
見
る
思
想

へ
展
開
し
、
浄

土
経
典
に

読

か
れ
浄
土
教
史
に
見
ら
る
る
如
く
、
自
己
の
佳
む
世
界
と
時
代
に

つ
い
て
深
い
反
省
観
を
な
し
、
修
行
得
腕

に
関
す
る
機
の
凡
夫
的
考

察

よ
り
浄
土

へ
願
生
す
る
信
行
え
と
展
開
す
る
に
至
つ
た
。
即
ち
二
、

三
世
紀
の
龍
樹
が
空
観

の
実
相
を
証
悟
し
て
寧
弱
怯
劣

の
機
の
宗
教

的
自
覚

よ
り
称
名
不
退
の
道
を
読
き
、
四
世
紀
の
天
親
が
唯
識
縁
起

を
設

い
て
我

一
心
帰
命
の
五
念
生
因
を
読
き
、
五
、六
世
紀
曇
鸞
が
四

浄
仏
国
土
と
浄
土
教

論

の
講
読
を
捨
て
て
五
独
の
世
無
仏
の
時
と
読

い
て
本
願
を
発
見
し
、

之
を
伝
承
し
て
六
世
紀
道
綽
は
涅
槃
仏
性
常
住
を
説
き
つ
つ
末
法
に

念
仏
を
論
き
、
七
世
紀
善
導
が
人
間
性

を
深
刻
に
洞
察
し
て
本
願
念

念
仏
を
体
系
さ
れ
、
法
然
上
人
亦
還
愚

の
自
覚

よ
り
選
択
本
願
を
専

修
さ
れ
し
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
浄
土
教
祖

の
往
生
浄
土
の
熾
烈
な

る
展
開
と
な
つ
た
機
縁
は
現
実
世
界
の
矛
盾
、
不
如
意
が
事
由
と
な

つ
て
い
る
。
し
か
も
自
己
に
即
し
て
の
業
障

の
客
観
的
反
映
な
り
と

し
、
浄
仏
国
土
は
所
謂
実
在
の
浄
土
に
願
生
す
る
と
こ
ろ
に
の
み
可

能
で
あ
る
と
言
う
浄
土
信
行

の
道
が
説

か
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
し

か
も

こ
の
信
仰
の
浄
土
は
現
実
世
界
の
高
次
に
立
つ
彼
岸

の
世
界
で

あ
り
超

過
三
界
の
所
で
あ
る
と
さ
れ
た

の
は
極
め
て
当
然
の
理
で
あ

　

る
。
故

に
無
量
寿
経
に
は

「
無
為
泥
滬

の
道
に
弐
し
」
と
読
き
天
親

⑫

⑬

は
往
生
論

に

「
第

一
義
諦
妙
境
界
の
相

な
り
」
と
な
し
、
善
導
は
法

事
讃
下
巻

に

「
極
楽
は
無
為
に
し
て
実

に
是
れ
精
な
り
、
阿
稗
跋
致

は
即
ち
是
れ
無
生
な
り
」
な
ど
言
は
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
至
つ
て

信
仰
の
浄
土
は
観
念
界
と
簡
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
実
在
界
と
詮
か
れ
て

ti

い
る
。

こ
の
会
通
は
古
今
よ
り
論
及
さ
れ
て
い
る
が
、
普
通
浄
土
の

課
題
は
実
現
か
願
生
か
と
宛
も
対
立
す

る
か
の
如
き
傾
向
が
仏
教
々

、

四
五



理
の
展
開
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
両
面
は
等
し
く
大
乗
仏
教
思
想
の
特

質

で
対
立
す
る
二
つ
の
道
で
は
な
い
。
要
は
機

の
二
様
性
で
大
乗
の

真
義

に
徹
す
る
点
に
於
て
同

一
延
長
線
上
の
山
一点
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
内
面
的
に
省
察
し
て
相
成
相
関
す
る
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
。
唯

だ
宗
教

的
自
覚
を
基
調
と
す
る
浄
土
教
は
機
に
即
す
る
仏
教
を
相
応

せ
し
め
る
結
果
、
宛
も
浄
仏
国
土
を
顧
み
な
い
が
如
き
口
吻

で
往
生

浄
土
を
勧
化
す
る
。
即
ち
機
は
教
を
発
す
根
源
で
あ
る
。
機
を
中
枢

と
し
て
仏
教
を
批
判
選
択
す
る
と
こ
ろ
に
浄
土
の
教
読
が
開
顕
さ
れ
、

こ
れ
を
体
系

さ
れ
た
祖
師

こ
そ
善
導
大
師
の
教
学
で
あ
る
。

①

望
月
信
亨
著

「浄
士
教
概
論
」

「
浄
土
教
の
起
源
及
び
発
達
」
木
村
泰

賢
署

「
仏
教
概
論
」

②③④0

大
正
藏
経
第
八
巻
四
五
七
頁

干
瀉
竜
祥
著

「
本
生
経
の
研
究
」

大
正
藏
経
第
八
巻
二
〇
頁
、
放
光
若
般
経
第
三
問
僧
那
品
に

「
菩
薩
は

人
に
於
て
斉
限
六
度
を
願
行
し
、
普
く
衆
生
の
た
め
に
謙
苦
の
行
を
な

す
べ
し
。
即
ち
摩
詞
僧
那
僧
涅

(
著
大
鎧
)
を
成
じ
て
衆
生
の
為
め
に

大
誓
願
を
起
し
て
自
ら
六
波
羅
蜜
を
具
足
し
他
人
を
教
へ
て
六
波
羅
蜜

を
具
足
せ
し
む
べ
し
」
と
あ
る
如
く
、
菩
薩
の
浄
仏
国
士
の
願
行
の
基

調
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

望
月
信
寧
著

「浄
土
教
の
起
源
及
び
発
達
」
金
子
大
栄
著

「彼
岸
の
世

四
六

界
」

⑥

'大
正
藏
経
第
八
巻
、
三
四
八
頁

⑦

同

右

四
〇
八
頁

⑨

同

右

三
四
七
頁

⑨

同

第
二
十
五
巻
三
三
五
頁

⑩

同

第
十
四
巻

五
三
八
頁

⑪

浄
全
第

一
巻

一
七
頁

⑫

同
右

一
九
五
頁

⑬

同
第
四
巻

一
八
頁

⑭

論
註
上
巻

(浄
全
一
巻
二
一=

)
往
生
礼
讃

(浄
全
四
巻
三
六
〇
)
釈

浄
土
二
藏
頌
義
巻
十

一
(浄
全
十
ご
巻

二

一七
)
金
子
大
栄
氏

「
彼
岸

の
世
界
」
鈴
木
拙
氏

「
禅
と
念
仏
の
心
理
的
基
礎
」
等

二

導
師
の
浄
土
教
を
明
に
す
る
に
は
導
師
以
前
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

dシ
ナ
に
浄
土
経
典
が
伝
訳
さ
れ
た
の
が
大
体
仏
教
伝
来
後
約
二
百
年
、

後
漢
霊
帝
の
光
和

二
年
支
婁
迦
懴
に
よ
り
般
舟
三
昧
経
が
訳
出
さ
れ

て
よ
り
相
攻
で
訳
出
を
見
た
が
、
併
し
浄
土
教

の
擡
頭
は
殆
ん
ど
史

上
に
見
ら
れ
す
、
憊

に
助
念
の
方
法
と
し
て
用

い
ら
れ
た
程
度
で
あ

る
。
更
に
五
十
年
を
経
過
し
た
東
晋
時
代
、
廬
山
慧
遠

(
三
三
四
i

四

一
六
)

が
同
志
百
二
+
三
人
と
共

に
般
若
台
の
阿
弥
陀
仏
前
の
前

に
西
方
願
生
を
期
し
た
の
が
史
上
特
筆

さ
れ
て
い
る
。
即
ち
念
仏
三



昧
詩
序

に
諸
衆
三
昧
と
念
仏
三
昧
を
明
白

に
区
別
し
、

一
代
仏
教
を

批
判

し
て
念
仏
三
昧
を
選
取
し
て
念
仏
為
先
、
切
高
進
易
と
念
仏

の

勝
易
二
徳
を
開
顕
し
た
が
、
し
か
も
所
謂
禅
浄
未
分
の
念
仏
で
あ
る
。

慧
遠
の
西
方
願
生
は
純
然
た
る
他
力
念
仏

で
な
い
こ
と
は
明
か
で
、

こ
れ
は
更
に
百
年
後
の
鸞
師
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
慧
遠
歿

後

七
年
元
嘉
元
年
(
西
紀
四
ご
四
)西
域
僧
豊
良
耶
舍

に
よ
つ
て
観
経

が
伝

訳
さ
れ
た

こ
と
が
、
如
何
に
シ
ナ
浄
土
教
の
展
開
の
上
に
影
響

②

し
た
か
は
想
嫁
以
上
の
も
の
が
あ
り
注
目
に
価
す
る
、
松
本
文
三
郎

氏

が
隋
唐

に
於
け
る
浄
土
教
が
廓
然
と
し
て
闡
明
さ
れ
た
理
由
は
観

経

の
伝

訳
に
関
連
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
指
摘
さ
れ
た
の
は
注

意
す

べ
き
も
の
と
思
う
。
観
経
の
伝
訳
が
人
と
時
を
得
た
か
、
北
魏

③

の
曇
鸞

法
師

(西
紀
四
七
六
i
五
四
二
)

に
至
つ
て
浄
土
教
は
初
め

で
独
立

の
位
置
を
と
る
に
至

つ
た
。
鸞
師
は
四
論

の
研
究
者

で
あ
つ

④

た
が
、
菩
提
流
支
よ
り
観
経
を
得
て
浄
土
門

に
帰
向
さ
れ
、
天
親
の

0

往

生
論

を
註
釈
し
て
自
己
の
思
想
信
仰
を
告
白
し
て
い
る
。
即
ち
論

註
巻
頭

に
難
易
二
行
を
批
判
し
、
五
独
の
世
無
仏
の
時
阿
毘
跋
致
(
不

.退
)
を
求
む
る
を
難
行
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
五
難
を
あ
げ
て
い

る
が
、
そ
の
第
五
に

「
唯
是
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
持
な
し
」
と
言

浄
仏
国
土
と
浄
土
教

い
、
易
行
道

に
関
し
て
は

「但
だ
信
仏

の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ぜ

ん
と
願
す
れ
ば
仏

の
願
力
に
乗
じ
て
便

ち
彼

の
清
浄
の
土
に
往
生
す

る
こ
と
を
得
、
仏
力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
聚

に
入
ら
し
む
」
と

読

い
て
い
る
。

こ
れ
鸞
師
教
学

の
根
本
的
態
度

で
あ
る
。
龍
樹

の
二

道
判
が
行
体
に
約
し
て
い
る
の
に
対
し
行
縁
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。

即
ち
教
法
の
価
値
は
そ
の
法
の
真
実
性

と
そ
の
教
法
を
修
道
す
る
人

の
上
の
機

の
現
実
性
の
調
和
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
と
彊
調
し
て
い

る
。
こ
れ
は
長
く

一
貫
す
る
浄
土
教
の
特
質
で
こ
れ
に
よ
つ
て
も
浄

土
宗
の
始
祖
た
る
地
位
は
動
か
な
い
。
元
来
往
生
論
が
本
来
聖
者
的

性
格
を
も
つ
て
五
念
門
を
説
く
が
、
鸞
師
は
往
生
論
の

「
普
共
諸
衆

生

往

生

安

楽
国
」
の
衆
生
を
会
釈
す
る
に
八
番
の
問
答
を
設
け
、

十
八
願
成
就

の
文
を
引
い
て

「
一
切
外

凡
夫
人
」
と
言
い
、
叉
観
経

下
二
品
を
注
意
し
て
下
品

の
凡
夫
と
し
て
い
る
。
論

に
比
し
て
機
の

凡
夫
的
自
覚
が
著

し
く
相
違
す
る
こ
と
は
驚
異
的
な
展
開
で
あ
る
。

当
時
の
教
界
に
於
け
る
動
向

よ
り
し
て
鸞
師

の
出
現
は
正
に
奇
蹟
と

⑥

称

せ
ら
れ
た
の
は
故
な
し
と
し
な
い
。
故
に
僧
肇
の
論
法
を
用

い
て

法
身
の
名
称
に
て
報
身
を
顕
は
し
、
報

上
を
指
方
立
相
的
に
西
方

に

見
ら
れ
て
い
る
。
凡
夫
の
報
土
に
往
生
す
る
こ
と
は

一
見
矛
盾
で
あ

四
七



る
が
、

こ
の
矛
盾
を
超
越
す
る
も
の
は
本
願
力
な
り
と
は
鸞
師
の
体

験

で
あ
る
。
故
に
論
の
五
念
門
を
修
し
て
何
故
に
自
利
利
他
し
速
に

菩
提
を
成
就
し
得
る
か
と
言
う
理
由
と
し
て

「
阿
弥
陀
如
来
を
檜
上

縁

と
為

す
」
と
て
第
十
八
、第
十

一
、
第
二
十
二
の
三
願
を
的
証
と
し

0

て
論
断
さ
れ
て
い
る
。
論
註
下
巻

に
生
即
無
生
を
示
し
て

「
氷
上
に

火
を
燃

け
ば
火
猛
な
れ
ば
則
ち
氷
解
け
、
氷
解
け
ば
則
ち
火
滅
す
る

が
如
し
、
彼
の
下
品
の
人
、
法
性
無
生
を
知
ら
す
と
雖
も
、
但

だ
仏

名
を
称
す
る
力
を
以
て
往
生
の
意
を
な
し
、
彼
土
に
生
ぜ
ん
と
願
す

れ
ば
彼
土
は
是
れ
無
生
界
な
れ
ば
見
生
の
火
自
然
に
滅
す
る
な
り
」

と
て
下
凡
の
た
め
に
本
願
称
名
の
発
揮
に
つ
と
め
て
い
る
の
は
浄
土

教
史
の
大
功
績

で
あ
る
が
、
特
に
鸞
師
自
身

の
修
道
の
問
題
と
し
て

⑧

い
る
点

に
注
意
を
要
す
る
。
即
ち
論
註
の
最
後

に

「
愚
か
な
る
か
な
、

後

の
学
者
、
他
力
の
乗
す
べ
き
を
聞
い
て
当

に
信
心
を
生
す
べ
し
、

自

ら
局
限
す
る
こ
と
勿
れ
」
と
結
ん
で
い
る

一
句
は
論
註

の
他
力
読

が
全
く

自
己
の
体
験
を
通
し
て
出
で
た
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
つ
て

い

る
。
故

に
論

註
下
巻

に

「
此
の
無
上
菩

提
心
は
即
ち
是
れ
願
作
仏

心
な
り
、
願
作
仏
心
は
即
ち
是
れ
度
衆
生
心
な
り
。
度
衆
生
心
は
即

ち
衆
生
を
摂
取
し
て
有
仏
の
国
土
に
生
ぜ
し
む
る
心
な
り
」
と
言
い
、

四
八

夊

「
彼
の
安
楽
浄
土
に
願
生
せ
ん
と
す

る
者
は
要
す
無
上
菩
提
心
を

発
す
べ
し
」
と
道
破
し
て
聖
道
と
融
和

さ
れ
て
い
る
が
、
浄
土
教
が

大
乗
仏
教
の
菩
提
心
即
ち
浄
仏
国
土
成

就
衆
生
を
期
待
し
な
く
て
は

な
ら
な

い
点
を
強
調
さ
れ
た
の
は
、
よ
く
浄
土
教
の
真
義
を
開
願
し

た
も
の
と
言

へ
る
で
あ
ろ
う
。

・

灘

禅
師

(五
六
二
⊥

ハ
四
五
)
の
教
学
の
基
調
は
教
が
時
と
機

に
相
応
す
べ
き
と
す
る
所
に
あ
つ
た
。
四
十
八
歳
鸞
師
の
旧
蹟
た
る

石
壁
玄
中
寺
に
あ
つ
た
碑
文
を
見
て
浄
土
門
に
転
向
さ
れ
て
い
る
か

ら
そ
の
感
化
の
ほ
ど
も
首
肯
さ
れ
る
。
鸞
師
が
五
油
の
世
無
仏
の
時

と
言
は
れ
た
の
を
承
け
、
更

に
末
法
々
滅
を
痛
感
し
て
鸞
師
よ
り

一

暦
痛
烈
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
鸞
師
は
機
が
世
と
時
に
制
せ
ら
れ
る

と
し
て
入
間
性
に
徹
し
た
が
、
綽
師
は
特

に
時
を
重
視
し
て
之

に
制

せ
ら
れ
る
機
に
相

応
す
る
教
を

読

い
て

い
る
。

そ
の
著
安
楽
集
は

「
依
観
経
及
び
余
諸
部
」
と
い
い
、
又
観
経
を
特

に

「
此
経
」
な
ど

呼
び
、
且
つ
観
経
を
講
す
る
こ
と
二
百
遍
と
あ
る
か
ら
そ
の
講
録
で

あ
る
か
ら
、
観
経
の
基
調
に
な
り
し
こ
と
は
油
目
さ
れ
る
。
観
経
に

よ
つ
て
機
の
凡
夫
的
自
覚
よ
り
往
生
浄

土
の
高
揚
が
見
ら
れ
る
。
即

ち
箜

大
門
籔

興
の
所
霎

明
し
・
約
時
被
鑾

論
じ
て

「静



教
時
機

に
赴
け
ば
修
し
易
く
、
若
し
機
と
教
と
時
と
乖
け
ば
修
し
難

く
入
り
難
し
L
と
述
べ
、
大
集
月
蔵
経
の
五
箇
の
五
百
年
を
引
証
さ

れ
て
い
る
。
即
ち
今
時
は
仏
世
を
去
つ
て
後
第
四
の
五
百
年

に
相
当

す
る
を
以
て
修
福
懺
悔
し
、
仏
道
修
行
者

の
最
後
の
時
な
る
こ
と
に

悲
痛
な
自
覚
を
さ
れ
て
い
る
。
是
れ
衆
生
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
に
機

解
淨
浅

に
し
て
暗
鈍
な
り
、
機
が
時
に
制
約
さ
れ
る
か
ら
必
然
的
に

相
応
す
る
宗
教
的
自
覚
よ
り
往
生
浄
土
が
求
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら

な

い
。

こ
こ
に
聖
浄
二
門
の
教
判
を
以
て
浄
土
門
別
立
の
意
図
を
示

⑫

さ
れ
て

い
る
。
「
去
二
大
聖
{遙
遠
」
「
理
深
解
微
」
の
二
理
と

「
我
末

法
時
中

、
億
々
の
衆
生
、
行
を
起
し
道
を
修
す
る
に
未
だ

一
人
の
得

る
者
あ
る
な
し
、
当
今
は
末
法
現

に
是
れ
五
油
悪
世
な
り
、
唯
浄
土

の

一
門

の
み
あ
つ
て
通
入
す
べ
き
の
途
な
り
」
と
の
経
証
を
出
し
て

時
機

に
相
応
レ
た
浄
土
門
こ
そ
現
実

に
五
乗
斉
入
の
路
な
る
所
由
を

決
判
し
て
い
る
。
か
つ
綽
師
の
思
想
的
立
場
が
涅
槃
経
に
あ
り
、
伝

に
大
涅
槃
経
を
講
す
る

こ
、と
二
十
四
遍
と
あ
る
。
本
経
は
仏
性
常
佳

を
論
く

と
共
に
王
舎

の
悲
劇
を
叙
し
て
末
法
教
会
の
堕
落
を
詳
細

に

叙
述
し
安
楽
集

に
十
五
度
引
用
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
影
響
も
あ
つ

て
時
機

と
調
和
す
る
凡
夫
観
を
愈
々
確
信
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
ろ

浄
仏
国
土
之
浄
土
教

う
。
更
に
か
の
北
周
武
帝
の
破
仏
が
綽
師

の
少
年
時
代
に
行
は
れ
、

そ
の
惨
状
を
目
撃
せ
ら
れ
る
に
及
ん
で
は
愈
々
末
法
観
の
深
刻
な
る

内
観
を
要
請
さ
れ
る
に
至
つ
た
と
と
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
ζ
こ

⑲

に
人
の
上
の
機

の
思
想
拡
充
せ
ら
れ
、
遂

に
第
十
八
願
を
観
経
の
経

意

で
解
釈
さ
れ

「
若
し
衆
生
あ
つ
て
縱
令

い

一
生
悪
を
造
る
も
、
命

終

の
時
に
臨
ん
で
十
念
相
続
し
我
が
名
字

を
称
し
て
、
若
し
生
ぜ
す

ん
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
率
直
な
願
意
開
顕
は
特
筆

に
価
し
、
所
謂

浄
仏
国
土
な
る
も
の
は
唱
導
さ
れ
な

い
が
、
涅
槃
仏
性
常
佳
の
大
乗

に
基
調
し
つ
つ
機
の
自
覚

に
立

つ
て
宗
教
的
な
浄
土
を
念
願
さ
れ
て

い
る
。

d②③④0⑥0

望
月
信
亨
氏

「支
那
浄
土
教
理
史
」
境
野
黄
洋
氏

「
麦
那
仏
教
史
の
研

究
凵

松
本
文
三
郎
氏

「仏
教
史
の
研
究
」

続
高
僧
伝
第
六
、
浄
土
論
下
巻
、
仏
祖
統
記
第
二
十
七
巻
。
往
生
浄
土

瑞
応
刪
伝
等

続
高
僧
伝
に
は
観
経
と
み
る
が
、
大
経

(
日
溪
法
隸
)
小
経

(
雲
棲
株

宏
)
往
生
論

(
三
論
系
譜
)
等
の
異
説
が
あ
る
。

浄
全
第
一
巻
一二

九
頁

林
彦
明
氏

「専
修
学
報
第
十
三
号
」

浄
全
第

一
巻
三
四
六
頁

四
九



⑧

浄
全
第

一
巻
二
.五
六
頁

⑨

噂浄
全
第
一
巻
二
五
四
頁

⑩

続
高
僧
伝
第
二
十
巻
、
浄
土
論
下
巻
、
仏
祖
統
記
第
二
十
七
巻

⑪

浄
全
第
一
巻
六
七
三
頁

⑫

浄
全
第

一
巻
亠ハ九
ご
一頁

⑬

同

右

三
0

善
導
大
師
の
伝
記
を
録
す
る
も
の
は
続
高
僧
伝
第
二
十
七
巻
以
下

三
十
四
部

に
及
ん
で
い
る
。
併
し
信
す
べ
き
資
料
と
し
て
は
続
高
僧

伝
と
百
年
後
に
成

る
往
生
西
方
浄
土
刪
伝
及
び
懐
揮
の
碑
銘
等
嘩
少

と
言
は
れ
て

い
る
。
偏
依
善
導
と
帰
敬
さ
れ
し
法
然
上
人
の
類
聚
浄

土
五
祖
伝
も
続
高
僧
伝
、
瑞
応
伝
、
新
修
往
生
伝
等
の
六
伝
を
抄
録

さ
れ
て

ゐ
て
詳
細

で
な
い
。
正
皮
の
上
に
生
歿
の
年
時
す
ら
所
載
さ

れ
す
(
信
憑
す
べ
き
続
高
等
よ
り
推
し
て
敬
虔
な
念
仏
者
で
あ
り
、厭

欣
の
情
切
な
る
願
生
者
で
あ
つ
た
。
同
時
代
の
道
宣
が
「
近
ご
ろ
山
僧

善
導
な

る
者
あ
り
」
と
記
録
し
て
い
る
が
果
し
て
如
何
な
る
程
度
ま

②

,

で
認
識

し
て
い
た
か
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
新
修
往
生
伝
に
よ
る
と
三

③

論
の
明
勝
に
就
て
出
家
し
た
と
言
う
、伝
読
よ
り
良
忠
上
人
殍
教
判
論

よ
り
推
定
し
て
三
論

の
系
統
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
盛
ん
で
あ
つ

五
〇

た
天
台
、
三
論
、
地
論
、摂
論
等
に
通
暁
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
そ
の
著

書
よ
り
推
し
て
十
分
首
肯
さ
れ
る
。
瑞
応
伝
に
は
道
英
法
師
を
大
喝

し
、
念
仏
鏡

に
は
金
剛
法
師
と
対
論
し
て
之
を
論
破
さ
れ
た
と
あ
る

か
ら
、
仏
教
学

に
造
詣
深
か
つ
た
や
う

で
あ
る
。
新
修
往
生
伝
に
よ

る
と
身
を
持
す
る
こ
と
極
め
て
厳
粛
、
平

生
乞
食
し
三
十
余
年

一
定

の
寝
所
な
く
、
暫
も
睡
眠
せ
す
、
洗
浴
以
外
は
三
衣
を
脱
せ
す
.
戒

法
を
護
持
し
て
繊
毫
も
犯
さ
す
、
目
を
挙
げ
て
女
人
を
見
す
と
言
う

持
戒
堅
国
な
る
性
格
の
念
仏
者

で
あ
つ
た
。
同
時
に
弥
陀
経
を
書
写

す
る
こ
と
十
万
巻
、
浄
土
変
相
を
書
く

こ
と
三
百
鋪
、
塔
廟

の
破
損

せ
る
も
の
尽
く
修
覆
し
た
と
伝

へ
ら
れ

る
。
且
つ
導
師
は
自
戒
自
行

に
精
進
さ
れ
る

一
方
、
絡
南
山
を
本
拠

と
し
て
光
明
寺
、
実
際
寺
、大

慈
恩
寺
等
に
於
て
民
衆
の
教
化

に
努
力

せ
ら
れ
教
化
の
実
績
は
並
々

な
ら
ぬ
も
の
が
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
そ
の
結
縁
の
為
め
で
あ
ろ
う

か
、
先
年
大
谷
光
瑞
氏
の
燉
煌
出
土
品
中

に
は
弥
陀
経
の
断
片
が
あ

り
唐
代
の
書
体
に
な
る
願
往
生
比
丘
善
導
願
写
弥
陀
の
識
語
が
あ
る
。

浄
土
変
相
を
画
く
こ
と
三
百
鋪
と
あ
る
が
、
我
が
当
麻
曼
荼
羅
の
原

,　

本
も
そ
の
創
案
に
な
る
も
の
と
は
早
く
西
山
証
空
の
指
摘
さ
れ
る
所

で
、
人
を
し
て
浄
土
の
信
念
を
発
起
せ
し
め
ん
が
為
で
あ
り
、
そ
の



感
化
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
又
攘
感
の
帰
依
者
高
宗

の
発
願
に
な
る

⑥龍
門

の
廬
舎
那
大
仏
の
造
龕
記
に
よ
つ
て
唐
代
芸
術
の
粋

な

る

造

艨

の
検
校
で
あ
つ
た
な
ど
、
幾
多
の
事
蹟
は
唯
単
な
る
念
仏
信
仰

の

報
恩
行
の
発
露
と
の
み
見
る
べ
き
で
な
く
、
浄
土
信
仰
の
現
証
に
基

調
す

る
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
浄
仏
国
土
の
行
願
と
見
る
べ
き
で
な
か
ろ

う
か
。
単
な
る
厭
欣
の
念
仏
者
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
浄
仏
国

土
成

就
衆
生
を
眼
目
と
す
る
菩
薩
行
は
時
代
の
民
衆

の
隠
れ
た
る
念

願
を
現
行
せ
ら
れ
て
い
る
。
浄
仏
国
土
が
衆
生
を
成
就
す
る
に
あ
り

と
す
れ
ば
、
衆
生
、を
成
就
す
る
と
は

一
切
衆
生
の
要
求
を
満
足
せ
し

め
る
外
に
は
な

い
。
導
師
の
教
化
は
真
に
当
時
の
民
衆
教
化
に
よ
つ

て
満

足
せ
ら
れ
た
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
此
の
観
点
よ
り
導
師
の

伝
歴

を
通
し
て
浄
仏
国
土
の
聖
業
が
浄
土
信
仰
に
基
て
成
就
さ
れ
た

と
言

へ
る
。
故
に
導
師
は
確
に
当
時

の
社
会
の

一
面

に
於
て
大
き
な

0

存
在

で
あ
つ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
れ
ば
瑞
応
伝

に
時
人
の
言

と
し
て

「
仏
法
東
行
巳
来
未
だ
禅
師
の
如
き
偉
徳
を
見
す
」
と
称
讃

さ
れ
し
も
の
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

①

続
高
僧
伝
第
二
十
巻
、
迦
才
浄
士
論
下
巻
、
仏
祖
統
記
第
二
十
七
巻
、

浄
士
瑞
応
伝
、
以
下
善
導
伝
資
料
の
研
究
録
は
多
い
。

浄
仏
国
土
と
浄
土
教

②

続
浄
第
十
六
巻
九
二
頁

③

東
宗
要
第

一
巻

(浄
全
第
十

輔
巻
四
)

④

続
浄
第
十
六
巻
九

一
頁

⑤

望
月
信
亨
氏

「浄
士
教
の
研
究
」

⑥

金
石
華
編
第
七
十
三
の
七

⑦

続
浄
第
十
六
巻
六
頁

四

C

導
師

の
著
作
と
伝
う
る
も
の
で
諸
録

に
載
す
も
の
十
四
部
あ
り
、

現
存
八
部
中
、
真
撰
と
し
て
観
経
疏
四
巻
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
鸞
綽

二
師

の
影
響
は
あ
る
が
、
特
に
導
師
が
法
を

主
体
と
し
、
機
の

一
点

に
集
注
し
て
自

己
の
機
を
反
省
内
観
す
る
こ

と
を
根
本
要
件

と
し
て

一
貫
し
て
い
る
。
こ
れ
は
観
経
の
味
読
身
証

.

②

よ
り
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
導
師

に
大
経
に
関
す
る
弥
陀
義
な
る

釈
義
が
あ
つ
た
と
は
言

へ
、
伝
読
に
依

れ
ば
曇
鸞
法
師
が
菩
提
流
支

よ
り
観
経
を
授
け
ら
れ
、
叉
鸞
師
の
精

神
的
嗣
法
者
道
綽
禅
師
が
鸞

師
の
遺
蹟

に
於
て
二
百
余
回
観
経
の
講
論
を
さ
れ
、
且
つ
導
師
も
こ

の
講
席

に
列

せ
ら
れ
て
い
る
。
先
に
は
導
師
が
経
蔵
に
於
て
有
縁
の

経
と
し
て
得
ら
れ
、
祖
師
相
伝
の
経
で
あ
.り
、
三
昧
発
得
の
経
で
あ

る
な
ど

諸

有

因

縁
も
関
連
し
た
で
あ

ろ
う
が
、
観
経
に
直
参
し
て

五
繭



経
の
根
本
精
神
は
往
生
浄
土
を
明
す
に
あ
り
て
着
眼
身

証
さ
れ
て
い

る
。
而
も
導
師
は
導
師
自
身
の
立
場
に
於
て
な
さ
れ
て
い
惹
特
色
を

も

つ
て

い
る
。

導
師
自
身
の
立
場

と
し
て
先
づ
注
目
さ
れ
る
の
は
仏
読
経
典
を
了

教
、
根
本
経
と
し
て
絶
対
依
憊
し
、
先
徳
論
師
の
論
釈
を
不
了
教
、

枝
末
教

と
し
て
依
用
さ
れ
な

い
。
此
の
点
は
鸞
綽
両
師
が
或
は
大
論

往
生
論

等
を
有
力
な
る
義
釈
と
さ
れ
し
に
関
ら
す
、
殆
ん
ど
顧
み
ら

③

れ
な
か
つ
た
。
即
ち
玄
義
分

に

「
未
審
す
今
時

一
切
の
行
者
、
知
ら

す
何

の
意
ぞ
、
凡
小
の
論

に
は
乃
ち
信
受
を
加

へ
、
諸
仏
の
誠
言
を

ぼ
返
つ
て
妾
語
と
す
る
や
。
苦
し
き
か
な
、
な
ん
ぞ
劇
し
き
。'

能
く

此
く
の
如
き
不
忽
の
言
を
出
す
や
、
然
.り
と
雖
も
、
仰
ぎ
願
く
ば

一

切

の
往
生
を
欲
う
知
識
等
、
善
く
自
ら
思
量
せ
ら
れ
よ
。
寧
ろ
今
世

を
傷
ん
や
。
錯
て
仏
語
を
信
す
と
も
、
菩
薩
の
論
を
執
し
て
以
て
指

南

と
為
す
べ
か
ら
す
。
若
し
此

の
執
に
依
ら
ば
、
即
ち
是
れ
自
ら
失

し
他
を
誤
ら
ん
」
と
語
調
鋭
く
反
駁
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
経
典
絶
対

依
噸
は
導
師
の
確
信
に
基
く
と
は
言

へ
、
直
接
の
動
機
は
当
時
隆
盛

な

る
摂
論
、
唯
識
の
別
時
意
論

に
対
す
る
反
駁
で
あ
る
。
真
諦
に
よ

り
訳
出

さ
れ
た
無
著
の
摂
大
乗
論
三
巻
、
世
親
釈
論
十
五
巻
は
次
第

五
こ

に
流
行
し
そ
の
論
理
的
推
理
性

に
学
徒

の
共
鳴
を
呼
び
、
摂
論
学
徒

は
下
二
品
の
十
声
称
名
を
以
て
即
往
生

の
微
因
と
な
る
に
過
ぎ
な
い

,

・

④

と
主
張
す
る
。
摂
論

の
唯
願
無
行
設

に
対

し
て
、
所
謂
名
号
釈
を
試

み
願
行
具
足
な
る
こ
と
を
高
調
さ
れ
て

い
る
。
先

に
道
綽
禅
師
は
安

⑤

戸

楽
集

に
浬
槃
経
を
引
用
し
て
過
去
の
宿
善

に
ょ
り
即
生
す
る
と
の
弁

明
を
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
刺
戦

さ
れ
て
導
師
は
玄
義
分
の

始
終
を
通
し
て
猛
然
と
し
て
反
駁
し
仏
願
力
の
独
用
を
以
て
会
釈
さ

れ

て
い
る
。
即
ち
如
来
の
本
願
力
に
誓
約

さ
れ
た
十
念
の
称
仏
が
必

す
順
彼
仏
願
故
の
行
た
る
こ
と
を
懇
切

に
指
示
さ
れ
、
且
つ
論
師
の

読
を
取
り
上
げ
る
に
及
ば
な
い
と
の
口
吻
が
見
ら
れ
人
間
の
機
に
対

す
る
自
覚

が
閃
め
い
て
い
る
。
菩
提
心

は
仏
を
信
す
る
心
で
あ
る
。

⑥

飽
く
ま
で
隨
順
仏
教
随
順
仏
意
の
態
度

で
あ
る
。
故

に
玄
義
分
に
は

「
今
此
観
経
の
中
の
十
声
の
称
仏

に
は
即
ち
十
願
十
行
あ
り
て
具
足

す
。
我
が
名
字
を
称
し
て
下
十
声
に
至
り

我
が
願
力
に
乗
じ
て
若
し

0

生
ぜ
す
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
。
と
又
往
生
礼
讃

に
は
「
上

一
形
を
尽
し

下
十
声

一
声
等
に
至
る
ま
で
仏
の
願
力
を
以
て
往
生
を
得
易
し
」
と
、

⑧

又
散
善
義

に
は
「
一
心
に
專
ら
弥
陀

の
名
号
を
念
じ

(
乃
至
)
是
を
正

定
業
と
名
つ
く
、
彼
の
仏
の
願

に
順
す
る
が
故
に
」
。
夊

「
上
来
定



散
両
門

の
益
を
詮
く
と
雖
も
、
仏
の
本
願
の
意
に
望
む
れ
ぼ
衆
生
を

し
て

一
向
に
専
ら
弥
陀

の
仏
名
を
称
せ
し
む
る
に
在
り
L
。
と
唯
願

無
行

の
も
の
に
非
す
し
て
仏
の
本
願
に
順
す
る
限
り
真
実
の
行
業
た

る
所
由
を
高
調
さ
れ
て
い
る
。

導
師
は
大
経
に
よ
つ
て
弥
陀
の
本
願

の
教
法
を
深
め
ら
れ
た
こ゚
と

は
弥
陀

義
の
著
作
の
あ
つ
た
こ
と
で
推
知
さ
れ
る
が
、
愚
凡
の
救
済

を
自
己

に
即
し
て
味
得
体
験
さ
れ
た
の
は
観
経
に
よ
つ
て
な
さ
れ
、

十
方
諸
仏

の
証
あ
る
に
よ
つ
て
愈
々
確
信
を
得
ら
れ
た
の
は
小
経
に

よ
る
。

三
仏
三
経
に
よ
つ
て
凡
愚
の
往
生
浄
土
を
確
信
さ
れ
た
が
故

に
諸
余

の
論

に
耳
を
籍
さ
れ
す
専

心
本
願
念
仏
を
信
行
さ
れ
た
も
の

⑨

と
言

へ
る
。
玄
義
分
に

コ

切

善
悪
の
凡
夫
の
生
す
る
こ
と
を
得
る

は
皆

阿

弥

陀
仏

の
大
願
業
力
に
乗
じ
て
垉
上
縁
と
な
ら
す
と
云
う

こ
と
な

し
。
又
仏

の
密
意
弘
深
な
り
、
教
門
暁
ら
め
難
し
、
三
賢
十

聖
も
測

つ
て
闕

ふ
所
に
あ
ら
す
。
況
ん
や
我
が
信
外

の
軽
毛
な
る
敢

て
旨
趣
を
知
ら
ん
や
」
。
と
あ
る
か
ら
、
導
師
の
信
仰
は
飽
く
ま
で

'

⑩

』観
経
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
分

る
。
更
に
散
善
義
深
心
釈
に

機
法
二
種
の
信
を
挙
げ

「
決
定
し
て
深
ぐ
彼

の
阿
弥
陀
仏

の
四
十
八

願
を
も

つ
て
衆
生
を
摂
受
し
た
ま

へ
ば
、
疑
な
く
慮
な
く
彼
の
願
力

浄
仏
国
土
と
浄
土
教

に
乗
じ
て
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
す
..
夊
決
定
し
て
深
く
釈
迦
仏

に

こ
の
観
経
の
三
福
九
品
定
散
二
善
を
読
き
、
彼
の
仏
の
依
正
二
報
を
'

証
讃
し
入
を
七
て
欣
慕
せ
し
め
た
ま
ふ
こ
と
を
信
す
。
叉
決
定
し
て

深
く
弥
陀
経
の
中
に
十
方
恒
汝
の
諸
仏

一
切

の
凡
夫
決
定
し
て
生
す

る
こ
と
を
得

る
と
証
勧
し
た
ま
う
を
信
す
。
又
深
信
と
い
う
は
仰
ぎ

願
く
は

一
切

の
行
者
等

一
心
に
唯
仏
語
を
信
じ
て
身
命
を
顧
み
す
、

決
定
し
て
依
行
せ
よ
、仏

の
捨
て
し
め
た
ま
う
を
ば
即
ち
捨
て
、仏
の

行

ぜ
し
め
た
ま
う
を
ば
即
ち
行
じ
、
仏
の
去
ら
し
め
た
ま
う
処
を
即

ち
去
る
。
こ
れ
を
仏
教

に
随
順
し
仏
意
に
随
順
す
と
名
づ
け
こ
れ
を

仏
願
に
随
順
す
る
と
名
け
真
の
仏
弟
子
と
名
つ
く
。」

と
あ
つ
て
三

仏
三
経
の
大
悲
の
あ
る
所
に
深

い
信
念
の
躍
動
を
見
る
こ
と
が
出
来

る
。
菩
提
は
法
を
信
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

こ
と
を
明
に
し
て
い
る
。

か
く
導
師
は
機
法
の
関
係
に
就
て
法
の
上

よ
り
機
を
反
照
さ
れ
、た
が
、

又
同
時

に
直
接
自
己

に
即
し
て
深
刻
な
反
省
内
観
を
さ
れ
た
、
人
聞

悪
の
罪
悪
観
で
あ
り
、
業
報
に
基
く
出
離
の
縁
な
き
懺
悔

で
あ
る
。

"

　

_

_

玄
義
分
に

「
決
定
し
て
深
く
信
す
、
自
身

は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の

凡
夫
曠
劫

よ
り
己
来
常
に
沒
し
常

に
流
転

し
て
出
離
の
縁
あ
る
こ
と

な
し
」
。
と
言
弓
自
己
の
機

に
対
す
る
人
冊
悪
の
念
が
、
自
ら
絶
対

五
三



善
仏
願

の
大
慈
悲
心
を
信
ぜ
し
め
る
。
機
の
反
省
は
自
と
法

の
深
信

と
相
関

し
不
可
分
の
む
の
で
あ
る
こ
と
勿
論

で
あ
る
。

こ
の
体
験
あ
つ
て
こ
そ
凡
夫
の
為
め
の
浄
土
教
が
真
実

に
生
き
る
の

で
あ
る
。
こ
の
反
省
内
観
は
観
経
の
味
読

に
基
く
、
観
経
に
基
て
人

間
観
を
規
定
す
る
に
悪
の
人
間
性
を
肯
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
観
経
解

釈

に
劃

然
と
方
向
転
換
を
与

へ
て
い
る
。
即
ち
観
経

に

「
汝
は
こ
れ

凡
夫
に
し
て
心
想
羸
劣
な
り
」
、

、「
未
来
世
の

一
切
衆
生
の
為

に
煩

悩
賊
の
為
め
に
害
せ
ら
る
る
者
の
為
め
に
清
浄
の
業
を
論
か
ん
」
。

「
汝
等
憶
持
し
て
広
く
大
衆
の
為
に
分
別
解
論
せ
よ
」
。

「
無
量
寿

仏
、
身

量
旡
辺
、
是
れ
凡
夫
の
心
力
の
及
ぶ
所
に
非
す
」

と
極
言
し
、

散
善

の
下
三
品
の
行
人
の
救
は
る
る
経
詮
に
異
常

の
感
銘
を
受
ら
れ
、

且

つ
自
己
に
即
し
て
観
経
の
再
吟
味
を
さ
れ
た
故
に
定

善

及

び

三

輩

の
経
文
よ
り
仏
滅
後
の
五
独
の
凡
夫
で
あ
る
九
品
の
階
位
を
吟
味

⑫

さ
れ
て

い
る
。
即
ち
導
師
以
前
の
諸
師
が
高
く
評
価
し
て
い
る
に
対

し
導
師

は
九
品
の
差
あ
る
も
縁
に
よ
つ
て
異
な
る
凡
夫

に
過
ぎ
な

い

⑲

と
断
言

し
て
玄
義
分

に
四
条
、
即
ち
第

一
に
浄
影
の
読
を
挙
げ
、
第

二
に
道
理
を
以
て
破
斥
し
、
第
111̂
'
九
品
の
文
を
挙
げ
て
重
破
し
、

第
四
に
文
証
を
示
し
て
九
品
皆
な
凡
夫
な
る
旨
を
論
明
し
、
上
品
三

五
四

人
遇
大
、
中
品
三
人
遇
小
、
下
品
三
人
遇
悪
の
凡
夫
な
り
と
規
定
し
、

特
に
下
品
三
人
の
救
済
に
異
常
な
る
感
銘
を
示
さ
れ
、
自
己
に
即
し

て
本
願
の
救
済
が
実
地
に
動
く
様
態
を
顕
現
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。

こ
れ
人
間
性
を
肯
定
す
る
古
今
楷
定

の
妙
釈
と
し
て
光
輝
を
放

つ
所
由

で
あ
る
。
観
経
が
自
己

に
即
し
て
凡
夫
の
為
め
に
詮
か
れ
た

と
規
定

さ
れ
た
の
は
当
時
他
に
見
ら
れ
な

い
画
期
的
見
解
に
し
て
導

師

に
し
て
初
め
て
為
さ
れ
た
こ
と
は
注
意

す
べ
く
、
導
師
の
生
涯
を

支
配
し
た
の
は
こ
の
凡
入
報
土
の
教
読
で
あ
る
。
此
の
観
点
よ
り
所

@

謂
指
方
立
相
の
浄
土
を
規
定
し
、
定
書
義

に
は

「
今
此
観
門
等
は
唯

方
を
指
し
相
を
立
て
、
心
を
住
し
て
境
を
取
-し
む
、
総
じ
て
無
相
離

念
を
明
さ
ざ
る
な
り
」
、
と
し
そ
の
理
由

と
し
て

「
如
来
懸

に
末
代

罪
油
の
凡
夫
を
知
う
し
め
し
、
相
を
立
て
心
を
住
す
る
こ
と
す
ら
省

ほ
得
る
こ
と
能
は
す
、
何

に
況
ん
や
相
を
離
れ
て
事
を
求
む
る
を
や
、

術
通
な
き
の
人
、
空

に
居
し
て
舎
を
立
つ
る
如
き
な
り
」
と
論
断
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
指
方
立
相
の
浄
土
を
願
生
す
る
信
機
と
信
法
の
そ

の
ま
ま
が
念
仏
の
う
ち
に
統
摂
さ
れ
つ
つ
展
開
す
る
浄
仏
国
土
が
具

現
す
る
所
由
ぽ
導
師

の
伝
歴
の
上
と
併
せ
て
明
瞭
に
肯
定
さ
れ
る
と

言
う
べ
き
で
あ
る
。

①
望
月
信
事
氏

「浄
土
教
の
研
究
」
等
の
善
導
伝
研
究
論
著
に
詳
述
さ
れ
て



い
る
。

②
伝
通
記
糅
鈔
第
三
十
八
巻

h浄
全
第
三
巻
入
三
〇
)

③
浄
全
第
二
巻

一
〇
頁
、

④
同
右

⑤
浄
全
第

一
巻
六
八
五
頁
、

⑥
浄
全
第
二
巻

一
〇
頁
、

⑦
浄
全
第
四
巻
三
五
六
頁
、

⑧
浄
全
第
二
巻
五
八
頁
、
七

一
頁
、

⑨
浄
全
第
二
巻
二
頁
、

⑩
浄
全
第
二
巻
五
六
頁
、

⑪
同
右

⑫
浄
影
の
観
経
疏

(浄
全
第
五
巻

一
九
〇
)
、
天
台
の
観
経
疏

(
浄
全
第
五

巻
馳コ

五
)

⑬
浄
全
第
二
巻
五
頁
、

⑭
浄
全
第
二
巻
四
七
頁
、

五

導
師

の
機
の
宗
教
的
自
覚
よ
り
、
仏
は
彼
岸
の
浄
土
に
在
し
て
念

仏
の
衆

生
を
摂
取
さ
れ
る
と
は
そ
の
信
念
と
し
て

動

か

な

い
と
こ

O

ろ
で
あ
る
。
故
に
玄
義
分
に
は

「
釈
迦
は
此
の
方
に
し
て
発
造
し
、

弥
陀
は
即
ち
披
国
よ
り
来
迎
し
た
ま
う
。
彼
に
喚
び
此

に
遣
る
、
豈

に
去
ら
ざ
る
べ
け
ん
や
。
唯
だ
勧
心
に
法
を
奉
け
て
畢
命
を
期

と
な

浄
仏
国
土
と
浄
土
教

す
べ
し
。
此
の
穢

身
を
捨
て
て
即
ち
彼

の
法

性
の
常

楽
を

証
す
べ

②

し
L

と
あ
り
、

散
善
義

に

も

「
仰
い
で
釈
迦
の
発
遣
し
て
西
方

に

指
し
向
え
た
ま
う
こ
と
を
蒙
り
、
夊
弥
陀

の
悲
心
を
も
つ
て
招
喚
し

た
ま
う
に
藉

り
、
今
二
尊
の

意
に
信

順
し
て
水
火
の
二
河
を

顧
み

て
、
念
々
に
遣
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
彼

の
願
力
の
道
に
乗
じ
て
命
を

捨

て
己
つ
て

、
彼
の
国
に
生
ま
る
る
を
得
、
仏

に
相
見
え
て
慶
喜
す

る
こ

と
何

ぞ

極
ら
ん
」
。
と
あ
る

に
由

つ
て
指
方
立
相
の
深
き
信

に
往

せ
ら
れ
た
こ
と
は
自
ら
明
な
り
。

こ
の
往
生
浄
土
の
信
行

に
如

実
相
応
す
る
と
こ
ろ
、
仏
ぽ
未
来
を
待

た
す
罪
独

に
苦
脳
す
る
衆
生

即
ち
自
己
に
現

に
救
済
の
慈
悲
を
垂
れ

さ
れ
つ
つ
あ
る
そ
の
現
証
の

体
験
を
表
白
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
行
如
実
な
る
者
の
心
理
態

'

③

に
見
ら
る
る
も
の
で
あ
る
。
石
井
教
道
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

鸞
綽
両
祖

に
は
明
確

に
現
実
救
済
の
実
が
見
ら
れ
す
へ
導
師
に
於
て

観
経

の
味
読
よ
り
浄
土
の
信
証
を
此

土
に
歓
喜
実
感
さ
れ
て
い
る
。

④

・

即
ち
観
経
第
七
観

に
韋
提
希
の
為
め
に
、
無
量
寿
仏
は
空
中
に
住
立

し
観
世
音
大
勢
至
の
二
菩
薩
は
念
仏
者

の
左
右
に
侍
立
さ
れ
て
あ
る

と
の
経
文
を
自
己
に
即
し
て
明
了
に
感
受
さ
れ
て
い

る

し
、

更

に

　
　第

九
巻

の
釈
に
は
三
縁
を
明
し
て

「
何

左
以
て
か
仏
光
普
く
照
す
に

五
五



唯
念
仏

の
者
の
み
を
摂
す
、
何
の
意
が
あ
る
や
。
答
て
曰
く
、
此
に

三
義
あ
り
、

一
に
は
親
縁
を
明
す
、
衆
生
行
を
起
し
て
口
常

に
仏
を

'

称
す
れ
ば
仏
即
ち
之
を
聞
き
玉
う
。
身
常
に
仏
を
礼
敬
す
れ
ば
仏
即

宅
之
を
見
玉
う
。
心
常
に
仏
を
念
す
れ
ば
仏
即
ち
之
を
知
り
玉
う
。

衆
生
仏

を
憶
念
す
れ
ば
仏
亦
衆
生
を
憶
念
し
玉
う
。
彼
此
の
三
業
相

捨
離
せ
す
。
故
に
親
縁
と
名
つ
く
。

二
に
は
近
縁
を
明
か
す
、
衆
生

仏
を
見
ん
と
願
す
れ
ぼ
、
仏
即
ち
念

に
応
じ
て
現
に
目
前
に
在
ま
す
。

故

に
近
縁
と
名
つ
く
。
三
に
は
垉
上
縁
を
明
す
。
衆
生
称
念
す
れ
ば
、

即
宅
多
劫
の
罪
を
除
く
、
命
終
ら
ん
と
欲
す
る
時
、
仏
聖
聚
と
与
に

自
ら
来

て
迎
接
し
玉
う
。
諸

の
邪
業
繋
能
く
碍
る
者
の
な
し
、
故
に

壇
上
縁

に
名
つ
く
」
。
と
あ
る
如
く
、、
本
願
念
仏
を
如
実
に
信
行
す

る
所
、
命
絡
に
仏
の
迎
接
を
蒙
る
と
共
に
、
念
仏
者

の
身
辺
に
現

に

光
明
を
以
て
護
念
摂
取

さ
れ
つ
つ
あ
る
弥
陀
の
積
極
的
救
済
が
読
か

れ
て
い
る
。
切
実
に
歓
喜
さ
れ
る
心
理
態
で
あ
る
σ
故
に
真
実
な
る

念
仏
の
信
行
あ
る
と
こ
ろ
、
苦
脳
の
人
生
現
実
さ
な
が
ら
浄
土
の
模

写
で
あ
り
、
同
時

に
浄
仏
国
土
顕
現
の
菩
薩
道
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

⑥

導
師
は
垉
上
縁
に
も
観
念
法
門
に
大
観
小
三
経
、
般
舟
経
、
十
往
生

経
、
浄
度
三
昧
経
を
引
用
し
て
五
種
を
挙
げ
、

一
に
滅
罪
増
上
縁
、

五
六

二
に
護
念
垉
上
縁
、
三
に
見
仏
増
上
縁
、
四
に
摂
生
垉
上
縁
、
五
に

証
生
壇
上
縁
を
詳
述
し
て
念
仏
護
念

の
現

実

摂

取

相

を

示

さ

れ

て
い
る
が
、
仏
と
共

に
あ
る
法
悦

こ
そ
浄
仏
国
土
の
如
実
な
る
行
願

に
相
応
す
る
も

の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
浄
仏
国
土
の
念
願
、
即
ち

菩
提
心
に
就
て
鸞
師
は
必
須
条
件
と
t
て
強
調
さ
れ
て
い
る
に
対
し

導
師
は
三
心
具
足
の
要
を
論

い
て
菩
提
心
の
こ
と
は
余
り
述
べ
ら
れ

て
い
な

い
。
即
ち
往
還
二
回
向
を
以
て
三
心
中
の
回
向
心
の
義
と
な

0

し
、
玄
義
分

に
は

「
道
俗
の
時
衆
等
各
無

上
心
を
発
す
べ
し
」
コ
と

言

い
、
又

「
願
は
く
ば
此
の
功
徳
を
以
て
平
等
に

一
切
に
施
し
同
じ

く
菩
提
心
を
発
し
て
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
、
と
言
は
れ
て
い
る
か

ら
回
向
心
を
菩
提
心
と
同
統
さ
れ
た
ζ
と
と
推
知
さ
れ
る
。
若
し
そ

う
だ
と
す
る
と
三
心
は
闕
く
こ
と
を
得
な

い
の
で
あ
る
か
ら
菩
提
心

正
因
を
張
調
さ
れ
た
も
の
と
言

え
る
。

こ
の
菩
提
心
は
仏
意

に
随
順

す
る
も
の
と
会
釈
さ
れ
る
。
又
導
師
ぽ
五
念
門
を
も
特
に
重
要
視
さ

⑧

れ
、
往
生
礼
譛
に
讚
歎
為
正

(
称
名
為

正
)
の
内
意
あ
り
と
は
言
え
、

廻
向
門
を
立
て
て
集
む
る
所
の

一
切

の
善
根
功
徳
を
以
て
自
身
住
持

の
楽
を
求
め
す
ρ

一
切
衆
生
の
苦
を
拔

か
ん
と
欲
し
、

一
切

の
衆
生

を
摂
取
し
て
共

に
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
と
作
願
す
べ
し
と
あ
る
の
は
、



菩
薩

の
利
地
大
悲
を
以
つ
て
往
生
の

一
行
と
し
た
の
で
あ
つ
て
、
大

乗
仏
教

の
根
本
精
神
を
体
す
べ
き
こ
と
を
明
に
さ
れ
た
と
言
う
べ
き

で
あ
る
。
さ
れ
ば
導
師
の
伝
歴
の
上
に
教
化
の
上
に
見
ら
る
る
も
の

は
報
恩
の
聖
業
で
あ
る
と
共
に
浄
仏
国
土
の
菩
薩

の
行
願
を
現
行
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

①
浄
全
第
二
巻
ご
頁
、

②
浄
全
第
二
巻
六
頁
、

③
石
井
教
道
氏

「
大
正
大
学
々
報
矢
吹
博
十
記
念
号
」

④
浄
全
第

一
巻
四
二
頁
、

⑤
浄
全
第
二
巻
四
九
頁
、

⑥
浄
全
第
二
巻
二
二
七
頁
、

⑦
浄
全
第
二
巻

一
頁
、

⑨
浄
全
第
十
七
巻
二
'頁
、

浄
仏
国
士
と
浄
土
教

五
七


