
「
名
づ
く
」
と
「
光
」
―
―
『
教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
の
文
体
を
め
ぐ
っ
て1

大
　
胡
　
高
　
輝

一　

問
題
の
所
在
―
―
文
体
と
超
越

有
限
者
で
あ
る
ほ
か
な
い
衆
生
が
、
む
し
ろ
有
限
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
阿
弥
陀
仏
と
い
う
絶
対
者
か
ら
信
を
与
え
ら
れ
、
浄
土

に
往
生
し
涅
槃
に
到
達
し
て
ゆ
く
。
親
鸞
の
思
考
は
、
こ
の
理
路
が
持
つ
逆
説
的
な
論
理
構
造
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
様
々
に
解
釈
さ

れ
て
き
た
が
、
同
時
に
、
そ
の
構
造
を
説
き
明
か
す
テ
キ
ス
ト
が
持
つ
独
特
の
文
体
に
よ
っ
て
も
ま
た
少
な
か
ら
ぬ
注
目
を
集
め
て

き
た
。

『
往
生
要
集
』
や
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
い
っ
た
、
先
行
す
る
代
表
的
な
浄
土
教
の
教
義
書
は
、
文
体
的
特
徴
を
全
く
持
っ
て

い
な
い
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、少
な
く
と
も
そ
こ
に
見
ら
れ
る
措
辞
は
、教
義
を
整
序
す
る
作
業
の
中
に
思
想
的
な
必
然
性
を
持
っ

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
し
た
が
っ
て
源
信
や
法
然
の
思
考
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言

え
る
。
そ
う
し
た
先
行
す
る
テ
キ
ス
ト
に
比
べ
る
と
、
親
鸞
が
主
著
『
教
行
信
証
』
で
行
っ
て
い
る
言
葉
の
運
用
は
、
教
義
の
論
理

的
整
序
と
い
う
範
囲
を
超
え
出
た
側
面
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
ろ
み
に
『
教
行
信
証
』
を
開
い
て
み
れ
ば
、
ま
ず

は
こ
の
教
義
書
を
埋
め
尽
く
す
膨
大
な
量
の
仏
典
の
引
文
や
、
そ
の
引
文
に
親
鸞
が
施
し
た
無
数
の
微
細
な
読
み
替
え
・
省
略
・
註
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釈
が
読
み
手
の
前
に
現
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
過
剰
と
も
言
え
る
精
緻
な
作
業
と
並
行
す
る
形
で
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
や

名
号
の
働
き
を
象
徴
す
る
光
・
海
・
船
と
い
っ
た
比
喩
表
現
の
喚
起
す
る
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
や
、
様
々
な
概
念
を
「
即
ち
是
れ
…
な

り
」
と
い
う
詞
に
よ
っ
て
次
々
と
連
結
さ
せ
て
ゆ
く
措
辞
な
ど
が
、
こ
の
教
義
書
に
詩
的
な
印
象
を
ま
と
わ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た

微
細
か
つ
多
様
な
言
葉
の
運
用
法
は
、親
鸞
に
お
い
て
言
葉
が
、単
に
事
象
の
性
質
や
事
象
相
互
の
関
係
を
指
し
示
す
だ
け
で
な
く
、

そ
う
し
た
機
能
を
超
え
た
別
の
側
面
を
も
持
つ
手
立
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

親
鸞
の
テ
キ
ス
ト
、
と
り
わ
け
『
教
行
信
証
』
が
異
質
な
文
体
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
親
鸞
の
思
考
が
、
仏
の
言
葉
、

す
な
わ
ち
仏
語
と
い
う
両
義
的
な
手
立
て
を
拠
り
所
と
し
て
い
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
衆
生
を
悟
り
へ
と
導
く
た
め
に

生
み
出
さ
れ
た
手
立
て
で
あ
る
仏
語
は
、
一
方
で
は
そ
れ
が
言
葉
で
あ
る
限
り
、
衆
生
の
知
あ
る
い
は
世
界
像
に
即
し
た
論
理
的
な

領
域
を
持
つ
の
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
が
衆
生
の
知
に
よ
っ
て
は
把
捉
し
得
な
い
仏
の
悟
り
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
ま
た
い
か
な
る
形
で

あ
れ
仏
の
悟
り
を
指
し
示
す
手
立
て
で
あ
る
限
り
、
衆
生
の
知
の
圏
域
を
超
え
出
た
、
い
わ
ば
超
越
的
な
領
域
を
も
持
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
仏
智
か
ら
隔
て
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
衆
生
は
、
仏
語
の
意
味
内
容
の
全
容
や
関
連
す
る
文
脈
の
全
容
、
ま
た
そ
の
背

後
に
あ
る
仏
の
意
図
を
捉
え
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
言
葉
に
よ
ら
ず
仏
智
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
観
想
念
仏
の
よ
う
な

行
を
否
定
す
る
親
鸞
の
思
考
は
、
そ
う
し
た
不
可
能
性
を
引
き
受
け
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
仏
語
を
拠
り
所
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
に
際
立
っ
て
く
る
の
が
、
単
に
教
義
を
論
理
的
に
整
序
す
る
こ
と
だ
け
を
目
指
す
上
で
は
必
ず
し
も
不

可
欠
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
は
ず
の
、
先
に
見
た
よ
う
な
親
鸞
の
異
質
な
文
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
親
鸞
の
思
考
に
お
い
て
、
仏
語

の
超
越
的
な
領
域
が
、
言
葉
の
文
体
と
い
う
領
域
に
お
い
て
析
出
さ
れ
る
と
い
う
理
路
が
構
想
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
、
改
め
て
考

え
ら
れ
て
く
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
を
ふ
ま
え
て
本
稿
が
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
親
鸞
の
文
体
が
、
思
想
的
な
必
然
性
を
も
っ
て
親
鸞
の
思

考
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
そ
の
際
本
稿
が
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
、『
教
行
信
証
』
真
仏
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土
巻
の
文
体
で
あ
る
。
真
仏
土
巻
は
、
阿
弥
陀
仏
（
お
よ
び
極
楽
浄
土
）
が
光
明
と
い
う
形
態
を
持
ち
、
ま
た
仏
身
論
に
言
う
報
身

と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
ゆ
く
巻
で
あ
る
が
、
本
稿
が
こ
の
巻
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
真

仏
土
巻
が
い
わ
ば
論
理
的
次
元
に
お
い
て
、
仏
語
と
超
越
と
の
関
係
を
問
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
重
要
な
の

は
、
そ
の
議
論
が
、
真
仏
土
巻
の
文
体
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
形
で
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
つ

ま
り
文
体
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
仏
語
の
超
越
的
な
領
域
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

真
仏
土
巻
を
一
読
し
て
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、こ
の
巻
が
無
数
の
名
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、親
鸞
が
「
真

実
の
教
」（
九
頁2

）
と
し
て
依
拠
す
る
『
無
量
寿
経
』
を
は
じ
め
、
そ
の
異
訳
本
で
あ
る
『
無
量
寿
如
来
会
』『
大
阿
弥
陀
経
』、
ま

た
天
親
の
『
浄
土
論
』
と
い
っ
た
仏
書
か
ら
採
ら
れ
た
諸
引
文
が
示
し
て
い
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
が
無
数
の
名
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
引
文
に
お
い
て
、阿
弥
陀
仏
は
「
無
量
光
仏
」（
二
二
八
頁
）「
端
厳
光
」（
二
二
九
頁
）「
不
可
思
議
光
」

（
同
）「
光
明
の
中
の
極
尊
」（
二
三
一
頁
）「
尽
十
方
の
無
碍
光
如
来
」（
二
四
九
頁
）
と
い
う
よ
う
に
様
々
に
名
づ
け
ら
れ
、
特
に

『
無
量
寿
経
』
に
示
さ
れ
る
「
無
量
光
仏
」
か
ら
「
超
日
月
光
仏
」
に
至
る
十
二
の
名
は
、曇
鸞
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』、憬
興
の
『
無

量
寿
経
連
義
述
文
賛
』
か
ら
採
ら
れ
た
引
文
に
お
い
て
、
曇
鸞
の
讃
嘆
お
よ
び
憬
興
の
註
釈
を
伴
う
形
で
繰
り
返
し
テ
キ
ス
ト
上
に

現
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
真
仏
土
巻
の
印
象
を
支
え
て
い
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
親
鸞
が
大
量
に
引
用
し
て
い
る
『
涅
槃
経
』
の

文
体
で
あ
る
。「
又
解
脱
は
、
名
づ
け
て
虚
無
と
曰
ふ
」（
二
三
三
頁
）
と
い
う
名
づ
け
か
ら
始
ま
る
『
涅
槃
経
』
引
文
は
、
仏
や
光

明
や
信
に
関
わ
る
議
論
を
、「
如
来
は
即
ち
是
れ
涅
槃
な
り
」（
二
三
三
頁
）「
仏
性
は
即
ち
是
れ
如
来
な
り
」（
二
三
五
頁
）
と
い
っ

た
言
い
換
え
や
「
光
明
は
名
づ
け
て
智
慧
と
す
」（
二
三
四
頁
）「
道
と
菩
提
お
よ
び
涅
槃
と
、悉
く
名
づ
け
て
常
と
す
」（
二
三
六
頁
）

と
い
う
よ
う
な
名
づ
け
を
連
ね
つ
つ
進
め
て
ゆ
く
と
い
う
、
独
特
の
文
体
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
文
体
を
持
つ
『
涅
槃
経
』
引
文
に
関
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
な
の
は
、『
涅
槃
経
』
引
文
が
、
仏
語
の
あ
り
方
に
つ
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い
て
も
論
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
涅
槃
経
』
引
文
が
仏
語
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
特
に
重

要
な
の
は
、仏
が
衆
生
の
機
根
や
衆
生
を
取
り
巻
く
状
況
に
応
じ
て
、無
数
の
名
を
説
く
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
涅

槃
経
』
引
文
は
、
名
づ
け
を
連
ね
る
と
い
う
文
体
を
持
ち
つ
つ
、
同
時
に
論
理
的
次
元
に
お
い
て
も
、
名
づ
け
と
い
う
営
み
を
問
題

と
す
る
と
い
う
二
重
性
を
持
っ
た
文
章
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
に
述
べ
る
と
お
り
、
親
鸞
は
『
涅
槃
経
』
引
文
が
持
つ
こ
う
し
た

二
重
性
を
、
自
覚
的
に
真
仏
土
巻
の
行
論
の
う
ち
に
取
り
込
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

親
鸞
の
文
体
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
に
思
想
的
な
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
議
論
が
既
に
い
く
つ
か
あ
る3

。
し
か
し

そ
れ
ら
は
親
鸞
の
仏
語
理
解
の
全
体
像
を
、
親
鸞
の
テ
キ
ス
ト
の
行
論
の
細
部
に
即
し
て
論
じ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
真
仏

土
巻
は
従
来
、
主
に
そ
の
論
理
構
造
、
特
に
仏
性
論
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
仏
語
論
や
文
体
は
主
題
的
に
問
題
と

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
傾
向
に
あ
る4

。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
以
下
、
真
仏
土
巻
の
文
体
と
光
明
論
と
の
関
係

を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞
と
仏
語
と
の
関
わ
り
の
内
実
を
示
そ
う
と
試
み
る
。

二　
「
有
」
の
領
域
―
―
「
道
」・「
善
男
子
・
善
女
人
」・「
仏
性
」

真
仏
土
巻
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
は
光
明
と
い
う
形
態
を
持
つ
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
真
仏
土
巻
の
行
論
を
跡
づ
け
る

上
で
は
じ
め
に
理
解
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
こ
の
光
明
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
が
、
抽
象
的
な
理
法
・
原
理
と
し
て
で
は
な
く
、
具

体
的
に
信
が
成
立
す
る
場
に
お
い
て
顕
現
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
仏
土
巻
の
議
論
の
基
礎
と

な
る
『
無
量
寿
経
』
引
文
で
は
、
阿
弥
陀
仏
が
持
つ
無
数
の
名
が
挙
げ
ら
れ
た
後
、
光
明
が
「
其
れ
衆
生
有
り
て
斯
の
光
に
遇
ふ
者

は
、
三
垢
消
滅
し
、
身
意
柔
軟
な
り
。
歓
喜
踊
躍
し
、
善
心
生
ず
」（
二
二
八
頁
）
と
い
う
形
で
衆
生
に
働
き
か
け
る
と
い
う
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る
。
阿
弥
陀
仏
（
お
よ
び
浄
土
）
は
、
確
か
に
現
世
の
秩
序
か
ら
超
え
出
た
存
在
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
現
世
に
生
き
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る
衆
生
の
前
に
、
あ
る
仕
方
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

阿
弥
陀
仏
の
そ
う
し
た
両
義
的
な
あ
り
方
の
具
体
相
は
、
真
仏
土
巻
の
多
く
の
部
分
を
占
め
る
『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
い
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
ゆ
く
。

『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
い
て
、
仏
す
な
わ
ち
「
如
来
」（
二
三
三
頁
）
は
、「
不
生
不
滅
」（
同
）
の
「
真
解
脱
」（
同
）
と
し
て
、

あ
る
い
は
「
涅
槃
」（
同
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
ま
ず
は
実
体
的
な
存
在
で
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
如
来
は
同
時
に
、

衆
生
に
備
わ
る
仏
の
本
性
、
あ
る
い
は
成
仏
の
可
能
性
で
あ
る
「
仏
性
」（
同
）
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
と

結
び
つ
く
形
で
存
在
す
る
も
の
と
し
て
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
衆
生
と
の
結
び
つ
き
の
内
実
は
、
次
に
引
用
す
る
箇
所
に
お
い
て
具
体
的
に
問
題
と
さ
れ
て
ゆ
く
。

道
の
性
相
、
実
に
不
生
滅
な
り
。
是
の
義
を
以
て
の
故
に
、
投
持
す
べ
か
ら
ず
。
乃
至 

道
は
色
像
无
し
と
雖
も
、
見
つ
べ
し
、

称
量
し
て
知
り
ぬ
べ
し
。
而
る
に
実
に
用
有
り
と
。
乃
至 

衆
生
の
心
の
如
き
は
、
是
れ
色
に
あ
ら
ず
、
長
に
あ
ら
ず
、
短
に
あ

ら
ず
、
麁
に
あ
ら
ず
、
細
に
あ
ら
ず
、
縛
に
あ
ら
ず
、
解
に
あ
ら
ず
、
見
に
あ
ら
ず
と
雖
も
、
法
と
し
て
亦
た
是
れ
有
な
り
と
。

（
二
三
六
頁
）

涅
槃
（「
道
」）
は
そ
の
本
性
（「
性
」）
も
相
貌
（「
相
」）
も
不
生
不
滅
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
衆
生
に
そ
の
全
容
を
把
捉
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
涅
槃
は
生
滅
を
繰
り
返
す
よ
う
な
色
・
形
（「
色
像
」）
を
持
た
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
見
」

る
こ
と
も
で
き
れ
ば
思
案
（「
称
量
」）
し
て
「
知
」
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
確
か
に
働
き
（「
用
」）
を
持
つ
と
い
う
。
一
方
、
衆
生

の
心
も
、「
長
」
か
「
短
」
か
、「
麁
」
か
「
細
」
か
と
い
っ
た
形
を
と
る
分
節
的
な
知
に
よ
っ
て
捉
え
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

で
あ
り
つ
つ
、
ま
た
さ
ら
に
は
煩
悩
（「
縛
」）
か
解
脱
（「
解
」）
か
と
い
っ
た
視
点
す
ら
も
超
え
出
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
現
に
世
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界
の
中
に
位
置
を
持
っ
て
い
る
（「
有
」）
の
だ
と
い
う
。

こ
の
箇
所
に
お
い
て
、涅
槃
と
衆
生
の
心
は
い
ず
れ
も
二
重
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
涅
槃
も
衆
生
の
心
も
、

「
色
像
」
を
持
た
ず
、「
長
」
か
「
短
」
か
、「
麁
」
か
「
細
」
か
、「
縛
」
か
「
解
」
か
と
い
っ
た
分
節
的
な
知
に
よ
っ
て
把
捉
し
得

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
衆
生
の
知
の
圏
域
を
超
え
出
る
部
分
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
両
者
は
同
時
に
、
現
に
「
用
」
を

持
ち
、「
見
」
た
り
「
称
量
し
て
知
」
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
「
道
」
で
あ
り
、ま
た
こ
の
世
界
を
構
成
す
る
も
の
（「
法
」）

と
し
て
確
か
に
存
在
す
る
（「
有
」）
よ
う
な
「
心
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
道
」
が
持
つ
「
用
」
の
領
域
と
衆
生
の
「
心
」
が
持
つ
「
有
」
の
領
域
と
は
、
右
に
見
た
箇
所
よ
り
後
に
置
か
れ

た
別
の
『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
い
て
統
合
さ
れ
、
一
つ
の
「
有
」
の
領
域
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
。
真
仏
土
巻
の
行
論
の
中
で
、
親

鸞
は
、
涅
槃
に
備
わ
る
「
浄
」（
二
三
八
頁
）
と
い
う
性
格
を
四
項
に
分
け
て
説
い
た
『
涅
槃
経
』
の
一
部
分
を
、「
善
男
子
・
善
女

人
」（
二
三
九
頁
）
に
備
わ
る
性
格
を
説
く
箇
所
と
し
て
読
み
替
え
て
引
用
し
て
い
る
。
当
該
箇
所
で
は
、現
世
の
「
不
浄
」（
二
三
八

頁
）
を
「
能
く
永
く
断
」（
同
）
じ
た
あ
り
よ
う
と
し
て
の
「
浄
」
か
ら
順
に
、「
業
清
浄
」（
同
）、「
身
清
浄
」（
二
三
九
頁
）、「
心

清
浄
」（
同
）
と
い
う
よ
う
に
四
項
が
挙
げ
ら
れ
た
後
、そ
れ
ら
の
「
浄
」
性
が
、「
是
れ
を
善
男
子・善
女
人
と
名
づ
く
」（
二
三
九
頁
）

と
い
う
名
づ
け
に
よ
っ
て
、
仏
道
に
帰
依
し
た
者
の
あ
り
方
、
具
体
的
に
は
念
仏
者
の
あ
り
方
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

も
そ
も
、
こ
の
箇
所
が
「
善
男
子
・
善
女
人
」
の
あ
り
方
を
論
じ
た
箇
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
親
鸞
の
読

み
替
え
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
事
態
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
読
み
替
え
が
担
う
意
味
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
本

稿
の
関
心
と
の
関
わ
り
で
今
見
て
お
く
べ
き
な
の
は
、そ
の
よ
う
に
念
仏
者
の
あ
り
方
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
涅
槃
の
「
浄
」
性
に
、

親
鸞
が
読
み
替
え
を
通
じ
て
「
有
」
の
領
域
を
見
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

見
る
べ
き
事
例
は
、
先
に
挙
げ
た
四
項
の
う
ち
の
第
一
の
「
浄
」
を
説
明
し
た
箇
所
に
見
ら
れ
る
、
二
つ
の
読
み
替
え
で
あ
る
。

一
つ
は
、
一
般
的
に
は
「
是
く
の
如
き
の
涅
槃
、
亦
た
有
と
名
づ
く
こ
と
を
得
れ
ど
も
、
而
も
是
の
涅
槃
、
実
に
是
れ
有
に
非
ず
」
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と
読
ま
れ
る
箇
所
を
、「
是
く
の
如
き
の
涅
槃
、
亦
た
有
に
し
て
是
れ
涅
槃
と
名
づ
く
こ
と
を
得
。
実
に
是
れ
有
に
非
ず
」（
二
三
八

頁
）
と
読
み
替
え
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
一
般
的
に
は
「
故
に
説
き
て
諸
仏
に
大
涅
槃
有
り
と
言
へ
り
」
と
読
ま
れ
る
箇

所
を
、「
故
に
説
き
て
諸
仏
有
に
し
て
大
涅
槃
な
り
と
言
へ
り
」（
同
）
と
読
み
替
え
た
も
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
の
原
文
の
文
脈
で
は
、
こ
の
二
つ
の
部
分
を
含
む
一
連
の
箇
所
は
、
如
来
に
涅
槃
が
「
有
」
る
、
と
仏
が
説
く
の
は
、

あ
く
ま
で
「
世
俗
に
随
ふ
が
故
」（
同
）
で
あ
り
、
衆
生
が
考
え
る
よ
う
に
涅
槃
が
実
体
的
な
存
在
と
し
て
如
来
に
備
わ
っ
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
箇
所
は
、
原
文
の
文
脈
で
は
、
涅
槃
の
非
実
体
的
な

あ
り
方
を
強
調
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
親
鸞
の
読
み
替
え
を
経
由
し
た
引
文
で
は
、
涅
槃
・
如
来
が
「
有
に
し
て
是
れ
涅
槃
」
あ
る
い
は
「
有
に
し
て
大
涅
槃
」

で
あ
る
、と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
議
論
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
引
文
に
お
い
て
は
、涅
槃・如
来
が
「
常
」（
二
三
九
頁
）「
無

碍
」（
同
）
で
あ
る
よ
う
な
「
大
涅
槃
」
で
あ
り
つ
つ
、同
時
に
「
有
」
で
も
あ
る
と
い
う
両
義
性
が
強
調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
有
」

と
「
常
」「
無
碍
」
と
が
、「
に
し
て
」
と
い
う
詞
を
媒
介
と
し
て
両
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る5

。こ
こ
で
析
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
に
衆
生
の
「
心
」
が
持
つ
と
さ
れ
た
「
有
」
の
領
域
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
親
鸞
が
こ

の
箇
所
に
お
い
て
指
摘
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、涅
槃・如
来
が
、衆
生
の
知
に
よ
っ
て
は
捉
え
切
れ
な
い
「
常
」「
無
碍
」
と
い
っ

た
領
域
の
ほ
か
に
、「
有
」
の
領
域
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
に
見
た
「
道
」
―
「
用
」、「
衆
生
の
心
」

―
「
有
」
と
い
う
対
応
関
係
は
解
消
さ
れ
て
、「
道
」「
涅
槃
」「
如
来
」
も
ま
た
「
有
」
の
領
域
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
直
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
「
有
」
の
領
域
は
、「
衆
生
の
心
」
と
「
道
」「
涅
槃
」「
如
来
」
と
の
両
者
の
あ
り
よ
う
を
衆
生
に
「
見
」
せ
、「
知
」

ら
せ
る
領
域
と
し
て
、「
善
男
子
・
善
女
人
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
己
に
対
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
見
出
さ
れ
た
「
有
」
の
領
域
は
、
衆
生
と
如
来
と
の
関
わ
り
を
、
衆
生
が
「
仏
性
を
見
る
」（
二
四
七
頁
）
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と
い
う
事
態
と
し
て
捉
え
直
す
一
連
の
仏
性
論
に
お
い
て
、
あ
る
重
要
な
規
定
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
い
て
、「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
内
実
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
示
さ
れ
る
仏
性
理
解
の
基

本
的
な
部
分
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

仏
性
は
猶
虚
空
の
如
し
。
過
去
に
非
ず
、
未
来
に
非
ず
、
現
在
に
非
ず
。（
二
四
〇
頁
）

仏
性
は
「
虚
空
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
過
去
・
未
来
・
現
在
と
い
う
時
間
規
定
を
超
え
出
て
い
る
。「
虚
空
」
と
は
、
こ
の
箇

所
よ
り
前
に
あ
る
別
の
『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
け
る
規
定
を
参
照
す
れ
ば
、「
如
来
は
身
心
智
慧
、
無
量
無
辺
阿
僧
祇
の
土
に
遍
満

し
た
ま
ふ
に
、
障
碍
す
る
所
无
し
」（
二
三
九
頁
）
と
い
う
あ
り
方
を
指
し
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
を
空
間
的
な
無
制

約
性
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、「
過
去
に
非
ず
、
未
来
に
非
ず
、
現
在
に
非
ず
」
と
い
う
規
定
と
あ
わ
せ
て
、
仏
性
は
空
間
的
・
時
間

的
な
制
約
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
仏
性
は
、
涅
槃
・
如
来
の
空
間
的
・
時
間
的
な
性
質
を
象
徴
す
る
言

葉
と
し
て
ま
ず
は
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
な
の
は
、
右
の
規
定
を
ふ
ま
え
て
『
涅
槃
経
』
引
文
が
示
す
、
次
の
よ
う
な
仏
性
理
解
で
あ
る
。

非
内
非
外
に
し
て
、
其
れ
虚
空
の
如
く
し
て
有
な
り
。
内
外
は
虚
空
な
れ
ど
も
、
名
づ
け
て
一
と
し
常
と
せ
ず
。（
二
四
一
頁
）

仏
性
は
衆
生
に
内
在
す
る
も
の
で
も
、
衆
生
の
外
部
に
存
在
す
る
も
の
で
も
な
く
、「
虚
空
」
の
よ
う
に
「
無
量
無
辺
阿
僧
祇
の
土

に
遍
満
」
し
て
い
る
が
、
同
時
に
「
有
」
で
も
あ
る
。
ま
た
、「
虚
空
」
が
空
間
的
な
制
約
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
以
上
、

確
か
に
衆
生
の
内
部
・
外
部
は
と
も
に
「
虚
空
」
で
あ
る
と
は
言
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
に
内
部
・
外
部
と
い
う
形
で
実
体
的
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に
区
分
さ
れ
た
「
虚
空
」
は
、「
一
」「
常
」
な
る
「
虚
空
」
と
し
て
は
名
指
さ
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
虚
空
」
と
し
て
の
仏
性
は
、

本
来
的
に
は
「
無
量
無
辺
阿
僧
祇
の
土
に
遍
満
」
す
る
一
つ
の
全
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
よ
う
な

全
体
と
し
て
の
み
、「
常
」
な
る
も
の
と
し
て
の
涅
槃
・
如
来
で
あ
り
得
る
。

こ
の
箇
所
は
一
般
的
に
は
、「
如
し
其
れ
虚
空
に
内
外
有
ら
ば
、
虚
空
は
名
づ
け
て
一
と
し
常
と
せ
ず
」
と
読
ま
れ
、
そ
の
場
合

こ
の
箇
所
で
は
、「
虚
空
」
に
「
内
外
」
と
い
う
実
体
的
区
分
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

親
鸞
は
、
こ
の
箇
所
に
見
え
る
「
有
」
と
い
う
語
を
独
立
さ
せ
て
仏
性
の
一
性
質
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
性
の
う
ち

に
「
有
」
の
領
域
を
見
出
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
「
有
」
と
い
う
概
念
は
、
は
じ
め
か
ら
偶
然
に
こ
の
仏
性

論
の
う
ち
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
親
鸞
が
自
覚
的
に
仏
性
論
の
う
ち
に
配
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
仏
性
が
「
非
内
非
外
」
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
実
体
的
な
理
解
か
ら
隔
絶
し
つ
つ
、
同
時

に
「
有
」
で
も
あ
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
如
来
の
両
義
性
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
仏
性
が
「
有
」
の

領
域
を
持
ち
つ
つ
同
時
に
「
常
」
と
い
う
超
越
性
を
も
確
保
す
る
た
め
に
は
、「
内
外
」
と
い
う
実
体
的
区
分
が
突
破
さ
れ
、「
非
内

非
外
」
と
い
う
あ
り
方
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
新
た
な
規
定
が
生
ま
れ
て
い
る
。
自
己
は
「
有
」
の
領
域
に

お
い
て
、
あ
る
仕
方
で
仏
性
と
関
係
を
結
び
、
そ
の
働
き
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
時
自
己
と
仏
性
と
を
媒
介
す

る
「
有
」
の
領
域
は
、
あ
く
ま
で
「
非
内
非
外
」
と
い
う
あ
り
方
と
背
馳
せ
ず
、
仏
性
の
「
一
」
と
い
う
全
体
性
を
保
つ
形
で
現
れ

て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
有
」
の
領
域
は
衆
生
の
「
称
量
」
を
許
容
す
る
よ
う
な
側
面
を
持
ち
つ
つ
、
同
時

に
「
一
」
と
し
て
の
仏
性
の
全
容
を
損
な
う
こ
と
な
く
反
映
す
る
よ
う
な
領
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
一

見
し
た
と
こ
ろ
成
立
し
得
な
い
よ
う
な
領
域
を
形
作
っ
て
い
る
契
機
と
し
て
、
仏
語
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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三　

名
の
個
別
性
―
―
「
知
諸
根
力
」
と
「
第
一
義
諦
」

本
稿
で
問
題
と
す
べ
き
仏
語
と
い
う
契
機
は
、
以
上
に
見
た
よ
う
な
前
提
・
背
景
を
ふ
ま
え
て
、「
有
」
の
領
域
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
、ま
た
そ
の
内
実
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る6

。『
涅
槃
経
』
引
文
に
よ
れ
ば
、仏
は
衆
生
の
機
根
を
見
極
め
る
「
知
諸
根
力
」

（
二
四
一
頁
）
を
持
ち
、
衆
生
の
「
上
・
中
・
下
の
根
を
解
り
分
別
」（
同
）
し
、
そ
の
機
根
を
「
転
」（
同
）
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

衆
生
を
悟
り
へ
導
く
と
い
う
。
そ
れ
は
、
衆
生
の
機
根
は
そ
れ
自
体
で
「
決
定
」（
同
）
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
仏
の
導
き
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

「
転
」
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
定
め
て
当
に
善
根
を
断
ず
べ
し
」（
二
四
二
頁
）
と
さ
れ
た
劣
機
の
衆
生
・

善
星
と
、
釈
迦
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
善
星
は
、
必
ず
善
根
を
断
っ
て
し
ま
う
と
目
さ
れ
た
衆
生
で
あ
っ
た
が
、
釈
迦
は
そ
の
善
星

の
出
家
を
許
可
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
星
に
「
善
因
」（
同
）
を
与
え
、
や
が
て
悟
り
を
開
く
べ
き
存
在
へ
と
変
容
さ
せ
た
。
そ
の

釈
迦
の
判
断
を
支
え
て
い
た
の
は
、「
我
若
し
善
星
が
出
家
を
聴
さ
ず
は
、
其
の
人
、
次
に
当
に
王
位
を
紹
ぐ
こ
と
を
得
べ
し
。
其

の
力
自
在
に
し
て
、
当
に
仏
法
を
壊
す
べ
し
」（
同
）
と
い
う
、
善
星
の
「
力
」
や
、
王
位
継
承
を
め
ぐ
る
周
囲
の
状
況
な
ど
を
そ

の
細
部
に
至
る
ま
で
把
握
し
た
中
か
ら
生
じ
た
認
定
で
あ
る
。
そ
の
認
定
を
生
み
出
し
た
「
知
諸
根
力
」
は
、
迦
葉
菩
薩
の
表
現
を

借
り
れ
ば
、「
人
に
随
ひ
、
意
に
随
ひ
、
時
に
随
ふ
」（
二
四
三
頁
）
と
い
う
形
で
、
衆
生
一
人
一
人
を
取
り
巻
く
個
別
的
状
況
の
全

容
を
捉
え
、
そ
の
状
況
に
即
し
た
仏
語
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
力
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
力
は
、
例
え
ば
「
犯
四
重
禁
・
作
五
逆
罪
・

一
闡
提
等
皆
仏
性
有
り
」（
同
）
と
い
う
、
最
も
機
根
の
劣
っ
た
存
在
に
す
ら
成
仏
の
可
能
性
を
認
め
る
よ
う
な
仏
語
を
も
生
み
出

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
救
う
と
い
う
仏
の
慈
悲
の
実
現
を
支
え
て
ゆ
く
。

「
知
諸
根
力
」
が
、
そ
の
よ
う
に
衆
生
一
人
一
人
を
取
り
巻
く
個
別
的
状
況
に
即
す
る
形
で
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
力
な
の
だ
と
す
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れ
ば
、衆
生
が
無
数
に
存
在
す
る
限
り
、そ
の
教
化
の
あ
り
方
も
無
限
に
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
親
鸞
の
思
考
は
、

そ
の
仏
の
教
化
の
無
数
さ
を
仏
が
説
く
名
の
無
数
さ
と
し
て
捉
え
直
す
と
こ
ろ
か
ら
、
特
異
な
仏
語
論
を
展
開
し
始
め
て
ゆ
く
。

如
来
世
尊
、
国
土
の
為
の
故
に
、
時
節
の
為
の
故
に
、
他
語
の
為
の
故
に
、
人
の
為
の
故
に
、
衆
根
の
為
の
故
に
、
一
法
の

中
に
於
て
二
種
の
説
を
作
す
。
一
名
の
法
に
於
て
旡
量
名
を
説
く
。
一
義
の
中
に
於
て
旡
量
の
名
を
説
く
。
无
量
の
義
に
於

て
无
量
の
名
を
説
く
。（
二
四
三
頁
）

仏
は
、
場
所
や
時
間
、
ま
た
衆
生
が
用
い
る
言
葉
と
い
っ
た
、
そ
の
場
の
個
別
的
状
況
を
形
作
る
多
様
な
条
件
を
ふ
ま
え
、
一
つ
の

事
象
に
つ
い
て
相
異
な
る
二
つ
の
教
え
を
説
い
た
り
、
一
つ
の
名
・
一
つ
の
意
味
・
無
数
の
意
味
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
無
数
の
名

を
与
え
た
り
す
る
と
い
う
。「
一
名
に
无
量
の
名
を
説
く
」（
同
）と
い
う
事
態
は
、例
え
ば「
涅
槃
」（
同
）と
い
う
名
に
、「
解
脱
」（
二
四
四

頁
）「
光
明
」（
同
）「
寂
静
」（
同
）
と
い
っ
た
名
が
無
数
に
与
え
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
指
し
、
ま
た
「
无
量
の
義
に
於
て
无
量
の
名

を
説
く
」（
同
）
と
い
う
事
態
は
、「
仏
如
来
」（
同
）
と
い
う
無
数
の
意
味
を
湛
え
た
存
在
に
対
し
て
、「
導
師
」（
同
）「
大
福
田
」

（
二
四
五
頁
）「
大
智
海
」（
同
）
と
い
っ
た
名
が
無
数
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、「
一
義
に
无
量
の
名
を

説
く
」（
同
）
と
い
う
事
態
は
、「
陰
」（
同
）
と
い
う
一
つ
の
意
味
に
対
し
て
、「
衆
生
」（
同
）「
煩
悩
」（
同
）「
解
脱
」（
同
）
と
い
っ

た
名
が
無
数
に
与
え
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
無
数
の
名
づ
け
の
中
で
、
一
つ
の
事
象
を
め
ぐ
っ
て

「
煩
悩
」「
解
脱
」
と
い
う
相
反
す
る
名
が
現
れ
た
り
、「
仏
を
亦
た
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
人
・
天
と
名
づ
く
」（
同
）
と
い
う
形
で

名
と
義
と
が
相
反
し
た
り
と
い
っ
た
、
極
度
に
両
義
的
な
教
化
ま
で
も
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
う
し
た
あ
り
さ
ま
は
『
涅

槃
経
』
引
文
に
お
い
て
、「
如
来
世
尊
、
衆
生
の
為
の
故
に
、
広
の
中
に
略
を
説
く
、
略
の
中
に
広
を
説
く
。
第
一
義
諦
を
説
き
て

世
諦
と
す
、
世
諦
の
法
を
説
き
て
第
一
義
諦
と
す
」（
同
）
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
箇
所
に
お
け
る
「
一
法
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の
中
に
於
て
二
種
の
説
を
作
す
」
と
い
う
言
葉
も
、具
体
的
に
は
そ
う
し
た
両
義
的
な
教
化
の
あ
り
さ
ま
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
無
数
に
説
き
出
さ
れ
る
名
た
ち
は
、
そ
の
各
々
が
、
一
個
の
衆
生
を
取
り
巻
く
個
別
的
状
況
を
細
部
に
至
る
ま
で
捉

え
た
末
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
一
つ
の
名
に
一
つ
の
個
別
的
状
況
が
対
応
す
る
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ

は
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
一
つ
の
名
を
他
の
名
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ

で
は
、
一
切
衆
生
に
向
け
ら
れ
る
仏
の
慈
悲
は
、
個
別
性
を
刻
印
さ
れ
交
換
可
能
性
を
持
た
な
い
無
数
の
名
の
集
積
と
し
て
、
ひ
と

ま
ず
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
親
鸞
は
、「
知
諸
根
力
」
に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
仏
の
慈
悲
の
あ
り
方
に
、あ
る
困
難
を
見
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。『
涅

槃
経
』
引
文
に
よ
れ
ば
、
釈
迦
が
「
如
来
の
身
」（
二
四
六
頁
）
に
つ
い
て
「
生
身
」（
同
）
と
「
法
身
」（
同
）
と
い
う
二
つ
の
あ

り
方
を
説
い
た
際
、「
生
身
」
に
つ
い
て
の
教
え
を
聞
い
た
「
諸
の
弟
子
」（
同
）
は
、
釈
迦
の
「
意
を
解
ら
ざ
れ
ば
」（
同
）、「
如

来
、
定
め
て
仏
身
は
是
れ
有
為
の
法
な
り
と
説
か
む
」（
同
）
と
誤
解
し
、
ま
た
「
法
身
」
に
つ
い
て
の
教
え
を
聞
い
た
際
に
も
釈

迦
の
心
を
理
解
し
な
か
っ
た
た
め
に
、「
如
来
、
定
め
て
仏
身
は
是
れ
无
為
の
法
な
り
と
説
き
た
ま
へ
り
」（
同
）
と
誤
解
し
た
と
い

う
。
と
は
い
え
、
弟
子
た
ち
は
釈
迦
の
教
え
を
完
全
に
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
生
身
」
に
つ
い
て

釈
迦
が
説
い
た
の
は
、「
生
身
と
言
ふ
は
、
即
ち
是
れ
方
便
応
化
の
身
な
り
。
是
く
の
如
き
の
身
は
、
是
れ
生
老
病
死
・
長
短
・
黒

白
・
是
此
是
彼
・
是
学
无
学
と
言
ふ
こ
と
を
得
べ
し
」（
同
）
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。
釈
迦
に
よ
れ
ば
、「
生
身
」
と
し
て
の
如
来

は
、「
生
老
病
死
」「
長
短
」
と
い
っ
た
実
体
的
な
枠
組
み
に
よ
っ
て
捉
え
得
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
衆
生
の
知
の
圏
域
内
に
現
れ

て
く
る
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
教
え
を
「
有
為
の
法
」
と
い
う
、
生
滅
す
る
無
常
の
事
象
を
意
味
す
る
言
葉
で
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ

す
る
こ
と
自
体
は
、
少
な
く
と
も
大
き
な
誤
り
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
釈
迦
は
、
弟
子
た
ち
が
示
し
た
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
、「
我
が
意
を
解
ら
ざ
」
る
も
の
と
し
て
退
け
て
い
た
。
釈
迦
が
弟

子
た
ち
の
解
釈
を
退
け
た
の
は
、
如
来
と
い
う
存
在
が
、「
生
身
」
と
い
う
あ
り
方
に
包
摂
さ
れ
切
る
存
在
で
も
な
け
れ
ば
、「
法
身
」
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と
い
う
あ
り
方
に
包
摂
さ
れ
切
る
存
在
で
も
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
真
仏
土
巻
の
後
半
で
展
開
さ
れ
る
仏
身
論
で
は
、「
生
滅
の
者
は

化
の
如
し
、
不
生
不
滅
の
者
は
化
の
如
き
に
あ
ら
ざ
る
を
と
分
別
す
る
」（
二
六
一
頁
）
の
は
、
新
た
に
発
心
し
た
ば
か
り
の
「
新

発
意
の
菩
薩
」（
同
）
の
た
め
に
説
か
れ
た
仮
の
教
え
で
あ
り
、
実
は
「
是
の
一
切
の
法
、
皆
畢
竟
じ
て
性
空
な
り
。
乃
至
、
涅
槃

も
亦
た
皆
化
の
如
し
」（
二
六
一
頁
）
と
い
う
教
え
こ
そ
が
真
の
教
え
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
新
発
意
の
菩
薩
」
に
向
け
た
教
え
に
お

い
て
は
、「
生
滅
の
者
」
と
「
不
生
不
滅
の
者
」
と
は
明
確
に
区
分
さ
れ
る
の
だ
が
、
如
来
の
「
意
」
に
お
い
て
は
、
実
は
両
者
の

本
性
（「
性
」）
は
と
も
に
「
空
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
前
者
・
後
者
が
そ
れ
ぞ
れ
「
変
化
」（
二
六
〇
頁
）「
変
化
に
非
ず
」（
同
）

と
い
う
形
で
分
け
ら
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、如
来
が
「
生
身
」
で
あ
る
と
説
か
れ
た
時
に
は
如
来
を
「
有
為
の
法
」
と
い
う
範
疇
に
包
摂
し
、

ま
た
如
来
が
「
法
身
」
で
あ
る
と
説
か
れ
た
時
に
は
如
来
を
「
无
為
の
法
」
と
い
う
範
疇
に
包
摂
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
態
度

は
、
如
来
の
「
空
」
と
い
う
あ
り
方
を
取
り
逃
し
て
い
る
と
言
う
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
教
え
の
受
け
止
め

方
を
弟
子
た
ち
に
強
い
て
い
る
の
は
、
弟
子
た
ち
自
身
の
素
質
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
教
化
の
場
で
説
か
れ
て
い
る

仏
語
の
あ
り
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
生
身
」「
法
身
」
と
い
っ
た
名
が
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
教
化
の
場
に
居
合
わ
せ
た
弟
子
た
ち
を

取
り
巻
く
個
別
的
状
況
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
名
は
、
本
来
そ
う
し
た
個
別
的
状
況
の
制
約
か
ら
超
え
出

た
存
在
で
あ
る
仏
性
・
涅
槃
・
如
来
の
あ
り
さ
ま
を
、
十
全
な
形
で
は
表
現
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
衆
生
は
、
ひ
と
ま
ず
涅
槃
か

ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
限
り
、
己
に
与
え
ら
れ
た
名
の
意
味
内
容
の
全
容
や
、
そ
の
名
の
背
景
に
広
が
る
文
脈
、
ま
た
仏

が
そ
の
名
を
説
い
た
意
図
な
ど
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
不
可
能
性
を
認
め
た
上
で
、
衆
生
が
な
お
も
仏

語
に
従
お
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
衆
生
に
残
さ
れ
て
い
る
可
能
な
営
為
は
、
己
に
与
え
ら
れ
た
名
の
中
か
ら
、
己
の
知
に
よ
っ
て
理

解
で
き
る
限
り
の
事
柄
を
引
き
出
し
、
そ
の
意
味
を
愚
直
に
信
ず
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
し
て
衆
生
が
名
に
見

出
し
た
意
味
内
容
が
仏
の
「
意
を
解
ら
ざ
」
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
問
題
は
も
は
や
弟
子
の
素
質
と
は
関
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わ
り
が
な
い
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。む
し
ろ
個
別
的
状
況
に
即
す
る
形
で
説
き
出
さ
れ
る
名
の
構
造
そ
の
も
の
が
、弟
子
を
仏
の「
意
」

か
ら
引
き
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
困
難
は
親
鸞
に
お
い
て
、
仏
語
の
構
造
を
論
じ
て
い
る
当
の
『
涅
槃
経
』
そ
の
も
の
を
も
巻
き
込
む
困
難
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
見
た
、
無
数
の
名
を
論
じ
た
箇
所
の
直
後
に
、
親
鸞
は
『
涅
槃
経
』
か
ら
、「
迦
葉
復
た

言
は
く
、
世
尊
、
第
一
義
諦
を
亦
た
名
づ
け
て
道
と
す
。
亦
た
菩
提
と
名
づ
く
。
亦
た
涅
槃
と
名
づ
く
」（
二
四
六
頁
）
と
い
う
一

節
を
引
用
し
て
い
る
。「
第
一
義
諦
」
と
は
、こ
の
引
文
の
直
前
の
箇
所
で
引
か
れ
て
い
た
、「
如
来
世
尊
、衆
生
の
為
の
故
に
、﹇
…
﹈

第
一
義
諦
を
説
き
て
世
諦
と
す
、
世
諦
の
法
を
説
き
て
第
一
義
諦
と
す
」
と
い
う
言
葉
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
第
一
義

諦
」
に
与
え
ら
れ
て
い
る
「
道
」「
菩
提
」「
涅
槃
」
と
い
う
名
は
、
こ
の
箇
所
に
先
立
つ
別
の
『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
い
て
既
に
並

列
的
に
言
及
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、「
仏
性
」「
解
脱
」
と
い
っ
た
言
葉
と
同
じ
く
、
如
来
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。

前
章
で
見
て
お
い
た
よ
う
に
、
当
該
箇
所
で
は
こ
の
「
道
」「
菩
提
」「
涅
槃
」
は
「
有
」
の
領
域
を
持
ち
、
そ
の
領
域
に
お
い
て

衆
生
は
如
来
の
あ
り
さ
ま
を
「
見
」
た
り
、「
称
量
し
て
知
」
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
第
一
義

諦
を
説
き
て
世
諦
と
す
、世
諦
の
法
を
説
き
て
第
一
義
諦
と
す
」
と
い
う
文
言
に
言
わ
れ
て
い
る
「
第
一
義
諦
」
と
は
、衆
生
が
「
有
」

の
領
域
を
通
じ
て
触
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
如
来
・
涅
槃
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

如
来
と
し
て
の
「
第
一
義
諦
」
が
「
世
諦
」、
つ
ま
り
衆
生
の
知
・
現
世
的
な
秩
序
に
即
し
た
形
を
と
っ
た
仮
の
真
理
で
あ
る
と

説
か
れ
る
場
合
、具
体
的
に
「
世
諦
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
有
」
の
領
域
だ
ろ
う
。「
道
」
が
「
色
像
」

を
持
た
な
い
「
不
生
滅
」
の
も
の
と
さ
れ
つ
つ
、
同
時
に
衆
生
の
「
称
量
」
を
許
容
す
る
「
有
」
と
し
て
も
存
在
す
る
と
い
う
両
義

性
が
、
こ
こ
で
は
「
第
一
義
諦
」
と
「
世
諦
」
と
の
対
照
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
な
の

は
、
こ
れ
ま
で
跡
づ
け
て
き
た
そ
の
よ
う
な
『
涅
槃
経
』
引
文
の
議
論
が
、「
第
一
義
諦
」
と
「
世
諦
」
と
の
連
関
を
論
じ
る
多
様

な
教
説
の
中
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
無
数
の
名
の
集
積
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
仏
語
の
構
造
を
、
い
わ
ば
メ
タ
的
な
位
置
か
ら
論
じ
て
き
た
『
涅
槃
経
』
引
文
が
、
今
や
そ
れ
自
体

も
ま
た
仏
語
か
ら
な
る
教
説
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
権
性
を
失
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
事
態

が
そ
の
と
お
り
な
の
だ
と
す
れ
ば
、『
涅
槃
経
』
引
文
も
ま
た
、
個
別
的
状
況
に
よ
っ
て
制
約
を
与
え
ら
れ
た
名
の
集
積
に
過
ぎ
ず
、

し
た
が
っ
て
限
ら
れ
た
衆
生
の
み
を
対
象
と
し
、
な
お
か
つ
如
来
の
あ
り
さ
ま
を
十
全
に
説
き
得
な
い
教
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
『
涅
槃
経
』
引
文
が
特
権
性
を
失
え
ば
、
真
仏
土
巻
で
展
開
さ
れ
る
仏
語
論
全
体
が
、
拠
り
所

を
持
た
な
い
論
と
し
て
宙
吊
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う7

。

四　

名
の
連
関
と
文
体
―
―
「
名
づ
く
」
と
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」

親
鸞
の
思
考
は
、
仏
の
慈
悲
を
個
別
的
な
名
の
集
積
と
し
て
ひ
と
ま
ず
捉
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
語
が
衆
生
の
機
根
を
「
転
」

じ
得
る
契
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、『
涅
槃
経
』
引
文
が
そ
う
し
た
仏
語
論
を
展
開
し
得
る
特
権
的
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と

を
否
定
し
て
し
ま
う
地
点
に
ま
で
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
無
数
の
名
を
め
ぐ
る
議
論
や
、『
涅
槃
経
』
引
文
の
仏

語
論
を
『
涅
槃
経
』
引
文
そ
の
も
の
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
議
論
は
、
真
仏
土
巻
の
思
考
全
体
を
解
体
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
れ
ら
の
議
論
は
、
真
仏
土
巻
の
思
考
全
体
を
解
体
す
る
よ
う
な
可
能
性
を
内
包
す

る
と
い
う
危
う
い
形
に
お
い
て
、
や
は
り
『
涅
槃
経
』
引
文
の
仏
語
論
を
特
権
化
し
、
さ
ら
に
は
阿
弥
陀
仏
の
光
明
の
特
権
性
を
確

か
め
る
た
め
に
展
開
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
引
文
の
中
の
、
無
数
の
名
を
め
ぐ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
箇
所
を
改
め
て
読
む
時
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
各
々

一
個
の
個
別
的
状
況
に
対
応
し
、
他
の
名
に
よ
っ
て
は
置
き
換
え
ら
れ
得
な
い
は
ず
の
名
た
ち
が
、
一
方
で
「
名
づ
く
」
と
い
う
行

為
に
よ
っ
て
相
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
涅
槃
」
と
い
う
名
は
、「
名
づ
く
」
と
い
う
行
為
を
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通
じ
て
「
解
脱
」「
光
明
」「
寂
静
」
と
い
っ
た
無
数
の
名
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
同
様
に
、
そ
れ
ら
の
無
数
の
名
の
そ
れ
ぞ
れ
も
、
他

の
無
数
の
名
や
意
味
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。

仏
に
よ
っ
て
説
き
出
さ
れ
た
無
数
の
名
は
、
い
ず
れ
も
衆
生
を
悟
り
へ
導
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
衆
生
と
仏
性
と
を
十
全
な
形
で
結

び
つ
け
る
こ
と
を
目
指
す
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
に
お
い
て
衆
生
が
捉
え
よ
う
と
す
る
仏
性
は
、
第
二
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、

衆
生
の
「
称
量
」
を
許
容
し
つ
つ
、「
非
内
非
外
」
と
い
う
あ
り
方
を
も
保
つ
こ
と
で
は
じ
め
て
「
一
」
に
し
て
「
常
」
と
い
う
十

全
な
形
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
一
つ
一
つ
の
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
個
の
衆
生
を
取
り
巻
く
一
個
の
個
別
的
状
況
に

対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
衆
生
の
内
部
・
外
部
と
い
う
区
分
を
取
り
払
う
ど
こ
ろ
か
、
一
個
の
衆
生
を
取
り
巻
く
個

別
的
状
況
（「
内
」）
と
、
他
の
衆
生
を
取
り
巻
く
個
別
的
状
況
（「
外
」）
と
を
峻
別
し
、
前
者
の
み
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
し
ま
う
と

い
う
、
構
造
的
な
限
界
を
抱
え
て
い
る
。
先
に
見
た
「
名
づ
く
」
と
い
う
行
為
は
、
こ
の
よ
う
な
、
必
然
的
に
「
内
」
に
閉
じ
て
ゆ

く
構
造
を
持
つ
名
を
、
他
の
名
、
つ
ま
り
「
外
」
と
連
関
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
「
名
づ
く
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
名
が
相
互
に
連
関
す
る
時
、「
非
内
非
外
」
な
る
仏
性
は
「
一
」
と
い
う
性

格
を
獲
得
し
、「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
は
、
一

切
衆
生
に
与
え
ら
れ
た
全
て
の
名
が
相
互
に
結
び
つ
き
、
一
つ
の
連
関
の
総
体
を
な
し
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
仏
性
を
十
全

な
形
で
保
持
し
て
い
る
よ
う
な
「
有
」
の
領
域
と
は
、ま
さ
し
く
こ
の
名
の
連
関
の
総
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
自
己
は
、

こ
の
名
の
連
関
の
総
体
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
十
全
に
如
来
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

親
鸞
が
『
涅
槃
経
』
引
文
の
仏
語
論
を
『
涅
槃
経
』
引
文
そ
の
も
の
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
以
上
の
事
柄
と
関
わ
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。『
涅
槃
経
』
引
文
の
仏
語
論
が
正
当
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、『
涅
槃
経
』
引
文
が
名
の
連
関
の
総
体
を
提
示
し
、

引
文
全
体
が
「
有
」
の
領
域
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
個
々
の
教
説
を
た
だ
並
べ
る
こ
と
は
、
単
に
個
々
の
名
を
配
置

す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
個
々
の
教
説
は
各
々
の
「
内
」
に
閉
じ
て
ゆ
き
、
仏
が
説
く
無
数
の
名
の
中
に
埋
も
れ

16



て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
涅
槃
経
』
引
文
の
位
置
は
相
対
化
さ
れ
、
そ
の
仏
語
論
の
特
権
性
は
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
『
涅
槃
経
』
引
文
は
、
単
に
個
々
の
名
を
順
序
立
て
て
配
置
し
た
だ
け
の
教
説
な
の
で
は
な
い
。
確
か
に
、『
涅
槃
経
』

引
文
で
展
開
さ
れ
る
議
論
を
構
成
す
る
の
は
、
論
理
的
な
意
味
内
容
か
ら
形
作
ら
れ
る
一
つ
の
系
列
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
系
列
が

身
を
置
い
て
い
る
の
は
、『
涅
槃
経
』引
文
の
行
論
の
中
で
絶
え
ず
行
わ
れ
る「
名
づ
く
」の
連
な
り
に
満
た
さ
れ
た
領
域
な
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
い
て
無
数
に
現
れ
る
「
名
づ
く
」
は
、「
道
」「
善
男
子
・
善
女
人
」「
仏
性
」
と
い
っ
た
、『
涅
槃
経
』
引
文

の
論
理
的
次
元
に
関
わ
る
名
と
と
も
に
、「
無
上
上
」（
二
三
三
頁
）「
和
合
」（
二
三
四
頁
）「
実
相
」（
二
三
九
頁
）
の
よ
う
に
、
特

段
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
真
仏
土
巻
に
記
録
さ
れ
て
ゆ
く
だ
け
の
名
を
も
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
議
論
の
道
筋
に
と
っ

て
余
剰
で
あ
る
よ
う
な
名
を
も
生
み
出
し
て
ゆ
く
と
い
う
側
面
は
、『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
け
る
「
名
づ
く
」
の
連
鎖
が
議
論
の
論

理
的
次
元
に
収
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
―
―
つ
ま
り
論
理
的
次
元
と
は
異
な
る
、
文
体
と
い
う
領
域
に
属
す
る
と
い

う
こ
と
を
―
―
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
親
鸞
の
思
考
に
お
い
て
、『
涅
槃
経
』
引
文
の
仏
語
論
は
、
こ
の
よ
う
な
無
数
の
名
の
連
関

の
中
か
ら
説
き
出
さ
れ
た
論
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
個
別
的
な
名
の
羅
列
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
免
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
『
涅
槃
経
』
引
文
の
議
論
は
、「
名
づ
く
」
を
連
ね
て
ゆ
く
と
い
う
文
体
を
拠
り
所
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
無
数
の
名

の
集
積
の
中
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
、
特
権
的
な
教
説
た
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

五　

交
換
可
能
な
名
―
―
「
光
」

と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
に
し
て
現
れ
た
名
の
連
関
の
総
体
を
、
衆
生
が
己
の
知
の
圏
域
の
う
ち
で
十
全
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。「
名
づ
く
」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
全
て
の
個
別
的
な
名
が
相
互
に
連
関
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
個
別
的

状
況
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
名
の
連
関
の
総
体
は
、
特
定
の
衆
生
へ
向
け
て
現
れ
る
の
で
は
な
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く
、
一
切
衆
生
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
衆
生
の
総
体
そ
の
も
の
へ
向
け
て
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
衆
生
が
名
の
連
関
の
総

体
に
触
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
衆
生
は
「
名
づ
く
」
と
い
う
行
為
の
内
実
を
捉
え
る
と
と
も
に
、
一
個
の
衆
生
と
し
て
で
は
な

く
、
一
切
衆
生
あ
る
い
は
衆
生
の
総
体
そ
の
も
の
と
し
て
「
有
」
の
領
域
に
対
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
己
を
取
り
巻

く
個
別
的
状
況
の
全
容
す
ら
把
捉
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
衆
生
に
、
個
別
的
状
況
同
士
を
連
関
さ
せ
る
仏
智
の
働
き
の
全
容
や
、
他

の
衆
生
を
取
り
巻
く
個
別
的
状
況
の
内
実
が
知
を
経
由
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
衆
生
が
名
の
連
関

の
総
体
を
受
け
止
め
、
仏
性
と
十
全
な
あ
り
よ
う
に
お
い
て
関
わ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
名
と
は
異
な
る
、
特

権
的
な
名
が
衆
生
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
問
題
と
関
わ
っ
て
、
親
鸞
の
思
考
は
光
明
と
い
う
形
象
を
、
ま
た
阿
弥
陀
仏
の
名
を
真
仏
土
巻
の
中
心
に
位
置
づ
け

て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

既
に
触
れ
た
と
お
り
、『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
い
て
「
光
明
」
は
、「
涅
槃
」
と
い
う
名
に
与
え
ら
れ
る
無
数
の
名
の
一
つ
と
し
て

現
れ
て
い
た
。
そ
の
点
だ
け
を
見
れ
ば
、「
光
明
」
は
何
ら
特
権
性
を
持
た
な
い
、
涅
槃
の
あ
り
さ
ま
の
一
側
面
を
映
し
出
す
一
表

現
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
親
鸞
は
こ
の
「
光
明
」
と
い
う
表
現
を
、
無
数
の
名
の
羅
列
の
中
か
ら
抽
出
し
、
仏
性
論
を
支
え
る
特
権

的
な
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
直
し
て
ゆ
く
。

『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
い
て
、「
光
明
」
は
ま
ず
「
如
来
」（
二
三
四
頁
）
で
あ
る
と
さ
れ
、「
涅
槃
」「
解
脱
」「
仏
性
」
な
ど
と
と

も
に
、
如
来
の
あ
り
さ
ま
を
映
し
出
す
表
現
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
「
光
明
」
は
、「
智
慧
」（
同
）
で
あ
る
と

い
う
側
面
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
様
々
な
表
現
か
ら
区
別
さ
れ
て
も
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
如
来
を
智
慧
と
結
び
つ
け
る
理
解

は
、
如
来
が
涅
槃
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
仏
智
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
自
然
な
、
あ
る
い
は
一
般
的
な
把
握
で
あ

る
。
し
か
し
『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
い
て
仏
性
が
、「
虚
空
」
と
い
う
様
態
に
お
い
て
、
つ
ま
り
「
如
来
は
身
心
智
慧
、
無
量
無
辺

阿
僧
祇
の
土
に
遍
満
し
た
ま
ふ
に
、障
碍
す
る
所
无
し
」
と
い
う
様
態
に
お
い
て
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
限
り
、光
明
は
、「
智
慧
」
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と
い
う
規
定
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
無
量
無
辺
阿
僧
祇
の
土
に
遍
満
」
す
る
「
智
慧
」
で
あ
る
仏
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
光
明
が
真
仏
土
巻
に
お
い
て
、
抽
象
的
な
理
法
・
原
理
で
は
な
く
、
具
体
的
に
信
が
成
立
す
る
場
に

お
い
て
衆
生
の
前
に
顕
現
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
第
二
章
で
確
認
し
て
お
い
た
事
柄
と
対
応
し
て
い
る

だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
非
内
非
外
」
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
「
一
」「
常
」
な
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
「
有
」
の
領
域

と
し
て
衆
生
に
働
き
か
け
て
く
る
と
い
う
具
体
性
を
持
っ
て
い
る
の
が
、
真
仏
土
巻
に
お
い
て
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
仏
性
の
特
質

だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
親
鸞
に
お
い
て
、光
明
は
よ
り
厳
密
に
は
、仏
性
の
具
体
的
側
面
と
し
て
の
「
有
」
の
領
域
と
し
て
、

つ
ま
り
名
の
連
関
の
総
体
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

で
は
、
光
明
を
無
数
の
名
の
羅
列
の
中
か
ら
抽
出
し
、「
有
」
の
領
域
そ
の
も
の
と
し
て
、
ま
た
名
の
連
関
の
総
体
そ
の
も
の
と

し
て
位
置
づ
け
直
し
た
親
鸞
は
、
そ
の
光
と
い
う
形
象
に
何
を
託
し
て
い
た
の
か
。

既
に
見
た
よ
う
に
、
光
明
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
は
、「
無
量
光
仏
」「
端
厳
光
」「
不
可
思
議
光
」「
光
明
の
中
の
極
尊
」「
尽
十
方

の
無
碍
光
如
来
」
と
い
う
よ
う
に
、
無
数
の
名
を
持
つ
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
名
は
、
光
明
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
に
与
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
限
り
、
名
の
連
関
の
総
体
そ
の
も
の
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
阿
弥
陀
仏
に
与
え
ら
れ
る
無
数
の
名
は
、
そ

れ
自
身
仏
語
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
の
連
関
の
総
体
の
う
ち
に
繰
り
込
ま
れ
る
言
葉
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
名
は
、

そ
れ
自
体
は
無
数
の
名
の
連
関
の
う
ち
に
あ
る
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
連
関
の
総
体
そ
の
も
の
を
言
い
取
り
得
る
と
い

う
、
二
重
性
を
帯
び
た
名
で
あ
る
。

阿
弥
陀
仏
に
与
え
ら
れ
た
名
が
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
仏
を
め
ぐ
る
教
説
が
様
々
な
語
り
手

に
よ
っ
て
様
々
に
語
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
阿
弥
陀
仏
の
名
が
様
々
に
称
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
対
応
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
次
に
引
用
す
る
真
仏
土
巻
の
『
無
量
寿
経
』
引
文
の
一
節
は
、
そ
う
し
た
次
第
に
関
わ
る
内
容
を
持
つ
も
の

だ
ろ
う
。
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無
量
寿
仏
の
光
明
顕
赫
に
し
て
、
十
方
諸
仏
の
国
土
を
照
耀
し
て
聞
こ
へ
ざ
る
こ
と
莫
し
。
但
だ
我
れ
今
其
の
光
明
を
称
す

る
に
あ
ら
ず
。
一
切
諸
仏
、
声
聞
、
縁
覚
、
諸
の
菩
薩
衆
、
咸
く
共
に
嘆
誉
す
る
こ
と
亦
た
復
た
是
く
の
如
し
。
若
し
衆
生

有
り
て
、其
の
光
明
威
神
功
徳
を
聞
き
て
日
夜
に
称
説
し
心
を
至
し
て
断
へ
ざ
れ
ば
、意
の
所
願
に
随
て
其
の
国
に
生
を
得
て
、

諸
の
菩
薩
、
声
聞
大
衆
の
為
に
共
に
其
の
功
徳
を
嘆
誉
し
称
せ
ら
れ
む
。（
二
二
八
―
二
二
九
頁
）

阿
弥
陀
仏
の
光
明
は
、あ
ら
ゆ
る
仏
国
土
に
知
れ
渡
っ
て
い
る
。そ
れ
は
具
体
的
に
は
、『
無
量
寿
経
』を
説
く
釈
迦
を
は
じ
め
と
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
仏
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
た
ち
が
阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
讃
嘆
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
ら
の

讃
嘆
に
触
れ
た
衆
生
も
、
仏
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
た
ち
と
同
じ
く
「
称
説
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
へ
往
生
し
て
ゆ
く
。
つ
ま

り
光
明
が
「
百
千
億
那
由
他
の
諸
仏
の
国
を
照
ら
」（
二
二
七
頁
）
す
働
き
は
、
具
体
的
に
は
様
々
な
仏・行
者
の
「
嘆
誉
」「
称
説
」

と
い
う
営
為
に
お
い
て
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
教
行
信
証
』
に
引
用
さ
れ
る
経
典
論
釈
の
中
で
、
実
際
に
阿
弥
陀
仏

が
様
々
な
名
で
指
し
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
ら
の
「
嘆
誉
」「
称
説
」
と
い
う
営
為
が
単
一
の
教
説
の
反
復
と
い
う

形
で
展
開
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
多
様
な
仕
方
で
展
開
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
証
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

阿
弥
陀
仏
を
め
ぐ
る
教
説
が
様
々
な
語
り
手
に
よ
っ
て
様
々
に
説
き
出
さ
れ
た
た
め
に
、
現
に
阿
弥
陀
仏
に
無
数
の
名
が
与
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、『
涅
槃
経
』
引
文
で
論
じ
ら
れ
た
、
無
数
の
衆
生
の
た
め
に
様
々
な
名
が

説
か
れ
た
と
い
う
次
第
と
違
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
阿
弥
陀
仏
の
名
は
い
ず
れ
も
、
名
の
連
関
の
総
体
そ
の
も
の
を
指
し
示
し
、
ま

た
同
時
に
一
切
衆
生
そ
の
も
の・衆
生
の
総
体
そ
の
も
の
に
向
け
て
説
き
出
さ
れ
た
言
葉
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、

阿
弥
陀
仏
が
持
つ
「
無
辺
光
仏
」（
二
二
八
頁
）「
可
観
光
」（
二
二
九
頁
）
と
い
っ
た
名
の
全
て
は
、相
互
に
交
換
可
能
な
名
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、『
涅
槃
経
』
引
文
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
無
数
の
名
の
一
つ
一
つ
が
、
各
々
一
つ
の
個
別
的
状
況
に
対
応
し
、
相
互
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に
交
換
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
。

名
の
連
関
の
総
体
と
十
全
に
関
わ
る
と
い
う
営
為
は
、
己
に
与
え
ら
れ
た
名
や
、
己
を
取
り
巻
く
個
別
的
状
況
を
超
え
出
て
、
無

数
の
名
や
無
数
の
衆
生
と
関
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
一
個
の
個
別
的
状
況
に
制
約
さ
れ
た
形
で
し
か
存
在
で
き
な
い
名
に
よ
っ

て
は
実
践
し
得
な
い
そ
の
営
為
は
、
し
か
し
阿
弥
陀
仏
が
持
つ
相
互
に
交
換
可
能
な
無
数
の
名
に
よ
っ
て
実
践
可
能
に
な
る
。
真
仏

土
巻
の
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
引
文
（
二
五
四
―
二
五
七
頁
）
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
十
二
の
名
を
讃
嘆
す
る
と
と
も
に
、
己
に
先

行
す
る
念
仏
者
で
あ
る
龍
樹
の
事
績
を
跡
づ
け
て
い
っ
た
曇
鸞
は
ま
さ
し
く
、
己
の
視
界
を
無
数
の
名
や
他
の
衆
生
へ
開
い
て
ゆ
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
と
関
わ
ろ
う
と
し
た
念
仏
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
『
無
量
寿
経
連
義
述
文
讃
』
引
文

（
二
六
三
―
二
六
四
頁
）
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
十
二
の
名
に
註
釈
を
加
え
て
い
っ
た
憬
興
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
念
仏
者
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。『
述
文
讃
』
引
文
は
、
そ
の
末
尾
に
「
皆
な
是
れ
光
触
を
身
に
蒙
る
は
、
身
心
柔
軟
の
願
の
致

す
所
也
」（
同
）
と
記
し
て
い
る
が
、
阿
弥
陀
仏
の
身
心
柔
軟
の
願
、
つ
ま
り
第
三
三
願
は
、
念
仏
者
の
実
践
の
内
実
を
論
じ
た
信

巻
の
真
仏
弟
子
釈
の
中
心
に
位
置
す
る
願
の
一
つ
で
あ
る
。
真
仏
弟
子
釈
は
、
念
仏
者
が
他
の
衆
生
に
称
名
念
仏
を
広
め
て
ゆ
く
実

践
の
内
実
を
論
じ
て
い
る
が
（
一
四
五
―
一
四
八
頁
）、『
述
文
讃
』
引
文
は
、
そ
の
よ
う
な
議
論
を
内
包
す
る
真
仏
弟
子
釈
と
結
び

つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
名
の
註
釈
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
念
仏
者
と
他
の
衆
生
と
の
連
関
を
も
示
唆
す
る
文
と
し
て
も

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
曇
鸞
と
同
じ
く
憬
興
も
ま
た
、
己
が
こ
の
己
を
取
り
巻
く
個
別
的
状
況
を
超
え
て
、
無

数
の
名
・
無
数
の
衆
生
と
関
わ
っ
て
ゆ
く
と
い
う
営
為
を
思
考
し
た
念
仏
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
思
考
を
支
え
て
い
た
の
は
お
そ
ら
く
、
経
典
論
釈
に
お
い
て
、
ま
た
念
仏
者
た
ち
の
実
践
の
場
に
お
い
て
、

阿
弥
陀
仏
を
め
ぐ
る
教
説
が
現
に
様
々
に
説
か
れ
、ま
た
様
々
に
受
け
止
め
ら
れ
つ
つ
、同
時
に
そ
れ
ら
の
教
説
の
い
ず
れ
も
が「
光
」

と
い
う
語
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
だ
ろ
う
。
世
界
に
は
阿
弥
陀
仏
を
め
ぐ
っ
て
説
き
出
さ
れ
た
教
説
が
、
己
一
人
で

は
読
み
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
・
聞
き
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
多
く
存
在
し
、
ま
た
己
は
そ
れ
ら
の
教
説
の
う
ち
の
一
つ
の
内
実
を
捉
え
尽
く
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す
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
し
か
し
己
は
光
と
い
う
象
徴
を
頼
り
と
し
て
、
と
も
か
く
も
そ
う
し
た
教
説
の
い
ず
れ
に
も
触
れ
て
み
る

こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
営
み
に
お
い
て
、己
は
無
論
、そ
の
教
説
の
全
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
そ
こ
で
己
は
、

少
な
く
と
も
確
か
に
、
己
を
取
り
巻
く
個
別
的
状
況
か
ら
、
あ
る
い
は
今
・
こ
こ
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
か
ら
一
歩
出
て
み
る
と
い

う
、
言
葉
と
の
新
た
な
関
わ
り
方
を
手
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
涅
槃
経
』
引
文
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
、
一
個
の
個
別
的

状
況
の
内
部
へ
と
閉
じ
て
ゆ
く
名
か
ら
は
決
し
て
得
ら
れ
な
い
経
験
で
あ
り
、
そ
の
新
た
な
態
度
は
、
衆
生
と
阿
弥
陀
仏
と
を
結
び

つ
け
る
信
と
い
う
契
機
へ
と
開
か
れ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
経
験
は
、「
光
」
と
い
う
語
を
背
負
っ
た
様
々
な
教
説
か
ら
形

作
ら
れ
た
真
仏
土
巻
を
読
む
者
に
も
ま
た
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

無
数
の
名
に
覆
わ
れ
た
真
仏
土
巻
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
仏
語
論
は
、
各
々
一
つ
の
個
別
的
状
況
に
制
約
さ
れ
た
無
数
の
教
説

の
並
立
と
い
う
光
景
の
中
か
ら
、
衆
生
を
個
別
的
状
況
の
拘
束
か
ら
解
放
し
て
ゆ
く
阿
弥
陀
仏
の
名
を
取
り
出
し
て
き
た
。
そ
の
よ

う
な
親
鸞
の
思
考
を
可
能
に
し
た
の
は
、『
涅
槃
経
』
引
文
を
名
の
連
関
の
総
体
た
ら
し
め
て
い
る
、「
名
づ
く
」
を
連
ね
て
ゆ
く

文
体
で
あ
り
、
ま
た
様
々
な
教
説
を
ま
た
ぐ
形
で
「
光
」
と
い
う
語
を
ち
り
ば
め
て
ゆ
く
と
い
う
、
親
鸞
の
経
論
引
用
の
仕
方
で

あ
っ
た8

。註

1 
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の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

2 

以
下
、『
教
行
信
証
』
へ
の
言
及
お
よ
び
原
文
の
引
用
に
際
し
て
は
、『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
一
巻
（
親
鸞
聖
人
全
集
刊

行
会
編
、
法
藏
館
、
一
九
六
九
年
）
の
頁
数
を
示
す
。
原
文
を
引
用
す
る
際
は
、
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
て
、
原
漢
文
は
書
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き
下
し
、
字
体
・
表
記
な
ど
を
適
宜
改
め
て
い
る
。
な
お
原
文
に
お
い
て
、
親
鸞
が
経
典
論
釈
を
引
用
す
る
中
で
文
言
の
一

部
を
省
略
し
た
際
、
省
略
箇
所
に
「
乃
至
」
と
記
す
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
乃
至
」
の
ポ
イ
ン
ト
を
下
げ
て
、
他
の

文
言
と
区
別
し
て
い
る
。
ま
た
引
用
文
中
の
﹇
﹈
内
は
、
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

3 

特
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
四
方
田
犬
彦
『
親
鸞
へ
の
接
近
』（
工
作
舎
、
二
〇
一
八
年
）、
特
に
そ
の
う
ち
の
「『
教
行
信
証
』

論
」（
五
五
―
一
七
七
頁
）、
お
よ
び
佐
藤
正
英
「
親
鸞
に
お
け
る
空
」（『
理
想
』
第
六
一
〇
号
、
理
想
社
、
一
九
八
四
年
、

一
九
七
―
二
〇
六
頁
）
で
あ
る
。
四
方
田
書
は
、『
教
行
信
証
』
に
度
々
現
れ
る
概
念
の
連
結
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
概
念
を

相
同
的
な
言
葉
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
そ
の
同
語
反
復
の
あ
り
さ
ま
を
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
仏
の
顕
現
で
あ
る
と
論
じ
る
。
本

稿
も
同
書
と
同
様
に
、
真
仏
土
巻
に
お
け
る
言
葉
の
連
結
に
注
目
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
そ
れ
ら
の
言
葉
を
相
同
的
な
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
互
に
交
換
可
能
性
を
持
た
な
い
言
葉
と
し
て
捉
え
る
ほ
か
、
言
葉
の
問
題
を
衆
生
の
機
の
問
題
と
必

然
的
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
点
に
お
い
て
同
書
と
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
佐
藤
論
文
は
、親
鸞
が
用
い
る「
虚

空
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
か
ら
、
親
鸞
の
思
考
と
空
そ
の
も
の
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
同
論
文
の
主
題
は
本
稿

の
議
論
と
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
親
鸞
に
お
け
る
比
喩
表
現
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
上
で
参
照
す
べ
き
研
究
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
他
に
は
、
デ
ニ
ス
・
ヒ
ロ
タ
『
親
鸞
―
宗
教
言
語
の
革
命
者
―
』（
法
藏
館
、
一
九
九
八
年
）、
特

に
そ
の
う
ち
の
第
五
章「
親
鸞
思
想
と
解
釈
」（
一
五
七
―
一
八
八
頁
）、ま
た
吉
本
隆
明「
和
讃
―
―
親
鸞
和
讃
の
特
異
性
」（『
最

後
の
親
鸞
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
六
一
―
九
七
頁
）
な
ど
が
親
鸞
の
文
体
を
論
じ
て
い
る
。

4 

例
え
ば
稲
城
選
恵『
顕
浄
土
真
仏
土
文
類
講
讃
』（
永
田
文
昌
堂
、一
九
八
八
年
）、山
下
亮「
真
仏
土
と
は
何
か
」（
岡
亮
二
編『『
教

行
信
証
』
に
問
う
』、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
一
年
、
二
三
一
―
二
五
七
頁
）
な
ど
を
参
照
。

5 

こ
の
読
み
替
え
に
つ
い
て
は
、
星
野
元
豊
が
同
様
の
解
釈
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
詳
細
は
星
野
元
豊
『
講
解 

教
行
信

証 

証
の
巻 

真
仏
土
の
巻
』（
法
藏
館
、
一
九
九
四
年
）
一
四
四
一
頁
を
参
照
。
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6 

本
稿
は
以
下
、
親
鸞
の
仏
性
論
を
具
体
的
に
仏
語
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
が
、
従
来
、
真
仏
土
巻
の
仏
性
論
は
主
に
、

仏
語
の
問
題
と
は
離
れ
て
、
涅
槃
の
形
而
上
学
的
な
構
造
を
示
し
た
議
論
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
高
島

元
洋
「
他
界
の
光
明
」（『
現
代
思
想
』
第
一
三
巻
第
七
号
、
青
土
社
、
一
九
八
五
年
、
一
二
五
―
一
三
九
頁
）、
武
田
晋
「
真

宗
仏
性
論
の
一
視
点
」（『
真
宗
学
』
第
一
一
五
号
、龍
谷
大
学
真
宗
学
会
、二
〇
〇
七
年
、二
七
―
六
四
頁
）、山
下
前
掲
論
文
、

賴
住
光
子
「
親
鸞
の
「
仏
性
」
思
想
に
つ
い
て
―
―
そ
の
源
流
と
展
開
」（『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
』
第
三
巻
、

お
茶
の
水
女
子
大
学
、
二
〇
〇
七
年
、
一
―
一
三
頁
）
な
ど
を
参
照
。

7 

本
稿
は
こ
の
引
文
を
、『
涅
槃
経
』
引
文
の
議
論
を
再
帰
的
に
指
示
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
従
来
は
そ
の
よ
う
な

再
帰
性
と
は
切
り
離
し
て
、
単
に
涅
槃
の
構
造
を
示
し
た
文
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
と
は
い
え
、「
世
諦
」
を
ど
の
よ

う
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
解
釈
の
細
部
は
論
者
ご
と
に
違
っ
て
い
る
。
例
え
ば
岡
亮
二
『『
教
行
信
証
』
口
述
50
講
―
親

鸞
の
こ
こ
ろ
を
た
ず
ね
て
―
』
第
五
巻
（
教
育
新
潮
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
五
四
―
一
五
八
頁
、
興
隆
『
教
行
信
證
徴
決
』

（
仏
教
大
系
刊
行
会
編
『
仏
教
大
系 
教
行
信
證
』
第
三
巻
、
中
山
書
房
仏
書
林
、
二
〇
一
五
年
）
一
五
五
頁
、
星
野
前
掲
書

一
四
八
五
―
一
四
八
八
頁
な
ど
を
参
照
。

8 

と
は
い
え
、
阿
弥
陀
仏
の
名
に
託
さ
れ
た
可
能
性
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
次
第
と
は
別
に
、

阿
弥
陀
仏
の
名
が
持
つ
交
換
可
能
性
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
根
拠
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
交
換
可
能
性

を
拠
り
所
と
し
て
成
り
立
つ
「
信
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
実
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
が
詳
細
に
論
じ
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
問
題
は
、光
明
論
と
並
ん
で
真
仏
土
巻
の
も
う
一
つ
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
報
身
論
や
、

証
巻
に
お
け
る
法
性
法
身
・
方
便
法
身
を
め
ぐ
る
形
而
上
学
的
な
議
論
、
あ
る
い
は
信
巻
に
お
け
る
「
信
」
を
め
ぐ
る
議
論

な
ど
を
検
討
し
た
上
で
な
け
れ
ば
論
じ
ら
れ
な
い
大
き
な
問
題
で
あ
る
た
め
、
別
稿
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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