
『
浄
土
和
讃
講
義
』
の
翻
刻
（
二
）

普

賢

保

之

戸

田

有

香

前
回
に
引
き
続
き
深
励
の
木
版
刷
り
『
浄
土
和
讃
講
義
』
の
翻
刻
を
行
っ
た
。
深
励
の
『
浄
土
和
讃
講
義
』
は
木
版
刷
り
し
か
な
く

翻
刻
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
今
回
も
大
学
院
の
「
仏
教
文
化
史
特
論
」
で
『
浄
土
和
讃
講
義
』
の
翻
刻
を
通
し
て
内
容
理
解
に
努
め
た
。

本
書
は
木
版
刷
り
で
比
較
的
解
読
し
や
す
い
が
、
初
心
者
に
は
内
容
理
解
の
前
に
解
読
自
体
が
困
難
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
翻
刻
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
今
回
は
「
浄
土
和
讃
」
十
一
首
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
を
翻
刻
し
て
い
る
。

第
十
五
会

光
明
照
ら
し
て
た
へ
ざ
れ
ば

不
断
光
仏
と
名
づ
け
た
り

聞
光
力
の
ゆ
へ
な
れ
ば

心
不
断
に
て
往
生
す
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九
に
不
断
光
。
初
に
「
光
明
照
ら
し
て
た
へ
ざ
れ
ば
」
と
云
句
は
不
断
光
の
「
不
断
」
の
義
を
釈
し
玉
ふ
。「
断
」
は
間
断
の
義
に
て

た
へ
ま
の
な
き
事
な
り
。「
不
断
光
」
と
云
は
間
断
の
な
き
、
た
へ
ま
の
な
き
光
明
と
云
事
な
り
。
即
ち
弥
陀
の
光
明
は
尽
未
来
際
ま

で
常
に
御
照
し
な
さ
れ
て
し
ば
ら
く
も
た
へ
ま
が
な
ひ
と
申
す
事
な
り
。
こ
れ
『
大
阿
弥
陀
経
』
上
（
三
十
七
右
）
に
「
阿
弥
陀
仏
光

明
明
無
有
極
（
乃
至
）

有
当
冥
時
」
と
こ
れ
弥
陀
の
光
明
の
た
え
ま
の
な
き
す
が
た
を
と
き
玉
ふ
。
爾
れ
ば
「
尽
未
来
際
無
量
無
数

の
末
迄
も
暫
く
も
た
え
ま
の
な
ひ
光
明
な
り
。
ゆ
へ
に
今
「
光
明
て
ら
し
て
た
へ
ざ
れ
ば
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
と
き
に
こ
れ
よ
り
上
の

清
浄
・
歓
喜
・
智

光
の
三
光
は
衆
生
の
三
毒
の
煩
悩
を
対
治
な
さ
る
る
一
組
な
り
。
次
に
こ
の
不
断
光
を
御
出
し
な
さ
る
る
は
如
何

と
云
に
上
の
三
光
は
横
に
十
方
世
界
を
利
益
し
玉
ふ
。
こ
の
不
断
光
は
竪
に
三
世
を
利
益
し
た
ま
ふ
光
明
な
り
。
す
な
は
ち
下
の
『
大

経
和
讃
』
に
は
「
無
碍
光
仏
の
ひ
か
り
に
は

清
浄
歓
喜
智

光

そ
の
徳
不
可
思
議
に
し
て

十
方
諸
有
を
利
益
せ
り
」
と
是
も
横

の
利
益
に
約
し
玉
ふ
。
よ
て
今
も
約
す
る
横
の
三
光
を
明
し
終
る
故
に
、
竪
に
三
世
を
利
益
し
玉
ふ
不
断
光
の
徳
な
り
。
す
な
は
ち
本

の
文
に
「
光
明
一
切
時
普
照
」
と
あ
り
。「
一
切
時
」
と
云
は
過
去
未
来
現
在
の
三
世
の
時
に
お
い
て
し
ば
ら
く
も
た
え
ま
な
し
と

云
事
な
り
。
爾
れ
ば
横
に
十
方
竪
に
三
世
と
云
次
第
に
て
此
へ
不
断
光
を
出
し
玉
ふ
な
り
。
と
き
に
『
述
文
讃
』
中
（
四
十
四
右
）
に

「
仏
之
常
光
恒
為
照
益
故
不
断
」
と
あ
り
。「
仏
の
常
光
」
と
云
は
、
す
べ
て
仏
の
光
明
に
常
光
と
現
起
光
と
あ
り
。
応
身
の
釈

如

来
で
申
せ
ば
、
一
尋
と
云
て
（
七
尺
を
尋
と
云
）
七
尺
四
方
を
照
し
玉
ふ
光
明
は
、
つ
ね
に
照
し
玉
ふ
光
明
な
る
故
常
光
な
り
。
又
法

華
の
会
座
に
眉
見
よ
り
光
明
を
放
ち
て
、
東
方
万
八
千
の
世
界
を
照
し
玉
ふ
と
あ
る
如
き
光
明
は
、
其
と
き
ど
き
に
現
起
し
玉
ふ
光
明

ゆ
へ
に
現
起
光
と
云
な
り
。
今
こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
十
二
光
は
現
起
光
で
は
な
し
。
弥
陀
の
常
光
な
り
。
爾
る
に
応
身
と
は
違
ふ
て

「
真
報
身
」
の
常
光
な
る
ゆ
へ
に
常
に
十
方
世
界
を
て
ら
し
、
し
ば
ら
く
も
た
え
ま
の
な
き
義
を
顕
す
。
不
断
光
な
り
と
釈
す
る
が

『
述
文
讃
』
の
意
な
り
。
此
常
光
・
現
起
光
と
云
事
は
、
応
身
仏
の
光
明
に
あ
る
事
に
て
、
報
身
仏
の
光
明
に
は
な
い
事
ぢ
ゃ
と
申
す

も
の
あ
れ
ど
も
、
さ
よ
う
で
は
な
し
。
華
厳
の
『
探
玄
記
』
三
（
初
右
）
に
は
『
華
厳
経
』
の
盧
遮
那
仏
報
身
の
上
に
常
光
・
現
起
光
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を
分
ち
て
あ
り
。
爾
れ
ば
弥
陀
如
来
の
真
報
身
の
上
で
常
光
・
現
起
光
と
云
事
、
随
分
申
さ
る
る
事
な
り
。

「
聞
光
力
の
ゆ
へ
な
れ
ば

心
不
断
に
て
往
生
す
」
こ
の
文
の
拠
は
『
大
経
』
で
は
「
聞
其
光
明
威
神
功
徳
日
夜
称
説
至
心
不
断
随
意

所
願
得
生
其
国
」
と
あ
り
て
、
こ
の
文
に
「
至
心
不
断
」
と
あ
る
ゆ
へ
、
十
二
光
の
中
で
は
不
断
光
の
徳
を
顕
す
経
文
と
み
ゆ
る
ゆ
へ

に
、
こ
の
不
断
光
の
下
に
取
り
合
せ
て
「
聞
光
力
の
ゆ
へ
に
心
不
断
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
と
き
に
こ
の
「
聞
光
力
の
ゆ
へ
に
心
不
断
」

の
文
、
解
し
が
た
し
。『
六
要
鈔
』
五
（
十
四
右
）
の
釈
の
意
ろ
で
は
「
聞
光
力
と
云
は
、
ひ
か
り
を
き
く
ち
か
ら
と
云
こ
と
に
て
、

弥
陀
の
摂
取
不
捨
の
光
明
の
利
益
を
き
く
ち
か
ら
に
よ
り
て
、
行
者
の
こ
こ
ろ
が
た
え
ず
に
信
心
相
続
す
る
こ
と
を
聞
光
力
の
ゆ
へ
心

不
断
と
云
」
と
。
こ
れ
は
力
の
字
を
聞
の
字
へ
付
て
釈
し
玉
ふ
。
衆
生
が
光
明
の
利
益
を
聞
た
か
ら
と
云
こ
と
に
み
玉
ふ
な
り
。
こ
れ

は
『
六
要
鈔
』
の
御
釈
な
れ
ど
も
『
大
経
』
の
文
か
ら
み
れ
ば
依
用
し
が
た
し
。
こ
れ
が
力
の
字
を
光
の
字
へ
付
て
「
光
力
を
き
く
ゆ

へ
」
に
と
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
所
な
り
。『
大
経
』
の
文
に
「
聞
其
光
明
威
神
功
徳
」
と
云
は
光
明
の
威
神
力
の
こ
と
な
り
。
光
明
の
威

神
力
か
ら
き
く
こ
と
な
る
ゆ
へ
、
略
し
て
光
力
を
き
く
と
の
玉
ふ
な
り
。『
讃
弥
陀

』
並
び
に
和
讃
の
文
は
甚
だ
短
か
け
れ
ど
も
、

『
大
経
』
の
文
二
十
四
字
を
摂
し
尽
し
玉
へ
り
。
経
文
の
「
聞
其
光
明
威
神
功
徳
」
の
八
字
は
聞
光
力
の
三
字
と
し
、「
日
夜
称
説
至

心
不
断
」
の
八
字
を
心
不
断
の
三
字
と
し
、「
随
意
所
願
得
生
其
国
」
の
八
字
を
往
生
の
二
字
に
な
さ
れ
た
り
。
ま
こ
と
に
巧
妙
な
る

頌
並
び
に
和
讃
の
御
製
作
な
り
。
爾
れ
ば
聞
光
力
と
云
は
、
光
明
の
威
神
力
を
聞
と
云
こ
と
に
間
違
ひ
な
き
な
り
。
と
き
に
、
こ
の

文
の
こ
こ
ろ
で
は
、
古
来
の
解
に
は
弥
陀
の
摂
取
不
捨
の
光
明
の
利
益
ゆ
へ
に
、
行
者
の
こ
こ
ろ
が
不
断
に
相
続
す
る
と
云
こ
と
を
明

す
な
り
と
云
。
な
る
ほ
ど
摂
取
不
捨
の
光
益
に
て
行
者
の
憶
念
心
が
相
続
す
る
と
云
事
、
吾
祖
毎
々
の
玉
ふ
事
な
り
。
爾
れ
ど
も
今
は

夫
と
は
明
し
方
が
違
ふ
な
り
。
兎
角
聖
教
を
伺
ふ
に
疎
漏
な
る
ゆ
へ
に
、
吾
祖
の
真
面
目
の
あ
ら
は
る
る
時
節
は
な
き
な
り
。
と
き
に

こ
の
文
の
正
意
は
、
聞
光
力
と
云
は
光
明
の
威
神
力
を
き
く
と
云
こ
と
、
其
威
神
力
を
き
く
と
云
は
外
の
事
で
は
な
ひ
。
念
仏
の
衆
生

を
摂
取
し
て
助
け
玉
ふ
と
云
が
す
な
は
ち
第
十
八
の
本
願
の
す
が
た
な
り
。
爾
れ
ば
光
明
の
威
神
力
を
き
く
と
云
が
す
な
は
ち
弥
陀
の
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本
願
を
聞
こ
と
な
り
。
さ
て
き
く
と
云
は
『
一
多
証
文
』
に
「
き
く
と
云
は
信
心
を
あ
ら
は
す
み
の
り
な
り
」
と
あ
り
て
、
き
く
と
云

は
た
だ
お
ほ
や
う
に
き
く
に
あ
ら
ず
。
き
き
ひ
ら
き
て
信
ず
る
こ
と
な
り
。
ゆ
へ
に
吾
祖
の
御
左
訓
に
「
弥
陀
の
お
ん
ち
か
ひ
を
し
ん

じ
ま
い
ら
す
る
な
り
」
と
の
玉
ふ
。
爾
れ
ば
「
聞
光
力
の
ゆ
へ
な
れ
ば

心
不
断
に
て
往
生
す
」
と
の
玉
ふ
た
は
、
弥
陀
の
本
願
力
を

信
じ
た
ゆ
へ
に
、
今
行
者
の
憶
念
心
が
不
断
に
相
続
す
る
や
う
に
と
り
た
の
な
り
。
若
自
力
疑
心
の
行
者
な
ら
ば
、
願
力
の
不
思
議
を

ま
う
け
に
信
ぜ
ぬ
も
の
ゆ
へ
に
、
い
つ
ま
で
も
若
存
若
亡
に
て
憶
念
心
が
相
続
せ
ぬ
な
り
。
今
他
力
信
心
の
行
者
は
夫
と
は
違
ふ
て
、

聞
光
力
と
云
て
誓
願
の
不
思
議
力
を
ま
う
け
に
信
じ
て
お
る
ゆ
へ
に
、
其
信
心
が
不
断
に
相
続
す
る
な
り
。
巻
頭
の
『
和
讃
』
に
「
信

心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は

憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て
」
と
仰
せ
ら
れ
た
と
同
じ
こ
こ
ろ
な
り
。
こ
の
「
憶
念
の
心
つ
ね
に
し
て
」
と
云

に
も
、
相
続
常
・
不
断
常
の
か
は
り
あ
り
。
今
は
其
中
の
不
断
常
な
り
。
ゆ
へ
に
「
心
不
断
」
と
の
玉
ふ
。
爾
ら
ば
本
願
の
貴
さ
を
思

出
す
と
き
も
思
出
さ
ぬ
と
き
も
、
如
来
御
回
向
の
金
剛
の
信
心
は
、
し
ば
ら
く
も
た
え
ま
な
く
胸
の
内
に
相
続
す
る
事
を
「
心
不
断
」

と
云
な
り
。
即
ち
高
田
本
の
左
訓
に
「
ほ
た
い
し
ん
の
た
え
ぬ
に
よ
り
て
ふ
た
ん
と
い
ふ
」
と
あ
り
。
こ
の
菩
提
心
と
云
は
金
剛
の
信

心
の
こ
と
な
り
。『
六
十
華
厳
』
五
十
九
（
二
十
八
左
）
に
「
例
如
金
剛
於
百
千
劫
処
於
水
中
而
不

壊
亦
無
変
異
菩
提
之
心
亦
復
如

是
」
と
あ
り
。
自
力
の
菩
提
心
で
さ
へ
も
、
ま
こ
と
の
菩
提
心
は
金
剛
の
如
く
か
は
ら
ぬ
な
り
。
一
た
び
菩
提
心
を
起
し
て
も
、
其
心

が
或
は
か
は
り
、
或
は
な
く
な
る
な
ら
ば
菩
提
心
で
は
な
し
。
況
ん
や
今
は
他
力
横
超
の
菩
提
心
ゆ
へ
に
、
か
は
る
の
な
く
な
る
の
と

云
こ
と
は
な
き
ゆ
へ
に
、「
心
不
断
に
て
」
と
あ
る
こ
と
に
て
、
菩
提
心
の
た
え
ぬ
に
よ
り
て
「
心
不
断
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

仏
光
測
量
な
き
ゆ
へ
に

難
思
光
仏
と
な
づ
け
た
り

諸
仏
は
往
生
嘆
じ
つ
つ

弥
陀
の
功
徳
を
称
せ
し
む
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十
に
難
思
光
。
こ
の
難
思
光
と
申
す
は
弥
陀
の
光
明
の
御
徳
を
心
に
思
ふ
て
も
、
思
ひ
計
ら
れ
ぬ
と
申
す
徳
な
り
。
夫
ゆ
へ
に
第
一
句

に
「
仏
光
測
量
な
き
ゆ
へ
に
」
と
の
玉
ふ
。「
測
量
」
は
二
字
と
も
に
は
か
る
と
申
す
文
字
で
弥
陀
の
御
徳
を
心
に
思
ひ
計
り
て
み
て

も
計
ら
れ
ぬ
こ
と
を
測
量
な
し
と
の
玉
ふ
な
り
。
御
草
稿
の
御
左
訓
に
「
し
き
は
は
か
ら
い
の
き
わ
な
き
を
い
ふ

り
や
う
は
か
す
を

し
る
を
い
ふ
な
り
」
と
。
こ
れ
は
測
の
字
と
量
の
字
と
同
じ
は
か
る
と
云
文
字
な
れ
ど
も
、
分
く
れ
は
義
が
違
ふ
と
云
事
を
御
示
し
な

さ
る
る
な
り
。「
測
」
の
字
は
『
玉
編
』
に
「
度
也
広
深
也
」。
爾
れ
ば
、
き
は
ほ
と
り
の
な
ひ
ふ
か
ひ
こ
と
を
は
か
り
て
み
る
が
、

「
測
」
の
字
の
こ
こ
ろ
な
り
。
夫
故
左
訓
に
は
「
は
か
ら
い
の
き
わ
な
き
を
い
ふ
」
と
あ
り
。

「
量
」
の
字
は
『
説
文
』
に
「
称
軽
重
也
廣
匀
に
度
多
少
也
」
と
あ
り
。
爾
れ
ば
何
十
貫
目
あ
る
と
云
重
ひ
軽
ひ
を
は
か
り
、
何
百
何

十
あ
る
と
多
少
を
は
か
る
が
「
量
」
の
字
の
こ
こ
ろ
な
る
ゆ
へ
に
、
か
ず
を
し
る
を
い
ふ
と
釈
し
玉
へ
り
。
こ
れ
は
「
測
量
」
の
二
字

を
分
て
字
義
を
出
し
玉
ふ
は
か
り
な
り
。
文
の
意
は
、
弥
陀
の
光
明
は
ど
う
も
心
に
思
ひ
は
か
り
て
も
は
か
ら
れ
ぬ
と
云
こ
と
に
て
、

「
仏
光
測
量
な
き
ゆ
へ
に
」
と
の
玉
ふ
な
り
。「
難
思
」
と
は
文
字
の
通
り
に
て
心
に
思
ふ
て
も
思
ひ
が
た
く
思
ひ
は
か
ら
れ
ぬ
こ
と

な
り
。『
述
文
讃
』
中
（
四
十
四
右
）
に
「
非
諸
二
乗
等
所
測
度
故
難
思
也
」
と
あ
り
。
こ
の
二
乗
と
申
さ
れ
た
は
、
仏
を
除
ひ
て
聲

聞
・
菩
薩
の
二
乗
な
り
。
常
に
声
聞
・
縁
覚
の
こ
と
を
二
乗
と
云
へ
ど
も
、
今
は
『
大
経
』「
二
乗
非
所
測
唯
仏
獨
明
了
」
の
文
の
意

を
以
て
釈
せ
ら
る
る
に
て
、「
唯
仏
獨
明
了
」
と
あ
れ
ば
、
仏
と
仏
と
は
御
存
じ
で
あ
ら
ふ
が
、
仏
を
除
て
其
外
で
は
普
賢
・
文
殊
の

菩
薩
で
も
、
舎
利
弗
・
目
連
の
声
聞
の
智

で
も
、
お
も
ひ
は
か
ら
れ
ぬ
と
云
こ
と
を
、
す
な
は
ち
『
本

』
の
文
に
「
其
光
除
仏
莫

能
測
」
と
あ
る
が
其
意
な
り
。

「
諸
仏
は
往
生
」
等
。
こ
れ
は
『
本

』
の
文
に
「
諸
仏
歎
往
生
称
其
功
徳
」
と
あ
り
。『
大
経
』
の
文
で
は
「
随
意
所
願
得
生
其

國
為
諸
菩
薩
声
聞
大
衆
所
共
歎
誉
称
其
功
徳
」
と
あ
り
。
こ
れ
に
よ
り
玉
ふ
な
り
。「
往
生
嘆
じ
つ
つ
」
の
往
生
の
言
は
、
上
の
『
和

讃
』
の
「
心
不
断
に
て
往
生
す
る
」
と
あ
る
往
生
の
言
を
う
け
玉
ふ
な
り
。
十
方
衆
生
が
聞
光
力
の
ゆ
へ
に
心
不
断
に
て
浄
土
へ
往
生
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す
る
。
其
往
生
す
る
事
を
諸
仏
の
讃
歎
な
さ
る
る
な
り
。
こ
こ
が
難
思
光
の
光
徳
を
御
述
な
さ
る
る
所
で
、
諸
仏
通
途
の
利
益
で
は
往

生
の
な
ら
ぬ
衆
生
な
る
に
、
弥
陀
の
利
益
で
往
生
す
る
と
云
は
、
ど
う
云
わ
け
で
往
生
す
る
や
ら
仏
を
除
ひ
て
外
の
者
は
、
心
に
思
ふ

て
も
思
ひ
し
る
事
の
な
ら
ぬ
不
思
議
の
光
明
の
利
益
な
り
。
夫
ゆ
へ
に
今
十
方
諸
仏
が
声
を
そ
ろ
へ
て
讃
嘆
な
さ
る
る
と
云
事
を
「
諸

仏
は
往
生
嘆
じ
つ
つ

弥
陀
の
功
徳
を
称
せ
し
む
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

「
称
せ
し
む
」
と
は
漢
文
で
「
令
称
」
と
あ
れ
ば
、
十
方
諸
仏
が
外
の
者
へ
称
揚
せ
し
め
玉
ふ
こ
と
に
な
る
。
今
は
和
文
ゆ
へ
に
十
方

の
諸
仏
方
の
自
分
に
弥
陀
の
功
徳
を
ほ
め
さ
せ
ら
る
る
事
を
「
称
せ
し
む
」
と
の
玉
ふ
事
な
り
。
こ
れ
は
先
輩
仏
乗
房
の
弁
に
い
へ
る

事
あ
り
。
世
俗
通
用
の
書
簡
に
「
一
筆
令
啓
上
」
と
か
け
ど
も
、
人
に
啓
上
せ
し
む
る
こ
と
で
は
な
ひ
。
自
分
に
啓
上
い
た
す
と
云
事

な
り
。
爾
れ
ば
今
も
「
弥
陀
の
功
徳
を
称
せ
し
む
」
と
あ
る
は
、
十
方
諸
仏
方
が
弥
陀
の
功
徳
を
称
揚
と
ほ
め
玉
ふ
な
り
。
と
き
に

『
大
経
』
の
文
で
み
れ
ば
、
浄
土
へ
往
生
す
る
往
生
人
の
功
徳
を
ほ
め
さ
せ
ら
る
る
事
な
り
。
今
こ
こ
は
弥
陀
の
功
徳
を
ほ
め
る
こ
と

に
な
さ
れ
た
は
如
何
ぞ
と
云
に
、
こ
れ
は
吾
其
『
讃
弥
陀

』
の
文
の
意
を
探
り
て
仰
せ
ら
る
る
な
り
。
自
体
が
拠
の
経
文
に
は
、
菩

薩
・
声
聞
・
大
衆
、
衆
生
を
嘆
ず
る
と
説
て
あ
る
。
夫
を
『
讃
弥
陀

』
で
は
次
の
経
文
を
と
り
来
り
て
「
十
方
諸
仏
歎
往
生
」
と
あ

り
て
、
十
方
諸
仏
の
衆
生
の
往
生
を
讃
嘆
な
さ
る
る
事
に
も
し
玉
へ
り
。
諸
仏
の
讃
嘆
と
す
る
と
き
は
諸
仏
方
は
、
い
つ
で
も
弥
陀
の

第
十
七
願
に
こ
た
へ
て
、
つ
ね
に
弥
陀
を
讃
嘆
な
さ
る
る
故
に
、
極
楽
へ
往
生
す
る
。
往
生
人
を
讃
嘆
な
さ
る
る
が
、
即
ち
往
生
人
を

ほ
め
る
で
は
な
ひ
。
往
生
す
ま
じ
き
も
の
を
往
生
せ
し
め
玉
ふ
弥
陀
の
功
徳
を
ほ
め
玉
ふ
な
り
。
爾
れ
ば
鸞
師
、
経
文
に
「
菩
薩
・
声

聞
・
大
衆
」
と
あ
る
を
諸
仏
の
讃
嘆
と
な
さ
る
る
思
召
を
さ
ぐ
り
て
み
れ
ば
、
弥
陀
の
功
徳
を
ほ
め
さ
せ
ら
る
る
事
に
な
さ
る
る
な
り
。

ゆ
へ
に
、
吾
祖
は
其
鸞
師
の
意
を
探
り
え
さ
せ
ら
れ
て
、
弥
陀
の
功
徳
を
称
せ
し
む
と
の
玉
ふ
。
こ
れ
で
な
け
れ
ば
難
思
光
仏
を
讃
嘆

な
さ
る
る

文
に
は
な
ら
ぬ
な
り
。
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神
光
の
離
相
を
と
か
ざ
れ
ば

無
称
光
仏
と
な
づ
け
た
り

因
光
成
仏
の
ひ
か
り
を
ば

諸
仏
の
嘆
す
る
と
こ
ろ
な
り

十
一
に
無
称
光
。
無
称
光
と
申
す
は
、
弥
陀
の
光
明
の
徳
は
口
に
と
き
て
も
説
か
れ
ぬ
と
申
す
御
徳
な
り
。
夫
故
に
「
神
光
の
離
相
を

と
か
ざ
れ
ば
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
即
ち
こ
の
一
句
が
無
称
光
の
義
を
御
述
な
さ
る
る
な
り
。「
神
」
と
は
不
測
に
な
づ
く
と
釈
し
て
、

測
ら
れ
ぬ
事
を
神
と
云
な
り
。
す
な
は
ち
『
大
経
』
の
文
に
「
無
量
寿
仏
威
神
光
明
」
と
あ
る
。
其
威
神
光
明
を
略
し
て
「
神
光
」
と

の
玉
ふ
な
り
。「
離
相
」
は
相
た
を
離
る
る
と
云
こ
と
に
て
、
弥
陀
の
光
明
は
即
弥
陀
の
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
の
御
か
た
ち
な
る
ゆ
へ

に
、
有
為
生
滅
の
相
た
を
離
れ
て
ま
し
ま
す
。
ゆ
へ
に
「
離
相
」
と
云
な
り
。『
大
乗
義
章
』
十
八
（
四
左
）
に
、「
如
経
中
説
離
於
十

相
名
為
涅
槃
」
と
。『
経
』
と
云
は
『
涅
槃
経
』
に
て
涅
槃
の
離
相
を
明
す
経
文
な
り
。
涅
槃
の
離
相
と
云
は
、
仏
の
無
上
涅
槃
は

色
・
声
・
香
・
味
・
触
の
五
つ
の
相
た
と
、
生
・
住
・
滅
の
三
つ
の
相
と
、
男
・
女
の
相
と
こ
の
十
種
を
離
れ
て
在
す
が
仏
の
無
上
涅

槃
な
り
。
今
此
に
「
神
光
の
離
相
」
と
の
玉
ふ
こ
れ
な
り
。「
と
か
ざ
れ
ば
」
と
は
、
光
明
が
直
に
弥
陀
の
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
の
形

ち
な
れ
ば
、
つ
ね
に
色
・
声
・
香
・
味
・
触
の
す
が
た
が
、
生
じ
た
り
滅
し
た
り
の
有
為
生
滅
の
す
が
た
を
は
な
れ
て
在
す
故
に
、
説

く
に
説
か
れ
ぬ
な
り
。
今
家
の
左
訓
に
「
む
げ
く
わ
う
ぶ
ち
の
お
ん
か
た
ち
を
い
ひ
ひ
ら
く
こ
と
な
し
と
な
り
」
と
あ
り
、
こ
れ
光
明

が
直
に
無
碍
光
仏
の
御
形
ち
な
れ
ば
、
真
報
身
の
さ
と
り
の
か
た
ち
ゆ
へ
に
、
と
く
に
と
か
れ
ぬ
故
に
「
無
称
光
」
の
義
ぢ
や
と
の
玉

ふ
御
釈
な
り
。
か
や
う
な
所
を
末
学
の
内
に
も
取
違
る
者
が
あ
り
て
、
真
実
報
土
の
弥
陀
如
来
は
、
色
も
形
ち
も
な
き
周
偏
法
界
の
浄

土
に
て
西
方
浄
土
に
あ
り
と
説
く
は
、
釈

の
方
便
説
に
て
弥
陀
は
法
界
に
遍
満
し
て
、
色
も
形
ち
も
な
き
が
真
実
報
土
の
弥
陀
な
り

と
云
へ
り
。
こ
れ
ら
が
聖
教
の
所
判
に
な
き
こ
と
を
申
す
な
り
。
先
達
て
申
す
如
く
、
弥
陀
如
来
は
法
性
で
は
な
し
。
吾
祖
「
真
仏
土

巻
」
の
御
定
判
に
、
光
明
無
量
寿
命
無
量
の
本
願
成
就
真
報
身
な
り
と
御
定
め
な
さ
る
る
な
り
。
報
身
な
れ
ば
形
ち
は
な
ひ
と
は
申
さ
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れ
ぬ
な
り
。『
大
乗
義
章
』
十
八
（
左
六
）
報
身
の
色
相
を
明
し
て
離
身
な
れ
ば
、
三
十
二
相
八
十
種
好
を
具
す
る
報
身
は
、
其
三
十

二
相
は
八
十
隋
形
好
の
一
々
の
相
好
に
各
々
無
量
塵
数
の
相
好
が
あ
り
。
さ
り
な
が
ら
、
一
々
の
相
好
に
分
量
な
き
ゆ
へ
に
、
つ
ね
の

も
の
は
み
る
こ
と
あ
た
は
ず
と
い
へ
り
。
爾
れ
ば
真
実
報
土
の
弥
陀
如
来
は
無
量
の
相
好
無
量
の
荘
厳
を
具
へ
玉
ふ
と
も
、
一
々
の
荘

厳
に
分
量
な
き
な
り
。
応
身
の
仏
の
相
好
と
は
ち
が
ふ
て
、
無
分
斉
無
分
量
の
相
好
は
、
説
く
に
と
か
れ
ぬ
と
云
事
に
て
、
御
左
訓
に

「
む
げ
く
わ
う
ぶ
ち
の
お
ん
か
た
ち
を
い
ひ
ひ
ら
く
こ
と
な
し
と
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
る
る
な
り
。

「
無
称
光
仏
と
な
づ
け
た
り
」。「
称
」
の
字
は
言
に
て
と
き
の
べ
る
事
な
り
。
今
は
言
ば
に
と
き
の
べ
ら
れ
ぬ
光
明
ぢ
ゃ
と
云
事
に

て
、「
無
称
光
仏
」
と
名
く
る
な
り
。
夫
ゆ
へ
に
高
田
の
左
訓
に
、「
す
べ
て
こ
と
ば
お
よ
ば
ぬ
に
よ
り
て
む
し
よ
う
く
わ
う
ぶ
ち
と
ま

ふ
す
な
り
」

「
因
光
成
仏
の
ひ
か
り
を
ば
諸
仏
の
嘆
ず
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
は
、
こ
れ
に
古
来
二
義
あ
り
。
一
義
に
は
、
衆
生
が
弥
陀
の
光
明
の

利
益
に
因
て
、
浄
土
へ
往
生
し
て
弥
陀
と
か
は
ら
ず
ほ
と
け
に
な
る
こ
と
を
「
因
光
成
仏
」
と
云
な
り
。
こ
の
と
き
は
因
の
字
は
因
由

の
義
で
た
だ
よ
る
と
云
事
な
り
。
又
一
義
に
は
、
弥
陀
の
成
仏
の
事
。
弥
陀
の
因
位
に
於
て
光
明
無
量
の
本
願
を
誓
ひ
玉
ふ
。
其
本
願

に
よ
り
て
、
今
阿
弥
陀
如
来
と
云
仏
に
な
り
玉
ふ
こ
と
を
「
因
光
成
仏
」
と
云
。
こ
の
と
き
は
、
こ
の
因
の
字
が
果
に
対
す
る
因
の
字

で
、
た
ね
と
云
事
な
り
。
又
「
光
」
の
字
は
光
門
無
量
を
御
誓
ひ
な
さ
れ
る
事
な
り
。
阿
弥
陀
如
来
は
光
明
無
量
の
誓
願
を
因
と
し
て

成
就
な
さ
れ
た
ゆ
へ
に
、「
因
光
成
仏
」
と
云
な
り
。
こ
れ
も
ひ
か
り
に
よ
り
て
成
仏
す
る
と
云
事
は
同
じ
こ
と
な
れ
ど
も
、
義
の
と

り
方
が
か
は
る
な
り
。
こ
の
二
義
の
中
、
祖
師
の
御
左
訓
は
後
の
義
な
り
。
す
な
は
ち
今
の
御
左
訓
に
「
ひ
か
り
き
は
な
か
ら
ん
と
ち

か
ひ
た
ま
ひ
て
む
げ
く
わ
う
ぶ
ち
と
な
り
て
お
は
し
ま
す
と
し
る
べ
し
」
と
あ
り
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
因
位
に
光
明
無
量
と
誓
ひ
玉
ひ

て
、
今
無
量
光
仏
と
云
仏
に
な
り
玉
ふ
と
な
り
。
爾
れ
ば
「
因
光
成
仏
の
ひ
か
り
」
と
云
は
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
な
り
。
阿
弥
陀
仏
の

光
明
を
ば
十
方
諸
仏
の
讃
嘆
な
さ
る
ゆ
へ
に
「
諸
仏
の
嘆
ず
る
所
な
り
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
と
き
に
阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
諸
仏
方
、
讃
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嘆
な
さ
る
る
は
い
か
や
う
に
讃
嘆
な
さ
る
る
ぞ
と
云
へ
ば
、
昼
夜
一
刧
尚
未
能
尽
な
に
ほ
ど
説
て
も
説
き
尽
さ
れ
ぬ
と
の
玉
ふ
が
、
諸

仏
讃
嘆
の
至
極
な
り
。
こ
こ
が
説
く
に
説
か
れ
ぬ
無
称
光
の
す
が
た
な
り
。
十
方
諸
仏
も
釈

如
来
の
如
く
に
弥
陀
の
光
明
を
讃
嘆
し

玉
へ
ど
も
、
ほ
め
つ
く
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
が
無
称
光
な
る
ゆ
へ
に
、
無
称
光
の
下
へ
諸
仏
の
讃
嘆
を
出
し
玉
ふ
な
り
。
と
き
に
、
こ
の

「
因
光
成
仏
」
と
云
こ
と
を
、
根
本
の
『
大
経
』
で
み
れ
ば
、「
至
其
然
後
得
仏
道
時
普
為
十
方
諸
仏
菩
薩
歎
其
光
明
亦
如
今
也
」
と

あ
り
て
、
衆
生
が
弥
陀
の
光
明
の
利
益
に
よ
つ
て
浄
土
へ
往
生
し
て
弥
陀
と
同
じ
仏
と
な
り
、
弥
陀
と
か
は
ら
ぬ
光
明
を
そ
な
へ
た
る

時
に
、
十
方
の
諸
仏
方
が
今
日
弥
陀
の
光
明
を
讃
嘆
な
さ
る
る
如
く
、
其
往
生
し
た
も
の
、
成
仏
し
た
と
き
の
光
明
を
讃
嘆
な
さ
る
る

な
り
。
こ
の
経
文
で
み
れ
ば
、
初
の
義
が
経
文
に
よ
く
叶
ふ
な
り
。
御
左
訓
は
経
文
と
そ
む
く
の
は
如
何
と
云
に
、
吾
祖
『
本

』
の

意
を
と
り
て
御
述
な
さ
る
る
な
り
。『
本

』
の
文
に
「
因
成
仏
光
赫
然
」
と
あ
り
、
こ
の
「
光
赫
然
」
と
あ
る
御
言
は
、『
大
経
』
の

次
上
の
文
に
「
無
量
寿
仏
光
明
顕
赫
」
と
あ
る
文
に
よ
り
玉
へ
り
。

と
き
に
阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
諸
仏
方
の
讃
嘆
な
さ
る
る
は
、
い
か
や
う
に
讃
嘆
な
さ
る
る
ぞ
と
云
へ
ば
、
昼
夜
一
刧
尚
未
能
尽
、
な

に
ほ
ど
説
て
も
説
尽
さ
れ
ぬ
と
の
玉
ふ
が
、
諸
仏
讃
嘆
の
至
極
な
り
。
こ
こ
が
、
説
く
に
説
か
れ
ぬ
「
無
称
光
」
の
す
が
た
な
り
。
十

方
諸
仏
も
釈

如
来
の
如
く
に
弥
陀
の
光
明
を
讃
嘆
し
玉
へ
ど
も
、
ほ
め
つ
く
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
が
「
無
称
光
」
な
る
ゆ
へ
に
、「
無
称

光
」
の
下
へ
諸
仏
の
讃
嘆
を
出
し
玉
ふ
な
り
。
と
き
に
、
こ
の
「
因
光
成
仏
」
と
云
こ
と
を
、
根
本
の
『
大
経
』
で
み
れ
ば
、「
至
其

然
後
得
仏
道
時
普
為
十
方
諸
仏
菩
薩
歎
其
光
明
亦
如
今
也
」
と
あ
り
て
、
衆
生
が
弥
陀
の
光
明
の
利
益
に
よ
て
浄
土
へ
往
生
し
て
、
弥

陀
と
同
じ
仏
と
な
り
、
弥
陀
と
か
は
ら
ぬ
光
明
を
そ
な
へ
た
る
時
に
、
十
方
の
諸
仏
方
が
今
日
弥
陀
の
光
明
を
讃
嘆
な
さ
る
る
如
く
、

其
往
生
し
た
も
の
、
成
仏
し
た
と
き
の
光
明
を
讃
嘆
な
さ
る
る
な
り
。
こ
の
『
経
文
』
で
み
れ
ば
、
初
の
義
が
経
文
に
よ
く
叶
ふ
な
り
。

御
左
訓
は
経
文
と
そ
む
く
の
は
如
何
と
云
に
、
吾
祖
は
『
本

』
の
意
を
と
り
て
御
述
な
さ
る
る
な
り
。『
本

』
の
文
に
「
因
光
成

仏
光
赫
然
」
と
あ
り
、
こ
の
「
光
赫
然
」
と
あ
る
御
言
は
、『
大
経
』
の
次
上
の
文
に
「
無
量
寿
仏
光
明
顕
赫
」
と
あ
る
文
に
よ
り
玉
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へ
り
。
爾
れ
ば
鸞
師
の
御
意
は
弥
陀
の
因
光
成
仏
に
て
、
弥
陀
の
光
明
の
事
に
な
さ
る
る
な
り
。
こ
れ
が
鸞
師
の
『
経
文
』
の
意
を
得

て
浄
土
へ
往
生
し
た
往
生
人
の
成
仏
の
ひ
か
り
を
ば
、
弥
陀
の
光
り
の
こ
と
に
な
さ
る
る
な
り
。
夫
で
な
け
れ
ば
、「
無
称
光
仏
」
を

讃
嘆
す
る

文
に
は
な
ら
ぬ
。
夫
は
如
何
と
云
に
、
往
生
人
の
成
仏
し
た
る
と
き
の
光
明
を
讃
嘆
す
る
な
れ
ば
、
弥
陀
の
「
無
称
光
」

を
讃
嘆
に
は
な
ら
ぬ
。
夫
ゆ
へ
鸞
師
の
御
意
は
、
経
の
意
を
得
て
、
弥
陀
の
光
明
を
諸
仏
が
讃
嘆
な
さ
る
る
こ
と
に
し
て
「
無
量
寿
仏

光
明
顕
赫
」
の
経
文
を
一
緒
に
な
さ
れ
し
な
り
。
吾
祖
は
其
鸞
師
の
意
ろ
を
探
て
、
弥
陀
の
光
明
の
事
に
な
さ
れ
て
「
因
光
成
仏
の
光

り
を
ば

諸
仏
の
嘆
ず
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
の
玉
ふ
。

第
十
六
会

光
明
月
日
に
勝
過
し
て

超
日
月
光
と
な
づ
け
た
り

釈

嘆
じ
て
な
を
つ
き
ず

無
等
等
を
帰
命
せ
よ

十
二
に
超
日
月
光
。
こ
れ
は
、
弥
陀
の
光
明
の
世
間
の
日
月
の
光
り
に
こ
へ
す
ぐ
れ
さ
せ
ら
れ
た
る
徳
を
讃
嘆
し
玉
ふ
な
り
。「
光
明

月
日
に
勝
過
し
て
」
と
は
、「
勝
過
」
と
云
は
、「
勝
」
は
す
ぐ
る
る
、「
過
」
は
超
過
の
義
で
、
こ
え
す
ぎ
た
る
事
に
て
、
此
「
勝
過
」

の
二
字
を
以
て
、「
超
日
月
光
」
の
「
超
」
の
字
を
御
釈
な
さ
る
る
な
り
。
と
き
に
弥
陀
の
光
明
の
日
月
の
光
り
に
こ
え
す
ぐ
れ
さ
せ

ら
れ
た
相
た
は
、「
真
仏
土
巻
」
御
引
用
の
『
述
文
讃
』
中
（
四
十
四
右
）
に
「
日
夜
恒
照
不
同
娑
婆
二
耀
之
輝
故
超
日
月
」
と
。
こ

の
意
は
娑
婆
世
界
の
日
月
の
ひ
か
り
は
、
月
は
夜
を
照
せ
ど
も
昼
を
照
さ
ず
、
日
は
昼
を
照
せ
ど
も
夜
を
照
さ
ず
、
弥
陀
の
光
明
は
昼

夜
と
も
に
つ
ね
に
照
し
玉
ふ
故
に
、
日
月
の
光
り
に
こ
え
す
ぐ
れ
玉
ふ
な
り
、
と
な
り
。
一
行
阿

梨
の
『
大
日
経
義
釈
』
一
（
初
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右
）
に
、「
世
間
日
則
有
方
分
若
照
其
外
不
能
及
内
明
在
一
邊
又
唯
在
昼
光
不

夜
如
来
智

日
光
則
不
如
是
等
」
と
。
是
三
義
あ
り
。

一
に
は
、
世
間
の
日
輪
は
外
を
照
せ
ど
も
、
内
は
照
さ
ず
。
こ
れ
は
家
の
内
ま
で
は
照
さ
ぬ
な
り
。
如
来
の
智

の
光
り
は
内
と
も
に

照
し
玉
ふ
な
り
。
二
に
は
、
世
間
の
日
輪
は
一
邊
は
照
せ
ど
も
二
邊
は
照
さ
ぬ
な
り
。
こ
れ
は
、
東
の
方
を
照
す
と
き
は
西
は
か
げ
に

な
り
、
西
の
方
を
照
す
と
き
は
、
東
の
方
は
か
げ
に
な
る
故
に
、
二
邊
は
照
さ
ぬ
な
り
。
如
来
の
智

の
光
り
は
、
二
邊
と
も
に
照
し

玉
ふ
な
り
。
三
に
は
、
世
間
の
日
輪
は
、
昼
は
て
ら
せ
ど
も
夜
は
照
さ
ず
。
如
来
の
智

の
光
は
昼
夜
と
も
に
照
し
玉
ふ
ゆ
へ
に
、

「
大
」
字
を
加
へ
て
大
日
と
云
と
釈
せ
り
。
今
『
述
文
讃
』
の
釈
は
、
こ
の
義
第
三
の
釈
に
同
じ
き
な
り
。
又
存
覺
上
人
の
『
顕
名

鈔
』
に
は
こ
の
外
に
一
義
を
設
け
て
御
釈
あ
り
。
と
き
に
実
を
剋
し
て
論
ず
る
と
き
は
、
弥
陀
の
光
明
を
「
超
日
月
光
」
と
名
く
る
は
、

世
間
の
日
月
に
三
義
す
ぐ
れ
た
事
が
あ
る
に
よ
り
て
「
超
日
月
光
」
と
名
く
。
五
義
す
ぐ
れ
た
に
よ
っ
て
「
超
日
月
光
」
と
な
づ
く
る

と
申
す
こ
と
で
は
な
し
。
た
だ
弥
陀
の
光
明
は
世
間
の
日
月
に
百
千
万
倍
こ
へ
勝
れ
た
る
故
に
、「
超
日
月
光
」
と
名
け
玉
の
な
り
。

こ
れ
は
経
説
に
あ
る
こ
と
に
て
、『
大
阿
弥
陀
経
』
上
（
十
三
左
）「
阿
弥
陀
仏
光
明
殊
妙
勝
日
月
之
明
百
千
万
億
倍
」
と
。
爾
れ
ば
、

た
だ
百
千
万
倍
す
ぐ
れ
さ
せ
ら
れ
た
と
云
事
に
て
「
超
日
月
」
と
云
な
り
。
と
き
に
、
弥
陀
の
光
明
は
「
諸
仏
光
明
所
不
能
」
と
説
て
、

あ
ら
ゆ
る
諸
仏
の
光
明
に
こ
え
す
ぐ
れ
た
る
御
光
り
な
り
。
爾
れ
ば
わ
づ
か
娑
婆
世
界
の
日
月
の
光
り
に
こ
え
す
ぐ
れ
た
位
で
は
な
ひ
。

何
故
に
十
二
光
の
中
に
「
超
日
月
光
」
の
徳
を
、
一
立
て
玉
ふ
や
と
云
に
、
こ
れ
は
娑
婆
の
衆
生
へ
対
し
て
、
弥
陀
の
光
明
を
勝
れ
た

す
が
た
を
ば
手
近
く
説
く
に
は
日
月
に
こ
え
す
ぐ
れ
た
る
光
明
ぢ
ゃ
と
説
よ
り
外
の
こ
と
は
な
き
な
り
。『
論

』
上
巻
に
「
勝
過
三

界
抑
是
近
言
な
り
」
と
あ
り
。
こ
れ
は
弥
陀
の
浄
土
は
諸
仏
の
浄
土
に
こ
え
す
ぐ
れ
た
る
浄
土
な
れ
ど
も
、
夫
を
ば
娑
婆
世
界
の
衆
生

に
手
近
く
云
て
聞
か
せ
る
と
き
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
勝
れ
た
浄
土
ぢ
ゃ
と
云
て
き
か
せ
る
よ
り
外
は
な
き
故
に
、『
浄
土
論
』
に

「
勝
過
三
界
道
」
と
説
せ
ら
れ
た
り
。
夫
ゆ
へ
「
勝
過
三
界
は
そ
も
そ
も
近
言
な
り
」
と
の
玉
ふ
な
り
。「
近
言
」
と
云
は
、
遠
ひ
こ

と
を
手
近
か
に
云
て
き
か
せ
る
こ
と
。
今
「
超
日
月
光
」
と
云
も
其
如
く
弥
陀
の
光
明
は
諸
仏
に
勝
る
る
の
菩
薩
に
勝
る
る
の
と
云
て

11

『浄土和讃講義』の翻刻（二）



は
、
凡
夫
は
仏
菩
薩
の
こ
と
は
存
ぜ
ぬ
ゆ
へ
に
、
仏
菩
薩
の
光
明
に
勝
る
る
と
あ
り
て
、
何
ほ
ど
勝
れ
た
や
ら
合
点
せ
ぬ
な
り
。
故
に

娑
婆
界
の
今
日
の
凡
夫
の
よ
く
知
て
お
る
日
月
を
出
し
て
、
弥
陀
の
光
明
は
こ
の
日
月
の
光
り
に
百
千
万
倍
こ
へ
す
ぐ
れ
た
る
光
明
な

り
と
、
娑
婆
の
衆
生
に
手
近
く
説
き
か
せ
玉
ふ
が
、「
超
日
月
光
」
の
徳
な
り
。
こ
れ
が
も
と
弥
陀
の
因
位
の
御
本
願
の
と
き
か
ら
光

明
の
勝
れ
た
す
が
た
を
ば
、
娑
婆
の
凡
夫
に
手
近
く
知
ら
せ
ん
と
て
、「
超
日
月
光
」
と
御
誓
ひ
な
さ
れ
た
ゆ
へ
、『
大
阿
弥
陀
経
』
上

（
十
一
右
）
に
第
二
十
四
の
願
に
「
我
仏
に
な
り
た
な
ら
ば
、
我
光
明
日
月
の
光
り
に
す
ぐ
る
る
こ
と
百
千
億
万
倍
な
ら
（
ん
）」
と
。

こ
れ
凡
夫
に
手
近
く
弥
陀
の
光
明
の
す
が
た
を
し
ら
せ
ん
と
て
、
弥
陀
の
因
位
の
本
願
か
ら
御
成
就
の
「
超
日
月
光
」
な
り
。
今
十
二

光
を
列
る
も
、
こ
の
「
超
日
月
光
」
の
最
も
終
に
あ
る
は
、
十
二
光
の
最
初
か
ら
段
々
弥
陀
の
光
明
の
御
徳
を
述
さ
せ
ら
れ
た
こ
の
次

上
の
「
難
思
光
」・「
無
称
光
」
の
所
で
心
に
お
も
ふ
て
も
計
ら
れ
ぬ
、
口
に
云
て
も
い
ひ
計
ら
れ
ぬ
光
明
ぢ
ゃ
と
讃
嘆
な
さ
る
る
所
で

弥
陀
の
光
明
の
徳
を
ほ
め
お
わ
り
て
、
心
も
言
も
た
へ
は
て
た
る
御
徳
ぢ
ゃ
と
あ
ら
は
し
玉
へ
り
。
夫
な
ら
ば
弥
陀
の
光
明
は
と
ん
と

思
ふ
こ
と
も
な
ら
ぬ
光
明
か
と
云
へ
ば
左
や
う
で
は
な
ひ
。
愚
か
な
凡
夫
で
も
常
に
み
て
お
る
日
月
の
光
り
に
百
千
万
倍
こ
え
勝
れ
た

る
光
明
な
り
と
し
ら
せ
る
為
に
、
十
二
光
の
終
り
に
「
超
日
月
光
」
を
を
か
せ
ら
る
る
な
り
。

「
釈

嘆
じ
て
な
を
つ
き
ず
」
と
は
、
こ
の
拠
は
『
大
経
』
に
「
我
説
無
量
寿
仏
光
明
威
神
巍
々
殊
妙
昼
夜
一
劫
尚
未
能
尽
」
と
あ

り
。
釈

如
来
の
四
弁
八
音
を
以
て
、
昼
夜
一
劫
が
間
だ
弥
陀
の
御
徳
を
讃
嘆
し
玉
ふ
て
も
、
讃
嘆
し
尽
さ
れ
ぬ
と
仏
自
ら
御
述
な
さ

る
る
な
り
。
今
こ
の
経
文
に
よ
っ
て
「
釈

嘆
じ
て
な
を
つ
き
ず
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
と
き
に
こ
の
経
文
の
こ
こ
ろ
を
こ
こ
へ
出
し
玉

ふ
は
、
ど
う
云
譯
け
ぞ
と
云
に
、『
大
経
』
で
も
こ
の
経
文
が
弥
陀
の
光
明
を
讃
嘆
な
さ
る
る
結
讃
の
文
な
り
。
今
、『
讃
弥
陀

』

に
『
和
讃
』
で
も
こ
こ
が
弥
陀
の
光
明
を
讃
嘆
し
玉
ふ
結
び
止
め
の
所
ゆ
へ
に
、
こ
の
経
文
を
挙
て
結
嘆
し
玉
ふ
。
上
来
段
々
と
十
二

光
を
以
て
弥
陀
の
光
明
を
讃
嘆
し
た
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
大
海
の
一
滴
を
述
る
と
云
も
の
に
て
、
釈

如
来
の
無
碍
弁
才
で
さ

へ
も
讃
嘆
し
尽
せ
ぬ
と
の
玉
ふ
か
ら
は
こ
れ
で
尽
る
事
で
は
な
ひ
と
結
び
と
め
さ
せ
ら
る
る
意
に
て
、「
釈

嘆
じ
て
な
を
つ
き
ず
」
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と
の
玉
ふ
な
り
。
爾
れ
ば
文
は
「
超
日
月
光
」
の
下
に
あ
れ
ど
も
、
意
は
総
じ
て
上
を
結
び
と
め
玉
ふ
御
言
な
り
。

「
無
等
等
」
と
は
、『
十
地
経
』
の
中
に
仏
を
「
無
等
等
」
と
名
け
て
あ
り
。
夫
を
、『
十
地
論
』
二
（
四
左
）
に
「
云
無
等
者
諸
仏

比
餘
衆
生
彼
非
等
故
等
者
此
彼
法
身
等
故
」
と
云
は
、
ひ
と
し
き
事
な
し
と
云
事
。
仏
け
は
一
切
衆
生
の
中
の
最
極
尊
な
る
ゆ
へ
に
、

一
切
衆
生
仏
に
ひ
と
し
き
も
の
は
一
人
も
な
ひ
と
云
事
、
又
下
の
「
等
」
の
字
は
、
諸
仏
の
さ
と
り
は
平
等
な
る
ゆ
へ
に
諸
仏
同
士
は

ひ
と
し
と
云
こ
と
に
て
、「
無
等
等
」
と
名
る
な
り
。
こ
の
『
十
地
論
』
の
釈
で
は
、「
無
等
等
」
と
云
は
「
無
等
」
の
「
等
」
と
云
こ

と
な
り
。
又
『
法
華
玄
義
』
の
『
釈
籤
』
二
之
一
「
無
等
等
」
と
云
は
、「
無
等
」
の
「
無
等
」
と
云
義
な
り
。
例
せ
ば
無
上
々
と
云

が
如
く
、
無
上
の
無
上
と
云
事
な
り
。
夫
か
ら
み
れ
ば
、
今
「
無
等
々
」
と
云
も
、「
無
等
」
の
「
無
等
」
と
云
事
に
て
も
あ
る
べ
き

な
り
。
此
義
は
、
ま
づ
仏
は
一
切
衆
生
の
最
極
尊
に
て
ひ
と
し
き
も
の
が
な
ひ
に
よ
て
、「
無
等
」
と
云
。
爾
れ
ば
、「
無
等
」
と
云
が

仏
け
の
こ
と
な
り
。
其
「
無
等
」
の
仏
け
に
ひ
と
し
き
も
の
は
外
に
な
ひ
と
云
事
に
て
、
復
「
無
等
」
と
云
言
を
加
へ
て
「
無
等
」
の

「
無
等
」
と
云
。
夫
を
略
し
て
「
無
等
々
」
と
云
と
釈
す
る
が
、『
釈
籤
』
の
こ
こ
ろ
な
り
。
と
き
に
御
草
稿
の
左
訓
に
「
ひ
と
し
く

ひ
と
し
き
人
な
し
」
と
あ
り
。
こ
の
御
釈
で
は
、「
無
等
々
」
と
云
が
等
々
な
し
と
云
事
に
て
、
た
だ
ひ
と
し
ひ
も
の
は
な
ひ
と
云
事

な
り
。
仏
に
ひ
と
し
き
も
の
は
す
べ
て
な
ひ
と
云
事
に
て
、「
無
等
々
」
と
云
。
こ
れ
は
、
常
に
か
は
り
た
る
義
ぢ
ゃ
。
と
き
に
『
大

論
』
四
十
二
に
、「
無
等
々
」
を
釈
す
る
に
二
釈
あ
り
。
後
の
釈
は
、『
十
地
論
』
の
釈
と
同
じ
こ
と
な
り
。
初
の
釈
で
は
、
一
切
世
間

の
中
に
於
て
外
に
ひ
と
し
き
も
の
な
き
ゆ
へ
に
、
無
比
と
云
。
無
比
は
す
な
は
ち
「
無
等
々
」
な
り
と
あ
り
。
こ
の
義
で
云
へ
ば
、

「
無
等
々
」
と
云
が
た
だ
ひ
と
し
き
こ
と
な
し
と
云
こ
と
。
今
の
御
左
訓
は
、
こ
の
『
大
論
』
の
義
に
同
じ
き
な
り
。
と
き
に
前
後
の

例
と
し
て
、
結
句
に
あ
げ
玉
ふ
仏
名
は
、
其
一
首
の
『
和
讃
』
に
讃
嘆
す
る
所
の
徳
を
取
て
直
に
仏
名
と
し
玉
ふ
が
例
な
り
。
爾
れ
ば
、

今
「
超
日
月
光
」
の
下
へ
「
無
等
々
」
と
云
仏
名
を
あ
げ
さ
せ
ら
れ
た
は
、
如
何
と
云
に
、『
大
経
』
の
讃
仏
の

文
に
「
光
顔
巍
々

威
神
無
極
如
是

明
無
與
等
者
」
と
あ
る
は
、
法
蔵
菩
薩
御
師
匠
の
世
自
在
王
如
来
の
光
明
を
讃
嘆
し
玉
ふ
御
言
に
て
、「
其
無
與
等
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者
」
と
云
は
、
即
ち
「
無
等
々
」
の
事
な
り
。
世
自
在
王
如
来
の
光
明
に
ひ
と
し
き
光
明
は
、
外
に
は
な
ひ
と
云
事
に
て
、「
如
是
焔

明
無
與
等
者
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
次
に
「
日
月
摩
尼
珠
光
焔
耀
皆
悉
隠
蔽
」
と
あ
る
は
、
外
に
ひ
と
し
き
も
の
の
な
き
光
明
な
る
ゆ
へ

に
、
日
月
等
の
光
明
は
こ
の
世
自
在
王
如
来
の
光
明
に
隠
蔽
せ
ら
れ
て
光
り
が
な
き
な
り
。
爾
れ
ば
こ
れ
が
即
ち
超
日
月
の
相
た
を
の

べ
玉
ふ
な
り
。
こ
の
「
讃
仏

」
の
文
か
ら
み
れ
ば
、
今
の
文
に
「
光
明
月
日
に
勝
過
し
て
、
超
日
月
光
と
名
づ
け
た
り
」
と
あ
る
は
、

弥
陀
の
光
明
は
日
月
に
す
ぐ
れ
玉
ふ
こ
と
百
千
万
倍
に
て
、
ひ
と
し
き
光
明
は
外
に
は
な
ひ
と
の
玉
ふ
な
り
。
是

文
の
「
無
與
等

者
」
を
初
の
二
句
で
明
し
終
た
ゆ
へ
に
、
其
弥
陀
の
光
明
は
外
に
等
も
の
は
な
ひ
と
云
徳
を
と
り
て
す
ぐ
に
、
弥
陀
の
仏
名
に
し
て

「
無
等
々
を
帰
命
せ
よ
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
爾
れ
ば
、
吾
祖
の
御
左
訓
此
経
文
の
意
な
る
べ
し
。

弥
陀
初
会
の
聖
衆
は

算
数
の
お
よ
ぶ
こ
と
ぞ
な
き

浄
土
を
ね
が
は
ん
ひ
と
は
み
な

広
大
会
を
帰
命
せ
よ

二
に
讃
衆
徳
三
。
初
に
讃
旧
住
衆
三
。
初
に
初
会
多
衆
。
上
来
の
十
三
首
は
弥
陀
の
仏
徳
を
讃
嘆
し
玉
ふ
。
已
下
は
極
楽
の
菩
薩
聖
衆

の
徳
を
讃
嘆
し
玉
ふ
ゆ
へ
に
、
二
に
衆
徳
を
讃
ず
る
と
科
す
。
其
中
三
段
と
分
れ
初
に
住
を
嘆
ず
る
中
、
弥
陀
初
会
の
聖
衆
の
多
き
を

明
な
り
。

「
弥
陀
初
会
の
聖
衆
」
と
は
、「
初
会
」
と
云
は
、「
会
」
は
集
会
の
義
で
、
阿
弥
陀
如
来
の
正
覚
御
成
就
な
さ
れ
て
始
て
御
説
法
の
会

坐
に
集
り
玉
ふ
。
菩
薩
衆
、
数
限
り
な
く
集
ら
せ
ら
れ
た
と
云
こ
と
で
、「
弥
陀
初
会
の
聖
衆
は

算
数
の
お
よ
ぶ
こ
と
ぞ
な
き
」
と

の
玉
ふ
な
り
。
夫
ゆ
へ
、
御
左
訓
に
「
み
だ
の
ぶ
ち
に
な
り
た
ま
ひ
し
と
き
、
あ
つ
ま
り
た
ま
ひ
し
し
や
う
じ
ゆ
の
お
ほ
き
こ
と
な

り
」
と
あ
り
。
と
き
に
、
こ
の
聖
衆
と
あ
る
に
付
て
『
法
苑
珠
林
』
十
三
（
四
左
）
に
、『
増
一
阿
含
』
等
の
経
説
に
よ
て
過
去
七
仏
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の
会
数
が
明
し
て
あ
り
。
維
衛
仏
は
、
三
会
の
説
法
に
て
入
滅
し
玉
ひ
、
随
葉
仏
は
、
二
会
の
説
法
で
入
滅
し
玉
ふ
等
、
一
仏
一
仏
の

説
法
の
会
数
を
明
せ
り
。
今
阿
弥
陀
如
来
の
説
法
の
会
坐
の
こ
と
は
、『
大
経
』
の
中
に
、
初
会
の
こ
と
が
説
て
あ
れ
ど
も
、
二
会
と

も
三
会
と
も
説
て
な
き
な
り
。
是
何
故
ぞ
と
云
に
、
過
去
七
仏
な
ど
は
、
応
身
仏
に
て
御
一
代
八
十
年
と
か
八
万
歳
と
か
か
ぎ
り
あ
る

ゆ
へ
に
、
説
法
の
会
坐
に
も
二
会
と
か
三
会
と
か
数
が
定
り
あ
る
こ
と
な
り
。
今
阿
弥
陀
如
来
は
報
身
仏
に
て
、
報
身
は
有
始
無
終
に

て
成
仏
の
始
め
あ
れ
ど
も
、
尽
未
来
際
入
滅
の
終
り
な
き
仏
け
ゆ
へ
に
、
初
会
の
こ
と
は
説
て
あ
れ
ど
も
、
末
の
事
は
説
て
な
き
所
以

な
り
。『
述
文
讃
』
中
（
四
十
五
左
）
に
、
こ
の
初
会
と
云
事
を
釈
し
て
、
初
会
と
は
「
偏
挙
不
尽
之
言
也
顕
無
数
故
」
と
云
へ
り
。

こ
の
意
は
、
不
尽
の
言
と
云
は
、
物
を
云
つ
く
さ
ぬ
言
と
云
こ
と
な
り
。
今
『
大
経
』
に
初
会
と
は
、
か
り
に
て
二
会
と
も
三
会
と
も

説
て
な
き
は
、
云
尽
さ
ぬ
不
尽
の
言
の
や
う
に
き
こ
ゆ
る
な
り
。
さ
れ
ど
も
こ
れ
は
、
無
数
を
顕
す
が
ゆ
へ
に
と
釈
す
る
な
り
。
こ
の

憬
興
の
釈
に
、「
顕
無
数
故
」
と
申
さ
れ
た
が
、
こ
の
経
の
意
を
え
た
る
釈
な
り
。
今
、『
大
経
』
に
、
弥
陀
の
初
会
の
こ
と
を
説
は
説

た
れ
ど
も
、
初
会
の
こ
と
を
説
が
所
詮
で
は
な
し
。
こ
れ
は
、
極
楽
の
菩
薩
聖
衆
の
無
量
無
数
な
る
事
を
顕
す
が
所
詮
な
り
。
な
ぜ
と

云
に
、
弥
陀
如
来
初
て
説
法
し
玉
ふ
初
会
で
さ
へ
も
、
こ
の
通
り
に
無
数
の
菩
薩
聖
衆
が
集
ら
せ
ら
れ
し
な
り
。
況
ん
や
其
後
の
菩
薩

聖
衆
は
無
数
な
る
こ
と
を
顕
す
な
り
。
即
ち
今
の
『
和
讃
』
も
其
意
で
初
会
の
聖
衆
の
数
の
多
き
を
挙
て
、
す
べ
て
極
楽
の
聖
衆
の
無

量
無
数
な
る
こ
と
を
明
し
玉
ふ
な
り
。

「
聖
衆
」
と
は
、「
聖
」
は
凡
夫
に
対
し
て
聖
と
云
な
り
。
日
本
で
は
、
ひ
じ
り
と
和
訓
す
る
は
、
非
を
し
り
た
る
人
と
云
事
な
り
。

仏
教
で
さ
ば
く
と
き
は
、『
大
乗
義
章
』
十
七
本
（
初
右
）「
聖
は
正
な
り
」
と
あ
り
て
、
こ
れ
は
真
如
法
性
の
理
は
ゆ
が
ま
ず
ま
っ
す

ぐ
な
も
の
な
り
。
其
真
如
法
性
の
理
を
さ
と
り
顕
し
た
が
聖
者
な
る
ゆ
へ
に
、「
聖
衆
」
と
な
づ
く
る
な
り
。

「
算
数
の
お
よ
ぶ
こ
と
ぞ
な
き
」
と
は
、「
算
」
は
、
か
ぞ
へ
る
な
り
。「
数
」
は
、
か
ず
な
り
。
一
二
三
四
等
の
物
を
か
ぞ
へ
る
数

の
こ
と
を
「
算
数
」
と
云
な
り
。
こ
の
数
の
名
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
。
漢
土
で
は
、
黄
帝
の
二
十
三
数
と
て
、
一
二
三
か
ら
段
々
の
ぼ
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り
て
か
ぞ
へ
る
数
の
名
が
二
十
三
あ
る
な
り
。
仏
教
で
は
、『
倶
舎
』
の
「
世
間
品
」
で
は
六
十
数
あ
り
。『
華
厳
経
』
で
は
百
二
十
転

数
と
て
、
百
廿
の
数
の
名
を
説
て
あ
り
。
今
は
阿
弥
陀
如
来
の
初
会
の
聖
衆
の
数
が
、
あ
ら
ゆ
る
数
の
名
で
説
か
れ
る
や
う
な
事
で
は

な
ひ
。
数
の
及
ば
ぬ
聖
者
ぢ
ゃ
と
云
事
で
「
算
数
の
お
よ
ぶ
こ
と
ぞ
な
き
」
と
の
玉
ふ
な
り
。『
大
経
』
の
文
で
は
、
喩
を
挙
て
「
弥

陀
初
会
の
数
は
目
連
の
神
通
で
数
へ
た
ら
ば
、
大
海
の
一
滴
ば
か
り
も
し
れ
る
。
又
数
へ
ら
れ
ぬ
所
は
、
大
海
の
水
ほ
ど
あ
り
」
と
説

て
あ
る
な
り
。

「
ね
が
は
ん
」
と
は
、
は
む
の
反
。
ふ
と
反
へ
る
故
に
、
ね
が
ふ
と
同
じ
事
な
り
。
と
き
に
、
こ
の
一
句
の
拠
、『
讃
弥
陀

』
に

は
な
し
。
爾
れ
ば
、
何
に
拠
て
加
へ
玉
ふ
ぞ
と
云
に
、
こ
れ
は
『
讃
弥
陀

』
の
一

一

の
間
に
、「
願
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」

と
礼
文
が
入
て
あ
り
。
此
願
文
の
意
は
、「
願
く
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
浄
土
へ
往
生
せ
ん
と
願
ふ
こ
こ
ろ
の
あ
る
人
な
ら
ば
、

我
と
同
く
浄
土
を
願
へ
よ
」
と
、
願
生
の
行
者
を
誘
ひ
玉
ふ
な
り
。
今
、
吾
祖
四
十
八
首
の
『
和
讃
』
の
一
首
一
首
の
『
和
讃
』
に

「
帰
命
せ
よ
」
と
あ
る
御
言
は
、
其
義
を
顕
し
浄
土
を
願
ふ
こ
こ
ろ
あ
ら
ば
、
早
く
弥
陀
に
帰
し
て
浄
土
を
願
へ
よ
と
あ
る
事
に
て
、

下
知
の
言
ば
を
お
か
せ
ら
る
る
な
り
。
爾
る
に
、
今
こ
の
『
和
讃
』
は
仏
徳
を
讃
嘆
し
終
り
て
、
聖
衆
の
徳
を
讃
嘆
な
さ
る
る
最
初
の

『
和
讃
』
な
り
。
夫
ゆ
へ
、
こ
こ
で
は
其
「
願
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」
の
意
を
『
和
讃
』
の
中
へ
御
述
な
さ
れ
て
「
浄
土
を
ね
が
は

ん
ひ
と
は
み
な

広
大
会
を
帰
命
せ
よ
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

「
広
大
会
」
と
は
、「
広
大
集
会
」
の
義
な
り
。
上
に
弁
す
る
如
く
此
三
十
七
名
は
、
必
し
も
経
論
に
拠
あ
り
て
仏
名
を
立
て
玉
ふ

に
は
非
ず
。『
方
等
大
集
経
』
な
ど
に
其
例
あ
り
て
、
其
一

を
讃
嘆
す
る
所
の
徳
を
と
り
て
、
直
に
仏
名
に
し
て
帰
敬
し
玉
ふ
な
り
。

今
も
其
例
に
て
、
こ
の
『
和
讃
』
は
、
弥
陀
初
会
の
聖
衆
の
数
の
多
き
を
挙
て
、
総
じ
て
極
楽
の
菩
薩
聖
衆
が
広
大
に
よ
り
集
り
玉
ふ

と
云
事
を
讃
嘆
す
る
『
和
讃
』
な
り
。
故
に
、
其
所
讃
の
徳
を
取
て
す
ぐ
に
、
弥
陀
の
御
名
に
し
て
広
大
会
と
名
け
玉
ふ
な
り
。
か
か

る
広
大
会
の
徳
あ
る
阿
弥
陀
如
来
へ
早
く
帰
命
せ
よ
と
の
玉
ふ
意
な
り
。
さ
て
、
草
本
の
御
左
訓
に
「
十
方
の
し
ゆ
じ
や
う
み
な
ご
く
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ら
く
に
て
止
い
ふ
な
り
」
と
、
羽
州
本
・
高
田

に
同
じ
。
鱗
形
の
異
本
の
河
州
本
に
は
「
発
心
」
と
あ
り
。
是
れ
依
用
し
が
た
し
。

若
し
「
発
心
」
な
ら
ば
、
草
本
の
仮
名
「
ほ
ち
し
ん
」
と
あ
る
べ
し
。
爾
る
に
、
今
「
ほ
ふ
し
ん
」
と
あ
り
。
即
ち
真
如
法
身
の
事
な

り
。
此
御
左
訓
は
、「
得
至
蓮
華
蔵
世
界

即
証
真
如
法
性
身
」
の
意
に
て
、
十
方
衆
生
極
楽
に
生
た
も
の
は
皆
な
、
真
如
法
身
を
証

る
と
云
事
、
是
が
弥
陀
を
広
大
会
と
名
る
釈
な
り
。
此
釈
如
何
ん
と
云
に
、
浄
土
の
主
伴
荘
厳
を
分
つ
と
き
は
、
弥
陀
は
主
荘
厳
、
仏

広
大
会
は
菩
薩
聖
衆
の
集
り
た
こ
と
故
に
、
伴
荘
厳
に
な
る
な
り
。
弥
陀
の
名
に
は
非
ず
。
爾
る
に
、
今
弥
陀
の
仏
名
に
す
る
は
、
十

方
の
衆
生
浄
土
に
往
生
す
れ
ば
、
皆
な
法
身
を
証
る
。
爾
れ
ば
、
其
内
証
よ
り
い
へ
ば
、
弥
陀
と
同
じ
法
身
故
に
内
証
に
約
し
、「
広

大
会
」
を
ば
弥
陀
の
仏
名
と
す
る
と
云
は
、
巧
妙
な
る
御
釈
な
り
。

第
十
七
会

安
楽
無
量
の
大
菩
薩

一
生
補
処
に
い
た
る
な
り

普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ

穢
国
に
か
な
ら
ず
化
す
る
な
れ

二
に
大
衆
の
行
徳
二
。
初
補
処
普
賢
徳
。
上
の
『
和
讃
』
は
、
弥
陀
初
会
の
聖
衆
の
数
多
き
こ
と
を
讃
嘆
し
、
已
下
の
二
首
は
、
浄
土

の
菩
薩
大
衆
の
み
な
す
ぐ
れ
た
る
徳
を
具
え
玉
ふ
事
を
讃
嘆
し
玉
ふ
。
夫
ゆ
へ
、
科
文
に
大
衆
の
行
徳
と
科
す
。
其
中
で
こ
の
初
の
一

首
は
、
浄
土
の
菩
薩
は
こ
と
ご
と
く
一
生
補
処
の
菩
薩
に
て
、
衆
生
救
度
の
普
賢
の
徳
を
修
し
玉
ふ
御
徳
が
あ
る
と
云
事
を
明
し
玉
ふ

故
に
、
補
処
普
賢
の
徳
と
科
す
る
な
り
。

「
安
楽
無
量
の
大
菩
薩
」
と
は
、「
安
楽
」
は
安
楽
浄
土
な
り
。
今
初
に
国
名
を
票
し
玉
ふ
た
は
、
諸
仏
の
国
へ
対
し
て
挙
玉
ふ
た
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で
は
な
ひ
。
安
楽
国
中
の
、
無
量
無
数
の
菩
薩
と
云
事
な
り
。
こ
の
一
句
は
、
上
の
『
和
讃
』
を
受
さ
せ
ら
れ
た
句
に
て
、
上
は
弥
陀

初
会
の
聖
衆
の
数
の
多
き
事
を
挙
て
、
而
も
安
楽
浄
土
に
無
量
無
数
の
菩
薩
あ
る
と
云
事
を
明
し
玉
へ
り
。
今
夫
を
う
け
て
、「
安
楽

無
量
の
大
菩
薩
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

「
大
菩
薩
」
と
は
、『
本

』
に
は
「
摩
訶
薩
」
と
あ
り
。
梵
語
の
「
摩
訶
」、
此
に
大
と
翻
す
る
ゆ
へ
に
、
今
は
「
大
菩
薩
」
と
の

玉
ふ
な
り
。
真
実
報
土
の
菩
薩
は
、
み
な
寂
滅
平
等
身
を
さ
と
り
玉
へ
る
法
身
の
大
士
な
る
ゆ
へ
、「
大
」
の
字
を
付
て
「
大
菩
薩
」

と
の
玉
ふ
。

「
一
生
補
処
に
い
た
る
な
り
」
と
は
、
安
楽
浄
土
の
無
量
の
菩
薩
は
み
な
、
一
生
補
処
の
菩
薩
な
り
と
云
事
に
て
、「
一
生
補
処
に

い
た
る
な
り
」
と
の
玉
ふ
。「
い
た
る
」
と
云
は
、
二
十
二
の
願
に
「
必
至
一
生
補
処
」
と
あ
る
。
其
「
至
」
の
字
を
転
じ
来
て
安
楽

国
の
菩
薩
、「
皆
な
一
生
補
処
に
い
た
る
」
と
の
玉
ふ
。
全
体
『
本

』
の
文
が
、
此
一
段
は
全
く
二
十
二
願
の
意
を
述
玉
ふ
故
に
、

吾
祖
直
に
願
文
に
よ
て
の
玉
ふ
。
下
の
「
普
賢
の
徳
に
帰
す
る
」
と
云
も
、『
本

』
に
も
な
し
。
故
に
、
二
十
二
の
願
に
て
の
玉
ふ

な
り
。「
一
生
補
処
」
と
は
、
仏
処
を
補
う
と
云
事
に
て
、
こ
の
一
生
を
尽
せ
ば
、
仏
け
の
あ
と
を
つ
ぎ
玉
ふ
菩
薩
と
云
事
な
り
。
こ

の
娑
婆
世
界
で
は
、
弥
勒
菩
薩
が
一
生
補
処
に
し
て
今
兜
卒
天
に
生
じ
て
在
す
。
即
ち
五
十
六
億
七
千
万
年
と
申
す
は
、
兜
卒
天
の
一

生
な
り
。
其
一
生
が
尽
れ
ば
、
こ
の
人
間
界
へ
降
ら
せ
ら
れ
て
、
釈

如
来
の
如
く
成
仏
し
玉
ふ
。
爾
れ
ば
、
弥
勒
菩
薩
は
釈

如
来

の
跡
を
補
は
せ
ら
る
る
ゆ
へ
、
一
生
補
処
の
菩
薩
と
名
く
る
。
是
応
身
仏
に
な
る
一
生
補
処
の
菩
薩
な
り
。
又
、
報
身
仏
の
一
生
補
処

な
ら
ば
、
兜
卒
天
に
生
れ
、
或
は
人
間
界
へ
生
じ
、
八
相
示
現
の
こ
と
は
な
し
。
因
位
の
行
成
満
し
玉
ふ
と
き
に
、
直
に
成
仏
し
玉
ふ

が
報
身
な
り
。
爾
れ
ば
、
一
生
を
尽
せ
ば
仏
の
あ
と
を
補
ひ
玉
ふ
と
云
こ
と
は
あ
る
べ
か
ら
ず
と
云
に
、
こ
れ
は
『
探
玄
記
』
四
（
五

左
）
に
、「
若
約
実
報
四
種
変
易
報
中
唯
有
末
後
無
有
生
死
一
位
猶
存
故
云
一
生
」
と
。
補
処
の
菩
薩
は
、
無
有
生
死
の
一
生
を
尽
せ

ば
成
仏
し
玉
ふ
故
に
、
一
生
補
処
の
菩
薩
と
名
る
と
云
意
な
り
。「
無
有
生
死
」
と
云
は
、『

摂
論
』
の
中
に
、
四
種
の
生
死
が
説
て
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あ
り
。
其
中
今
は
第
四
の
生
死
な
り
。「
無
有
生
死
」
と
云
は
、「
無
有
」
は
あ
る
事
な
し
に
て
、
た
だ
死
す
る
事
あ
り
て
再
び
生
ず
る

事
な
し
と
云
事
な
り
。
こ
れ
は
、
実
に
は
死
す
る
と
云
事
な
し
。
た
だ
等
覚
の
菩
薩
の
因
位
の
か
ら
だ
を
す
て
て
、
仏
果
の
さ
と
り
の

身
に
な
り
玉
ふ
を
死
と
名
る
。
夫
ゆ
へ
、
死
す
る
と
云
義
は
あ
れ
ど
も
、
生
ず
る
と
云
事
な
き
生
死
な
り
。
ゆ
へ
に
、
こ
れ
を
「
無
有

生
死
」
と
云
な
り
。
爾
れ
ば
、
報
身
仏
の
等
覚
の
菩
薩
は
、「
無
有
生
死
」
の
一
生
を
尽
せ
ば
仏
の
あ
と
を
補
ひ
玉
ふ
と
云
こ
と
に
て
、

「
一
生
補
処
」
と
名
く
る
な
り
。
今
安
楽
浄
土
の
菩
薩
は
み
な
、
其
一
生
補
処
の
位
ぢ
や
と
云
事
な
り
。
と
き
に
、
娑
婆
世
界
の
応
身

仏
な
ら
ば
、
前
仏
入
滅
し
玉
ふ
後
ち
後
仏
其
あ
と
を
補
ふ
補
処
の
菩
薩
と
申
す
が
あ
る
べ
き
な
り
。
今
、
安
楽
浄
土
の
阿
弥
陀
如
来
は

尽
未
来
際
涅
槃
に
入
玉
ふ
こ
と
な
き
報
身
仏
な
れ
ば
、
仏
の
跡
を
補
ひ
玉
ふ
補
処
の
菩
薩
は
あ
る
ま
じ
き
事
に
あ
ら
ず
や
と
云
に
、
極

楽
浄
土
は
仏
の
跡
を
補
ひ
玉
ふ
と
云
こ
と
は
な
か
れ
ど
も
、
十
方
仏
土
何
れ
の
世
界
へ
至
り
て
も
、
仏
の
跡
を
補
ひ
玉
ふ
徳
あ
る
菩
薩

ゆ
へ
、「
一
生
補
処
」
と
云
な
り
。
例
れ
ば
、『
般
若
経
』
の
会
座
に
集
り
玉
へ
る
菩
薩
を
ば
、
即
『
般
若
経
』
の
文
に
皆
一
生
補
処
の

菩
薩
な
り
と
説
て
あ
り
。
夫
を
、『
大
論
』
七
（
十
三
右
）「
問
曰
若
弥
勒
菩
薩
応
称
補
処
諸
餘
菩
薩
何
以
復
言
絡
尊
位
者
答
曰
是
菩
薩

於
十
方
仏
土
皆
補
仏
処
文
」
と
、
是
弥
勒
菩
薩
は
跡
を
補
せ
ら
る
る
菩
薩
故
に
、
一
生
補
処
に
て
あ
る
べ
き
な
り
。
外
の
菩
薩
も
み
な

十
方
浄
土
へ
至
り
て
仏
処
を
補
ひ
玉
ふ
菩
薩
な
る
ゆ
へ
に
、
一
生
補
処
と
名
る
と
釈
し
玉
へ
り
。
今
、
極
楽
浄
土
の
菩
薩
を
一
生
補
処

と
名
る
も
、
其
如
く
な
り
と
知
べ
し
。

「
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ
」
と
は
、
ま
づ
「
普
賢
」
と
云
は
菩
薩
の
名
な
り
。『
探
玄
記
』
二
（
二
十
九
左
）
に
云
「
徳
周
法
界

曰
普
至
順
調
善
曰
賢
普
普
遍
義
」
で
此
菩
薩
の
功
徳
法
界
に
み
ち
み
ち
て
あ
ま
ね
き
ゆ
へ
に
、「
普
」
と
云
。「
賢
」
は
賢
善
の
義
に
て
、

其
性
柔
和
な
る
慈
悲
深
き
善
人
な
る
ゆ
へ
に
、「
賢
」
と
云
と
あ
り
。
爾
れ
ば
、
こ
の
普
賢
菩
薩
は
慈
悲
を
つ
か
さ
ど
り
在
す
ゆ
へ
に
、

す
べ
て
慈
悲
の
行
の
事
を
普
賢
の
行
と
云
な
り
。
今
も
安
楽
浄
土
の
あ
ら
ゆ
る
菩
薩
み
な
普
賢
菩
薩
の
徳
を
具
へ
玉
ひ
て
、
衆
生
済
度

の
大
慈
悲
の
行
を
修
し
玉
ふ
と
云
事
で
「
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
夫
故
に
、
今
家
の
本
の
御
左
訓
に
は
、「
だ
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い
じ
だ
い
ひ
を
ま
ふ
す
な
り
」
と
あ
り
。
高
田
本
左
訓
に
「
わ
れ
ら
止
ま
ふ
す
な
り
」
と
あ
り
て
、
普
賢
菩
薩
は
あ
ら
ゆ
る
仏
の
慈
悲

を
つ
か
さ
ど
り
ま
し
ま
す
ゆ
へ
に
、
仏
の
至
徳
の
慈
悲
を
直
に
普
賢
の
徳
と
云
な
り
。『
法
華
経
』
に
あ
る
通
り
、
普
賢
菩
薩
は
白
象

に
乗
て
顕
れ
る
は
、
普
賢
の
人
体
を
直
に
普
賢
と
名
る
ゆ
へ
に
、
人
の
普
賢
な
り
。
又
「
三
乗
教
」
よ
り
「
一
乗
教
」
へ
入
る
智
解
を

普
賢
と
名
く
る
は
、
解
の
普
賢
な
り
。
又
普
賢
の
行
と
云
と
き
は
、
す
べ
て
大
慈
悲
の
菩
薩
の
行
を
普
賢
と
云
な
り
。
今
は
、
其
中
の

行
の
普
賢
に
て
、
済
度
の
大
慈
悲
の
行
の
事
を
「
普
賢
の
徳
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

「
帰
し
て
こ
そ
」
と
は
、「
帰
」
は
「
帰
趣
」
の
義
に
て
、
お
も
む
き
む
か
ふ
と
云
事
な
り
。
安
楽
浄
土
の
菩
薩
は
、
再
び
迷
ひ
の

住
家
へ
た
ち
も
ど
る
と
云
事
は
な
け
れ
ど
も
、
衆
生
済
度
の
普
賢
の
徳
に
趣
む
か
せ
ら
る
る
と
き
は
、
還
来
穢
国
度
人
天
と
、
穢
国
へ

た
ち
も
ど
り
て
衆
生
を
利
益
し
玉
ふ
な
り
。

「
穢
国
」
と
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
の
如
く
有
漏
雑
善
の
け
が
れ
は
て
た
所
を
穢
国
と
云
な
り
。

「
か
な
ら
ず
化
す
る
な
れ
」
と
は
、「
化
」
は
、
草
本
御
左
訓
に
、「
め
ぐ
む
反
」。
是
は
化
益
の
義
に
て
、
衆
生
を
化
益
す
る
は
、

即
ち
衆
生
を
恵
む
こ
と
な
り
。
又
「
あ
は
れ
む
反
」、
是
は
悲
化
の
義
で
、
か
な
し
む
事
、
又
「
お
し
ふ
反
」、
是
は
教
化
の
義
。
此
三

訓
と
も
に
此
に
具
る
義
な
り
。
鱗
形
の
異
本
「
ま
ぼ
ろ
し
反
」、
是
は
幻
化
の
義
、
今
入
用
な
し
。
強
て
釈
せ
ば
、
衆
生
済
度
に
付
て
、

『
論

』
に
、「
度
無
所
度
」
と
云
事
あ
り
。
是
は
終
日
済
度
す
れ
ど
も
、
済
度
す
る
所
な
し
。
如
何
と
云
に
、
菩
薩
は
所
化
の
衆
生

畢
竟
し
て
、
無
体
な
り
と
体
達
し
て
度
し
玉
ふ
故
に
、
我
の
外
に
別
に
度
す
べ
き
物
体
あ
り
と
思
ふ
は
我
執
な
り
。
よ
っ
て
終
日
度
す

れ
ど
も
、
畢
竟
幻
化
の
境
界
と
云
事
を
今
「
ま
ぼ
ろ
し
反
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
さ
て
、「
化
す
る
な
れ
」
と
云
言
は
、
上
の
句
の
「
こ

そ
」
の
手
仁
葉
を
う
け
た
る
言
に
て
「
こ
そ
」
と
言
か
け
た
る
と
き
は
、
是
非
な
れ
と
、「
れ
」
の
字
で
と
め
ね
ば
な
ら
ぬ
な
り
。「
こ

そ
」
と
云
は
、
こ
れ
計
り
と
申
す
こ
と
な
り
。
安
楽
浄
土
の
菩
薩
が
こ
の
穢
国
へ
立
も
ど
り
玉
ふ
こ
と
は
な
き
は
づ
な
れ
ど
も
、
普
賢

の
徳
に
お
も
む
き
玉
ふ
と
き
計
り
、
か
な
ら
ず
穢
国
に
た
ち
も
ど
り
て
、
衆
生
を
化
益
し
玉
ふ
ぞ
と
な
り
。
こ
れ
で
文
相
は
弁
じ
畢
る
。
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と
き
に
、
こ
の
一
首
の
「
和
讃
」
は
、『
大
経
』
で
は
第
二
十
二
の
願
文
に
よ
り
玉
ふ
な
り
。
古
来
『

解
』
等
の
末
書

に
近
来
の

『
嘗
解
等
』
の
意
は
、
先
初
の
二
句
は
安
楽
浄
土
の
菩
薩
み
な
一
生
補
処
に
至
り
玉
ふ
事
な
り
。
さ
り
な
が
ら
、
衆
生
済
度
の
望
み
あ

る
菩
薩
は
、
其
一
生
補
処
に
い
た
ら
ず
し
て
、
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
穢
国
に
た
ち
も
ど
り
て
、
衆
生
を
化
益
し
玉
ふ
ゆ
へ
、
後
の
二
句

に
「
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ

穢
国
に
か
な
ら
ず
化
す
る
な
れ
」
と
の
玉
ふ
と
釈
す
る
な
り
。
こ
れ
は
甚
だ
祖
意
に
か
な
は
ぬ
な
り
。

全
体
二
十
二
の
願
文
の
解
し
方
が
、
他
流
の
意
と
大
に
違
ふ
な
り
。
古
来
『
末

』
の
解
し
方
は
他
流
の
意
と
同
じ
事
な
り
。
今
家
の

意
ろ
に
は
か
な
は
ぬ
。
爾
ら
ば
、
こ
れ
は
い
か
が
解
す
る
ぞ
と
云
に
、「
安
楽
無
量
の
大
菩
薩

一
生
補
処
に
い
た
る
な
り
」
と
、
安

楽
浄
土
の
大
菩
薩
は
み
な
一
生
補
処
に
至
り
玉
ひ
て
、
他
方
世
界
へ
至
り
て
仏
の
跡
を
補
ふ
て
成
仏
し
玉
ふ
筈
な
り
。
爾
る
に
、
衆
生

済
度
せ
ん
が
為
に
、
成
仏
せ
ず
し
て
や
は
り
一
生
補
処
の
菩
薩
で
御
座
な
さ
れ
て
、
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
穢
国
に
た
ち
も
ど
り
て
衆
生

を
済
度
し
玉
ふ
と
あ
る
事
で
、「
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ

穢
国
に
か
な
ら
ず
化
す
る
な
れ
」
と
の
玉
ふ
が
、
祖
師
の
思
召
な
り
。

他
流
で
は
安
楽
浄
土
の
菩
薩
は
一
生
補
処
の
位
に
な
る
が
頂
上
の
所
な
り
。
夫
を
、
衆
生
済
度
の
と
き
は
、
其
一
生
補
処
に
な
ら
ず
に
、

夫
よ
り
下
地
の
菩
薩
で
衆
生
を
化
益
し
玉
ふ
と
云
意
也
。
鎮
西
流
の
『
大
経
望
西
の
抄
』
な
ど
の
解
し
か
た
が
み
な
左
や
う
な
り
。
今

家
の
意
は
、
左
や
う
で
は
な
し
。「
臨
終
一
念
の
夕
べ
に
、
大
般
涅
槃
を
超
証
す
」
と
あ
り
て
、
安
楽
浄
土
へ
参
り
か
け
に
弥
陀
と
か

は
ら
ぬ
大
般
涅
槃
を
さ
と
り
、
其
内
証
は
、
弥
陀
と
同
じ
き
仏
け
な
れ
ば
、
表
て
む
き
に
て
成
仏
し
玉
ふ
は
づ
の
菩
薩
な
れ
ど
も
、
夫

が
衆
生
済
度
の
為
に
成
仏
せ
ず
に
、
一
生
補
処
の
位
に
在
し
て
普
賢
の
行
を
修
し
て
衆
生
を
済
度
し
玉
ふ
と
云
が
今
家
の
意
な
り
。
故

に
、
吾
祖
『
広
文
類
』
の
御
高
判
第
十
一
願
は
、
往
相
の
証
果
。
第
二
十
二
の
願
は
、
還
相
回
向
と
分
玉
ひ
願
土
に
い
た
れ
ば
、
す
み

や
か
に
無
上
涅
槃
を
証
し
て
ぞ
、
其
浄
土
へ
生
ず
る
と
直
に
無
上
涅
槃
の
仏
果
を
さ
と
る
が
、
第
十
一
の
願
成
就
の
相
た
な
り
。
其
無

上
涅
槃
の
仏
果
を
さ
と
り
た
も
の
は
、
か
な
ら
ず
衆
生
済
度
の
大
慈
大
悲
の
行
を
具
す
る
ゆ
へ
に
、
其
方
を
ば
第
二
十
二
の
願
成
就
の

如
く
一
生
補
処
の
菩
薩
に
な
り
て
還
相
の
利
益
を
な
し
玉
ふ
な
り
。『
唯
信
文
意
』（
十
右
）
云
、「
無
上
覚
に
止
い
ふ
な
り
」
等
、
普

21

『浄土和讃講義』の翻刻（二）



賢
の
行
と
云
は
大
般
涅
槃
の
大
用
な
り
。
火
に
は
物
を
や
く
用
あ
る
如
く
、
大
般
涅
槃
の
さ
と
り
を
え
た
も
の
は
是
非
衆
生
済
度
の
化

益
の
大
用
が
あ
る
な
り
。
夫
故
に
、
極
楽
の
菩
薩
は
涅
槃
の
仏
果
を
さ
と
り
玉
へ
る
上
に
、
因
位
の
す
が
た
を
現
し
て
補
処
の
菩
薩
の

位
に
て
衆
生
済
度
の
行
を
な
し
玉
ふ
な
り
。

十
方
衆
生
の
た
め
に
と
て

如
来
の
法
蔵
あ
つ
め
て
ぞ

本
願
弘
誓
に
帰
せ
し
む
る

大
心
海
を
帰
命
せ
よ

二
、
集
仏
法
蔵
徳
。
こ
の
一
首
は
浄
土
の
菩
薩
の
衆
生
済
度
の
為
に
如
来
の
法
蔵
を
あ
つ
め
玉
ふ
徳
を
の
べ
玉
ふ
な
り
。
爾
る
に
、
古

来
の
末

『
私
記
』『

解
』
等
の
意
は
、
弥
陀
の
仏
徳
を
の
べ
た
る
「
和
讃
」
と
し
て
、
初
の
二
句
は
阿
弥
陀
如
来
十
方
衆
生
の
為

に
、
も
ろ
も
ろ
の
功
徳
を
あ
つ
め
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
成
就
し
玉
ふ
事
な
り
。
其
十
方
衆
生
を
悉
く
第
十
八
の
本
願
へ
帰
せ
し
む

る
ゆ
へ
に
、「
本
願
弘
誓
に
帰
せ
し
む
る

大
心
海
を
帰
命
せ
よ
」
と
の
玉
ふ
た
と
解
す
。
此
の
義
甚
だ
非
な
り
。
拠
の
『
讃
弥
陀

』

も
『
大
経
』
の
文
も
み
ず
し
て
、
た
だ
「
和
讃
」
の
文
ば
か
り
で
解
し
た
の
な
り
。
先
づ
文
段
を
分
て
み
る
べ
し
。
弥
陀
の
仏
徳
を
讃

ず
る
事
は
、
上
の
「
光
明
月
日
」
の
「
和
讃
」
迄
に
終
り
て
こ
こ
は
、
浄
土
の
菩
薩
の
徳
を
讃
嘆
し
玉
ふ
所
な
り
。
ゆ
へ
に
、
拠
の
文

か
ら
み
れ
ば
、
上
の
「
和
讃
」
と
一
連
に
二
十
二
の
願
意
を
述
玉
ふ
な
り
。

「
十
方
衆
生
の
た
め
に
と
て
」
と
は
、
浄
土
の
菩
薩
、
普
賢
の
行
を
修
し
玉
ふ
は
何
の
為
ぞ
と
云
へ
ば
、
ま
さ
し
く
衆
生
の
為
な
り

と
の
玉
ふ
な
り
。
こ
れ
は
、
拠
の
『
讃
弥
陀

』
に
も
『
大
経
』
二
十
二
の
願
文
に
も
「
為
衆
生
故
」
と
あ
り
、
其
衆
生
と
云
は
十
方

世
界
の
衆
生
の
事
ゆ
へ
に
、「
和
讃
」
で
は
、「
十
方
」
と
云
こ
と
ば
を
加
へ
て
、「
十
方
衆
生
の
た
め
に
と
て
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

「
如
来
の
法
蔵
あ
つ
め
て
ぞ
」
と
は
、
如
来
の
法
蔵
と
云
言
ば
づ
か
ひ
は
、『
大
経
』
の
最
初
に
「
入
仏
法
蔵
究
竟
彼
岸
」
と
あ
り
。
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こ
の
「
仏
の
法
蔵
」
と
云
を
、
浄
影
の
疏
に
釈
し
て
真
如
の
体
の
上
に
過
恒
沙
の
功
徳
を
お
さ
め
て
在
す
を
、
仏
の
法
蔵
と
云
と
云
り
。

古
来
の
末

み
な
浄
影
の
疏
を
引
て
、
今
阿
弥
陀
如
来
・
真
如
如
来
蔵
を
さ
と
ら
せ
ら
れ
て
、
其
如
来
蔵
に
具
へ
た
る
恒
沙
の
功
徳
を

名
号
の
中
へ
集
め
収
め
て
衆
生
へ
あ
た
へ
玉
ふ
事
を
、「
如
来
の
法
蔵
集
め
て
ぞ
」
と
の
玉
ふ
た
拠
の
経
文
に
「
積
累
徳
本
」
と
あ
り
。

『
本

』
に
は
、「
集
仏
法
蔵
」
と
あ
り
。
爾
れ
ば
、
浄
土
の
菩
薩
の
功
徳
を
集
め
玉
ふ
事
に
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
名
号
成
就
の
こ
と

に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
こ
れ
は
「
如
来
の
法
蔵
」
と
云
は
、「
如
来
」
と
云
は
諸
仏
如
来
な
り
。「
法
蔵
」
と
は
「
法
」
は
功
徳
法
な
り
。

法
・
般
・
解
の
三
徳
の
中
の
法
身
の
「
法
」
の
字
を
、『
大
乗
義
章
』
に
功
徳
と
釈
し
た
る
と
同
じ
事
な
り
。
下
の
「
蔵
」
の
字
は
、

含
摂
の
義
に
て
、
も
ろ
も
ろ
の
功
徳
を
一
つ
も
残
ら
ず
ふ
く
み
お
さ
め
た
る
と
こ
ろ
の
「
法
蔵
」
と
云
な
り
。
爾
れ
ば
、「
如
来
の
法

蔵
」
と
云
は
、
あ
ら
ゆ
る
諸
仏
の
功
徳
の
事
な
り
。
夫
故
仏
光
寺
に
伝
る
「
和
讃
」
の
御
左
訓
に
は
、「
よ
ろ
づ
の
ふ
つ
の
く
ど
く
な

り
」
と
あ
り
。『
河
州
本
』
亦
同
じ
。
こ
れ
で
な
け
れ
ば
、
二
十
二
の
願
文
に
は
あ
は
ぬ
な
り
。
こ
れ
は
、
安
楽
浄
土
の
菩
薩
方
が
あ

ら
ゆ
る
諸
仏
の
功
徳
を
あ
つ
め
つ
ま
ら
せ
ら
れ
て
、
夫
で
衆
生
を
済
度
な
さ
る
る
こ
と
な
り
。
故
に
、
二
十
二
の
願
文
に
、「
遊
諸
仏

国
修
菩
薩
行
供
養
十
方
諸
仏
如
来
開
化
恒
沙
無
量
衆
生
」
と
説
て
あ
り
て
、
極
楽
浄
土
の
菩
薩
の
平
生
の
御
所
作
は
、
外
の
事
は
な
し
。

し
ば
ら
く
の
間
も
、
十
方
諸
仏
の
国
に
遊
て
仏
の
説
法
を
き
き
、
諸
仏
を
供
養
し
て
常
に
衆
生
を
済
度
し
玉
ふ
ば
か
り
な
り
。
諸
仏
の

説
法
を
き
き
て
は
智

を
増
上
し
、
諸
仏
を
供
養
し
て
は
供
養
の
福
を
増
上
し
て
、
福
徳
智

の
二
修
の
行
を
修
し
玉
ふ
。
こ
れ
功
徳

を
あ
つ
め
玉
ふ
な
り
。
と
き
に
、
安
楽
浄
土
の
菩
薩
が
、
御
自
身
は
す
で
に
弥
陀
と
か
は
ら
ぬ
仏
に
成
て
在
す
に
、
御
自
身
の
為
に
功

徳
を
あ
つ
め
玉
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
み
な
衆
生
へ
功
徳
を
施
す
為
に
、
諸
仏
の
国
に
遊
ん
で
功
徳
を
あ
つ
め
玉
ふ
ゆ
へ
に
、「
十
方
衆
生

の
た
め
に
と
て

如
来
の
法
蔵
あ
つ
め
て
ぞ
」
と
仰
せ
ら
る
る
な
り
。

「
本
願
弘
誓
に
帰
せ
し
む
る

大
心
海
を
帰
命
せ
よ
」
と
は
、「
本
願
弘
誓
」
と
は
、
二
十
二
の
願
文
に
「
除
其
本
願
被
弘
誓
鎧
」

と
あ
る
文
字
を
と
り
来
り
玉
ふ
な
り
。
爾
る
に
、
二
十
二
の
願
文
で
み
れ
ば
、
こ
の
「
本
願
弘
誓
」
と
云
は
、
浄
土
の
菩
薩
の
御
自
身
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の
本
願
な
り
。
爾
る
に
、
今
「
和
讃
」
に
「
本
願
弘
誓
に
帰
せ
し
む
る
」
と
の
玉
ふ
て
、「
帰
」
は
、「
帰
入
」
の
義
で
、
弥
陀
の
本
願

弘
誓
に
帰
入
せ
し
め
玉
ふ
こ
と
に
伺
は
る
る
な
り
。
夫
で
は
、『
大
経
』
の
文
に
背
く
か
と
云
に
、
浄
土
の
菩
薩
の
本
願
は
、
外
の
本

願
に
は
あ
ら
ず
。
衆
生
済
度
の
本
願
な
れ
ば
、
主
荘
厳
の
弥
陀
の
本
願
の
通
り
を
願
ひ
玉
ふ
が
浄
土
の
菩
薩
の
本
願
な
り
。
ゆ
へ
に
、

菩
薩
の
本
願
は
即
ち
弥
陀
の
本
願
な
り
。
夫
ゆ
へ
経
文
で
は
、
菩
薩
の
本
願
と
み
ゆ
れ
ど
も
、
吾
祖
は
弥
陀
の
本
願
の
こ
と
に
し
玉
ふ

な
り
。
爾
れ
ば
、
浄
土
の
菩
薩
、
十
方
衆
生
を
化
益
し
て
、
主
荘
厳
の
弥
陀
の
本
願
へ
帰
入
せ
し
め
玉
ふ
と
云
こ
と
に
て
、「
本
願
弘

誓
に
帰
せ
し
む
る
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

「
大
心
海
を
帰
命
せ
よ
」
と
。「
大
心
海
」
の
言
の
出
処
は
、『
維
摩
経
』
二
（
二
左
）「
心
大
如
海
」
と
云
へ
り
。
僧
肇
の

に
曰
、

「
其
智
淵
深
莫
能
測
者
故
曰
心
大
如
海
」。
深
広
無
涯
底
の
意
に
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
智

は
深
ふ
し
て
、
底
な
く
広
く
し
て
ほ
と
り

な
き
故
に
、
海
に
た
と
へ
玉
ふ
。
御
智

が
す
な
は
ち
御
こ
こ
ろ
な
る
ゆ
へ
に
、
今
は
「
大
心
海
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
こ
の
智

海
は
、

す
な
は
ち
弥
陀
本
願
海
な
り
。
故
に
、
善
導
大
師
の
『
往
生
礼
讃
』
に
は
「
弥
陀
智
願
海
深
広
無
涯
底
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
爾
れ
ば
、

今
こ
の
「
大
心
海
」
と
あ
る
は
、
弥
陀
の
衆
生
を
済
度
し
尽
さ
ず
ば
お
く
ま
ひ
と
云
、
広
大
の
心
よ
り
成
し
玉
ふ
た
本
願
海
な
り
。
と

き
に
、
爰
へ
「
大
心
海
」
の
名
を
出
し
玉
ふ
は
如
何
と
云
に
、
こ
れ
は
『
浄
土
論
』
に
、「
天
人
不
動
衆
清
浄
智
海
生
」
と
あ
り
、
夫

を
『
高
僧
和
讃
』
に
「
天
・
人
不
動
の
聖
衆
は

弘
誓
の
智
海
よ
り
生
ず
」
と
あ
り
て
、
安
楽
浄
土
の
菩
薩
は
み
な
、
弥
陀
の
智
願
海

よ
り
生
じ
玉
ふ
な
り
。
夫
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
「
和
讃
」
の
こ
こ
ろ
は
、
弥
陀
の
大
心
海
よ
り
生
じ
玉
ふ
菩
薩
な
る
ゆ
へ
に
、
弥
陀
の

本
願
の
通
り
を
う
け
つ
た
へ
て
、
十
方
衆
生
の
為
に
如
来
の
法
蔵
を
あ
つ
め
て
、
弥
陀
の
本
願
に
帰
入
せ
し
め
玉
ふ
、
と
な
り
。
爾
れ

ば
、
浄
土
の
菩
薩
の
徳
か
と
思
へ
ば
、
其
も
と
を
尋
ぬ
れ
ば
、
弥
陀
の
大
心
海
の
徳
な
り
。
こ
の
極
楽
浄
土
の
あ
ら
ゆ
る
菩
薩
、
み
な

弥
陀
の
大
心
海
よ
り
生
ず
る
菩
薩
ゆ
へ
に
、
浄
土
の
菩
薩
の
徳
の
あ
る
に
付
て
も
、
こ
の
大
心
海
の
弥
陀
に
帰
命
し
奉
れ
よ
と
、
菩
薩

の
徳
を
本
に
ゆ
づ
り
て
弥
陀
の
御
徳
に
な
さ
れ
て
「
大
心
海
を
帰
命
せ
よ
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
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第
十
八
会

観
音
・
勢
至
も
ろ
と
も
に

慈
光
世
界
を
照
曜
し

有
縁
を
度
し
て
し
ば
ら
く
も

休
息
あ
る
こ
と
な
か
り
け
り

三
に
、
上
首
化
物
観
勢
の
二
菩
薩
は
、
極
楽
の
あ
ら
ゆ
る
菩
薩
の
上
首
な
り
。
こ
の
一
首
は
、
観
・
勢
の
二
菩
薩
衆
生
化
益
の
相
を
述

玉
ふ
ゆ
へ
に
、
上
首
の
化
物
と
云
な
り
。
上
来
は
、
旧
住
の
菩
薩
を
総
じ
て
讃
じ
玉
ふ
。
こ
の
「
和
讃
」
は
別
し
て
、
上
首
の
徳
を
讃

嘆
し
玉
ふ
な
り
。
爾
れ
ば
、
こ
の
「
和
讃
」
ま
で
に
極
楽
の
旧
住
の
菩
薩
を
ば
讃
嘆
し
尽
し
玉
ふ
ゆ
へ
、
こ
の
次
の
和
讃
よ
り
は
新
住

の
菩
薩
を
讃
嘆
し
玉
ふ
な
り
。

「
観
音
」
と
は
、
具
に
観
世
音
と
云
。『
法
華
文
句
』
二
之
二
（
二
十
一
右
）
に
、
梵
語
で
は
、
婆
楼
吉
泥
此
に
観
世
音
と
云
。
観

世
音
と
云
は
、
世
音
を
観
ず
る
と
云
こ
と
に
て
、
こ
の
菩
薩
常
に
世
間
を
観
じ
玉
ひ
て
、
苦
に
あ
ふ
衆
生
が
あ
り
て
、
観
音
の
名
を
称

す
る
と
き
は
、
其
観
音
の
名
を
称
す
る
音
声
に
随
て
苦
を
救
は
せ
ら
る
る
ゆ
へ
に
、
観
世
音
と
名
る
な
り
。
こ
の
観
世
音
を
ば
、
或
は

観
自
在
と
も
或
は
光
世
音
と
名
く
と
云
異
説
を
会
通
し
て
具
さ
に
釈
す
る
は
、『
華
厳
』
の
『
探
玄
記
』
十
九
（
二
十
六
右
）
に
云
如
し
。

「
勢
至
」
と
は
、
こ
の
菩
薩
の
至
ら
せ
ら
る
る
所
大
勢
力
を
な
し
玉
ふ
に
よ
り
て
、「
大
勢
至
」
と
名
く
る
な
り
。
こ
れ
は
『
法
華
文

句
』
二
之
二
（
二
十
一
右
）
に
、『
思
益
経
』
を
引
て
こ
の
勢
至
足
を
投
ず
る
と
こ
ろ
、
三
千
世
界
及
び
魔
の
宮
殿
を
振
動
す
る
。
か

く
の
如
く
大
勢
力
が
あ
る
菩
薩
ゆ
へ
に
、「
勢
至
」
と
名
く
る
な
り
。
高
田
の
「
和
讃
」
に
は
、「
至
」
の
字
を
「
志
」
の
字
に
つ
く
り

て
あ
り
。
こ
れ
は
、
同
音
の
文
字
に
て
相
通
ず
る
な
り
。
善
導
大
師
の
「
定
善
義
」（
三
十
三
右
）「
志
」
の
字
に
つ
く
り
て
あ
り
。
爾
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れ
ば
、
古
来
よ
り
通
じ
用
ん
こ
と
ゆ
へ
に
、
吾
祖
も
御
草
稿
の
本
で
は
「
志
」
の
字
に
つ
く
り
玉
ふ
な
り
。
こ
の
二
菩
薩
の
こ
と
は
、

『
大
経
』
下
巻
に
「
有
二
菩
薩
最
尊
第
一
」
と
あ
り
、
極
楽
の
無
量
の
菩
薩
聖
衆
の
中
に
、
最
尊
第
一
の
菩
薩
な
り
。「
威
神
光
明
普

照
三
千
大
千
世
界
と
常
に
光
明
」
を
放
ち
て
、
三
千
大
千
世
界
照
し
玉
ふ
と
説
け
り
。
こ
の
経
文
に
よ
り
玉
ふ
『
讃
弥
陀

』
並
に
こ

の
「
和
讃
」
な
り
。

「
も
ろ
と
も
に
」
と
は
、「
こ
の
二
菩
薩
も
ろ
と
も
に
」
と
云
事
な
り
。
こ
れ
を
ば
二
菩
薩
外
の
菩
薩
と
も
ろ
と
も
に
と
解
す
る
義

あ
れ
ど
も
、
よ
ろ
し
か
ら
ず
。

「
慈
光
」
と
は
、『
観
経
』
の
中
に
観
世
音
菩
薩
の
光
明
の
こ
と
は
「
其
光
柔
軟
普
照
一
切
」
と
あ
り
。
観
音
は
弥
陀
の
慈
悲
を
主
り

玉
ふ
ゆ
へ
に
、
其
光
明
慈
悲
柔
軟
を
以
て
本
と
す
る
と
説
玉
ふ
な
り
。
又
、『
観
経
』
に
勢
至
菩
薩
の
光
明
を
ば
、「
以
智

光
普
照
一

切
」
と
あ
り
。
勢
至
は
弥
陀
の
智

を
主
り
玉
ふ
故
に
、
其
光
明
の
事
を
智

光
と
説
く
な
り
。
今
は
、
観
音
勢
至
の
二
菩
薩
の
光
明

を
一
所
に
出
し
玉
ふ
と
こ
ろ
ゆ
へ
に
、
慈
悲
の
方
へ
し
た
が
へ
て
「
慈
光
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
又
、
観
音
も
勢
至
も
、
衆
生
済
度
の
利

他
門
の
と
き
は
、
倶
に
慈
悲
か
ら
光
明
を
放
ち
玉
ふ
故
、「
慈
光
」
と
の
玉
ふ
な
り
。「
世
界
」
と
は
、『
本

』
に
は
、「
大
千
界
」
と

あ
り
、『
大
経
』
の
文
に
は
「
三
千
大
千
世
界
」
と
あ
り
。
今
、
夫
を
略
し
て
「
世
界
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

「
照
曜
」
と
は
、
て
ら
し
か
が
や
く
な
り
。
高
田
本
左
訓
に
「
て
ら
し
か
が
や
く
」
と
あ
り
。
此
釈
聞
へ
た
り
。
次
に
「
つ
き
ひ
の
ひ

か
り
の
か
が
や
く
」
と
あ
り
。
此
釈
解
し
が
た
き
な
り
。
今
考
る
に
、
月
日
の
ひ
か
り
か
が
や
く
こ
と
ま
で
に
か
け
て
い
ふ
ぞ
と
の
玉

ふ
。
即
『
唯
信
文
意
』
の
中
に
有
る
経
を
引
か
せ
ら
れ
て
、
観
音
は
日
天
子
と
顕
れ
、
勢
至
は
月
天
子
と
顕
れ
、
観
音
・
勢
至
の
二
菩

薩
が
、
日
月
と
な
り
て
世
界
を
て
ら
し
玉
ふ
と
の
玉
ふ
な
り
。
こ
の
有
る
経
文
と
云
は
、『
安
楽
集
』
下
（
二
十
一
右
）
に
引
て
あ
る

『
須
弥
四
域
経
』
な
り
。
と
き
に
、
今
こ
の
「
和
讃
」
は
、
極
楽
浄
土
の
観
音
や
勢
至
の
二
菩
薩
の
光
明
の
三
千
世
界
を
て
ら
し
か
が

や
か
せ
ら
る
る
事
を
明
し
玉
ふ
和
讃
な
り
。
爾
れ
ど
も
、
極
楽
浄
土
の
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
の
三
千
大
千
世
界
を
て
ら
し
玉
ふ
事
は
、

26



凡
夫
の
し
ら
ぬ
事
な
り
。
夫
故
、
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
の
光
明
で
世
界
を
て
ら
し
玉
ふ
事
を
手
近
に
し
ら
せ
玉
ふ
て
、
月
日
の
四
天

下
を
照
し
玉
ふ
如
く
ぢ
ゃ
と
云
事
で
、
月
日
の
か
が
や
く
に
か
け
て
の
玉
ふ
な
り
。
か
け
る
と
云
は
、
梅
が
え
に
来
鳴
く
鶯
春
か
け
て

と
云
如
く
、
冬
か
ら
春
へ
か
け
て
と
云
こ
と
な
り
。
こ
こ
ら
で
日
月
の
ひ
か
り
を
云
で
は
な
し
。
極
楽
の
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
の
光

明
の
こ
と
な
れ
ど
も
、
月
日
の
ひ
か
り
の
か
が
や
く
ま
で
に
か
け
て
の
べ
る
と
あ
る
御
左
訓
と
相
み
へ
る
な
り
。

「
有
縁
を
度
し
て
し
ば
ら
く
も
」
等
、「
度
」
は
「
済
度
」
に
て
、
有
縁
の
衆
生
を
済
度
し
玉
ふ
な
り
。
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
と

い
へ
ど
も
、
縁
の
な
き
衆
生
は
済
度
し
が
た
き
ゆ
へ
に
、
縁
あ
る
衆
生
を
済
度
し
玉
ふ
な
り
。
と
き
に
、
こ
れ
は
拠
の
『
本

』
に
は
、

具
さ
に
喩
へ
を
あ
げ
玉
ひ
て
「
度
諸
有
縁
不
暫
息
如
大
海
潮
不
失
時
」
と
あ
り
。
こ
れ
は
海
の
潮
は
さ
し
し
ほ
引
し
ほ
少
し
で
も
時
を

失
は
ぬ
も
の
な
り
。
今
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
の
有
縁
の
衆
生
を
済
度
な
さ
る
る
も
、
其
如
く
に
て
、
今
す
く
へ
ば
よ
い
と
云
縁
の
出

来
た
時
を
考
え
玉
ひ
て
、
直
に
其
時
を
失
は
ず
に
済
度
し
玉
ふ
と
な
り
。
と
き
に
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
の
有
縁
の
衆
生
を
済
度
な
さ

る
る
と
申
す
こ
と
、『
観
経
』
に
は
あ
れ
ど
も
『
大
経
』
に
は
説
ず
。
爾
れ
ば
、『
観
経
』
に
よ
り
玉
ふ
か
と
云
に
考
る
に
、『
大
経
』

異
訳
の
『
大
阿
弥
陀
経
』（
三
十
六
右
）
に
、
こ
の
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
左
右
に
つ
き
し
た
が
ひ
玉
ふ
。
即
阿

弥
陀
如
来
こ
の
二
菩
薩
と
御
対
座
に
て
、
つ
ね
に
十
方
世
界
を
済
度
す
べ
き
こ
と
を
議
論
し
玉
ひ
、
も
し
、
度
す
べ
き
衆
生
が
あ
れ
ば
、

こ
の
二
菩
薩
を
つ
か
は
し
て
、
暫
の
間
に
飛
行
自
在
に
し
て
衆
生
を
済
度
し
玉
ふ
と
あ
り
。
こ
れ
が
有
縁
を
度
し
玉
ふ
相
た
な
り
。
縁

の
あ
る
も
縁
の
な
き
も
か
ま
は
ず
に
済
度
し
玉
ふ
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
如
来
と
二
菩
薩
と
が
、
対
座
し
て
議
論
し
玉
ふ
に
は
及
ば
ぬ
な
り
。

十
方
世
界
の
こ
と
を
ば
御
相
談
な
さ
る
る
は
、
彼
の
衆
生
は
今
助
け
る
時
節
な
り
。
此
衆
生
は
、
今
助
く
る
縁
は
な
ひ
等
と
論
じ
玉
ふ

な
り
。
休
息
は
二
字
共
に
や
す
む
な
り
。
今
家
の
左
訓
に
「
や
す
む
こ
と
な
し
」
と
あ
り
。
有
縁
の
衆
生
ば
か
り
を
済
度
な
さ
る
る
に

よ
り
て
、
閑
暇
が
あ
る
か
と
云
へ
ば
、
左
や
う
で
は
な
し
。
有
縁
の
衆
生
ば
か
り
済
度
し
玉
へ
ど
も
、
し
ば
ら
く
も
ひ
ま
な
く
御
休
み

あ
る
事
な
く
衆
生
を
済
度
し
玉
ふ
と
な
り
。
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安
楽
浄
土
に
い
た
る
ひ
と

五
濁
悪
世
に
か
へ
り
て
は

釈

尼
仏
の
ご
と
く
に
て

利
益
衆
生
は
き
は
も
な
し

二
讃
新
住
衆
二

初
正
讃
衆
徳
二

初
讃
利
行
徳
二

初
、
明
利
生
如
仏
。
已
下
の
四
首
は
、
新
住
の
菩
薩
を
讃
ず
。
其
中
初
の
二
首
は
、
新
住
の
菩
薩
の
自
利
々
他
の
行
徳
を
讃
ず
。
其
中

今
は
、
利
他
の
徳
を
挙
る
な
り
。

「
安
楽
」
と
は
、『
大
経
義
家
の
疏
』
に
、「
自
無
危
険
故
曰
安
心
無
憂
悩
故
曰
楽
」。「
安
」
の
字
は
「
不
危
也
」
と

し
て
、
安
穏

に
し
て
あ
や
う
げ
の
な
き
事
な
り
。
夫
故
に
、
身
に
危
げ
を
は
な
る
る
が
「
安
」
の
字
な
り
。
又
心
に
う
れ
へ
な
や
み
の
は
な
れ
て
た

の
し
む
は
、「
楽
」
の
字
の
意
な
り
。
こ
れ
は
、「
安
楽
」
の
二
字
を
、
身
と
心
と
に
分
け
て
『
浄
土
論
』
の
「
永
離
身
心
悩
受
楽
常
無

間
」
の
意
に
て
、
釈
せ
ら
る
る
な
り
。
又
、『
唯
信
文
意
』
の
中
で
は
「
よ
ろ
づ
の
た
の
し
み
に
し
て
、
く
る
し
み
ま
じ
は
ら
ぬ
を
安

楽
と
云
」
と
釈
し
て
其
末
へ
に
、「
涅
槃
の
異
名
を
挙
玉
ふ
と
こ
ろ
に
、「
涅
槃
を
滅
度
と
も
、
無
為
と
も
、
安
楽
と
も
云
」
と
あ
り
。

こ
れ
が
、『
涅
槃
経
』
に
依
て
仰
せ
ら
る
る
こ
と
に
て
、
真
実
報
土
の
た
の
し
み
と
云
は
、
凡
夫
五
欲
の
境
界
の
た
の
し
み
の
や
う
な

事
で
は
な
し
。
真
実
報
土
の
た
の
し
み
は
す
な
は
ち
、
涅
槃
の
大
楽
大
般
涅
槃
常
楽
我
浄
の
四
徳
の
相
た
な
り
。
夫
故
、「
上
の
安
楽

無
量
の
大
菩
薩
」
の
「
和
讃
」
も
、
こ
の
「
和
讃
」
も
、
と
も
に
普
賢
の
行
を
明
す
「
和
讃
」
な
る
ゆ
へ
に
、
先
最
初
に
こ
の
「
安

楽
」
と
云
名
を
出
し
て
真
実
報
土
へ
往
生
し
た
も
の
は
ま
づ
、
大
般
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
き
て
涅
槃
の
大
楽
を
う
く
る
。
其
涅
槃
の

大
楽
を
う
け
た
も
の
が
、
直
に
衆
生
済
度
の
大
悲
を
お
こ
し
て
普
賢
の
行
を
修
す
る
と
明
し
玉
ふ
思
召
ゆ
へ
に
、
最
初
に
「
安
楽
浄

土
」
へ
と
の
玉
ふ
な
り
。

「
五
濁
悪
世
に
か
へ
り
て
は
」。
五
濁
の
こ
と
は
、
大
乗
で
は
『

伽
論
』・『
善
戒
経
』
等
、
小
乗
で
は
『
倶
舎
論
』
の
「
世
間
品
」
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等
に
み
へ
た
り
。
浄
土
門
で
は
、『
阿
弥
陀
経
』
に
列
ね
て
あ
り
。
釈
家
に
は
、「
序
分
義
」・『
法
事
讃
』
に
出
し
て
あ
り
。
今
「
和

讃
」
で
は
、『
正
像
末
和
讃
』
に
く
は
し
く
出
る
こ
と
な
り
。
今
は
ざ
つ
と
弁
ぜ
ば
「
五
濁
」
と
申
す
は
、「
濁
」
は
に
ご
る
な
り
。
最

初
清
ん
だ
水
が
だ
ん
だ
ん
濁
る
如
く
、
世
が
末
に
な
れ
ば
な
に
も
か
も
お
と
ろ
へ
て
わ
る
く
な
る
の
が
「
五
濁
」
な
り
。
ま
づ
「
劫

濁
」
と
云
は
、
上
に
出
た
る
如
く
「
劫
」
は
梵
語
で
「
時
」
の
こ
と
で
、「
劫
」
と
云
ゆ
へ
、
時
の
お
と
ろ
ふ
る
こ
と
を
ば
「
劫
濁
」

と
云
な
り
。「
見
濁
」
と
云
は
、
末
世
に
な
る
ほ
ど
人
の
邪
見
邪
分
別
の
増
上
す
る
こ
と
な
り
。
又
、
煩
悩
が
次
第
に
増
す
る
の
が

「
煩
悩
濁
」
な
り
。
又
、
親
に
も
不
孝
を
す
る
、
主
人
に
も
不
忠
を
す
る
と
云
や
う
に
、
人
の
悪
く
な
る
が
「
衆
生
濁
」
な
り
。
命
ち

の
み
ぢ
か
く
な
る
が
「
命
濁
」
な
り
。『
正
像
末
和
讃
』
に
は
、
く
は
し
く
こ
の
「
五
濁
」
の
事
が
出
て
あ
り
。「
二
万
歳
に
い
た
り
て

は

五
濁
悪
世
の
名
を
え
た
り
」
と
あ
る
は
、『
悲
化
経
』
の
説
な
り
。
人
寿
二
万
歳
が
五
濁
の
最
初
ゆ
へ
に
、
釈

如
来
人
寿
百
歳

の
時
に
御
出
世
な
れ
ば
、
五
濁
悪
世
の
た
だ
中
へ
あ
ら
は
れ
て
衆
生
を
済
度
し
玉
ふ
な
り
。
ゆ
へ
に
、
今
こ
の
「
和
讃
」
に
「
五
濁
悪

世
に
か
へ
り
て
は
」
と
あ
る
は
、
次
の
句
の
「
釈

尼
仏
の
ご
と
く
に
て
」
と
受
け
る
た
め
な
り
。
今
浄
土
へ
往
生
し
た
る
菩
薩
、

こ
の
娑
婆
世
界
の
や
う
な
る
五
濁
悪
世
へ
た
ち
か
へ
り
、
衆
生
を
済
度
し
玉
ふ
こ
と
は
、
全
く
釈

如
来
の
五
濁
悪
世
に
出
て
衆
生
を

済
度
し
玉
ふ
と
同
じ
こ
と
な
り
と
の
玉
ふ
な
り
。
こ
の
五
濁
悪
世
に
か
へ
る
と
あ
る
が
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
か
ぎ
り
た
る
こ
と
で
は
な

し
。
十
方
世
界
の
中
に
此
娑
婆
世
界
の
如
き
五
濁
悪
世
界
は
、
か
ず
も
か
ぎ
り
も
な
く
あ
る
こ
と
な
り
。
故
に
、
拠
の
『
本

』
に
も
、

『
大
経
』
に
も
、「
他
方
五
濁
悪
世
界
」
と
の
玉
ふ
な
り
。「
釈

尼
」
と
は
、
梵
語
に
て
、『
華
厳
音
義
』
一
（
十
四
）
に
、
釈

此
に
「
能
仁
」
と
云
。「
能
仁
」
は
釈

の
御
氏
な
り
。
釈

如
来
の
御
先
祖
は
、
慈
悲
ぶ
か
き
人
に
て
あ
り
し
故
に
、「
能
仁
」
と
云

な
り
。「

尼
」
と
云
は
、
御
名
に
て
、
此
に
寡
黙
と
翻
す
る
な
り
。
寡
黙
は
、
身
口
意
の
三
業
に
さ
は
が
し
き
こ
と
を
ば
止
め
て
在

す
と
云
こ
と
な
り
。「
利
益
衆
生
は
き
は
も
な
し
」
と
は
、
釈

如
来
の
娑
婆
世
界
へ
出
現
し
玉
ふ
如
く
、
八
相
示
現
し
て
お
も
ひ
の

侭
に
衆
生
を
利
益
し
玉
ふ
と
な
り
。
と
き
に
、
こ
の
「
和
讃
」
の
拠
の
『
大
経
』
の
文
に
、「
除
生
他
方
五
濁
悪
世
示
現
同
彼
如
我
国
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也
」
と
あ
り
。
こ
れ
は
、
極
楽
浄
土
の
菩
薩
方
が
衆
生
済
度
の
為
に
、
他
方
世
界
五
濁
悪
世
の
所
へ
出
現
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
如

く
ぢ
や
と
の
玉
ふ
な
り
。
こ
れ
を
『
大
経
浄
影
疏
』
下
（
二
十
一
右
）
に
云
、「
釈

の
自
説
我
国
諸
菩
薩
と
の
玉
ふ
は
、
極
楽
浄
土

の
菩
薩
五
濁
悪
世
へ
衆
生
済
度
に
出
玉
ふ
は
、
我
娑
婆
世
界
の
菩
薩
の
如
く
と
あ
る
経
文
な
り
」
と
釈
す
る
な
り
。
今
、
鸞
師
は
爾
ら

ず
。『
讃
弥
陀

』
に
「
如
大

尼
」
と
あ
り
。
今
夫
を
承
て
「
釈

尼
仏
の
ご
と
く
な
り
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
浄
影
も
釈
義
の
竜

象
な
れ
ど
も
、
こ
れ
は
鸞
大
師
の
御
覧
な
さ
れ
や
う
が
『
大
経
』
の
文
に
か
な
ふ
た
る
正
義
な
る
べ
き
な
り
。『
大
経
』
の
文
に
、「
我

国
の
菩
薩
」
と
は
な
し
。
た
だ
「
我
国
」
と
あ
り
。「
我
国
」
と
あ
る
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
は
釈

如
来
の
自
国
な
る
ゆ
へ
、
こ
の
娑

婆
世
界
を
さ
し
て
「
我
国
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
外
の
人
が
云
の
で
は
な
し
。
釈

如
来
の
御
言
に
「
如
我
国
也
」
と
の
玉
ふ
か
ら
は
、

我
国
へ
我
出
現
し
た
る
如
く
ぢ
や
と
の
玉
ふ
に
違
ひ
な
し
。
浄
影
の
意
で
は
、
経
文
の
上
に
菩
薩
の
二
字
を
加
へ
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
な

り
。
爾
れ
ば
、
釈

如
来
の
如
く
八
相
示
現
し
て
、
衆
生
済
度
に
出
る
こ
と
を
、「
釈

尼
仏
の
ご
と
く
に
て

利
益
衆
生
は
き
は

も
な
し
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
と
き
に
、
一
類
の
異
解
者
あ
り
て
、
こ
の
「
和
讃
」
に
「
安
楽
浄
土
に
至
る
ひ
と
」
と
あ
る
は
、
こ
れ
は

安
楽
浄
土
へ
い
た
る
人
と
云
こ
と
で
は
な
し
。
い
た
ら
ふ
と
云
事
で
、
娑
婆
に
居
な
が
ら
釈

尼
仏
の
ご
と
く
に
、
還
相
回
向
の
所

作
を
な
す
こ
と
ぢ
や
と
云
一
義
な
り
。
こ
れ
は
、
文
を
ま
げ
て
義
を
と
る
僻
法
門
な
り
。
若
し
安
楽
浄
土
に
い
た
ら
ふ
と
す
る
人
な
ら

ば
、「
安
楽
国
を
ね
が
ふ
人
」
と
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
な
り
。
其
上
異
解
者
の
や
う
で
は
、「
五
濁
悪
世
に
か
へ
り
て
は
」
と
い
は
れ
ぬ
な

り
。
か
へ
る
と
云
は
、
浄
土
へ
往
生
し
た
人
な
れ
ば
こ
そ
、
か
へ
る
と
云
こ
と
は
あ
る
べ
け
れ
。
浄
土
へ
往
生
し
た
人
が
た
ち
か
へ
り

て
衆
生
済
度
を
な
す
の
で
は
な
け
れ
ば
、「
還
相
」
と
は
申
さ
ぬ
な
り
。
娑
婆
に
居
な
が
ら
浄
土
へ
ゆ
き
が
け
に
人
を
す
す
め
み
ち
び

く
は
、
往
相
回
向
の
中
で
自
信
教
人
信
、
常
行
大
悲
と
云
も
の
に
て
、
還
相
回
向
で
は
な
し
。
夫
を
、
還
相
回
向
と
名
を
付
る
は
、
全

体
娑
婆
を
離
れ
て
極
楽
な
く
、
娑
婆
即
ち
浄
土
な
り
。
此
に
居
な
が
ら
直
に
仏
ぢ
や
と
云
、
一
益
法
門
を
立
る
料
簡
な
り
。
吾
祖
の
漢

文
、
和
語
の
聖
教
に
か
つ
て
な
き
こ
と
な
り
。
今
、「
和
讃
」
も
上
か
ら
の
文
の
次
第
に
て
、
浄
土
の
菩
薩
を
讃
嘆
し
玉
ふ
に
、
ま
づ
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旧
住
を
讃
嘆
し
て
此
に
は
新
住
の
菩
薩
の
浄
土
へ
往
生
し
た
ま
ふ
御
徳
を
讃
じ
玉
ふ
と
こ
ろ
に
て
、
娑
婆
に
い
る
人
を
讃
嘆
し
玉
ふ
で

は
な
き
な
り
。

第
十
九
会

神
力
自
在
な
る
こ
と
は

測
量
す
べ
き
こ
と
ぞ
な
き

不
思
議
の
徳
を
あ
つ
め
た
り

無
上
尊
を
帰
命
せ
よ

二
、
明
供
仏
自
在
。「
供
仏
」
と
申
す
は
、
供
養
諸
仏
と
申
す
事
に
て
、
十
方
の
諸
仏
を
供
養
す
る
を
云
な
り
。
こ
の
「
和
讃
」
は
、

安
楽
浄
土
の
菩
薩
、
十
方
世
界
に
遊
て
諸
仏
を
供
養
し
玉
ふ
に
、
自
在
を
得
た
ま
ふ
こ
と
を
明
す
ゆ
へ
に
、「
供
仏
自
在
」
と
云
な
り
。

「
神
力
」
と
は
、『
法
華
文
句
』
十
之
一
（
三
十
八
左
）
に
、「
神
名
不
測
力
名
幹
用
」
と
釈
し
て
、「
神
」
の
字
は
、
は
か
ら
れ
ぬ
徳

の
あ
る
事
な
り
。「
力
」
の
字
は
、
人
の
え
せ
ぬ
事
を
よ
く
な
す
は
た
ら
き
な
り
。
爾
れ
ば
、「
神
力
」
と
云
は
、
何
事
に
よ
ら
ず
は
か

ら
れ
ぬ
は
ら
た
き
を
す
る
事
を
云
な
り
。「
自
在
」
と
は
、『
法
華
玄
義
釈
籖
』
四
之
一
（
六
十
右
）
言
、「
自
在
者
不
謀
而
運
一
切
無

碍
也
」
と
あ
り
て
、
任
運
無
功
用
に
、
一
切
の
さ
は
り
を
は
な
れ
た
る
こ
と
を
、「
自
在
」
と
云
な
り
。
と
き
に
、
今
「
神
力
自
在
」

と
あ
る
は
、
浄
土
の
菩
薩
何
の
は
た
ら
き
の
自
在
な
る
事
ぞ
と
云
に
、
こ
れ
を
『
私
記
』
な
ど
の
料
簡
に
は
、
上
の
「
和
讃
」
に
「
釈

尼
仏
の
ご
と
く
に
て

利
益
衆
生
」
に
神
力
自
在
を
え
て
ま
し
ま
す
こ
と
を
、「
神
力
自
在
な
る
こ
と
は

測
量
す
べ
き
こ
と
ぞ

な
き
」
と
上
の
「
和
讃
」
を
う
け
て
の
玉
ふ
な
り
、
と
解
し
て
あ
り
。
爾
る
に
、
こ
れ
は
『
本

』
に
は
す
べ
て
二
十
句
の

文
あ
り
。

今
は
終
り
の
二
句
を
挙
玉
ひ
て
、
前
の
十
八
句
を
略
し
玉
ふ
な
り
。
初
の
十
八
句
に
は
、
何
を
明
し
玉
ふ
ぞ
と
云
に
、
極
楽
の
菩
薩
は
、
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た
だ
一
食
の
間
に
十
方
世
界
に
遊
て
も
ろ
も
ろ
の
如
来
を
供
養
し
玉
ふ
。
其
供
養
の
具
に
、
い
ろ
い
ろ
の
不
思
議
あ
り
て
、
諸
仏
を
供

養
し
お
わ
り
て
食
時
の
す
ま
ぬ
う
ち
に
、
虚
空
を
飛
行
し
て
極
楽
へ
か
へ
り
玉
ふ
と
述
て
あ
る
な
り
。
爾
ら
ば
、
こ
の
一
段
も
浄
土
の

菩
薩
の
諸
仏
供
養
の
行
に
於
て
自
在
神
力
を
得
玉
ふ
こ
と
を
の
べ
玉
ふ
。
即
四
十
八
願
の
中
に
は
、
第
二
十
三
の
供
養
諸
仏
の
願
、
第

二
十
四
の
供
具
如
意
の
願
成
就
の
相
た
を
明
し
玉
ふ
。
夫
を
、
今
「
神
力
自
在
な
る
こ
と
は
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

「
測
量
す
べ
き
こ
と
ぞ
な
き
」
と
は
、
其
神
力
自
在
な
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
わ
け
に
て
自
在
の
働
き
が
あ
る
や
ら
ん
と
は
か
り
て

み
て
も
、
は
か
ら
れ
ぬ
と
の
玉
ふ
な
り
。「
測
量
」
は
、
今
家
の
左
訓
に
、「
は
か
り
は
か
る
こ
と
な
し
と
な
り
」
と
あ
り
。
こ
れ
は
、

上
の
「
仏
光
測
量
」
の
所
に
も
出
た
る
言
な
り
。
い
ま
こ
こ
は
た
だ
、
は
か
る
こ
と
の
な
ら
ぬ
こ
と
を
「
測
量
す
べ
き
こ
と
ぞ
な
き
」

と
の
玉
ふ
な
り
。
と
き
に
、
こ
の
句
に
、「
こ
と
ぞ
な
き
」
と
云
、
そ
の
字
を
「
な
き
」
と
「
き
」
の
字
に
て
止
て
あ
り
。
こ
れ
は
、

歌
な
ど
の
手
仁
葉
に
も
そ
え
る
に
て
と
め
る
と
云
が
常
の
格
な
り
。「
し
の
ぶ
る
こ
と
の
よ
は
り
も
ぞ
す
る
」（
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶

え
ね
な
が
ら
へ
ば

忍
ぶ
る
こ
と
の
よ
わ
り
も
ぞ
す
る

新
古
今

恋
一

一
〇
三
四
）、
又
「
た
だ
有
明
の
月
ぞ
の
こ
れ
る
」（
ほ
と

と
ぎ
す
鳴
き
つ
る
方
を
眺
む
れ
ば

た
だ
有
明
の
月
ぞ
残
れ
る

千
載

夏

一
六
一
）
と
、
い
ず
づ
れ
も
そ
え
る
に
て
止
め
る
な
り
。

爾
る
に
、
今
「
そ
」
を
「
き
」
に
て
と
め
て
あ
り
。
加
や
う
な
る
手
仁
葉
の
格
も
あ
る
こ
と
な
り
。
古
今
の
歌
に
「
唐
衣
日
も
夕
暮
れ

に
な
る
と
き
は
か
へ
す
が
え
す
も
人
ぞ
こ
い
し
き
」
又
、「
て
り
も
せ
ぬ
く
も
り
も
や
ら
ぬ
春
の
夜
の
お
ぼ
ろ
月
夜
に
し
く
も
の
ぞ
な

き
」。
こ
れ
ら
は
み
な
、「
ぞ
」
を
「
き
」
で
止
る
な
り
。
今
も
そ
の
格
に
て
、「
測
量
す
べ
き
こ
と
ぞ
な
き
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
と
き

に
、
上
の
「
和
讃
」
は
、
衆
生
利
益
の
還
相
を
述
べ
、
こ
の
「
和
讃
」
は
供
養
諸
仏
の
行
を
述
玉
ふ
。
自
利
々
他
を
以
て
分
つ
と
き
は
、

上
の
「
和
讃
」
は
利
他
の
行
、
こ
の
「
和
讃
」
は
自
利
の
行
な
り
。
爾
る
に
、『
讃
弥
陀

』
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
あ
れ
ど
も
、

夫
を
み
な
略
し
て
「
和
讃
」
に
は
、
こ
の
二
利
の
行
を
挙
玉
ふ
は
な
に
ゆ
へ
ぞ
と
云
に
、
上
に
引
て
弁
ず
る
如
く
、
第
二
十
二
の
願
文

に
「
供
養
十
方
諸
仏
如
来
開
化
恒
沙
無
量
衆
生
」
と
あ
り
て
、
十
方
諸
仏
を
供
養
し
無
量
の
衆
生
を
利
益
す
る
と
申
す
が
、
二
十
二
の
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願
成
就
の
す
が
た
な
り
。
夫
ゆ
へ
、
上
の
「
和
讃
」
と
こ
の
「
和
讃
」
と
、
其
二
十
二
の
願
成
就
の
普
賢
の
行
の
す
が
た
を
の
べ
玉
ふ

な
り
。

「
不
思
議
の
徳
を
あ
つ
め
た
り
」
と
は
、
こ
れ
は
『
讃
弥
陀

』
十
八
句
の
文
を
略
し
玉
ふ
故
に
、
其
か
は
り
に
こ
の
一
句
を
加
へ

玉
ふ
な
り
。
其
上
に
『
讃
弥
陀

』
に
は
、
こ
の
次
に
十
二
句
の

文
あ
り
て
浄
土
の
菩
薩
の
自
利
々
他
の
徳
を
讃
嘆
し
て
あ
り
。
今

は
そ
れ
ま
で
を
略
し
玉
ふ
ゆ
へ
に
、
こ
の
「
不
思
議
の
徳
を
あ
つ
め
た
り
」
の
一
句
を
加
へ
玉
ふ
な
り
。
こ
れ
は
浄
土
の
菩
薩
の
、
諸

仏
を
供
養
し
玉
ふ
に
付
て
い
ろ
い
ろ
の
神
変
不
思
議
の
あ
る
も
ま
た
、
平
生
自
利
々
他
の
徳
も
一
ト
口
に
云
と
き
は
、
不
思
議
と
云
よ

り
外
は
な
き
ゆ
へ
に
、
今
一
句
に
収
め
て
「
不
思
議
の
徳
を
あ
つ
め
た
り
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
こ
れ
吾
祖
御
製
作
の
別
途
に
し
て
『
讃

弥
陀

和
讃
』
の
広
略
無
齊
の
体
裁
な
り
。
と
き
に
、
こ
こ
に
「
不
思
議
の
徳
を
あ
つ
め
た
り
」
と
あ
る
は
、
浄
土
の
菩
薩
の
不
思
議

の
徳
を
あ
つ
め
玉
ふ
こ
と
に
は
あ
ら
ず
。
こ
の
句
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
方
に
不
思
議
の
徳
を
集
め
さ
せ
ら
れ
た
と
申
す
事
な
り
。
夫
は

何
ゆ
へ
ぞ
と
云
に
、
極
楽
の
菩
薩
の
諸
仏
を
供
養
し
玉
ふ
に
付
て
い
ろ
い
ろ
神
変
自
在
あ
る
も
、
其
外
平
生
の
自
利
々
他
の
行
も
其
本

を
尋
ぬ
れ
ば
、
み
な
兆
載
永
劫
の
修
行
を
以
て
阿
弥
陀
如
来
の
方
に
加
容
な
不
思
議
の
徳
を
あ
つ
め
さ
せ
ら
れ
、
浄
土
へ
往
生
し
た
菩

薩
方
に
、
こ
の
不
思
議
の
徳
あ
る
や
う
に
成
就
し
玉
ふ
ゆ
へ
な
り
。
爾
れ
ば
、
浄
土
の
菩
薩
の
不
思
議
の
徳
を
き
く
に
つ
け
て
も
、
た

だ
「
無
上
尊
」
の
阿
弥
陀
如
来
を
「
帰
命
せ
よ
」
と
あ
る
句
へ
結
帰
す
る
文
勢
と
み
へ
る
な
り
。
こ
の
「
不
思
議
」
と
言
は
、『
讃
弥

陀

』
を
略
し
玉
ふ
言
に
て
、
す
な
わ
ち
鸞
師
の
『
論

』
に
依
て
の
玉
ふ
言
な
り
。『
論

』
下
（
五
左
）
五
の
不
思
議
を
挙
げ
さ

せ
ら
れ
て
、
次
に
「
此
中
仏
土
不
思
議
有
二
種
力
」
と
あ
り
て
、「
一
者
業
力
謂
法
蔵
菩
薩
出
世
善
根
大
願
業
力
所
成

二
者
正
覚
阿

弥
陀
法
王
善
住
持
力
所
摂
此
不
可
思
議
」
と
、
こ
の
因
力
果
力
の
ち
か
ら
に
よ
り
て
、
極
楽
浄
土
が
不
思
議
な
り
と
釈
し
て
其
下
に
依

報
十
七
種
の
荘
厳
を
釈
し
玉
ふ
に
、
み
な
不
思
議
々
々
に
て
釈
し
玉
へ
り
。
こ
れ
か
ら
み
れ
ば
、
極
楽
浄
土
に
不
思
議
の
あ
る
は
み
な
、

阿
弥
陀
如
来
の
因
位
の
大
願
業
力
、
果
上
の
自
在
神
力
を
以
て
あ
つ
め
玉
へ
る
不
思
議
の
徳
な
り
。
故
に
、
其
『
論

』
の
意
を
と
り
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来
り
玉
ひ
て
「
不
思
議
の
徳
を
あ
つ
め
た
り
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

「
無
上
尊
」
と
は
、
仏
は
天
上
天
下
唯
我
独
尊
に
し
て
、
仏
に
う
へ
こ
す
尊
は
な
き
ゆ
へ
に
、
諸
仏
の
こ
と
を
「
無
上
尊
」
と
名
く

る
な
り
。
仏
を
「
無
上
尊
」
と
名
く
る
事
は
、
処
々
に
あ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
別
し
て
阿
弥
陀
如
来
を
「
無
上
尊
」
と
名
く
る
こ
と
は

『
大
経
』
三
十
行
の

文
に
「
恭
敬
遶
三

𥡴
首
無
上
尊
」
と
あ
り
。
こ
れ
ら
に
依
り
て
「
無
上
尊
を
帰
命
せ
よ
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

安
楽
声
聞
菩
薩
衆

人
天
智

ほ
が
ら
か
に

身
相
荘
厳
み
な
お
な
じ

他
方
に
順
じ
て
名
を
つ
ら
ぬ

二
、
讃
涅
槃
妙
果
二
、
初
明
所
証
平
等
。
こ
の
一
首
の
「
和
讃
」
は
、
浄
土
へ
往
生
し
た
る
も
の
は
平
等
一
味
の
さ
と
り
を
う
る
事
を

明
す
な
り
。
上
の
二
首
は
第
二
十
二
の
願
成
就
の
普
賢
の
行
の
す
が
た
に
て
、
衆
生
利
益
の
還
相
の
す
が
た
と
供
養
諸
仏
の
す
が
た
を

の
べ
玉
ふ
な
り
。
こ
れ
よ
り
下
の
二
首
の
「
和
讃
」
は
第
十
一
願
成
就
の
涅
槃
の
妙
果
の
相
た
な
り
。
真
実
報
土
の
妙
果
と
云
は
、
こ

の
涅
槃
の
さ
と
り
と
普
賢
の
行
と
の
二
つ
に
収
ま
る
な
り
。
こ
れ
が
曇
鸞
大
師
の
『
讃
弥
陀

』
に
よ
り
玉
へ
ど
も
、
夫
を
根
本
の

『
大
経
』
に
も
ど
り
て
示
し
玉
ふ
な
り
。『
大
経
』
四
十
八
願
の
説
相
で
云
と
き
は
、
真
実
報
土
の
妙
果
と
云
は
、
第
十
一
願
・
二
十

二
の
願
、
こ
の
二
願
の
成
就
な
り
。
こ
れ
が
ま
た
吾
祖
初
め
て
か
や
う
に
御
覧
な
さ
る
る
に
は
非
ず
。
曇
鸞
大
師
の
『
論

』
の
下
巻
、

十
八
・
十
一
・
二
十
二
の
三
願
を
引
て
十
八
願
を
真
実
報
土
の
因
、
十
一
・
二
十
二
は
真
実
報
土
の
果
、
こ
れ
よ
り
外
に
浄
土
の
果
の

す
が
た
は
な
き
ゆ
へ
に
、
今
こ
の
「
和
讃
」
二
、
上
の
二
首
は
二
十
二
の
願
成
就
の
す
が
た
、
こ
れ
よ
り
下
は
十
一
願
成
就
の
す
が
た

と
分
る
る
な
り
。

「
安
楽
」
と
は
、
第
四
の
句
に
他
方
の
言
を
出
す
が
故
に
最
初
に
浄
土
の
名
を
標
し
玉
ふ
な
り
。
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「
声
聞
菩
薩
衆
」
と
は
、「
声
聞
」
と
は
声
を
聞
て
さ
と
る
と
云
こ
と
に
て
、
す
べ
て
「
声
聞
」
は
仏
の
在
世
に
生
れ
て
直
に
仏
の

教
を
聞
て
証
る
ゆ
へ
な
り
。
こ
の
声
聞
に
も
、
大
乗
の
声
聞
、
小
乗
の
声
聞
と
云
か
は
り
あ
る
ゆ
へ
に
、「
声
聞
」
の
名
を
釈
す
る
に

す
べ
て
三
義
あ
り
。『
大
乗
義
章
』
十
七
本
（
二
右
）
に
、
具
に
出
た
り
。「
菩
薩
」
と
申
す
は
具
に
菩
提
薩
埵
と
云
。
菩
提
と
云
は
、

仏
果
無
上
の
さ
と
り
な
り
。
薩
埵
は
、
衆
生
の
梵
語
に
て
無
上
菩
薩
を
求
る
衆
生
と
云
こ
と
で
、
菩
薩
と
云
な
り
。
こ
の
菩
薩
の
名
を

釈
す
る
に
も
三
義
あ
り
て
、『
大
乗
義
章
』
十
七
末
（
二
十
四
右
）
の
如
し
。

「
人
天
」
と
は
、
人
間
と
天
上
と
な
り
。
こ
こ
に
声
聞
と
菩
薩
と
人
と
天
と
の
四
類
を
列
ね
て
あ
り
。
安
楽
浄
土
に
は
、
こ
の
四
類

あ
り
。
ま
づ
極
楽
の
聖
衆
は
、
観
音
・
勢
至
を
始
と
し
て
み
な
菩
薩
な
る
ゆ
へ
、
菩
薩
の
あ
る
は
勿
論
な
り
。
四
十
八
願
の
中
に
「
声

聞
無
数
の
願
」
と
云
が
あ
り
て
、
極
楽
に
は
声
聞
衆
が
無
量
無
数
あ
る
な
り
。
其
上
に
、「
国
中
人
天
」
と
て
、
人
と
名
け
天
と
名
く

る
も
の
も
あ
り
。
爾
れ
ば
、
極
楽
の
聖
衆
は
名
を
分
つ
と
き
は
、
声
聞
・
菩
薩
・
人
・
天
の
四
類
あ
り
。
夫
を
此
へ
挙
て
「
安
楽
声
聞

菩
薩
衆
人
天
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
爾
る
に
、
名
を
分
て
は
如
是
に
、
四
類
が
分
れ
ど
も
内
証
の
さ
と
り
が
平
等
な
る
ゆ
へ
に
智

も
相

好
も
す
こ
し
も
か
は
る
こ
と
な
し
と
あ
る
こ
と
に
て
、「
智

ほ
が
ら
か
に

身
相
荘
厳
み
な
お
な
じ
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
夫
な
ら
ば
、

其
声
聞
・
菩
薩
・
人
・
天
と
名
の
か
は
る
は
い
か
ん
と
云
に
、
夫
は
他
方
に
順
じ
て
名
を
つ
ら
ぬ
と
な
り
。
爾
れ
ば
、
こ
の
一
首
は
真

実
報
土
の
平
等
一
味
の
妙
果
を
挙
玉
ふ
な
り
。

「
智

ほ
が
ら
か
に
」
と
は
、『
讃
弥
陀

』
の
文
に
は
「
智

洞
達
」
と
あ
り
。
菩
薩
の
智

を
得
玉
ふ
所
に
て
、
朗
然
大
悟
と

ほ
が
ら
か
に
さ
と
ら
れ
、
一
切
真
俗
二
諦
に
と
を
り
ぬ
け
た
る
所
を
「
智

洞
達
」
と
云
。
夫
を
今
こ
の
「
和
讃
」
に
は
「
智

ほ
が

ら
か
に
」
と
の
玉
ふ
な
り
。

「
身
相
」
と
は
、
浄
土
の
菩
薩
の
身
は
悉
皆
金
色
に
て
三
十
二
相
の
相
好
に
無
量
塵
数
の
相
好
を
具
へ
て
在
す
。
是
を
「
身
相
」
と

云
な
り
。
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「
荘
厳
」
と
は
、
首
に
は
宝
冠
を
頂
き
、
身
に
は
応
法
の
妙
服
を
著
す
る
等
の
無
量
の
か
ざ
り
あ
る
こ
と
な
り
。
夫
ゆ
へ
に
、
高
田

の
本
左
訓
に
、「
か
ざ
り
反
か
ざ
る
反
い
つ
く
し
反
」
と
あ
り
。
と
き
に
上
の
「
智

ほ
が
ら
か
に
」
と
あ
る
は
、
内
証
の
徳
の
方
、

こ
の
身
相
荘
厳
は
外
相
の
方
な
り
。
真
実
報
土
の
無
量
の
聖
衆
は
、
内
証
も
外
相
も
少
し
も
か
は
る
事
な
く
み
な
同
じ
事
な
る
ゆ
へ
に
、

「
み
な
同
じ
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
こ
ゝ
を
『
大
経
』
の
文
に
「
咸
同
一
類
形
無
異
状
」
と
あ
り
て
、
智

も
功
徳
も
相
好
も
荘
厳
も
、

す
こ
し
も
か
は
ら
ぬ
平
等
一
味
の
相
た
な
り
。
と
き
に
か
や
う
に
内
証
も
外
相
も
み
な
平
等
な
る
は
、
何
故
ぞ
と
い
へ
ば
、
こ
れ
が
第

十
一
願
成
就
の
相
た
な
り
。「
臨
終
一
念
の
夕
べ
、
大
般
涅
槃
を
超
証
す
」
と
浄
土
へ
参
り
た
る
ほ
ど
の
も
の
が
み
な
、
大
般
涅
槃
の

妙
果
を
同
じ
や
う
に
さ
と
る
ゆ
へ
に
、
智

も
功
徳
も
荘
厳
も
、
微
塵
も
か
は
る
事
は
な
き
な
り
。
と
き
に
、
一
つ
の
俗
難
あ
り
。
極

楽
の
聖
衆
は
相
好
も
荘
厳
も
み
な
同
じ
と
云
は
ば
、
観
音
・
勢
至
・
普
賢
・
文
殊
み
な
形
ち
同
じ
き
ゆ
へ
に
、
互
ひ
に
と
り
違
へ
る
こ

と
も
あ
る
べ
し
と
云
に
、
仏
境
界
と
云
も
の
は
左
や
う
な
こ
と
は
な
し
。
無
差
別
平
等
な
る
と
こ
ろ
、
自
ら
差
別
が
あ
る
に
よ
り
て
、

内
徳
も
外
相
も
か
は
ら
ぬ
菩
薩
な
れ
ど
も
、
爾
も
一
々
の
菩
薩
が
み
な
か
は
る
な
り
。
例
せ
ば
、『
華
厳
経
』
に
毘
廬
遮
那
仏
と
云
事

を
立
て
て
、
十
身
毘
蘆
遮
那
の
一
仏
の
身
に
重
重
無
量
の
仏
身
あ
り
て
、
一
々
の
仏
身
に
重
々
無
尽
の
仏
身
を
具
る
こ
と
、
帝
釈
天
の

宝
網
の
う
つ
り
あ
ふ
如
く
、
無
尽
不
可
説
の
仏
身
な
れ
ど
も
、
夫
が
無
差
別
を
壊
せ
ず
し
て
差
別
を
具
へ
る
ゆ
へ
に
、
少
し
も
紛
れ
る

事
は
な
し
と
云
な
り
。
今
安
楽
浄
土
の
菩
薩
も
其
如
く
無
量
無
数
の
菩
薩
が
「
身
相
荘
厳
み
な
を
な
じ
」
け
れ
ど
も
、
其
無
差
別
の
中

に
一
々
差
別
の
相
が
分
る
る
な
り
。

「
他
方
に
順
じ
て
名
を
つ
ら
ぬ
」
と
は
、
内
徳
も
外
相
も
か
わ
る
こ
と
な
き
平
等
一
味
な
れ
ば
、
声
聞
・
菩
薩
・
人
・
天
と
名
の
か

は
る
は
云
何
と
云
に
、
こ
れ
は
他
方
に
順
じ
て
名
を
つ
ら
ぬ
る
な
り
。

「
他
方
」
と
は
経
文
に
は
「
余
方
」
と
あ
り
。『
讃
弥
陀

』
に
は
他
方
と
あ
る
に
よ
り
て
、
今
も
「
他
方
」
と
の
玉
ふ
な
り
。
極

楽
浄
土
か
ら
の
ぞ
め
て
外
の
世
界
の
事
を
他
方
と
云
。
別
し
て
云
へ
ば
こ
の
娑
婆
世
界
を
さ
す
な
り
。
娑
婆
世
界
に
は
、
舎
利
弗
・
目
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連
等
の
声
聞
も
あ
り
。
普
賢
・
文
殊
等
の
菩
薩
も
あ
り
。
も
と
よ
り
人
も
天
も
あ
る
ゆ
へ
に
、
夫
に
順
じ
て
名
を
列
ね
玉
ふ
な
り
。

「
順
」
は
経
文
に
は
因
順
と
あ
り
。
な
ぞ
ら
へ
る
事
を
云
と
き
に
、
こ
の
他
方
世
界
に
な
ぞ
ら
へ
て
名
を
付
る
と
云
も
、
其
な
ぞ
ら

へ
る
わ
け
が
な
け
れ
ば
名
は
つ
け
ら
れ
ぬ
も
の
。
よ
て
『
大
経
』
の
「
義
寂
の
疏
」
に
二
釈
あ
り
。
爾
る
に
、『

解
抄
』
に
「
義
寂

の
疏
」
を
引
き
用
ひ
ず
し
て
、
他
方
に
因
順
す
る
と
云
へ
る
は
、
他
方
へ
な
ぞ
ら
へ
て
名
を
列
ぬ
る
と
云
こ
と
な
れ
ば
、
其
な
ぞ
ら
へ

る
わ
け
は
吟
味
に
お
よ
ば
ず
と
云
料
簡
な
れ
ど
も
、
左
や
う
で
は
な
し
。
も
の
を
な
ぞ
ら
へ
る
と
云
に
も
わ
け
な
く
て
は
な
ぞ
ら
へ
が

た
し
。
京
都
の
比
叡
山
を
東
の
富
士
山
に
な
ぞ
ら
へ
、
新
更
科
に
て
月
を
み
る
を
、
信
州
の
更
科
に
な
ぞ
ら
へ
る
は
、
み
な
な
ぞ
ら
へ

る
わ
け
あ
る
ゆ
へ
な
り
。
五
條
の
橋
を
富
士
山
に
な
ぞ
ら
へ
七
條
の
藪
を
更
科
に
な
ぞ
ら
へ
る
と
云
事
は
な
き
な
り
。
と
き
に
、「
義

寂
の
疏
」
に
二
義
あ
れ
ど
も
、
初
の
義
は
今
家
の
宗
義
に
は
あ
は
ぬ
ゆ
へ
依
用
し
が
し
。
後
の
義
で
は
極
楽
浄
土
に
ま
こ
と
の
人
天
は

な
け
れ
ど
も
、
瑠
璃
の
大
地
に
よ
る
所
で
は
人
と
名
け
、
虚
空
に
飛
行
し
て
あ
そ
ぶ
所
で
は
天
と
云
。
こ
れ
が
他
方
世
界
に
な
ぞ
ら
へ

て
人
天
の
名
の
あ
る
わ
け
な
り
と
云
り
。
こ
れ
は
『
方
等
大
集
経
』
四
（
十
三
右
）
の
浄
光
明
仏
の
仏
土
の
相
を
説
て
、
そ
の
仏
土
に

も
人
天
の
差
別
は
な
け
れ
ど
も
、
地
に
あ
る
を
人
と
名
け
、
空
に
お
る
を
天
と
云
と
あ
り
。
こ
れ
は
現
に
経
説
に
あ
る
事
な
れ
ば
、
と

り
も
ち
ひ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
な
り
。
爾
ら
ば
、
声
聞
と
云
名
の
あ
る
は
、
即
ち
『
論

』
上
（
十
八
）
に
釈
し
て
、
み
な
他
方
世
界
の
声

聞
、
極
楽
へ
往
生
せ
し
な
り
。
極
楽
で
は
菩
薩
な
れ
ど
も
、
其
本
名
に
し
た
が
へ
て
声
聞
と
名
く
と
。
又
、
例
を
引
か
せ
ら
れ
て
、
帝

釈
天
の
こ
と
を
仏
け

と
よ
び
玉
ふ
。
帝
釈
は
も
と
人
間
に
あ
り
し
と
き
、

と
名
け
た
る
ゆ
へ
に
、
本
名
に
従
へ
て

と
よ
び
玉
ふ
如
く
な
り
、
と
の
玉
ふ
。
爾
れ
ば
、
極
楽
浄
土
に
て
は
み
な
菩
薩
な
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
い
は
れ
あ
る
ゆ
へ
に
、
他
方

世
界
に
順
じ
て
人
天
と
名
け
声
聞
と
云
故
に
、「
他
方
に
順
じ
て
名
を
つ
ら
ぬ
」
と
云
な
り
。
と
き
に
こ
の
所
の
『
大
経
』
の
文
は
、

浄
土
の
妙
果
を
説
玉
ふ
て
、
人
・
天
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
五
乗
の
機
が
、
浄
土
で
は
一
味
平
等
の
さ
と
り
を
う
る
と
云
事
を
説
玉

ふ
。
本
願
一
乗
の
す
が
た
な
り
。
善
導
大
師
の
「
玄
義
分
」
に
「

教
一
乗
海
」
と
の
玉
ふ
て
、
そ
の
一
乗
海
の
す
が
た
を
末
に
の
べ
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て
「
正
由
託
仏
願
以
作
強
縁
到
使
五
乗
斉
入
」
と
の
玉
ふ
。
弥
陀
本
願
を
一
乗
と
名
く
る
は
、
人
・
天
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
五
乗

の
機
か
ら
、
こ
の
弥
陀
の
本
願
に
乗
託
し
て
真
実
報
土
へ
往
生
す
れ
ば
、
平
等
一
味
の
仏
果
を
さ
と
る
。
こ
こ
が
一
切
衆
生
を
こ
と
ご

と
く
成
仏
せ
し
む
る
本
願
円

一
乗
の
す
が
た
な
り
。
爾
れ
ば
、
か
く
の
如
く
浄
土
に
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
名
あ
る
は
、
即
ち
五
乗

斉
入
の
一
乗
の
す
が
た
を
あ
ら
は
す
所
な
り
。
ゆ
へ
に
、
或
は
人
・
天
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
と
分
け
た
る
五
乗
の
機
が
、
真
実
報
土

で
一
味
の
仏
果
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
の
玉
ふ
。
こ
れ
が
、
即
ち
第
十
八
願
と
は
違
ひ
第
十
一
願
成
就
の
涅
槃
の
妙
果
の
相
た
を
示
し

玉
ふ
な
り
。

浄
土
和
讃
講
義
巻
二
終

キ
ー
ワ
ー
ド

還
相

安
楽

観
音

勢
至

弥
勒
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