
永
観
『
往
生
拾
因
』
か
ら
見
出
せ
る
一
切
衆
生
往
生
の
思
想

―
多
重
的
構
造
と
設
け
ら
れ
た
各
種
方
便
―舎

奈
田
智
宏

豊
山
学
報
・
第
六
六
号

弘
法
大
師
御
生
誕
千
二
百
五
十
年

記
　
念
　
特
　
別
　
号
　
抜
　
刷

令
和
五
年
三
月
発
行

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院



—349—

永
観
『
往
生
拾
因
』
か
ら
見
出
せ
る
一
切
衆
生
往
生
の
思
想

―
多
重
的
構
造
と
設
け
ら
れ
た
各
種
方
便
―

舎
奈
田
智
宏

は
じ
め
に

永
観
（
一
〇
三
三
～
一
一
一
一
）
は
平
安
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
僧
で
あ
り
、時
代
的
に
は
『
往
生
要
集
』
を
記
し
た
源
信
（
九
四
二

～
一
〇
一
七
）
と
、
浄
土
宗
を
開
い
た
法
然
（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
）
の
丁
度
中
間
に
位
置
す
る
。
平
安
時
代
後
期
の
南
都
に
お
け

る
浄
土
往
生
思
想
の
代
表
的
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
。

そ
の
伝
記
は
幾
つ
か
あ
る
も
の
の
、
最
も
古
い
の
が
三
善
為
康
（
一
〇
四
九
～
一
一
三
九
）
の
『
拾
遺
往
生
伝
（
１
）』
に
記
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
他
説
話
集
な
ど
に
も
そ
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

永
観
は
、
文
章
博
士
源
国
経
の
子
で
、
幼
少
期
石
清
水
八
幡
宮
別
当
元
命
の
下
へ
養
子
へ
と
出
さ
れ
、
そ
の
後
禅
林
寺
深
観

（
一
〇
〇
一
／
〇
三
～
五
〇
）
の
弟
子
と
な
っ
た
。
現
在
禅
林
寺
は
、
浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派
の
本
山
で
あ
る
が
、
当
時
は
真
言
宗
寺

院
で
あ
っ
た
。
深
観
の
弟
子
に
な
っ
た
後
、
南
都
東
大
寺
東
南
院
で
三
論
宗
を
学
ん
だ
。
そ
の
た
め
三
論
僧
と
し
て
多
く
の
資
料

で
紹
介
さ
れ
る
。
東
南
院
で
学
ん
だ
後
、
自
身
の
病
や
末
法
思
想
を
背
景
と
し
て
浄
土
往
生
信
仰
を
深
め
た
と
さ
れ
、
光
明
山
寺
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へ
と
移
り
、
そ
の
後
禅
林
寺
に
戻
る
。
禅
林
寺
に
戻
っ
た
の
ち
は
こ
こ
を
活
動
の
拠
点
と
し
、
自
身
の
極
楽
往
生
を
願
っ
て
念
仏

行
に
専
念
し
た
。
し
か
し
自
身
念
仏
行
の
み
な
ら
ず
、
永
観
は
人
々
へ
も
教
え
を
説
き
、
貴
族
の
み
な
ら
ず
一
般
民
衆
に
対
し
て

も
教
化
を
行
い
往
生
講
を
開
催
し
た
と
い
う
。
ま
た
社
会
事
業
も
盛
ん
に
行
っ
た
こ
と
や
東
大
寺
の
別
当
職
を
務
め
た
こ
と
な
ど

が
知
ら
れ
る
。

現
存
す
る
著
作
は
、『
往
生
拾
因
（
２
）』『
往
生
講
式
（
３
）』
が
あ
る
。

『
往
生
拾
因
』
は
、
全
十
章
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

１
広
大
善
根　

２
衆
罪
消
滅　

３
宿
縁
深
厚　

４
光
明
摂
取　

５
聖
衆
護
持　

６
極
楽
化
主　

７
三
業
相
応　

８
三
昧
発
得

９
法
身
同
体　

10
随
順
本
願

『
往
生
講
式
』
は
、
以
下
の
七
章
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

１
発
菩
提
心　

２
懺
悔
業
障　

３
随
喜
善
根　

４
念
仏
往
生　

５
讃
歎
極
楽　

６
因
円
果
満　

７
回
向
功
徳

ま
た
、
永
観
作
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
『
三
時
念
仏
観
門
式
（
４
）』、
部
分
的
に
引
用
さ
れ
た
箇
所
の
み
を
確
認
す
る
こ
と
が

出
来
る
『
阿
弥
陀
経
要
記
（
５
）』
が
あ
る
。
他
に
も
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
存
し
て
い
な
い
（
６
）。

永
観
の
往
生
思
想
の
特
徴
と
し
て
は
、

・『
往
生
拾
因
』
第
九
因
法
身
同
体
に
お
い
て
、
法
然
が
専
修
念
仏
の
根
拠
と
し
た
善
導
の
『
観
無
量
寿
経
疏
』
就
行
立
信
釈

を
法
然
に
先
駆
け
て
引
用
し
て
い
る
。

・
弥
陀
の
四
十
八
願
の
な
か
で
も
第
十
八
願
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。

・
そ
の
伝
記
の
中
で
、
弥
陀
の
供
養
法
や
尊
勝
陀
羅
尼
の
読
誦
な
ど
密
教
的
な
行
法
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

な
ど
の
点
が
そ
の
特
徴
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
で
永
観
の
著
作
に
記
さ
れ
る
往
生
思
想
は
称
名
念
仏
行
を
中
心
と
し
た

極
楽
往
生
が
説
か
れ
る
一
方
、
三
昧
発
得
や
法
身
同
体
観
な
ど
が
説
か
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
法
然
浄
土
教
と
比
較
し
て
未
完
成
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な
浄
土
往
生
思
想
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（
７
）。

問
題
の
所
在

筆
者
は
こ
れ
ま
で
永
観
の
往
生
思
想
に
つ
い
て
考
察
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
中
で
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
永
観

の
往
生
思
想
に
は
二
面
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
過
去
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
永
観
の
往
生
思
想
と
は
、
一
心
三
昧
を
発
得
す
る
境
地
に
至
っ
て
初
め
て
往
生
で
き

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
永
観
の
往
生
思
想
に
は
三
昧
発
得
を
重
視
す
る
と
い
う
一
面
が
間
違
い
な

く
あ
る
。
し
か
し
そ
の
著
作
の
内
容
や
生
涯
を
俯
瞰
す
る
と
、
必
ず
し
も
三
昧
発
得
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
永
観
の
往

生
思
想
に
は
、
そ
の
背
景
に
衆
生
の
機
根
観
が
あ
り
、
機
根
に
応
じ
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
と
筆
者
自
身
は
考
え
て
い
る
。
そ

の
内
容
は
大
き
く
は
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
一
つ
は
三
昧
発
得
し
法
身
同
体
な
ど
を
観
ず
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
対
象
に

し
た
と
思
わ
れ
る
内
容
と
、
一
方
で
そ
の
よ
う
な
観
想
行
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
者
（
例
え
ば
永
観
が
開
催
し
た
と
さ
れ
る

往
生
講
な
ど
へ
参
加
す
る
よ
う
な
一
般
の
者
な
ど
を
対
象
と
し
た
）
に
対
し
て
、
称
名
念
仏
行
を
行
え
ば
そ
れ
だ
け
で
往
生
す
る
事
が
で
き

る
と
い
っ
た
よ
う
な
易
行
的
な
内
容
、
こ
の
二
面
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
筆
者
自
身
考
え
、
い
く
つ
か
の
論
文

に
お
い
て
指
摘
し
て
き
た
（
８
）。

以
上
の
よ
う
な
点
を
中
心
に
、こ
れ
ま
で
二
面
性
と
い
う
点
を
テ
ー
マ
に
い
く
つ
か
研
究
を
重
ね
て
き
た
。
し
か
し『
往
生
拾
因
』

に
説
か
れ
る
念
仏
行
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
往
生
思
想
は
、
必
ず
し
も
き
れ
い
な
二
面
性
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ

で
今
回
の
考
察
で
は
、
主
に
『
往
生
拾
因
』
第
四
光
明
摂
取
、
第
六
極
楽
化
主
な
ど
を
足
掛
か
り
に
、
二
面
性
と
い
う
点
か
ら
も

う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
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光
明
摂
取
に
お
け
る
行

最
初
に
触
れ
た
い
の
が
、
今
回
考
察
を
加
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
『
往
生
拾
因
』
第
四
因
の
光
明
摂
取
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

そ
の
冒
頭
部
分
よ
り
白
毫
に
つ
い
て
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
で
は
私
見
の
限
り
こ
の
部
分
は
白
毫
観
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
浅
井
成
海
氏
は
、

一
心
に
称
念
し
て
光
明
の
摂
取
に
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
白
毫
観
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
９
）。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

永
観
以
前
の
日
本
の
往
生
思
想
に
お
け
る
白
毫
観
に
関
し
て
は
、
恵
心
僧
都
源
信
（
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
の
『
往
生
要
集
』
に

記
さ
れ
て
い
る

A
C
B

。
永
観
の
『
往
生
拾
因
』
に
は
源
信
の
『
往
生
要
集
』
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
お
り

A
D
B

、
こ
の
『
往
生
拾
因
』
第
四

光
明
摂
取
の
内
容
に
関
し
て
も
、
福
原
隆
善
氏
に
よ
り
源
信
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
源
信
の
『
阿
弥
陀
仏
白
毫
観
』
や
『
往
生
要
集
』
の
所
説
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
、
行
者
は
心
を
白
毫

に
係
け
、
も
っ
ぱ
ら
名
号
を
称
す
べ
き
こ
と
を
結
論
と
し
て
い
る

A
E
B

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
源
信
の
影
響
は
、
時
代
的
に
ま
た
思
想
的
に
も
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の

研
究
で
は
、
源
信
の
影
響
を
受
け
た
白
毫
観
が
説
か
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

具
体
的
に
そ
の
内
容
を
見
て
み
た
い
。『
往
生
拾
因
』
第
四
光
明
摂
取
で
は
ま
ず
、最
初
に
『
観
無
量
寿
経
』
の
仏
身
観
（
真
身
観
）

の
内
容
を
取
意
に
て
引
用
す
る
。

觀
經
云
。
無
量
壽
佛
眉
間
白
毫
相
有
八
萬
四
千
隨
好
。
一
一
好
復
有
八
萬
四
千
光
明
。
一
一
光
明
復
有
八
萬
四
千
色
。
一
一

色
復
有
八
萬
四
千
枝
。
一
一
色
光
微
妙
赫
奕
遍
照
十
方
世
界
。
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
。
取
意

A
F
B
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取
意
の
表
現
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
経
典
の
元
の
内
容
と
比
較
す
る
と
か
な
り
白
毫
と
そ
こ
か
ら
放
た
れ
る
光
明
の
説
明
に

特
化
し
た
内
容
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
眉
間
の
白
毫
か
ら
放
た
れ
る
光
明
は
、
あ
ら
ゆ
る
十
方
世
界
を
照
ら
し
て
、
念

仏
す
る
衆
生
を
摂
取
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
い
て
永
観
は
、
行
者
の
あ
ら
ゆ
る
不
善
業
を
白
毫
が
照
ら
し

A
G
B

、
そ
れ
に

よ
っ
て
不
善
の
業
は
こ
と
ご
と
く
消
滅
す
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
の
後
不
空
訳
の
『
無
量
寿
如
来
観
行
供
養
儀
軌
』
を
引
用
す
る
。

故
儀
軌
云
。
無
量
壽
如
來
不
捨
悲
願
。
以
無
量
光
明
照
觸
行
者
。
業
障
重
罪
悉
皆
消
滅
。
已
上

A
H
B

。

『
観
無
量
寿
経
』
の
引
用
の
後
に
不
善
の
業
を
消
滅
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
こ
の
『
供
養
儀
軌
』
に
お
い

て
も
阿
弥
陀
如
来
の
光
明
が
行
者
を
照
ら
せ
ば
、
業
障
重
罪
悉
く
消
滅
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
部
分
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
白
毫
・

光
明
の
功
徳
と
し
て
い
わ
ゆ
る
滅
罪
を
永
観
が
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

そ
の
後
は
、
永
観
自
身
の
文
章
が
続
く
。
そ
こ
で
は
、
無
明
の
病
に
よ
っ
て
目
が
見
え
て
い
て
も
弥
陀
の
光
明
が
見
え
な
い
こ

と
を
嘆
く
が
、
そ
の
一
方
で
目
を
閉
じ
て
光
明
を
観
想
す
れ
ば
、
西
方
よ
り
様
々
な
光
が
降
り
注
ぎ
自
身
を
夕
日
の
よ
う
に
照
ら

す
こ
と
が
説
か
れ
る
。
そ
の
光
明
は
、
青
・
黄
・
赤
・
白
・
紅
・
紫
・
碧
・
緑
な
ど
八
色
以
上
で
あ
り

A
I
B

、
一
つ
一
つ
の
光
は
比
べ

る
も
の
が
な
く
、
行
者
は
心
を
定
ん
で
し
ば
し
ば
光
明
を
観
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
大
谷
旭
雄
氏
は
、
こ
の
部
分
に

つ
い
て
永
観
の
実
体
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
、
さ
ら
に
、

ま
た
永
観
は
摂
取
の
光
明
を
じ
か
に
観
見
で
き
な
い
も
の
の
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
、
光
摂
の
想
念
法
を
教
え
て
い
る

A
J
B

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
大
谷
氏
の
説
に
従
え
ば
、
こ
の
部
分
は
永
観
が
自
ら
の
経
験
を
元
に
白
毫
観
を
見
る
事
が
難
し
い
者
に
対

し
て
、
そ
れ
を
補
助
す
る
た
め
に
説
か
れ
て
い
る
内
容
だ
と
い
え
る
。

こ
れ
に
続
い
て
永
観
は
、『
観
無
量
寿
経
』
を
引
用
す
る
。

故
觀
經
云
。
觀
無
量
壽
佛
者
從
一
相
好
入
。
但
觀
眉
間
白
毫
極
令
明
了
。
見
眉
間
白
毫
者
八
萬
四
千
相
好
自
然
當
見

A
K
B

。

こ
こ
で
は
阿
弥
陀
仏
を
観
ず
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
は
、
一
つ
の
相
好
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
り
、
特
に
眉
間
白
毫
を
観
じ
て
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は
っ
き
り
と
相
好
を
観
ず
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。
そ
し
て
白
毫
を
観
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
他
の
八
万
四
千
の
相
好
が
自
然

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
相
好
の
中
で
も
白
毫
を
観
念
す
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
内
容
を

見
る
と
、
永
観
の
光
明
摂
取
と
は
、
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
白
毫
観
や
光
明
観
と
い
っ
た
観
想
行
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
次
の
『
観
仏
三
昧
海
経
』
の
引
用
か
ら
、
そ
の
内
容
に
変
化
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

觀
佛
經
第
二
云
。
於
一
時
中
分
爲
少
分
。
少
分
中
能
須
臾
間
念
佛
白
毫
。
令
心
了
了
無
謬
亂
想
。
分
明
正
住
注
意
不
息
。
念

白
毫
者
若
見
相
好
。
若
不
得
見
。
如
是
等
人
除
却
九
十
六
億
那
由
他
恒
河
沙
微
塵
數
劫
生
死
之
罪
。
設
復
有
人
但
聞
白
毫
心

不
驚
疑
。
歡
喜
信
受
亦
却
八
十
億
却
生
死
之
罪
。
已
上

A
L
B

。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
内
容
と
は
異
な
り
、
あ
る
一
時
を
小
さ
く
分
け
て
、
ほ
ん
の
一
瞬
で
も
心
を
明
ら
か
に
し
て
意

識
を
集
中
し
て
白
毫
を
念
ず
る
者
は
、
相
好
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
ま
た
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
ど
ち
ら
に
せ
よ

九
十
六
億
那
由
他
恒
河
沙
微
塵
数
の
罪
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
人
々
が
そ
の
よ
う
な
白
毫
の
功

徳
を
聞
い
て
、
驚
い
た
り
、
疑
い
の
心
を
持
た
ず
に
信
ず
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
八
十
億
劫
の
罪
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説

か
れ
て
い
る
部
分
を
引
用
し
て
い
る
。

ま
た
続
く
『
無
量
寿
経
』
の
引
用
部
分
で
は

A
M
B

、
阿
弥
陀
如
来
の
光
明
は
、
あ
ら
ゆ
る
諸
仏
の
中
で
最
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

又
雙
卷
經
云
。
無
量
壽
佛
威
神
光
明
最
尊
第
一
。
諸
佛
光
明
所
不
能
及
。
是
故
無
量
壽
佛
號
無
量
光
佛
無
邊
光
佛
無
礙
光
佛

無
對
光
佛
光
炎
王
佛
清
淨
光
佛
歡
喜
光
佛
智
慧
光
佛
不
斷
光
佛
難
思
光
佛
無
稱
光
佛
超
日
月
光
佛
。
其
有
衆
生
遇
斯
光
者
。

三
垢
消
滅
身
意
柔
軟
。
歡
喜
踴
躍
善
心
生
矣
。
若
在
三
途
懃
苦
之
處
見
此
光
明
無
復
苦
惱
。
壽
終
之
後
皆
蒙
解
脱
三
途
尚
見

行
人
盡
見
乎
。
若
有
衆
生
聞
其
光
明
威
神
功
徳
。
日
夜
稱
説
至
心
不
斷
。
隨
意
所
願
得
生
其
國
。
略
抄

A
N
B

。
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そ
し
て
衆
生
の
中
で
、
弥
陀
の
光
に
遇
う
も
の
は
貪
瞋
痴
の
三
毒
が
消
滅
し
、
も
し
三
悪
道
に
い
た
と
し
て
も
、
阿
弥
陀
の
光

明
を
見
れ
ば
苦
悩
な
く
、
寿
命
が
尽
き
て
後
解
脱
す
る
こ
と
を
得
る
と
い
い
、
三
悪
道
の
者
で
さ
え
光
明
を
見
る
の
だ
か
ら
念
仏

行
者
は
ど
う
し
て
光
明
を
見
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
も
し
衆
生
が
い
て
、
弥
陀
の
光
明
の
功
徳
を

聞
い
て
、
日
々
称
説
し
て
至
心
に
絶
え
ず
に
行
え
ば
、
心
の
所
願
に
随
っ
て
そ
の
国
に
生
ず
る
こ
と
を
得
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
往
生
拾
因
』
に
説
か
れ
る
光
明
摂
取
と
は
、
主
に
前
半
で
は
白
毫
観
と
そ
こ
か
ら
放
た
れ
る
光
明
を
観
ず
る
べ

き
こ
と
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
後
半
へ
進
む
と
白
毫
観
や
光
明
を
観
想
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、

弥
陀
の
光
明
の
功
徳
を
聞
い
て
、
光
明
を
見
よ
う
と
称
名
念
仏
行
を
至
心
に
絶
え
ず
行
え
ば
、
弥
陀
そ
の
も
の
又
は
弥
陀
の
白
毫

か
ら
放
た
れ
る
光
明
の
救
い
に
あ
ず
か
り
極
楽
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
光
明
摂
取
の

内
容
に
も
観
想
行
を
中
心
と
し
た
内
容
と
、
称
名
念
仏
を
行
う
こ
と
を
重
視
し
た
内
容
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
筆
者
が
こ
れ
ま
で
指

摘
し
て
き
た
二
面
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
こ
の
後
半
部
分
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
観
仏
三
昧
海
経
』
を
引
用
す
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
白
毫
の
功
徳
に
つ

い
て
聞
い
た
後
、
疑
う
こ
と
な
く
信
ず
れ
ば
滅
罪
の
功
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
部
分
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分

に
関
し
て
は
、
称
名
念
仏
行
を
重
視
す
る
『
往
生
拾
因
』
と
い
う
書
物
の
性
格
に
お
い
て
は
、
非
常
に
特
徴
的
な
内
容
で
あ
る
。

こ
の
内
容
の
記
述
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
事
が
推
測
で
き
る
が
、
筆
者
自
身
は
、
こ
の
部
分
は
第
八
三
昧
発
得
に
お
け
る
老
衰

の
た
め
に
励
声
の
称
名
念
仏
行
が
難
し
く
な
っ
た
者
に
対
し
て
提
示
さ
れ
る
地
想
観
や
、

行
者
若
及
衰
老
不
堪
勵
聲
者
試
作
地
想
觀

A
O
B

第
十
随
順
本
願
に
お
け
る
、

若
不
堪
稱
名
者
只
作
往
生
之
思
。
心
是
作
業
之
主
受
生
之
本
也
。
心
王
若
西
逝
業
從
亦
隨
之
。
如
雲
隨
龍
。
如
民
順
王
。
故

安
樂
集
引
法
鼓
經
云
。
若
人
臨
終
時
不
能
觀
念
。
但
知
彼
方
有
佛
作
往
生
意
亦
得
往
生
已
上　

故
知
。
臨
終
永
息
衆
事
唯
一
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心
作
往
生
之
想

A
P
B

。

臨
終
時
に
お
い
て
称
名
念
仏
が
難
し
く
な
っ
た
者
に
は
往
生
の
思
い
を
な
せ
と
い
い
、『
安
楽
集
』
を
引
用
し
観
念
念
仏
が
出

来
な
く
な
っ
た
者
に
対
し
て
往
生
の
意
を
な
せ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
く
、
老
衰
や
臨
終
時
な
ど
何
ら
か
の
理
由
で
念
仏
行

が
出
来
な
く
な
っ
た
、ま
た
は
出
来
な
い
も
の
に
対
す
る
方
便
・
受
け
皿
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。『
往

生
拾
因
』
で
は
主
と
し
て
称
名
念
仏
行
に
よ
り
三
昧
の
境
地
に
入
っ
て
観
想
に
至
る
こ
と
を
求
め
る
。
し
か
し
そ
こ
に
至
ら
な
い

も
の
に
は
、
称
名
念
仏
行
を
行
う
こ
と
に
よ
る
功
徳
に
よ
っ
た
極
楽
往
生
が
説
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
称
名
念
仏
行
を
行
う
こ
と
が

難
し
い
者
へ
の
方
便
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
光
明
摂
取
の
一
章
に
お
い
て
も
同
等
の
形
態
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

以
上
の
内
容
か
ら
光
明
摂
取
で
は
、
１
白
毫
観
、
２
称
名
念
仏
行
、
３
そ
の
教
え
を
信
ず
る
こ
と
、
と
い
う
以
上
三
つ
の
行
が

示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

A
Q
B

。

簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

永
観
の
『
往
生
拾
因
』
光
明
摂
取
の
内
容
は
、
前
半
部
分
に
関
し
て
は
観
想
行
的
な
白
毫
観
に
関
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
後
半
部
分
を
見
る
と
必
ず
し
も
観
想
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
弥
陀
の
光
明
の
功
徳
を
聞
い

て
日
々
称
説
す
れ
ば
所
願
の
国
つ
ま
り
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
お
り
、
筆
者
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
考
察

で
も
指
摘
し
て
き
た
二
面
性
が
こ
の
『
往
生
拾
因
』
第
四
光
明
摂
取
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
の
二
面
性

の
枠
を
超
え
て
白
毫
の
功
徳
を
聞
き
そ
れ
を
信
じ
た
り
す
れ
ば
滅
罪
の
功
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
弥
陀
の
教
え
を
信
じ
て
念
仏
を
称
え
れ
ば
、
弥
陀
の
光
明
に
摂
取
さ
れ
、
救
わ
れ
て
往
生
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、『
往
生
拾
因
』
の
光
明
摂
取
と
は
、
一
言
で
言
え
ば
源
信
の

影
響
を
受
け
た
白
毫
観
を
説
く
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
部
分
が
あ
る
が
、
今
回
行
っ
た
検
証
か
ら
そ
の
理
解
だ
け
で
は
不
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十
分
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的
に
白
毫
観
と
は
、
観
想
行
で
あ
る
。『
往
生
拾
因
』
の
中
に
も
そ
の
こ

と
が
説
か
れ
、
光
明
摂
取
を
構
成
す
る
重
要
な
要
因
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
永
観
は
、
そ
の
功
徳
を
認
識
し
つ
つ
も
、
そ
の

行
の
難
し
さ
も
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
観
想
行
と
し
て
の
白
毫
観
を
単
に
説
く
の
で
は
な
く
、称
名
念
仏
行
に
よ
っ

て
、
弥
陀
の
光
明
に
よ
り
行
者
が
摂
取
さ
れ
往
生
す
る
こ
と
も
説
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
称
名
念
仏
行
す
ら
行
え

な
く
な
っ
た
者
の
為
に
、
そ
の
教
え
を
疑
い
な
く
信
ず
る
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
弥
陀
の
光
明
が
一
切
衆
生
を
救
う
こ
と
が
こ

の
光
明
摂
取
で
は
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

極
楽
化
主
に
お
け
る
辺
地
と
懈
慢
国
の
捉
え
方

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
次
に
注
目
し
た
い
の
が
、『
往
生
拾
因
』
第
六
因
極
楽
化
主
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
主
に
極
楽
浄
土
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
概
略
を
述
べ
る
と
、
こ
こ
で
は
ま
ず
『
地
蔵
占
察
経
』
を

引
用
す
る
。

地
藏
占
察
經
云
。
若
人
欲
生
他
方
現
在
淨
國
者
。
應
當
隨
彼
世
界
佛
之
名
號
專
意
誦
念
。
一
心
不
亂
決
定
得
生
彼
佛
淨
國
。

善
根
增
長
速
獲
不
退
已
上

A
R
B

。

そ
し
て
浄
土
へ
赴
く
行
は
多
く
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
化
主
（
弥
陀
）
を
専
念
す
る
こ
と
が
優
れ
た
手
段
で
あ
る
と
永
観
は
述
べ

て
い
る
。
さ
ら
に
、

是
故
淨
土
行
業
衆
多
其
中
專
念
化
主
爲
勝
。
罪
業
雖
重
免
似
朝
家
之
行
赦
。
界
趣
雖
阻
通
同
王
印
之
開
關
。
仍
只
念
法
王
不

雜
餘
業
焉

A
S
B

。

罪
業
が
多
く
と
も
そ
の
業
が
消
え
る
と
い
い
、
法
王
を
念
じ
て
、
雑
余
業
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
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そ
の
後
、『
占
察
経
』
に
依
る
な
ら
ど
こ
の
浄
土
を
願
っ
て
も
良
い
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
極
楽
浄
土
を
勧
め
る
の
か
と
い
う
質

問
に
対
し
て
、
永
観
は
、
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
勧
め
る
理
由
と
し
て
『
安
楽
集
』
を
引
用
し
、
我
々
が
住
む
穢
土
が
娑
婆
の
終

わ
り
で
あ
り
、
一
方
で
極
楽
浄
土
は
、
あ
ら
ゆ
る
浄
土
の
初
門
で
あ
り
つ
な
が
り
が
あ
る
た
め
、
往
生
し
や
す
い
こ
と
を
理
由
と

し
て
挙
げ
て
い
る

A
T
B

。

安
樂
集
云
。
十
方
淨
土
雖
同
可
願
。
西
方
極
樂
淨
土
初
門

A
U
B

。　

是
故
娑
婆
穢
土
終
處
。
極
樂
淨
土
初
門
。
境
次
相
接
往
生
甚
便
。
略
鈔

A
V
B

。

つ
い
で
九
品
の
差
別
が
あ
り
。
造
逆
の
者
で
も
往
生
で
き
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

又
云
。
非
唯
十
阿
僧
祇
土
中
爲
初
門
。
亦
彼
土
中
有
九
品
差
別
。
由
此
造
逆
者
既
生
下
品
。
我
等
云
何
絶
希
望
乎

A
W
B

。

そ
し
て
こ
の
後
、
永
観
は
辺
地
と
懈
慢
国
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
『
往
生
拾
因
』
極
楽
化
主
に
お
け
る
辺
地
と
懈
慢
国

に
つ
い
て
は
、
近
年
朝
岡
知
宏
氏
に
よ
る
研
究

A
X
B

が
あ
る
。
朝
岡
氏
の
考
察
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
永
観
の
『
往
生
拾
因
』

に
お
い
て
辺
土
と
懈
慢
国
は
、
非
常
に
特
徴
的
な
理
解
と
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
永
観
後
に
活
躍
し
た
珍
海
が
、『
決
定
往
生

集
』
で
自
身
の
説
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、
永
観
の
『
往
生
拾
因
』
を
引
用
し
、
懈
慢
国
へ
の
往
生
を
肯
定
的
に
捉
え
る
論
拠
と
し

て
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
成
瀬
隆
順
氏
に
よ
り
考
察

A
Y
B

が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
辺
地
で
あ
る
が
、
永
観
は
最
初
に
、

又
非
唯
有
九
品
差
降
。
亦
彼
土
中
別
有
邊
地
。
謂
胎
生
土
是
疑
惑
者
所
生
之
處

A
Z
B

。

と
述
べ
て
次
に
『
双
観
経
（
無
量
寿
経
）』
を
引
用
す
る
。

故
雙
觀
經
云
。
若
有
衆
生
以
疑
惑
心
。
修
諸
功
徳
願
生
彼
國
。
不
了
佛
智
。
不
思
議
智
不
可
稱
智
大
乘
廣
智
無
等
無
倫
最
上

勝
智
。
於
此
諸
智
疑
惑
不
信
。
猶
信
罪
福
修
習
善
本
願
生
其
國
。
此
諸
衆
生
生
被
宮
殿
。
壽
五
百
歳
不
見
三
寶
。
謂
之
胎
生

乃
至
若
此
衆
生
識
其
本
罪
深
自
悔
責
。
求
離
彼
處
即
得
如
意
往
詣
無
量
壽
佛
所
恭
敬
供
養
。
略
抄

A
[
B

。
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こ
こ
で
は
、
も
し
衆
生
が
い
て
、
疑
惑
の
心
を
持
ち
な
が
ら
諸
々
の
功
徳
を
修
し
て
、
極
楽
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
願
う
場
合
、

死
後
三
宝
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
の
宮
殿
（
辺
地
）
に
生
ず
る
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
衆
生
が
深
く
悔
責
し
て
辺
地
を
離
れ
よ

う
と
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
阿
弥
陀
仏
の
も
と
に
行
き
、
供
養
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
部
分
を
略
し
て
引
用
す
る
。

次
い
で
元
暁
の
『
阿
弥
陀
経
宗
要
』
を
引
用
し
、

元
曉
云
。
生
邊
地
者
別
是
一
類
。
非
九
品
攝

A
\
B

。

こ
の
辺
地
に
生
ず
る
者
は
、
九
品
の
中
に
生
ず
る
者
と
は
別
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
辺
地
は
九
品
の
外
に
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

こ
れ
に
続
い
て
極
楽
浄
土
に
は
辺
地
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
至
る
道
中
に
化
城
、
す
な
わ
ち
懈
慢
国
が
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。

亦
於
道
中
且
有
化
城
謂
懈
慢
國
。
莊
嚴
微
妙
國
土
安
樂
。
令
雜
修
者
先
生
彼
土
遂
生
極
樂

A
]
B

。

こ
の
国
土
は
永
観
の
文
章
に
よ
れ
ば
、
雑
修
の
者
は
ま
ず
こ
こ
に
生
ま
れ
、
そ
の
後
極
楽
に
生
ず
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
『
菩
薩
処
胎
経
』
を
引
用
し
、

故
菩
薩
處
胎
經
云
。
西
方
去
此
閻
浮
提
十
二
億
那
由
佗
有
懈
慢
界
。
國
土
快
樂
作
唱
伎
樂
。
衣
被
服
飾
香
華
莊
嚴
。
七
寳
轉

開
牀
。
擧
目
東
視
寶
牀
隨
轉
。
北
視
西
視
南
視
亦
如
是
轉
。
前
後
發
意
衆
生
欲
生
阿
彌
陀
佛
國
者
。
皆
染
著
懈
慢
國
土
不
能

前
進
生
阿
彌
陀
國

A
^
B

。

こ
の
閻
浮
提
か
ら
十
二
億
那
由
他
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
に
懈
慢
国
に
存
在
し
、
快
楽
の
国
土
で
あ
り
、
極
楽
浄
土
の
往
生
す
る
こ

と
を
望
ん
で
も
、
こ
の
懈
慢
国
に
執
着
し
て
し
ま
い
、
九
品
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
さ
れ
る
。

億
千
萬
衆
時
有
一
人
能
生
阿
彌
陀
佛
國
。
何
以
故
。
皆
由
懈
慢
執
心
不
窂
固
斯
等
衆
生
自
不
殺
生
。
亦
敎
佗
不
殺
有
此
福
報

生
無
量
壽
國
。
已
上

A
_
B

。
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し
か
し
、
殺
生
を
し
な
い
と
い
う
福
報
に
よ
っ
て
ご
く
ま
れ
に
懈
慢
国
か
ら
九
品
の
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ

て
い
る
。

永
観
以
前
の
経
論
に
よ
れ
ば
い
く
つ
か
説
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
辺
地
は
仏
の
教
え
に
対
し
て
疑
惑
を
懐
く
こ
と
を
戒
め

弥
陀
の
教
え
に
疑
問
を
持
た
ず
に
修
行
に
専
念
さ
せ
る
た
め
に
説
か
れ
、
懈
慢
国
と
は
雑
修
の
行
を
戒
め
衆
生
に
専
修
の
行
に
専

念
さ
せ
る
た
め
に
説
か
れ
る
教
え
で
あ
り
、
本
来
弥
陀
の
教
え
を
信
じ
て
行
を
行
う
こ
と
を
勧
め
、
雑
修
を
行
う
こ
と
や
、
怠
惰

を
戒
め
る
た
め
に
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る

A
`
B

。

し
か
し
な
が
ら
永
観
の
場
合
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
経
論
に
書
か
れ
る
元
の
意
味
と
は
違
う
、
独
自
の
解
釈
を
し
て
い
る
。

永
観
は
、
辺
地
と
は
弥
陀
の
教
え
や
そ
の
救
い
に
対
し
て
疑
惑
を
持
っ
た
者
を
引
く
た
め
で
あ
る
と
述
べ
、
懈
慢
国
と
は
、
雑
修

の
者
を
接
す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

夫
設
邊
地
於
極
樂
爲
引
疑
惑
之
輩
。假
化
城
於
懈
慢
以
接
雜
修
之
者
。諸
餘
淨
土
未
必
如
此
。是
故
偏
説
極
樂
世
界
於
易
往
土
。

心
不
怯
弱
只
作
決
定
往
生
之
想

A
a
B

。

辺
地
や
懈
慢
国
と
い
う
の
は
他
の
浄
土
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
つ
ま
り
こ
れ
が
極
楽
浄
土
の
他
の
浄
土
よ
り
も
優
れ

た
点
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
弥
陀
の
極
楽
浄
土
を
勧
め
、
怯
弱
の
心
な
ど
起
こ
さ
ず
決
定
往
生
の
心
を
お
こ
す
よ
う
に

と
述
べ
て
い
る
。

怯
弱
の
心
な
ど
起
こ
さ
ず
決
定
往
生
の
心
を
お
こ
す
よ
う
に
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
永
観
自
身
も
決

し
て
辺
地
や
懈
慢
国
へ
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
勧
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
弥
陀
の
教
え
に
疑
い
を
も
っ
た
り
、
雑
修
す
る
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
勿
論
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
極
楽
に
は
五
逆
の
者
が
往
生
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
仏
智
に
疑
惑
を
懐
い
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
辺
地
に
往
生
が
可
能
で

あ
る
と
い
う
説
き
方
を
し
て
い
る
。（
中
略
）
つ
ま
り
、
懈
慢
国
は
阿
弥
陀
仏
が
雑
修
の
者
を
救
わ
ん
が
た
め
の
セ
ー
フ
テ
ィ
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ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
永
観
は
経
文
や
先
行
諸
師
の
所

説
を
抑
止
門
的
に
捉
え
、
そ
れ
に
対
し
て
自
ら
は
摂
取
門
的
に
問
い
た
と
い
え
よ
う

A
b
B

」

以
上
の
よ
う
に
朝
岡
氏
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
疑
い
を
持
つ
者
や
雑
修
の
者
で
あ
っ
て
も
、
九
品
の
浄
土
で
は
な

い
に
し
ろ
、
辺
地
や
懈
慢
国
に
往
生
し
、
そ
こ
か
ら
九
品
の
極
楽
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
永
観
は
捉
え
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
極
楽
化
主
に
説
か
れ
る
よ
う
な
辺
地
や
懈
慢
国
に
関
す
る
内
容
か
ら
見
え
る
弥
陀
の
教
え
に
疑

惑
を
懐
く
者
や
雑
修
の
者
に
対
す
る
救
い
と
、
前
述
の
第
四
光
明
摂
取
に
お
い
て
説
か
れ
る
弥
陀
の
白
毫
に
つ
い
て
の
教
え
を
聞

い
て
、
驚
い
た
り
疑
い
の
心
を
持
た
ず
に
信
ず
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
も
八
十
億
劫
の
罪
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
部
分
の
引

用
内
容
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、『
往
生
拾
因
』
に
説
か
れ
る
往
生
思
想
は
、
称
名
念
仏
行
が
優
れ
た
こ
と
を
主
張
し
そ
れ
を

勧
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
称
名
念
仏
行
さ
え
も
十
分
に
行
え
な
い
者
、
行
え
な
く
な
っ
た
者
、
弥
陀
の
教
え
に
疑
惑
を
抱
く
よ
う

な
者
で
あ
っ
て
も
救
済
さ
れ
る
と
い
う
視
点
を
永
観
が
持
ち
、
そ
の
た
め
の
救
い
や
方
便
も
ま
た
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
永
観
の
往
生
思
想
に
は
、
機
根
の
差
別
な
ど
に
関
わ
ら
ず
弥
陀
の
広
大
な
慈
悲
の
下
で
は
、
極
楽
往
生

を
願
う
の
で
あ
れ
ば
一
切
衆
生
が
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
内
容
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
昧
発
得
に
見
ら
れ
る
受
け
皿
と
補
助
装
置

こ
の
よ
う
に
永
観
の
『
往
生
拾
因
』
に
は
、
称
名
念
仏
行
を
十
分
に
行
え
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
受
け
皿

と
も
い
え
る
方
便
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
修
行
が
不
十
分
な
者
や
上
手
く
で
き
な
い
者
に
対
し
て
受
け
皿
を
作
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る
と
い
う
構
図
は
、『
往
生
拾
因
』
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
し
め
る
第
八
三
昧
発
得
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

永
観
の
往
生
思
想
の
往
生
思
想
に
お
い
て
、
三
昧
発
得
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
三
業
相
応
の
念
仏
に
よ
り
三
昧
の
境

地
を
発
得
し
て
法
身
と
の
同
体
を
観
ず
る
と
い
う
の
が
、『
往
生
拾
因
』
に
お
い
て
永
観
が
最
も
行
者
に
対
し
て
求
め
る
形
で
あ
る
。

し
か
し
永
観
自
身
、
そ
れ
ら
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
第
九
因
の
法
身
同
体

に
お
い
て
、
行
う
こ
と
が
出
来
る
も
の
は
稀
で
あ
る
と
永
観
自
身
が
述
べ
て
い
る
。

數
數
積
功
念
念
累
徳
。
妄
想
雲
晴
心
性
月
圓
。
是
名
如
來
自
性
清
淨
本
覺
法
身
。
亦
名
凡
夫
入
如
來
地
頓
悟
法
門
。
恨
及
末

代
頓
機
者
希

A
c
B

。

第
八
因
の
三
昧
発
得
に
お
い
て
も
、
専
注
が
難
し
い
者
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問

い
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
称
名
念
仏
行
に
よ
る
三
昧
の
発
得
と
い
う
段
階
に
至
る
こ
と
が
難
し
い
者
が
い
る
と
の
認
識

を
永
観
が
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

問
。
如
前
所
教
方
作
用
心
雖
稱
佛
號
專
注
猶
難
。
止
之
馳
疾
颺
炎
。
觀
之
闇
逾
漆
墨
散
強
定
劣
。
鷸
蜯
相
扼
。
散
心
念
佛
今

欲
退
捨
。
若
有
方
便
請
爲
説
之

A
d
B

。　

さ
て
こ
れ
に
対
し
て
、
永
観
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
答
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、

答
。
凡
夫
行
者
誰
從
初
心
有
得
定
者
。
從
散
位
入
定
位
。
是
三
乘
行
人
入
聖
之
方
便
也
。
施
彼
黒
烏
爲
得
白
鵶
。
唱
此
散
稱

爲
發
專
念
。
而
今
不
肯
散
稱
。
蓋
是
無
志
之
甚
也
。
但
於
如
來
有
巧
方
便
。
爲
仁
示
之
。
受
學
勿
懈

A
e
B

。

ま
ず
凡
夫
の
行
者
が
最
初
か
ら
得
定
は
難
し
い
と
の
認
識
を
永
観
は
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
散
位
か
ら
定
位
に
至
る
の
は
方

便
で
あ
り
、
散
心
の
称
名
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
は
、
専
念
を
発
す
た
め
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
続
い
て
永
観
は
業
報
差
別
経
（
実

際
に
は
延
寿
『
万
善
同
帰
集
』
か
ら
の
引
用
）
を
引
用
し
、
高
声
の
念
仏
に
十
種
の
功
徳
が
あ
る
と
い
い
、
そ
こ
に
滅
罪
の
功
徳
を
加
え

て
い
る
。
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業
報
差
別
經
云
。
高
聲
念
佛
讀
經
有
十
種
功
徳
。
一
能
遣
睡
眠
。
二
天
魔
驚
怖
。
三
聲
遍
十
方
。
四
三
途
息
苦
。
五
外
聲
不
入
。

六
令
心
不
散
。
七
勇
猛
精
進
。
八
諸
佛
歡
喜
。
九
三
昧
現
前
。
十
定
生
淨
土
已
上　

今
更
有
一
種
。
謂
聞
者
滅
罪
也

A
f
B

。

さ
ら
に
続
い
て
、
懐
感
の
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
を
引
用
し
、

又
感
禪
師
云
。
學
念
佛
定
令
聲
不
絶
。
遂
得
三
昧
見
佛
聖
衆
。
故
大
集
日
藏
分
經
言
。
大
念
見
大
佛
。
小
念
見
小
佛
。
大
念

者
大
聲
稱
佛
也
。
小
念
者
小
聲
稱
佛
也
。
斯
即
聖
教
。
有
何
惑
哉
。
現
見
即
今
諸
修
學
者
勵
聲
念
佛
。
三
昧
易
成
。
小
聲
稱

佛
遂
多
馳
散
。
此
乃
學
者
所
知

A
g
B

。

念
仏
定
を
学
ぶ
者
は
絶
え
ず
声
を
出
し
て
念
仏
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
仏
や
聖
衆
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
大

き
な
念
は
大
き
な
仏
を
見
て
、
小
さ
な
念
は
小
さ
な
仏
を
見
る
と
し
て
い
る

A
h
B

。
一
言
で
い
え
ば
、
三
昧
の
境
地
に
至
り
た
い
の
で

あ
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
大
き
な
声
で
称
名
念
仏
せ
よ
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
往
生
拾
因
』
に
お
い
て
は
、
称
名
念
仏
行
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
専
念
し
三
昧
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
勧
め
ら

れ
て
い
る
。
地
想
観
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、
永
観
自
身
は
称
名
念
仏
に
依
ら
な
い
一
般
的
な
観
想
念
仏
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
だ
が
永
観
は
末
法
の
凡
夫
で
は
一
般
的
な
観
想
を
行
い
成
就
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
末

法
の
凡
夫
で
も
三
昧
を
得
る
た
め
の
修
行
と
し
て
、
方
便
と
し
て
永
観
が
用
い
た
の
が
、
称
名
念
仏
行
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
称

名
念
仏
行
で
あ
れ
ば
、
末
法
の
凡
夫
で
も
三
昧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
永
観
は
自
身
の
体
験
も
含
め
て
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

故
に
『
往
生
拾
因
』
で
は
三
昧
や
観
想
の
手
段
と
し
て
称
名
念
仏
行
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
八
三
昧
発
得
は
、『
往
生

拾
因
』
に
お
け
る
念
仏
行
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
一
方
、
そ
れ
自
体
が
末
法
の
世
で
一
般
的
な
修
行
方
法
で
は
三
昧
の
境
地
を
得

る
こ
と
が
難
し
い
衆
生
の
た
め
の
方
便
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
、
そ
こ
で
は
称
名
念
仏
行
が
末
法
の
衆
生
に
と
っ
て
三
昧
を
得
る

た
め
の
補
助
装
置
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
そ
も
そ
も
言
う

ま
で
も
な
く
『
往
生
拾
因
』
自
体
、
末
法
と
な
っ
た
世
で
人
々
が
ど
の
よ
う
に
仏
の
救
い
を
得
ら
れ
る
か
と
い
う
受
け
皿
・
方
便
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と
し
て
の
弥
陀
の
救
い
と
念
仏
行
を
示
す
た
め
に
記
さ
れ
た
書
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
こ
の
時
代
の
浄
土
往
生
思
想

が
、
末
法
の
時
代
に
お
い
て
衆
生
を
救
う
た
め
の
受
け
皿
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
成
仏
が
難
し
い
時
代
に
生
き
る
衆
生
を
極
楽
往

生
と
い
う
経
過
を
経
る
こ
と
に
よ
り
成
仏
さ
せ
る
た
め
の
方
便
だ
と
い
う
一
面
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
修
行
が
難
し
い
者
へ
の
方
便
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
時
、
興
味
深
い
問
答
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
凡
夫
の
目

で
遥
か
西
方
の
弥
陀
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
問
い
に
対
し
、

問
。
設
得
一
心
凡
眼
遙
見
西
方
彌
陀

A
i
B

。　

そ
れ
に
答
え
る
中
で
永
観
は
、
見
仏
が
難
し
い
者
に
は
好
像
を
用
い
て
観
想
せ
よ
と
い
う
一
文
を
載
せ
て
い
る
。

若
猶
難
見
准
好
像
思
。
今
三
昧
者
多
是
聞
思
相
應
三
昧
。
未
必
修
慧

A
j
B

。

こ
の
好
像
と
は
、
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
か
ら
お
そ
ら
く
好
み
の
仏
像
・
す
な
わ
ち
自
身
が
観
想
す
る
対
象
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し

易
い
仏
像
を
見
て
観
想
せ
よ
と
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
、
永
観
は
称
名
念
仏
行
の
み
で
見
仏
の
観
想
が
難
し
い
場

合
、
そ
の
補
助
と
し
て
仏
像
を
用
い
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

智
光
曼
荼
羅
か
ら
見
出
せ
る
方
便
の
可
能
性

ま
た
第
八
因
の
三
昧
発
得
に
お
い
て
最
も
顕
著
な
方
便
と
い
え
る
の
が
、
老
衰
な
ど
に
よ
り
励
声
の
念
仏
が
出
来
な
く
な
っ
た

場
合
に
地
想
観
を
行
う
よ
う
に
説
く
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、

行
者
若
及
衰
老
不
堪
勵
聲
者
試
作
地
想
觀

A
k
B

。　
　

と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
観
想
の
内
容
が
説
か
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
具
体
例
と
し
て
智
光
曼
荼
羅
の
説
話
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
智
光
が
浄
土
変
相
図
と
し
て
の
曼
荼
羅
を
用
い
て
観
想
し
た
こ
と
で
あ
る
。
智
光
曼
荼
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羅
の
説
話
引
用

A
l
B

は
話
の
流
れ
と
し
て
、
最
終
的
に
仏
に
浄
土
の
荘
厳
を
観
ぜ
よ
と
言
わ
れ
た
智
光
が
、
凡
夫
に
は
こ
の
よ
う
な
浄

土
の
荘
厳
を
観
想
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
（
こ
こ
で
も
浄
土
を
観
想
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
が
説
か
れ
る
）
い
る
こ
と
に
対
し

て
、仏
が
手
に
小
浄
土
を
見
せ
た
。
そ
し
て
智
光
は
こ
れ
を
絵
師
に
書
か
せ
て
、こ
れ
を
対
象
と
し
て
観
想
し
て
往
生
し
た
と
あ
る
。

つ
ま
り
智
光
は
純
粋
に
瞑
想
だ
け
を
も
っ
て
浄
土
を
観
想
し
た
の
で
は
な
く
、
曼
荼
羅
（
浄
土
変
相
図
）
と
い
う
補
助
道
具
を
用
い

て
浄
土
を
観
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
内
容
を
前
述
し
た
見
仏
が
難
し
い
者
に
は
好
像
を
用
い
る
こ
と
を
説
く
部
分
と
す
り
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
永
観
は
、

仏
の
姿
を
上
手
に
観
想
で
き
な
い
者
に
は
、
仏
像
を
も
っ
て
、
浄
土
を
上
手
に
観
想
で
き
な
い
者
は
、
浄
土
が
描
か
れ
た
絵
を
見

る
こ
と
を
い
わ
ば
補
助
道
具
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
智
光
の
説
話
を
引
用
に
は
そ
の
よ

う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
好
像
や
浄
土
を
描
い
た
絵
図
が
、
仏
の
姿
や
浄
土
を
観
想
す
る
こ

と
が
難
し
い
者
に
対
し
て
補
助
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
地
想
観
に
関
し
て
は
、『
往
生
拾
因
』
で
は
老
衰
で
励
声
念
仏
が
出
来
な
く
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
必
ず
し
も
老
衰
等
で
称
名
念
仏
が
出
来
な
く
な
っ
た
者
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
的
な
観
想
の
対
象
や
、
三
昧
発

得
で
は
そ
の
三
昧
の
内
容
と
し
て
見
仏
の
語
が
何
度
か
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
見
仏
を
伴
う
観
想
が
難
し
い
者
へ
の
方
便
と

し
て
、
こ
の
智
光
曼
荼
羅
等
の
浄
土
変
相
図
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
智
光
曼
荼
羅
の
逸
話
で
は
智
光
は
老
衰

な
ど
に
よ
り
称
名
念
仏
が
出
来
な
く
な
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
浄
土
の
一
部
を
描
い
た
絵
を
曼
荼
羅
と
し
て
用
い
観
想
を
行
っ
て

往
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
述
べ
る
の
が
、
こ
の
説
話
の
内
容
の
趣
旨
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
称
名
念
仏
が
老
衰
な
ど
で
出
来

な
く
な
っ
た
こ
と
の
方
便
と
し
て
浄
土
を
観
想
す
る
こ
と
を
行
う
こ
と
で
は
な
く
、
浄
土
の
一
部
を
観
想
す
れ
ば
往
生
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
引
用
さ
れ
た
説
話
の
内
容
と
し
て
主
た
る
部
分
と
な
る
。
そ
れ
を
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
老
衰
な

ど
に
よ
り
称
名
念
仏
が
出
来
な
く
な
っ
た
場
合
に
の
み
地
想
観
を
修
す
る
の
で
は
な
く
、
智
光
の
説
話
の
内
容
か
ら
行
者
自
身
が
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健
康
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
浄
土
の
一
部
を
観
想
す
れ
ば
往
生
の
因
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
三
昧

発
得
中
の
等
持
定
を
説
明
す
る
な
か
で
善
導
の
『
観
念
法
門
』、

善
導
和
尚
云
。
若
得
口
稱
三
昧
者
心
眼
即
開
。
見
彼
淨
土
一
切
莊
嚴
。
已
上
。
和
尚
既
是
三
昧
發
得
之
人
也
。
豈
有
謬
乎

A
m
B

。

口
称
（
称
名
念
仏
）
に
よ
る
念
仏
三
昧
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
心
眼
が
開
い
て
弥
陀
の
浄
土
の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
観
念
法
門
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
浄
土
を
対
象
と
し
た
観
想
も

永
観
の
想
定
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
永
観
も
衆
生
の
機
根
が
不
同
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に

A
n
B

、
浄
土
を
観
想
す
る
こ
と
も
三
昧
の
境
地
の
一
つ
で
あ
る
な
ら
ば
、
称
名
念
仏
行
を
行
い
浄
土
を
観
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

往
生
す
る
機
根
の
衆
生
も
ま
た
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
伊
藤
茂
樹
氏
は
、「
法
然
と
東
大
寺
勧
進
―
数
量
念
仏
を
中
心
に
―
」（『
八
百
年
遠
忌
記
念　

法
然
上
人
研
究
論
文
集
』
二
〇
一
一
）

に
お
い
て
、　　

た
だ
し
、
宝
地
観
の
五
位
の
修
法
の
最
後
に
あ
た
る
部
分
、
つ
ま
り
心
想
で
な
く
肉
眼
で
具
体
的
な
浄
土
の
変
相
を
み
る
と

い
う
こ
と
を
、
曼
荼
羅
の
画
相
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
誰
で
も
出
来
る
容
易
な
修
行
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
極
端
な

簡
略
化
で
あ
り
飛
躍
も
伴
う
が
、
観
察
だ
け
で
な
く
称
名
に
も
漏
れ
た
機
根
が
、
曼
荼
羅
を
浄
土
堂
に
安
置
し
て
往
生
を
願

う
と
解
釈
す
れ
ば
、
五
位
の
う
ち
①
～
④
を
略
し
、
簡
便
化
し
た
形
で
の
観
察
行
と
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う

A
o
B

。

と
述
べ
ら
れ
て
、
老
衰
に
よ
っ
て
観
察
や
称
名
念
仏
が
出
来
な
く
な
っ
た
者
が
、
曼
荼
羅
を
掛
け
て
そ
れ
を
見
て
往
生
を
願
う
と

い
う
行
法
の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
第
八
因
の
地
想
観
や
智
光
曼
荼
羅
に
、
元
興
寺
で
当
時
開
催
さ
れ
て
い

た
百
日
念
仏
講
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
、

『
往
生
拾
因
』
宝
地
観
の
修
行
は
、
民
衆
層
を
中
心
と
し
た
融
通
念
仏
に
実
態
を
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
称
名
・
観
察
に
漏

れ
た
下
層
の
念
仏
者
は
、
智
光
曼
荼
羅
を
前
に
往
生
を
願
っ
た
在
地
の
民
衆
層
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
観
察
念
仏
は
実
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際
の
修
得
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
目
標
と
し
て
は
目
指
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
現
地
で
実
修
さ
れ
る
の
は
高
声
念
仏
が
中
心

で
あ
っ
た
。
永
観
の
「
宝
地
観
」
の
念
仏
は
、
下
根
劣
機
が
曼
荼
羅
の
前
で
数
量
作
善
的
な
念
仏
に
い
そ
し
む
融
通
念
仏
の

形
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る

A
p
B

。

地
想
観
は
、
実
際
に
は
智
光
曼
荼
羅
を
本
尊
と
し
た
称
名
念
仏
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
八
因
に
説
か
れ
る
地
想
観

は
、
基
本
的
に
は
老
衰
な
ど
に
よ
っ
て
称
名
念
仏
行
が
難
し
く
な
っ
た
者
に
対
し
て
観
想
行
を
行
う
こ
と
を
勧
め
る
内
容
で
あ
り
、

伊
藤
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
を
要
す
る
部
分
も
あ
る
か
と
思
う
が
、こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
『
往

生
拾
因
』
に
機
根
の
劣
る
者
に
対
す
る
受
け
皿
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
老
衰
な
ど
に
関
係
な
く
浄
土
変
相
図

と
し
て
の
曼
荼
羅
を
観
念
の
対
象
と
し
て
念
仏
行
を
行
っ
た
り
、
三
昧
の
境
地
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
機
根
の
者
が
曼
荼
羅
を

目
の
前
に
称
名
念
仏
行
を
行
っ
た
り
、
老
衰
や
臨
終
な
ど
で
称
名
念
仏
行
す
ら
で
き
な
く
な
っ
た
者
が
曼
荼
羅
を
観
て
往
生
を
想

う
と
い
っ
た
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
昧
発
得
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
で
き
な
い
者
へ
の
対
応
策
と
考
え
ら
れ
る
内
容
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
永
観
は

三
昧
の
境
地
に
至
る
べ
き
こ
と
を
強
く
勧
め
る
。
し
か
し
た
だ
そ
の
境
地
に
至
る
こ
と
だ
け
を
強
要
す
る
の
で
は
な
い
。
一
方
で

そ
れ
が
難
し
い
者
へ
の
受
け
皿
や
、
対
応
策
を
提
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
根
に
応
じ
た
観
想
を
行
い
往
生
へ
の
確
証
を
得
る
こ
と

を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

結　

論

今
回
の
考
察
で
は
、『
往
生
拾
因
』
第
四
光
明
摂
取
、
第
六
極
楽
化
主
、
第
八
三
昧
発
得
を
中
心
に
考
察
を
行
っ
て
き
た
が
、

ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。『
往
生
拾
因
』
に
お
い
て
は
、
三
業
相
応
の
称
名
念
仏
行
を
行
い
そ
れ
に
よ
っ
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て
三
昧
の
境
地
至
り
、
阿
弥
陀
仏
の
姿
を
観
じ
、
そ
し
て
そ
こ
に
現
れ
た
そ
の
阿
弥
陀
如
来
の
法
身
と
自
身
の
法
身
が
同
体
を
観

ず
る
こ
と
が
、
最
も
理
想
と
す
る
念
仏
行
で
あ
る
と
言
え
る
。
加
え
て
称
名
念
仏
行
に
よ
り
阿
弥
陀
仏
の
姿
を
観
じ
る
三
昧
の
境

地
に
至
る
こ
と
や
、
第
四
因
の
光
明
摂
取
に
説
か
れ
る
よ
う
な
白
毫
を
観
ず
る
こ
と
な
ど
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
、
三
昧
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
難
し
い
機
根
の
者
に
対
し
て
は
、
三
昧
に
よ
ら
な
い
称
名
念
仏
行
を
行
う
こ
と
そ
の

も
の
の
功
徳
に
よ
る
極
楽
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
二
面
性
か
ら
漏
れ
る
仏
智
に
疑
い
を
懐
く
、
雑
修
の
行
を
行
っ

て
し
ま
う
な
ど
本
来
易
行
で
あ
る
は
ず
の
称
名
念
仏
行
す
ら
満
足
に
行
え
な
い
者
た
ち
も
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
へ
の

受
け
皿
と
し
て
、
永
観
は
辺
地
や
懈
慢
国
を
経
て
の
極
楽
往
生
の
可
能
性
も
説
き
救
い
の
道
筋
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
多
重
的
な
構
造
か
ら
、
永
観
の
『
往
生
拾
因
』
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
指
摘
し
て
き
た
よ
う
な
三
昧
の
境

地
に
至
る
こ
と
が
出
来
る
人
々
や
、
称
名
念
仏
を
修
行
し
て
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
極
楽
往
生
す
る
人
々
だ
け
で
な
く
、
そ
の
枠
か

ら
も
漏
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
凡
夫
で
さ
え
も
、
弥
陀
の
救
い
に
あ
ず
か
り
極
楽
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
『
往
生
拾
因
』
で
は
、
各
所
に
お
い
て
修
行
が
満
足
に
出
来
な
い
者
の
為
の
方
便
と
し
て
、
様
々
な
受
け
皿
や
補
助
装

置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
今
回
考
察
し
た
内
容
だ
け
で
も
、
光
明
摂
取
に
お
け
る
光
摂
の
想
念
法
、
白
毫
の
教
え
を
疑
い
な
く
信

ず
る
こ
と
、
三
昧
発
得
に
お
け
る
見
仏
が
難
し
い
者
に
好
像
を
用
い
る
こ
と
、
老
衰
な
ど
で
称
名
念
仏
行
が
難
し
く
な
っ
た
者
に

対
し
て
の
措
置
と
し
て
地
想
観
を
行
う
こ
と
、
そ
れ
に
付
随
し
て
引
用
さ
れ
た
智
光
曼
荼
羅
に
代
表
さ
れ
る
浄
土
変
相
図
の
応
用

の
可
能
性
、
さ
ら
に
随
順
本
願
に
お
い
て
臨
終
時
念
仏
が
出
来
な
く
な
っ
た
者
に
浄
土
を
思
う
こ
と
な
ど
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
方
便
で
あ
る
に
せ
よ
称
名
念
仏
行
を
行
わ
ず
と
も
弥
陀
の
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
こ
と
や
、
そ
の
教
え
を

信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
極
楽
浄
土
へ
の
可
能
性
を
認
め
て
い
た
と
考
え
れ
ら
れ
る
内
容
す
ら
見
受
け
ら
れ
る
。『
往
生
拾
因
』

で
は
、
主
と
し
て
怯
弱
の
心
を
戒
め
決
定
往
生
の
心
を
持
つ
よ
う
に
と
述
べ
、
三
業
相
応
の
称
名
念
仏
行
を
絶
え
ず
行
い
、
一
心
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三
昧
の
境
地
に
至
り
さ
ら
に
は
弥
陀
の
法
身
と
の
同
体
を
観
ず
る
こ
と
が
修
行
の
中
心
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
そ
こ
に
至
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
だ
が
今
回
の
考
察
で
見
て
き
た
よ
う
に
そ
こ
に
至
る
こ
と
が
出
来
な
い
者
の
為
に
、『
往
生
拾
因
』
に
は
多
重
的

な
構
造
と
受
け
皿
や
補
助
機
能
を
果
た
す
各
種
方
便
が
各
所
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
内
容
か
ら
永
観
の
『
往
生
拾
因
』
に
説
か
れ
る
往
生
思
想
に
は
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
に
説
か
れ
て
き
た
よ

う
な
三
昧
の
境
地
を
発
得
し
た
者
の
み
が
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
弥
陀
の
教
え
と
称
名
念
仏
は
機
根
の
優
劣

な
ど
に
関
わ
ら
ず
一
切
衆
生
は
極
楽
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
内
容
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。弥

陀
の
教
え
と
称
名
念
仏
行
に
よ
る
一
切
衆
生
の
往
生
と
い
う
思
想
が
永
観
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て

き
た
永
観
に
対
す
る
様
々
な
考
察
も
、
多
様
な
面
か
ら
の
検
証
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
永
観
の
衆
生
観
に

つ
い
て
も
、
念
仏
行
を
ま
と
も
に
行
え
な
い
よ
う
な
者
に
対
す
る
方
便
を
設
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
衆
生
は

易
行
で
あ
る
は
ず
の
称
名
念
仏
行
す
ら
満
足
に
行
え
な
い
よ
う
な
存
在
で
も
あ
る
と
い
う
強
い
凡
夫
観
を
推
測
で
き
る
。
法
然
と

比
べ
る
と
罪
悪
感
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
現
状
の
永
観
の
衆
生
観
に
対
す
る
主
な
評
価
で
あ
る
が
、
今
後
は
こ
の
よ
う
な

衆
生
観
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
今
回
の
考
察
か
ら
『
往
生
拾
因
』
が
諸
経
論
を
用
い
て

称
名
念
仏
行
に
よ
る
往
生
を
理
論
的
に
確
立
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
思
想
的
に
異
な
る
部
分
も

多
い
が
法
然
ら
永
観
以
降
の
浄
土
往
生
思
想
家
に
与
え
た
影
響
の
再
考
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
。
さ
ら
に
は
今
回
触
れ
る

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
第
一
因
の
広
大
善
根
の
最
後
に
説
か
れ
る
臨
時
行
や
第
十
随
順
本
願
の
位
置
づ
け
な
ど
に
つ
い
て
も
改

め
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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註（
１
）
大
日
本
仏
教
全
書
第
一
〇
七
巻
八
五
頁
下
～
八
七
頁
下
。

（
２
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
七
一
頁
上
～
三
九
四
頁
中
。
又
は
大
正
蔵
八
四
巻
九
一
頁
上
～
一
〇
二
頁
中
。

（
３
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
四
六
七
頁
～
四
七
三
頁
上
。
又
は
大
正
蔵
八
四
巻
八
八
〇
頁
中
～
八
八
三
頁
中
。

（
４
）
一
九
八
四
年
に
、
大
谷
旭
雄
氏
（
一
九
三
四
～
二
〇
〇
六
）
が
永
観
作
の
書
物
で
は
な
い
か
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
が
、『
三
時
念
仏
観
門

式
』
で
あ
る
（
大
谷
旭
雄
「
永
観
『
三
時
念
仏
観
門
式
』
に
つ
い
て
」
初
出
『
仏
教
文
化
論
攷
』
一
九
八
四
。『
法
然
浄
土
教
と
そ
の
周
縁
』

二
〇
〇
七
に
も
収
録
）。
そ
の
後
、
一
九
九
四
年
に
山
田
昭
全
氏
に
よ
っ
て
こ
の
『
三
時
念
仏
観
門
式
』
の
報
告
、
及
び
翻
刻
が
行
わ
れ
（
山

田
昭
全
「
永
観
作
『
三
時
念
仏
観
門
式
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
仏
教
文
化
の
展
開
：
大
久
保
良
順
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
』
一
九
九
四
）、
同
じ

年
に
ニ
ー
ル
ス
・
グ
リ
ュ
ベ
ル
ク
氏
も
『
三
時
念
仏
観
門
式
』
の
研
究
発
表
を
行
っ
て
い
る
（
ニ
ー
ル
ス
・
グ
リ
ュ
ベ
ル
ク
「
永
観
と
宝
物
集
」

『
文
学
』
季
刊
第
五
巻
第
四
号
、
一
九
九
四
）。

　

舎
奈
田
智
宏
「『
三
時
念
仏
観
門
式
』
の
作
者
に
つ
い
て
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
四
一
号
、
二
〇
一
三

（
５
）『
阿
弥
陀
経
要
記
』
に
つ
い
て
は
、
主
な
研
究
と
し
て
末
木
文
美
士
「
永
観
『
阿
弥
陀
経
要
記
』
逸
文
に
つ
い
て
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』

二
五
―
一
、一
九
七
六
）。
佐
竹
真
城「
永
観
撰『
阿
弥
陀
経
要
記
』の
特
徴
に
つ
い
て:

附『
阿
弥
陀
経
要
記
』逸
文
補
遺
」『
眞
宗
研
究
』六
二
号
、

二
〇
一
八
）
な
ど
が
あ
る
。

（
６
）
永
観
の
著
作
に
関
し
て
は
、『
浄
土
依
憑
経
論
章
疏
目
録
』（
長
西
録
）（
大
日
本
仏
教
全
書
第
一
巻
三
四
四
～
三
五
三
頁
）
に
『
阿
弥
陀
経
要
記
』

『
往
生
拾
因
』『
地
想
観
文
』『
常
途
念
仏
記
』『
三
時
念
仏
記
』『
決
定
往
生
行
業
文
』『
往
生
講
式
』『
往
生
極
楽
讃
』『
念
仏
讃
』『
念
仏
勧
進

縁
起
』
各
一
巻
十
部
の
名
が
見
ら
れ
る
。

（
７
）永
観
に
お
け
る
研
究
と
し
て
は
、井
上
光
貞「
法
然
と
永
観
」（『
史
学
雑
誌
』六
一
号
、一
九
五
二
）『
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』（
一
九
七
五
、

山
川
出
版
社
）。
香
月
乗
光
「
永
観
の
浄
土
教
―
特
に
法
然
浄
土
教
と
の
関
連
に
つ
い
て
」（『
仏
教
大
学
学
報
』
三
〇
号
、
一
九
五
八
）。
大

谷
旭
雄
『
法
然
浄
土
教
と
そ
の
周
縁
』（
二
〇
〇
七
、
山
喜
房
仏
書
林
）
な
ど
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
近
年
の
研
究
で
は
、
五
十
嵐
隆
幸
『
永

観
『
往
生
講
式
』
の
研
究
―
影
印
・
訓
訳　
養
福
寺
蔵
本
『
往
生
講
私
記
』』（
二
〇
一
六
、
思
文
閣
出
版
）
伊
藤
茂
樹
「
院
政
期
浄
土
教
の
展

開
―
『
往
生
拾
因
』
を
中
心
と
し
て
―
」（
印
仏
七
〇
―
二
、二
〇
二
二
）。
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（
８
）
舎
奈
田
智
宏
「
永
観
の
往
生
思
想
に
お
け
る
難
行
・
易
行
の
関
係
」（『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』
一
六
号
、
二
〇
〇
八
）。
同
「
永
観
の
往
生
思

想
に
お
け
る
機
根
観
」（『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
四
〇
号
、二
〇
一
二
）。
同
「
永
観
『
往
生
拾
因
』
随
順
本
願
に
見
え
る
凡
夫
往
生
に
つ
い
て
」

（
印
仏
六
二
―
二
、二
〇
一
四
）
な
ど
。

（
９
）
浅
井
成
海
「『
往
生
拾
因
に
お
け
る
行
業
論
―
念
仏
論
の
特
質
―
』」（『
仏
教
思
想
文
化
史
論
叢
』
一
九
九
七
）

（
10
）『
往
生
要
集
』
で
は
、
第
四
正
修
念
仏
門
に
お
け
る
第
四
観
察
門
の
別
相
観
に
説
か
れ
る
四
十
二
相
の
第
七
や
雑
略
観
、
ま
た
第
六
別
時
念
仏

に
お
け
る
臨
終
行
儀
の
十
事
の
七
・
八
な
ど
に
お
い
て
も
白
毫
が
説
か
れ
て
い
る
。
源
信
の
白
毫
観
に
つ
い
て
は
福
原
隆
善
氏
に
よ
る
詳
細
な

研
究
が
あ
る
。
福
原
隆
善
「『
往
生
要
集
』
の
白
毫
観
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
一
五
・
一
六
、一
九
八
二
）「
日
本
に
お
け
る
白
毫
観
の
展
開
―

実
範
を
中
心
に
―
」（
印
仏
四
一
―
二
、一
九
九
三
）。
ま
た
比
較
的
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、西
村
冏
紹
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
西
村
冏
紹
「
醍

醐
三
宝
院
蔵　

源
信
撰
『
白
毫
観
法
』
に
つ
い
て
―
源
抄
『
阿
弥
陀
佛
白
毫
観
』
の
再
治
本
―
」（『
叡
山
学
院
研
究
紀
要
』
二
五
、二
〇
〇
三
）

な
ど
が
あ
る
。

（
11
）
永
観
は
源
信
の
『
往
生
要
集
』
を
見
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
『
往
生
要
集
』
の
名
は
出
な
い
も
の
の
、『
往
生
要
集
』
か
ら
の
引
用
と
考
え

ら
れ
る
部
分
が
大
谷
旭
雄
先
生
の
研
究
に
お
い
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
大
谷
旭
雄
「
善
導
浄
土
教
と
『
往
生
拾
因
』」（『
法
然
浄
土
教
と

そ
の
周
縁
』
乾
、一
二
四
～
一
四
五
頁
、山
喜
房
佛
書
林
、二
〇
〇
七
）
大
谷
氏
は
こ
こ
で
『
往
生
拾
因
』
第
五
聖
衆
護
持
に
お
い
て
善
導
『
観

念
法
門
』
の
引
用
な
ど
に
お
い
て
、
書
名
は
出
さ
れ
な
い
も
の
の
、『
往
生
要
集
』
を
用
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同

様
に
『
往
生
講
式
』
に
お
い
て
も
源
信
の
『
二
十
五
三
昧
式
』
が
書
名
は
出
さ
れ
な
い
も
の
の
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
大

谷
旭
雄
「
永
観
の
念
仏
宗
に
つ
い
て
」『
法
然
浄
土
教
と
そ
の
周
縁
』
乾
、
六
三
～
八
〇
頁
、
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
七
）。

（
12
）
福
原
隆
善
「
日
本
に
お
け
る
白
毫
観
の
展
開
―
実
範
を
中
心
に
―
」（
印
仏
四
一
―
二
、七
七
六
頁
下
～
七
七
七
頁
上
、
一
九
九
三
）
福
原
氏

の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
永
観
以
降
で
も
東
大
寺
で
活
躍
し
た
珍
海
の
『
決
定
往
生
集
』
や
中
川
実
範
『
病
中
修
行
記
』
な
ど
の
著
作
に
白
毫
観

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

（
13
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
〇
頁
下
。
こ
の
部
分
は
、
以
下
の
『
観
無
量
寿
経
』
の
部
分
を
永
観
が
参
照
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
無
量
壽
佛
身
。
如
百
千
萬
億
夜
摩
天
閻
浮
檀
金
色
。
佛
身
高
六
十
萬
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
。
眉
間
白
毫
右
旋
宛
轉
如
五
須
彌
山
。
佛
眼
清

淨
如
四
大
海
水
清
白
分
明
。身
諸
毛
孔
演
出
光
明
如
須
彌
山
。彼
佛
圓
光
如
百
億
三
千
大
千
世
界
。於
圓
光
中
。有
百
萬
億
那
由
他
恒
河
沙
化
佛
。
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一
一
化
佛
。
亦
有
衆
多
無
數
化
菩
薩
。
以
爲
侍
者
。
無
量
壽
佛
有
八
萬
四
千
相
。
一
一
相
中
。
各
有
八
萬
四
千
隨
形
好
。
一
一
好
中
復
有
八

萬
四
千
光
明
。
一
一
光
明
遍
照
十
方
世
界
。
念
佛
衆
生
攝
取
不
捨
」（
大
正
蔵
一
二
巻
三
四
三
頁
中
）。

　

ま
た
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
大
谷
旭
雄
氏
は
、『
往
生
要
集
』
観
察
門
に
別
相
・
総
相
観
に
次
い
で
説
か
れ
る
雑
略
観
の
説
示
が
考
慮
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
大
谷
旭
雄
『
法
然
浄
土
教
と
そ
の
周
縁
』
乾
、
四
〇
一
頁
、
二
〇
〇
七
、
山
喜
房
仏
書
林
）。

（
14
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
〇
頁
下
。

（
15
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
〇
頁
下
。

（
16
）	「
似
赤
而
黄
。
如
青
而
紫
。
如
緑
而
紅
」の
表
現
は
、吉
蔵
の『
法
華
義
疏
』に
も
同
じ
も
の
が
あ
る
。「
國
亦
有
之
。
其
色
似
赤
而
黄
。
如
青
而
紫
。

如
緑
而
紅
」（
大
正
蔵
三
四
巻
四
七
〇
頁
上
）

　

但
し
こ
の
一
文
は
、
引
用
で
は
な
く
永
観
自
身
の
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
文
章
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
幾
つ
か
の
経
論
の
表
現
を
参
照

し
て
記
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
17
）
大
谷
旭
雄
『
法
然
浄
土
教
と
そ
の
周
縁
』
乾
、
四
〇
一
頁
、
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
〇
七

　

ま
た
大
谷
氏
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
四
天
王
寺
西
門
の
念
仏
衆
が
お
こ
な
っ
た
日
想
観
と
の
関
連
を
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
一
頁
上
。

（
19
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
一
頁
上
。

『
観
仏
三
昧
海
経
』「
於
一
時
中
分
爲
少
分
。
少
分
之
中
能
須
臾
間
。
念
佛
白
毫
令
心
了
了
。
無
謬
亂
想
分
明
正
住
。
注
意
不
息
念
白
毫
者
。

若
見
相
好
若
不
得
見
。
如
是
等
人
。
除
却
九
十
六
億
那
由
他
恒
河
沙
微
塵
數
劫
生
死
之
罪
設
復
有
人
。
但
聞
白
毛
心
不
驚
疑
。
歡
喜
信
受
。

此
人
亦
除
却
八
十
億
劫
生
死
之
罪
」（
大
正
蔵
一
五
巻
六
五
五
頁
上
～
中
）
に
相
当
。

（
20
）『
無
量
寿
経
』「
無
量
壽
佛
威
神
光
明
最
尊
第
一
。
諸
佛
光
明
所
不
能
及
」（
大
正
蔵
一
二
巻
二
七
〇
頁
上
）
の
部
分
が
、
永
観
が
引
用
し
た
部

分
に
相
当
す
る
。

　

ま
た
最
後
の
部
分
を
、「
若
有
衆
生
。
聞
其
光
明
威
神
功
徳
。
日
夜
稱
説
至
心
不
斷
。
隨
意
所
願
得
生
其
國
」（
大
正
蔵
一
二
巻
二
七
〇
頁
中
）

引
用
し
て
い
る
。

（
21
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
一
頁
上
。



—373—

永観『往生拾因』から見出せる一切衆生往生の思想（舎奈田）

（
22
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
六
頁
上
。

（
23
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
九
三
頁
下
～
三
九
四
頁
上
。

（
24
）
本
文
で
指
摘
し
た
以
外
の
部
分
で
み
ら
れ
る
白
毫
観
や
光
明
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
ま
ず
『
往
生
拾
因
』
第
八
三
昧
発
得
で
は
以
下
の

よ
う
な
文
章
が
見
ら
れ
る
。

「
但
有
此
念
更
無
他
念
。
行
者
亦
爾
。
念
念
相
次
無
餘
心
雜
。
或
念
法
身
。
或
念
佛
智
。
或
念
白
毫
。
或
念
光
明
。
或
念
本
願
。
或
念
寶
地
。

稱
名
亦
爾
。
但
能
專
至
相
續
不
斷
定
生
佛
前
。」（
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
五
頁
上
）

こ
こ
で
も
他
念
な
く
念
ず
べ
き
も
の
の
中
に
、
法
身
や
仏
智
な
ど
と
並
ん
で
、
白
毫
や
光
明
が
説
か
れ
て
い
る
。

　
『
往
生
拾
因
』
第
十
随
順
本
願
に
お
い
て
臨
終
行
儀
を
説
く
中
で
は
、
弥
陀
の
来
迎
に
際
し
て
、
そ
の
白
毫
か
ら
放
た
れ
る
光
が
病
者
の
部

屋
を
照
ら
す
こ
と
が
説
か
れ
る
。

「
若
不
堪
稱
名
者
只
作
往
生
之
思
。
心
是
作
業
之
主
受
生
之
本
也
。
心
王
若
西
逝
業
從
亦
隨
之
。
如
雲
隨
龍
。
如
民
順
王
。
故
安
樂
集
引

法
鼓
經
云
。
若
人
臨
終
時
不
能
觀
念
。
但
知
彼
方
有
佛
作
往
生
意
亦
得
往
生
已
上　

故
知
。
臨
終
永
息
衆
事
唯
一
心
作
往
生
之
想
。
然
間

樂
音
髣
聞
異
香
且
芬
大
喜
自
生
。
此
時
遙
見
西
方
紫
雲
空
靉
聖
衆
來
迎
。
彌
陀
如
來
紫
金
尊
容
相
好
端
嚴
白
毫
赫
奕
。
光
明
照
室
。
先
觀

音
持
臺
安
祥
徐
來
。
次
勢
至
合
掌
同
以
讃
嘆
。
始
見
此
事
歡
喜
是
幾
。
況
乘
蓮
臺
往
生
極
樂
」（
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
九
三
頁
下
）。

　
『
往
生
講
式
』
に
お
い
て
は
、
第
四
念
仏
往
生
に
お
い
て
、

「
一
子
慈
悲
雖
實
平
等
。攝
取
光
明
照
念
佛
者
。非
唯
以
光
攝
取
。亦
忝
與
聖
衆
共
來
摩
頂
乎
。爰
知
。我
等
厚
結
縁
於
彌
陀
深
悲
願
於
我
等
」

（
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
四
七
〇
頁
上
）

と
あ
り
、
摂
取
の
光
明
が
念
仏
の
者
を
照
ら
し
、
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
で
な
く
念
仏
行
者
の
も
と
に
聖
衆
共
に
弥
陀
が
や
っ
て
き
て
摩
頂
す
る

と
い
い
、
弥
陀
と
の
結
縁
が
厚
く
、
弥
陀
の
悲
願
が
我
々
と
深
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
第
四
念
仏
往
生
で
は
、
臨
終
時

弥
陀
が
来
迎
白
毫
の
光
が
国
土
を
遍
く
照
ら
す
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

「
何
我
等
遇
難
遇
之
願
不
念
彌
陀
。
速
抛
萬
事
一
心
稱
念
。
悲
願
是
深
。
引
接
何
疑
。
抑
一
生
終
有
限
。
長
別
此
界
時
想
像
。
彌
陀
如
來

紫
磨
黄
金
之
粧
嚴
與
聖
衆
倶
來
。
黄
金
色
映
徹
蒼
天
皆
黄
。
白
毫
光
赫
奕
國
土
普
明
。
始
見
此
事
時
歡
喜
涙
幾
。
南
無
西
方
極
樂
化
主
阿

彌
陀
佛
。
本
願
不
誤
必
垂
引
接
」（
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
四
七
〇
頁
下
）
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こ
れ
は
『
往
生
拾
因
』
の
第
十
随
順
本
願
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
内
容
を
述
べ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
第
五
讃
嘆
極
楽
で
も
、
弥
陀
の
姿
を
論
じ
る
な
か
で
も
光
明
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

「
如
是
經
歴
。
遂
詣
大
寶
宮
殿
始
拜
彌
陀
如
來
。
妙
覺
高
貴
體
殊
珍
。
佛
果
圓
滿
相
是
新
。
面
輪
端
正
秋
月
出
雲
。
白
毫
赫
奕
春
日
添
光
。

青
蓮
眦
鮮
現
慈
悲
相
。
丹
菓
脣
嚴
含
愛
敬
相
。
凡
厥
一
一
相
海
繞
金
山
王
體
。
莫
不
無
量
光
照
十
方
世
界
」（
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
四
七
一

頁
下
）

　

こ
こ
に
あ
る
白
毫
を
春
の
日
の
光
と
し
て
あ
ら
わ
す
表
現
だ
が
、『
往
生
拾
因
』
光
明
摂
取
に
お
い
て
も
「
寒
時
に
は
是
れ
暖
か
な
る
こ
と
、

春
日
の
照
ら
す
に
似
た
り
」と
い
う
一
文
が
あ
り
、似
た
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、白
毫
を「
春
の
日
差
し
」

に
例
え
る
の
は
、
永
観
の
白
毫
観
に
お
け
る
一
つ
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
近
年
、
佐
竹
真
城
氏
に
よ
っ
て
永
観
の
著
作
の
一
つ
で
あ
る
『
阿
弥
陀
経
要
記
』
逸
文
補
遺
が
さ
れ
そ
の
報
告
と
考
察
が
な
さ
れ

て
い
る
（
佐
竹
真
城
「
永
観
撰
『
阿
弥
陀
経
要
記
』
の
特
徴
に
つ
い
て
―
附
『
阿
弥
陀
経
要
記
』
逸
文
補
遺
―
」『
眞
宗
研
究
』
六
二
号
、

二
〇
一
八
）。

　

そ
れ
を
見
る
と
、
㉜
《
彼
仏
光
明
無
量
》
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
そ
こ
で
光
明
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

「
本
願
を
以
て
の
故
に
此
の
仏
の
光
勝
れ
り
、
故
に
願
に
云
く
。
設
い
我
仏
と
な
る
を
得
ん
と
き
、
光
明
、
能
く
限
量
有
り
て
、
不
捨
正
覚

を
捨
て
ず
」（
佐
竹
真
城
「
永
観
撰
『
阿
弥
陀
経
要
記
』
の
特
徴
に
つ
い
て
―
附
『
阿
弥
陀
経
要
記
』
逸
文
補
遺
―
」『
眞
宗
研
究
』
六
二
号
、

六
二
頁
下
、
二
〇
一
八
）
こ
こ
で
は
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
の
四
十
八
願
の
う
ち
、
第
十
二
願
を
一
部
省
略
し
て
引
用
し
弥

陀
の
光
明
が
勝
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
本
願
・
弥
陀
四
十
八
の
誓
願
の
内
、
第
十
二
願
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

（
25
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
二
頁
上
。

（
26
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
二
頁
上
。

（
27
）
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
大
谷
旭
雄
氏
の
研
究
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
境
次
相
接
の
浄
土
観
に
つ
い
て
四
天
王
寺
西
門
を
中
心
と
し
て
当
時
流
行

し
て
い
た
信
仰
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
大
谷
旭
雄
『
法
然
浄
土
教
と
そ
の
周
縁
』
乾
、
四
一
四
～
四
一
七
頁
、
二
〇
〇
七
）。

（
28
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
二
頁
下
。

（
29
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
二
頁
下
。
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（
30
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
二
頁
下
。

（
31
）
朝
岡
知
宏
「
永
観
と
辺
地
・
懈
慢
界
」（『
仏
教
論
叢
』
六
一
号
、
二
一
五
～
二
一
九
頁
、
二
〇
一
七
）

（
32
）
成
瀬
隆
順
「
禅
那
院
珍
海
已
講
の
捉
え
る
専
雑
二
修
釈
」（『
仏
教
学
』
六
三
号
、
二
〇
二
二
）

　

ま
た
成
瀬
氏
が
「
こ
の
懈
慢
界
の
問
題
は
、
懐
感
撰
『
群
疑
論
』
を
淵
源
と
し
、
源
信
撰
『
往
生
要
集
』、
永
観
『
往
生
拾
因
』
等
で
も
論

じ
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
平
安
期
に
お
け
る
浄
土
修
学
上
の
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
」（
成
瀬
隆
順
「
禅
那
院
珍
海
已
講

の
捉
え
る
専
雑
二
修
釈
」（『
仏
教
学
』
六
三
号
、
二
五
頁
、
二
〇
二
二
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
懈
慢
国
や
辺
地
へ
の
往
生
は
、
一

つ
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
に
お
い
て
も
、
鎌
倉
時
代
に
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
胎
生
往
生
と
『
菩
薩
処
胎
経
』
に
説

か
れ
る
懈
慢
国
が
、
同
じ
か
異
な
る
か
と
い
う
胎
生
懈
慢
同
異
に
つ
い
て
、
浄
土
宗
僧
侶
で
あ
る
良
忠
や
真
宗
の
祖
で
あ
る
親
鸞
に
よ
っ
て

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
源
信
、
永
観
、
珍
海
ら
の
記
し
た
内
容
や
成
瀬
氏
の
研
究
な
ど
を
見
る
限
り
に
お
い
て
、
平
安
期
日
本
で
は
経
典

や
中
国
で
記
さ
れ
た
論
書
と
は
異
な
り
、
懈
慢
国
や
辺
地
へ
の
往
生
は
、
程
度
に
差
は
あ
れ
ど
も
許
容
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
時
代
を

経
る
に
つ
れ
て
、
よ
り
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
33
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
三
頁
上
。

（
34
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
三
頁
上
。

（
35
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
三
頁
上
。

（
36
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
三
頁
上
。

（
37
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
三
頁
上
。

（
38
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
三
頁
上
。

（
39
）
朝
岡
知
宏
「
永
観
と
辺
地
・
懈
慢
界
」（『
仏
教
論
叢
』
六
一
号
、
二
一
五
～
二
一
六
頁
、
二
〇
一
七
）

（
40
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
三
頁
下
。

（
41
）
朝
岡
知
宏
「
永
観
と
辺
地
・
懈
慢
界
」（『
仏
教
論
叢
』
六
一
号
、
二
一
七
頁
、
二
〇
一
七
）

（
42
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
九
〇
頁
上
。

（
43
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
五
頁
下
。
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（
44
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
五
頁
下
。

（
45
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
五
頁
下
。

（
46
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
五
頁
下
。

（
47
）
伊
藤
茂
樹
氏
は
、
重
源
が
行
っ
た
不
断
念
仏
・
高
声
念
仏
の
理
論
を
確
立
し
た
の
は
永
観
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
影
響
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

伊
藤
茂
樹
「
法
然
と
東
大
寺
勧
進
―
数
量
念
仏
を
中
心
に
―
」（『
八
百
年
遠
忌
記
念　

法
然
上
人
研
究
論
文
集
』
二
〇
一
頁
、
二
〇
一
一
）

（
48
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
六
頁
上
。

（
49
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
六
頁
上
。

（
50
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
六
頁
上
。

（
51
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
七
頁
上
～
下
。

（
52
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
四
頁
下
。

（
53
）
浄
土
宗
全
書
一
五
巻
三
八
六
頁
下
。

（
54
）
伊
藤
茂
樹
「
法
然
と
東
大
寺
勧
進
―
数
量
念
仏
を
中
心
に
―
」（『
八
百
年
遠
忌
記
念　

法
然
上
人
研
究
論
文
集
』
二
〇
五
頁
、
二
〇
一
一
）

（
55
）
伊
藤
茂
樹
「
法
然
と
東
大
寺
勧
進
―
数
量
念
仏
を
中
心
に
―
」（『
八
百
年
遠
忌
記
念　

法
然
上
人
研
究
論
文
集
』
二
〇
八
頁
、
二
〇
一
一
）
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