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「
往
生
と
成
仏
」
③ 

 

と
こ
ろ
が
、
凡
夫
に
思
慕
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
往

生
浄
土
と
い
う
浄
土
は
、
ど
う
考
え
て
も
ま
ず
別
な
世

界
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
し
ょ
う
。
此
の
世
界
で

な
く
他
界
で
あ
り
ま
す
。
他
界
と
い
う
言
葉
は
仏
教
に

な
い
け
れ
ど
も
、
凡
夫
の
感
じ
か
ら
い
え
ば
、
他
界
、

別
な
世
界
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
は
だ
ん
だ
ん
追
究
し
て
ゆ
け
ば
、
超
越
し
た
世

界
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
今
日
の
言
葉
を
も
っ
て
す
れ

ば
、
高
次
の
世
界
、
次
元
の
高
い
世
界
で
あ
り
ま
す
。 

 

浄
土
か
ら
こ
の
世
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
の

世
か
ら
浄
土
を
直
接
に
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
清

沢
先
生
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
無
限
よ
り
見
れ
ば
有
限

は
無
限
の
内
に
あ
り
、
有
限
よ
り
見
れ
ば
無
限
は
有
限

の
外
に
あ
る
。
先
生
の
言
葉
も
い
ろ
い
ろ
練
り
な
お
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
大
体
こ
れ
は
動

か
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
有
限
の
智
慧
は
い
く

ら
重
ね
て
み
て
も
無
限
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
外
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
超
越
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
無
限
は
超
越
の
世
界
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
無
限
か
ら
見
れ
ば
有
限
は
無
限
の

内
に
あ
り
、
浄
土
か
ら
見
れ
ば
ー
浄
土
の
視
界
に
立
っ

て
見
れ
ば
、
こ
の
世
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
有
限
無
限
の
関
係

は
、
先
述
の
高
次
性
と
い
う
こ
と
が
如
何
な
る
も
の
な

る
か
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
私
共
に
は
、

何
ら
疑
う
べ
き
余
地
は
な
い
の
で
す
。
柄
に
も
な
い
哲

学
じ
み
た
こ
と
を
い
う
け
れ
ど
も
、
先
生
の
言
葉
を
出

し
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
、
有
限

無
限
の
関
係
に
つ
い
て
ー
「
宗
教
哲
学
骸
骨
」
で
も

い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
ー
そ
の
無
限
と
は
何
ん
ぞ
や
と

い
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
仏
教
で
は
、
直
感
的
、
感
情
的

に
は
解
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
理
論
的
に

解
ら
せ
た
の
は
、
や
は
り
西
洋
の
哲
学
で
あ
る
か
も
知

れ
ぬ
の
で
す
。
有
限
と
無
限
と
は
そ
の
意
味
に
お
い
て

次
元
が
異
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
有
限
を
如
何
に
限
り

な
く
つ
み
重
ね
て
も
、
決
し
て
無
限
に
は
な
ら
な
い
。

兆
の
兆
倍
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
も
結
局
有
限

で
あ
り
ま
す
。
日
本
国
の
何
兆
円
と
い
う
予
算
を
一
厘

二
厘
と
数
え
た
ら
、
一
生
涯
か
か
っ
て
も
数
え
つ
く
せ

な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
有
限
は
有
限
で
あ
り
、
数

え
得
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
無
限
は
数
え
る

こ
と
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
有
限
が

い
く
ら
数
え
切
れ
ん
も
の
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
兆
の

兆
倍
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
有
限

な
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
包
ん
で
ゆ
く
も
の
こ
そ
、

無
限
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
無
限
と
い
う
も

の
の
立
場
と
、
有
限
と
い
う
も
の
の
立
場
は
、
全
然
別

な
も
の
で
あ
っ
て
、
無
限
な
る
も
の
の
方
か
ら
は
有
限

な
る
も
の
を
包
む
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
有
限
な

る
も
の
は
無
限
の
ほ
か
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

数
学
者
が
無
限
を
初
め
て
見
出
し
た
こ
と
は
、
大
変

な
こ
と
で
あ
っ
た
訳
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
後
で
、
無
限

と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
来
た
ら
、
今
度

は
有
限
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
が
、
も
う
一
つ
問
題

と
な
っ
て
来
た
ん
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
面
白
い
こ
と
で

す
。
無
限
と
は
何
ぞ
や
、
と
追
究
し
て
い
た
が
、
し
か

ら
ば
有
限
と
は
何
ぞ
や
、
有
限
と
は
無
限
と
対
応
し
、

無
限
な
る
も
の
を
内
に
感
じ
な
け
れ
ば
有
限
で
な
い
。

有
限
は
無
限
を
予
想
し
な
け
れ
ば
有
限
と
は
い
え
な

い
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
わ
か
ら
ぬ
な
が
ら
、
そ
う
い

う
こ
と
を
言
っ
た
書
物
を
読
ん
で
面
白
く
感
じ
ま
し

た
。
何
故
か
と
い
う
と
、
宗
祖
聖
人
に
「
真
無
量
」
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
真
無
量
を
帰
命
せ
よ
」
と

い
う
お
言
葉
で
す
。
兆
の
兆
倍
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
、
無
限
と
い
っ
て
も
、
偽
無
限
で
あ
り
ま
す
。
真
無

量
な
る
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
有
限
を
包
む
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
ぬ
の
で
す
。
宗
祖
聖
人
は
和
讃
に
「
真
無
量

を
帰
命
せ
よ
」
と
真
の
字
を
つ
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
阿
弥
陀
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
「
真
無
量
」
を
意

味
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
「
有
量
の
諸
相
こ
と
ご
と
く
」
と

あ
り
ま
す
る
御
和
讃
の
左
訓
に
「
ヨ
ロ
ヅ
ノ
シ
ユ
ジ
ヤ

ウ
ナ
リ
」
と
あ
り
ま
す
る
よ
う
に
、
我
等
衆
生
の
こ
と

を
有
量
の
諸
相
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
い
い
か
え
れ

ば
「
諸
相
に
お
い
て
有
量
」
で
あ
り
ま
す
。
命
も
有

量
、
身
も
有
量
、
意
識
の
働
き
も
有
量
、
何
も
か
も
有

量
で
あ
り
ま
す
。
か
く
て
如
来
と
衆
生
と
の
間
柄
は
、

如
来
か
ら
見
れ
ば
、
我
等
衆
生
は
如
来
の
智
慧
の
内
に

あ
り
、
あ
る
い
は
、
慈
悲
の
内
に
お
さ
め
ら
れ
、
み
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
我
等
衆
生
の

方
か
ら
い
え
ば
、
如
来
は
全
く
超
越
し
た
も
の
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
超
越
し
た
真

無
量
な
る
も
の
と
、
有
量
な
る
我
々
と
が
、
帰
依
と
い

う
働
き
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
対
応
が
あ
る
の
で
あ

り
ま
す
。
清
沢
先
生
は
対
応
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お

ら
れ
ま
す
が
、
曽
我
先
生
は
感
応
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
感
応
と
い
う
方
が
、
も
一
つ
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
感
応
ー
感
に
よ
っ
て
応
ず
る
ー
そ
の
働
き
が
あ
っ

て
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
と
我
等
衆
生
と
の
間
柄
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

か
く
し
て
浄
土
と
は
何
ぞ
や
と
い
い
ま
す
る
と
、
此

の
世
の
ほ
か
に
あ
り
、
超
越
す
る
彼
方
に
あ
り
、
と
。

ま
た
此
の
世
と
は
何
ぞ
や
。
浄
土
を
場
所
と
し
、
そ
し

て
見
ら
れ
た
る
世
界
、
浄
土
に
心
を
お
い
て
見
ら
れ
た

る
世
界
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に 

２ 

『
往
生
と
成
仏
』
昭
和
四
二
年
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真
宗
講
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講
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「
往
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と
成
仏
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第
一
講
よ
り 

『
往
生
と
成
仏
』
曽
我
量
深
・
金
子
大
榮
著 

（
法
蔵
館
） 
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し
て
も
、
浄
土
は
此
の
世
を
超
え
て
あ
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
浄
土
は
此
の
世
を
超
え
て
あ
る
と
い
う

こ
と
と
、
此
の
世
の
ほ
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、

同
じ
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。
清
沢
先
生
は
、
無
限
は
有
限

の
ほ
か
に
あ
る
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ほ
か
に

あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
超
え
て
あ
る
と
い
う
こ
と
と
同

じ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
世
の
ほ
か
に

あ
る
、
あ
る
い
は
、
他
界
と
い
う
言
葉
の
感
覚
と
、
超

え
て
あ
る
と
い
う
言
葉
の
感
覚
と
が
、
そ
う
は
っ
き
り

し
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
何
か
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

 

と
に
か
く
、
私
達
は
今
日
で
は
超
越
の
世
界
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
強
調
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
浄
土
論
に

「
勝
過
三
界
道
」
と
あ
り
、
曇
鸞
大
師
の
ご
註
釈
を
み

て
も
、
確
か
に
超
越
す
る
世
界
で
あ
り
ま
す
。
欲
界
で

も
、
色
界
で
も
、
無
色
界
で
も
な
い
、
そ
う
い
う
世
界

を
超
え
て
あ
る
超
越
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
し
か
し
、
我
等
凡
夫
が
浄
土
を
願
う
時
の
、
き
わ

め
て
素
朴
な
感
じ
と
し
て
は
、
他
界
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
浄
土
教
が
知
識
人
に
容
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
問
題
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
超
越
の
世
界

で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
中
に
は
そ
ん
な
も
の
は
な
い

と
い
う
人
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
本
当
の
知
識
人
な

ら
ば
否
と
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。
超
越
の
世
界
が
あ

り
、
阿
弥
陀
と
い
う
真
無
量
の
も
の
が
あ
っ
て
、
は
じ

め
て
有
量
が
意
味
を
も
つ
の
で
し
ょ
う
。
浄
土
が
あ
っ

て
、
は
じ
め
て
こ
の
世
の
あ
り
方
が
わ
か
る
の
だ
と
い

う
ふ
う
に
、
超
越
の
世
界
に
対
し
て
、
今
日
の
知
識
人

も
否
と
は
い
わ
ぬ
と
思
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
浄
土
教
に
説
い
て
あ
る
と
こ
ろ
は
、
浄
土

は
他
界
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
、
別
な
善
い
世
界
で

あ
る
と
い
う
ふ
う
に
説
い
て
あ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
ま

す
。
浄
土
へ
行
っ
て
み
た
が
、
余
り
結
構
で
、
終
に
は

退
屈
し
て
し
ま
っ
て
、
や
は
り
娑
婆
へ
帰
り
た
く
な
っ

た
、
な
ど
と
い
う
野
次
の
よ
う
な
批
評
の
出
る
の
は
、

結
局
、
他
界
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

他
界
と
い
う
も
の
は
同
じ
次
元
に
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま

す
。
し
か
る
に
、
同
じ
次
元
の
世
界
を
凡
夫
は
求
め
て

い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
我
等
凡
夫
の
願
う
浄
土

は
、
他
界
の
よ
う
で
も
あ
る
し
、
又
超
越
界
の
よ
う
で

も
あ
る
。
ど
ち
ら
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
と
に
か
く
此
の
世

的
で
な
い
も
の
を
、
我
々
凡
夫
が
求
め
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
け
は
い
え
る
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
う
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
恐
ら
く
、

観
無
量
寿
経
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
東
本
願
寺
は
「
現
代

の
聖
典
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
観
経
の
序
分
を
し
き

り
に
用
い
て
い
る
が
、
あ
れ
も
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら

れ
る
が
、
と
に
か
く
、
観
経
に
お
け
る
浄
土
は
一
体
他

界
な
の
か
、
超
越
界
な
の
か
。
そ
の
点
で
観
経
の
よ

さ
、
凡
夫
ら
し
い
聖
典
で
あ
る
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り

ま
す
。
観
経
は
韋
提
希
夫
人
を
主
と
し
て
説
い
て
い
る

経
典
で
あ
る
が
、
韋
提
希
の
身
の
上
を
考
え
る
と
、
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
第
一
に
女
で
あ
る

こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
浄
土
教
を
理
解
す
る
上
に
は

忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
聖
道
門
は
男
性
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
浄
土
門
は

女
性
的
で
あ
り
ま
す
。
第
二
に
韋
提
希
は
夫
人
で
あ

る
。
而
も
王
者
の
夫
人
で
あ
る
。
こ
の
第
一
の
女
性
で

あ
る
点
に
つ
い
て
申
し
ま
す
る
と
、
も
し
男
性
と
女
性

と
い
う
名
目
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
か
つ
て
御
遠

忌
記
念
講
演
に
も
話
し
た
が
、
男
性
の
主
と
す
る
と
こ

ろ
は
行
動
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
何
を
為
す
か
、
ど

う
い
う
こ
と
を
し
で
か
す
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
男
性

の
男
性
た
る
所
以
が
あ
り
ま
す
。
女
性
は
こ
れ
に
対
し

て
生
活
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
女
性
は
ど

う
い
う
こ
と
を
す
る
か
と
い
う
よ
り
、
ど
ん
な
生
活
を

す
る
か
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
台
所
仕
事
も
行
動
で
あ

る
し
、
庭
掃
除
も
行
動
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
あ
れ
は

人
間
の
行
動
と
い
っ
て
は
少
々
仰
々
し
い
。
や
は
り
台

所
仕
事
、
掃
除
な
ど
を
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
は
、
女
性

的
生
活
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
、
生
活
仏
教
と
で
も
い
う
か
、
日
常
生
活
の
上

に
行
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
あ

り
、
そ
し
て
何
を
し
で
か
す
か
と
い
う
所
に
聖
道
仏
教

が
あ
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。 

 

第
二
の
夫
人
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

は
良
き
に
も
従
い
、
悪
し
き
に
も
従
う
と
い
う
、
そ
の

よ
う
な
運
命
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
夫
人
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
、
私
は
近
頃
、
賢
夫
人
と
良
妻
と
を
区

別
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
世
の
中
に
は
近
頃
賢

夫
人
は
増
え
て
き
ま
し
た
。
賢
夫
人
と
は
夫
を
教
え
、

指
導
す
る
賢
女
で
あ
り
ま
す
。
良
妻
は
愚
妻
で
、
結
構

良
き
に
も
従
い
悪
し
き
に
も
従
い
、
そ
し
て
こ
れ
が
韋

提
希
夫
人
の
立
場
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら

仙
人
が
い
て
、
三
年
た
つ
と
我
児
が
生
ま
れ
る
と
告
げ

ら
れ
た
が
、
待
ち
遠
い
か
ら
は
や
く
と
頼
ん
で
み
て
、

否
と
い
っ
た
ら
殺
そ
う
で
は
な
い
か
、
と
王
に
い
わ
れ

た
時
「
あ
な
た
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
は
い
け
ま
せ

ん
」
位
は
仰
言
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
ど
う
も
敢
え
て

意
見
す
る
賢
夫
人
ぶ
り
は
出
て
お
ら
な
い
。
ハ
イ
ハ
イ

と
言
っ
た
次
第
で
し
ょ
う
。
又
、
占
っ
て
み
た
ら
、

「
ど
う
も
こ
の
王
子
は
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
も
あ
な
た

方
の
為
に
な
ら
ぬ
」
と
い
わ
れ
る
と
、
そ
れ
で
は
塔
か

ら
生
み
落
と
そ
う
と
王
に
い
わ
れ
、
「
い
や
、
子
を
そ

ん
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ぬ
」
と
敢
え
て
諫
止
し
て
は
お

ら
れ
な
い
。
何
か
夫
の
考
え
を
ま
げ
な
い
で
、
つ
い
て

い
く
の
み
と
い
う
と
こ
ろ
に
韋
提
希
は
賢
夫
人
で
は
な

い
。
し
か
し
こ
う
い
う
賢
で
な
い
振
舞
で
夫
が
助
か
る

の
か
、
或
い
は
賢
夫
人
に
よ
っ
て
夫
が
救
わ
れ
る
の
か 

『
往
生
と
成
仏
』
昭
和
四
二
年
度 

真
宗
講
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講
題
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仏
」
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講
よ
り 
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往
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と
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仏
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曽
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量
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・
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子
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榮
著 
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法
蔵
館
） 



5 ４ 

そ
れ
は
問
題
で
し
ょ
う
。
近
頃
は
賢
夫
人
だ
け
の
世
の

中
に
な
っ
た
ん
だ
か
ら
、
こ
れ
は
婦
人
の
方
々
に
も
考

え
て
貰
い
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
韋
提
希
は
単
な
る
夫
人
で
な
く
王
妃
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
一
つ
の
誇
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば

な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
流
石
に
賢
夫
人
で
は
な
く

て
も
、
気
位
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
の
で

な
い
か
。
も
一
つ
大
事
な
こ
と
は
母
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
重
要
な
こ
と
で
す
。
た
と
え
、
夫

に
対
し
て
は
良
妻
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
女
性
で
も

我
子
に
対
し
て
は
、
子
と
運
命
を
共
に
す
る
と
い
う
の

が
母
性
愛
で
あ
り
ま
し
て
、
子
供
の
責
任
を
全
部
荷
負

う
て
、
子
が
罪
を
犯
せ
ば
自
分
が
悪
か
っ
た
の
だ
と
考

え
る
、
そ
れ
が
母
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
母
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
、
夫
を
牢
に
入
れ
、
自
分
を
も
殺
さ
ん
と

し
た
、
そ
の
我
子
の
行
末
を
韋
提
希
に
案
じ
さ
せ
て
い

る
。
父
に
そ
む
く
よ
う
な
我
子
は
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
の

か
、
罰
当
り
奴
、
ど
う
で
も
な
れ
、
と
は
い
わ
ず
に
、

わ
が
子
の
行
末
が
案
じ
ら
れ
る
と
い
う
韋
提
希
で
あ
っ

た
こ
と
を
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。 

 

更
に
も
う
一
つ
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
一
応
は
御

信
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
韋
提
希
は
頻
婆
娑

羅
王
と
一
緒
に
霊
鷲
山
に
通
い
説
法
を
聞
か
れ
た
。
霊

鷲
山
の
麓
に
は
、
韋
提
希
と
王
の
通
わ
れ
た
道
に
馬
車

か
ら
降
り
ら
れ
た
場
所
が
残
っ
て
い
た
と
、
西
域
記
か

何
か
に
載
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
伝
説
で
あ
る
と
し

て
も
、
と
も
か
く
、
多
く
の
経
典
を
聞
か
れ
た
の
で

す
。
あ
る
い
は
大
無
量
寿
経
を
聞
か
れ
た
と
考
え
て
差

し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
御
信
者
が
迷
う
た
、
そ

し
て
救
い
を
求
め
ら
れ
た
、
そ
こ
へ
来
ら
れ
た
お
釈
迦

様
は
ど
う
い
う
お
釈
迦
様
で
あ
ろ
う
か
。
観
経
を
読
ん

で
縷
々
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
場
合
に
何
故
に
釈
尊
は

お
前
は
平
生
仏
法
を
聞
い
て
お
り
な
が
ら
、
今
頃
に

な
っ
て
何
を
う
ろ
た
え
る
か
、
人
間
の
人
情
な
ん
て
こ

ん
な
も
の
だ
。
朝
に
親
し
ん
で
夕
に
背
く
と
い
う
、
怨

親
常
な
ら
ざ
る
こ
と
が
凡
夫
の
世
界
と
い
う
も
の
だ
。

今
更
驚
く
と
は
平
生
何
を
聴
聞
し
て
い
た
の
か
、
と
仰

言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
な
の
で
す
。
あ
る
い
は
、

こ
れ
が
世
の
中
な
ん
だ
か
ら
、
も
う
世
の
中
を
見
棄
て

て
、
頭
を
剃
っ
て
尼
に
な
っ
た
ら
ど
う
か
、
と
何
故
い

わ
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
釈
尊
は
女
性
が
何
か

訴
え
る
の
を
見
る
と
大
抵
頭
を
剃
ら
さ
れ
た
の
だ
か

ら
、
韋
提
希
夫
人
の
場
合
に
、
何
故
尼
に
な
れ
と
い
わ

れ
な
か
っ
た
の
か
と
考
え
る
と
、
愛
し
い
子
故
に
迷
う

親
心
で
、
釈
尊
も
迷
わ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
迷
え
る

仏
陀
と
い
う
も
の
も
あ
る
ん
だ
、
と
思
い
た
い
の
で
あ

り
ま
す
。
仏
陀
が
迷
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
と
い
う

こ
と
は
言
葉
の
上
に
お
い
て
確
か
に
矛
盾
で
す
か
ら
、

こ
こ
は
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
受
取
っ
て
貰
い
た
い
の

で
す
が
、
迷
え
る
仏
と
い
う
こ
と
は
、
迷
い
を
了
解
せ

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
迷
っ
て
い
る
人
の
心
が

よ
く
解
っ
て
み
れ
ば
、
自
分
も
ま
た
迷
わ
ず
に
お
れ
な

い
と
い
う
の
が
、
そ
れ
が
「
無
縁
の
慈
悲
」
と
い
う
も

の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

大
事
な
処
で
似
つ
か
ぬ
話
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
吉

川
英
治
の
「
宮
本
武
蔵
」
の
中
に
お
通
と
い
う
女
性
が

で
て
く
る
。
こ
の
ぉ
通
に
沢
庵
禅
師
が
、
お
前
い
く
ら

武
蔵
の
後
を
追
っ
て
も
、
彼
は
剣
道
一
筋
で
、
お
前
の

こ
と
な
ど
考
え
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
お
前
も
武
蔵
を

忘
れ
て
、
自
分
の
道
を
見
つ
け
て
は
ど
う
か
、
と
い
う

て
い
ま
す
。
す
る
と
ぉ
通
は
「
私
は
沢
庵
様
の
お
心
が

解
ら
な
い
。
沢
庵
さ
ん
に
は
私
の
心
は
解
ら
な
い
」
と

こ
た
え
て
い
ま
す
。
大
変
に
面
白
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
ね
。
確
か
に
沢
庵
が
説
き
伏
せ
よ
う
と
す
る
、
そ
の

出
離
の
一
大
事
は
、
生
死
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
こ
そ

大
事
な
こ
と
で
あ
る
ん
だ
が
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
を
ぉ

通
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
沢
庵
も
ま
た
ぉ
通
の
心
は
解
ら

ん
の
で
す
。
も
し
お
釈
迦
さ
ま
が
韋
提
希
夫
人
に
、
さ

あ
こ
の
際
だ
か
ら
出
家
せ
よ
、
と
仰
言
る
な
ら
ば
、
お

釈
迦
さ
ま
と
雖
も
、
韋
提
希
の
心
は
解
ら
ぬ
と
い
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。
同
時
に
韋
提
希
に
も
釈
尊
の
心
は
わ

か
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。 

 

神
力
本
願
及
満
足

じ
ん
り
き
ほ
ん
が
ん
ぎ
ゅ
う
ま
ん
ぞ
く 

明
了
堅
固
究
竟
願

み
ょ
う
り
ょ
う
け
ん
ご
く
き
ょ
う
が
ん 

慈
悲
方
便
不
思
議

じ

ひ

ほ

う

べ

ん

ふ

し

ぎ

な
り 

真
無
量

し
ん
む
り
ょ
う

を
帰
命

き
み
ょ
う

せ
よ 

（
浄
土
和
讃 

讃
弥
陀
偈
讃 

三
八
） 

 

智
慧
の
光
明
は
か
り
な
し 

有
量
の
諸
相
こ
と
ご
と
く 

光
暁
か
ぶ
ら
ぬ
も
の
は
な
し 

真
実
明
に
帰
命
せ
よ （

浄
土
和
讃 

讃
弥
陀
偈
讃 

四
） 

 

「
無
縁
の
慈
悲
」 

「
私
が
さ
び
し
い
と
き
に 

仏
さ
ま
は
さ
び
し
い
の
」 

（
金
子
み
す
ゞ
氏
の
歌
「
さ
び
し
い
と
き
」
の
一
節  

金
子
大
榮
師
の
男
性
女
性
の
性
質
の
分
け
方
に
は
、
現

代
に
は
不
適
切
な
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
当
時

の
一
般
的
な
認
識
か
ら
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
で

し
ょ
う
し
、
警
鐘
め
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。
経
典
が
出
来
た
時
代
、
そ
し
て
現
代
を
踏
ま
え

て
、
経
典
が
示
す
本
意
を
聞
い
て
参
り
ま
し
ょ
う
。 
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㈡
縁
起
に
も
と
づ
く
人
間
観 

  

仏
教
の
立
場
で
は
人
格
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
空
」

の
思
想
か
ら
帰
結
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
輪
廻
の
思

想
か
ら
も
導
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
人

間
は
六
道
輪
廻
の
一
環
と
し
て
、
他
の
様
々
な
生
き
物

と
と
も
に
永
遠
の
生
と
死
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
の

中
で
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
る
の
は
単
に
諸
条
件
が
重

な
っ
た
こ
と
に
よ
る
偶
然
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
人

間
だ
け
が
他
の
生
き
物
に
は
な
い
人
格
を
持
っ
て
い
る

と
み
な
す
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

も
っ
と
も
、
近
年
で
は
輪
廻
の
思
想
は
非
科
学
的
で

あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
仏
教
思
想
の
一
部
と
し
て
説
く

こ
と
に
反
対
す
る
論
者
も
多
い
。
だ
が
、
た
と
え
そ
う

だ
と
し
て
も
、
仏
教
で
は
人
間
と
他
の
生
き
物
と
を
等

し
く
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
と
み
な
し
て
お
り
、

人
間
の
み
に
他
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
と
は
異
な
る
優
越

性
を
認
め
な
い
点
で
は
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ

な
ら
ば
、
仏
教
で
は
「
生
き
物
の
尊
厳
」
を
主
張
す
べ

き
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
に
「
人
間
の
尊
厳
」
を
説
く
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
原
則
論
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る

か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
現
実
的
な
問
題
と
し

て
、
我
々
は
人
間
を
他
の
生
き
物
と
区
別
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
日
常
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
は
原
則
論
を
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
「
人
間
の
尊

厳
」
に
議
論
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

で
は
、
人
間
と
他
の
生
き
物
と
を
等
し
く
見
る
仏
教

の
立
場
か
ら
、
人
格
の
概
念
を
利
用
す
る
こ
と
な
く
、

他
の
生
き
物
に
は
な
い
「
人
間
の
尊
厳
」
を
導
き
出
す

こ
と
は
で
き
る
の
か
。
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
人
間

は
一
人
で
は
生
き
て
い
な
い
と
い
う
事
実
、
言
い
換
え

れ
ば
、
人
間
は
常
に
周
囲
の
人
々
と
の
関
係
性
、
つ
な

が
り
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る 

 

 

例
え
ば
、
我
々
は
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は

自
ら
に
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
中
に
存
在
す
る

と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
私
」
の
「
私
ら
し
さ
」
と

は
、
他
者
と
の
相
違
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
周
囲

の
人
々
と
の
関
係
を
通
し
て
変
化
し
て
い
く
も
の
で
も

あ
る
。
さ
ら
に
、
「
私
ら
し
さ
」
が
周
囲
の
人
々
に
認

知
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
人
々
は
「
私
」
を
見
て
も
そ

れ
が
「
私
」
で
あ
る
と
は
認
識
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

し
、
そ
れ
が
突
然
激
変
す
れ
ば
、
人
々
は
そ
れ
ま
で
と

同
じ
よ
う
に
「
私
」
と
付
き
合
う
こ
と
は
難
し
く
な
る

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
は
西
洋
に
お
け
る
人
格
の
よ
う
に
不
変
の
実
体

で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
空
」
な
る
存
在
で
あ
る
が
故

に
、
他
者
と
の
相
互
関
係
か
ら
な
る
縁
起
に
よ
っ
て
常

に
変
化
し
続
け
、
他
者
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
一
人
で
死
ぬ

こ
と
も
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
自
身
の

意
識
が
消
失
す
る
瞬
間
を
知
覚
で
き
な
い
し
、
意
識
が

消
失
し
て
死
亡
が
確
定
し
た
後
の
自
分
を
知
覚
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
人
間
は
自
ら
の
死
亡
の
完
了

を
自
ら
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
確
認
で
き
る
の
は
他
者
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

西
谷
修
氏
は
「
「
私
」
は
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
」
と

表
現
す
る
。
そ
れ
故
、
我
々
が
た
と
え
「
自
分
ら
し
い

死
」
や
「
尊
厳
あ
る
死
」
を
望
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ

は
他
者
に
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願
望
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

の
み
な
ら
ず
、
死
は
決
し
て
個
人
に
内
属
し
、
個
人

の
身
体
内
に
閉
塞
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
「
死
」
は
死
に
ゆ
く
者
と
看
取
る
者
と
の

間
に
お
け
る
関
係
性
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
あ
る
人
間
が
「
死
ぬ
こ
と
」
は
「
死
」
を
形
成
す

る
一
つ
の
要
素
に
す
ぎ
な
い
。
小
松
美
彦
氏
が
「
死
は

共
鳴
す
る
」
と
表
現
し
た
よ
う
に
、
あ
る
者
が
死
ぬ
場

面
で
は
、
死
に
ゆ
く
者
が
看
取
る
者
（
遺
さ
れ
る
者
）

に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
看
取
る
者
（
遺
さ
れ
る

者
）
が
死
に
ゆ
く
者
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ば
さ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
人
の
人
間
の
死

は
、
親
し
い
人
々
に
そ
の
後
長
期
間
に
わ
た
る
か
も
し

れ
な
い
悲
嘆
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
以
外
の
人
々
に
も
、

や
が
て
自
分
の
身
の
上
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
死
の
運
命

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
死
者
は
そ
の
後
何
年

経
っ
て
も
遺
さ
れ
た
者
の
中
に
記
憶
と
し
て
生
き
続
け

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
死
に
ゆ
く
者
と
看
取

る
者
と
が
相
互
に
響
き
合
う
関
係
も
縁
起
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
死
に
ゆ
く
者
と
看

取
る
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
固
定

的
な
も
の
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
に
も
変
化
し
得
る
「
空
」
な
る
存
在
だ
か

ら
で
あ
る
。 

 

㈢
「
そ
こ
に
自
分
と
同
じ
人
間
が
い
る
」
こ
と
の
意
義 

  

で
は
、
縁
起
の
理
法
に
も
と
づ
く
「
人
間
の
尊
厳
」

と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
を
考

え
て
み
よ
う
。 

 

我
々
は
、
他
者
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
互
い
に
支

え
合
い
互
い
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
く 

５ 

仏
教
的
な
「
尊
厳
」
の
解
釈
② 

 

『
生
死
の
仏
教
学
「
人
間
の
尊
厳
」
と
そ
の
応
用
』 

木
村
文
輝
氏
著 

『
生
死
の
仏
教
学 

「
人
間
の
尊
厳
」
と
そ
の
応
用
』
「
仏
教
的
な
「
尊
厳
」
の
解
釈
」
よ
り 

木
村
文
輝
氏
著 

法
蔵
館
発
行 
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そ
の
際
、
我
々
は
自
分
自
身
の
生
涯
を
「
か
け
が
え
の

な
い
も
の
」
と
し
て
生
き
る
た
め
に
は
、
周
囲
の
人
々

と
の
関
係
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え

れ
ば
、
周
囲
の
人
々
の
生
涯
を
、
自
分
の
そ
れ
と
同
じ

よ
う
に
「
か
け
が
え
の
な
い
も
の
」
と
し
て
尊
重
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
「
そ
こ

に
自
分
と
同
じ
人
間
が
い
る
」
と
い
う
思
い
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て

釈
尊
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る 

 

あ
る
時
、
コ
ー
サ
ラ
国
の
パ
セ
ー
ナ
デ
ィ
王
が
王
妃

マ
ッ
リ
カ
ー
と
と
も
に
宮
殿
に
登
り
、
王
妃
に
次
の
よ

う
に
尋
ね
た
。
「
そ
な
た
に
は
、
自
分
よ
り
も
も
っ
と

愛
し
い
人
が
、
だ
れ
か
い
る
か
ね
。
」
こ
の
問
い
に
対

し
て
王
妃
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
大
王
さ
ま
。
わ

た
く
し
に
は
、
自
分
よ
り
も
も
っ
と
愛
し
い
人
は
お
り

ま
せ
ん
。
あ
な
た
に
と
っ
て
も
、
ご
自
分
よ
り
も
も
っ

と
愛
し
い
人
が
お
ら
れ
ま
す
か
。
」
こ
の
問
い
に
王
は

次
の
よ
う
に
答
え
た
。
「
マ
ッ
カ
リ
ー
よ
。
わ
た
し
に

と
っ
て
も
、
自
分
よ
り
も
さ
ら
に
愛
し
い
他
の
人
は
存

在
し
な
い
。
」
王
が
こ
の
会
話
を
釈
尊
に
報
告
す
る

と
、
釈
尊
は
次
の
詩
を
唱
え
て
王
に
応
え
た
と
い
う
。 

 

「
ど
の
方
向
に
心
で
さ
が
し
求
め
て
み
て
も
、
自
分

よ
り
も
さ
ら
に
愛
し
い
も
の
を
ど
こ
に
も
見
出
さ
な

か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
他
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
自
己
が
愛
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
自

己
を
愛
す
る
人
は
、
他
人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
」 

 

こ
れ
と
同
じ
教
え
は
釈
尊
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
『
か
れ
ら
も
わ
た
く
し
と
同
様
で
あ
り
、
わ
た
く

し
も
か
れ
ら
と
同
様
で
あ
る
』
と
思
っ
て
、
わ
が
身
に

引
き
く
ら
べ
て
、
（
生
き
も
の
を
）
殺
し
て
は
な
ら

ぬ
。
ま
た
他
人
を
し
て
殺
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
。
」 

 

「
す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
る
。
す
べ
て
の

（
生
き
も
の
）
に
と
っ
て
生
命
は
愛
し
い
。
己
が
身
に

ひ
き
く
ら
べ
て
、
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は

な
ら
ぬ
。
」 

 

釈
尊
が
、
自
分
に
と
っ
て
最
も
愛
し
い
者
は
自
分
自

身
で
あ
る
と
い
う
王
と
王
妃
の
主
張
に
同
意
し
た
理
由

は
、
釈
尊
自
身
の
次
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

「
も
し
も
ひ
と
が
自
己
を
愛
し
い
も
の
と
知
る
な
ら

ば
、
自
己
を
よ
く
守
れ
。
・
・
・
自
己
こ
そ
自
分
の
主

で
あ
る
。
他
人
が
ど
う
し
て
（
自
分
の
）
主
で
あ
ろ
う

か
。
自
己
を
よ
く
と
と
の
え
た
な
ら
ば
、
得
難
い
主
を

得
る
。
」 

 

つ
ま
れ
、
「
よ
く
と
と
の
え
ら
れ
た
自
己
」
、
言
い

換
え
れ
ば
、
他
の
い
か
な
る
も
の
に
も
操
ら
れ
る
こ
と

の
な
い
主
体
的
な
自
己
を
見
出
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
生

き
る
こ
と
が
人
間
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
事
柄
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
に
こ
そ
、
釈
尊
の
立
場
か
ら

の
「
人
間
の
尊
厳
」
が
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
。 

 
し
か
し
、
こ
の
「
人
間
の
尊
厳
」
が
真
に
現
成
す
る

た
め
に
は
、
単
に
自
分
自
身
が
自
ら
の
主
体
的
な
自
己

を
生
き
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
釈
尊

は
、
こ
の
こ
と
を
如
実
に
理
解
す
る
者
は
「
わ
が
身
に

引
き
く
ら
べ
て
」
他
者
に
接
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

説
く
。
す
な
わ
ち
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
も
の

が
主
体
的
な
自
己
を
生
き
る
自
分
自
身
で
あ
る
な
ら
ば

他
者
か
ら
そ
の
他
者
自
身
に
対
す
る
の
と
ま
っ
た
く
同

じ
よ
う
に
尊
重
さ
れ
る
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
最
も

「
か
け
が
え
の
な
い
こ
と
」
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば

他
者
か
ら
「
そ
こ
に
自
分
と
同
じ
人
間
が
い
る
」
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
他
者
と
の
関
係
性
、
縁
起
の

世
界
の
中
で
し
か
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
に

と
っ
て
は
、
真
の
「
人
間
の
尊
厳
」
を
現
成
さ
せ
る
唯

一
の
生
き
方
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
と
反
対
の
状
況
を
考
え
れ
ば
よ

り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。
他
者
を
愛
す
る
こ
と
の
反
対

は
、
他
者
を
憎
む
こ
と
で
は
な
く
、
他
者
を
無
視
す
る

こ
と
で
あ
る
。
別
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
「
そ
こ
に
自

分
と
同
じ
人
間
が
い
る
」
と
思
わ
な
い
こ
と
で
あ
り
、

目
の
前
の
人
間
を
「
人
間
」
と
し
て
扱
わ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
例
え
ば
一
九
四
三
年
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
首
都
の

ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
は
、
壁
に
囲
ま
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
居
住
区

に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
猛
火
に
よ
っ

て
焼
き
殺
さ
れ
た
。
そ
の
光
景
を
、
居
住
区
に
隣
接
す

る
遊
園
地
の
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
、
多
く
の
人
々

が
あ
た
か
も
美
し
い
夜
景
を
見
る
か
の
よ
う
に
鑑
賞
し

て
い
た
と
い
う
。
こ
の
出
来
事
に
関
し
て
は
、
ユ
ダ
ヤ

人
が
虐
殺
さ
れ
た
こ
と
と
は
別
に
、
そ
れ
を
人
々
が
鑑

賞
し
て
い
た
こ
と
に
我
々
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

文
字
通
り
「
人
間
の
尊
厳
」
が
奪
わ
れ
た
こ
の
出
来
事

は
、
壁
の
外
側
に
い
る
人
々
の
中
に
、
「
そ
こ
に
自
分

と
同
じ
人
間
が
い
る
」
と
い
う
意
識
が
欠
如
し
て
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い 

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
虐
殺

や
、
戦
争
に
お
け
る
無
差
別
爆
撃
等
の
非
人
道
的
な
行

為
も
、
「
そ
こ
に
自
分
と
同
じ
人
間
が
い
る
」
と
い
う

意
識
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
悲
劇
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
そ
こ
に
自
分
と
同
じ
人
間
が

い
る
」
と
認
識
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
他
者
を
自
己
自

身
と
同
じ
も
の
と
し
て
認
め
る
「
同
事
」
の
姿
勢
こ
そ

が
、
他
者
の
中
に
「
人
間
の
尊
厳
」
を
認
め
る
こ
と
だ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
（
次
号
に
続
く
） 

  

こ
の
間
の
モ
ス
ク
ワ
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
の
テ

ロ
事
件
の
報
道
を
聴
い
て
、
一
瞬
で
も
同
情
の
思
い
を

持
ち
得
な
か
っ
た
私
で
す
。 

『
生
死
の
仏
教
学 

「
人
間
の
尊
厳
」
と
そ
の
応
用
』
「
仏
教
的
な
「
尊
厳
」
の
解
釈
」
よ
り 

木
村
文
輝
氏
著 

法
蔵
館
発
行 
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編
集
後
記
（
愚
案
） 

 

 
稱
讃
寺
四
月
行
事
予
定 

  

「
お
互 た

が

い
さ
ま」 

  

ゆ
る
さ
れ
な
が
ら
生 い

き
て
い
る 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

二
〇
二
四
年
「
心
の
と
も
し
び
」
四
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

     
 

 
 

一
六
日
（
火
）
午
後
二
時
～
午
後
四
時 

 
 

 
 

 
 

の
ん
の
ん
法
話
会 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

２７日（土） 築地本願寺 

   親鸞聖人御誕生八五〇年 

   立教開宗八〇〇年慶讃法要 

             団体参拝 

 

福
井
恒
彰
さ
ん
が
去
る
三
月
十
四
日
に
ご
往
生
な
さ
れ
ま

し
た
。
福
井
さ
ん
と
は
、
約
二
十
年
来
の
親
交
が
あ
り
、
初

代
門
徒
総
代
の
お
一
人
と
し
て
、
現
在
も
四
期
継
続
就
任
し

て
頂
い
て
お
り
ま
し
た
。 

 

二
〇
〇
八
年
十
一
月
十
六
日
に
奥
様
の
泰
子
様
が
ご
往
生

な
さ
れ
て
か
ら
、
お
一
人
暮
ら
し
で
あ
ら
れ
ま
し
た
。
二
〇

二
〇
年
に
泰
子
様
の
十
三
回
忌
を
お
迎
え
な
さ
れ
ま
し
た
。

最
近
は
、
足
腰
が
弱
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
昨
年
の
十
二
月

十
七
日
に
稱
讃
寺
の
報
恩
講
を
修
行
し
た
と
き
は
、
姉
が
送

迎
を
い
た
し
ま
し
た
。
結
局
そ
の
日
が
、
福
井
さ
ん
と
お
話

し
た
最
後
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

最
初
の
入
院
先
の
病
院
に
見
舞
い
に
参
り
ま
し
た
と
き

は
、
お
話
し
で
き
る
状
態
で
は
な
く
、
い
つ
か
ご
快
復
（
回

復
で
も
）
な
さ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
転
医
先
も
わ

か
ら
ず
に
、
三
週
間
が
過
ぎ
て
、
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た

こ
と
を
知
っ
た
次
第
で
す
。 

 

ご
遺
骨
は
、
長
野
の
ご
実
家
が
お
引
き
取
り
に
な
ら
れ
、

私
ど
も
も
漸
く
ご
実
家
と
の
連
絡
が
取
れ
ま
し
て
、
福
井
さ

ん
と
の
ご
縁
を
お
話
し
致
し
ま
し
て
、
ご
分
骨
を
お
預
か
り

い
た
し
ま
し
た
。
（
お
骨
に
執
着
す
る
の
は
、
浄
土
真
宗
の

教
え
か
ら
お
か
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
の
思
い
に
過

ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
せ
ず
に
は
お
れ
ま
せ

ん
で
し
た
）
。 

 
 五

月
十
二
日
、
「
福
井
恒
彰
さ
ん
を
偲
ぶ
会
」
を
行
い
た
い
と

存
じ
ま
す
の
で
、
ご
縁
の
皆
さ
ま
に
は
何
卒
、
ご
参
詣
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 


