
極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
生
に
関
す
る
研
究
Ⅱ

―
諸
仏
世
界
と
の
共
生
の
可
能
性
―

袖

山

榮

輝

は
じ
め
に

標
題
の
研
究
に
つ
い
て
す
で
に
筆
者
は
「
Ⅰ
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
魏
訳
『
無
量
寿
経
』
を
テ
キ
ス
ト
に
用
い
、「『
無
量
寿
経
』
に
お
け

る
極
楽
浄
土
に
存
在
す
る
者
」
と
副
題
を
冠
し
た
論
考
を
本
誌
に
発
表
し
た
1
。

『
無
量
寿
経
』（
以
下
『
寿
経
』）
に
お
い
て
は
、
無
量
寿
仏
（
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
）
の
仏
国
土
で
あ
る
安
楽
国
（
す
な
わ
ち
極
楽
浄
土
、

極
楽
）
に
は
、
無
量
寿
仏
を
除
く
と
、
菩
薩
・
声
聞
・
天
・
人
の
四
者
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
そ
の
実
態
に
お
い

て
は
、
四
者
は
み
な
同
様
の
容
姿
、
能
力
を
有
す
る
菩
薩
で
あ
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
四
者
が
極
楽
に
往
生
す
る
以
前
に
生
存
し
て

い
た
世
界
に
因
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

『
寿
経
』
に
お
け
る
無
量
寿
仏
の
四
十
八
願
と
そ
の
成
就
に
関
す
る
説
示
に
し
た
が
え
ば
、
極
楽
に
存
在
す
る
者
、
す
な
わ
ち
極
楽
の
住

人
は
往
生
以
前
の
自
身
の
記
憶
に
つ
い
て
遙
か
遠
い
過
去
に
ま
で
遡
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
（
第
五
宿
命
智
通
願
2
と
そ
の
成
就
）、
一
方
で

は
他
人
の
心
中
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
八
他
心
智
通
願
3
と
そ
の
成
就
）
と
さ
れ
る
。
同
じ
容
姿
で
あ
る
極
楽
の
住
人
が
個
々
を
識

極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
生
に
関
す
る
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Ⅱ
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別
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
う
し
た
能
力
（
神
通
力
）
を
働
か
せ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
極
楽
の
住
人
が
こ
の
二
つ
の
神
通
力
を
含
め
た
六
神
通
な
ど
を
具
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
三
点
が
期
待
さ
れ

る
。

①
極
楽
に
存
在
す
る
者
（
菩
薩
）
同
士
、
相
互
に
各
々
の
過
去
の
有
り
よ
う
に
つ
い
て
の
認
識
を
共
有
し
て
否
定
せ
ず
、
心
中
を
理
解

し
合
う
関
係
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
。

②
極
楽
に
存
在
す
る
者
（
菩
薩
）
同
士
、
極
楽
以
外
の
仏
国
土
の
衆
生
に
お
け
る
過
去
、
現
在
、
未
来
の
有
り
よ
う
、
そ
の
心
中
つ
い

て
も
認
識
を
共
有
す
る
関
係
が
構
築
さ
れ
、
他
仏
国
土
の
衆
生
が
往
生
し
て
く
れ
ば
み
な
一
様
に
受
け
容
れ
る
こ
と
。

③
極
楽
の
存
在
す
る
者
（
菩
薩
）
同
士
、
他
の
世
界
の
衆
生
に
対
し
て
共
同
し
て
利
他
の
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
。

本
研
究
Ⅰ
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
点
に
極
楽
に
お
け
る
「
共
生
」
の
理
念
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
研
究
Ⅱ
と
位
置
付
け
る
本
稿
で
は
、

『
寿
経
』が
説
き
示
す
極
楽
の
様
相
の
な
か
に
、上
記
②
③
の
よ
う
な
期
待
を
実
際
に
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
て
極
楽
の
環
境
を
整
え
る『
寿
経
』

の
試
み
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。

具
体
的
に
は
無
量
寿
仏
の
四
十
八
願
中
、
第
三
十
一
国
土
清
浄
願
と
第
四
十
見
諸
仏
土
願
の
関
係
を
論
じ
な
が
ら
、
極
楽
浄
土
に
諸
仏
国

土
の
様
相
が
通
じ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
こ
と
が
極
楽
の
菩
薩
に
と
っ
て
他
仏
国
土
に
存
在
す
る
者
と
の
共
生
を
志
す
、
そ
う
し
た

動
機
を
生
み
出
す
契
機
と
な
り
得
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
な
お
研
究
Ⅰ
と
同
様
に
『
寿
経
』
の
底
本
に
は
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
収
載

の
も
の
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
問
わ
れ
る
諸
仏
国
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

『
寿
経
』
が
説
示
す
る
無
量
寿
仏
の
四
十
八
願
の
う
ち
、
第
五
願
か
ら
第
十
願
の
六
願
に
お
い
て
順
次
、
六
神
通
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
極

共
生
文
化
研
究
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楽
の
人
天
に
六
神
通
が
具
わ
る
よ
う
誓
わ
れ
て
い
る
4
。
こ
の
人
天
に
お
け
る
六
神
通
の
具
足
に
つ
い
て
言
え
ば
、
例
え
ば
第
六
天
眼
智
通

願
5
、
第
七
天
耳
智
通
願
6
、
第
八
他
心
智
通
願
の
三
願
が
成
就
す
る
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
百
千
億
那
由
他
に
も
及
ぶ

仏
国
に
向
け
て
視
力
、
聴
力
と
い
っ
た
能
力
を
発
揮
し
、
同
様
に
そ
う
し
た
仏
国
に
存
在
す
る
者
の
心
の
読
み
取
り
お
い
て
も
能
力
を
発
揮

す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
前
節
の
②
の
う
ち
、
極
楽
に
存
在
す
る
者
（
菩
薩
）
各
々
が
極
楽
以
外
の
仏
国
土
に
存
在
す
る
者
（
衆
生
）
に
つ
い
て
、
そ

の
姿
形
や
振
る
舞
い
、
声
色
や
発
言
、
思
考
や
感
情
を
認
識
し
、
そ
の
情
報
は
極
楽
の
存
在
す
る
者
同
士
に
お
い
て
他
心
智
通
に
よ
り
共
有

さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
天
眼
智
通
に
未
来
を
見
通
す
能
力
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
衆
生
個
々
に
お
け
る
今
生
以
後
の
未
来

の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
も
共
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
『
仏
所
行
讃
』
に
お
い
て
宿
命
智
通
は
衆
生
個
々
に
お
け
る
今
生
以
前
の

過
去
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
も
認
識
が
可
能
で
あ
る
と
の
前
提
に
基
づ
く
叙
述
の
あ
る
7
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
極
楽
に
存
在
す
る
者
は
他
の

仏
国
土
の
衆
生
に
お
け
る
過
去
・
現
在
・
未
来
に
わ
た
る
す
べ
て
の
情
報
に
つ
い
て
共
有
す
る
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
極
楽
に
存
在
す
る
者
は
他
仏
国
の
衆
生
に
関
す
る
情
報
を
完
全
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
加
え
て
神
境
智
通
の
成

就
に
よ
り
、
一
瞬
の
う
ち
に
少
な
く
と
も
百
千
億
那
由
他
も
の
仏
国
を
通
過
す
る
能
力
を
具
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
②
③
へ

の
期
待
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
極
楽
に
存
在
す
る
者
に
と
っ
て
、
他
の
仏
国
土
の
様
相
は
具
体
的
に
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
知
見
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
様
相
が
直
接
、
網
膜
に
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
直
接
出
向
い
て
知
見
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
極
楽
か
ら
諸

仏
国
へ
の
接
触
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
現
在
、『
寿
経
』
四
十
八
願
を
精
読
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
る
8
が
、
こ
う
し
た
点
は
四
十
八
願
を
読
み
進
め
る
う
ち
に
お
の

ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
じ
つ
は
極
楽
浄
土
は
一
切
の
諸
仏
世
界
を
映
し
出
す
ほ
ど
清
浄
で
あ
る
よ
う
に
誓
わ
れ
（
第
三
十
一
国
土
清
浄
願
）、

極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
生
に
関
す
る
研
究
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加
え
て
極
楽
の
菩
薩
た
ち
が
そ
の
諸
仏
世
界
を
観
察
で
き
る
よ
う
に
と
誓
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
四
十
見
諸
仏
土
願
）。

二
、
極
楽
に
お
け
る
諸
仏
世
界
の
照
見

『
寿
経
』
の
四
十
八
願
中
、
無
量
寿
仏
が
自
身
の
仏
国
土
（
極
楽
浄
土
）
に
関
し
て
誓
う
願
い
（
摂
浄
土
願
）
は
第
三
十
一
国
土
清
浄
願

と
第
三
十
二
国
土
厳
飾
願
9
の
二
願
に
と
ど
ま
る
10
。
い
ず
れ
も
他
の
世
界
と
の
か
か
わ
り
を
テ
ー
マ
と
す
る
誓
願
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第

三
十
一
願
は
、
極
楽
に
お
い
て
他
の
諸
仏
世
界
を
知
見
す
る
環
境
を
整
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
環
境
は
ど
の
よ
う
に
整

え
ら
れ
る
の
か
。
以
下
に
、
そ
の
願
文
を
示
し
て
み
る
。

【『
寿
経
』
第
三
十
一
国
土
清
浄
願
】

設
我
得
佛
國
土
清
淨
皆
悉
照
見
十
方
一
切
無
量
無
數
不
可
思
議
諸
佛
世
界
猶
如
明
鏡
覩
其
面
像
若
不
爾
者
不
取
正
覺
11

あ
わ
せ
て
書
き
下
し
文
を
示
し
て
お
こ
う
。

【
書
き
下
し
文
】

も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
土
清
浄
に
し
て
、
皆
悉
く
十
方
一
切
無
量
無
數
不
可
思
議
の
諸
佛
世
界
を
照
見
せ
ん
こ
と
、
な
お
し

明
鏡
を
も
っ
て
そ
の
面
像
を
覩
（
み
）
る
が
ご
と
く
な
ら
ん
。
も
し
し
か
ら
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。12

ま
ず
は
願
文
の
後
半
に
「
鏡
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
比
喩
」13
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
が
集
ま
る
だ
ろ
う
。
こ
の
比
喩
が
願
文
の

「
国
土
清
浄
」
以
下
、
前
半
部
分
を
修
飾
す
る
。
比
喩
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
「
国
土
清
浄
」
が
「
明
鏡
」
に
喩
え
ら
れ
、「
諸
仏
世

界
」
が
「
面
像
」
に
喩
え
ら
れ
、「
照
見
」
が
「
覩
」
に
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
比
喩
で
あ
る
以
上
、「
照
見
」
と
い
う
作
用
が
「
覩
」
と
い
う
作
用
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
照
見
」
に
つ
い

て
仏
教
語
の
辞
典
を
参
照
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
「
物
事
の
本
質
や
実
相
を
正
し
く
明
ら
か
に
見
極
め
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
正
し
い
道
理
」

共
生
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化
研
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（
石
田
瑞
麿
『
例
文
仏
教
語
大
辞
典
』
小
学
館
）
と
説
明
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
映
し
出
す
」（
白
川
静
『
字
通
』
平
凡
社
）
と
い
っ
た
意
味

に
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
照
見
」
は
目
的
語
に
「
諸
仏
世
界
」
を
据
え
、「
諸
仏
世
界
」
を
「
映
し
出
す
」
と
い
っ
た
意

味
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、「
覩
」
は
書
き
下
し
文
に
お
い
て
「
み
る
」
と
訓
読
さ
れ
る
よ
う
に
、「
み
る
」（
前
出
『
字
通
』）
が
基
本
的
な
意
味
と
言
え
る
。

そ
れ
に
従
え
ば
「
面
像
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
比
喩
の
対
象
は
「
諸
仏
世
界
を
映
し
出
す
」
に
あ
る
。
こ
の
「
国
土
が
諸

仏
世
界
を
映
し
出
す
」
と
「
面
像
を
見
る
」
の
対
応
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
じ
つ
は
「
一
捻
り
」
と
言
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
「
一
工
夫
」

「
一
手
間
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
比
喩
に
お
け
る
対
応
関
係
の
な
か
で
、
能
動
か
ら
受
動
へ
と
表
現
方
法
の
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。ど

う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
比
喩
の
対
象
で
あ
る
願
文
の
前
半
部
分
は
、「
国
土
」
が
「
清
浄
」
で
あ
っ
て
「
諸
仏
世
界
」
を
「
照
見
」

す
る
（
映
し
出
す
）
と
い
う
よ
う
に
、
主
語
で
あ
る
「
国
土
」
の
視
点
か
ら
能
動
的
な
表
現
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
後
半
部
分
の

「
鏡
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
比
喩
」
に
お
い
て
は
「
面
像
」
を
「
覩
」
る
（
見
る
）
と
あ
り
、
一
見
、
能
動
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で

あ
る
が
、
じ
つ
は
「
覩
」
の
主
語
が
審
ら
か
で
な
い
。
仮
に
「
明
鏡
」
を
主
語
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
鏡
が
自
ら
面
像
を
見
る
と
い
う
状
況
は

成
り
立
た
な
い
。「
覩
」
を
「
見
る
」
の
意
味
で
捉
え
る
限
り
、「
明
鏡
」
は
「
面
像
」
の
所
在
を
示
す
た
め
の
補
語
と
い
っ
た
位
置
付
け
と

な
る
。
す
な
わ
ち
「
明
鏡
」
は
、「
照
見
」
の
主
語
と
し
て
能
動
的
な
側
面
を
見
せ
る
「
国
土
」
と
比
喩
と
し
て
対
応
関
係
に
あ
る
も
の
の
、

「
覩
」
の
主
語
で
は
な
く
目
的
語
「
面
像
」
の
所
在
を
示
す
補
語
と
し
て
登
場
し
、「
明
鏡
」
に
お
い
て
は
「
面
像
」
と
と
も
に
見
る
側
で
は

な
く
見
ら
れ
る
側
と
し
て
受
動
的
な
立
場
へ
の
転
換
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
転
換
が
何
故
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
「
覩
」
を
「
見
る
」
と
解
釈
す
る
場
合
、
そ
の
動
作
主
と
し

て
不
特
定
な
誰
か
が
想
定
さ
れ
、「
面
像
」
が
見
ら
れ
る
側
と
し
て
受
け
身
の
立
ち
位
置
に
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
翻
っ
て

極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
生
に
関
す
る
研
究
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「
照
見
」
の
目
的
語
で
あ
る
「
諸
仏
世
界
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
見
る
動
作
主
が
存
在
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
諸
仏
世
界
」
が
見
ら
れ
る

側
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
寿
経
』
第
三
十
一
願
に
お
い
て
は
、
極
楽
が
諸
仏
世
界
を
映
し
出
す
（
照
見
す
る
）
と
い
う
環
境
が
整
う
よ
う
誓
い
つ
つ
、「
鏡
を
モ
チ
ー

フ
と
し
た
比
喩
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
諸
仏
世
界
に
つ
い
て
誰
か
に
見
ら
れ
る
側
に
あ
る
と
位
置
付
け
よ
う
と
し
、
そ
の
動
作
主
、
す

な
わ
ち
観
察
者
の
存
在
を
予
想
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
「
覩
」
に
は
「
み
る
」
の
ほ
か
に
、「
し
め
す
、
あ
ら
わ
れ
る
」（
前
出
『
字
通
』）
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
こ
で
そ
う

し
た
意
味
を
適
用
さ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、「
明
鏡
」
が
主
語
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
も
し
、
そ
う
し
た
可
能
性
に
実
現
味
が
あ
る

な
ら
ば
、「
諸
仏
世
界
」
に
つ
い
て
誰
か
に
見
ら
れ
る
側
に
あ
り
観
察
者
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
う
上
記
の
指
摘
を
取
り
下
げ
ね
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
「
鏡
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
比
喩
」
に
つ
い
て
異
本
を
対
照
さ
せ
、「
明
鏡
」
が
主
語
と
な
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
得
る
か
確
か
め

た
い
。

三
、
明
鏡
は
主
語
た
り
得
る
か

〜
『
寿
経
』
第
三
十
一
願
に
対
照
さ
れ
る
異
本
を
め
ぐ
っ
て
〜

周
知
の
通
り
、
い
わ
ゆ
る
「
無
量
寿
経
」
は
漢
訳
に
お
い
て
「
五
存
七
欠
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
十
余
り
に
及
ぶ
漢
訳
経
典
の
記
録
が
あ

り
、
そ
の
う
ち
五
つ
の
経
典
が
今
現
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
梵
文
に
よ
る
無
量
寿
経
（
以
下
『
梵
本
』）、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
無

量
寿
経
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
い
わ
ば
無
量
寿
経
経
典
群
を
形
成
す
る
。
総
じ
て
「
無
量
寿
経
」
と
位
置
付
け
ら
れ
た
り
も
す
る
こ
の
経
典
群

は
、
経
典
成
立
の
前
後
関
係
か
ら
「
初
期
無
量
寿
経
」「
後
期
無
量
寿
経
」
な
ど
と
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。『
寿
経
』
は
「
後
期
無
量
寿

経
」
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
同
じ
く
「
後
期
無
量
寿
経
」
に
位
置
付
け
ら
れ
、『
寿
経
』
よ
り
訳
出
年
代
が
下
る
経
典
に
菩
提
流
志
訳
『
無
量
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生
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寿
如
来
会
』（
以
下
『
如
来
会
』）
と
法
賢
訳
『
無
量
寿
荘
厳
経
』（
以
下
『
荘
厳
経
』）
が
あ
る
。

無
量
寿
経
が
無
量
寿
経
で
あ
る
重
要
な
条
件
の
一
つ
に
、
い
わ
ゆ
る
「
法
蔵
説
話
」
の
導
入
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
『
寿

経
』
で
言
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
が
仏
と
な
る
以
前
に
、
世
自
在
王
仏
の
感
化
に
よ
り
、
国
王
の
位
を
捨
て
出
家
し
法
蔵
と
い
う
比
丘
と
な
り
、

自
身
が
理
想
と
す
る
仏
の
在
り
方
、
自
身
の
仏
国
土
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
世
自
在
王
仏
が
提
示
す
る
二
百
一
十
億
の
仏
国
土
を
参
考
に
四

十
八
通
り
の
在
り
方
を
選
択
。
世
自
在
王
の
御
前
で
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
自
ら
の
願
い
と
し
て
掲
げ
、
そ
れ
ら
が
実
現
で
き
な
い
よ
う
な
こ

と
が
あ
れ
ば
仏
に
な
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
の
誓
い
を
建
て
た
。
こ
れ
が
四
十
八
願
の
説
示
で
あ
り
、
誓
願
の
す
べ
て
を
達
成
し
仏
と
な

り
西
方
に
自
身
の
仏
国
土
を
建
立
し
て
い
る
と
す
る
の
が
法
蔵
説
話
で
あ
る
。

仏
に
な
る
以
前
に
誓
っ
た
願
い
が
本
願
で
あ
る
が
、
無
量
寿
経
群
に
お
い
て
は
経
典
に
よ
り
本
願
の
内
容
に
異
同
が
あ
り
、
そ
の
数
も
お

よ
そ
三
通
り
に
分
類
さ
れ
る
。
初
期
無
量
寿
経
で
は
二
十
四
願
が
説
か
れ
、
後
期
無
量
寿
経
で
は
『
寿
経
』
や
『
如
来
会
』
な
ど
に
四
十
八

願
、『
荘
厳
経
』
に
三
十
六
願
が
示
さ
れ
る
。

さ
て
、
初
期
無
量
寿
経
の
二
十
四
願
に
お
い
て
は
『
寿
経
』
第
三
十
一
願
に
対
照
さ
れ
る
願
文
が
な
い
も
の
の
、『
如
来
会
』
や
『
荘
厳
経
』

に
対
照
さ
れ
得
る
願
文
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
四
十
八
願
を
保
持
す
る
『
如
来
会
』
で
は
、
や
は
り
『
寿
経
』
と
同
じ
く
第
三
十
一
願
に
、

【『
如
来
会
』
第
三
十
一
願
】

若
我
成
佛
國
土
光
淨
遍
無
與
等
徹
照
無
量
無
數
不
可
思
議
諸
佛
世
界
如
明
鏡
中
現
其
面
像
若
不
爾
者
不
取
菩
提
14

と
あ
る
。
参
考
ま
で
に
『
浄
土
宗
全
書
』
に
従
っ
た
書
き
下
し
文
を
示
し
て
お
く
。
句
点
は
筆
者
に
よ
る
。

【
書
き
下
し
文
】

若
し
我
れ
成
佛
せ
ん
に
、
國
土
の
光
淨
遍
く
し
て
與
に
等
し
き
も
の
無
く
、
徹
照
す
る
こ
と
無
量
無
數
不
可
思
議
に
し
て
、
諸
佛
世
界
、

極
楽
浄
土
に
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け
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と
共
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明
鏡
の
中
に
其
の
面
像
を
現
ず
る
が
如
く
な
ら
ん
。
若
し
爾
ら
ず
ん
ば
、
菩
提
を
取
ら
じ
。

こ
の
願
は
成
仏
後
の
自
身
の
国
土
に
つ
い
て
誓
う
も
の
で
あ
り
、「
鏡
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
比
喩
」
が
用
い
ら
れ
、
文
章
構
造
、
文
脈
か
ら

言
っ
て
も
『
寿
経
』
第
三
十
一
願
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。

さ
て
件
の
『
寿
経
』「
覩
」
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
「
現
」
と
い
う
語
が
対
照
さ
れ
る
。「
覩
」
に
含
意
さ
れ
る
「
し
め
す
」「
あ
ら
わ
れ
る
」

を
想
起
さ
せ
る
に
は
十
分
な
表
現
で
あ
る
。
で
は
「
明
鏡
」
が
主
語
に
な
る
の
か
と
い
う
と
否
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
明
鏡
中
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、「
明
鏡
」
が
「
面
像
」
の
所
在
を
示
す
補
語
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
結
果
、「
現
」
の
主
語
、
動
作
主
は
こ
こ
で
も
示
さ

れ
ず
、
不
特
定
の
誰
か
が
予
想
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
『
寿
経
』「
照
見
」
に
は
「
徹
照
」
と
い
う
語
が
対
照
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
徹
照
」
の
主
語
、
動
作
主
に
つ
い
て
は
「
国
土
の

浄
光
」
で
あ
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
目
的
語
に
「
無
量
無
數
不
可
思
議
諸
佛
世
界
」
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
諸
仏
世
界
は

比
喩
に
お
い
て
は
「
面
像
」
に
対
応
し
、
そ
こ
で
の
動
詞
に
は
「
現
」
と
い
う
語
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
徹
照
」
に
は
「
現
」

に
対
応
す
る
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
現
」
が
意
味
す
る
「
あ
ら
わ
れ
る
、
あ
ら
わ
す
」（
前
出
『
字
通
』）
は
「
可
視
化
さ
れ
る
、

可
視
化
す
る
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。「
国
土
の
浄
光
」
は
「
諸
佛
世
界
」
を
可
視
化
し
、「
諸
佛
世
界
」
は
「
国
土
の
浄
光
」

に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
『
荘
厳
経
』
を
見
て
み
よ
う
。『
荘
厳
経
』
で
は
第
二
十
五
願
に
、

【『
荘
厳
経
』
第
二
十
五
願
】

世
尊
我
得
菩
提
成
正
覺
已
所
居
佛
刹
廣
博
嚴
淨
光
瑩
如
鏡
悉
能
照
見
無
量
無
邊
一
切
佛
刹
衆
生
覩
者
生
希
有
心
不
久
速
成
阿
耨
多
羅
三

藐
三
菩
提
15

と
あ
り
、「
鏡
」「
照
見
」「
覩
」
と
い
う
語
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
参
考
ま
で
に
『
浄
土
宗
全
書
』
に
従
っ
た
書
き
下
し
文
を
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示
し
て
お
く
。
句
点
は
同
じ
く
筆
者
に
よ
る
。

【
書
き
下
し
文
】

世
尊
。
我
れ
菩
提
を
得
、
正
覺
を
成
じ
已
ら
ば
、
所
居
の
佛
刹
廣
博
に
し
て
嚴
淨
の
光
瑩
な
る
こ
と
鏡
の
如
く
、
悉
く
能
く
無
量
無
邊

一
切
佛
刹
照
見
せ
ん
。
衆
生
の
覩
ん
者
、
希
有
の
心
を
生
じ
久
し
か
た
ず
し
て
速
か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
ぜ
ん
。

『
寿
経
』
や
『
如
来
会
』
に
お
い
て
は
、「
明
鏡
」「
面
像
」「
覩
る
」
も
し
く
は
「
現
ず
る
」
と
い
っ
た
文
節
か
ら
成
る
「
鏡
を
モ
チ
ー
フ

と
し
た
比
喩
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
比
喩
は
「
鏡
の
如
く
」
と
一
文
節
の
み
に
止
ま
り
、「
面
像
」
を
欠
く
。
と
は
い
え
「
覩

る
」
の
動
作
主
と
し
て
「
衆
生
」
を
据
え
、「
鏡
」
を
動
作
主
と
解
す
る
道
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
寿
経
』
や
『
如
来
会
』
で
は
、

こ
の
よ
う
に
動
作
主
を
据
え
る
構
文
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
両
経
に
お
い
て
も
視
覚
を
有
す
る
動
作
主
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て

お
り
、
こ
こ
で
の
「
覩
」
の
場
合
も
「
し
め
す
、
あ
ら
わ
れ
る
」
で
は
な
く
「
見
る
」
の
意
味
で
理
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
比
喩
中
に
「
面
像
」
を
欠
く
こ
の
願
文
に
お
い
て
は
、「
覩
」
の
目
的
語
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
脈
上
、
目
的
語
に
「
無
量
無
邊
一

切
佛
刹
」
を
求
め
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
「
無
量
無
邊
一
切
佛
刹
」
は
実
際
の
と
こ
ろ
「
照
見
」
の
目
的
語
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
照
見
」
は
『
寿
経
』「
照
見
」

と
対
照
さ
れ
る
が
、「
一
切
仏
刹
」
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
「
覩
」
の
目
的
語
と
な
り
、
次
の
文
節
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。

「
一
切
仏
刹
」
が
見
ら
れ
る
側
に
位
置
す
る
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
照
見
」
の
動
作
主
は
「
所
居
の
仏
刹
」
の
「
光
瑩
」
で

あ
る
と
読
み
取
れ
、「
鏡
の
如
く
」
と
い
う
比
喩
表
現
は
「
所
居
の
仏
刹
」
の
「
光
瑩
」
の
「
照
見
」
に
つ
い
て
修
飾
す
る
の
で
あ
る
。

『
荘
厳
経
』
に
お
い
て
は
、
衆
生
が
「
所
居
の
仏
刹
」
の
「
光
瑩
」
が
「
鏡
の
如
く
」「
照
見
」
し
た
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
誓

わ
れ
て
い
る
、
と
読
み
取
れ
よ
う
。

以
上
、「
鏡
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
比
喩
」
に
つ
い
て
、『
寿
経
』
に
引
き
続
き
『
如
来
会
』
と
『
荘
厳
経
』
を
考
察
し
て
み
た
。
結
果
、
い

極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
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と
共
生
に
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す
る
研
究
Ⅱ

七
一



ず
れ
に
お
い
て
も
「
鏡
」
が
主
語
、
動
作
主
と
し
て
の
位
置
付
け
に
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
『
寿
経
』「
諸
仏
世
界
」

が
「
照
見
」（
映
し
出
す
）
の
目
的
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
覩
る
」
者
の
存
在
が
予
想
さ
れ
、
見
ら
れ
る
側
に
位

置
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
加
え
て
、
こ
の
こ
と
は
『
梵
本
』
か
ら
も
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
梵
本
』
は
四
十
八
願
に
一
願
足
り
な
い
四
十
七
願
を
保
持
す
る
。
そ
の
う
ち
『
寿
経
』
第
三
十
一
願
に
対
照
さ
れ
る
の
が
第
三
十
願
で

あ
る
。
ひ
と
ま
ず
『
梵
本
』
の
願
文
を
示
し
て
み
る
。

【『
梵
本
』
第
三
十
五
願
】

sacen
m
e
bhagavan
bodhiprātasya,naivam.prabhāsvāram.
tad
buddhaks.setram.
bhaved,yatra
sam
antād

apram
eyāsam.khyeyātintyātuparim
ān.ānibuddhaks.etrān.isam.dr.yeran,tad
yathāpinām
a
sunarim
r.s.t.a

ādar
am
an.d.ale
m
ukham
an.dalam.,m
ā
tāvad
aham
anuttarām.
sam
yksam.bōdhim
abhisam.budheyam
.16

参
考
ま
で
に
岩
波
文
庫
『
浄
土
三
部
経
（
上
）』
に
よ
る
和
訳
を
提
示
す
る
。

【『
梵
本
』
和
訳
】

世
尊
よ
。
も
し
も
、
わ
た
く
し
が
覚
り
を
得
た
後
に
、
か
の
仏
国
土
が
、
た
と
え
ば
よ
く
磨
か
れ
て
清
ら
か
な
円
鏡
の
中
に
映
っ
た
顔

面
の
よ
う
に
、
そ
の
中
に
あ
ま
ね
く
無
量
・
無
数
・
不
可
思
議
・
無
比
・
無
限
の
諸
仏
国
土
が
見
ら
れ
得
る
よ
う
な
、
輝
か
し
い
光
あ

る
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
間
わ
た
く
し
は
。〈
こ
の
上
な
い
正
し
い
覚
り
〉
を
現
に
覚
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
う

に
。17

こ
の
う
ち
『
寿
経
』「
照
見
」
に
対
照
さ
れ
る
の
が
、「
見
ら
れ
得
る
」（
傍
線
部
）
と
和
訳
さ
れ
て
い
る
〈
sam.dr.
yeran〉（
傍
線
部
）
で

あ
る
。
こ
れ
は
「
見
る
」
を
第
一
義
的
な
意
味
に
有
す
る
動
詞
sam.√

dr.
の
、
文
法
的
に
は
受
け
身
（
受
動
態
）
の
願
望
法
・
三
人
称
・

複
数
を
示
し
、
主
語
に
複
数
形
を
示
す
諸
仏
国
土
（
buddhaks.etrān.i）
を
求
め
る
。
願
望
法
は
「
可
能
」
も
含
意
し
、
和
訳
に
あ
る
と
お
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り
「
諸
仏
国
土
」
は
確
か
に
「
見
ら
れ
得
る
」
対
象
で
あ
り
、
見
ら
れ
る
側
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
お
「
見
ら
れ
得
る
」
と
い
う
受
け
身
の
表
現
に
つ
い
て
、
表
現
の
視
点
を
試
し
に
見
ら
れ
る
側
か
ら
見
る
側
に
移
し
て
訳
そ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
主
語
を
「
諸
仏
国
土
」
と
し
、
動
詞
に
つ
い
て
は
受
動
態
か
ら
能
動
態
に
変
換
し
て
み
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
諸
仏
国

土
が
「
眼
に
映
る
よ
う
に
な
る
」「
現
れ
る
」
な
ど
と
い
っ
た
訳
語
を
当
て
る
こ
と
に
な
る
。『
寿
経
』「
照
見
」
の
意
味
す
る
「
映
し
出
す
」

を
想
起
さ
せ
る
が
、
実
際
、
動
詞
sam.√

dr.
を
受
け
身
で
用
い
る
場
合
に
も
、「
眼
に
見
え
て
く
る
（
to
becom
e
visible）」「
現
れ
る
（
to

appear）」
と
い
う
意
味
が
あ
る
18
と
さ
れ
る
（
A
pte“T
he
Pratical
Sanskrit-English
D
ictionary”）。

『
梵
本
』
第
三
十
願
に
お
い
て
は
明
ら
か
な
こ
と
は
、
無
量
寿
仏
の
仏
国
土
に
は
輝
か
し
い
光
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
仏
国
土
に
は
、
喩

え
れ
ば
丸
い
鏡
を
の
ぞ
け
ば
そ
の
中
に
丸
い
自
分
の
顔
が
映
る
よ
う
に
諸
仏
国
土
が
見
ら
れ
得
る
よ
う
に
な
る
、
換
言
す
れ
ば
可
視
化
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
、
現
れ
る
よ
う
に
な
る
と
誓
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
い
わ
ゆ
る
梵
語
に
よ
る
文
章
に
お
い
て
は
「
能
動
態
よ
り
も
受
動
構
文
が
愛
用
さ
れ
」19
と
評
さ
れ
る
が
、

そ
の
場
合
、
動
詞
が
受
動
態
で
示
さ
れ
る
一
方
、
動
作
者
が
欠
落
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
動
詞
sam.√

dr.
の
動
作
主
が
欠
落
し
て

い
る
が
、
こ
の
「
諸
仏
国
土
」
は
い
っ
た
い
誰
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
梵
本
』
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
問
題
で
あ
る
。

四
、
十
方
の
浄
土
を
見
る
菩
薩

〜
『
寿
経
』
第
四
十
見
諸
仏
土
願
と
そ
の
異
本
〜

『
寿
経
』
四
十
八
願
を
読
み
進
め
て
み
る
と
、
じ
つ
は
も
う
一
度
「
鏡
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
比
喩
」
に
巡
り
逢
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

が
第
四
十
見
諸
仏
土
願
で
あ
る
。
願
文
を
書
き
下
し
文
と
と
も
に
提
示
し
て
み
る
。

【『
寿
経
』
第
四
十
見
諸
仏
土
願
】

極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
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設
我
得
佛
國
中
菩
薩
隨
意
欲
見
十
方
無
量
嚴
淨
佛
土
應
時
如
願
於
寶
樹
中
皆
悉
照
見
猶
如
明
鏡
覩
其
面
像
若
不
爾
者
不
取
正
覺
20

【
書
き
下
し
文
】

も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
菩
薩
、
意
に
随
っ
て
十
方
無
量
厳
浄
の
佛
土
を
見
ん
と
欲
せ
ば
、
時
に
応
じ
て
願
の
ご
と
く
、

宝
樹
の
中
に
お
い
て
、
み
な
悉
く
照
見
せ
ん
こ
と
、
な
お
し
明
鏡
を
も
っ
て
、
そ
の
面
像
を
覩
る
が
ご
と
く
な
ら
ん
。
も
し
し
か
ら
ず

ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。21

こ
こ
で
は
「
十
方
無
量
厳
浄
の
佛
土
」
が
「
面
像
」
に
喩
え
ら
れ
、
第
三
十
一
願
の
「
十
方
一
切
無
量
無
數
不
可
思
議
の
諸
佛
世
界
」
に

対
照
さ
れ
る
が
、
先
に
第
三
十
一
願
に
お
い
て
「
照
見
」
の
目
的
語
で
あ
る
「
諸
仏
世
界
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
覩
る
」
者
の
存
在
が
想

定
さ
れ
、
ま
た
「
諸
仏
世
界
」
は
見
ら
れ
る
側
に
位
置
す
る
と
指
摘
し
た
。

こ
こ
で
は
「
国
中
の
菩
薩
」
が
「
十
方
無
量
厳
浄
の
仏
土
」
を
「
見
ん
と
欲
」
す
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
第
三
十
一
願
で
予
想
さ
れ
る

動
作
主
と
し
て
「
十
方
の
仏
土
」
を
見
る
「
菩
薩
」
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
同
時
に
ま
た
「
十
方
の
仏
土
」
が
菩
薩
に
見
ら
れ
る
側
、

観
察
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
十
一
願
に
無
量
寿
仏
の
仏
国
土
が
諸
仏
世
界
を
照
見
す
る
よ
う
に
と
誓
わ
れ
て
い
る
の
は
、
国
中
の
菩
薩
が
「
十
方
の
仏
土
」
に
つ

い
て
、
そ
れ
を
見
た
け
れ
ば
見
た
い
時
に
宝
樹
の
中
に
「
照
見
」
す
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
、
こ
の
第
四
十
願
の
環
境
を
整
え
る
た
め
で
あ
っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
第
三
十
一
願
と
第
四
十
願
は
一
対
一
組
の
誓
願
で
あ
る
と
評
価
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
極
楽
に
お
い
て
は
「
国
中
の
菩
薩
」
に
よ
っ
て
「
十
方
無
量
厳
浄
の
仏
土
」
が
見
ら
れ
る
22
、
す
な
わ
ち
観
察
さ
れ
る
が
、『
寿

経
』
以
外
の
無
量
寿
経
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
蛇
足
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

『
寿
経
』
第
四
十
願
に
対
照
で
き
る
誓
願
と
し
て
は
、
ま
ず
『
如
来
会
』
第
四
十
願
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
如
来
会
』
第
四
十
願
の

願
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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【『
如
来
会
』
第
三
十
一
願
】

若
我
成
佛
國
中
群
生
隨
心
欲
見
諸
佛
淨
國
殊
勝
莊
嚴
於
寳
樹
間
悉
皆
出
現
猶
如
明
鏡
見
其
面
像
若
不
爾
者
不
取
菩
提
23

こ
の
願
に
つ
い
て
も
『
浄
土
宗
全
書
』
に
従
い
書
き
下
し
て
み
る
。
句
読
点
は
筆
者
に
よ
る
。

若
し
我
れ
成
佛
せ
ん
に
、
國
中
の
群
生
、
心
に
隨
い
て
諸
佛
の
淨
國
、
殊
勝
の
莊
嚴
を
見
ん
と
欲
せ
ん
に
、
寳
樹
の
間
に
於
い
て
悉
く

皆
な
出
現
し
、
猶
し
明
鏡
に
其
の
面
像
を
見
る
が
如
く
な
ら
ん
。
若
し
爾
ら
ず
ん
ば
菩
提
を
取
ら
じ
。

『
寿
経
』「
国
中
の
菩
薩
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
「
国
中
の
群
生
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
群
生
が
見
た
い
と
思
っ
た
「
諸
仏
の
浄
国
、

殊
勝
の
荘
厳
」
が
「
宝
樹
の
間
に
於
い
て
」「
悉
く
皆
な
」「
出
現
」
す
る
と
読
み
取
れ
る
の
で
あ
り
、『
寿
経
』「
照
見
」
に
つ
い
て
は
こ
こ

で
は
「
出
現
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、「
諸
仏
の
浄
国
、
殊
勝
の
荘
厳
」
が
群
生
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
言

え
よ
う
。

次
に
『
梵
本
』
に
お
い
て
も
『
寿
経
』
第
四
十
願
に
対
照
さ
れ
る
誓
願
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
第
三
十
九
願
が
そ
れ
で
あ

る
。
以
下
に
『
梵
本
』
の
願
文
を
示
し
て
み
る
。

【『
梵
本
』
第
三
十
九
願
】

sacen
m
e
bhagavan
bodhiprātasya,tarta
buddhaks.etre
ye
bodhisattvāh.pratyājātās,te
yathārūpam.

buddhaks.etragun.ālam.kāravyūham
ākām.ks.eyus,tathārūpam.
nānāratnavr.rks.ebhyo
na
sam.jānīyur,

m
ā
tāvad
aham
anuttarām.
sam
yksam.bōdhim
abhisam.budheyam
.24

こ
れ
ま
た
参
考
ま
で
に
岩
波
文
庫
『
浄
土
三
部
経
（
上
）』
に
よ
る
和
訳
を
提
示
す
る
。

【『
梵
本
』
和
訳
】

世
尊
よ
。
も
し
も
、
わ
た
く
し
が
覚
り
を
得
た
後
に
、
か
の
仏
国
土
に
生
ま
れ
た
求
道
者
た
ち
が
、
希
望
す
る
通
り
の
仏
国
土
の
み
ご

極
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と
な
特
徴
や
装
飾
や
配
置
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
宝
石
の
あ
い
だ
か
ら
気
づ
き
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
間
わ
た

く
し
は
。〈
こ
の
上
な
い
正
し
い
覚
り
〉
を
現
に
覚
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
。25

『
寿
経
』
第
四
十
願
、『
如
来
会
』
第
四
十
願
は
と
も
に
「
鏡
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
比
喩
」
を
用
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
比
喩
を
欠
く
。

と
は
い
え
『
寿
経
』
第
四
十
願
の
前
半
部
分
は
『
梵
本
』
の
願
文
と
概
ね
対
照
さ
れ
る
。
こ
こ
で
傍
線
部
に
対
照
さ
れ
る
『
寿
経
』
第
四
十

願
の
書
き
下
し
文
を
あ
ら
た
め
て
提
示
し
て
み
る
。

国
中
の
菩
薩
、
意
に
随
っ
て
十
方
無
量
厳
浄
の
佛
土
を
見
ん
と
欲
せ
ば
、
時
に
応
じ
て
願
の
ご
と
く
、
宝
樹
の
中
に
お
い
て
、
み
な
悉

く
照
見
せ
ん
。

こ
の
う
ち
『
梵
本
』〈
yathārūpam.
/ākām.ks.eyus,tathārūpam.〉
は
和
訳
〈
希
望
す
る
通
り
の
〉、『
寿
経
』〈
意
に
随
っ
て
･･･見
ん

と
欲
せ
ば
〉
と
対
照
さ
れ
、〈
buddhaks.etragun.ālam.kāravyūham
〉
は
和
訳
〈
仏
国
土
の
み
ご
と
な
特
徴
や
装
飾
や
配
置
を
〉、『
寿
経
』

〈
十
方
無
量
厳
浄
の
佛
土
を
〉
と
対
照
さ
れ
、〈
nānāratnavr.ks.ebhyo〉
は
和
訳
〈
さ
ま
ざ
ま
な
宝
石
の
あ
い
だ
か
ら
〉、『
寿
経
』〈
宝
樹
の

中
に
お
い
て
〉
と
対
照
さ
れ
、〈
sam.jānīyur〉
は
和
訳
〈
気
づ
き
認
め
る
こ
と
が
で
き
〉、『
寿
経
』〈
照
見
せ
ん
〉
に
対
照
さ
れ
る
。

さ
て
〈
照
見
〉
に
対
照
さ
れ
る
〈
sam.jānīyur〉
を
文
法
的
に
説
明
す
る
な
ら
ば
、
動
詞
sam.√

jñā
の
能
動
態
・
願
望
法
・
三
人
称
・

複
数
で
、
主
語
に
〈
bodhisattvāh.〉（
菩
薩
た
ち
）
を
据
え
、
目
的
語
に
〈
buddhaks.etragun.ālam.kāravyūham
〉
を
置
い
て
い
る
。

な
お
藤
田
宏
達
氏
は
こ
の
語
の
前
後
を
含
め
「
ど
の
よ
う
な
仏
国
土
の
功
徳
の
厳
飾
・
荘
厳
を
欲
し
よ
う
と
」26
と
試
訳
す
る
。
こ
の
語
を
ど

の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
、
こ
の
語
が
『
寿
経
』〈
十
方
無
量
厳
浄
の
佛
土
〉
と
パ
ラ
レ
ル
に
対
応
す
る
か
は
、

な
お
も
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
語
を
目
的
語
と
す
る
sam.√

jñā
の
意
味
と
し
て
は
「
知
る
（
know
）」「
理
解
す

る
（
understand）」「
気
付
く
（
be
aw
are
of）」「
認
識
す
る
（
recognise）」「
観
察
す
る
（
w
atch）」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
（
A
pte
前

掲
書
）。
ま
さ
に
「
知
見
」「
観
察
」
で
あ
り
、
仏
国
土
は
知
見
、
観
察
さ
れ
る
側
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。『
梵
本
』
第
三
十
九
願
で
は
、
菩
薩
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が
み
ず
か
ら
望
む
と
こ
ろ
の
仏
国
土
の
様
相
を
知
見
で
き
る
よ
う
に
と
誓
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
異
本
の
願
文
を
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
今
一
度
『
寿
経
』
に
立
ち
戻
っ
て
、
第
三
十
一
願
と
第
四
十
願
の
関
係
を
確
認
し
て

お
こ
う
と
思
う
。

『
寿
経
』
第
三
十
一
願
に
お
い
て
、
無
量
寿
仏
は
み
ず
か
ら
の
国
土
（
極
楽
）
が
諸
仏
の
世
界
を
映
し
出
せ
る
よ
う
に
と
誓
っ
た
。
し
か

も
、
そ
の
世
界
に
つ
い
て
明
鏡
の
鮮
明
な
画
像
を
見
る
が
如
く
で
あ
る
よ
う
に
と
誓
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
に
極
楽
が
諸
仏
の
世
界

を
映
し
出
せ
る
よ
う
に
誓
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
極
楽
の
菩
薩
た
ち
に
諸
仏
世
界
を
見
せ
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
四
十
願
で
あ
り
、

無
量
寿
仏
は
極
楽
の
菩
薩
た
ち
が
、
見
た
い
と
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
望
み
に
沿
っ
た
仏
土
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
宝
樹
か
ら
見
え
る

よ
う
に
し
よ
う
と
誓
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
仏
土
に
つ
い
て
は
第
三
十
一
願
を
承
け
、
明
鏡
の
鮮
明
な
画
像
を
見
る
が
如
く
で

あ
る
よ
う
に
と
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
極
楽
に
と
っ
て
極
楽
以
外
の
仏
国
土
が
極
楽
に
お
い
て
は
菩
薩
た
ち
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
る
べ
き
世
界

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
極
楽
は
他
の
仏
国
土
の
様
相
を
明
鏡
に
映
る
画
像
、
あ
る
い
は
動
画
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
い

く
の
で
あ
る
。

五
、
菩
薩
が
仏
土
を
見
る
動
機

江
戸
時
代
の
浄
土
宗
の
学
僧
、
義
山
（
一
六
四
八
〜
一
七
一
七
）
の
講
録
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
に
お
け
る
第
三
十
一
願
の
解
説
に
、

第
三
十
一
願
下
言
願
意
者
所
見
土
中
或
土
依
報
不
淸
淨
故
不
現
十
方
或
土
莊
嚴
淸
淨
如
鏡
十
方
佛
刹
於
中
而
現
法
藏
欲
令
國
土
淸
淨
選

擇
此
願
攝
國
土
也
澄
憲
云
上
有
天
眼
徹
視
之
願
是
約
能
見
衆
生
之
德
今
有
猶
如
明
鏡
之
願
理
須
約
國
土
之
德
27

と
願
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が
示
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る
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大
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世
自
在
王
仏
が
法
蔵
に
見
せ
た
二
百
一
十
億
の
仏
土
の
中
に
は
、
仏
土
の
様
相
が
清
浄
で
な
い
が
た
め
に
十
方
の
仏
国
土
が
現
れ
な
い

仏
国
土
が
あ
り
、
あ
る
い
は
仏
土
の
様
相
が
清
浄
で
ま
る
で
鏡
の
よ
う
に
で
、
そ
こ
に
十
方
の
仏
国
土
が
現
れ
る
仏
国
土
が
あ
っ
た
。

法
蔵
は
自
身
の
仏
国
土
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
に
清
浄
な
世
界
で
あ
る
よ
う
に
と
こ
の
願
を
選
択
し
、
自
身
の
仏
国
土
に
採
り
入
れ
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
澄
憲
は
、
こ
の
願
に
先
行
し
て
天
眼
徹
視
の
願
（
第
六
願
）
が
配
さ
れ
て
い
る
の
は
「
よ
く
見

通
す
能
力
」
に
つ
い
て
自
身
の
仏
国
土
に
お
け
る
衆
生
の
徳
と
し
、
今
こ
こ
に
猶
如
明
鏡
の
願
（
第
三
十
一
願
）
が
配
さ
れ
て
い
る
の

は
、
自
身
の
仏
国
土
の
徳
に
つ
い
て
誓
う
た
め
で
あ
る
、
と
す
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
義
山
は
第
六
願
と
第
三
十
一
願
を
一
対
の
誓
願
で
あ
る
と
読
み
取
る
澄
憲
の
見
解
を
紹
介
す
る
。「
十
方
無
量
厳
浄

の
仏
土
」
を
見
る
に
は
、
極
楽
の
菩
薩
に
具
わ
る
天
眼
智
通
の
能
力
と
極
楽
に
具
わ
る
諸
仏
世
界
を
照
見
す
る
機
能
の
、
そ
の
双
方
が
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
菩
薩
は
、
菩
薩
自
身
の
能
力
と
極
楽
に
具
わ
る
機
能
と
が
相
俟
っ
て
「
十
方
無
量
厳
浄
の
仏
土
」
を
見
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も
極
楽
の
菩
薩
は
何
故
に
「
十
方
無
量
厳
浄
の
仏
土
」
を
見
た
い
と
欲
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
義
山
の
解

釈
が
参
考
に
な
る
。

義
山
は
第
三
十
一
願
「
諸
仏
世
界
」
に
つ
い
て
、

諸
佛
世
界
者
可
通
淨
穢
寶
樹
觀
文
亦
其
證
也
謂
彼
土
菩
薩
依
意
樂
淨
穢
倶
照
見
ス
ベ
シ
大
悲
心
起
則
現
穢
土
悲
心
愍
衆
生
故
見
之
發
下

化
心
上
求
心
起
則
現
淨
土
見
之
尚
求
佛
果
法
藏
願
意
淸
淨
國
土
欲
現
穢
土
亦
現
其
理
無
妨
《
已
上
鈔
意
》
冏
師
云
局
淨
非
穢
斯
乃
國
土

淸
淨
現
無
量
土
如
因
陀
羅
網
《
二
藏
義
廿
二
卷
二
十
紙
》
言
既
淸
淨
國
土
故
不
通
穢
也
今
謂
論
註
下
釋
地
功
德
云
此
莊
嚴
事
如
淨
明
鏡

十
方
國
土
淨
穢
諸
相
善
惡
業
縁
一
切
悉
現
彼
中
人
天
見
斯
事
故
探
湯
不
及
之
情
自
然
成
就
況
寶
樹
觀
文
經
釋
《
今
家
疏
》
明
通
淨
穢
若

凖
此
等
經
釋
通
淨
穢
義
可
爲
正
歟
28
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と
言
及
す
る
。
大
意
を
示
す
な
ら
ば
、

「
諸
仏
世
界
」
は
浄
土
と
穢
土
の
双
方
に
通
じ
て
い
る
。
ま
た
『
観
経
』
宝
樹
観
の
文
が
そ
の
典
拠
と
な
る
。
い
う
な
れ
ば
、
極
楽
浄

土
の
菩
薩
は
自
身
が
思
う
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
浄
土
・
穢
土
の
ど
ち
ら
も
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
悲
心
を
起
こ
す
時
は
穢

土
が
現
れ
、
そ
の
悲
心
に
よ
り
穢
土
の
衆
生
を
哀
愍
す
る
こ
と
か
ら
穢
土
の
衆
生
を
見
て
衆
生
を
導
こ
う
と
い
う
下
化
心
を
起
こ
す
。

覚
り
を
究
め
よ
う
と
い
う
上
求
心
を
起
こ
す
時
は
浄
土
が
現
れ
、
そ
れ
を
見
て
あ
ら
た
め
て
覚
り
の
境
地
を
目
指
す
。
法
蔵
の
願
意
は

清
浄
な
仏
国
土
が
現
れ
る
こ
と
に
あ
る
が
、浄
土
を
現
そ
う
と
す
る
と
穢
土
も
ま
た
現
れ
る
。
そ
う
し
た
道
理
を
妨
げ
る
術
は
な
い（
以

上
、
鈔
意
）。
聖
冏
師
は
極
楽
浄
土
に
現
れ
る
の
は
浄
土
だ
け
で
あ
り
穢
土
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
国
土
の
清
浄
は
無
量
の
土
を
イ
ン
ド

ラ
網
の
よ
う
に
映
し
出
す
（『
釈
浄
土
二
蔵
義
』）
と
す
る
。
そ
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
す
で
に
清
浄
な
仏
国
土
で
あ
る
が
故
に
穢
土
に
通

じ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
、『
論
註
』
下
で
、
地
の
功
徳
を
解
釈
す
る
に
、
こ
の
極
楽
浄
土
に
お
け
る
様
相
は
汚
れ

な
く
清
ら
か
な
明
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
仏
国
土
に
お
け
る
浄
穢
の
諸
相
、
善
悪
の
業
縁
、
そ
の
一
切
が
こ
と
ご
と
く
現
れ

る
。
極
楽
浄
土
の
人
天
は
そ
う
し
た
事
物
を
見
る
が
故
に
、
探
湯
（
く
か
た
ち
）
を
恐
れ
て
悪
事
に
は
手
を
引
っ
込
め
、
善
事
を
見
て

は
及
ば
ず
な
が
ら
も
手
本
に
し
よ
う
と
い
う
思
い
が
自
然
と
醸
成
さ
れ
る
、
と
あ
る
。
い
わ
ん
や
『
観
経
』
宝
樹
観
の
文
の
経
釈
（
善

導
の
疏
）
は
浄
土
・
穢
土
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
か
り
に
こ
の
経
釈
を
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、
浄
土
穢
土
に
通
じ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
正
し
い
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
う
こ
と
に
な
る
。

義
山
が
記
す
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
願
文
に
お
け
る
「
諸
仏
世
界
」
と
は
浄
土
の
み
な
ら
ず
穢
土
も
含
み
、
極
楽
は
浄
穢
、
善
悪
に
か
か

わ
ら
ず
す
べ
て
の
世
界
を
映
し
現
し
出
す
。
そ
し
て
極
楽
浄
土
の
菩
薩
が
大
悲
心
を
起
こ
す
時
は
穢
土
が
現
れ
、
上
求
心
を
起
こ
す
時
は
浄

土
が
現
れ
る
。
菩
薩
は
そ
の
双
方
を
把
握
し
、
一
方
で
下
化
心
を
起
こ
し
、
一
方
で
仏
果
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

極
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浄
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第
三
十
一
願
に
お
い
て
極
楽
に
諸
仏
世
界
が
映
し
出
さ
れ
、
第
四
十
願
に
お
い
て
極
楽
の
菩
薩
が
十
方
無
量
厳
浄
の
仏
土
を
見
よ
う
欲
す

る
の
は
、
菩
薩
が
菩
薩
行
を
修
す
る
動
機
を
得
る
た
め
、
さ
ら
に
は
た
も
ち
続
け
る
た
め
と
言
え
よ
う
。
無
量
寿
仏
は
菩
薩
に
常
に
菩
薩
行

を
修
め
る
よ
う
求
め
、
極
楽
に
そ
の
環
境
を
整
え
よ
う
と
誓
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

六
、
結
び
に
か
え
て

極
楽
浄
土
に
存
在
す
る
者
（
す
な
わ
ち
菩
薩
）
が
他
の
世
界
と
関
係
を
持
つ
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
極
楽
の
菩
薩
は

他
の
世
界
と
共
生
す
る
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
求
め
、
極
楽
の
菩
薩
と
他
の
世
界
と
の

接
触
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
の
か
、『
寿
経
』
に
示
さ
れ
る
無
量
寿
仏
の
四
十
八
願
中
、
第
三
十
一
国
土
清
浄
願
と
第
四
十
見
諸
仏
土
願
に
着

目
し
た
。
そ
の
結
果
、
極
楽
浄
土
以
外
の
諸
仏
国
は
極
楽
に
お
い
て
、
極
楽
の
菩
薩
た
ち
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
る
べ
き
世
界
で
あ
る
と
の
結

論
を
導
い
た
。
こ
の
際
、
注
目
さ
れ
る
の
が
他
の
世
界
を
見
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
菩
薩
の
動
機
で
あ
る
。『
寿
経
』
第
四
十
願
に
「
意
に

随
っ
て
十
方
無
量
厳
浄
の
佛
土
を
見
ん
と
欲
せ
ば
」
と
あ
る
。
こ
の
「
意
に
随
っ
て
」
に
つ
い
て
義
山
が
解
釈
を
施
す
こ
と
は
な
い
が
、
先

の
義
山
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
菩
薩
が
「
大
悲
心
を
起
こ
す
」
に
つ
れ
、
あ
る
い
は
「
上
求
心
起
こ
す
」
に
つ
れ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

大
悲
心
を
起
こ
し
て
穢
土
の
衆
生
を
哀
愍
し
、導
こ
う
と
い
う
下
化
心
を
生
じ
る
。
上
求
心
を
起
こ
し
て
浄
土
を
観
察
し
覚
り
を
目
指
す
。

そ
う
し
た
心
境
の
先
に
、
穢
土
と
の
共
生
、
他
の
仏
土
と
の
共
生
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
無
量
寿
仏
の
第
三
十
一
願
及
び
第
四
十
願
の

成
就
が
、
極
楽
の
菩
薩
を
し
て
諸
仏
世
界
（
穢
土
を
含
む
）
と
の
共
生
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
し
、
そ
こ
に
諸
仏
世
界
と
の
共
生
に
つ
い
て
可

能
生
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
極
楽
の
菩
薩
は
何
故
に
「
意
に
随
っ
て
」
他
の
浄
土
を
見
よ
う
と
思
い
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
私
見
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生
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で
あ
る
が
、
無
量
寿
仏
に
お
け
る
第
五
宿
命
智
通
願
の
成
就
に
よ
り
往
生
以
前
の
遙
か
昔
の
記
憶
を
宿
し
て
い
る
極
楽
の
菩
薩
は
、
同
じ
く

第
六
天
眼
智
通
願
の
成
就
に
よ
り
、
か
つ
て
縁
を
結
ん
だ
人
々
の
現
在
、
未
来
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
人
々

の
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
時
、
他
の
世
界
を
見
て
み
よ
う
と
思
い
立
つ
の
で
は
な
ろ
う
か
。
無
量
寿
仏
は
、
そ
う
し
た
菩
薩
の
心
情
を
知

れ
ば
こ
そ
第
三
十
一
願
、
第
四
十
願
を
お
誓
い
な
っ
た
と
、
そ
う
思
う
の
で
あ
る
。

注1
東
海
学
園
大
学
共
生
文
化
研
究
所
「
共
生
文
化
研
究
」（
創
刊
号
、
二
〇
一
六
）

2
願
文
に
「
設
我
得
佛
國
中
人
天
不
識
宿
命
下
至
不
知
百
千
億
那
由
他
諸
劫
事
者
不
取
正
覺
」
と
あ
る
。（『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
〜
二
五

頁
）

3
願
文
に
「
設
我
得
佛
國
中
人
天
不
得
見
他
心
智
下
至
不
知
百
千
億
那
由
他
諸
佛
國
中
衆
生
心
念
者
不
取
正
覺
」
と
あ
る
。（『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土

宗
、
二
五
頁
）

4
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
〜
二
六
頁

5
願
文
に
「
設
我
得
佛
國
中
人
天
不
得
天
眼
下
至
不
見
百
千
億
那
由
他
諸
佛
國
者
不
取
正
覺
」
と
あ
る
。（『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
五
頁
）

6
願
文
に
「
設
我
得
佛
國
中
人
天
不
得
天
耳
下
至
聞
百
千
億
那
由
他
諸
佛
所
説
不
悉
受
持
者
不
取
正
覺
」
と
あ
る
。（『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二

五
頁
）

7
「
阿
惟
三
菩
提
品
」
に
「
初
夜
入
正
受

憶
念
過
去
生

從
某
處
某
名

而
來
生
於
此

如
是
百
千
萬

死
生
悉
了
知

受
生
死
無
量

一
切
衆
生
類

悉
曾
爲
親
屬

而
起
大
悲
心

大
悲
心
念
已

又
觀
彼
衆
生

輪
迴
六
趣
中

生
死
無
窮
極

虚
僞
無
堅
固

如
芭
蕉
夢
幻
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第

四
巻
、
二
六
｜
二
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
成
道
に
向
け
宿
命
智
通
を
得
た
釈
尊
は
、
衆
生
が
こ
れ
ま
で
六
趣
を
輪
廻
し
て
き
た
様
子
を
観
察
し
た
と
さ
れ

る
。
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8
長
野
市
の
浄
土
宗
大
本
山
善
光
寺
大
本
願
内
道
心
会
の
月
例
勉
強
会
（
教
学
研
修
）
に
お
い
て
講
師
役
を
勤
め
、
平
成
二
七
年
二
月
よ
り
四
十
八
願
の
精

読
を
始
め
た
。

9
願
文
に
「
設
我
得
佛
自
地
已
上
至
于
虚
空
宮
殿
樓
觀
池
流
華
樹
國
中
所
有
一
切
萬
物
皆
以
無
量
雜
寶
百
千
種
香
而
共
合
成
嚴
飾
奇
妙
超
諸
人
天
其
香
普
熏

十
方
世
界
菩
薩
聞
者
皆
修
佛
行
若
不
如
是
者
不
取
正
覺
」
と
あ
る
。（『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
三
三
｜
三
四
頁
）

10
聖
冏
『
浄
土
二
蔵
二
教
略
頌
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
二
巻
）
九
頁
上
〜
下
参
照

11
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
三
三
頁

12
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
二
九
頁

13
ち
な
み
に
前
出
の
注
７
『
仏
所
行
讃
』
の
続
き
に
は
「
即
於
中
夜
時

逮
得
淨
天
眼

見
一
切
衆
生

如
觀
鏡
中
像

生
生
生
死

貴
賤
與
貧
富

清
淨

不
淨
業

隨
受
苦
樂
報

・
・
・
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
巻
、
二
七
頁
）
と
あ
り
、
成
道
に
向
け
天
眼
を
得
た
釈
尊
は
、
衆
生
が
生
死
を
繰
り
返
す

様
子
を
ま
る
で
鏡
に
映
っ
た
画
像
を
見
る
よ
う
に
観
察
し
た
と
さ
れ
る
。

14
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
巻
、
一
四
七
頁
下
〜
一
四
八
頁
上

15
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
巻
、
一
七
〇
頁
上

16
香
川
孝
雄
『
無
量
壽
經
の
諸
本
對
照
研
究
』、
永
田
昌
文
堂
、
一
九
八
四
、
一
三
三
頁

17
中
村
元
・
早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
訳
注
『
浄
土
三
部
経
（
上
）』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
、
四
三
頁

18
ち
な
み
に
実
際
の
と
こ
ろ
、
義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
は
「
照
見
十
方
等
者
諸
佛
世
界
於
光
中
現
」（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
、
三
三
八
頁
下
）
と

い
う
よ
う
に
「
照
見
」
を
「
現
」
と
解
す
る
。

19
辻
直
四
郎
『
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
法
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
、
二
五
二
頁

20
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
三
六
〜
三
七
頁

21
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
三
一
頁

22
義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
は
「
照
見
者
若
就
機
欲
則
唯
見
嚴
淨
佛
土
也
若
約
樹
德
則
遍
現
淨
穢
也
」

（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
、
三
四
七
頁
下
）
と
い
う
よ
う
に
「
照
見
」
に
つ
い
て
、「
見
」
と
解
す
る
菩
薩
の
立
場
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

23
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
巻
、
一
四
八
頁
下

24
香
川
孝
雄
『
無
量
壽
經
の
諸
本
對
照
研
究
』、
永
田
昌
文
堂
、
一
九
八
四
、
一
四
二
頁

共
生
文
化
研
究

第
二
号

八
二



25
中
村
元
・
早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
訳
注
『
浄
土
三
部
経
（
上
）』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
、
四
六
頁

26
藤
田
宏
達
『
梵
文
無
量
寿
経
試
訳
』、
東
本
願
寺
出
版
部
、
一
九
七
二
、
五
五
頁

27
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
、
三
三
八
頁
下

28
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
、
三
三
九
頁
上

参
考
文
献

・
藤
田
宏
達
『
原
始
淨
土
思
想
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九

キ
ー
ワ
ー
ド

無
量
寿
経

第
三
十
一
国
土
清
浄
願

第
四
十
見
諸
仏
土

照
見

明
鏡

（
そ
で
や
ま

え
い
き

浄
土
宗
総
合
研
究
所

主
任
研
究
員
）

極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
生
に
関
す
る
研
究
Ⅱ

八
三


