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に
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研
究
の
経
緯
〜

本
研
究
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
に
筆
者
は
本
誌
に
お
い
て
「
研
究
Ⅰ
」「
研
究
Ⅱ
」
二
本
の
論
文
を
発
表
し
て
き
た
1
。
極
楽
浄
土
の
様
相
に

つ
い
て
は
二
本
と
も
主
に
康
僧
鎧
訳
と
さ
れ
る
『
無
量
寿
経
』
の
所
説
に
依
る
こ
と
と
し
、
研
究
Ⅰ
に
お
い
て
は
極
楽
浄
土
に
存
在
す
る
者

に
つ
い
て
考
察
し
、
次
い
で
研
究
Ⅱ
に
お
い
て
は
極
楽
浄
土
と
他
仏
国
土
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

『
無
量
寿
経
』
は
無
量
寿
仏
（
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
）
の
本
願
と
、
そ
の
本
願
成
就
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
仏
国
土
（
す
な
わ
ち
極
楽
浄
土
）

の
様
相
等
を
説
示
す
る
経
典
で
あ
る
。
無
量
寿
仏
は
、
菩
薩
で
あ
っ
た
修
行
時
代
に
お
い
て
、
自
身
が
い
か
な
る
仏
と
な
る
の
か
、
い
か
な

る
仏
国
土
を
建
立
す
る
の
か
、
そ
こ
に
存
在
す
る
者
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
、
能
力
を
具
え
さ
せ
る
か
、
他
の
世
界
と
の
関
係
を
ど

う
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
四
十
八
通
り
の
理
想
を
掲
げ
、
そ
の
実
現
を
願
っ
て
修
行
の
完
成
を
誓
っ
た
。
す
な
わ
ち
四
十
八
の
本
願

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
極
楽
浄
土
に
存
在
す
る
者
に
つ
い
て
は
菩
薩
・
声
聞
・
天
・
人
の
四
者
が
想
定
さ
れ
る
が
、
人
天
の
た
め
の
誓
願
内
容

が
、
実
際
に
は
菩
薩
に
お
い
て
成
就
す
る
と
い
っ
た
説
示
が
見
出
さ
れ
た
。
誓
願
の
枠
組
み
を
超
え
て
な
お
誓
願
の
成
就
が
し
て
い
る
の
で
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あ
る
。
こ
れ
を
経
説
の
不
整
合
と
見
る
べ
き
か
否
か
考
察
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
じ
つ
は
そ
れ
は
不
整
合
で
は
な
く
、『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て

は
極
楽
に
存
在
す
る
者
は
み
な
菩
薩
で
あ
る
と
の
前
提
が
あ
り
、
浄
土
教
学
で
は
す
で
に
、
経
文
中
に
菩
薩
・
声
聞
・
天
・
人
と
い
っ
た
名

称
の
相
異
が
あ
る
の
は
極
楽
に
往
生
以
前
の
も
と
の
世
界
で
の
生
存
形
態
に
し
た
が
っ
て
呼
称
し
て
い
る
た
め
と
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い

た
。
つ
ま
り
は
四
十
八
願
中
、
極
楽
の
「
人
天
」
に
関
す
る
誓
願
で
あ
っ
て
も
「
菩
薩
」
に
お
い
て
適
応
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

研
究
Ⅰ
に
お
い
て
筆
者
は
第
五
宿
命
智
通
願
と
第
八
他
心
智
通
願
に
着
目
し
、「
往
生
以
前
に
人
天
で
あ
っ
た
菩
薩
は
極
楽
浄
土
に
お
い

て
、
遙
か
遠
い
過
去
世
の
出
来
事
を
悉
く
記
憶
す
る
。
自
分
の
こ
と
で
あ
れ
、
何
処
か
の
誰
か
の
こ
と
で
あ
れ
、
善
悪
、
是
非
に
か
か
わ
ら

ず
過
去
世
の
す
べ
て
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
他
心
智
通
願
の
成
就
に
よ
っ
て
、
極
楽
浄
土
に
存
在
す
る
者
同
士
、
互
い
の

過
去
を
み
な
で
共
有
す
る
と
い
う
形
が
生
み
出
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
他
心
智
通
は
い
か
な
る
仏
国
土
で
あ
れ
、
そ
こ
に
存
在
す

る
衆
生
の
心
を
も
知
る
の
で
あ
る
。
そ
の
者
の
過
去
を
知
り
、
他
の
六
通
を
以
て
そ
の
者
の
姿
、
未
来
を
知
り
、
そ
の
者
の
声
を
聞
く
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
情
報
は
、
極
楽
浄
土
の
菩
薩
た
ち
に
お
い
て
共
有
さ
れ
」「
菩
薩
が
共
同
し
て
利
他
の
活
動
を
お
こ
す
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
」
と
の
共
生
に
関
す
る
所
見
を
示
し
た
。

研
究
Ⅱ
に
お
い
て
は
、
第
三
十
一
国
土
清
浄
願
と
第
四
十
見
諸
仏
土
願
に
着
目
し
、
極
楽
浄
土
の
菩
薩
は
他
の
仏
国
土
を
い
か
に
し
て
知

見
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
国
土
清
浄
願
の
成
就
に
よ
り
極
楽
浄
土
は
他
の
仏
国
土
を
そ
の
内
部
に
映
し
出
す
こ
と
を
可

能
と
す
る
。
で
は
何
故
に
国
土
清
浄
願
が
誓
わ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、極
楽
浄
土
の
菩
薩
た
ち
に
他
の
仏
国
土
を
知
見
さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
見
諸
仏
土
願
が
誓
わ
れ
て
い
る
と
の
所
見
を
示
し
た
。

見
諸
仏
土
願
で
は
、
国
中
の
菩
薩
に
つ
い
て
「
意
に
随
っ
て
十
方
無
量
厳
浄
の
仏
土
を
見
ん
と
欲
せ
ば
」
と
の
条
件
設
定
を
施
し
、
ま
た

国
土
清
浄
願
の
註
釈
に
、「
大
悲
心
」
あ
る
い
は
「
上
求
心
」
を
発
す
に
つ
れ
「
穢
土
」
や
他
の
「
浄
土
」
を
知
見
し
て
「
下
化
心
」
を
起
こ

し
、
あ
る
い
は
仏
果
を
求
め
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
菩
薩
の
「
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
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れ
る
」
と
の
所
見
を
示
し
た
。

研
究
Ⅰ
に
お
い
て
は
極
楽
浄
土
に
存
在
す
る
者
、
す
な
わ
ち
菩
薩
に
具
わ
る
と
こ
ろ
の
自
国
の
者
同
士
、
あ
る
い
は
他
仏
国
土
の
者
と
の

「
共
生
」
を
可
能
と
す
る
能
力
に
つ
い
て
論
じ
、
研
究
Ⅱ
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
菩
薩
の
能
力
を
展
開
さ
せ
る
極
楽
浄
土
の
様
相
に
つ
い
て
そ

の
一
例
を
論
じ
て
き
た
。
研
究
Ⅲ
と
位
置
付
け
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
極
楽
浄
土
の
様
相
と
菩
薩
の
関
係
に
言
及
し
、
菩
薩
と
無
量
寿
仏
の

「
共
生
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

な
お
本
稿
の
論
考
に
お
い
て
は
従
来
ど
お
り
、
い
わ
ゆ
る
康
僧
鎧
訳
『
無
量
寿
経
』
の
説
示
に
依
拠
し
、
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
『
浄
土

宗
聖
典
』
第
一
巻
収
載
の
書
き
下
し
文
と
し
た
い
。
論
考
の
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
は
四
十
八
願
中
、
国
中
、
す
な
わ
ち
極
楽
浄
土
の
菩
薩

に
関
す
る
誓
願
を
概
観
し
、
次
い
で
菩
薩
と
極
楽
浄
土
の
様
相
の
関
係
の
う
ち
、
と
り
わ
け
「
音
声
」
と
の
関
係
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で

無
量
寿
仏
と
菩
薩
が
い
か
に
「
共
生
」
し
て
い
る
の
か
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
本
稿
に
お
い
て
考
察
す
る
文
献
の
引
用
箇
所
は
、
拙
論
「
極
楽
の
風
を
め
ぐ
る
考
察
」（
平
等
院
『
鳳
翔
学
叢
』
一
三
、
二
〇
一
七
）

に
お
け
る
そ
れ
と
一
部
重
な
っ
て
い
る
が
、
異
な
る
視
点
の
な
か
で
論
考
が
深
ま
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一
、
国
中
菩
薩
に
関
す
る
誓
願
に
つ
い
て

『
無
量
寿
経
』（
以
下
、
本
経
）
所
説
の
四
十
八
願
中
、
国
中
の
菩
薩
に
関
す
る
誓
願
は
、
第
二
十
三
供
養
諸
仏
願
、
第
二
十
四
供
具
如
意

願
、
第
二
十
五
説
一
切
智
願
、
第
二
十
六
那
羅
延
身
願
、
第
二
十
八
見
道
場
樹
願
、
第
二
十
九
得
弁
才
智
願
、
第
三
十
智
弁
無
窮
願
、
第
四

十
見
諸
仏
土
願
、
第
四
十
六
随
意
聞
法
願
、
計
九
願
で
あ
る
。
ま
ず
は
願
文
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
『
浄
土
宗
聖
典
』
の
書
き
下
し
文
2
を
提

示
し
、
そ
の
内
容
を
概
観
し
て
み
た
い
。
な
お
願
名
は
後
世
の
命
名
に
よ
る
が
、
便
宜
上
、
小
見
出
し
と
し
て
一
々
の
願
文
に
付
す
る
も
の

と
す
る
。
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【
第
二
十
三
供
養
諸
仏
願
】

も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
菩
薩
、
佛
の
神
力
を
承
け
て
、
諸
佛
を
供
養
せ
ん
に
、
一
食
の
頃あ

い
だ

に
、
徧
く
無
數
無
量
那
由
他

の
諸
佛
の
国
に
至
る
こ
と
能
わ
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

【
第
二
十
四
供
具
如
意
願
】

も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
菩
薩
、
諸
佛
の
前
に
在
っ
て
、
そ
の
徳
本
を
現
ぜ
ん
に
、
諸
も
ろ
の
欲
求

よ
く
ぐ

す
る
所
の
供
養
の
具
、

も
し
意
の
ご
と
く
な
ら
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

【
第
二
十
五
説
一
切
智
願
】

も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
菩
薩
、
一
切
智
を
演
説
す
る
こ
と
能
わ
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

【
第
二
十
六
那
羅
延
身
願
】

も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
菩
薩
、
金
剛
那
羅
延
身
を
得
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

【
第
二
十
八
見
道
場
樹
願
】

も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
菩
薩
乃
至
少
功
徳
の
者
、
そ
の
道
場
樹
の
無
量
の
光
色
あ
っ
て
、
高
さ
四
百
万
里
な
る
を
知
見

す
る
こ
と
能
わ
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

【
第
二
十
九
得
弁
才
智
願
】

も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
菩
薩
、
も
し
経
法
を
受
読
し
、
諷
誦
持
説
し
て
、
弁
才
智
慧
を
得
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

【
第
三
十
智
弁
無
窮
願
】

も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
菩
薩
、
智
慧
辯
才
、
も
し
限
量
す
べ
く
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

【
第
四
十
見
諸
仏
土
願
】
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も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
菩
薩
、
意こ

こ
ろ

に
隨
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
、
皆
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
。

【
第
四
十
六
随
意
聞
法
願
】

も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
菩
薩
、
そ
の
志
願
に
随
っ
て
、
聞
か
ん
と
欲
す
る
所
の
法
、
自
然
に
聞
く
こ
と
を
得
ん
。
も
し

し
か
ら
ず
ん
ば
正
覚
を
取
ら
じ
。

国
中
の
菩
薩
、
す
な
わ
ち
極
楽
浄
土
の
菩
薩
に
関
す
る
計
九
願
の
う
ち
、
ま
ず
は
第
二
十
三
願
か
ら
第
二
十
六
願
ま
で
計
四
願
が
連
続
し

て
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
菩
薩
に
つ
い
て
、
ま
ず
諸
仏
供
養
の
た
め
に
ご
く
短
い
時
間
の
間
に
他
の
仏
国
土
へ
と
赴
き
（
第
二
十
三

供
養
諸
仏
願
）、
そ
の
供
養
の
品
に
つ
い
て
は
こ
れ
ぞ
と
思
う
も
の
を
意
の
ま
ま
に
現
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
（
第
二
十
四
供
具
如
意

願
）
と
誓
わ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
菩
薩
に
よ
る
諸
仏
供
養
に
つ
い
て
註
釈
は
、
諸
仏
の
説
法
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
3
と
、
そ
の
理
由
を
言

及
す
る
。
極
楽
浄
土
の
菩
薩
は
諸
仏
の
教
え
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
、
無
量
寿
仏
は
そ
の
よ
う
な
認
識
を
抱
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は

何
故
に
菩
薩
は
教
え
を
求
め
る
べ
き
な
の
か
。
願
文
の
配
列
順
か
ら
推
察
す
る
な
ら
ば
、「
一
切
智
」
を
「
演
説
」
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め

（
第
二
十
五
説
一
切
智
願
）
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
演
説
の
対
象
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

菩
薩
に
一
切
智
を
演
説
さ
せ
よ
う
と
す
る
第
二
十
五
願
に
つ
い
て
、
註
釈
は
続
く
第
二
十
六
金
剛
那
羅
延
願
と
一
対
の
誓
願
で
あ
る
と
の

認
識
を
示
し
て
い
る
。「
那
羅
延
」
を
「
天
上
力
士
也
」「
其
力
量
象
等
七
力
」
と
註
釈
し
た
う
え
で
、「
若
無
身
力
難
持
智
力
故
有
此
願
」
と

述
べ
、
身
体
に
力
が
な
け
れ
ば
智
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
願
が
あ
る
と
す
る
4
。
一
切
智
は
金
剛
那
羅
延
が

如
き
力
強
い
身
体
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
有
効
性
を
帯
び
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
第
二
十
五
願
の
「
演
説
」
は
言
葉
で
説
き

明
か
す
だ
け
で
は
な
い
、
身
体
に
よ
る
何
ら
か
の
行
為
を
も
含
意
し
よ
う
。
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さ
て
第
二
十
三
願
か
ら
第
二
十
六
願
は
菩
薩
の
い
わ
ば
ス
ペ
ッ
ク
に
関
す
る
誓
願
で
あ
っ
た
が
、
第
二
十
八
見
道
場
樹
願
に
お
け
る
誓
願

の
テ
ー
マ
は
菩
薩
と
極
楽
の
様
相
と
の
関
係
に
移
行
す
る
。
す
な
わ
ち
菩
薩
が
極
楽
の
道
場
樹
の
全
容
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

と
無
量
寿
仏
は
願
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
菩
薩
が
道
場
樹
を
知
見
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
意
味
が
あ
る
の
か
。
無
量
寿
仏
は
な
ぜ
こ

こ
で
誓
願
の
テ
ー
マ
を
移
行
さ
せ
る
の
か
。
第
二
十
九
願
と
第
三
十
願
が
再
び
菩
薩
の
ス
ペ
ッ
ク
に
関
す
る
誓
願
の
戻
っ
て
い
る
こ
と
を
鑑

み
る
と
、
そ
の
点
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

菩
薩
の
ス
ペ
ッ
ク
に
関
す
る
誓
願
と
位
置
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
第
二
十
九
願
に
つ
い
て
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
『
現
代
語
訳
浄
土
三

部
経
』
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
極
楽
の
菩
薩
は
無
量
寿
仏
自
身
の
教
え
を
聴
い
て
復
唱
し
、
さ
ら
に
暗
唱
し
、
そ
れ
を
理
解
し
解
説
す
る
に

頭
脳
明
晰
に
し
て
弁
舌
軽
や
か
で
あ
る
よ
う
に
し
よ
う
誓
わ
れ
て
い
る
5
。
続
く
第
三
十
願
で
は
さ
ら
に
そ
の
能
力
に
限
界
が
な
い
よ
う
に

し
よ
う
と
誓
わ
れ
て
い
て
、第
三
十
願
は
第
二
十
九
願
を
究
極
の
状
態
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
誓
願
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

第
四
十
願
は
す
で
に
研
究
Ⅱ
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
。
極
楽
の
菩
薩
に
つ
い
て
極
楽
の
宝
樹
の
中
に
映
し
出
さ
れ
る
他
仏
国
土
を
観
察
で

き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
の
願
が
、
第
三
十
一
国
土
清
浄
願
と
一
対
の
関
係
を
な
し
、
極
楽
に
存
在
す
る
者
に
遙
か
遠
く
を
見
通
す
能
力

を
授
け
る
と
い
う
第
六
天
眼
智
通
願
成
就
の
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
研
究
Ⅱ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
第
四
十
願
は
第
二
十
八
願
同
様
、
菩
薩
と
極
楽
の
様
相
と
の
関
連
に
言
及
す
る
誓
願
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
た
点
か
ら
、

第
二
十
八
願
に
つ
い
て
も
菩
薩
の
ス
ペ
ッ
ク
と
道
場
樹
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
四
十
六
願
は
、
極
楽
に
お
い
て
菩
薩
が
聞
き
た
い
教
え
を
お
の
ず
と
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
誓
う
も
の
で
あ
る
。
前
に
第
二
十

三
供
養
諸
仏
願
の
目
的
と
し
て
菩
薩
が
諸
仏
の
教
え
を
求
め
る
た
め
と
の
解
釈
を
紹
介
し
た
が
、
極
楽
に
お
い
て
は
菩
薩
が
無
条
件
に
説
法

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
無
量
寿
仏
は
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
四
十
八
願
中
、
極
楽
の
菩
薩
に
関
す
る
誓
願
を
概
観
し
て
み
る
と
、
無
量
寿
仏
は
極
楽
の
菩
薩
が
仏
の
教
え
を
聞
き
、
会
得
し
、
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そ
の
教
え
を
誰
か
あ
る
者
に
説
き
明
か
し
、
さ
ら
に
は
誰
か
あ
る
者
に
対
し
て
実
践
す
る
、
そ
う
し
た
能
力
が
具
わ
る
よ
う
に
と
誓
っ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。

二
、
道
場
樹
を
め
ぐ
る
考
察

極
楽
浄
土
の
様
相
と
菩
薩
に
関
連
す
る
誓
願
と
し
て
は
、
前
述
の
ご
と
く
第
二
十
八
見
道
場
樹
願
と
第
四
十
見
諸
仏
土
願
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
見
諸
仏
土
願
に
つ
い
て
は
研
究
Ⅱ
に
お
い
て
考
察
し
た
。
本
項
で
は
見
道
場
樹
願
が
ど
の
よ
う
に
成
就
し
て
い
る
の

か
考
察
し
て
み
た
い
。

道
場
樹
は
い
わ
ゆ
る
菩
提
樹
に
相
当
す
る
。
菩
提
樹
に
つ
い
て
は
、
釈
尊
が
樹
の
下
で
精
神
統
一
を
深
め
る
な
か
覚
り
を
開
い
た
と
こ
ろ

か
ら
、
覚
り
（
菩
提
）
を
開
い
た
そ
の
場
所
に
聳
え
る
メ
モ
リ
ア
ル
な
樹
を
想
起
す
る
が
、
本
経
は
道
場
樹
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
描
写
す

る
。①

無
量
寿
佛
の
、
そ
の
道
場
樹
は
、
高
さ
四
百
万
里
な
り
。
そ
の
本
、
周
囲
、
五
十
由
旬
な
り
。
枝
葉
、
四
も
に
布
け
る
こ
と
、
二
十
万

里
な
り
。
一
切
衆
宝
、
自
然
に
合
成
せ
り
。
月
光
摩
尼
、
持
海
輪
宝
を
衆
宝
の
王
た
る
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
荘
厳
せ
り
。
條
の
間
に
周

帀
し
て
、
宝
瓔
珞
を
垂
れ
た
り
。
百
千
万
の
色
、
種
種
に
異
変
す
。
無
量
の
光
焔
、
照
耀
す
る
こ
と
極
ま
り
な
し
。
珍
妙
の
宝
網
、
そ

の
上
に
羅
覆
せ
り
。
一
切
の
荘
厳
、
よ
ろ
し
き
に
随
っ
て
現
ず
6
。

道
場
樹
の
高
さ
は
第
二
十
八
願
に
対
応
す
る
「
四
百
万
里
」
で
あ
り
、
ま
た
「
無
量
の
光
色
」
に
つ
い
て
も
種
々
の
宝
玉
が
そ
の
光
源
と

な
っ
て
い
る
様
相
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
後
続
の
経
文
を
見
て
み
る
。

②
微
風
、
徐
く
動
い
て
諸
も
ろ
の
枝
葉
を
吹
く
に
、
無
量
の
妙
法
の
音
声
を
演
出
す
。
そ
の
声
、
流
布
し
て
、
諸
佛
の
国
に
徧
す
。
そ
の

音
を
聞
く
者
は
深
法
忍
を
得
て
、
不
退
転
に
住
す
。
佛
道
を
成
ず
る
に
至
る
ま
で
、
耳
根
清
徹
に
し
て
苦
患
に
遭
わ
ず
。
目
に
そ
の
色
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を
覩
、
耳
に
そ
の
音
を
聞
き
、
鼻
に
そ
の
香
を
知
り
、
舌
に
そ
の
味
わ
い
を
甞
め
、
身
の
光
を
触
れ
、
心
に
法
を
も
っ
て
縁
ず
る
に
、

一
切
皆
甚
深
法
忍
を
得
て
、
不
退
転
に
住
す
。
佛
道
を
成
ず
る
に
至
る
ま
で
、
六
根
清
徹
に
し
て
諸
も
ろ
の
悩
患
な
し
7
。

極
楽
浄
土
に
お
い
て
は
微
風
が
徐
（
ゆ
る
）
く
そ
よ
い
で
道
場
樹
の
枝
葉
を
揺
れ
動
か
し
、「
妙
法
」
を
体
現
す
る
音
声
が
止
む
こ
と
な
く

響
き
わ
た
る
と
い
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
妙
法
を
体
現
す
る
音
声
は
極
楽
を
飛
び
越
え
て
他
の
仏
国
土
ま
で
流
れ
出
て
、
そ
れ
を
聞
く
者
を
し

て
「
深
法
忍
」
と
い
う
境
地
を
も
た
ら
し
て
仏
道
を
歩
み
続
け
て
決
し
て
退
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
、
さ
ら
に
は
聴
覚
器
官
を
研
ぎ
澄
ま

せ
た
状
態
に
し
て
、
恐
ら
く
は
妙
法
を
聞
き
取
る
に
何
の
支
障
も
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、

微
風
が
そ
よ
ぐ
の
を
契
機
に
道
場
樹
が
妙
法
の
音
源
と
な
り
、
そ
の
妙
法
に
は
、
そ
れ
を
聞
く
者
を
し
て
深
法
忍
と
い
う
境
地
に
導
き
、
さ

ら
に
は
仏
道
を
着
実
に
歩
ま
せ
る
と
い
う
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
仏
教
語
と
す
れ
ば
「
利
益
」
や
「
功
徳
」
と
い
う
語
に

相
当
す
る
で
あ
ろ
う
こ
の
効
力
を
本
稿
で
は
「
教
化
力
」
と
表
現
し
て
お
き
た
い
が
、
道
場
樹
に
は
、
風
を
契
機
と
し
て
そ
こ
か
ら
発
せ
ら

れ
る
音
声
が
他
の
仏
国
土
に
ま
で
流
れ
出
て
も
な
お
有
効
な
教
化
力
が
具
わ
っ
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
極
楽
浄
土
内
部
に
お
け
る
道
場
樹
の
教
化
力
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
引
用
文
②
の
「
目
に
そ
の
色
を
覩
」

（
傍
線
部
）
以
降
の
動
作
者
に
つ
い
て
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
『
現
代
語
訳
浄
土
三
部
経
』
が
「
極
楽
世
界
の
人
々
」
と
補
っ
て
解
し
て
い

る
8
こ
と
を
是
と
す
れ
ば
、
極
楽
浄
土
に
存
在
す
る
者
た
ち
が
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
と
い
っ
た
感
覚
器
官
を
通
じ
て
道
場
樹
の
姿
・
微
風
を

契
機
と
す
る
枝
葉
の
音
（
妙
法
）・
花
な
ど
の
香
り
・
果
実
な
ど
の
味
・
輝
き
照
ら
す
光
を
感
受
し
、
あ
る
い
は
そ
の
全
容
を
心
に
凝
ら
す
な

ら
ば
、
そ
の
者
た
ち
に
も
「
深
法
忍
」
と
い
う
境
地
が
も
た
さ
れ
仏
道
を
歩
み
続
け
て
決
し
て
退
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は

眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
の
六
根
が
研
ぎ
澄
ま
せ
さ
れ
、
六
根
に
何
ら
の
支
障
も
生
じ
な
い
と
い
う
。
道
場
樹
は
極
楽
に
存
在
す
る
者
の

六
根
を
通
じ
て
教
化
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
願
文
で
は
「
知
見
」
と
い
う
文
言
に
な
っ
て
い
る
が
、
道
場
樹
は
極
楽
浄
土
の
者
た

ち
の
六
根
に
感
受
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
者
た
ち
の
境
地
を
深
め
仏
道
を
歩
み
続
け
る
よ
う
導
く
存
在
と
な
っ
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
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で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
願
文
は
「
知
見
」
す
る
者
、
す
な
わ
ち
「
知
見
」
の
動
作
者
に
つ
い
て
「
菩
薩
乃
至
少
功
徳
の
者
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
う

ち
「
少
功
徳
の
者
」
に
つ
い
て
註
釈
は
「
少
功
德
者
凡
夫
即
人
天
衆
也
」9
と
指
示
す
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
以
下
に
引
用
す
る
後
続
の
経
文

か
ら
も
支
持
さ
れ
よ
う
。

③
阿
難
、
も
し
か
の
国
の
人
天
、
此
樹
を
見
る
者
は
、
三
法
忍
を
得
。
一
つ
に
は
音
響
忍
、
二
つ
に
は
柔
順
忍
、
三
つ
に
は
無
生
法
忍
。

こ
れ
皆
無
量
寿
佛
の
威
神
力
の
故
に
、
本
願
力
の
故
、
滿
足
願
の
故
に
、
明
了
願
の
故
に
、
堅
固
願
の
故
に
、
究
竟
願
の
故
な
り
10
。

極
楽
に
存
在
す
る
者
は
一
様
に
菩
薩
で
あ
る
こ
と
は
研
究
Ⅰ
に
お
い
て
す
で
に
論
じ
て
き
た
。
引
用
文
③
は
、
極
楽
に
往
生
す
る
以
前
に

菩
薩
で
あ
っ
た
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
人
・
天
で
あ
っ
た
者
（
下
線
部
）
で
も
、
道
場
樹
を
見
る
な
ら
ば
「
三
法
忍
」
と
い
う
境
地
に
導

か
れ
る
と
の
説
示
で
あ
り
、
道
場
樹
に
は
見
る
者
に
深
法
忍
、
乃
至
三
法
忍
を
も
た
ら
す
と
い
っ
た
教
化
力
が
具
わ
っ
て
い
る
と
読
み
取
れ

る
。
そ
し
て
経
文
自
ら
が
、
そ
の
教
化
力
の
源
泉
が
無
量
寿
仏
の
「
威
神
力
」
で
あ
り
、
種
々
に
形
容
さ
れ
る
本
願
の
「
本
願
力
」
に
他
な

ら
な
い
と
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
無
量
寿
仏
は
四
十
八
の
本
願
成
就
に
よ
り
法
蔵
菩
薩
か
ら
無
量
寿
仏
（
阿
弥
陀
仏
）
と
な
り
、
同
時
に
極

楽
浄
土
が
建
立
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
無
量
寿
仏
に
は
威
神
力
が
生
じ
、
本
願
力
が
生
じ
、
極
楽
浄
土
の
道
場
樹
に
は
極
楽
に
存
在
す
る
者
た

ち
、
さ
ら
に
は
他
の
仏
国
土
の
者
た
ち
に
対
す
る
教
化
力
が
具
わ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
無
量
寿
仏
は
極
楽
の
道
場
樹
に
教

化
力
を
具
え
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
道
場
樹
は
ブ
ッ
ダ
の
覚
り
を
メ
モ
リ
ア
ル
に
象
徴
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
覚
り
を
教
化
力
へ
と
変
換
さ
せ

る
装
置
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
研
究
Ⅰ
に
お
い
て
「
椎
尾
に
お
け
る
「
共
生
」
は
浄
土
教
、
就
中
、
無
量
寿
仏
に
よ
る
本
願
成
就
の
あ
り
さ
ま
を
表
現
す
る
」
と

指
摘
し
た
。
第
二
十
八
願
は
菩
薩
乃
至
人
天
が
道
場
樹
を
知
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
の
願
意
で
あ
っ
た
が
、道
場
樹
に
は
本
願
力
、

威
神
力
を
源
泉
と
す
る
教
化
力
が
具
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
力
は
教
化
の
対
象
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
価
値
を
得
る
。
極
楽
の
道
場
樹
は
極
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楽
に
存
在
す
る
者
、
す
な
わ
ち
菩
薩
が
あ
っ
て
こ
そ
存
在
価
値
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
極
楽
の
菩
薩
に
と
っ
て
は
道
場
樹
の
存
在
が
仏
道
を

歩
む
支
え
と
な
る
。
そ
こ
に
道
場
樹
を
介
し
た
極
楽
浄
土
と
菩
薩
の
共
生
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
道
場
樹
に
具
わ
る

教
化
力
を
授
か
っ
た
菩
薩
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
第
二
十
九
願
の
ご
と
く
「
経
法
を
受
読
し
、
諷
誦
持
説
し
て
、
弁
才
智
慧
を
得
」
る
こ
と
も
、

第
三
十
願
の
ご
と
く
「
智
慧
辯
才
、
も
し
限
量
す
べ
」
か
ら
ざ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
読
み
込
め
る
の
で
あ
る
。

三
、
風
と
音
の
モ
チ
ー
フ

道
場
樹
に
微
風
が
徐
く
そ
よ
い
で
枝
葉
を
動
か
し
妙
法
を
表
す
音
声
が
流
れ
出
る
。
極
楽
に
妙
法
が
満
ち
て
い
く
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
言

え
る
。
前
掲
拙
論
に
て
こ
れ
を
「
風
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
と
名
付
け
た
が
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
道
場
樹
を
介
し
た
も
の
だ
け
で
な
い
。
本
経

は
道
場
樹
の
描
写
に
先
行
す
る
段
落
に
お
い
て
、

④
ま
た
そ
の
国
土
に
は
、
七
宝
の
諸
樹
、
世
界
に
周
満
せ
り
11
。

と
言
及
し
て
諸
宝
樹
に
つ
い
て
描
写
し
、
描
写
し
終
え
る
と
、

⑤
清
風
、
時
に
発
っ
て
、
五
音
の
声
を
出
す
。
微
妙
の
宮
商
、
自
然
に
相
和
せ
り
12
。

と
諸
宝
樹
に
つ
い
て
「
風
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
を
提
示
す
る
。
こ
の
う
ち
「
宮
商
」
と
は
、
宮
・
商
・
角
・
微
・
羽
か
ら
な
る
五
音
階
「
五

音
」
を
略
し
た
物
言
い
に
違
い
な
く
、「
自
然
に
相
和
」
に
つ
い
て
は
「
五
音
」
が
お
の
ず
と
和
音
と
な
っ
て
響
い
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

さ
て
、
諸
宝
樹
に
お
け
る
「
風
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
を
提
示
し
終
え
た
と
こ
ろ
で
本
経
は
道
場
樹
の
描
写
に
移
る
の
で
あ
る
が
、
道
場
樹

の
描
写
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
再
び
諸
宝
樹
に
お
け
る
「
風
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
に
つ
い
て
の
言
及
を
再
開
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
引
用
文

③
に
引
き
続
い
て
、

⑥
佛
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
わ
く
。
世
間
の
帝
王
に
、
百
千
の
音
楽
あ
り
。
転
輪
聖
王
よ
り
乃
至
第
六
天
上
の
伎
樂
の
音
声
、
展
転
し
て
相
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勝
る
こ
と
、
千
億
万
倍
な
り
。
第
六
天
上
の
万
種
の
楽
の
音
は
、
無
量
寿
国
の
諸
も
ろ
の
七
宝
樹
の
一
種
の
音
声
に
如
か
ざ
る
こ
と
、

千
億
倍
な
り
13
。

と
説
示
し
、
諸
宝
樹
に
お
け
る
「
風
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
に
つ
い
て
、
俗
界
に
お
け
る
「
伎
楽
の
音
声
」
や
「
楽
の
音
」
と
比
較
し
、
さ
ら

に
続
け
て
、

⑦
ま
た
自
然
の
万
種
の
伎
楽
あ
り
。
そ
の
楽
の
声
、
法
音
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
。
清
揚
哀
亮
に
し
て
微
妙
和
雅
な
り
。
十
方
世
界

の
音
声
の
中
に
最
も
第
一
と
す
14
。

と
示
す
よ
う
に
、
極
楽
に
お
い
て
も
「
伎
楽
」
が
演
じ
ら
れ
、
楽
器
を
意
味
す
る
「
楽
」
か
ら
も
「
法
音
」
が
流
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
こ
で
の
法
音
は
楽
器
か
ら
奏
で
ら
れ
る
響
き
と
同
じ
響
き
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
諸
宝
樹
に
関

し
て
引
用
文
⑤
⑥
⑦
に
お
い
て
は
道
場
樹
の
よ
う
な
「
教
化
力
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
な
お
『
観
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
は
、
極
楽

の
風
が
楽
器
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
奏
で
ら
れ
て
い
る
と
説
示
す
る
15
。

と
こ
ろ
で
本
経
に
お
け
る
「
風
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
は
こ
の
他
に
も
さ
ら
に
二
例
ほ
ど
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
上
巻
の
締
め
く

く
り
に
ほ
ど
近
い
段
落
に
、

⑧
自
然
の
徳
風
、
徐
く
起
っ
て
微
動
す
る
に
、
そ
の
風
調
和
に
し
て
、
寒
か
ら
ず
、
暑
か
ら
ず
。
温
涼
柔
軟
に
し
て
、
遅
か
ら
ず
、
疾
か

ら
ず
。
諸
も
ろ
の
羅
網
お
よ
び
衆
も
ろ
の
宝
樹
を
吹
い
て
、
無
量
の
微
妙
の
法
音
を
演
発
し
、
万
種
の
温
雅
の
徳
香
を
流
布
す
。
そ
の
聞
く

こ
と
あ
る
者
は
、
塵
労
垢
習
、
自
然
に
起
ら
ず
。
風
、
そ
の
身
に
触
る
る
に
、
皆
、
快
楽
を
得
。
譬
え
ば
比
丘
の
、
滅
尽
三
昧
を
得
る
が
如

し
16
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
徐
く
起
こ
っ
た
徳
風
が
諸
宝
樹
を
吹
き
抜
け
「
微
妙
の
法
音
」
を
奏
で
、
ま
た
「
徳
香
」
を
運
び
、

そ
れ
ら
に
は
聞
く
者
を
し
て
欲
望
・
煩
悩
を
発
せ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
働
き
、
す
な
わ
ち
「
教
化
力
」
を
具
え
て
い
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
う
し
た
「
教
化
力
」
は
風
そ
の
も
の
に
も
具
わ
っ
て
お
り
、
風
に
触
れ
る
者
は
煩
悩
を
滅
し
尽
く
し
た
修
行
者
の
よ
う

な
心
持
ち
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
う
し
た
点
に
極
楽
の
風
が
「
徳
風
」
と
説
示
さ
れ
る
所
以
が
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
て
み
る

と
、「
微
妙
の
法
音
」「
徳
香
」
に
教
化
力
が
具
わ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
徳
風
が
伴
っ
て
い
る
か
ら
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
「
風
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
に
つ
い
て
残
る
最
後
の
一
例
を
見
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
下
巻
に
、

⑨
無
量
寿
仏
、
諸
も
ろ
の
声
聞
菩
薩
大
衆
の
為
に
、
法
を
班
宣
し
た
ま
う
時
、
(中
略
)歓
喜
し
、
心
解
し
、
得
道
せ
ず
と
い
う
こ
と
な
し
。

即
時
に
四
方
よ
り
、
自
然
に
風
起
っ
て
、
普
く
宝
樹
を
吹
い
て
、
五
音
の
声
を
出
だ
し
、
無
量
の
妙
華
を
雨
ら
し
て
、
風
に
随
っ
て
周

徧
す
。
自
然
の
供
養
、
か
く
の
ご
と
く
絶
え
ず
17
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
、
こ
こ
で
は
「
風
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
の
前
段
階
と
し
て
、
極
楽
に
風
が
吹
き
出
す
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
言
及

さ
れ
て
い
る
。
無
量
寿
仏
の
説
法
を
聞
い
た
菩
薩
等
が
覚
り
に
至
っ
た
時
に
風
が
自
然
と
吹
き
出
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
極
楽
の

風
に
つ
い
て
、
筆
者
は
す
で
に
「
菩
薩
声
聞
の
覚
り
を
象
徴
す
る
も
の
」
と
論
じ
て
い
る
18
が
、
菩
薩
声
聞
を
覚
り
に
導
い
て
い
る
の
は
無
量

寿
仏
の
説
法
で
あ
り
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
無
量
寿
仏
の
説
法
こ
そ
極
楽
に
風
が
生
み
出
さ
れ
る
起
点
に
他
な
ら
な
い
。
筆
者
の
拙

い
仮
説
に
過
ぎ
な
い
が
、
極
楽
の
風
が
徳
風
で
あ
る
の
は
、
無
量
寿
仏
の
説
法
に
由
来
す
る
か
ら
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
こ
の
拙

い
仮
説
を
展
開
さ
せ
る
な
ら
ば
、
極
楽
の
風
と
は
無
量
寿
仏
の
説
法
が
姿
形
を
変
化
さ
せ
た
も
の
と
解
釈
し
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
こ
こ
で
「
自
然
の
供
養
」
と
あ
る
。「
得
道
」
し
た
声
聞
菩
薩
に
対
す
る
供
養
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
極
楽
浄
土
に
存
在
す
る
者
は

菩
薩
と
事
実
上
は
菩
薩
で
あ
る
声
聞
・
人
・
天
を
除
け
ば
無
量
寿
仏
し
か
存
在
し
な
い
。
説
示
に
は
「
自
然
」
と
あ
る
が
、
供
養
の
対
象
が

声
聞
菩
薩
で
あ
る
以
上
、
供
養
の
主
、
或
い
は
主
導
者
は
必
然
的
に
無
量
寿
仏
で
あ
る
と
設
定
す
る
し
か
な
い
。
こ
こ
で
前
の
仮
説
を
援
用

す
る
な
ら
ば
、
得
道
し
た
事
実
上
の
菩
薩
の
供
養
の
た
め
に
、
無
量
寿
仏
の
説
法
が
極
楽
の
風
へ
と
姿
形
を
変
化
さ
せ
、
諸
宝
樹
を
揺
ら
し

て
五
音
か
ら
な
る
妙
音
を
響
か
せ
、
妙
華
を
降
ら
す
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
そ
の
よ
う
に
解
し
て
お
く
と
す
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る
。
道
場
樹
の
下
に
無
量
寿
仏
が
鎮
座
し
て
説
法
を
施
し
、
そ
の
周
り
で
菩
薩
た
ち
が
説
法
を
聞
く
の
と
同
時
に
、
道
場
樹
の
教
化
力
に
導

か
れ
な
が
ら
得
道
し
て
覚
り
に
至
る
と
、
無
量
寿
仏
が
菩
薩
を
供
養
す
る
起
点
と
な
る
よ
う
説
法
の
言
説
を
風
に
変
化
さ
せ
る
。
そ
の
風
が

道
場
樹
や
諸
宝
樹
を
揺
ら
し
て
法
音
を
響
か
せ
る
。
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
衆
生
が
い
る
限
り
、
こ
う
し
た
様
相
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。

無
量
寿
仏
は
他
国
の
衆
生
を
極
楽
浄
土
に
摂
取
し
覚
り
へ
と
導
き
続
け
る
こ
と
で
極
楽
の
様
相
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
国

の
衆
生
は
極
楽
に
摂
取
さ
れ
る
こ
と
で
菩
薩
と
な
り
覚
り
へ
と
導
か
れ
る
。
そ
こ
に
極
楽
に
お
け
る
無
量
寿
仏
と
菩
薩
の
共
生
関
係
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
関
係
を
象
徴
す
る
様
相
と
し
て
「
風
」
の
存
在
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

四
、
水
と
音
の
モ
チ
ー
フ

〜
第
四
十
六
随
意
聞
法
願
を
め
ぐ
る
考
察
〜

さ
て
前
述
の
第
四
十
六
随
意
聞
法
願
に
は
「
そ
の
志
願
に
随
っ
て
、
聞
か
ん
と
欲
す
る
所
の
法
、
自
然
に
聞
く
こ
と
を
得
ん
」
と
あ
る
が
、

こ
の
願
文
に
対
応
す
る
説
示
と
し
て
、
以
下
の
経
文
が
注
目
さ
れ
る
。

⑩
微
瀾
迴
流
し
て
、転
相
灌
注
す
。
安
詳
と
し
て
徐
く
逝
き
て
、遅
か
ら
ず
疾
か
ら
ず
。
波
は
無
量
自
然
妙
声
を
揚
ぐ
。
そ
の
所
応
に
随
っ

て
聞
か
ざ
る
者
な
し
19
。

こ
こ
で
は
い
わ
ば
「
風
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
に
対
し
て
「
水
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
が
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
「
所
応
に
随
っ
て
聞
か

ざ
る
者
な
し
」
の
一
節
が
右
記
願
文
に
対
応
し
よ
う
。

こ
の
引
用
文
⑩
は
、
じ
つ
は
極
楽
に
存
在
す
る
池
に
つ
い
て
の
描
写
の
一
部
で
あ
る
。
経
文
は
ま
ず
極
楽
の
池
の
形
状
、
仕
様
と
そ
の
周

囲
の
様
子
に
つ
い
て
描
写
し
、
次
い
で
菩
薩
お
よ
び
声
聞
に
よ
る
沐
浴
に
つ
い
て
言
及
し
て
か
ら
、
波
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
妙
声
」
に
つ
い

て
叙
述
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
無
量
自
然
妙
声
」
を
聞
く
者
は
明
ら
か
に
極
楽
の
菩
薩
・
声
聞
（
事
実
上
の
菩
薩
）
で
あ
り
、
さ
ら
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に
言
え
ば
そ
の
者
た
ち
に
聞
か
せ
る
た
め
に
「
妙
声
」
は
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
「
妙
声
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
以
下
の

よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

⑪
あ
る
い
は
佛
声
を
聞
き
、
あ
る
い
は
法
声
を
聞
き
、
あ
る
い
は
僧
声
を
聞
き
、
あ
る
い
は
寂
静
の
声
・
空
無
我
の
声
・
大
慈
悲
の
声
・

波
羅
蜜
の
声
、
あ
る
い
は
十
力
無
畏
・
不
共
法
の
声
・
諸
も
ろ
の
通
慧
の
声
・
無
所
作
の
声
・
不
起
滅
の
声
・
無
生
忍
の
声
乃
至
甘
露

灌
頂
、
衆
も
ろ
の
妙
法
の
聲
、
か
く
の
ご
と
き
等
の
声
、
そ
の
所
聞
に
称
っ
て
、
歓
喜
無
量
な
り
。
清
浄
離
欲
、
寂
滅
真
実
の
義
に
随

順
し
、
三
宝
・
力
・
無
所
畏
・
不
共
の
法
に
随
順
し
、
通
慧
・
菩
薩
声
聞
所
行
の
道
に
随
順
す
。
三
塗
苦
難
の
名
あ
る
こ
と
な
く
、
た

だ
自
然
快
楽
の
音
の
み
あ
り
。
こ
の
故
に
そ
の
国
を
名
づ
け
て
安
楽
と
い
う
20
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
例
え
ば
「
佛
声
」
で
れ
ば
「
佛
」
を
動
作
者
や
所
有
者
と
見
な
し
て
「
佛
が
発
す
る
声
」「
佛
の
声
」

と
理
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
波
羅
蜜
の
声
」
で
あ
れ
ば
「
波
羅
蜜
と
い
う
教
理
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
響
く
波
音
」
と
理
解
す
る
か
も

知
れ
な
い
が
、『
梵
本
無
量
寿
経
』
を
参
照
21
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、「
波
羅
蜜
の
声
」
に
対
応
す
る
pāram
itā
abda-と
い
っ
た
複
合
語
で

あ
れ
ば
、「
波
羅
蜜
と
い
う
音
声
」
つ
ま
り
音
声
と
し
て
波
羅
蜜
と
響
く
言
葉
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
22
。
ち
な
み
に
『
現
代
語
訳
浄
土
三
部

経
』
に
お
い
て
、
例
え
ば
文
頭
の
部
分
を
、

⑫
あ
る
時
は
仏
を
〔
称
讃
す
る
〕
声
に
聞
こ
え
、
ま
た
仏
の
教
え
（
法
）
を
〔
称
讃
す
る
〕
声
に
も
聞
こ
え
、
ま
た
仏
の
弟
子
た
ち
（
僧
）

を
〔
称
讃
す
る
〕
声
に
も
聞
こ
え
る
の
だ
。
ま
た
あ
る
時
は
、〔
煩
悩
を
滅
し
た
〕
涅
槃
寂
静
の
〔
境
地
を
顕
す
〕
声
に
聞
こ
え
、（〔
あ

ら
ゆ
る
も
の
は
互
い
に
支
え
あ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
〕
空
無
我
の
〔
真
理
を
顕
す
〕
声
に
も
聞
こ
え
、〔
分
け
隔
て
な
く
慈
し
む

と
い
う
〕
大
慈
悲
の
〔
心
を
顕
す
〕
声
に
も
聞
こ
え
、〔
覚
り
の
境
地
に
到
る
と
い
う
〕
波
羅
蜜
の
〔
修
行
を
顕
す
〕
声
に
も
聞
こ
え
る

の
だ
23
。

と
訳
し
て
い
る
の
も
、
そ
う
し
た
理
解
に
基
づ
く
も
の
と
言
え
よ
う
。「
佛
声
」
以
下
、
こ
こ
で
の
「
声
」
は
総
じ
て
音
声
と
し
て
響
い
て
い

共
生
文
化
研
究

第
三
号

六
二



る
言
葉
と
の
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
極
楽
の
菩
薩
・
声
聞
に
と
っ
て
極
楽
の
池
の
水
面
の
波
音
は
、
仏
、
法
、
僧
、
寂
静
、
空
無
我
、
大
慈

悲
等
々
と
い
っ
た
仏
教
に
関
す
る
言
葉
、
教
え
の
項
目
を
表
す
具
体
的
な
言
葉
と
な
っ
て
聞
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
極
楽
の
菩
薩
を
し
て

「
聞
か
ん
と
欲
す
る
所
の
法
、
自
然
に
聞
く
こ
と
を
得
ん
」
と
誓
っ
た
無
量
寿
仏
の
願
い
が
成
就
し
た
結
果
、
少
な
く
と
も
極
楽
の
池
に
お
い

て
は
水
面
の
「
波
音
」
が
仏
教
の
教
え
、
仏
法
の
項
目
を
示
す
言
葉
と
な
っ
て
「
無
量
自
然
妙
声
」「
妙
法
の
声
」
を
響
か
せ
る
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
極
楽
の
菩
薩
た
ち
の
様
子
は
ど
う
で
あ
る
の
か
、
前
出
『
現
代
語
訳
』
の
続
き
を
引
用
し
て
示

す
な
ら
ば
、

⑬
こ
の
よ
う
な
〔
水
波
の
〕
諸
々
の
音
声
は
、
そ
の
〔
一
人
一
人
に
〕
聞
こ
え
る
ま
ま
に
響
く
の
で
、〔
耳
に
し
た
者
の
〕
喜
び
は
計
り
知

れ
な
い
。〔
そ
の
声
を
耳
に
し
た
者
は
〕
澄
み
切
っ
た
心
の
清
ら
か
さ
、
欲
望
か
ら
離
れ
る
こ
と
、
心
の
静
け
さ
と
い
う
覚
り
の
本
質
に

な
じ
む
よ
う
に
な
り
、〔
仏
・
法
・
僧
の
〕
三
宝
・〔
十
〕
力
・〔
四
〕
無
畏
・〔
十
八
〕
不
共
法
と
い
っ
た
教
え
に
な
じ
む
よ
う
に
な
り
、

〔
様
々
な
〕
神
通
力
・
菩
薩
や
声
聞
た
ち
が
実
践
す
る
修
行
に
な
じ
む
よ
う
に
な
る
24
。

と
い
う
。
極
楽
の
池
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
名
声
」「
妙
法
の
声
」
に
は
「
覚
り
の
本
質
に
な
じ
む
」
と
あ
る
よ
う
に
菩
薩
た
ち
を
覚
り
の
境
地

に
近
付
け
、
か
つ
「
修
行
に
な
じ
む
よ
う
に
な
る
」
と
あ
る
よ
う
に
自
身
の
修
行
を
促
進
さ
せ
る
「
教
化
力
」
が
具
わ
っ
て
い
る
と
読
み
込

む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
極
楽
に
つ
い
て
は
「
三
塗
苦
難
の
名
あ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
自
然
快
楽
の
音
の
み
あ
り
」
と
説
示
さ
れ
る
が
、

そ
の
「
快
楽
の
音
」
に
は
極
楽
に
存
在
す
る
者
た
ち
に
対
す
る
「
教
化
力
」
が
満
ち
て
お
り
、
そ
の
結
果
、「
こ
の
故
に
そ
の
国
を
名
づ
け
て

安
楽
と
い
う
」
と
の
定
義
付
け
が
な
さ
れ
る
に
至
の
で
あ
る
。

な
お
『
梵
文
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
対
応
箇
所
に
お
い
て
「
安
楽
」
は
sukhāvatīに
相
当
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
極
楽
」
と
訳
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
25
。
ち
な
み
に
『
梵
文
無
量
寿
経
』
で
は
前
出
漢
訳
に
相
応
す
る
箇
所
に
続
い
て
さ
ら
に
、

⑭
〈
幸
あ
る
と
こ
ろ
〉
と
い
う
世
界
の
幸
福
の
諸
原
因
を
た
た
え
述
べ
て
い
る
間
に
一
劫
も
の
（
時
間
）
が
終
わ
り
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
生
に
関
す
る
研
究
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お
な
、
そ
れ
ら
の
幸
せ
の
諸
原
因
の
際
限
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

と
説
示
さ
れ
る
26
。
梵
文
27
か
ら
和
訳
さ
れ
た
こ
の
一
節
は
漢
訳
に
お
け
る
「
無
量
自
然
妙
声
」
の
「
無
量
」
に
対
応
す
る
内
容
を
含
ん
で
い

る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
「〈
幸
あ
る
と
こ
ろ
〉
と
い
う
世
界
」
は
sukhāvatīの
訳
語
で
あ
り
、
傍
線
部
「
幸
福
（
幸
せ
）
の
諸
原
因
」

は
sukhakāran.a-の
訳
語
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
sukhakāran.a-を
「
た
た
え
述
べ
る
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
漢
訳
「
佛
声
」「
法

声
」「
僧
声
」
あ
る
い
は
「
波
羅
蜜
の
声
」
な
ど
に
対
応
す
る
、
buddha
abda-,dharm
a
abda-,sam.gha
abda-.pāram
itā
abda-と

い
っ
た
、
前
分
に
仏
教
の
教
え
、
仏
法
の
項
目
を
示
す
言
葉
を
配
し
、
後
分
に
音
声
を
意
味
す
る
abda-を
配
し
た
複
合
語
を
列
挙
す
る
こ

と
に
相
当
し
、
sukhakāran.a-に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
buddha
abda-等
々
の
複
合
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
音
声
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
sukhakāran.a-を
列
挙
に
す
る
に
際
限
の
な
い
世
界
こ
そ
sukhāvatīに
他
な
ら
な
い
と
い
う

の
が
、『
梵
文
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
極
楽
に
関
す
る
一
つ
の
定
義
付
け
と
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
『
阿
弥
陀
経
』
に
お
い
て
は

sukhāvatīが
「
極
楽
」
と
訳
さ
れ
、
そ
の
定
義
付
け
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
28
。

と
も
あ
れ
、
極
楽
浄
土
に
お
け
る
第
四
十
六
願
成
就
の
様
相
の
一
つ
と
し
て
、
極
楽
の
池
の
水
面
を
音
源
と
す
る
「
水
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
音
は
極
楽
浄
土
の
菩
薩
た
ち
が
聞
き
た
い
と
欲
す
る
教
え
を
表
す
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
菩
薩
た
ち

に
対
す
る
「
教
化
力
」（
利
益
、
功
徳
）
を
具
え
た
音
声
と
し
て
菩
薩
た
ち
の
耳
に
「
快
楽
な
音
」
と
し
て
届
き
、
そ
の
よ
う
な
音
声
に
満
た

さ
れ
た
世
界
で
あ
る
か
ら
こ
そ
無
量
寿
仏
の
仏
国
土
が
sukhāvatīと
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
菩
薩
に
と
っ
て
の
無
量
寿
仏
の
仏
国
土
、
す

な
わ
ち
浄
土
は
菩
薩
自
身
へ
と
向
け
ら
れ
る
「
教
化
力
」
溢
れ
る
「
音
」
に
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
「
極
楽
」
た
り
得
て
い
る
と
言
え
よ

う
。

五
、「
風
と
音
」「
水
と
音
」
に
共
通
す
る
リ
ズ
ム

共
生
文
化
研
究

第
三
号

六
四



筆
者
は
冒
頭
に
紹
介
し
た
拙
論
「
極
楽
の
風
を
め
ぐ
る
考
察
」
に
お
い
て
、「
風
と
音
」「
水
と
音
」
の
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
共
通
す
る
リ

ズ
ム
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
リ
ズ
ム
を
引
用
文
⑧
と
⑩
に
お
け
る
「
遅
か
ら
ず
、
疾
か
ら
ず
」（
下
線
部
）
か
ら
読
み
取
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
際
、
そ
も
そ
も
そ
の
リ
ズ
ム
は
極
楽
の
風
に
具
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
水
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
の
基
盤
と
な
る
池
の
水
面
に

お
け
る
波
立
ち
の
「
遅
か
ら
ず
、
疾
か
ら
ず
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
「
遅
か
ら
ず
、
疾
か
ら
ず
」
の
風
の
リ
ズ
ム
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と

と
解
釈
し
た
。

そ
の
よ
う
な
極
楽
の
風
に
つ
い
て
本
稿
で
は
、
前
に
「
極
楽
の
風
が
徳
風
で
あ
る
の
は
、
無
量
寿
仏
の
説
法
に
由
来
す
る
か
ら
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
極
楽
の
風
と
は
無
量
寿
仏
の
説
法
が
姿
形
を
展
開
さ
せ
た
も
の
と
解
釈
し
た
く
な
る
」
と
の
拙
い
仮
説

を
示
し
た
。

「
水
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
に
お
い
て
は
、
極
楽
の
池
の
水
面
の
波
か
ら
発
せ
ら
れ
る
音
に
つ
い
て
、
仏
法
の
項
目
を
具
体
的
な
言
葉
と
し

て
語
る
音
声
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
本
経
自
身
が
極
楽
の
池
の
波
音
が
仏
法
の
条
目
を
表
す
言
葉
と
し
て
響
く
根
拠
を
示
す
こ
と
は
な
い

が
、
前
掲
拙
論
に
お
い
て
筆
者
は
、
水
波
が
生
じ
る
一
因
と
し
て
極
楽
の
風
の
存
在
を
予
想
す
る
こ
と
は
当
然
と
指
摘
し
て
い
る
。
水
波
が

生
ず
る
一
因
に
風
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
風
に
関
す
る
仮
説
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
そ
の
風
が
発
生
す
る
と
こ
ろ
の
起
因
で
あ
る

無
量
寿
仏
の
説
法
が
波
音
に
再
現
さ
れ
仏
法
の
項
目
を
示
す
言
葉
と
な
っ
た
と
読
み
込
ん
で
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
風
が

「
遅
か
ら
ず
、
疾
か
ら
ず
」
で
あ
る
の
は
、
無
量
寿
仏
の
説
法
が
そ
の
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
あ
る
か
ら
と
の
解
釈
が
是
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
た
だ
し
「
遅
か
ら
ず
、
疾
か
ら
ず
」
や
無
量
寿
仏
の
説
法
の
ス
ピ
ー
ド
に
つ
い
て
註
釈
が
多
く
を
語
る
こ
と
は
な
い
。
と
は
い
え
波
音

に
教
化
力
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
道
場
樹
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
「
道
場
樹
に
は
本
願
力
、
威
神
力
を
源
泉
と
す
る
教

化
力
が
具
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
力
は
教
化
の
対
象
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
価
値
を
得
る
。
極
楽
の
道
場
樹
は
極
楽
に
存
在
す
る
者
、
す
な

わ
ち
菩
薩
が
あ
っ
て
こ
そ
存
在
価
値
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
極
楽
の
菩
薩
に
と
っ
て
は
道
場
樹
の
存
在
が
仏
道
を
歩
む
支
え
と
な
る
。
そ
こ

極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
生
に
関
す
る
研
究
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に
道
場
樹
を
介
し
た
極
楽
浄
土
と
菩
薩
の
共
生
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
指
摘
し
た
が
、
極
楽
の
池
の
波
音
と
菩
薩
に
つ
い

て
も
同
様
の
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
「
風
と
音
の
モ
チ
ー
フ
」
に
お
い
て
引
用
文
の
よ
う
に
音
楽
が
仏
法
を
表
す
言
葉
に
は
な
ら
な
い
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の
は
、
そ
こ
に

無
量
寿
仏
の
説
法
が
響
い
て
い
る
か
ら
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
は
問
題
提
起
に
と
ど

め
て
お
き
た
い
。

六
、
結
び
に
か
え
て

浄
土
宗
の
開
祖
、
法
然
上
人
の
教
え
を
伝
え
る
著
作
『
登
山
状
』
に
「
我
ら
が
往
生
は
仏
の
正
覚
に
よ
り
、
仏
の
正
覚
は
我
ら
が
往
生
に

よ
る
。
若
不
生
者
の
誓
い
こ
れ
を
も
て
知
り
、
不
取
正
覚
の
こ
と
限
り
あ
る
を
や
。」29
と
の
一
節
が
あ
り
、「
私
た
ち
の
往
生
が
叶
う
の
は
阿

弥
陀
さ
ま
が
覚
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
阿
弥
陀
さ
ま
が
覚
ら
れ
た
の
は
、
私
た
ち
の
往
生
を
叶
え
て
下
さ
る
か
ら
な
の
で
す
。《
も
し
往
生
で

き
な
け
れ
ば
》
と
い
う
一
節
は
こ
の
よ
う
に
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ず
、「
決
し
て
仏
と
は
な
ら
な
い
」
と
誓
わ
れ
た
お
言
葉
に
、
い
か
な
る
限
定

が
あ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。（
い
や
、
あ
ろ
う
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。）」30
と
の
現
代
語
訳
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
無
量
寿
仏
（
阿

弥
陀
仏
）
の
四
十
八
願
中
、
第
十
八
念
仏
往
生
願
を
取
り
上
げ
な
が
ら
無
量
寿
仏
と
私
た
ち
の
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑮
設
我
得
佛
十
方
衆
生
至
心
信
樂
欲
生
我
國
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覺
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
31

と
示
さ
れ
る
念
仏
往
生
願
に
お
い
て
、
無
量
寿
仏
は
十
方
世
界
の
衆
生
に
対
し
、
わ
ず
か
十
遍
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
す
な
わ
ち
十
念
を
称

え
た
な
ら
ば
極
楽
往
生
を
叶
え
る
と
願
い
、
そ
の
成
就
を
自
ら
の
成
仏
に
あ
た
り
必
要
不
可
欠
な
条
件
と
し
て
誓
っ
て
い
る
。
私
た
ち
衆
生

の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
念
仏
往
生
は
無
量
寿
仏
が
誓
願
を
成
就
し
て
覚
り
に
達
し
た
か
ら
こ
そ
叶
う
の
で
あ
る
が
、
無
量
寿
仏
の

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
自
身
が
覚
り
に
達
し
仏
と
な
る
た
め
に
は
私
た
ち
の
往
生
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
無
量
寿
仏
と
私
た
ち
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の
「
共
生
」
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
関
係
が
成
り
立
つ
の
は
、
無
量
寿
仏
が
「
不
取
正
覚
」
と
宣
言
し
た
誓
約
が
あ

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
じ
つ
は
四
十
八
願
の
願
文
に
は
一
々
に
「
不
取
正
覚
」
と
い
う
一
言
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
願
い
が
叶
わ
な
い
よ

う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
「
決
し
て
仏
と
は
な
ら
な
い
」
と
の
決
意
、
す
な
わ
ち
誓
約
を
述
べ
る
形
式
を
採
る
。
四
十
八
の
誓
願
一
々
が
す
べ
て

成
就
し
な
い
限
り
、
無
量
寿
仏
は
成
仏
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
誓
願
内
容
に
他
者
の
存
在
が
含
ま
れ
れ
ば
、
誓
願
を
介
し
た
他
者
と
の

関
係
を
構
築
し
な
け
れ
ば
無
量
寿
仏
の
成
仏
は
叶
わ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
本
経
は
、
無
量
寿
仏
は
今
現
に
成
仏
し
、
四
十
八
願
は
成
就
し
て
い

る
と
の
立
場
を
採
る
の
で
あ
る
か
ら
、
誓
願
を
介
し
た
他
者
と
の
関
係
は
す
で
に
構
築
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
は
、
四
十
八
願
中
、
国
中
菩
薩
に
関
す
る
誓
願
に
注
目
し
、
そ
の
な
か
で
も
第
二
十
八
見
道
場
樹
願
と
第
四
十
六
随
意
聞
法
願
を
取

り
上
げ
、
考
察
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、

１
．
極
楽
の
道
場
樹
に
は
「
教
化
力
」
が
具
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
教
化
力
は
無
量
寿
仏
が
四
十
八
願
を
成
就
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て

い
る
。

２
．
他
仏
国
土
へ
の
衆
生
に
お
い
て
は
道
場
樹
か
ら
発
せ
ら
れ
る
音
声
を
聞
く
こ
と
で
、極
楽
の
菩
薩
に
お
い
て
は
道
場
樹
を
六
根
各
々
、

ま
た
は
す
べ
て
を
用
い
て
感
受
す
る
こ
と
で
道
場
樹
の
教
化
力
が
発
揮
さ
れ
る
。

３
．
道
場
樹
が
音
源
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
か
ら
音
声
が
発
せ
ら
れ
る
に
は
風
が
必
要
で
あ
る
。

４
．
同
じ
く
風
に
よ
っ
て
極
楽
の
諸
宝
樹
か
ら
発
せ
ら
れ
る
音
声
や
香
り
に
も
「
教
化
力
」
が
具
わ
っ
て
い
る
。

５
．
極
楽
の
風
は
菩
薩
が
無
量
寿
仏
の
説
法
を
聞
き
覚
り
に
達
し
た
時
点
で
吹
き
出
す
こ
と
か
ら
、
風
の
起
点
は
無
量
寿
仏
の
説
法
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

６
．
極
楽
の
池
の
水
面
の
波
音
が
菩
薩
に
は
仏
法
の
項
目
を
表
す
言
葉
に
な
っ
て
聞
こ
え
る
と
い
う
説
示
に
お
い
て
、
第
四
十
六
随
意
聞

法
願
成
就
の
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
水
流
の
「
遅
か
ら
ず
疾
か
た
ず
」
と
い
う
リ
ズ
ム
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
波
音
を
発

極
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生
さ
せ
る
一
因
と
し
て
風
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
．
極
楽
の
池
の
波
音
に
も
教
化
力
が
具
わ
っ
て
い
る
。

８
．
無
量
寿
仏
の
説
法
を
起
点
と
す
る
風
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
極
楽
の
池
の
波
音
に
教
化
力
が
具
わ
り
、
か
つ
波
音
に
つ
い
て
仏
法
の
項
目

を
表
す
言
葉
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
の
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
っ
た
、
以
上
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

極
楽
浄
土
に
お
け
る
無
量
寿
仏
と
極
楽
の
菩
薩
と
の
共
生
関
係
に
つ
い
て
は
、
覚
り
へ
と
導
く
教
化
者
と
覚
り
へ
と
導
か
れ
る
教
化
対
象

と
い
う
一
見
、
一
方
通
行
の
関
係
で
あ
り
な
が
ら
、
無
量
寿
仏
は
菩
薩
に
対
す
る
教
化
力
の
発
揮
な
く
し
て
は
仏
た
り
得
ず
、
菩
薩
は
無
量

寿
仏
を
起
点
と
す
る
教
化
力
に
導
か
れ
る
こ
と
な
く
し
て
覚
り
の
境
地
、
仏
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
双
方
向
の
関
係
を
有
し
て

い
る
と
い
う
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
し
て
両
者
の
共
生
は
、
無
量
寿
仏
の
説
法
を
起
点
と
す
る
風
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
極
楽
の
様
相
の

な
か
、
音
声
を
中
心
と
し
た
描
写
に
お
い
て
具
体
的
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
指
摘
し
擱
筆
と
し
た
い
。

注1
．「
極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
生
に
関
す
る
研
究
Ⅰ
、
―
本
経
に
お
け
る
極
楽
に
存
在
す
る
者
―
」（
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
）、「
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
―
」（
前
掲
書
第
二
号
、
二
〇
一

六
）

2
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
二
八

二
二
九
、
二
三
一

二
三
二
頁

3
．
義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
は
諸
仏
供
養
願
・
供
具
如
意
願
成
就
を
示
す
一
連
の
経
文
中
、
供
養
の
品
を
諸
仏
に
捧
げ
る
「
奉
散
諸
仏
」
の
一
語
に
つ

い
て
、「
奉
散
諸
佛
等
者
他
方
諸
佛
等
也
奉
散
者
大
般
若
第
四
百
廿
七
卷
有
散
華
品
大
論
第
十
卷
有
十
方
菩
薩
來
集
佛
所
散
華
求
聽
妙
法
」（『
浄
土
宗
全

書
』
第
一
四
巻
、
四
二
二
頁
下
）
と
述
べ
、
極
楽
の
菩
薩
が
他
仏
国
土
の
仏
に
供
養
の
品
を
捧
げ
る
の
は
、「
妙
法
を
聴
く
こ
と
を
求
む
る
」
と
の
大
論
の
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文
言
を
以
て
指
摘
す
る
。

4
．
義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
）、
三
三
五
頁
下
―
三
三
六
頁
上

5
．
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
現
代
語
訳
浄
土
三
部
経
』、
浄
土
宗
、
二
〇
一
一
、
五
四
頁

6
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
一
頁

7
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
一
頁

8
．
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
現
代
語
訳
浄
土
三
部
経
』、
浄
土
宗
、
二
〇
一
一
、
七
五
頁

9
．
義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
）、
三
三
七
頁
上

10
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
一
頁

11
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
三
九
頁

12
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
〇
頁

13
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
一

二
四
二
頁

14
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
二
頁

15
．
第
二
観
に
「
八
種
の
清
風
、
光
明
よ
り
出
で
て
、
こ
の
楽
器
を
鼓
（
な
ら
）
し
て
、
苦
・
空
・
無
常
・
無
我
の
音
（
こ
え
）
を
演
説
せ
し
む
」（『
浄
土
宗

聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
九
四
頁
）
と
あ
る
。

16
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
六
頁

17
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
五
七
頁

18
．「
極
楽
の
風
を
め
ぐ
る
考
察
」（
平
等
院
『
鳳
翔
学
叢
』
一
三
、
二
〇
一
七
）

19
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
三
頁

20
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
三
頁

21
．
香
川
孝
雄
『
無
量
壽
經
の
諸
本
對
照
研
究
』、
永
田
昌
文
堂
、
一
九
八
四
、
二
一
二
頁

22
．
辻
直
四
郎
『
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
法
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
、
二
二
九
頁

23
．
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
現
代
語
訳
浄
土
三
部
経
』、
浄
土
宗
、
二
〇
一
一
、
七
九
頁

24
．
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
現
代
語
訳
浄
土
三
部
経
』、
浄
土
宗
、
二
〇
一
一
、
八
〇
頁
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25
．
香
川
孝
雄
『
無
量
壽
經
の
諸
本
對
照
研
究
』、
永
田
昌
文
堂
、
一
九
八
四
、
二
一
四
―
二
一
五
頁

26
．
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
、
七
一
頁

27
．
香
川
孝
雄
『
無
量
壽
經
の
諸
本
對
照
研
究
』、
永
田
昌
文
堂
、
一
九
八
四
、
二
一
二
頁

28
．
袖
山
榮
輝
『
全
訳
全
注
阿
弥
陀
経
事
典
』、
鈴
木
出
版
、
二
〇
〇
八
、
二
六

二
七
頁

29
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
四
巻
、
浄
土
宗
、
五
一
一
頁

30
．
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
法
然
上
人
の
ご
法
語
』
ａ
法
語
編
、
浄
土
宗
、
一
九
九
九
、
一
一
六
頁

31
．『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
八
頁

キ
ー
ワ
ー
ド

無
量
寿
経

第
二
十
八
見
道
場
樹
願

第
四
十
六
随
意
聞
法
願

極
楽
の
風

極
楽
の
池

（
そ
で
や
ま

え
い
き

浄
土
宗
総
合
研
究
所

主
任
研
究
員
）
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