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

―
『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
極
楽
に
存
在
す
る
者
―

袖

山

榮

輝

は
じ
め
に

〜
研
究
テ
ー
マ
と
そ
の
動
機
〜

筆
者
は
浄
土
宗
総
合
研
究
所
の
一
員
と
し
て
、
浄
土
宗
に
お
け
る
宗
祖
法
然
上
人
（
一
一
三
三
〜
一
二
一
二
）
八
百
年
大
遠
忌
記
念
事
業

の
一
つ
「
浄
土
宗
基
本
典
籍
の
現
代
語
訳
研
究
」
に
携
わ
っ
た
。
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
か
ら
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
の
都
合
九

年
間
に
わ
た
り
、
法
然
上
人
が
制
定
さ
れ
た
「
浄
土
三
部
経
」（『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』）
を
精
読
し
、
現
代
語
訳
を
施

す
と
い
う
作
業
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
現
代
語
訳
は
御
遠
忌
正
当
の
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
の
春
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
訳
『
現
代
語
訳
浄
土
三
部
経
』（
浄
土
宗
）

と
し
て
出
版
さ
れ
た
が
、
現
代
語
訳
の
過
程
に
お
い
て
研
究
す
べ
き
課
題
が
数
多
く
見
出
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
論
考

を
発
表
し
て
き
た
。
元
来
、
浄
土
教
研
究
を
専
攻
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
現
在
、
筆
者
の
研
究
は
浄
土
三
部
経
が
主
な
領
域
と

な
っ
て
い
る
。
今
回
、
本
研
究
所
に
お
け
る
研
究
テ
ー
マ
を
「
極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
生
に
関
す
る
研
究
」
と
定
め
た
背
景
で
あ
る
。

さ
て
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
の
用
例
は
、
今
日
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
見
出
せ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
す
で
に
浄
土
宗
関
係
者
に
お
い
て
周

極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
生
に
関
す
る
研
究
Ⅰ
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知
さ
れ
て
き
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
椎
尾
辨
匡
師
（
一
八
七
六
〜
一
九
七
一
、
以
下
敬
称
略
）
の
共
生
会
運
動
、
共
生
思
想
が
源
泉
と
な
っ

て
の
こ
と
で
あ
る
。

椎
尾
と
縁
の
深
い
本
学
に
お
い
て
、
研
究
テ
ー
マ
に
「
共
生
」
を
盛
り
込
む
以
上
は
、
不
十
分
な
が
ら
も
椎
尾
に
よ
る
「
共
生
」
の
用
法

を
見
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
そ
の
一
例
を
『
共
生
講
壇
』
に
見
て
み
よ
う
。「
仏
教
は
無
我
の
根
底
に
立
ち
縁
起
の
実
相
を
主
張
」
し
、「
一
切
が
相
依
相
関
」

で
あ
っ
て
、「
す
べ
て
は
協
同
で
あ
り
共
生
で
あ
り
、
社
会
の
お
か
げ
」(1)と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
窺
え
る
「
共
生
」
は
縁
起
の
世
界
の
な
か
で
生

き
て
い
く
私
た
ち
の
姿
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
こ
う
し
た
理
解
は
、
本
学
の
受
験
サ
イ
ト
「
と
う
が

く
N
A
V
I」（
http://w
w
w
.navi.tokaigakuen-u.ac.jp/直
近
ア
ク
セ
ス
二
〇
一
六
・
二
・
五
）
に
示
さ
れ
る
大
学
概
要
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
建
学
の
理
念
に
つ
い
て
「
共
生
（
と
も
い
き
）」
の
思
想
と
明
示
し
た
上
で
、「
ス
ポ
ー
ツ
教
育
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
力
を
入
れ
、
共
に
生
か
し
生
か
さ
れ
共
に
生
き
る
こ
と
へ
の
理
解
を
深
め
ま
す
」
と
語
り
、「
共
生
（
と
も
い
き
）」
を
「
共
に
生
か
し

生
か
さ
れ
共
に
生
き
る
こ
と
」
と
読
み
込
ん
で
い
る
。

た
だ
し
椎
尾
は
、
縁
起
の
思
想
を
背
景
と
す
る
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
を
、
浄
土
宗
の
宗
祖
法
然
上
人
が
「
偏
依
善
導
」
と
仰
ぐ
唐
の
善

導
大
師
（
六
一
三
―
六
八
一
、
以
下
敬
称
略
）
の
思
想
と
結
び
付
け
て
用
い
る
。

『
善
導
大
師
―
全
研
究
の
提
唱
―
』
に
お
い
て
椎
尾
は
、
善
導
御
作
の
儀
礼
『
往
生
礼
讃
』
な
ど
で
繰
り
返
し
唱
え
ら
れ
る
フ
レ
ー
ズ
「
願

共
諸
衆
生

往
生
安
楽
国
（
願
わ
く
は
諸
々
の
衆
生
と
共
に
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
）」
と
い
う
一
節
か
ら
、「
善
導
よ
り
こ
の
共
生
を
ぬ
き
に

し
て
は
善
導
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
」(2)と
論
じ
、「
願
共
」
の
「
共
」
と
「
往
生
」
の
「
生
」
が
合
わ
さ
り
「
共
生
」
で
あ
る
と
の
見
解
を

示
す
。
善
導
が
示
す
「
安
楽
国
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
浄
土
教
経
典
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
仏
国
土
、
す
な
わ
ち
西
方
極
楽
浄
土
の

こ
と
を
指
し
、
そ
こ
は
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
「
共
に
往
生
し
た
い
」
と
願
わ
れ
る
、
そ
れ
こ
そ
「
共
生
」
が
願
わ
れ
る
世
界
と
位
置
付
け
ら
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れ
よ
う
。

椎
尾
は
善
導
大
師
の
思
想
を
論
じ
る
な
か
、「
弥
陀
の
大
願
は
無
条
件
に
衆
生
を
摂
取
す
る
。
善
き
も
悪
し
き
も
み
な
と
も
に
往
く
の
だ
。

み
な
と
も
に
往
け
る
の
だ
。
五
乗
皆
往
で
あ
り
、
共
生
浄
土
で
あ
り
、
み
な
こ
と
ご
と
く
往
け
る
よ
う
に
す
る
の
が
弥
陀
の
願
で
あ
る
」、
あ

る
い
は
「
弥
陀
の
願
い
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
い
う
一
つ
の
共
生
団
体
に
な
る
と
す
る
普
遍
的
同
行
思
想
が
善
導
大
師
ぐ
ら
い
ハ
ッ
キ
リ
と

出
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
」(3
)と

述
べ
、
縁
起
の
世
界
に
お
い
て
共
に
生
き
る
私
た
ち
の
姿
ば
か
り
で
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き

に
よ
り
共
に
極
楽
往
生
が
か
な
う
私
た
ち
の
姿
に
つ
い
て
も
ま
た
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表
現
す
る
。
椎
尾
に
お
け
る
「
共
生
」

は
浄
土
教
、
就
中
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
本
願
成
就
の
あ
り
さ
ま
を
表
現
す
る
言
葉
で
も
あ
る
。

椎
尾
は
浄
土
教
に
つ
い
て
「
浄
土
教
に
於
て
は
個
人
だ
け
が
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
全
然
な
い
」
と
評
し
た
上
で
、
善
導
が
用
い
る
「
廻

願
往
生
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
「
個
在
独
自
な
る
も
の
を
引
き
廻
し
て
共
生
へ
と
せ
ら
る
る
意
に
他
な
ら
ぬ
」
と
解
釈
し
、
さ
ら
に
は

「
社
会
全
体
が
共
に
生
き
る
の
で
あ
り
、
天
地
と
共
に
生
き
る
の
で
あ
り
、
祖
先
や
子
孫
と
共
に
生
き
て
い
る
の
が
共
生
で
あ
る
。
こ
の
共
生

の
心
地
が
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
た
と
き
に
浄
土
教
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
が
悟
る
の
で
は
な
い
、
皆
が
共
に
悟
ら
さ
れ
生
か
さ
れ
て
ゆ
く

の
で
、
自
證
で
は
な
い
。
共
生
の
大
御
命
（
お
お
み
い
の
ち
）
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
、
か
く
浄
土
教
は
見
る
」(4
)と

主
張
す
る
。

こ
こ
で
は
阿
弥
陀
仏
を
「
大
御
命
」
と
置
き
換
え
る
が
、「
共
生
」
の
理
想
形
を
浄
土
教
に
求
め
、
そ
の
理
想
形
は
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き

に
よ
る
と
と
い
う
椎
尾
の
理
解
が
窺
わ
れ
よ
う
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
視
線
に
沿
い
な
が
ら
私
た
ち
自
身
の
有
り
よ
う
を
捉
え
よ
う
と

す
る
時
、「
共
生
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
浮
き
上
が
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
か
な
る
世
界
で
あ
れ
阿
弥
陀
仏
の
御
心
、
本
願
が

及
ん
で
い
る
限
り
、
私
た
ち
に
本
願
の
視
線
に
沿
っ
て
い
く
姿
勢
が
あ
れ
ば
「
共
生
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

本
研
究
の
目
的
は
、
浄
土
宗
宗
祖
法
然
上
人
が
制
定
さ
れ
た
「
浄
土
三
部
経
」（『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』）
に
お
い
て

説
示
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
も
し
く
は
無
量
寿
仏
の
仏
国
土
、
す
な
わ
ち
極
楽
浄
土
の
様
相
に
つ
い
て
「
共
生
」
を
読
み
取
っ
て
い
く
こ
と
に
あ

極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
生
に
関
す
る
研
究
Ⅰ
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る
。
極
楽
浄
土
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
成
就
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。「
共
生
」
を
読
み
取
る
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う

視
点
に
沿
う
と
い
う
姿
勢
を
出
発
点
と
し
て
お
き
た
い
。

ち
な
み
に
極
楽
の
様
相
は
「
荘
厳
」
と
い
う
言
葉
で
修
飾
さ
れ
る
が
、「
荘
厳
」
と
漢
訳
さ
れ
る
vyūha
に
は
、
そ
も
そ
も
「
配
置
」
と
い

う
意
味
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
取
り
合
わ
せ
」「
組
み
合
わ
せ
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
本
研
究
で
は
極
楽

の
諸
相
に
お
け
る
「
取
り
合
わ
せ
」「
組
み
合
わ
せ
」
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、「
共
生
」
の
姿
を
さ
ぐ
っ
て
い
き
た
い
。

さ
て
本
稿
は
、
極
楽
浄
土
の
様
相
を
語
る
う
え
で
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
要
素
の
一
つ
で
あ
ろ
う
「
そ
こ
に
存
在
す
る
者
た
ち
」
に
つ
い

て
論
考
を
施
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
「
浄
土
三
部
経
」
の
う
ち
『
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
『
無
量
寿
経
』
の
概
要
に
つ
い

て
は
周
知
の
こ
と
と
し
て
省
略
し
、『
無
量
寿
経
』
の
底
本
は
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
を
用
い
る
。

ま
た
本
稿
は
当
初
、
本
研
究
の
方
向
性
を
示
す
研
究
ノ
ー
ト
と
位
置
付
け
、
基
礎
作
業
の
一
端
を
紹
介
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
が
、
最
終

的
に
論
文
と
し
て
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
ノ
ー
ト
の
性
格
を
残
し
て
い
る
が
、
ご
了
解
願
い
た
い
。

な
お
本
節
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、
研
究
テ
ー
マ
に
用
い
た
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
の
読
み
方
を
定
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ひ
と
ま
ず
は
、

一
般
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
「
き
ょ
う
せ
い
」
と
訓
読
し
て
お
き
た
い
。

一
、
極
楽
に
お
け
る
四
者
の
存
在

康
僧
鎧
訳
と
示
さ
れ
、
無
量
寿
仏
（
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
）
の
成
仏
と
、
無
量
寿
仏
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
極
楽
浄
土
の
様
相
を
説
く
『
無

量
寿
経
』
は
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
を
開
示
し
た
後
、
法
蔵
が
無
量
寿
仏
と
な
っ
た
成
仏
と
そ
の
仏
の
安
楽
と
い
う
世
界
（
す
な
わ
ち
極
楽

浄
土
）
の
存
在
を
説
き
明
か
す
。

こ
の
う
ち
四
十
八
願
は
一
願
一
願
ず
つ
、「
設
我
得
仏
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
か
ら
は
じ
ま
り
「
不
取
正
覚
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
締
め
く
く

共
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ら
れ
る
「
願
文
」
と
呼
ば
れ
る
文
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
願
文
は
無
量
寿
仏
の
前
身
で
あ
る
法
蔵
菩
薩
が
、「
私
が
仏
と
な
る
以
上
、
万

が
一
に
も
○
○
で
き
な
い
／
○
○
に
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
私
は
仏
と
な
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」(5
)と

い
っ
た
形
式
で
誓
い
を
立
て
た

誓
願
で
あ
り
、
法
蔵
は
こ
う
し
た
四
十
八
の
誓
願
の
成
就
を
条
件
と
し
て
成
仏
し
た
。
四
十
八
願
は
無
量
寿
仏
が
前
身
で
あ
る
法
蔵
菩
薩
の

時
代
に
建
て
た
誓
願
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
本
願
」
と
称
さ
れ
る
。

四
十
八
願
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
、
三
つ
の
視
点
か
ら
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る(6
)。

そ
の
第
一
は
仏
と
し
て
の
有
り
よ

う
に
関
す
る
も
の
（
摂
法
身
願
）、
第
二
は
建
立
さ
れ
る
仏
国
土
の
有
り
よ
う
に
関
す
る
も
の
（
摂
浄
土
願
）、
第
三
は
か
か
わ
り
を
持
つ
で

あ
ろ
う
者
た
ち
の
有
り
よ
う
に
関
す
る
も
の
（
摂
衆
生
願
）
で
あ
る
。

第
一
に
つ
い
て
は
第
十
二
光
明
無
量
願
、
第
十
三
寿
命
無
量
願
、
第
十
七
諸
仏
称
揚
願
が
配
さ
れ
、
第
二
に
つ
い
て
は
第
三
十
一
国
土
清

浄
願
、
第
三
十
二
国
土
厳
飾
願
が
配
さ
れ
る
。
第
三
に
つ
い
て
は
残
り
の
四
十
三
願
が
配
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
第
三
の
摂
衆
生
願
は
、
無
限
と
も
言
え
る
無
量
寿
仏
の
教
化
対
象
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、「
何
処
」
の
「
誰
」
に
向
け
た
誓
願

で
あ
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
れ
ま
た
い
く
つ
か
に
分
類
で
き
る
。「
何
処
」
に
つ
い
て
は
無
量
寿
仏
の
仏
国
土
と
そ
れ
以
外
の
世
界
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
、「
誰
」
に
つ
い
て
は
凡
夫
（
人
・
天
）
と
聖
者
（
声
聞
・
菩
薩
）
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
「
何
処
」
と
「
誰
」
の

組
み
合
わ
せ
に
し
た
が
っ
た
分
類
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
摂
衆
生
願
に
配
さ
れ
る
四
十
三
願
は
、

イ
、
自
身
の
仏
国
土
（
極
楽
浄
土
）
の
凡
夫
に
向
け
た
も
の

（
計
十
七
願
）

ロ
、
他
国
の
仏
国
土
の
凡
夫
に
向
け
た
も
の

（
計
七
願
）

ハ
、
聖
人
の
う
ち
自
身
の
仏
国
土
（
極
楽
浄
土
）
の
声
聞
に
む
け
た
も
の

（
計
一
願
）

ニ
、
聖
人
の
う
ち
自
身
の
仏
国
土
（
極
楽
浄
土
）
の
菩
薩
に
向
け
た
も
の

（
計
九
願
）

極
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ホ
、
聖
人
の
う
ち
他
国
の
菩
薩
に
向
け
た
も
の

（
計
九
願
）

と
い
っ
た
五
つ
に
分
類
で
き
る
。

こ
の
う
ち
極
楽
浄
土
の
様
相
と
し
て
「
そ
こ
に
存
在
す
る
者
」
に
か
か
わ
る
の
は
イ
、
ハ
、
ニ
の
三
項
で
あ
る
。「
イ
」
項
は
「
設
我
得
仏
」

と
い
う
冒
頭
の
フ
レ
ー
ズ
に
続
い
て
「
国
中
人
天
」
と
示
さ
れ
、「
ハ
」
項
は
同
じ
く
「
国
中
声
聞
」、「
二
」
項
も
同
じ
く
「
国
中
菩
薩
」
と

示
さ
れ
る
。
願
文
か
ら
察
す
る
に
無
量
寿
仏
の
仏
国
土
（
極
楽
浄
土
）
に
は
人
・
天
・
声
聞
・
菩
薩
の
四
者
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

無
量
寿
仏
の
誓
願
を
語
る
『
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
は
、
註
釈
書
を
中
心
に
、
四
十
八
の
願
文
に
対
応
し
て
一
々
の
誓
願
が
成
就
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
願
成
就
の
文
を
指
し
示
す
作
業
が
な
さ
れ
て
き
た
。
無
量
寿
仏
の
成
仏
は
一
々
の
誓
願
を
成
就
し
て
は
じ
め
て
成
し
遂
げ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
無
量
寿
仏
の
成
仏
を
主
張
す
る
際
に
は
、
誓
願
の
成
就
を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

摂
衆
生
願
の
う
ち
、
極
楽
浄
土
に
お
け
る
人
・
天
・
声
聞
・
菩
薩
の
存
在
そ
の
も
の
を
誓
う
も
の
は
な
い
。
い
ず
れ
の
願
文
も
そ
れ
ら
四

者
の
存
在
が
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
願
文
に
お
い
て
存
在
が
想
定
さ
れ
る
四
者
が
実
際
に
極
楽
浄
土
に
存
在
す
る
か
否
か
を
確
認
す

る
た
め
に
は
、
願
成
就
の
文
に
含
ま
れ
る
四
者
の
存
在
を
指
し
示
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

『
無
量
寿
経
』
は
四
十
八
願
の
説
示
の
後
、
無
量
寿
仏
が
す
で
に
成
仏
し
て
い
る
こ
と
、
加
え
て
自
身
の
仏
国
土
で
あ
る
安
楽
国
に
在
し

て
い
る
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
第
十
七
光
明
無
量
願
の
願
成
就
を
含
む
無
量
寿
仏
の
光
明
に
対
す
る
称
讃
が
あ
り
、
次
い
で
そ
の
寿
命
の

長
さ
に
つ
い
て
「
計
其
壽
命
長
遠
之
數
不
能
窮
盡
知
其
限
」（
そ
の
寿
命
の
長
遠
の
数
を
計
る
と
も
、
窮
尽
し
て
、
そ
の
限
極
を
知
る
こ
と
能

わ
じ
）(8
)、

す
な
わ
ち
長
過
ぎ
て
計
測
不
能
で
あ
る
と
言
及
し
た
後
、

①
聲
聞
菩
薩
天
人
之
衆
壽
命
長
短
亦
復
如
是
非
算
數
譬
喩
所
能
知
也

＊
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
。

（
声
聞
・
菩
薩
・
天
・
人
の
衆
の
寿
命
の
長
短
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
算
数
譬
喩
の
能
く
知
る
所
に
あ
ら
ず
。）(9
)
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と
そ
の
他
の
者
の
寿
命
に
つ
い
て
も
説
示
し
て
、
無
量
寿
仏
の
世
界
に
は
無
量
寿
仏
の
ほ
か
に
、
声
聞
と
菩
薩
と
天
と
人
と
の
四
種
が
存
在

す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
無
量
寿
仏
を
除
け
ば
、
こ
の
四
者
を
『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
極
楽
に
存
在
す
る
者
と
考
え
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
引
用
文
①
に
つ
い
て
は
第
十
五
眷
属
長
寿
願
の
成
就
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。(10
)そ

こ
で
第
十
五
願
を
見
て
み
た
い
。

②
設
我
得
佛
國
中
人
天
壽
命
無
能
限
量
除
其
本
願
脩
短
自
在
若
不
爾
者
不
取
正
覺

（
も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
人
天
、
寿
命
能
く
限
量
な
か
ら
ん
。
そ
の
本
願
あ
っ
て
脩
短
自
在
な
ら
ん
を
ば
除
く
。
も

し
し
か
ら
ず
ん
ば
正
覚
を
取
ら
じ
。）(11
)

一
応
、
現
代
語
訳
も
付
し
て
お
こ
う
。

私
が
仏
と
な
る
以
上
、〔
私
の
〕
国
土
に
住
む
人
々
や
天
人
の
寿
命
に
限
り
が
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。〔
た
だ
し
〕
彼
ら
に
本
願
と
し

て〔
寿
命
の
〕長
短
を
自
由
に
し
た
い
者
に
つ
い
て
は
除
く
こ
と
と
し
よ
う
。〔
万
が
一
に
も
〕そ
の
よ
う
に
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

〔
そ
の
間
、〕
私
は
仏
と
な
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。(12
）

第
十
五
願
（
引
用
文
②
）
は
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、「
国
中
の
人
天
」
に
向
け
た
誓
願
で
あ
り
、
先
の
分
類
で
言
え
ば
「
イ
」
項
に
相
当

す
る
。
し
か
し
、
そ
の
成
就
文
と
解
釈
さ
れ
る
引
用
文
①
に
お
い
て
は
「
ハ
」
項
と
「
ニ
」
項
の
要
素
が
加
わ
る
。
願
文
で
は
「
人
天
」
に

向
け
た
誓
願
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
成
就
の
段
階
に
お
い
て
は
そ
の
枠
組
み
を
越
え
、「
声
聞
」「
菩
薩
」
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
二
分
類
さ
れ
る
四
者

引
用
文
①
で
極
楽
浄
土
に
声
聞
と
菩
薩
と
天
と
人
と
の
四
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
『
無
量
寿
経
』
は
、
引
き
続
い
て
、

③
又
聲
聞
菩
薩
其
數
難
量
不
可
稱
説
神
智
洞
達
威
力
自
在
能
於
掌
中
持
一
切
世
界
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（
ま
た
声
聞
・
菩
薩
、
そ
の
数
量
り
難
し
。
称
説
す
べ
か
ら
ず
。
神
智
洞
達
し
て
、
威
力
自
在
な
り
。
能
く
掌
中
に
お
い
て
、
一
切

の
世
界
を
持
せ
り
。）(13
)

と
説
示
し
、
四
者
の
う
ち
声
聞
と
菩
薩
に
つ
い
て
言
及
し
、
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
多
く
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
話
題
を
転
換
さ
せ
る
。

こ
こ
で
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
じ
つ
は
極
楽
浄
土
に
お
け
る
数
量
に
つ
い
て
言
及
す
る
誓
願
は
第
十
四
声
聞
無
数
願
だ
け
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

④
設
我
得
佛
國
中
聲
聞
有
能
計
量
下
至
三
千
大
千
世
界
聲
聞
縁
覺
於
百
千
劫
悉
共
計
挍
知
其
數
者
不
取
正
覺

（
も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
声
聞
、
能
く
計
量
あ
っ
て
、
下
、
三
千
大
千
世
界
の
声
聞
・
縁
覚
、
百
千
劫
に
お
い
て
、

悉
く
共
に
計
挍
し
て
そ
の
数
を
知
る
に
至
ら
ず
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。）(14
)

で
あ
り
、
極
楽
浄
土
に
は
計
算
し
よ
う
が
な
い
ほ
ど
無
数
に
存
在
す
る
よ
う
に
と
い
う
誓
願
は
、
声
聞
に
向
け
た
も
の
で
あ
っ
て
菩
薩
に
向

け
た
誓
願
で
は
な
い
。
し
か
し
、
引
用
文
③
の
記
述
は
前
節
「
ハ
」
項
の
枠
組
み
を
超
え
、「
ニ
」
項
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ

う
に
解
釈
す
べ
き
か
。
前
節
と
同
様
の
疑
問
が
生
じ
て
こ
よ
う
。
と
も
あ
れ
極
楽
浄
土
に
於
い
て
声
聞
と
菩
薩
が
共
に
無
数
で
あ
る
こ
と

は
、
続
く
一
段
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

⑤
彼
佛
初
會
聲
聞
衆
數
不
可
稱
計
菩
薩
亦
然

（
か
の
佛
の
初
会
の
声
聞
衆
の
数
、
称
計
す
べ
か
ら
ず
。
菩
薩
も
ま
た
し
か
り
。）(15
)

と
述
べ
、
無
量
寿
仏
が
初
め
て
説
法
し
た
場
に
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
声
聞
と
菩
薩
が
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
じ
つ
は
註
釈
は
こ
の

部
分
を
第
十
四
声
聞
無
数
願
の
願
成
就
と
見
て
い
る
。
（
16
）さ

ら
に
ま
た
そ
の
一
段
は

⑥
目
連
等
於
百
千
萬
億
那
由
他
劫
計
彼
初
會
聲
聞
菩
薩
所
知
數
者
猶
如
一
渧
其
所
不
知
如
大
海
水

（
目
連
等
の
ご
と
き
、
百
千
万
億
那
由
他
劫
に
お
い
て
、
か
の
初
会
の
声
聞
・
菩
薩
を
計
っ
て
、
知
る
所
の
数
は
、
な
お
し
一
渧
の
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ご
と
く
、
そ
の
知
ら
ざ
る
所
は
、
大
海
の
ご
と
し
。）(17
)

と
締
め
く
く
ら
れ
る
。

前
節
で
は
第
十
五
眷
属
長
寿
願
に
お
い
て
は
極
楽
浄
土
に
お
け
る
人
天
の
寿
命
無
量
が
誓
わ
れ
た
だ
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
願
成
就
に
お

い
て
は
声
聞
菩
薩
天
人
と
う
い
四
者
の
寿
量
無
量
が
示
さ
れ
た
。
今
は
第
十
四
声
聞
無
数
願
に
お
い
て
は
極
楽
浄
土
に
お
け
る
声
聞
が
無
数

に
存
在
す
る
よ
う
に
誓
わ
れ
た
が
、
願
成
就
の
文
に
お
い
て
は
菩
薩
も
ま
た
無
数
で
あ
る
と
示
さ
れ
た
。
こ
こ
で
声
聞
と
菩
薩
が
不
可
分
の

組
み
合
わ
せ
で
あ
る
と
い
う
関
係
性
が
示
さ
れ
た
と
言
え
る
が
、
こ
の
文
脈
の
流
れ
で
あ
れ
ば
、
天
と
人
の
数
量
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
良

さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
こ
の
段
落
は
閉
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
天
と
人
の
数
量
は
ど
こ
で
示
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
続
く
段
落
を
見
て
み
る
と
、
極
楽
浄
土
の
樹
木
に
関
す
る
叙
述
が
あ
り
、
さ
ら
に
道
場
樹
に
関
す
る
叙
述
が
続
く
な
か
、

⑦
若
彼
國
人
天
見
此
樹
者
得
三
法
忍
一
者
音
響
忍
二
者
柔
順
忍
三
者
無
生
法
忍
此
皆
無
量
壽
佛
威
神
力
故
本
願
力
故
滿
足
願
故
明
了
願

故
堅
固
願
故
究
竟
願
故

（
も
し
か
の
国
の
人
天
、
こ
の
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
に
、
満
足
願
の
故
に
、
明
了
願
の
故
に
、
堅
固
願
の
故
に
、
究
竟
願
の
故
な

り
。）(18
)

と
説
き
示
し
、
よ
う
や
く
天
と
人
へ
の
言
及
を
施
す
。
し
か
し
極
楽
に
存
在
す
る
「
人
天
」
へ
の
言
及
は
こ
の
用
例
の
み
で
あ
る
。
も
っ
と

も
「
天
人
」
と
い
う
語
順
の
用
例
で
あ
れ
ば
、

⑧
無
量
壽
國
其
諸
天
人
衣
服
飮
食
華
香
瓔
珞
繪
盍
幢
旛
微
妙
音
聲
所
居
舍
宅
宮
殿
樓
閣
稱
其
形
色
高
下
大
小

（
無
量
寿
国
の
、
そ
の
諸
も
ろ
の
天
人
、
衣
服
・
飲
食
・
華
香
・
瓔
珞
・
繪
盍
・
幢
旛
・
微
妙
の
音
声
・
所
居
の
舍
宅
・
宮
殿
樓
閣
、
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そ
の
形
色
に
称
か
な
っ
て
、
高
下
大
小
あ
り
。）

⑨
又
以
衆
寶
妙
衣
徧
布
其
地
一
切
天
人
踐
之
而
行

（
ま
た
衆
宝
の
妙
衣
を
も
っ
て
、
徧
く
そ
の
地
に
布
け
り
。
一
切
の
天
人
、
こ
れ
を
踐
ふ
ん
で
行
く
。）(19
)

の
二
例
と
後
述
す
る
一
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
極
楽
に
存
在
す
る
者
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
「
人
天
」「
天
人
」
の
用
例
は
、
そ
の
数
量

に
言
及
す
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
、
都
合
こ
の
四
例
に
止
ま
っ
た
。
そ
こ
で
留
意
し
た
い
の
が
、
摂
衆
生
願
の
四
十
三
願
の
う
ち
、
前
節
「
イ
」

項
、
す
な
わ
ち
自
身
の
仏
国
土
（
極
楽
浄
土
）
の
凡
夫
、
つ
ま
り
人
と
天
に
向
け
た
も
の
は
計
十
七
願
に
及
ぶ
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
じ
だ

け
願
成
就
の
文
が
あ
っ
て
い
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
の
後
の
「
人
天
」「
天
人
」
の
用
例
が
余
り
に
少
な
い
。
勢
い
、
極
楽
浄
土
の
「
人
天
」

に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
果
た
し
て
成
就
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
後
述
す

る
一
例
」
に
関
連
し
て
の
ち
ほ
ど
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
方
、
上
記
③
⑥
の
よ
う
な
「
声
聞
菩
薩
」、
あ
る
い
は
「
菩
薩
声
聞
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
以
下
⑩
〜
⑱
を
含
め
一
一
例
に
の
ぼ
る
。

⑩
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
爲
諸
菩
薩
聲
聞
大
衆
所
共
歎
譽
稱
其
功
徳

（
も
し
衆
生
あ
っ
て
、
そ
の
光
明
の
威
神
功
徳
を
聞
き
て
、
日
夜
に
称
説
し
て
至
心
不
断
な
れ
ば
、
意
の
諸
願
に
随
っ
て
、
そ
の
国

に
生
ま
れ
ん
こ
と
を
得
て
、
諸
も
ろ
の
菩
薩
・
声
聞
大
衆
に
、
共
に
歎
誉
し
て
、
そ
の
功
徳
を
称
せ
ら
れ
、）(20
)

⑪
設
第
六
天
王
比
無
量
壽
佛
國
菩
薩
聲
聞
光
顏
容
色
不
相
及
逮
百
千
萬
億
不
可
計
倍

（
も
し
第
六
天
王
を
無
量
寿
佛
国
の
菩
薩
・
声
聞
に
比
す
る
に
、
光
顏
容
色
、
相
及
ば
ざ
る
こ
と
、
百
千
万
億
不
可
計
倍
な
り
。）(21
)

⑫
彼
東
方
恒
沙
佛
國
無
量
無
數
諸
菩
薩
衆
皆
悉
往
詣
無
量
壽
佛
所
恭
敬
供
養
及
諸
菩
薩
聲
聞
大
衆

（
か
の
東
方
恒
沙
の
佛
国
に
お
い
て
、
無
量
無
数
の
諸
も
ろ
の
菩
薩
衆
、
皆
悉
く
無
量
寿
佛
の
所
に
往
詣
し
て
、
お
よ
び
諸
も
ろ
の

菩
薩
声
聞
大
衆
を
、
恭
敬
し
供
養
し
、）(22
)
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⑬
無
量
壽
佛
爲
諸
聲
聞
菩
薩
大
衆
班
宣
法
時
都
悉
集
會
七
寶
講
堂

（
無
量
寿
佛
、
諸
も
ろ
の
声
聞
・
菩
薩
大
衆
の
為
に
、
法
を
班
宣
し
た
ま
う
時
、
す
べ
て
、
悉
く
七
宝
の
講
堂
に
集
会
し
て
、）(23
)

⑭
一
切
諸
天
皆
齎
天
上
百
千
華
香
萬
種
伎
樂
供
養
其
佛
及
諸
菩
薩
聲
聞
大
衆

（
一
切
の
諸
天
、
皆
天
上
百
千
華
香
万
種
の
伎
楽
を
齎
っ
て
、
そ
の
佛
お
よ
び
諸
も
ろ
の
菩
薩
声
聞
大
衆
を
供
養
す
。）(24
)

⑮
願
見
彼
佛
安
樂
國
土
及
諸
菩
薩
聲
聞
大
衆

（
願
わ
く
は
か
の
佛
の
安
楽
国
土
お
よ
び
諸
も
ろ
の
菩
薩
・
声
聞
大
衆
を
見
た
て
ま
つ
ら
ん
。）(25
)

⑯
彼
佛
光
明
亦
復
如
是
聲
聞
菩
薩
一
切
光
明
皆
悉
隱
蔽
唯
見
佛
光
明
曜
顯
赫

（
か
の
佛
の
光
明
も
、
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
声
聞
・
菩
薩
、
一
切
の
光
明
、
皆
悉
く
隠
蔽
し
て
、
た
だ
佛
光
の
、
明
曜
顕
赫
な
る

を
見
た
て
ま
つ
る
。）(26
)

⑰
此
諸
衆
生
生
彼
宮
殿
壽
五
百
歳
常
不
見
佛
不
聞
經
法
不
見
菩
薩
聲
聞
聖
衆

（
こ
の
諸
も
ろ
の
衆
生
、
か
の
宮
殿
に
生
じ
て
、
寿
五
百
歳
ま
で
に
、
常
に
佛
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
。
経
法
を
聞
か
ず
。
菩
薩
・
声

聞
聖
衆
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
。）(27
)

⑱
佗
方
佛
國
諸
大
菩
薩
發
心
欲
見
無
量
壽
佛
恭
敬
供
養
及
諸
菩
薩
聲
聞
之
衆

（
他
方
佛
国
の
諸
大
菩
薩
、
発
心
し
て
、
無
量
寿
佛
を
見
た
て
ま
つ
り
、
お
よ
び
諸
も
ろ
の
菩
薩
・
声
聞
の
衆
を
恭
敬
し
供
養
せ
ん

と
欲
す
れ
ば
、）(28
)

こ
の
他
に
も
、

⑲
彼
佛
國
中
諸
聲
聞
衆
身
光
一
尋
菩
薩
光
明
照
百
由
旬

（
か
の
佛
国
の
中
の
諸
も
ろ
の
声
聞
衆
は
、
身
光
一
尋
な
り
。
菩
薩
の
光
明
は
、
百
由
旬
を
照
ら
す
。）(29
)
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と
い
う
よ
う
に
、
声
聞
と
菩
薩
が
放
つ
光
明
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

極
楽
に
存
在
す
る
者
に
は
「
声
聞
」「
菩
薩
」「
天
」「
人
」
の
四
者
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
前
節
引
用
文
①
で
見
た
よ
う
に
、
例
え

ば
四
語
に
よ
る
並
列
関
係
の
複
合
語
（
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
）
と
し
て
表
れ
た
り
す
る
。
①
の
場
合
は
「
人
天
」
に
向
け
た
第
十
五
眷
属
長
寿
願

の
願
成
就
の
部
分
と
さ
れ
る
が
、
願
文
の
枠
組
み
を
飛
び
越
え
、「
声
聞
」「
菩
薩
」
に
つ
い
て
も
計
り
知
れ
な
い
寿
命
で
あ
る
と
説
示
さ
れ

る
。
そ
こ
に
は
願
文
と
願
成
就
の
整
合
性
を
越
え
「
人
天
」
と
「
声
聞
」「
菩
薩
」
を
不
可
分
に
結
び
つ
け
る
道
理
が
は
た
ら
い
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
構
図
は
、
本
節
の
引
用
文
④
第
十
四
声
聞
無
数
願
に
つ
い
て
も
見
出
せ
た
。
願
文
に
お
い
て
は
極
楽
浄
土
に
お
け
る
声
聞
の
無

数
の
み
が
誓
わ
れ
て
い
る
の
に
、
引
用
文
⑤
の
願
成
就
に
お
い
て
は
願
文
の
枠
組
み
を
飛
び
越
え
、
声
聞
の
み
な
ら
ず
菩
薩
も
ま
た
無
数
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
引
用
文
③
⑥
で
も
確
認
で
き
、
そ
こ
で
は
「
声
聞
」
と
「
菩
薩
」
に
よ
る
並
列
関
係
の
複

合
語
が
見
て
取
れ
る
。
第
十
四
願
の
願
文
は
「
声
聞
」
に
向
け
た
誓
願
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
願
成
就
に
至
る
と
「
声
聞
」
は
「
菩
薩
」
は
切
っ

て
も
切
り
離
せ
な
い
不
可
分
の
関
係
を
結
ぶ
何
ら
か
の
道
理
が
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
複
合
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
点
が
そ
の
現
れ
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、
引
用
文
①
の
「
聲
聞
菩
薩
天
人
」
の
よ
う
に
四
者
を
複
合
語
と
し
て
示
す
用
例
は
少
な
い
。
後
述

す
る
引
用
文
㉖
と
の
二
例
の
み
で
あ
る
。「
声
聞
」「
菩
薩
」「
天
」「
人
」
の
い
ず
れ
か
が
複
合
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、「
人
」「
天
」

と
「
声
聞
」「
菩
薩
」
の
組
み
合
わ
せ
に
二
分
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
凡
夫
」
と
「
聖
者
」
と
い
っ
た
分
類
が
見
ら
れ
、
用
例
と
し
て
は
後
者

が
圧
倒
的
に
多
数
で
あ
る
。
菩
薩
が
声
聞
と
結
び
つ
く
は
た
ら
き
が
強
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
で
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
摂
衆
生
願
計
四
十
三
願
の
分
類
を
紹
介
し
た
。
そ
の
う
ち
「
イ
」
項
、
自
身
の
仏
国
土
（
極

楽
浄
土
）
の
凡
夫
に
向
け
た
も
の
は
計
十
七
願
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、「
ニ
」
項
、
聖
人
の
う
ち
自
身
の
仏
国
土
（
極
楽
浄
土
）
の
菩
薩
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に
向
け
た
も
の
は
計
九
願
で
あ
っ
た
。「
イ
」
項
の
方
が
断
然
に
多
い
。「
ホ
」
項
、
聖
人
の
う
ち
他
国
の
菩
薩
に
向
け
た
も
の
計
九
願
を
足

し
て
、
や
っ
と
同
等
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
願
文
「
イ
」
項
に
お
け
る
「
人
天
」
の
用
例
数
に
比
べ
て
、
四
十
八
願
説
示
以
降
の
「
人

天
」「
天
人
」
の
用
例
が
余
り
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
第
十
四
願
並
び
に
第
十
五
願
に
お
け
る
願
文
と
願
成
就
に
整
合
性
が
欠
け
る
問
題
と
併

せ
考
え
る
と
、
願
文
と
願
成
就
の
関
係
が
問
わ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

三
、
願
文
と
願
成
就
の
疑
問
点

こ
こ
で
再
び
引
用
文
③
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

③
又
聲
聞
菩
薩
其
數
難
量
不
可
稱
説
神
智
洞
達
威
力
自
在
能
於
掌
中
持
一
切
世
界

こ
の
一
文
は
四
十
八
願
や
無
量
寿
仏
の
成
仏
以
降
に
説
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
一
文
は
願
成
就
の
状
態
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。「
聲
聞
菩
薩
其
數
難
量
不
可
稱
説
」
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
第
十
四
声
聞
無
数
願
（
引
用
文
④
）
の
願
成
就
の
文
（
引
用
文
⑤
）
と
ま
っ

た
く
同
様
の
内
容
を
有
し
、
こ
れ
ま
た
願
成
就
と
見
な
し
て
よ
い
。
そ
の
願
文
自
体
は
声
聞
の
み
に
向
け
た
誓
願
で
あ
る
が
、
願
成
就
に
お

い
て
は
そ
の
願
意
が
菩
薩
に
ま
で
敷
衍
さ
れ
て
い
る
。
続
く
「
神
智
洞
達
」
以
下
に
つ
い
て
は
註
釈
が
興
味
深
い
解
釈
を
施
す
。

こ
こ
か
ら
は
了
慧
（
一
二
四
三
〜
一
三
三
〇
）
と
義
山
の
（
一
六
四
八
〜
一
七
一
七
）
の
註
釈
を
参
照
し
て
い
き
た
い
。
な
お
両
者
に
つ

い
て
は
浄
土
宗
を
代
表
す
る
学
僧
と
だ
け
紹
介
す
る
に
止
め
た
い
。

了
慧
『
無
量
寿
経
鈔
』
は
「
神
智
等
者
憬
興
云
得
他
心
智
宿
命
説
一
切
智
智
慧
辯
才
之
所
成
也
」(30
)と

示
す
。
こ
こ
で
い
う
「
神
智
」
に
つ
い

て
憬
興
の
説
を
参
照
し
て
、「
他
心
智
」
と
「
宿
命
智
」
と
「
説
一
切
智
」
と
「
智
慧
弁
才
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
は
「
神
智
者
此
即
願
令
得
他
心
宿
命
説
一
切
智
得
辯
才
智
辯
無
窮
等
之
所
成
也
」
(31
)と

示
し
、「
神
智
」
に
「
智

辯
無
窮
」
を
加
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
じ
つ
は
摂
衆
生
願
に
配
さ
れ
る
四
十
三
願
中
に
誓
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
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ち
、
第
五
宿
命
智
通
願
に
、

⑳
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

（
も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
人
天
、
宿
命
を
識
ら
ず
、
下
、
百
千
億
那
由
他
諸
劫
の
事
を
知
ら
ざ
る
に
至
ら
ば
、
正
覚

を
取
ら
じ
。）(32
)

と
誓
わ
れ
、
第
八
他
心
智
通
願
に

㉑
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

（
も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
人
天
、
見
他
心
智
を
得
ず
、
下
、
百
千
億
那
由
他
諸
佛
国
中
の
衆
生
の
心
念
を
知
ら
ざ
る

に
至
ら
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。）(33
)

と
誓
わ
れ
、
第
二
十
五
説
一
切
智
願
に

㉒
設
我
得
佛
國
中
菩
薩
不
能
演
説
一
切
智
者
不
取
正
覺

（
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
。）(34
)

と
誓
わ
れ
、
第
二
十
九
得
弁
才
智
願
に
、

㉓
設
我
得
佛
國
中
菩
薩
若
受
讀
經
法
諷
誦
持
説
而
不
得
辯
才
智
慧
者
不
取
正
覺

（
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
。）(35
)

と
誓
わ
れ
、
第
三
十
智
弁
無
窮
願
に
、

㉔
設
我
得
佛
國
中
菩
薩
智
慧
辯
才
若
可
限
量
者
不
取
正
覺

（
も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
菩
薩
、
智
慧
弁
才
、
も
し
限
量
す
べ
く
ん
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。）(36
)
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と
誓
わ
れ
て
い
る
。

義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
は
さ
ら
に
、
③
「
威
力
自
在
」
に
つ
い
て
「
得
那
羅
延
之
所
成
也
」(37
)と

示
す
。
つ
ま
り
第
二
十
六
那
羅
延
身

願
の
成
就
と
見
る
。
願
文
を
示
す
な
ら
ば
、

㉕
設
我
得
佛
國
中
菩
薩
不
得
金
剛
那
羅
延
身
者
不
取
正
覺

（
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
。）(38
)

と
な
る
。
那
羅
延
は
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ナ
と
称
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
神
に
起
源
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
金
剛
力
士
と
も
訳
さ
れ
る
。(39
)「

威
力

自
在
」
は
那
羅
延
の
よ
う
な
強
靭
な
身
体
を
獲
得
す
れ
ば
こ
そ
発
揮
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
引
用
文
③
に
関
わ
る
誓
願
を
並
べ
て
み
た
。
ご
覧
の
と
お
り
、
は
じ
め
の
二
つ
は
「
人
天
」
に
向
け
た
誓
願
で
あ
り
、
後
の
四
つ

は
「
菩
薩
」
に
向
け
た
誓
願
で
あ
る
。
引
用
文
③
の
主
語
は
「
聲
聞
菩
薩
」
で
あ
る
。
一
方
、
述
部
に
当
た
る
部
分
で
は
「
人
天
」
と
「
菩

薩
」
に
向
け
た
誓
願
の
成
就
が
混
在
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
了
慧
『
無
量
寿
経
鈔
』
は
「
説
智
智
辯
可
爾
攝
菩
薩
故
他
心
宿
命
其
義
不
然
攝
凡
夫
故
」(40
)と

示
す
。
菩
薩
に
「
説
一
切

智
」
と
「
智
慧
弁
才
」
が
具
わ
る
の
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、「
他
心
智
」
と
「
宿
命
智
」
は
凡
夫
に
お
い
て
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
示
さ
れ
る
の
は
適
当
で
な
い
と
疑
問
を
呈
す
る
。
矛
盾
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
を
見
て
み
る
と
、「
但
他
心
宿
命
雖
攝
凡
人
三
重
七
重
互
相
通
故
」(41
)と

の
解
釈
を
示
す
。
人
天
と
菩
薩
に
向

け
た
誓
願
の
成
就
が
混
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
義
山
は
「
他
心
智
」
と
「
宿
命
智
」
は
凡
人
を
摂
す
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
「
互
い
に
相
通
ず
る
か
ら
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
了
慧
が
懐
い
た
よ
う
な
疑
問
の
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
人
天
」
に
向
け
た
誓

願
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
成
就
に
お
い
て
は
「
菩
薩
」
に
も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
「
人
天
」
と
「
声
聞
」
に
お

い
て
も
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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法
蔵
は
「
人
・
天
」「
声
聞
」「
菩
薩
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
向
け
て
誓
願
を
立
て
た
が
、
願
成
就
の
段
階
に
な
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
誓
願

は
四
者
に
お
い
て
「
相
通
じ
る
」
も
の
に
な
る
と
、
ひ
と
ま
ず
は
そ
う
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
四
十
八
願
の
成
就
以
降
、「
人
天
」「
天
人
」
の
用
例
が
「
声
聞
菩
薩
」「
菩
薩
声
聞
」
の
用
例
に
比
し
て
少
な
い

の
は
、
両
者
が
相
互
に
「
相
通
じ
た
」
結
果
、
後
者
に
収
斂
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

四
、
因
順
餘
方

と
こ
ろ
で
、
引
用
文
①
の
「
聲
聞
菩
薩
天
人
」
と
同
じ
く
、
四
語
に
よ
る
複
合
語
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
例
、

㉖
彼
佛
國
土
淸
淨
安
穩
微
玅
快
樂
次
於
無
爲
泥
洹
之
道
其
諸
聲
聞
菩
薩
天
人
智
慧
高
明
神
通
洞
達
咸
同
一
類
形
無
異
状
但
因
順
餘
方
故

有
天
人
之
名
顏
貌
端
正
超
世
希
有
容
色
微
玅
非
天
非
人
皆
受
自
然
虚
無
之
身
無
極
之
體

（
か
の
佛
の
国
土
は
、
清
浄
安
穏
に
し
て
微
妙
快
楽
な
り
。
無
為
泥
洹
の
道
に
次
げ
り
。
そ
の
諸
も
ろ
の
声
聞
・
菩
薩
・
天
・
人
、

智
慧
高
明
に
神
通
洞
達
し
、
咸
同
じ
く
一
類
に
し
て
、
形
異
状
な
し
。
た
だ
余
方
に
因
順
す
る
が
故
に
、
天
・
人
の
名
あ
り
。）(42
)

と
い
っ
た
用
例
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、「
清
浄
」「
安
穏
」「
微
妙
」「
快
楽
」
と
形
容
さ
れ
る
無
量
寿
仏
の
仏
国
土
、
つ
ま
り
極
楽
浄
土
に
い
る
者
は
「
迷
い
な
き
覚

り
へ
と
歩
む
こ
と
と
な
る
」(43
)と

説
か
れ
、
極
楽
に
存
在
す
る
者
と
し
て
の
四
者
が
示
さ
れ
る
。

こ
の
四
者
に
つ
い
て
は
先
ず
、「
智
慧
高
明
」「
神
通
洞
達
」「
咸
同
一
類
」「
形
無
異
状
」
と
形
容
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
形
容
に
つ
い
て
了

慧
『
無
量
寿
経
鈔
』
は
「
智
慧
高
明
等
者
乘
智
慧
願
故
高
明
也
乘
六
通
願
故
洞
達
也
乘
第
四
願
故
一
類
也
如
是
等
願
願
成
就
故
」(44
)と

述
べ
る
。

す
な
わ
ち
「
智
慧
高
明
」
は
智
慧
の
願
、「
神
通
洞
達
」
は
「
六
通
の
願
」、「
一
類
」
は
「
第
四
願
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ら
の
誓
願
に
乗

じ
、
各
々
の
誓
願
が
成
就
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
至
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
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義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
も
了
慧
と
ほ
ぼ
同
様
の
解
釈
を
施
す
な
か
、
了
慧
の
言
う
「
智
慧
の
願
」
を
「
第
二
十
五
説
一
切
智
第
二

十
九
得
辯
才
智
第
三
十
智
辯
無
窮
」(45
)と

説
明
す
る
。
各
々
の
願
文
に
つ
い
て
は
引
用
文
㉒
㉓
㉔
を
参
照
し
て
欲
し
い
が
、
引
用
文
③
に
お
け

る
「
聲
聞
菩
薩
」
が
「
神
智
洞
達
」
で
あ
る
こ
と
を
註
釈
す
る
際
に
も
こ
の
三
願
が
登
場
す
る
。
こ
こ
で
確
認
だ
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

「
菩
薩
」
に
向
け
た
誓
願
で
あ
る
。

「
六
通
の
願
」
に
つ
い
て
、
了
慧
も
義
山
も
解
説
を
施
さ
な
い
が
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
第
五
宿
命
智
通
願
、
第
六
天
眼
智
通
願
、

第
七
天
耳
智
通
願
、
第
八
他
心
智
通
願
、
第
九
神
境
智
通
願
、
第
十
速
得
漏
尽
願
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
々
の
願
文
に
つ
い
て
は
こ
こ
で

は
省
略
す
る
が
、
引
用
文
③
「
神
智
洞
達
」
を
註
釈
す
る
際
、
第
五
願
、
第
八
願
が
登
場
す
る
の
で
引
用
文
⑳
㉑
を
参
照
し
て
欲
し
い
。
こ

こ
で
ま
た
確
認
だ
が
、
こ
の
計
六
願
が
い
ず
れ
も
「
人
天
」
に
向
け
た
誓
願
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
引
用
文
③
に
お
い
て
「
聲
聞
菩
薩
」
を
形
容
す
る
「
神
智
洞
達
」
は
、
引
用
文
㉖
に
お
け
る
「
智
慧
高
明
神
通
洞
達
」
の
省
略

形
と
見
る
こ
と
も
で
き
、
引
用
文
㉖
に
お
け
る
「
聲
聞
菩
薩
天
人
」
は
引
用
文
③
に
お
け
る
「
聲
聞
菩
薩
」
の
展
開
形
と
見
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。

続
く
「
一
類
」
に
つ
い
て
は
了
慧
同
様
、
義
山
も
共
に
第
四
無
有
好
醜
願
の
成
就
で
あ
る
と
見
る
。(46
)第

四
無
有
好
醜
願
は
願
文
に
、

㉗
設
我
得
佛
國
中
人
天
形
色
不
同
有
好
醜
者
不
取
正
覺

（
も
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
人
天
、
形
色
不
同
に
し
て
、
好
醜
あ
ら
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。）(47
)

と
あ
り
、
極
楽
浄
土
に
お
け
る
人
天
の
姿
形
が
ま
ち
ま
ち
で
、
美
し
い
・
醜
い
の
と
い
っ
た
差
が
も
し
も
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
間
、
私
は
仏

と
な
ら
な
い
、
と
誓
わ
れ
て
い
る
。(48
)つ

ま
り
、「
一
類
」
と
は
、
見
た
目
に
は
「
聲
聞
菩
薩
天
人
」
の
姿
形
が
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
人
天
に
向
け
た
第
四
願
が
四
者
す
べ
て
に
適
応
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
菩
薩
に
向
け
た
智
慧
の
願
と
さ
れ
る
三

願
、
人
天
に
向
け
た
六
通
の
願
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
声
聞
・
菩
薩
・
天
・
人
の
四
者
は
、
み
な
同
様
の
性
質
、
能
力
を
有
し
、
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か
つ
同
一
の
姿
形
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
つ
の
見
解
を
示
し
て
お
き
た
い
。
少
な
く
と
も
第
四
願
か
ら
第
十
願
、
第
二
十
五
願
、
第
二
十
九
願
、
第
三
十
願
に
つ
い
て
は
、

極
楽
浄
土
の
声
聞
・
菩
薩
・
天
・
人
の
い
ず
れ
に
向
け
た
誓
願
で
あ
れ
四
者
に
お
い
て
共
有
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
了
慧
が
「
問
若
爾
何
分
菩
薩
聲
聞
人
天
別
乎
」
(49
)と

問
い
、
義
山
が
「
問

咸
同
一
類
形
無
異
狀
何
分
菩
薩
聲
聞
人
天
別
乎
」(50
)と

質
す
よ
う
に
、
姿
形
に
何
ら
違
い
が
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
四
者
の
区
別
が
必
要
な

の
か
、
と
質
す
の
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
の
が
引
用
文
㉖
「
咸
同
一
類
形
無
異
状
」
に
続
い
て
示
さ
れ
る
「
因
順
餘
方
」
と
さ
れ
る
。

了
慧
は
「
答
菩
薩
聲
聞
約
其
内
證
薄
地
凡
夫
名
爲
人
天
人
天
之
名
因
順
餘
方
」
(51
)と

示
す
。
内
証
の
有
り
よ
う
が
菩
薩
声
聞
た
る
由
縁
で
あ
り
、

覚
り
の
境
地
に
ほ
ど
遠
い
凡
夫
が
人
天
と
名
付
け
ら
れ
る
が
、
今
、
こ
こ
に
人
天
の
名
が
あ
る
の
は
「
餘
方
に
因
順
し
て
い
る
」
と
す
る
の

で
あ
る
。
義
山
も
了
慧
の
解
釈
を
踏
襲
す
る
。(52
)

「
因
順
餘
方
」
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
す
は
義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』
の
所
見
を
見
て
み
よ
う
。
筆
者
の
便
宜
上
、
原
文
を
返

り
点
等
に
し
た
が
い
現
代
仮
名
使
い
で
書
き
下
し
て
み
る
。
な
お
以
下
の
部
分
も
義
山
は
了
慧
を
踏
襲
す
る
。

因
順
餘
方
等
と
は
、
そ
の
二
義
有
り
。
一
に
は
本
業
に
随
う
。
謂
く
往
生
の
者
の
或
は
人
業
を
資
て
生
ず
る
有
り
。
或
は
天
業
を
資
て

生
ず
る
＊
者
り
。
彼
に
生
ず
る
時
、
異
形
無
し
と
雖
も
本
業
に
因
順
し
て
人
天
の
名
有
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
淨
土
は
一
等
の
菩
薩
な

れ
ど
も
本
と
聲
聞
に
し
て
生
ず
る
有
り
。
或
は
天
よ
り
生
ず
る
有
り
。
或
は
人
よ
り
生
ず
る
有
り
。
こ
れ
本
業
に
約
し
て
聲
聞
人
天
の

名
を
呼
ぶ
也
（
中
略
）
二
に
は
居
處
に
因
る
。
謂
く
彼
の
土
中
、
或
は
地
に
依
て
居
す
る
有
り
。
或
は
空
に
在
て
居
す
る
有
り
。
彼
の

果
報
に
異
狀
無
し
と
雖
も
そ
の
所
在
の
處
に
隨
て
人
天
の
名
有
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
彼
の
土
の
菩
薩
地
を
蹈
て
行
く
時
は
呼
て
人
と

云
い
、
虚
空
を
飛
行
す
る
時
は
呼
て
天
と
云
い
、
ま
た
四
諦
十
二
因
縁
の
起
を
觀
ず
る
時
は
呼
て
聲
聞
縁
覺
と
云
う
。
こ
れ
皆
當
體
に

約
す
也(53
)

（
＊
者
＝
有
の
誤
植
か
）
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
傍
線
「
浄
土
は
一
等
の
菩
薩
な
れ
ど
も
」
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
一
等
は
差
別
な
く
平
等
、
同
一
と
い
う

意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
極
楽
浄
土
に
お
い
て
存
在
す
る
者
は
お
し
な
べ
て
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
等
の
菩
薩
が
な
ぜ
「
人
」「
天
」
あ
る
い
は
「
声
聞
」
と
呼
称
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
「
謂
わ
れ
」
を
表
す
道
理
が
「
因
順
餘
方
」
で

あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
道
理
に
は
二
通
り
が
あ
る
と
い
う
。
一
つ
は
本
業
、
つ
ま
り
極
楽
に
往
生
す
る
以
前
の
境
涯
を
以
て

「
人
」「
天
」「
声
聞
」
と
呼
称
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
極
楽
浄
土
に
お
け
る
折
々
の
居
場
所
、
修
行
内
容
に
沿
っ
て
呼
称

さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
願
成
就
が
誓
願
の
枠
組
み
を
超
え
る
と
い
う
現
象
は
、
こ
の
「
因
順
餘
方
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ

る
。さ

て
、
一
端
こ
こ
で
第
一
節
か
ら
こ
こ
ま
で
の
論
考
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

第
一
節
引
用
文
①
に
お
い
て
極
楽
に
存
在
す
る
者
と
し
て
「
聲
聞
菩
薩
天
人
」
の
四
者
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
四
者
の
寿
命
が
計
り
知
れ
な

い
と
い
う
の
は
、
第
十
五
眷
属
長
寿
願
が
成
就
し
た
か
ら
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
第
十
五
願
は
極
楽
浄
土
の
「
人
天
」
に
向
け

た
誓
願
で
あ
り
、
そ
の
願
成
就
は
「
人
天
」
の
枠
組
み
を
超
え
極
楽
に
存
在
す
る
四
者
す
べ
て
に
及
ん
で
い
た
。

そ
れ
ら
の
数
量
（
人
数
と
い
う
べ
き
か
）
に
つ
い
て
は
第
二
節
引
用
文
③
に
お
い
て
「
声
聞
菩
薩
」
の
そ
れ
に
言
及
す
る
。
し
か
し
、
そ

の
説
示
は
第
十
四
声
聞
無
数
願
の
願
成
就
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
願
が
声
聞
に
向
け
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
た
そ

の
枠
組
み
を
超
え
、
菩
薩
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
と
は
い
え
四
者
す
べ
て
の
寿
命
に
つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
た
直
後
の
説
示
あ
れ
ば
、
四
者

す
べ
て
の
数
量
が
言
及
さ
れ
て
も
構
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
言
及
は
「
声
聞
菩
薩
」
に
止
ま
る
。

そ
こ
で
「
人
天
」
の
数
量
に
対
す
る
言
及
を
他
に
求
め
た
も
の
の
見
当
た
ら
ず
、
そ
れ
ば
か
り
か
、「
人
天
」「
天
人
」
の
用
例
（
引
用
文

⑦
〜
⑧
参
照
）
そ
の
も
の
が
少
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
に
比
し
て
「
声
聞
菩
薩
」「
菩
薩
声
聞
」
の
用
例
（
引
用
文
⑩
〜
⑲
参
照
）
は

多
い
。
四
者
が
並
列
関
係
に
あ
る
複
合
語
の
用
例
を
他
に
求
め
て
み
る
と
引
用
文
㉕
の
一
例
し
か
な
く
、
四
者
は
「
人
」「
天
」
と
「
声
聞
」
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「
菩
薩
」
の
組
み
合
わ
せ
に
二
分
さ
れ
、
前
者
の
用
例
が
相
対
的
に
少
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
四
十
八
願
に
お
い
て
「
人

天
」
に
向
け
た
誓
願
は
数
多
い
。
当
然
な
が
ら
、
そ
の
成
就
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
第
三
節
に
お
い
て
引
用
文
③
の
説
示
に
つ
い
て
註
釈
を
参
照
し
な
が
ら
第
十
四
願
の
他
に
、
い
か
な
る
誓
願
と
そ
の
成
就
の
関
係

が
あ
る
の
か
見
出
そ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
引
用
文
③
の
主
語
が
「
聲
聞
菩
薩
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
述
部
に
は
「
人
天
」
に
向

け
た
誓
願
（
引
用
文
⑳
㉑
）
の
願
成
就
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
混
在
は
義
山
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
相
通
ず
る
」
の
で

あ
り
、「
人
天
」
に
向
け
た
誓
願
で
あ
っ
て
も
、
願
成
就
に
お
い
て
は
「
菩
薩
」
に
も
適
用
さ
れ
、
願
成
就
に
お
い
て
は
「
人
」「
天
」
の
組

み
合
わ
せ
は
「
声
聞
」「
菩
薩
」
の
組
み
合
わ
せ
に
収
斂
さ
れ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。

次
い
で
第
四
節
に
お
い
て
は
、
四
者
が
並
列
関
係
で
複
合
語
と
な
っ
て
い
る
今
一
つ
の
用
例
（
引
用
文
㉖
）
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
も
「
人

天
」
と
「
菩
薩
」
そ
れ
ぞ
れ
に
向
け
た
誓
願
の
願
成
就
が
混
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
立
て
て
考
察
を
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
引
用

文
③
で
も
指
摘
さ
れ
た
「
人
天
」
に
向
け
た
誓
願
（
引
用
文
⑳
㉑
参
照
）
を
含
む
六
通
の
願
と
、
同
じ
く
「
菩
薩
」
に
む
け
た
誓
願
（
引
用

文
㉒
〜
㉔
参
照
）
の
願
成
就
が
混
在
し
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
四
者
が
「
一
類
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
一
類
」
は
「
人
天
」
に
向
け
た
第

四
願
の
成
就
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
四
者
に
つ
い
て
「
形
無
異
状
」
で
あ
り
、
姿
形
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
四
者
は
み
な
同
一
の
名
称
で
も
構
わ
な
い
と
の
疑
義
を
挟
み
た
く
な
る
が
、
じ
つ
は
四
者
は
お
し
な
べ
て
菩
薩
で
あ

り
、
四
者
の
呼
称
が
あ
る
の
は
「
因
順
餘
方
」
の
道
理
に
し
た
が
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
極
楽
浄
土
に
存
在
す
る
四
者
に
つ
い
て
、
四
者
を
複
合
語
と
し
て
並
列
関
係
を
示
す
用
例
を
軸
に
考
察
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
こ

に
見
出
さ
れ
る
願
文
と
願
成
就
に
お
け
る
整
合
性
の
問
題
な
ど
を
指
摘
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
問
題
は
四
者
が
じ
つ
は
み
な
菩
薩

で
あ
る
と
い
う
原
則
と
「
因
順
餘
方
」
と
い
う
道
理
の
前
に
霧
散
し
、
文
字
通
り
、
そ
も
そ
も
は
じ
め
か
ら
問
題
で
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
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か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
聲
聞
菩
薩
」
の
数
量
を
語
る
引
用
文
③
以
降
、「
天
」「
人
」
の
数
量
に
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
第
二
節
で
指
摘
し
た
が
、
そ
の
点

も
、「
天
」
も
「
人
」
も
「
菩
薩
」
と
い
う
括
り
で
扱
わ
れ
て
い
た
か
ら
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。

五
、
結
び
と
し
て

〜
共
生
の
読
み
取
り
〜

「
は
じ
め
に
」
の
節
に
お
い
て
、「
極
楽
浄
土
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
成
就
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。「
共
生
」
を
読
み
取
る
な

ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
視
点
に
沿
う
と
い
う
姿
勢
を
出
発
点
と
し
て
お
き
た
い
」
と
の
思
い
を
披
瀝
し
た
。

結
果
、
無
量
寿
仏
が
往
生
以
前
の
「
人
天
」「
声
聞
」「
菩
薩
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
向
け
た
誓
願
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
願
成
就
は
、
極
楽
浄
土

に
存
在
す
る
者
す
べ
て
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
極
楽
に
存
在
す
る
者
は
じ
つ
は
み
な

菩
薩
で
あ
っ
て
、
同
様
の
性
質
、
能
力
を
有
し
、
か
つ
同
一
の
姿
形
を
し
て
お
り
、
た
だ
呼
称
の
違
い
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
無
量
寿

仏
の
誓
願
は
、
そ
の
説
示
の
段
階
に
お
い
て
は
対
象
を
指
示
す
る
が
、
願
成
就
の
段
階
に
な
る
と
対
象
を
選
ぶ
こ
と
が
な
い
。
そ
の
結
果
、

極
楽
浄
土
に
存
在
す
る
者
そ
れ
ぞ
れ
の
一
身
に
、自
他
に
対
す
る
誓
願
の
成
就
が
共
有
さ
れ
、共
に
体
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
に「
共

生
」
の
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
極
楽
で
は
み
な
菩
薩
で
あ
る
の
に
、
往
生
以
前
の
有
り
よ
う
に
因
ん
で
「
人
」「
天
」「
声
聞
」「
菩
薩
」
と
呼
称
す
る
「
因
順

餘
方
」
な
ど
と
い
う
道
理
が
何
故
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
阿
弥
陀
経
』
に
「
舍
利
弗
、
汝
、
こ
の
鳥
は
じ
つ
に
罪
報
の
所
生
な
り
と
謂
う
こ
と
な
か
れ
」「
こ
の
諸
衆
の
鳥

は
、
皆
こ
れ
阿
彌
陀
佛
の
法
音
を
宣
流
せ
し
め
ん
と
欲
し
て
、
変
化
し
て
作
す
所
な
り
」(54
)な

ど
と
説
示
さ
れ
る
極
楽
の
鳥
と
い
う
モ
チ
ー
フ

に
つ
い
て
、「
極
楽
浄
土
の
鳥
は
畜
生
道
の
存
在
と
し
て
の
鳥
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
鳥
が
い
る
と
示
す
こ
と
が
、
極
楽
浄
土
に
お
い
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て
は
往
生
以
前
の
本
の
有
り
よ
う
が
否
定
さ
れ
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
と
読
み
取
っ
て
み
た
い
」(55
)と

の
指
摘
が
参
考
と
な

ろ
う
。

往
生
以
前
の
「
人
天
」
が
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
「
人
天
」
で
あ
ろ
う
と
も
否
定
せ
ず
に
極
楽
浄
土
に
救
い
摂
る
。
そ
こ
に
こ
そ
「
国
中

の
人
天
」
と
誓
っ
た
無
量
寿
仏
の
御
心
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
「
国
中
の
菩
薩
」
で
あ
ろ
う
と
「
国
中
の
声
聞
」

で
あ
ろ
う
と
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
な
か
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
、「
国
中
の
人
天
」
に
向
け
た
第
五
宿
命
智
通
願
（
引
用
文
⑳
）
と
第
八
他
心
智
通
願
（
引
用
文

㉑
）
で
あ
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
願
成
就
が
「
聲
聞
菩
薩
天
人
」
を
主
語
に
据
え
る
用
い
る
引
用
文
③
の
述
部
に
示
さ
れ
る

「
神
智
洞
達
」、
同
じ
く
引
用
文
㉖
の
述
部
に
示
さ
れ
る
「
神
通
洞
達
」
と
い
う
表
現
の
な
か
託
さ
れ
て
い
る
。

第
五
宿
命
智
通
願
の
現
代
語
訳
を
示
す
な
ら
ば
、「
私
が
仏
と
な
る
以
上
、〔
私
の
〕
国
土
に
住
む
人
々
や
天
人
が
、
過
去
世
を
知
る
こ
と

が
な
く
、
少
な
く
と
も
百
千
億
那
由
他
諸
劫
も
の
〔
永
い
過
去
世
の
〕
で
き
事
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
、〔
万
が
一
に
も
〕
で
き
な
い
よ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、〔
そ
の
間
、〕
私
は
仏
と
な
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。」(56
)で

あ
り
、
第
八
他
心
智
通
願
の
現
代
語
訳
を
示
す
な
ら
ば
「
私
が
仏
と

な
る
以
上
、〔
私
の
〕
国
土
に
住
む
人
々
や
天
人
が
、
他
人
の
心
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
少
な
く
と
も
百
千
億
那
由
他
も
の
み
仏
の
国
々
に

住
む
人
々
の
心
中
を
察
知
す
る
こ
と
が
、〔
万
が
一
に
も
〕
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、〔
そ
の
間
、〕
私
は
仏
と
な
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。」(57
)で

あ
る
。

往
生
以
前
に
お
い
て
「
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
認
識
す
る
。
自
分
の
こ
と

で
あ
れ
、
何
処
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
共
生
の
形

が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
お
互
い
の
心
も
手
に
取
る
よ
う
に
理
解
で
き
る
関
係
が
構
築
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
お
互
い
が
自
身
の
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過
去
の
あ
り
よ
う
を
ど
う
感
じ
て
い
る
か
も
分
か
り
合
え
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
お
互
い
の
過
去
の
有
り
よ
う
は
否
定
さ
れ
得
な
い
の

で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
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
る
。
い
か
な
る
仏
国
土
の
衆
生
で
あ
れ
、
そ
の
者
た
ち
が
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
時
、
極
楽
の
菩
薩
た
ち
は
、
か

れ
ら
の
過
去
世
を
否
定
せ
ず
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
菩
薩
が
共
同
し
て
利
他
の
活
動
を
お
こ
す
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
。極

楽
に
お
け
る
菩
薩
の
一
身
に
は
、
極
楽
浄
土
を
目
指
し
て
き
た
自
分
た
ち
の
過
去
世
に
け
る
記
憶
と
、
今
現
に
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら

極
楽
浄
土
を
目
指
す
者
た
ち
の
思
い
、願
い
が
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
量
寿
仏
の
本
願
成
就
の
う
え
に
建
立
さ
れ
た
極
楽
浄
土
は
、

そ
う
し
た
菩
薩
の
有
り
よ
う
を
可
能
に
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
今
、
述
べ
た
こ
と
は
典
拠
を
示
さ
ぬ
仮
説
の
提
唱
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
点
も
ま
た
共
生
の
姿
と
し
て
想
定
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
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、
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照
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冏
『
浄
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蔵
二
教
略
頌
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
二
巻
）
九
頁
上
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下
参
照

7

義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
）
三
七
五
頁
上
に
よ
れ
ば
、「
無
量
壽
佛
等
是
第
十
七
願
成
就
也
」
と
あ
り
、「
無
量
壽
佛
光

明
顯
赫
照
耀
十
方
諸
佛
國
土
莫
不
聞
焉
不
但
我
今
稱
其
光
明
」（『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
四
九
頁
）
の
一
節
を
第
十
七
光
明
無
量
願
の
願
成
就
と
考
え

て
よ
い
。
な
お
こ
の
一
節
を
含
む
一
段
を
浄
土
宗
で
は
「
光
明
歎
徳
章
」
と
称
し
て
い
る
。

8
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
五
〇
頁
／
二
三
八
頁

9
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
五
〇
頁
／
二
三
八
頁

10

了
慧
『
無
量
寿
経
鈔
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
）、
一
四
六
頁
下

義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
）、
三
七
六
頁
上

11
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
七
頁
／
二
二
六
頁

12

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
〇
頁

13
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
五
一
頁
／
二
三
八
頁

14
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
七
頁
／
二
二
六
頁

15
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
五
一
頁
／
二
三
九
頁

16

了
慧
『
無
量
寿
経
鈔
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
）、
一
四
七
頁
上

義
山
『
無
量
寿
経
随
聞
講
録
』（『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
）、
三
七
六
頁
下

17
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
五
二
頁
／
二
三
九
頁

18
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
五
六
〜
五
七
頁
／
二
四
一
頁

共
生
文
化
研
究

創
刊
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四
〇



19
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
六
六
頁
／
二
四
六
頁

20
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
四
九
頁
／
二
三
八
頁

21
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
六
六
頁
／
二
四
六
頁

22
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
七
四
頁
／
二
五
一
頁

23
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
八
一
頁
／
二
五
七
頁

24
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
八
二
頁
／
二
五
七
頁

25
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
一
二
三
頁
／
二
七
九
頁

26
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
一
二
四
頁
／
二
七
九
頁

27
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
一
二
七
頁
／
二
八
〇
頁

28
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
一
二
七
頁
／
二
八
一
頁

29
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
七
八
頁
／
二
五
五
頁

30
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
、
一
四
六
頁
下

31
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
、
三
七
六
頁
上

32
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
四
―
二
五
頁
／
二
二
五
頁

33
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
二
五
頁
／
二
二
五
頁

34
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
三
一
頁
／
二
二
八
頁

35
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
三
二
頁
／
二
二
九
頁

36
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
三
二
―
三
三
頁
／
二
二
九
頁

37
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
、
三
七
六
頁
上
―
下

38
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
三
一
頁
／
二
二
八
頁

39

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
三
頁

40
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
、
一
四
・
一
四
六
頁
下

41
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
四
巻
、
一
四
・
三
七
六
頁
上

極
楽
浄
土
に
お
け
る
諸
相
と
共
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に
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す
る
研
究
Ⅰ

四
一



42
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、
六
二
―
六
三
頁
／
二
四
四
頁

43

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
一
頁
参
照

44
『
浄
土
宗
全
書
』
一
四
・
一
五
五
頁
下
―
一
五
六
頁
上

45
『
浄
土
宗
全
書
』
一
四
・
三
九
〇
頁
下

46
『
浄
土
宗
全
書
』
一
四
・
三
九
〇
頁
下

47
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、・
二
四
頁
／
二
二
五
頁

48

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
、
四
八
頁
参
照

49
『
浄
土
宗
全
書
』
一
四
・
一
五
六
頁
上

50
『
浄
土
宗
全
書
』
一
四
・
三
九
〇
頁
下

51
『
浄
土
宗
全
書
』
一
四
・
一
五
六
頁
上

52
『
浄
土
宗
全
書
』
一
四
・
三
九
〇
頁
下

53
『
浄
土
宗
全
書
』
一
四
・
三
九
〇
頁
下
〜
三
九
一
頁
上

54
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
浄
土
宗
、・
三
一
七
頁

55

二
〇
一
五
（
平
成
二
十
七
）
年
一
一
月
二
六
日
開
催
の
当
研
究
所
研
究
会
に
お
け
る
筆
者
の
研
究
発
表
に
対
す
る
意
見
交
換
に
お
い
て
、
中
御
門
敬
教
氏

が
発
言
し
た
内
容
を
筆
者
の
記
憶
を
頼
り
に
解
釈
し
た
。

56

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
、
四
八
頁
参
照

57

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
、
四
八
頁
参
照

参
考
文
献

・
藤
井
実
応
「
椎
尾
弁
匡
先
生
と
共
生
の
教
化
運
動
」（
知
恩
院
淨
土
宗
學
研
究
所
『
淨
土
宗
學
研
究
』
第
九
号
、
一
九
七
六
年
）

・
永
井
隆
正
「
椎
尾
辨
匡
博
士
の
善
導
大
師
研
究
」（
知
恩
院
淨
土
宗
學
研
究
所
『
淨
土
宗
學
研
究
』
第
一
二
号
、
一
九
七
九
年
）

・
袖
山
榮
輝
「
四
十
八
願
に
お
け
る
第
四
願
と
第
五
願
の
連
続
性
」（
浄
土
宗
『
佛
教
論
叢
第
六
〇
号
』、
二
〇
一
六
、
予
定
稿
）
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キ
ー
ワ
ー
ド

声
聞
・
菩
薩
・
天
・
人

願
成
就

了
慧

義
山

因
順
余
方

（
そ
で
や
ま

え
い
き

浄
土
宗
総
合
研
究
所

主
任
研
究
員
）
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