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仏
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想
と
輪
廻
無
窮
観

佐
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道
綽
の
浄
土
教
に
は
、
釈
尊
入
滅
後
千
五
百
年
と
い
う
、
時
の
漸
降
に
対

す
る
自
覚
が
顕
著
で
あ
る
。
現
在
の
衆
生
は
無
始
以
来
、
果
て
し
な
く
生
死

流
転
を
か
さ
ね
、
そ
の
間
に
受
け
た
苦
悩
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
。
そ
の

末
代
の
衆
生
を
哀
れ
み
、
大
聖
が
大
慈
を
も
っ
て
勧
め
ら
れ
た
の
が
浄
土
往

生
の
法
門
で
あ
る
と
す
る
。
仏
性
を
持
ち
な
が
ら
、
し
か
も
多
仏
に
値
遇
す

る
と
い
う
条
件
に
満
た
さ
れ
な
が
ら
、
輪
廻
の
枠
組
み
か
ら
離
脱
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
現
実
の
衆
生
に
道
綽
は
眼
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、『
涅
槃
経
』
の
「
悉
有
仏
性
思
想
」
と
「
輪
廻
無
窮
観
」
と

い
う
視
点
か
ら
道
綽
の
浄
土
教
を
検
討
し
た
い
。
結
論
と
す
れ
ば
道
綽
は

『
観
経
』
に
よ
る
浄
土
往
生
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
が
、
若
い
時
に
修
学
し

た
『
涅
槃
経
』
の
影
響
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
『
涅
槃
経
』
の

機
に
関
す
る
深
い
洞
察
は
、
道
綽
の
浄
土
教
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

浄
土
教
、
道
綽
、
仏
性
、
輪
廻
、
往
生

は
じ
め
に

道
綽
に
お
け
る
仏
教
観
の
基
調
は
、
教
法
が
時
と
機
に
相
応
す
る
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。
仏
教
を
た
だ
学
解
理
解
の
対
象
と
は
せ
ず
、
現
実
の
人
間
の
救
済
さ
れ
る

実
践
的
な
宗
教
と
し
自
己
の
機
を
痛
烈
に
反
省
し
、
機
と
教
法
が
相
応
し
て
は
じ

め
て
修
行
も
可
能
に
な
る
と
確
信
し
た１

）

。

仏
の
所
説
の
法
と
所
修
の
行
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
仏
道
実
践
者
の
素
質
・

能
力
を
考
慮
し
た
適
応
を
必
須
の
条
件
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
機
は
法
と
行
と
の

内
容
を
も
規
定
し
、
仏
教
は
機
と
法
と
行
と
の
関
係
に
お
い
て
統
合
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
仏
教
が
人
に
対
す
る
教
え
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
対
象
と
し
て
の

人
の
機
は
、
仏
教
の
中
核
的
な
問
題
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
経
典
に
お
い
て
も

機
に
対
し
て
細
心
の
注
意
が
は
ら
わ
れ
、
随
所
に
説
か
れ
て
い
る
。
中
国
に
お
い

て
機
の
自
覚
が
、
そ
の
教
学
の
上
に
重
要
な
地
位
を
占
め
る
の
は
隋
唐
時
代
に
な

っ
て
か
ら
で
、
し
か
も
そ
れ
は
浄
土
教
と
三
階
教
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
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道
綽
は
、
時
の
漸
降
に
対
す
る
痛
切
な
自
覚
と
、
機
が
時
に
左
右
さ
れ
る
と
い

う
不
動
の
信
念
を
も
っ
て
「
現
在
は
仏
滅
後
、
第
四
の
五
百
年
に
相
当
す
る
。
ま

さ
し
く
今
時
は
修
福
懴
悔
し
て
称
名
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ま
た
「
つ
ね
に

称
名
す
る
も
の
は
、
恒
に
懴
悔
の
人
と
呼
ば
れ
る
べ
き
」
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

し
か
も
そ
の
称
名
は
「
末
世
五
濁
の
衆
生
の
た
め
、
大
聖
釈
尊
が
と
く
に
慈
悲
を

も
っ
て
す
す
め
ら
れ
る
唯
一
の
法
で
あ
る２

）

」
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
道
綽
の
仏
教
は
、
ま
さ
に
「
懴
悔
の
仏
教
」
で
あ
る
と
い
え
る
し
、

ま
た
「
念
仏
の
仏
教
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

道
綽
の
時
機
相
応
説
の
背
景
と
し
て
は
、

一
、『
涅
槃
経
』
の
研
究

二
、
那
連
提
耶
舎
の
新
訳
出
経
典

三
、
慧

教
団
へ
の
入
信

四
、
信
行
の
三
階
教

五
、
曇
鸞
の
浄
土
教

六
、
道
綽
自
身
の
亡
国
、
廃
仏
の
体
験

な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
も
『
涅
槃
経
』
の
影
響

は
、
道
綽
が
も
と
涅
槃
宗
の
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
見
逃
せ
な
い
も
の
で

あ
ろ
う３

）

。
浄
土
教
に
帰
入
後
、『
涅
槃
経
』
の
講
説
は
や
め
た
と
は
い
え
、
青
年

時
代
に
習
熟
し
た
『
涅
槃
経
』
の
精
神
は
生
涯
道
綽
の
脳
裏
か
ら
離
れ
な
か
っ
た

と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。

『
涅
槃
経
』
は
イ
ン
ド
へ
の
求
法
か
ら
帰
国
し
た
法
顕
に
よ
っ
て
四
一
八
年

『
大
般
泥

経
』
六
巻
と
し
て
、
ま
ず
建
康
（
南
京
）
に
お
い
て
訳
出
さ
れ
た
。

つ
い
で
四
二
一
年
、
北
涼
の
曇
無

に
よ
っ
て
『
北
本
涅
槃
経
』
が
訳
出
さ
れ
、

こ
の
二
本
を
再
治
し
て
、
い
わ
ゆ
る
『
南
本
涅
槃
経
』
も
あ
ら
わ
れ
て
、
南
北
と

も
中
国
全
域
に
ひ
ろ
く
流
布
す
る
こ
と
に
な
る
。
仏
陀
が
最
後
に
説
か
れ
た
究
極

の
教
え
と
し
て
、
道
綽
の
時
代
に
お
い
て
も
多
く
の
人
々
か
ら
注
目
さ
れ
る
重
要

経
典
で
あ
っ
た４

）

。

こ
の
『
涅
槃
経
』
が
テ
ー
マ
と
す
る
「
悉
有
仏
性
思
想
」
と
道
綽
が
特
に
強
調

す
る
「
輪
廻
無
窮
観
」
と
の
関
連
を
視
点
に
お
い
て
、
道
綽
の
浄
土
教
の
本
意
が

ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
探
っ
て
見
た
い
。

一
、
悉
有
仏
性
思
想

道
綽
は
『
安
楽
集
』
に
十
六
文
『
涅
槃
経
』
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
中
、

仏
性
に
関
し
て
直
接
ふ
れ
る
の
は
、
第
三
大
門
の
聖
道
、
浄
土
の
二
門
を
明
か
す

に
あ
た
っ
て
の
、

一
切
衆
生
皆
有
仏
性
。
遠
劫
以
来
応
値
多
仏
。
何
因
至
今
仍
自
輪
廻
生
死
不

出
火
宅
。

と５
）

、
第
十
大
門
に
回
向
の
意
味
を
解
釈
し
て
、

但
以
一
切
衆
生
既
有
仏
性
、
人
人
皆
有
願
成
仏
心
。
然
依
所
修
行
業
未
満
一

万
劫
已
来
猶
未
出
火
界
不
免
輪
廻
。
是
故
聖
者
愍
斯
長
苦
勧
廻
向
西
。
為
成

大
益
。

と６
）

あ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
『
涅
槃
経
』
が
主
題
テ
ー
マ
と
す
る
「
一
切
衆

生
悉
有
仏
性
」
を
宣
揚
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
仏
性
は
如
来
蔵
と
も
呼
ば
れ
、

仏
陀
の
本
姓
す
な
わ
ち
さ
と
り
そ
の
も
の
の
性
質
、
ま
た
仏
と
な
る
べ
き
性
質
性

能
、
可
能
性
を
い
う
。
イ
ン
ド
の
初
期
仏
教
で
は
仏
菩
薩
以
外
の
成
仏
は
説
か
な

五
二

道
綽
浄
土
教
の
本
質
（
佐
藤

健
）



か
っ
た
が
、
後
に
一
般
の
人
間
に
は
先
天
的
な
仏
性
は
な
い
が
修
行
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
も
の
は
み
な
仏
性
を
有
す
る
が
、
煩
悩
に

よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
本
来
の
働
き
を
し
な
い
と
さ
れ
、
そ
れ
を
取
り
除
く

こ
と
に
よ
り
仏
性
が
顕
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

道
綽
は
す
べ
て
の
衆
生
が
仏
性
を
持
つ
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
現
実
に
お
い
て

そ
の
働
き
を
発
揮
し
な
い
で
い
る
事
実
に
注
目
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仏
性
を
有

し
、
発
心
す
る
と
い
う
条
件
に
満
た
さ
れ
な
が
ら
も
長
い
年
月
に
亘
り
生
死
流
転

を
重
ね
て
い
る
現
実
に
注
視
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
解
決
の
方
法
と
し
て
他
力
・
易
行
で
あ
る
浄
土
の
法
門
を
あ
か

す
の
で
あ
る
。
こ
の
現
実
の
世
界
で
仏
性
の
存
在
を
頼
り
に
、
菩
提
心
を
お
こ
し

一
万
劫
と
い
う
永
い
年
月
修
行
を
積
み
さ
と
り
を
求
め
る
の
を
自
力
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
浄
土
往
生
を
願
っ
て
、
臨
終
に
阿
弥
陀
仏
の
光
台
に
迎
え
ら
れ
往

生
す
る
の
を
他
力
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
他
力
の
仏
法
が

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
た
ず
ら
に
自
力
の
仏
法
に
固
執
し
て
は
な
ら

な
い
と
警
告
す
る
の
で
あ
る
。

道
綽
は
『
観
経
』
で
説
く
韋
提
希
夫
人
の
苦
悩
に
ふ
れ
、『
安
楽
集
』
第
一
大

門
に
、韋

提
大
士
自
為
及
哀
愍
末
世
五
濁
衆
生
輪
廻
多
劫
徒
受
痛
焼
故
、
能
仮
遇
苦

縁
諮
開
出
路
豁
然
。
大
聖
加
慈
勧
帰
極
楽
。
若
欲
於
斯
進
趣
勝
果
難
階
、
唯

有
浄
土
一
門
可
以
情

趣
入
。

と７
）

、
告
白
し
て
い
る
。

こ
の
「
能
仮
遇
苦
縁
」
と
「
以
情

趣
入
」
に
注
目
し
た
い
。
韋
提
希
を
末
世

五
濁
衆
生
の
苦
悩
の
代
表
と
う
け
と
り
、
そ
こ
か
ら
の
救
済
を
願
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
釈
尊
に
よ
っ
て
し
め
さ
れ
た
法
は
、
凡
夫
の
心
情
に
か

な
う
優
し
い
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
救
わ
れ

る
べ
き
凡
夫
は
多
劫
に
亘
り
、
い
た
ず
ら
に
痛
焼
を
う
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
観
経
』
で
説
く
、
韋
提
希
夫
人
の
苦
悩
は
王
舎
城
の
悲
劇
と
い

わ
れ
る
も
の
で
、
頻
婆
娑
羅
王
が
実
子
阿

世
の
た
め
に
幽
閉
さ
れ
殺
害
さ
れ
る

と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
を
助
け
よ
う
と
獄
中
に
食
を
給
し
た
夫
人
み
ず
か
ら
も
実

子
阿

世
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
夫
人
は
こ
の
逆
縁
に
憂

悩
し
、
極
楽
往
生
の
法
を
仏
陀
に
請
う
の
で
あ
る
。

王
だ
け
で
な
く
、
自
身
も
殺
害
の
危
険
に
遭
遇
し
た
韋
提
希
は
、
釈
尊
に
、

我
宿
何
罪
生
此
悪
子
。
世
尊
復
有
何
等
因
縁
、
与
提
婆
達
多
共
為
眷
属
。

と８
）

慚
愧
し
て
い
る
。
阿

世
の
逆
縁
を
自
身
の
過
去
に
お
け
る
業
報
と
し
て
う
け

と
る
と
こ
ろ
に
韋
提
希
の
自
覚
の
深
ま
り
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。『
観
経
』
で

は
こ
の
後
、

唯
願
世
尊
。
為
我
広
説
無
憂
悩
処
我
当
往
生
。
不
楽
閻
浮
提
濁
悪
世
也
。
此

濁
悪
処
地
獄
餓
鬼
畜
生
盈
満
多
不
善
聚
。
願
我
未
来
不
聞
悪
声
不
見
悪
人
、

今
向
世
尊
五
体
投
地
求
哀
懴
悔
。
唯
願
仏
日
、
教
我
観
於
清
浄
業
処
。

と９
）

、
ひ
た
す
ら
浄
土
を
欣
求
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
明
確
に
五
濁
悪
世
に
無
窮
に
輪
廻
し
て
、
出
離
生
死
の
術
を
持
た

な
い
凡
夫
に
た
い
す
る
救
済
を
『
観
経
』
に
求
め
よ
う
と
す
る
道
綽
の
意
図
を
汲

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。『
涅
槃
経
』
に
明
か
す
阿

世
の
苦
悩
は
自
身
の
罪
の

告
白
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
観
経
』
に
お
け
る
韋
提
希
は
、
自
身
の
罪
で
は
な

く
、
直
接
的
に
は
実
子
阿

世
の
罪
で
あ
り
、
そ
の
罪
の
原
因
は
釈
尊
の
従
兄
で

あ
る
提
婆
達
多
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
身
の
罪

五
三

文
学
部
論
集

第
九
十
三
号
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）



と
し
て
受
け
取
り
、
そ
の
宿
業
の
深
さ
に
慚
愧
懴
悔
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
韋
提

希
の
苦
悩
の
深
刻
さ
が
あ
る
と
い
え
る
。
善
導
は
『
観
経
疏
』
に
、
こ
の
韋
提
希

の
苦
悩
を
く
わ
し
く
解
釈
し
て
い
る
が
、
実
に
人
間
の
肺
腑
を
つ
く
も
の
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
涅
槃
経
』
の
「
梵
行
品
」
に
は
、
自
身
の
悲
運
を
う
ら
み
、
愚

痴
に
号
泣
し
た
韋
提
希
は
、
釈
尊
の
念
仏
の
信
仰
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
り
、
獄

中
の
悲
し
み
に
も
だ
え
、
さ
ら
に
、
心
的
苦
悩
か
ら
き
て
い
る
わ
が
子
の
病
の
介

抱
を
自
身
で
行
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
や
が
て
阿

世
を
し
て
つ
い
に
釈
尊
の
み

も
と
に
行
か
せ
、
あ
れ
ほ
ど
罪
悪
で
あ
っ
た
阿

世
に
、

若
我
審
能
破
壊
衆
生
諸
悪
心
者
。
使
我
常
在
阿
鼻
地
獄
。
無
量
劫
中
為
諸
衆

生
受
大
苦
悩
不
以
為
苦
。

と10
）

ま
で
告
白
さ
せ
て
い
る
。

「
無
根
の
信
」
と
は
求
道
の
根
底
を
も
た
な
い
一

提
が
、
仏
の
慈
悲
に
よ
っ

て
信
仰
の
花
を
咲
か
す
こ
と
を
い
う
。
あ
れ
ほ
ど
地
獄
の
恐
怖
に
お
の
の
い
て
い

た
阿

世
は
阿
鼻
地
獄
に
あ
っ
て
、
永
劫
の
間
衆
生
の
た
め
に
苦
悩
を
う
け
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
観
経
』
の
韋
提
希
が
も
っ
た
衆
生
の
た
め
に
代
わ

っ
て
苦
悩
を
受
け
よ
う
と
す
る
態
度
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
が
『
涅
槃
経
』
は
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
を
標
榜
す
る
経
典

で
あ
り
、
道
綽
自
身
か
つ
て
研
鑽
し
、
講
説
に
努
め
た
経
典
で
あ
る
。
道
綽
が
今

の
衆
生
は
世
尊
の
時
代
を
去
る
こ
と
遙
か
に
遠
く
、
根
機
が
劣
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
禅
定
や
智
慧
と
い
っ
た
実
践
も
か
な
わ
な
い
、
た
だ
ひ
た
す
ら
修
福
懴
悔

し
て
仏
の
名
号
を
唱
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、「
輪
廻
無
窮
」
な
現
実
相
を

強
調
し
た
背
景
に
は
、
一

提
成
仏
を
終
始
問
題
と
し
て
追
及
し
た
『
涅
槃
経
』

の
精
神
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

『
涅
槃
経
』
は
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
根
拠
に
た
っ
て
万
人
の
平
等
な
成

仏
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
仏
性
論
を
信
受
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
信
不
具
足
な
も
の
の
あ
つ
か
い
に
苦
慮
す
る
の
で
あ
る
。「
如
来
性

品
」
に
お
い
て
、

彼
一

提
雖
有
仏
性
而
為
無
量
罪
垢
所
纏
。
不
能
得
出
如

処
繭
。
以
是
業

縁
不
能
生
於
菩
提
妙
因
。
流
転
生
死
無
有
窮
已
。

と11
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、
一

提
は
無
量
の
罪
垢
に
し
ば
ら
れ
て
、
生
死
流
転
し
て
菩
提
の
妙
因
を
得

る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
『
涅
槃
経
』
は
衆
生
の
無

量
の
煩
悩
を
除
き
、
犯
四
無
間
罪
・
五
無
間
罪
・
未
発
心
の
も
の
も
皆
、
発
心
さ

せ
る
が
、
た
だ
生
盲
一

提
の
み
は
除
く
と
す
る
。
し
か
し
、「
梵
行
品
」
に
な

る
と
、菩

薩
摩
訶
薩
住
於
初
地
名
曰
大
慈
。
何
以
故
。
善
男
子
。
最
極
悪
者
名
一

提
。
初
住
菩
薩
修
大
慈
時
於
一

提
心
無
差
別
。
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、
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
菩
薩
の
大
慈
の
上
か
ら
す
れ
ば
一

提
に
お
い
て

心
差
別
な
し
と
し
、
菩
薩
は
一

提
が
地
獄
に
堕
ち
た
の
を
み
た
と
き
は
、
改
悔

の
心
が
あ
る
の
を
知
っ
て
、
説
法
を
す
る
た
め
地
獄
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
が
、

諸
仏
世
尊
も
こ
れ
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
く
。

そ
し
て
、
一

提
を
定
義
し
て
、

一

提
者
不
信
因
果
無
有
慚
愧
不
信
業
報
。
不
見
現
在
及
未
来
世
。
不
親
善

友
。
不
随
諸
仏
諸
説
教
戒
。
如
是
之
人
名
一

提
。
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す
る
。
つ
ま
り
、
一

提
と
は
、
因
果
を
信
じ
な
い
で
、
慚
愧
の
念
が
な
く
、

業
報
を
信
じ
な
い
で
、
現
在
お
よ
び
未
来
を
見
ず
、
善
友
に
親
し
ま
ず
、
諸
仏
世

尊
の
教
戒
に
し
た
が
わ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一

提
の
性
格
を
明
ら

五
四

道
綽
浄
土
教
の
本
質
（
佐
藤

健
）



か
に
し
て
い
る
が
、
な
お
救
済
の
望
み
を
断
っ
て
い
る14

）

。

し
か
し
「
光
明
遍
照
高
貴
徳
王
品
」
に
お
い
て
、
こ
の

提
の
成
仏
を
認
め
る

に
い
た
る
。
そ
の
こ
と
は
、
一

提
を
し
て
不
定
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

一

提
が
断
善
で
あ
る
か
否
か
を
あ
か
し
て
、

一

提
者
亦
不
決
定
。
若
決
定
者
是
一

提
終
不
能
得
阿

多
羅
三

三
菩

提
。
以
不
決
定
是
故
能
得
。
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す
る
。
こ
の
一

提
を
不
定
と
す
る
こ
と
は
、

提
成
仏
論
の
過
程
と
し
て
重

要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
不
定
の
理
論
を
用
い
て
、
一
切
衆
生

悉
有
仏
性
と
一

提
成
仏
を
関
連
づ
け
て
、

知
諸
衆
生
皆
有
仏
性
。
以
仏
性
故
一

提
等
捨
離
本
心
。
悉
当
得
成
阿

多

羅
三

三
菩
提
。
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、
本
心
を
捨
離
す
れ
ば
の
条
件
の
も
と
に
成
仏
を
暗
示
す
る
。
そ
し
て
、
つ
い

に
仏
性
と
一

提
と
の
関
係
を
論
じ
、「
如
来
は
仏
性
を
讃
じ
て
発
菩
提
心
せ
し

む
」
と
の
説
示
を
う
け
て
「
悉
有
仏
性
」
な
ら
ば
、
こ
れ
を
勧
発
す
る
必
要
も
な

く
「
聞
不
聞
」
に
よ
ら
ず
一

提
も
成
仏
す
る
と
説
く
に
い
た
る
。
そ
の
こ
と
は
、

若
一

提
信
有
仏
性
。
当
知
是
人
不
至
三
悪
。
是
亦
不
名
一

提
也
。
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も
説
く
。
一

提
は
元
来
仏
性
を
信
じ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
一

提
が

仏
性
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
れ
ば
、
も
は
や
そ
れ
は
一

提
と
言
え
な
い
こ
と
に
な

る
。仏

性
を
信
じ
な
い
も
の
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
『
涅
槃
経
』
を
全
面
的
に
否
定
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
う
て
い
仏
教
と
は
い
え
な
い
も
の
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
よ
う
な
も
の
に
成
仏
を
許
さ
な
か
っ
た
の
は
当
然
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
を
主
張
す
る
『
涅
槃
経
』
よ
り
す
れ
ば
、
一

提
と
い
っ
て
も
仏
性
の
ほ
か
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て

提
に
仏
性

が
あ
る
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
の
み
成
仏
を
認
め
な
い
の
は
、
理
論
上
、

不
都
合
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て

提
不
成
仏
と
い
う
従
来
の
説
を

一
面
肯
定
し
維
持
し
な
が
ら
、
他
面
こ
れ
に
成
仏
の
可
能
性
を
許
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
解
決
方
法
が
、
こ
こ
で

述
べ
た
一

提
が
一

提
と
し
て
の
状
態
を
離
脱
し
て
そ
の
上
で
成
仏
す
る
と
い

う
理
論
で
あ
る
。
一

提
は
不
信
の
輩
ら
で
あ
る
。
不
信
の
も
の
は
成
仏
し
得
な

い
。
し
か
し
、
一

提
は
離
脱
し
得
な
い
不
可
避
的
な
地
位
で
は
な
い
の
で
、
信

を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
も
は
や

提
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
そ
の
信
に
よ
り
成

仏
が
当
然
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
徳
王
品
」
で
は
、
一

提

不
成
仏
と
い
う
原
則
を
そ
の
ま
ま
存
続
し
な
が
ら
、
実
際
上
は
一

提
成
仏
の
説

を
唱
え
、
悉
有
仏
性
説
と
の
論
理
的
整
合
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
一

提
の
問
題
は
、
つ
ね
に
仏
性
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
考
察
さ
れ

た
も
の
で
、
仏
性
論
の
展
開
に
お
い
て
衆
生
の
仏
性
は
「
亦
有
亦
無
」
と
説
い
て

中
道
説
を
唱
え
る
に
至
っ
た
「
迦
葉
菩
薩
品
」
は
、
一

提
に
関
し
て
も
同
じ
立

場
か
ら
一
方
的
に
固
定
す
る
こ
と
を
排
除
し
た
。
一

提
が
成
仏
す
る
と
い
う
の

は
染
著
で
あ
り
、
成
仏
せ
ず
と
い
う
の
は
虚
妄
で
あ
る
と
説
き
、
結
論
的
に
は
、

一

提
等
未
生
善
法
。
便
得
阿

多
羅
三

三
菩
提
。
是
人
亦
名
謗
仏
法
僧
。

若
復
有
言
一

提
人
捨
一

提
。
於
異
身
中
得
阿

多
羅
三

三
菩
提
。
是

人
亦
名
謗
仏
法
僧
。
若
復
説
言
一

提
人
能
生
善
根
。
生
善
根
已
相
続
不
断

得
阿

多
羅
三

三
菩
提
。
故
言
一

提
得
阿

多
羅
三

三
菩
提
。
当
知

是
人
不
謗
三
宝
。

と18
）

、
述
べ
て
い
る
。
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こ
れ
は
『
涅
槃
経
』
に
お
け
る
一

提
の
問
題
の
結
論
で
あ
る
と
い
え
る
。
結

局
、
一

提
の
人
が
よ
く
善
根
を
生
じ
、
善
根
を
相
続
不
断
に
し
て
成
仏
す
る
こ

と
を
も
っ
て
、
一

提
成
仏
を
説
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
三
宝
を
謗
ら
ざ
る

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
む
し
ろ
そ
う
で
は
な
く
成
仏
の
有
無
の
二
見
に
執
着
す

る
の
は
三
宝
を
謗
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。「
一

提
が
善
法
を
生
じ
て
成
仏
す

べ
し
」
と
い
う
の
は
、
仏
性
の
悉
有
と
修
道
の
要
請
と
の
間
に
た
っ
て
、
ま
さ
に

あ
る
べ
き
た
だ
し
い
結
論
に
到
達
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

も
と
も
と
一

提
の
問
題
は
、
仏
性
論
の
重
要
な
論
点
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、

『
涅
槃
経
』
が
機
の
洞
察
に
深
く
か
か
わ
っ
た
点
に
お
い
て
注
意
を
要
す
る
も
の

で
あ
る
。
一

提
は
極
悪
不
信
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
最
悪
の
機
の
救
済
に

目
が
注
が
れ
た
こ
と
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
修
道
者
か
ら
み
れ
ば
、

一

提
は
自
身
と
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
存
在
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
自
身

が
真
摯
に
修
道
上
の
反
省
を
な
す
と
き
、
自
己
の
罪
業
の
深
重
さ
に
愕
然
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
自
己
自
身
の
姿
で
あ
る
と
の
自
覚
に
到

達
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
単
に
教
学
上
の
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
も
の
と
み
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
真
摯
な
仏
教
修
行
者
に
と
っ
て
一

提
成
仏
の
可
否
は
深
刻
な

課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
が
こ
の
『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
解
決
を
得
た
の

で
あ
る
。
信
法
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
に
ま
さ
る
歓
喜
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
涅
槃
経
』
の
唱
え
る
「
仏
心
常
住
」
と
「
悉
有
仏
性
」
と
が
空
漠
な
理
論
に
堕

せ
ず
、
現
実
の
人
生
の
上
に
た
っ
て
光
明
へ
の
指
針
た
り
得
た
根
源
は
、
ま
っ
た

く
こ
の
一

提
思
想
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
に
負
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
客
観
的
に
見
れ
ば
『
涅
槃
経
』
の
こ
の
一

提
思
想
も
、
確
か
に
機

に
対
す
る
深
刻
な
洞
察
に
ち
が
い
な
い
が
、
修
行
者
の
自
覚
反
省
の
内
容
と
は
な

っ
て
い
な
い
。
た
だ
、「
梵
行
品
」
に
説
く
、
阿

世
王
入
信
の
説
示
の
み
が
、

唯
一
の
深
い
自
覚
体
験
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

道
綽
は
仏
の
大
慈
悲
の
精
神
に
着
眼
し
た
た
め
に
念
仏
往
生
へ
帰
入
し
た
の
で

あ
る
。
仏
陀
の
月
愛
三
昧
に
照
ら
さ
れ
た
阿

世
に
対
し
て
耆
婆
は
「
父
母
の
子

に
対
す
る
愛
情
は
不
平
等
で
は
な
い
が
、
多
く
の
子
の
中
で
病
子
が
最
も
気
が
か

り
で
あ
る
よ
う
に
、
釈
尊
の
慈
悲
も
一
切
の
生
類
に
対
し
て
不
平
等
で
は
な
い
が
、

罪
の
あ
る
も
の
に
い
っ
そ
う
の
念
を
寄
せ
ら
れ
る19

）

」
と
述
べ
て
い
る
。

悉
有
仏
性
は
『
涅
槃
経
』
の
骨
格
で
あ
り
、
大
慈
悲
心
は
『
涅
槃
経
』
の
血
肉

で
あ
る
と
い
え
る
。
仏
の
大
慈
悲
心
の
ゆ
え
に
如
来
常
住
と
な
り
、
如
来
常
住
の

ゆ
え
に
悉
有
仏
性
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
本
来
一
貫
の
精
神
で
あ

る
と
い
え
る
。
道
綽
は
如
来
の
大
慈
悲
心
の
徹
底
し
た
救
済
力
と
し
て
、
悪
人
往

生
の
根
源
と
う
け
と
り
、
念
仏
往
生
に
展
開
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

『
涅
槃
経
』
の
大
慈
悲
の
精
神
を
『
観
経
』
の
上
に
、
あ
ら
た
な
体
験
と
し
て
見

出
し
、
念
仏
へ
の
実
践
に
ひ
た
す
ら
励
ん
だ
の
で
あ
る
。

二
、
輪
廻
無
窮
観

道
綽
は
『
安
楽
集
』
第
三
大
門
に
お
い
て
無
始
以
来
輪
廻
き
わ
ま
り
な
い
現
実

の
衆
生
の
実
相
を
実
に
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
主
張
し

よ
う
と
す
る
の
か
。
ま
ず
、
輪
廻
無
窮
に
し
て
そ
の
間
に
お
い
て
受
け
た
受
身
が

無
数
で
あ
る
こ
と
を
、『
大
智
度
論
』
を
引
き
、

在
於
人
中
、
或
張
家
死
王
家
生
、
王
家
死
李
家
生
。
如
是
尽
閻
浮
提
界
、
或

重
生
或
異
家
生
。
或
南
閻
浮
提
死
西
拘
耶
尼
生
。
如
閻
浮
提
余
三
天
下
亦
如

五
六

道
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質
（
佐
藤

健
）



是
。
四
天
下
死
生
四
天
王
天
亦
如
是
。
或
四
天
王
天
死

利
天
生
。

利
天

死
生
余
上
四
天
亦
如
是
。
色
界
有
十
八
重
天
、
無
色
界
有
四
重
天
。
此
死
生

彼
。
一
一
皆
徧
亦
如
是
。
或
無
色
界
死
生
阿
鼻
地
獄
。
阿
鼻
地
獄
中
死
生
余

軽
繫
地
獄
。
軽
繫
地
獄
中
死
生
畜
生
中
。
畜
生
中
死
生
餓
鬼
道
中
。
餓
鬼
道

中
死
或
生
人
天
中
。
如
是
輪
廻
六
道
受
苦
楽
二
報
生
死
無
窮
。
胎
生
既
爾
、

余
三
生
亦
如
是
。
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明
か
し
て
い
る
。
三
界
六
道
を
果
て
し
な
く
輪
廻
転
生
し
て
、
そ
の
間
に
受
け

る
苦
楽
の
窮
ま
り
の
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
道
綽
は
こ
の
輪
廻
無
窮
な
る

こ
と
を
明
か
す
ま
え
に
、
や
は
り
『
大
智
度
論
』
に
も
と
づ
い
て
時
劫
の
長
久
な

る
こ
と
を
「
大
劫
」「
中
劫
」「
小
劫
」
の
三
種
あ
る
こ
と
を
あ
げ
、
そ
の
具
体
的

な
長
さ
を
「
芥
子
劫
」「
磐
石
劫
」「
百
里
劫
」
な
ど
の
比
喩
を
用
い
て
示
し
て
い

る
。こ

れ
は
い
ず
れ
に
し
て
も
現
在
の
衆
生
が
果
て
し
な
き
過
去
よ
り
輪
廻
転
生
を

重
ね
、
生
死
の
苦
し
み
を
受
け
て
き
た
と
い
う
現
実
に
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
道
綽
は
『
正
法
念
経
』
を
用
い
て
、
お
よ
そ
人
、
百
千

回
も
天
上
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
天
界
の
快
楽
に
執
着
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ま
た
も
と
の
三
途
に
堕
し
て
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と
を
諭
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
人
間
が
放
逸
を
常
と
す
る
こ
と
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
切
の
悪
法
は
放

逸
か
ら
起
こ
り
、
一
切
の
善
法
は
不
放
逸
を
も
と
と
す
る
と
結
論
す
る
。
そ
し
て

『
涅
槃
経
』
を
引
き
、

勤
修
不
放
逸
。
何
以
故
、
夫
放
逸
者
是
衆
悪
之
本
、
不
放
逸
者
乃
是
衆
善
之

源
。
如
日
月
光
諸
明
中
最
。
不
放
逸
法
亦
復
如
是
。
於
諸
善
法
為
最
為
上
。

亦
如
須
彌
山
王
於
諸
山
中
為
最
為
上
。
不
放
逸
法
亦
復
如
是
。
於
諸
善
法
中

為
最
為
上
。
何
以
故
、
一
切
悪
法
猶
放
逸
而
生
。
一
切
善
法
不
放
逸
為
本
。
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述
べ
て
い
る
。
放
逸
は
諸
悪
の
根
本
で
あ
り
、
不
放
逸
は
諸
善
の
根
源
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
道
綽
が
最
も
強
調
し
た
か
っ
た
こ
と
に
違
い
な
い
。
こ
の
後
、
道

綽
は
、今

時
但
看
現
在
衆
生
、
若
得
富
貴
、
唯
事
放
逸
破
戒
。
天
中
即
復
著
楽
者
多
。
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、
現
在
の
衆
生
の
欠
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

先
に
も
少
し
ふ
れ
た
が
、
道
綽
に
は
時
に
関
す
る
意
識
が
特
に
濃
厚
で
あ
る
と

い
え
る
。
教
法
を
戴
き
、
実
践
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
現
在
が
ど
の
よ
う
な
時
代

で
あ
る
か
を
し
っ
か
り
と
認
識
す
る
こ
と
が
何
よ
り
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。

『
安
楽
集
』
第
一
大
門
に
お
い
て
、
現
在
を
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
て
か
ら
第
四
の
五

百
年
と
見
定
め
、
こ
の
時
は
ま
さ
し
く
懺
悔
し
功
徳
を
修
し
て
、
仏
の
名
号
を
称

す
べ
き
と
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。『
観
経
』
に
よ
れ
ば
一
声
念
仏
す
れ
ば
八
十

億
劫
生
死
に
流
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
罪
が
除
却
さ
れ
る
と
説
く
。
も
し
、
釈

尊
が
入
滅
さ
れ
て
近
い
時
代
で
あ
れ
ば
、
禅
定
や
智
慧
を
修
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
て
時
代
が
降
っ
た
現
在
に
お
い
て
は
、

称
名
が
ま
さ
に
実
行
性
の
あ
る
主
力
と
な
る
べ
き
行
で
あ
り
、
禅
定
や
智
慧
は
補

完
的
な
行
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
現
在
の
衆
生
は
実
際
、
機
根
が
劣
り
、

仏
道
を
理
解
す
る
能
力
も
浅
い
と
す
る
。

つ
ぎ
に
道
綽
は
一
劫
と
い
う
時
間
に
ど
れ
ほ
ど
受
身
す
る
か
を
問
題
と
し
て
い

る
。
こ
れ
も
や
は
り
『
涅
槃
経
』
巻
二
十
二
、
光
明
遍
照
高
貴
徳
王
菩
薩
品
第
十

之
四
に
よ
り
、

一
劫
の
間
に
受
け
た
身
体
に
つ
い
て
数
え
る
の
に
、
三
千
大
千
世
界
の
膨
大
な

草
木
を
裁
断
し
て
わ
ず
か
四
寸
の
算
木
と
し
て
、
そ
の
両
親
の
数
を
数
え
て
も
数
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え
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
ほ
ど
多
い
と
す
る
。
ま
た
、

一
劫
の
間
に
飲
む
と
こ
ろ
の
母
乳
は
四
大
海
水
よ
り
も
多
い
。
さ
ら
に
、

一
劫
の
間
に
積
み
重
ね
た
身
骨
は
、
毘
富
羅
山
の
よ
う
で
あ
る
。

と
、
一
劫
の
間
に
受
け
る
身
体
の
多
さ
を
明
か
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
い
か
に
私
た
ち
が
今
日
ま
で
生
死
に
流
転
し
、
そ
の
間
に
数
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
多
く
の
転
生
を
重
ね
受
身
し
て
き
た
か
を
具
体
的
に
明
か
す
こ
と
で
あ

る
。そ

し
て
、
道
綽
は
、

如
是
遠
劫
已
来
徒
受
生
死
至
於
今
日
、
猶
作
凡
夫
之
身
。
何
曽
思
量
傷
歎
不

已
。
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、
こ
の
よ
う
に
久
遠
劫
よ
り
い
た
ず
ら
に
輪
廻
転
生
を
重
ね
、
今
日
に
至
る
ま

で
、
な
お
凡
夫
と
し
て
生
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
い
た
く
歎
く
の
で
あ
る
。
し
て

み
る
と
道
綽
が
い
ま
ま
で
執
拗
に
輪
廻
無
窮
な
る
実
相
を
詳
細
に
明
か
し
て
き
た

の
は
、
ま
さ
に
、
い
か
に
こ
の
輪
廻
か
ら
の
離
脱
が
困
難
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
だ
、
凡
夫
と
し
て
放
置
さ
れ
て
い
る
自
分
自
身
に
目
覚

め
よ
と
警
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
道
綽
は
、

問
曰
。
既
云
曠
大
劫
来
受
身
無
数
者
、
為
当
直
爾
総
説
令
人
生
厭
、
為
当
亦

有
経
文
来
証
。

と24
）

、
新
た
な
設
問
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
は
衆
生
に
単
に
輪
廻
無
窮
な
る
現
実
相

を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
厭
世
観
を
植
え
つ
け
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
し
ろ
、
経
典
の
説
示
に

よ
り
積
極
的
に
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
す
べ
を
明
か
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
で
は
そ
の
経
証
と
す
る
も
の
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、『
法
華
経
』

を
引
用
し
て
、

過
去
不
可
説
久
遠
大
劫
有
仏
出
世
。
号
大
通
智
勝
如
来
。
有
十
六
王
子
。
各

昇
法
座
教
化
衆
生
。
一
一
王
子
各
各
教
化
六
百
万
億
那
由
他
恆
河
沙
衆
生
。

其
仏
滅
度
已
来
至
極
久
遠
。
猶
不
可
数
知
。
何
者
経
云
。
総
取
三
千
大
千
世

界
大
地
、
磨
以
為
墨
。
仏
言
。
是
人
過
千
国
土
乃
下
一
点
、
大
如
微
塵
。
如

是
展
転
尽
地
種
墨
。
仏
言
。
是
人
所
経
国
土
、
若
点
不
点
尽
抹
為
塵
、
一
塵

一
劫
、
彼
仏
滅
度
已
来
復
過
是
数
。
今
日
衆
生
乃
是
彼
時
十
六
王
子
座
下
曽

受
教
法
。
是
故
経
云
。
以
是
本
因
縁
為
説
法
華
経
。
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述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
現
在
の
衆
生
は
過
去
久
遠
大
劫
に
出
現
さ
れ
た
大
通
智
勝
如
来
の
十

六
王
世
よ
り
説
法
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
数
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

ほ
ど
年
数
が
経
過
し
て
い
る
が
、
そ
の
過
去
の
因
縁
に
よ
っ
て
今
、『
法
華
経
』

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
す
る
。
無
窮
に
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
し
て
き

た
と
は
言
え
、
過
去
に
一
度
、
説
法
を
聞
い
た
と
い
う
宿
善
に
よ
り
『
法
華
経
』

の
法
座
に
め
ぐ
り
合
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
道
綽
は
次
に
設
問
し
て
、
今
日
の
衆
生
は
多
劫
に
わ
た
り
三
界
六
道

を
流
転
し
て
き
た
と
い
う
が
、
一
体
ど
の
生
に
身
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か

を
問
題
と
し
て
い
る
。『
十
住
断
結
経
』
と
『
五
苦
章
句
経
』
を
引
用
し
て
、
三

悪
道
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
人
間
界
や
天

上
界
は
言
わ
ば
仮
の
住
家
で
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
と
い
っ
た
三
悪
道
が
常
の
住

家
と
す
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
、
や
は
り
衆
生
は
放

逸
破
戒
を
常
と
し
、
善
心
を
お
こ
す
こ
と
が
で
き
に
く
い
こ
と
に
よ
る
と
す
る
。

こ
の
三
悪
道
を
常
と
す
る
と
い
う
指
摘
は
、
漠
然
と
流
転
を
重
ね
る
と
見
る
人
々
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に
強
力
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
平
生
か
ら
心
を
専

注
し
て
三
学
を
勤
め
る
こ
と
に
よ
り
臨
終
に
お
い
て
心
が
乱
れ
る
こ
と
な
く
往
生

で
き
る
と
す
る
。

そ
の
こ
と
を
『
大
荘
厳
論
』
の

文
を
挙
げ
、

盛
年
無
患
時

懈
怠
不
精
進

貪
営
衆
事
務

不
修
施
戒
禅

臨
為
死
所
呑

方
悔
求
修
善
（
以
上
巻
三
）

智
者
応
観
察

除
断
五
欲
想

精
勤
習
心
者

終
時
無
悔
恨

心
意
既
専
至

無
有
錯
乱
念

智
者
勤
投
心

臨
終
意
不
散

不
習
心
専
至

臨
終
必
散
乱

心
若
散
乱
時

如
調
馬
用

若
其
闘
乱
時

施
不
直
行
（
以
上
巻
八
）
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、
諭
し
て
い
る
。

元
気
で
患
い
の
な
い
と
き
に
こ
そ
、
布
施
・
持
戒
・
精
進
・
禅
定
と
い
っ
た
六

波
羅
蜜
行
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
生
か
ら
心
が
専
一
で
あ
れ
ば
、
臨
終

に
お
い
て
も
心
が
錯
乱
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
平
生
の
重
要
性

を
強
調
す
る
。

ま
た
道
綽
は
第
二
大
門
に
、
平
生
の
念
仏
を
勧
め
る
に
『
大
智
度
論
』
を
引
き
、

平
生
に
善
行
を
積
め
ば
、
臨
終
に
あ
た
っ
て
も
悪
念
が
生
じ
な
い
の
は
、
丁
度
、

樹
木
が
倒
れ
る
と
き
、
必
ず
曲
が
っ
て
い
る
方
向
に
倒
壊
す
る
よ
う
に
、
日
ご
ろ

か
ら
そ
の
方
向
付
け
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
身
を

裂
く
よ
う
な
臨
終
の
刀
風
に
ひ
と
た
び
襲
わ
れ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
が
身
体

に
集
ま
り
、
念
仏
を
唱
え
る
よ
う
な
ゆ
と
り
が
生
じ
な
い
と
警
告
す
る
。

さ
ら
に
、
第
四
大
門
に
お
い
て
、
曇
鸞
の
君
子
へ
の
返
答
と
し
て
、

吾
既
凡
夫
智
慧
浅
短
。
未
入
地
位
、
念
力
須
均
。
如
似
置
艸
引
牛
恆
須
繫
心

槽

。
豈
得
縦
放
全
無
所
帰
。
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、
凡
夫
は
十
方
を
念
ぜ
よ
と
言
っ
て
も
、
智
慧
が
浅
薄
で
あ
る
た
め
等
し
く
念

ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
牛
が
餌
の
桶
に
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
、
凡
夫
に
と
っ
て

は
一
定
の
方
角
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
結
局
、

平
生
か
ら
放
逸
な
る
心
を
抑
え
て
、
臨
終
に
お
け
る
正
念
を
期
待
す
る
も
の
で
あ

る
。そ

し
て
、
第
二
大
門
に
は
、
十
念
相
続
に
関
連
し
て
、『
無
量
寿
経
』
に
十
念

相
続
と
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
簡
単
な
よ
う
で
あ
る
が
、
凡
夫
の
心
は
野
馬
の
よ

う
で
、
ま
た
猿
が
駆
け
回
る
よ
り
は
げ
し
く
揺
れ
動
く
も
の
で
あ
る
。
色
・
声
・

香
・
味
・
触
・
法
と
い
っ
た
六
塵
に
動
か
さ
れ
、
少
し
の
間
も
心
を
止
め
る
こ
と

は
難
し
い
。
そ
こ
で
平
生
か
ら
信
心
を
も
ち
、
念
を
励
ま
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
す
る
。

道
綽
が
こ
の
よ
う
に
輪
廻
無
窮
な
衆
生
の
あ
り
方
を
明
か
す
の
は
、
一
つ
に
は

無
始
以
来
の
流
転
の
実
相
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
も
、
道
綽
が
流
転
中
、
三
悪
道
を
常
の
住
処
と
し
、
人
間
界
・
天
界
は
客
舎

と
す
る
の
は
、
漠
然
と
次
生
に
は
人
間
界
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
期
待
す
る
も

の
へ
の
警
鐘
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
。
人
間
に
と
っ
て
死
が
苦
し
み
な
の
で
は

な
い
。
死
ん
で
、
ま
た
果
て
し
な
き
流
転
を
重
ね
る
こ
と
が
苦
し
み
な
の
で
あ
る
。

死
が
苦
し
み
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
先
が
見
え
て
い
る
。
し
か
し
、
未
来
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永
劫
に
果
て
し
な
く
流
転
を
重
ね
、
そ
の
先
が
読
め
な
い
こ
と
が
苦
し
み
な
の
で

あ
る
。
三
悪
道
を
果
て
し
な
く
流
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
身
を
恐
れ
る
の
で

あ
る
。

道
綽
は
『
涅
槃
経
』
に
も
と
づ
き
、
一
切
衆
生
に
仏
性
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な

が
ら
、
し
か
も
、
遠
劫
以
来
、
多
仏
に
値
遇
す
る
と
い
う
縁
に
恵
ま
れ
な
が
ら
、

し
か
も
今
日
ま
で
輪
廻
の
繫
が
り
か
ら
抜
け
出
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
述
懐
し
て

い
る
。
こ
の
「
値
多
仏
」
と
「
不
出
火
宅
」
と
の
認
識
は
、
同
一
自
己
内
に
、
同

時
に
ま
っ
た
く
矛
盾
す
る
自
己
を
み
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
者
は
当
然
救

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
己
を
見
、
後
者
は
逆
に
ま
っ
た
く
救
わ
れ
る
こ
と
の

な
い
自
己
を
み
る
こ
と
で
あ
る
。
道
綽
の
時
機
の
主
体
的
自
覚
と
は
、
正
し
く
こ

の
二
律
背
反
す
る
二
つ
の
自
己
を
同
一
自
己
の
な
か
に
認
め
、
し
か
も
同
時
に
そ

の
二
者
の
成
立
を
許
容
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
綽
に
お
い
て

は
、
仏
性
の
有
無
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
て
、
二
律
背
反
す
る
自
己
に
め
ざ

め
る
こ
と
、
ま
た
、
同
一
自
己
内
に
相
矛
盾
す
る
自
己
を
許
容
す
る
こ
と
に
力
点

が
置
か
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、
如
来

常
住
無
有
変
易
」
と
い
う
普
遍
的
真
理
は
厳
然
と
し
て
存
し
て
も
、
そ
こ
に
そ
の

開
発
さ
れ
る
べ
き
仏
性
が
衆
生
の
実
践
行
に
、
今
、
直
接
か
か
わ
り
を
も
た
な
け

れ
ば
、
そ
の
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
道
綽
は
こ
の
二
つ
の
自

己
を
『
安
楽
集
』
の
各
所
に
お
い
て
明
か
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
第
一
大
門
に
聞
経
の
宿
縁
を
説
く
に
あ
た
り
、『
涅
槃
経
』
を
引
き
、

仏
告
迦
葉
菩
薩
。
若
有
衆
生
於
熙
連
河
沙
等
諸
仏
所
発
菩
提
心
、
然
後
乃
能

於
悪
世
中
聞
是
大
乗
経
典
不
生
誹
謗
。
若
有
衆
生
於
一
恆
河
沙
等
仏
所
発
菩

提
心
。
然
後
乃
能
於
悪
世
中
聞
経
不
起
誹
謗
、
深
生
愛
楽
。

と28
）

述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
衆
生
が
前
生
に
、
発
心
供
仏
の
い
か
に
多
い
か
を
示
し
て
い
る
。
つ

ま
り
こ
れ
は
「
聞
経
」
に
仏
性
の
開
発
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
自
己
の
肯
定
的
な
一
面
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
道
綽
は

自
己
の
限
定
的
、
否
定
的
な
面
を
強
調
す
る
の
に
、
よ
り
注
意
を
は
ら
っ
て
い
た

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
衆
生
を
「
こ
の
身
は
苦
の
集

ま
る
と
こ
ろ
、
一
切
み
な
不
浄
」
と
述
べ
た
り
、
無
始
以
来
、
凡
夫
と
し
て
の
受

身
が
い
か
に
多
い
か
を
嘆
い
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
原
因
は
衆
生
の
放
逸
な
生
活

に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
放
逸
は
衆
悪
の
根
源
で
あ
る
と
断
言
す
る
。
放
逸

な
る
が
ゆ
え
に
「
不
出
火
宅
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
盛
年
の
と
き
に
精

進
し
な
い
た
め
、
布
施
、
持
戒
、
禅
定
と
い
っ
た
行
を
修
せ
な
か
っ
た
た
め
に
、

生
死
輪
廻
の
枠
を
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

現
実
に
苦
界
に
沈
没
し
て
い
る
衆
生
に
と
っ
て
真
の
救
済
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
十
分
に
分
か
っ
て
い
て
で
き
な
い
の
が
現
実
の
凡
夫
な
の
で
あ
る
。

道
綽
は
輪
廻
無
窮
な
る
こ
と
を
、
時
間
的
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
化

し
よ
う
と
し
た
。「
無
始
劫
来
、
在
此
輪
廻
無
窮
」
の
無
始
劫
は
、
す
で
に
尺
度

の
範
疇
を
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
有
限
的
な
尺
度
で
も
っ
て
測
り
が
た
き
も

の
を
、
尺
度
に
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
劣
性
的
自
己
を

否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
劣
性
と
し
て
し

か
存
し
な
い
自
己
を
普
遍
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
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お
わ
り
に

道
綽
の
浄
土
教
を
一
貫
し
て
流
れ
る
思
想
は
、
無
始
以
来
、
輪
廻
転
生
を
重
ね

放
置
さ
れ
て
い
る
凡
夫
の
救
済
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
華
北
の
過

酷
な
山
村
に
生
涯
を
す
ご
し
、
亡
国
と
廃
仏
を
体
験
し
た
道
綽
が
み
た
も
の
は
、

そ
こ
に
生
き
る
名
も
な
い
貧
し
い
人
々
の
生
活
で
あ
っ
た
。
道
綽
が
前
半
生
で
経

験
し
た
『
涅
槃
経
』
の
仏
教
思
想
と
慧

教
団
で
の
戒
律
堅
固
な
仏
教
体
験
は
実

践
的
な
仏
教
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
道
綽
は
何
度
も
「
浄
土
の
信

を
勧
め
、
往
生
を
求
め
る
」
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
す
る
。『
涅
槃
経
』
が
高
ら

か
に
標
榜
す
る
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
思
想
は
道
綽
の
血
肉
と
な
っ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
の
衆
生
の
姿
を
み
た
と
き
、
そ
の
虚
し
さ
を
感

ぜ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
果
て
し
な
く
生
死
に
流
転
し
、
今

後
と
も
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
す
べ
の
な
い
衆
生
だ
か
ら
こ
そ
救
済
の
手
が
差
し
伸

べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
道
綽
に
と
っ
て
緊
急
を

要
し
た
の
で
あ
る
。

道
綽
は
『
安
楽
集
』
の
最
後
に
。『
十
往
生
経
』
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
の

べ
て
い
る29

）

。
世
間
の
衆
生
は
解
脱
を
得
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
一
切
衆
生
は
、

み
な
虚
妄
が
多
く
、
真
実
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
つ
の
正
念
も
も
た
な
い
。

そ
こ
で
地
獄
の
も
の
は
多
く
、
解
脱
を
得
る
も
の
は
す
く
な
い
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
人
が
、
自
分
の
父
母
お
よ
び
師
僧
に
対
し
て
、
外
に
は
孝
順
の
姿
を
あ
ら
わ

す
け
れ
ど
も
、
内
に
は
孝
順
で
な
い
思
い
を
懐
き
、
外
に
は
精
進
の
姿
を
あ
ら
わ

し
て
も
、
内
に
は
不
実
を
懐
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悪
人
は
報
い

は
い
ま
だ
来
な
い
け
れ
ど
も
三
途
は
遠
く
な
い
。
正
念
が
な
く
解
脱
を
得
な
い
か

ら
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。
確
か
に
内
心
と
外
相
が
相
応
し
な
い
の
が
私
た
ち
の

現
実
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
衆
生
に
も
仏
の
大
慈
悲
は
つ
ね
に
注
が
れ
て
い

る
と
信
じ
る
と
こ
ろ
に
道
綽
の
浄
土
教
は
あ
る
。

付
記

こ
の
論
文
は
、
平
成
十
六
年
度
教
育
職
員
研
修
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〔
注
〕

１
）『
安
楽
集
』
第
一
大
門
に
は
「
明
教
興
所
由
約
時
被
機
、
勧
帰
浄
土
者
、
若
教
赴

時
機
易
修
易
悟
。
若
機
教
時
乖
難
修
難
入
」（『
浄
全
』
一
、
六
七
三
、
下
）
と
あ

る
。
仏
教
に
お
け
る
機
の
思
想
の
歴
史
的
展
開
を
論
じ
た
も
の
で
、
ま
と
ま
っ
た

も
の
に
は
横
超
慧
日
「
仏
教
に
お
け
る
宗
教
的
自
覚
」
｜
機
の
思
想
の
歴
史
的
研

究
｜
（
横
超
慧
日
著
『
中
国
仏
教
の
研
究
』
第
二
所
収
）
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は

道
綽
に
も
ふ
れ
、
大
い
に
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
拙
稿
「
道
綽
禅
師
の
聖

浄
二
門
判
に
つ
い
て
」（『
人
文
学
論
集
』
第
九
号
）
参
照
。

２
）『
安
楽
集
』
第
一
大
門
に
は
「
今
時
衆
生
即
当
仏
去
世
後
第
四
五
百
年
。
正
是
懺

悔
修
福
当
称
仏
名
号
時
者
。
若
一
念
称
阿
弥
陀
仏
即
能
除

八
十
億
劫
生
死
之
罪
。

一
念
既
爾
。
況
修
常
念
、
即
是
恒
懺
悔
人
也
」（『
浄
全
』
一
、
六
七
四
、
上
）
と

あ
る
。

３
）『
続
高
僧
伝
』
巻
二
十
に
「
大
涅
槃
部
。
偏
所
弘
伝
。
講
二
十
四
遍
」（『
大
正
』

五
０
、
五
九
三
、
下
）
と
あ
る
。

４
）道
綽
当
時
の
著
名
な
涅
槃
学
者
と
し
て
、
曇
延
・
慧
遠
・
曇
選
・
法
総
な
ど
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
塚
本
善
隆
「
道
綽
の
廻
心
」
参
照
。

５
）『
浄
全
』
一
、
六
九
二
、
下
。

６
）『
浄
全
』
一
、
七
〇
七
、
下
。

７
）『
浄
全
』
一
、
六
七
四
、
上
。

８
）『
浄
全
』
一
、
三
八
。

９
）『
浄
全
』
一
、
三
八
。

10
）『
大
正
』
十
二
、
四
八
四
、
下
。

11
）『
大
正
』
十
二
、
四
一
九
、
中
。
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12
）『
大
正
』
十
二
、
四
五
四
、
上
。

13
）『
大
正
』
十
二
、
四
七
七
、
下
。

14
）道
綽
は
『
安
楽
集
』
第
二
大
門
で
、
大
乗
無
相
の
立
場
よ
り
、
西
方
往
生
を
願
う

の
は
差
別
的
な
執
着
を
増
長
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、

因
縁
生
差
別
の
立
場
で
往
生
を
批
判
す
る
の
は
、
仏
教
の
真
俗
二
諦
の
道
理
に
反

す
る
と
反
論
す
る
。
そ
し
て
、
衆
生
が
実
我
の
見
解
を
発
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
決

し
て
恐
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
因
果
の
道
理
を
信
じ
る
た
め
果
報
を
見
失
わ
な
い

か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
道
綽
は
空
見
に
捉
わ
れ
る
よ
り
、
因
果
の
道

理
を
信
じ
る
こ
と
の
重
要
性
を
明
か
し
て
い
る
。

15
）『
大
正
』
十
二
、
四
九
三
、
下
。

16
）『
大
正
』
十
二
、
五
〇
五
、
下
。

17
）『
大
正
』
十
二
、
五
一
九
、
中
。

18
）『
大
正
』
十
二
、
五
八
０
、
中
〜
下
。

19
）『
大
正
』
十
二
、
四
八
一
、
上
。

20
）『
浄
全
』
一
、
六
九
一
、
上
〜
下
。

21
）『
浄
全
』
一
、
六
九
一
、
下
。

22
）『
浄
全
』
一
、
六
九
二
、
下
。

23
）『
浄
全
』
一
、
六
九
二
、
上
。

24
）『
浄
全
』
一
、
六
九
二
、
上
。

25
）『
浄
全
』
一
、
六
九
二
、
上
。

26
）『
浄
全
』
一
、
六
九
二
、
下
。
善
導
は
『
往
生
礼
讃

』
の
「
日
没
無
常

」
に

お
い
て
、「
人
間

営
衆
務
、
不
覚
年
命
日
夜
去
。
如
灯
風
中
滅
難
期
、
忙
忙

六
道
無
定
趣
。
未
得
解
脱
出
苦
界
、
如
何
安
然
不
驚
懼
。
各
聞
強
健
有
力
時
、
自

策
自
励
求
常
住
」（『
浄
全
』
四
、
三
六
〇
、
上
）
と
明
か
し
て
い
る
。

27
）『
浄
全
』
一
、
六
九
五
、
上
。

28
）『
浄
全
』
一
、
六
七
四
、
下
〜
六
七
五
、
上
。

29
）『
浄
全
』
一
、
七
〇
九
、
上
。

さ
と
う

け
ん

人
文
学
科
）

二
〇
〇
八
年
十
月
十
日
受
理
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