
仏
陀
出
世
の
目
的
は
、
そ
の
究
極
に
於
て
一
切
の
大
衆
を
救
済
す
る
と
云
う
大
願
を
、
成
就
せ
し
め
る
為
の
も
の
に
他
か
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。
仏
教
が
「
願
」
の
宗
教
で
あ
る
と
云
は
れ
る
理
由
も
、
又
こ
れ
に
依
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
仏
陀
の
正
法

を
継
承
し
弘
通
さ
れ
た
日
蓮
聖
人
に
於
て
も
、
其
の
生
涯
は
、
此
の
「
願
」
を
達
成
せ
し
め
る
た
め
に
、
挺
身
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
云

っ
て
、
敢
え
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

蒜
し
然
ら
ば
、
宗
祖
は
仏
陀
の
「
願
」
を
ど
の
よ
う
に
受
継
ぎ
、
ま
た
其
の
願
を
如
何
に
「
行
」
の
面
で
実
践
さ
れ
た
で
あ
ら
う
か
。

蓋
し
此
の
問
題
は
、
宗
祖
の
教
学
を
特
色
づ
け
る
根
本
の
一
つ
と
し
て
、
深
意
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
本
問

題
に
就
い
て
、
そ
の
一
端
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

先
ず
仏
教
に
於
て
は
、
小
乗
・
大
乗
に
依
り
「
自
度
の
願
」
と
「
他
度
の
願
」
に
わ
か
れ
て
、
各
経
典
群
に
は
無
数
の
願
行
が
説
か

日
蓮
聖
人
に
於
け
る
「
願
」
の
研
究

一
一

■■■■■

上
田
本
昌
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れ
、
そ
れ
ぞ
れ
其
の
特
色
を
有
し
て
い
る
が
、
此
等
諸
願
の
究
極
は
、
大
乗
の
諸
経
典
に
於
て
一
応
共
通
の
「
総
願
」
と
称
さ
れ
て
い
る

「
四
弘
誓
願
」
に
在
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
宗
祖
も
此
の
願
に
つ
い
て
「
法
華
真
言
勝
劣
事
」
及
び
「
小
乗
大
乗
分
別
紗
」
等

其
の
他
の
御
書
に
於
て
、
四
弘
誓
願
を
満
足
成
就
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
衆
生
の
成
仏
も
叶
は
ず
と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

又
こ
れ
を
身
延
の
二
祖
佐
渡
阿
闇
梨
日
向
上
人
の
「
御
誠
聞
番
」
に
依
っ
て
見
る
に
、
其
の
巻
末
に
四
弘
哲
願
に
対
す
る
宗
祖
の
誰
義
内

そ
れ
に
依
れ
ば
、
四
弘
の
中
の
衆
生
無
辺
誓
願
度
は
応
身
、
頬
悩
無
辺
誓
願
断
は
報
身
、
法
門
無
尽
誓
願
智
は
智
法
身
、
無
上
菩
提
誓

願
証
は
理
法
身
な
り
と
し
て
、
仏
陀
の
三
身
説
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
興
味
あ
る
配
当
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此

の
四
弘
に
就
い
て
は
、
初
の
一
は
化
他
の
願
で
あ
り
、
後
の
三
は
一
応
自
行
の
為
の
願
で
あ
っ
て
、
「
所
詮
は
衆
生
無
辺
舞
願
度
を
も
つ

①

て
肝
要
と
な
す
。
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
四
弘
に
於
け
る
中
心
の
所
在
を
指
示
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
宗
祖
に
と
っ
て
、
「
仏
使
」

と
し
て
の
立
場
か
ら
考
え
、
衆
生
済
度
を
以
て
第
一
と
す
る
こ
と
は
当
然
の
説
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
わ
れ
る
。
更
に
同
書
で
は
四
弘
の

「
弘
」
に
つ
い
て
の
意
義
を
、
「
所
謂
上
行
所
伝
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
に
在
る
と
し
、
弘
通
の
法
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
就
い

て
は
法
華
経
を
中
心
と
す
る
宗
祖
の
主
体
的
立
場
か
ら
す
る
と
き
、
必
然
的
に
法
華
経
を
選
び
、
其
の
法
を
広
布
す
る
た
め
の
舞
願
に
ほ

②

か
な
ら
な
い
、
と
解
釈
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
「
所
詮
秤
願
と
云
ふ
は
題
目
弘
通
の
秤
願
也
。
」
と
識
じ
て
い

る
。
此
の
説
は
四
弘
の
解
釈
と
し
て
見
た
と
き
、
一
見
飛
踊
が
あ
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
が
、
然
し
宗
祖
自
身
の
信
仰
的
意
志
と
、
そ
れ

に
依
っ
て
得
た
内
証
自
覚
と
、
更
に
実
践
的
思
惟
に
よ
る
法
の
体
験
と
に
依
っ
て
、
真
実
で
あ
る
と
是
認
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
始
め
て
述

べ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
、

③

今
末
法
二
入
テ
法
華
経
ノ
行
者
ハ
四
弘
能
所
感
応
ノ
即
身
成
仏
ノ
四
弘
也
云
云
。

容
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
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宗
祖
の
生
涯
に
於
て
、
願
を
中
心
と
し
て
見
た
と
き
、
最
初
に
思
い
浮
ぶ
こ
と
は
、
幼
少
に
し
て
清
澄
山
に
登
り
、
道
菩
房
に
つ
い
て

⑥

出
家
得
度
し
、
彼
の
智
慧
と
慈
悲
を
施
与
す
る
と
云
う
虚
空
蔵
菩
薩
に
「
日
本
第
一
の
智
者
と
な
し
給
ｃ
と
結
界
参
籠
し
て
必
死
に
立

と
云
い
、
「
上
行
菩
薩
の
四
弘
響
願
も
此
の
文
な
り
、
深
く
是
れ
を
思
案
す
べ
し
」
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の
場
合
八
感

応
ｖ
と
云
う
言
葉
に
は
、
法
華
経
の
色
読
体
験
が
意
味
さ
れ
て
を
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
机
に
と
り
深
遠
な
意
義
を
抱
い
て
お
ら
れ
た
も
の

④

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
法
華
経
の
心
は
能
所
一
体
な
り
」
と
も
説
か
れ
て
い
る
が
、
先
き
の
能
所
感
応
と
云

い
、
此
の
能
所
一
体
と
云
う
も
、
共
に
以
信
代
慧
の
信
行
に
関
し
て
、
ニ
ュ
ー
ア
ン
ス
を
も
っ
た
語
と
云
え
よ
う
。

然
し
て
、
大
乗
に
一
応
共
通
な
総
願
と
ざ
云
は
れ
て
い
る
四
弘
の
一
般
的
研
究
は
、
既
に
先
師
に
依
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
処
で
あ
る

が
、
就
中
、
塩
田
義
遜
博
士
の
説
に
依
れ
ば
、
長
阿
含
第
八
の
散
陀
那
経
に
早
く
も
菩
薩
の
四
弘
の
思
想
が
発
芽
し
て
を
り
、
小
乗
自
度

の
四
諦
が
、
大
乗
の
四
弘
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
本
業
瑠
瑞
経
に
依
っ
て
明
ら
か
に
し
、
更
に
心
地
観
経
等
に
依
っ
て
四
弘
の

⑤

具
体
的
成
立
過
程
を
考
証
さ
れ
て
い
る
の
で
、
此
処
で
は
其
の
間
の
考
察
を
省
略
し
、
直
に
水
祖
自
身
の
四
弘
観
に
ふ
れ
つ
上
、
願
の
内

容
を
探
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
斯
う
し
た
宗
祖
の
四
弘
に
対
す
る
講
義
は
、
晩
年
身
延
山
に
於
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
願
の
一
部
的
解
説
で
あ
っ

て
総
て
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
、
鎌
倉
・
佐
渡
の
両
時
代
に
あ
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
願
に
対
す
る
考
え
方
を
持
っ
て

お
ら
れ
た
で
あ
ら
う
か
、
ま
た
宗
祖
自
身
は
如
何
な
る
立
願
を
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
、
と
云
う
問
題
か
ら
、
逐
次
四
弘
に
及
ん
で
行
き

た
い
と
思
う
。

三
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願
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
青
年
学
徒
と
し
て
又
一
求
道
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
は
一
応
自
度
の
願
で
あ
る
と
み
な
し
て
、
四
弘

の
中
で
は
第
三
の
「
法
門
無
尽
誓
願
智
」
に
配
す
る
こ
と
の
出
来
る
願
で
あ
る
、
と
み
る
こ
と
が
出
来
う
る
で
あ
ら
う
。
此
の
願
に
つ
い

て
は
、
「
善
無
畏
三
蔵
紗
」
及
び
「
清
澄
寺
大
衆
中
」
に
く
わ
し
い
が
、
所
調
、
当
時
一
般
に
流
布
し
て
い
た
真
言
・
天
台
を
始
め
八
宗

十
宗
と
云
は
れ
る
諸
宗
に
つ
い
て
、
就
中
、
盛
ん
で
あ
っ
た
浄
土
信
仰
に
対
し
、
一
つ
の
大
い
な
る
疑
問
を
持
ち
、
こ
れ
に
対
す
る
解
答

を
得
ん
も
の
と
し
て
、
諸
経
典
の
深
理
を
修
学
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
宗
祖
は
、
今
生
に
於
て
即
身
に
成
仏
を
う
る
こ
と
の
中
に
、
人
生
の
意
義
を
感
じ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
浄
土
の
往
生
信
仰

が
隆
盛
し
て
い
た
に
も
か
典
わ
ら
ず
、
是
れ
に
疑
い
を
抱
か
れ
た
の
で
あ
る
。
所
謂
、
宗
教
的
根
本
の
信
に
関
す
る
問
題
解
決
の
為
で
あ

り
、
こ
れ
は
仏
智
に
よ
る
以
外
に
解
答
を
う
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
「
実
乗
の
一
善
」
を
選
択
す
る
た
め
に
、

日
本
第
一
の
智
者
た
ら
ん
こ
と
を
発
願
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
爾
来
、
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
清
澄
寺
に
於
て
立
教
さ
れ
る
に
至
る
ま

で
、
二
十
余
年
に
亘
り
、
ひ
た
す
ら
学
行
に
精
進
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
其
の
結
果
は
、

⑦

日
本
国
の
八
宗
竝
に
禅
宗
・
念
仏
宗
等
の
大
綱
粗
何
ひ
侍
り
ぬ
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
更
に
諸
経
諭
及
び
諸
宗
の
失
を
弁
え
る
こ
と
の
出
来
た
の
は
、
虚
空
蔵
菩
薩
の
利
生
に
依
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
是
に
依
っ
て
思
う
に
、
仏
法
を
習
い
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
陀
の
真
実
教
を
把
握
し
、
邪
見
の
宗
旨
を
正
し
て

国
家
・
社
会
を
救
い
「
人
々
を
た
す
く
る
」
た
め
の
発
願
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
其
の
根
底
に
於
て
た
だ
単
に
自
度
の
み

に
中
心
を
置
く
、
小
乗
的
願
と
は
大
き
な
へ
だ
た
り
の
在
る
こ
と
を
知
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
又
必
然
的
に
他
度
の
願
た
る
衆
生
済
度

と
、
基
本
に
於
て
つ
な
が
り
を
持
っ
た
立
願
で
あ
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
宗
祖
は
、
「
守
護
国
家
論
」
及
び
「
立
正
安
国
論
」
を
中
心
と
し
て
、
天
変
地
天
の
災
害
、
竝
に
内
乱
外
冠
の
国
難
に
つ
い
て
国
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家
を
守
護
し
よ
う
と
す
る
「
国
土
救
済
の
願
」
を
立
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

ハ
ノ
れ
ぷ
フ
ノ
ブ
ハ
ニ
ヘ
ハ
デ
ー
シ
ピ

所
詮
天
下
泰
平
国
土
安
穏
君
臣
所
し
楽
土
民
所
し
思
也
。
夫
国
依
レ
法
而
昌
法
因
し
人
而
貴
。
国
亡

リ
テ
ヲ
ク
ッ
ヲ
⑧

セ
ハ
ヲ
力
キ
ム
ブ
カ
キ
ヤ
ス

人
滅
仏
誰
可
レ
崇
。
法
誰
可
レ
信
哉
。
先
祈
二
国
家
一
須
レ
立
二
仏
法
。
一

と
述
べ
、
宗
祖
自
身
が
鎌
倉
の
辻
に
立
っ
て
、
国
土
安
穏
の
願
を
成
就
せ
し
め
る
為
に
、
其
の
基
本
と
な
る
剛
家
を
危
機
か
ら
救
う
方
法

を
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
苦
な
る
が
故
に
現
実
を
否
定
し
、
浄
土
を
来
世
に
思
慕
し
求
め
よ
う
と
す
る
信
仰
、
及
び
其
の
信
仰

を
裏
付
け
と
す
る
政
治
・
思
想
を
蟻
し
、
あ
る
が
ま
典
の
現
実
界
に
即
し
て
、
そ
の
中
に
浄
土
を
迩
設
し
よ
う
と
す
る
「
娑
婆
即
寂
光
の

願
」
を
成
就
せ
し
む
く
く
、
身
を
以
て
此
の
願
の
実
現
に
注
が
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
他
度
の
願
で
あ
り
、
当
時
先
ず
実
行

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
国
土
を
危
機
か
ら
救
護
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
洲
ば
「
仏
国
土
建
設
の
願
」
と
も
云
う

べ
き
此
の
願
が
、
始
め
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
又
此
の
願
は
単
に
宗
祖
初
期
の
立
願
と
す
る
の
み
で
は
な
く
、
次
に
述
べ
る
衆
生
済

度
の
願
と
同
様
に
、
依
正
二
報
に
亘
っ
て
の
救
済
の
大
願
で
あ
り
、
所
調
、
立
正
安
国
の
理
念
に
基
ず
い
た
も
の
で
生
涯
を
通
じ
て
此
の

願
の
実
現
に
資
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
即
ち
、
「
安
国
論
」
に
依
れ
ば
、
仏
国
土
迩
設
の
願
を
達
成
せ
し
め
る
唯
一
の
方

法
と
し
て
、
大
衆
が
「
実
乗
の
一
善
」
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

愛
に
於
て
、
宗
祖
は
自
ら
が
法
華
経
の
題
目
を
受
持
信
行
し
、
弘
通
す
る
こ
と
に
依
っ
て
国
土
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
願
か
ら
、
更
に

よ
り
多
く
の
大
衆
に
向
っ
て
、
法
華
経
を
受
持
せ
し
め
、
大
衆
自
身
に
も
広
く
弘
通
の
道
を
進
ま
し
め
よ
う
と
、
せ
ら
れ
る
に
至
り
、
法

華
為
本
の
思
想
に
基
く
政
治
・
文
化
の
発
展
を
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
所
謂
、
．
切
大
衆
済
度
の
願
」
で
あ
っ
て
、
願
の
対
象
が
「
国

土
」
か
ら
「
大
衆
」
へ
と
、
展
開
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
祖
が
「
先
ず
国
家
を
祈
り
て
」
と
云
う
救
国
を
第
一
と
考
え
ら
れ
た

こ
と
に
依
る
も
の
で
あ
ら
う
。
然
し
て
此
の
「
衆
生
済
度
の
願
」
は
、
や
が
て
後
に
述
べ
る
如
き
八
仏
使
Ｖ
と
し
て
、
ま
た
八
本
化
上
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⑫

如
二
我
昔
所
願
一
今
者
巳
満
足
。
化
二
一
切
衆
生
一
皆
令
窪
入
二
仏
道
一
。
妙
覚
釈
尊
我
等
血
肉
也
。

と
あ
っ
て
、
何
れ
も
仏
の
本
願
た
る
無
辺
度
生
の
願
が
、
法
華
経
に
於
て
成
就
さ
れ
た
も
の
と
し
、
因
行
果
徳
を
備
え
た
題
目
の
受
持
に

依
っ
て
、
自
ず
と
仏
の
本
願
に
叶
う
も
の
と
し
、
其
の
受
持
一
行
を
大
衆
に
実
践
せ
し
む
ぺ
く
、
立
教
の
当
初
よ
り
「
国
土
」
と
「
大

衆
」
の
済
度
を
目
的
と
す
る
弘
法
の
誓
願
が
立
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
換
れ
ば
仏
の
十
界
皆
成
の
本
願
は
、
其
の
ま

あ
ら
う
。

と
あ
り
、
ま
た
本
尊
妙
に
は

と
云
う
十
界
皆
成
の
本
願
に
当
る
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
此
の
願
は
即
ち
、
四
弘
に
於
け
る
初
め
の
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
の
願
と

直
接
つ
な
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
祖
の
場
合
は
、

日
蓮
は
去
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
よ
り
、
今
弘
安
三
年
十
二
月
に
い
た
る
ま
で
二
十
八
年
が
間
、
又
他
事
な
し
。
只
妙
法
蓮
華
経⑩

の
五
字
七
字
を
日
本
国
の
一
切
衆
生
の
口
に
入
れ
ん
と
は
げ
む
計
り
也
。
此
即
母
の
赤
子
の
口
に
乳
を
入
れ
ん
と
は
げ
む
慈
悲
也
。

と
云
は
れ
て
い
る
「
諌
暁
八
幡
抄
」
の
文
か
ら
す
る
と
き
、
其
の
一
代
が
此
の
無
辺
度
生
の
願
に
依
っ
て
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る

の
で
あ
り
、
前
記
の
仏
の
本
願
を
そ
の
ま
上
受
つ
い
で
、
八
仏
使
Ｖ
の
立
場
か
ら
願
の
実
践
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
で

行
Ｖ
と
し
て
の
使
命
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
法
華
経
の
教
主
釈
尊
が
立
て
た
と
こ
ろ
の

レ

、
う
シ
キ
ノ
ン
ト

ヲ
シ
テ
ク
ヵ
シ
ク
う
ナ
ル
コ
ト
キ
ハ
ノ
ノ
ニ
シ
メ
シ
テ
ワ

我
本
立
二
誓
願
一
欲
し
令
一
二
切
衆
如
し
我
等
無
一
レ
異
如
二
我
昔
所
願
一
今
者
已
満
足
化
二
一
切
衆
生
一

う
二
⑨

ラ
ー

次
に
右
の
文
を
更
に
徹
底
せ
し
め
て
い
る
言
葉
を
、
開
本
両
妙
の
中
か
ら
直
接
拾
っ
て
見
る
に
、
先
ず
開
目
妙
に
は

⑪

釈
迦
・
諸
仏
の
衆
生
無
辺
の
総
願
は
皆
此
経
に
於
て
満
足
す

皆
令
レ
入
二
仏
道
一
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如
上
の
観
点
よ
り
す
る
と
き
、
宗
祖
は
本
来
弘
無
の
願
行
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
苦
行
迫
害
は
問
題
と
せ
ず
、
其
の
行
動
は
常

に
末
法
に
於
け
る
導
師
と
し
て
の
使
命
に
燃
え
て
、
難
を
避
け
る
こ
と
を
せ
ず
、
進
ん
で
苦
難
の
道
を
選
び
、
依
正
の
二
法
を
救
う
と
云

う
八
本
化
の
誓
願
Ｖ
に
立
っ
て
、
連
動
を
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
然
も
此
の
運
動
を
達
成
す
る
の
道
は
、
本
化
と
し
て
付
属
を
受
け
た

法
に
依
る
以
外
に
な
い
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
た
宗
祖
は
、

日
本
国
に
此
を
し
れ
る
者
、
但
日
蓮
一
人
な
り
。
こ
れ
を
一
言
も
申
し
出
す
な
ら
ば
父
母
兄
弟
師
匠
に
国
主
の
王
難
必
来
る
べ
し
、

Ｌ
法
華
経
を
通
し
て
宗
祖
に
依
っ
て
受
継
が
れ
、
題
目
の
受
持
に
よ
っ
て
「
国
土
安
穏
の
願
」
及
び
「
無
辺
度
生
の
願
」
等
の
所
願
が
成

就
さ
れ
る
べ
く
、
実
践
に
よ
る
「
行
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

前
述
の
如
く
、
四
弘
を
も
っ
て
大
乗
経
典
に
共
通
し
た
総
願
で
あ
る
、
と
一
応
言
い
な
が
ら
も
、
此
の
よ
う
に
法
華
経
を
通
し
て
四
弘

の
実
践
に
、
八
仏
使
Ｖ
と
云
う
立
場
か
ら
終
始
さ
れ
た
点
に
於
て
、
宗
祖
の
「
願
」
に
於
け
る
意
我
と
、
他
に
見
ら
れ
な
い
特
色
が
在
る

と
云
え
る
で
あ
ら
う
。
又
此
の
願
の
実
践
が
、
い
か
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
に
つ
い
て
「
顕
仏
未
来
記
」
で
は
、

ご
ろ
ノ

ノ

ノ

ン
ト
ス

日
蓮
存
二
此
道
理
一
既
二
十
一
年
也
。
日
来
災
月
来
難
此
両
三
年
之
間
事
既
及
二
死
罪
一
。
乃
至
、

ヲ
ハ
《
｜
カ
ン
ヲ
⑬

ハ
ス
ル
ヲ

願
損
し
我
国
主
等
岐
初
導
し
之
。

と
語
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
此
の
願
の
実
行
に
と
も
な
っ
て
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
迫
害
障
壁
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
行
く
決
意

と
、
其
の
献
身
的
な
跡
と
が
窺
え
る
と
同
時
に
、
仇
に
対
し
て
さ
え
も
導
き
の
手
を
さ
し
の
べ
よ
う
と
さ
れ
た
、
愛
摺
を
越
え
る
慈
悲
の

広
大
さ
と
願
の
崇
高
さ
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

四
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は
し
ら

此
の
三
審
で
「
柱
」
と
云
う
の
は
、
「
日
蓮
は
日
本
剛
の
棟
梁
也
。
予
を
失
う
は
日
本
国
の
柱
柿
を
倒
す
な
り
」
と
あ
る
如
く
、
「
棟

梁
」
と
云
う
語
に
よ
っ
て
も
現
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
国
家
を
負
う
て
立
つ
と
云
う
本
願
力
が
窺
え
る
の
で
あ
り
、
「
眼
目
」
と
は
所
謂

御
目
の
意
を
持
つ
も
の
に
し
て
、
国
家
を
救
う
中
心
眼
目
た
る
の
自
覚
の
現
れ
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
又
「
大
船
」
と
は
、
即
ち
大

船
師
・
導
師
の
通
で
あ
る
か
ら
、
此
の
三
哲
は
国
土
と
大
衆
を
救
済
す
べ
き
、
願
力
と
導
師
と
自
覚
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
、

と
解
す
る
こ
と
が
出
来
得
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

あ
ら
う
。

願
で
あ
る
。

・
・
・
・
・
・
・
⑮

誌
す
る
と
こ
ろ
は
天
も
す
て
給
へ
、
諸
難
に
も
あ
え
、
身
命
を
期
と
せ
ん
。

と
云
う
語
の
中
に
は
、
鎌
倉
か
ら
佐
渡
へ
至
る
ま
で
の
弘
法
活
動
中
に
加
え
ら
れ
た
難
の
甚
亜
な
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、

本
卜
願
を
立
ッ
、
乃
至
、
我
レ
日
本
の
柱
と
な
ら
む
、
我
レ
日
本
の
眼
目
と
な
ら
む
。
我
レ
日
本
の
大
船
と
な
ら
む
、
等
と
ち
か
い
し

⑯

願
、
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
。

と
の
三
誓
は
、
か
上
る
難
に
蟹

か
上
る
難
に
堪

い
わ
ず
ば
慈
悲
な
き
に
に
た
り
と
思
惟
す
る
に
、
法
華
経
浬
梁
経
等
に
此
二
辺
を
合
せ
見
る
に
、
い
わ
ず
わ
今
生
は
事
な
く
と
も
、

⑧

後
生
は
必
無
間
地
獄
に
堕
く
し
。
い
う
な
ら
ば
三
障
四
魔
必
競
起
る
べ
し
と
知
ぬ
。
二
辺
の
中
に
は
い
う
べ
し
。

と
述
て
此
の
間
の
事
状
を
明
か
に
し
て
い
る
如
く
、
既
に
三
障
四
魔
を
覚
悟
し
た
上
で
の
、
導
師
と
し
て
の
慈
悲
か
ら
発
し
て
い
る
誓
願

た
る
こ
と
に
、
疑
い
は
な
か
ら
う
と
思
え
る
。

か
典
る
宗
祖
の
弘
辨
と
、
其
の
内
容
及
び
決
意
を
峨
も
端
的
に
表
明
し
て
い
る
の
が
、
佐
渡
に
於
て
示
さ
れ
た
「
開
目
妙
」
の
三
大
誓

え
忍
ば
れ
て
来
た
上
で
の
、
如
来
使
と
し
て
の
自
覚
を
表
明
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
う
る
で
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更
に
、
此
の
願
行
は
「
日
蓮
が
慈
悲
砿
大
な
ら
ば
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
萬
年
の
外
未
来
ま
で
も
な
が
る
べ
し
。
」
と
云
い
又
．
天

四
海
皆
帰
妙
法
」
を
標
枡
す
る
宗
祖
に
と
っ
て
、
凡
て
の
願
行
は
究
極
に
於
て
八
仏
陀
の
慈
悲
Ｖ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

八
仏
陀
の
本
願
Ｖ
に
当
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
宗
祖
の
秤
願
は
「
行
」
で
あ
り
、
此
の
行
は
「
慈

悲
」
か
ら
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
知
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
此
処
に
ま
た
宗
祖
の
宗
教
に
於
け
る
実
践
を
旨
と
し
た
「
事
」
の

木
賀
的
意
義
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

此
れ
は
法
華
経
薬
草
嶮
品
の
、

⑰

未
し
度
者
令
レ
度
。
未
し
解
者
令
レ
解
。
未
し
安
者
令
レ
安
・
未
二
浬
鑿
者
令
レ
得
二
浬
桑
一
。

と
す
る
菩
薩
の
四
誓
を
宗
祖
の
立
場
で
更
に
実
践
的
に
明
確
な
も
の
と
し
た
本
願
で
も
あ
ら
う
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
法
華
経
に
於
け

る
仏
陀
の
本
願
は
、
直
に
宗
祖
に
依
っ
て
実
践
化
さ
れ
、
具
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
宗
祖
の
場
合
、
誓
願
を
立

て
る
と
云
う
こ
と
は
、
頓
に
そ
れ
が
実
行
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
「
願
」
と
「
行
」
を
切
り
離
し
て
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
所
謂

「
響
願
と
は
題
目
弘
通
の
意
な
り
。
」
と
す
る
宗
祖
の
決
断
は
、
法
華
経
に
依
る
八
信
心
為
本
Ｖ
の
主
体
的
な
体
験
の
中
か
ら
出
た
も
の

と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
。

三
大
Ｉ

騨
願
’
’
１
本
願
力
Ｉ

Ｉ
柱
橦
ｌ
信
力
．
．
…
－

１
眼
目
ｌ
智
目
…
－
１
丁
只
坤

Ｉ
大
船
ｌ
導
師
１
１

五
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宗
祖
に
と
っ
て
三
大
響
願
は
、
自
身
の
宗
教
と
其
の
「
行
」
が
、
如
何
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
此
れ
は
ま
た
総
願
と
云
は
れ
る
四
弘
誓
願
を
、
よ
り
一
層
具
体
的
な
形
で
も
っ
て
、
的
確
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
宗
祖
の
生
涯
を

通
じ
て
、
最
も
大
き
な
願
目
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
一
代
の
願
行
に
於
て
、
八
釈
尊
Ｉ
上
行
１
日
蓮
Ｖ
の
内
相
承
に
依
る

「
付
属
の
法
」
を
伝
播
す
る
上
に
、
僧
俗
の
迫
害
を
の
り
こ
え
、
幕
府
の
弾
圧
に
縛
ら
れ
ず
、
富
貴
と
権
力
に
束
縛
さ
れ
な
い
自
由
な
立

場
で
、
然
も
豪
遇
に
布
教
伝
道
を
進
め
、
当
時
の
厭
世
思
想
を
中
心
と
す
る
宗
教
の
改
革
を
論
じ
、
更
に
．
天
四
海
皆
帰
妙
法
」
の
仏

国
土
建
設
を
以
っ
て
、
究
極
の
願
行
と
判
じ
、
其
の
実
践
に
専
心
し
た
と
こ
ろ
に
宗
祖
の
「
願
」
と
「
行
」
と
に
於
け
る
強
力
な
特
色
が

存
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

斯
う
し
た
宗
祖
の
「
願
」
は
、
是
を
要
す
る
に
、
仏
陀
が
大
衆
を
教
化
す
る
に
当
っ
て
、
先
づ
立
て
ら
れ
た
本
願
を
、
そ
の
ま
上
法
華

経
を
通
し
て
受
け
継
ぎ
、
自
身
に
与
え
ら
れ
た
「
仏
使
」
と
し
て
の
使
命
と
し
て
、
願
の
成
就
に
向
っ
て
実
践
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
、
と
見
な
し
て
さ
し
つ
か
え
な
か
ら
う
。
即
ち
、
本
化
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
要
法
の
付
属
と
同
時
に
、
法
華
経
の
願
の
相
承
も
合

せ
て
受
け
継
が
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
に
不
可
能
と
は
云
い
え
な
い
で
あ
ら
う
ｏ

法
華
経
の
願
と
は
、
前
述
の
如
く
既
に
方
便
品
・
薬
草
職
品
等
を
始
め
と
し
て
、
寿
最
品
に
、

⑱

●
●

毎
自
作
二
是
念
一
以
レ
何
令
丁
衆
生
得
丙
入
二
無
上
慧
一
速
成
二
就
仏
身
甲

と
あ
る
文
に
依
っ
て
も
明
ら
か
な
処
で
あ
る
が
、
ま
た
仏
は
「
如
我
昔
所
願
今
者
已
満
足
」
と
も
説
い
て
い
る
。
即
ち
、
法
華
経
を
も
っ

て
、
本
願
所
行
成
就
の
経
典
と
見
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
宗
祖
も
、
此
の
経
に
依
っ
て
四
弘
誓
願
を
始
め
、
本

願
と
し
て
の
三
大
惣
願
等
其
の
他
の
請
願
を
す
べ
て
成
就
せ
し
む
ぺ
く
、
受
持
と
弘
通
の
実
践
が
な
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
え

Ｌ
金
泊
『
ノ
。
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髭

と
、
仏
の
未
来
記
と
符
合
し
た
忍
難
弘
道
の
献
身
的
な
跡
を
以
っ
て
、
八
仏
使
Ｖ
と
し
て
の
自
負
と
誇
を
、
巌
の
如
き
自
信
の
上
に
持
っ

て
お
ら
れ
た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
り
、
此
処
か
ら
ま
た
日
本
は
勿
論
の
こ
と
、
遠
く
唐
・
天
竺
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
の
国
土
に
妙
法

の
五
字
七
字
を
弘
伝
し
、
初
期
に
抱
か
れ
た
「
立
正
安
国
」
の
妙
相
実
現
を
目
し
て
、
ひ
た
す
ら
精
進
を
続
け
て
来
ら
れ
た
生
涯
で
あ
る

と
云
え
よ
う
。
此
の
生
き
方
は
、
世
界
の
平
和
と
安
穏
を
以
て
本
願
と
し
た
仏
の
生
き
方
に
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
仏
教
に
於
け
る
究
極

の
理
想
で
あ
っ
て
、
又
同
時
に
鮫
大
の
願
目
で
も
あ
る
。

次
に
、
宗
祖
は
此
の
願
目
に
つ
い
て
、
法
華
経
の
「
以
信
代
慧
」
の
文
に
よ
っ
て
信
心
為
本
に
よ
る
行
法
を
立
て
ら
れ
、
専
ら
「
受

持
」
の
一
行
を
強
張
し
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
「
行
」
に
代
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
み
な
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
本
尊
妙
」

に
於
て
、
末
法
下
祇
の
妙
法
五
字
を
解
説
し
、

ノ
ー
ス

入
レ
ハ

ノ
二
Ⅱ
ク
ヘ
タ
マ
フ

ノ
ワ

釈
尊
因
行
果
徳
二
法
妙
法
辿
華
経
五
字
具
足
。
我
等
受
二
持
此
五
字
一
自
然
譲
二
与
彼
因
果
功
徳
↓

⑳

ノ
ニ
ク

四
大
声
聞
領
解
云
無
上
宝
珠
不
求
自
得
云
云
。

と
し
て
、
更
に
「
所
化
以
同
体
」
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
、
八
一
切
皆
成
Ｖ
の
願
目
を
達
成
す
る
為
の
直
道
は
、
此
の
受
持
以
外
に

こ
う
し
た
宗
祖
の
願
行
に
於
け
る
「
力
」
は
ど
こ
か
ら
生
れ
て
来
た
も
の
で
あ
ら
う
か
、
と
云
う
に
「
日
蓮
は
閻
浮
第
一
の
法
華
経
の

⑲

行
者
な
り
」
と
云
う
本
化
の
自
覚
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
、
自
主
的
な
糟
神
態
度
に
依
り
養
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本

願
力
と
云
は
れ
る
力
は
、
法
華
経
の
本
願
を
信
ず
る
心
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
故
に
又
「
開
目
妙
」
の
中
で
、

日
蓮
だ
に
も
此
国
に
生
れ
ず
ば
、
ほ
と
を
ど
（
殆
）
世
尊
は
大
妄
語
の
人
、
八
十
万
億
那
由
佗
の
菩
薩
は
提
婆
が
虚
談
罪
に
も
堕
ね

ぺ
し
。
乃
至
、
今
の
世
を
見
る
に
、
日
蓮
よ
り
外
の
諸
僧
、
た
れ
の
人
か
法
華
経
に
つ
け
て
諸
人
に
悪
口
罵
筈
せ
ら
れ
、
刀
杖
等
を

⑳

加
ら
る
る
者
あ
る
。
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尚
、
彼
の
浄
土
教
に
示
さ
れ
て
い
る
本
願
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
阿
弥
陀
如
来
に
よ
る
他
力
の
往
生
成
仏
に
主
眼
が
置
か
れ
て
を
り
、

⑫

親
惚
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
他
力
と
い
ふ
は
如
来
の
本
願
力
な
り
。
」
と
述
べ
、
他
力
信
心
と
は
阿
弥
陀
の
『
往
生
本
願
』
を
信
ず
る
こ
と

で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
同
じ
く
本
願
と
云
わ
れ
な
が
ら
も
宗
祖
の
法
華
経
に
よ
る
『
即
成
本
願
』
の
場
合
と
対
比
し
て
見
る
と
き
、
そ

こ
に
内
容
的
差
異
の
大
な
る
も
の
が
存
す
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

な
い
こ
と
を
認
め
、
五
字
の
三
業
受
持
を
も
っ
て
、
本
願
成
就
の
基
本
的
要
件
と
考
え
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
受
持
に
因
る

八
以
信
得
入
Ｖ
が
本
化
の
信
行
で
あ
り
、
宗
祖
の
宗
教
が
八
受
持
の
宗
教
Ｖ
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
所
以
も
、
ま
た
此
処
に
あ
る
と
云
え
よ

宗
祖
は
、
法
華
経
の
立
場
か
ら
釈
尊
久
遠
の
本
願
と
も
云
う
べ
き
婆
娑
即
寂
光
の
唱
題
受
持
に
よ
る
『
即
成
本
願
』
を
も
っ
て
、
そ
の

究
極
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
浄
土
は
飽
く
ま
で
も
彼
岸
の
世
界
で
あ
り
、
「
往
生
本
願
」
は
必
然
的
に
来
世
の
浄
土
を
思
慕
す
る
念

が
強
い
も
の
で
あ
っ
て
、
や
が
て
は
厭
慨
的
傾
向
を
た
ど
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
か
典
る
浄
土
教
の
他
力
本
願
説
に
対
し
て
、
唱
題
即
成

を
主
張
す
る
宗
祖
に
あ
っ
て
は
、
此
岸
の
現
実
国
土
に
寂
光
土
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
本
仏
の
本
願
を
受
継
が
れ
た
も
の
で
あ
り
、
積
極

的
態
度
か
ら
八
立
正
安
国
Ｖ
が
叫
ば
れ
、
八
皆
帰
妙
法
Ｖ
の
理
想
実
現
化
が
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
。

⑳

●
●
■
●
●

●
●
●
●
Ｑ
●
●

「
日
蓮
は
少
よ
り
今
生
の
祈
り
な
し
。
た
野
仏
に
成
ら
ん
と
思
う
計
り
な
り
。
」
と
の
一
文
は
、
ま
さ
に
斯
う
し
た
宗
祉
の
現
実
即
成
の

願
を
最
も
端
的
に
表
明
し
た
も
の
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

言
い
換
れ
ば
、
四
弘
誓
願
か
ら
発
し
て
三
大
誓
願
を
経
、
更
に
法
界
帰
妙
の
即
成
本
願
に
至
る
ま
で
の
、
宗
祖
に
於
け
る
願
思
想
に
在

畠
ノ
○

｛
ハ
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日
実
乗
の
一
善
た
る
法
華
経
の
「
色
読
」
に
徹
し
た
実
践
信
仰
を
重
視
す
る
「
事
」
の
思
想
に
あ
る
と
云
え
よ
う
。

か
く
し
て
宗
祖
の
一
代
に
於
け
る
究
極
の
願
は
、
前
述
の
如
く
す
べ
て
仏
陀
の
大
き
な
「
慈
愛
の
本
願
」
に
帰
着
す
る
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
全
人
類
の
平
和
と
安
穏
を
図
る
為
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

凡
そ
人
間
生
活
に
於
て
、
理
想
・
希
望
を
持
た
な
い
者
は
い
な
い
で
あ
ら
う
。
如
何
な
る
立
場
に
世
か
れ
て
い
て
も
、
常
に
何
ら
か
の

形
で
願
望
を
所
持
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
世
の
聖
者
と
称
さ
る
る
人
に
あ
っ
て
は
、
ま
た
そ
の
願
望
も
高
く
大
き
く
、
そ
し
て
浄
ら

か
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
と
も
云
え
よ
う
。
然
し
、
宗
祖
の
「
願
」
が
是
の
如
く
崇
衞
に
し
て
且
つ
偉
大
で
あ

り
、
限
り
な
き
仏
の
慈
悲
心
に
発
し
、
た
ぐ
い
な
き
実
践
力
を
も
っ
て
本
願
所
行
の
道
を
進
ま
れ
た
こ
と
は
、
他
に
其
の
例
を
見
る
こ
と

が
出
来
な
い
も
の
と
云
え
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

っ
て
、
其
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
も
一

㈲
「
仏
使
」
と
し
て
の
使
命
達
《

身
的
自
主
自
律
主
義
で
あ
り
、

其
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
も
の

〔
注
〕①

御
講
聞
書
昭
定
三
ノ
ー
、
§
五
九
五

④
御
講
聞
書
昭
定
三
ノ
ー
、
五
九
六

⑤
「
棲
神
」
矛
三
十
三
号
に
、
塩
田
博

塩
田
博

口
無
辺
の
衆
生
を
救
済
し
、
一

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
更
に
、

国

は
何
か
と
云
う
に
、

「
仏
使
」
と
し
て
の
使
命
達
成
を
目
し
て
、
法
華
経
の
立
場
か
ら
仏
陀
の
本
願
を
受
継
ぎ
、
自
ら
忍
難
弘
教
の
願
行
を
立
て
た
献

士
は
「
法
華
経
に
於
け
る
願
と
受
持
譲
与
」
と
題
し
て
、
詳
細
に
さ
れ
て
い
る
。

家
社
会
を
浄
化
安
穏
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
唱
題
受
持
の
即
成
本
願
を
基
と
す
る
本
化
の
利
他
主
義

②
御
講
聞
書
昭
定
三
ノ
ー
、
五
九
五
③
御
講
聞
書
昭
定
三
ノ
ー
、
五
九
六
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⑤
善
無
畏
三
蔵
妙
昭
定
一
ノ
四
七
三
⑦
善
無
畏
三
蔵
妙
昭
定
一
ノ
四
七
三
③
立
正
安
国
論
昭
定
一
ノ
三
一
○

③
法
華
経
方
便
品
大
正
九
ノ
ー
ノ
八
ｂ
⑩
諌
暁
八
幡
抄
昭
定
ニ
ノ
一
八
四
四
⑪
開
目
妙
昭
定
一
ノ
五
八
一

⑫
本
尊
妙
昭
定
一
ノ
七
二
⑬
顕
仏
未
来
記
昭
定
一
ノ
七
四
二
⑭
開
目
妙
昭
定
一
ノ
五
五
六
⑮
開
目
妙
昭
定
一
ノ
六
○
一

⑯
開
目
妙
昭
定
一
ノ
六
○
一
⑰
法
華
経
薬
草
愉
品
大
正
九
ノ
ー
ノ
一
九
ｂ
⑬
法
華
経
寿
遇
品
大
正
九
ノ
ー
ノ
四
四
ａ

⑲
別
当
御
房
御
返
事
昭
定
一
ノ
八
二
八
⑳
間
目
妙
昭
定
一
ノ
五
五
九
⑳
本
尊
紗
昭
定
一
ノ
七
二
、
教
行
信
証
行
巻

⑳
四
条
金
吾
殿
御
返
事
昭
定
二
ノ
ー
、
三
八
四

（42）


