
め

τ、
迷

ω衆
生
を
放
は
ん
か
矯
め
争
h

リ』イ」
o
少
に
し
て

も
巳
仁
斯
の
如
主
、
「
吾
は
末
法
の
大
導
師
と
な
ら
ん
、
吾

は
日
本
の
大
船
と
な
ら
ん
。
』
て
ふ
の
大
白
血
買
を
抱

3
玉

へ
る
な
り
。
五
目
出
家
以
来
日
間
浅
〈
、
研
問
中
未
に
徴
薄
な

b
と
雄
も
、
過
ぎ
に
し
幾
年
春
古
川
正
に
開
け
ん
と
し
て
二

三
の
草
客
美
花
を
伴
ひ
来
た
り
し
頃
「
吾
は
日
蓮
大
聖
人

の
御
弟
チ
ど
な
ら
ん
」
「
吾
は
信
を
探
り
て
人
生
の
異
義
安

必
立
命
の
境
に
入
k

リ
飽
ま
で
も
活
躍
せ
ん
』
ど
の
一
朝
の

酎
覚
悟
の
下
仁
二
家
闇
柏
木
の
制
を
破
し
、
山
寺
の
窓
に
偽
書

を
緒
く
の
身
さ
争
り
、
然
し
て
今
や
租
山
が
峯
に
か
く
も

空
ど
き
型
救
急
た
ざ
る
を
得
た
り
し
奇
旬
。
さ
ら
ば
、
吾

等
は
如
何
で
か
宗
姐
の
あ
の
党
彩
あ
る
且
は
妙
な
る
御
生

涯
を
六
百
有
僚
年
以
前
の
出
来
事
ご
し
で
、
ロ
ハ
驚
開
設
の
目

匂
見
張
り
つ
、
通
過
ご
す
事
の
出
燕
得
ぺ

3
0
飽
ま
で
も
献

必
的
宗
祖
の
鴻
め
仁
、
否
備
陀
の
矯
め
に
奉
仕
し
て
、
常

在
此
説
法
の
御
記
文
を
念
頭
に
抱
言
、
大
上
人
を
此
の
現

身
仁
来
た
ら
し
、
日
々
夜
々
仁
於
℃
五
円
弧
身
に
活
け
る
じ

非
ら
ず
、
五
口
は
大
上
人
ご
、
も
仁
活
け
る
争
・
り
、
こ
の
大

信
仰
を
保
も
、
天
地
じ
恥
わ
り
る
す
〈
心
明
王
大
第
二
の
宗

教
家
た
る
吾
等
の
本
務
を
全
う
し
、
過
去
六
百
有
傍
年
の

大
上
人
の
生
涯
を
、
此
の
現
生
活
仁
輝
か
せ
て
、
大
上
人

の
末
法
々
々
々
々
と
叫
び
給
ひ
し
、
今
世
を
大
聖
人
の
御

精
神
の
如
く
、
向
上
ヨ
す
可
く
、
一
大
脅
闘
を
試
み
ぎ
る

可
か
ら
ず
。
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人

生

と

労

働辻

古
戸

掛i

働
け
額
の
汗
ご
世
者
の
日
仁
焼
る
け
た
筋
肉
ご
は
、
悪

魔
を
厩
逐
す
る
の
最
良
の
紳
符
立

b
o

人
生
此
の
世
に
於
け
る
生
・
雌
は
、
大
部
持
勢
働
の
生
涯

を
稀
す
べ
き
な
b
J
P

仕
事
を
鴻
す
は
常
人
に
あ
ち
で
は
世

間
普
通
の
扶
態
争
る
な
り
口
荷
も
人
ご
呼
ば
る
べ
き
の
償

値
あ
る
も
の
は
仕
事
を
好
み
且
是
を
錦
す
に
堪
ふ
る
も
の

な
ら
ぎ
る
可
か
ら
ず
口
総
て
の
人
骨
忙
は
し
（
働
け
る
仁

い
か
で
我
れ
の
み
怠
惰
守
る
べ
り

A
ゃ
。
怠
惰
な
る
も
の

い
か
で
能
く
祉
曾
の
簿
敬
ご
牒
面
ご
責
任
ご
を
持
槙
し

τ

永
久
に
是
を
失
は
ざ
る
二
ご
を
得
ん
、
労
働
は
最
良
の
新



教
育
者
な
り
。
如
何
之
な
れ
ば
そ
は
人
を
騒
b
て
他
物
ご

接
嫡
せ
し
め
、
依
て
以
て
世
間
の
官
相
を
了
解
す
る
事
を

得
せ
し
む
れ
ば
歩
り
。
人
若
し
古
今
の
博
記
を
縮
か
ば
、
最

も
憤
値
あ
る
人
物
は
最
も
共
の
職
業
に
勤
勉
に
‘
最
も
某

の
研
究
に
忠
賓
に
、
最
も
其
の
企
闘
を
遂
行
す
る
じ
勇
敢

か
る
を
見
ん
。
勢
働
は
賓
に
償
値
あ
る
も
の
を
得
ん
ご
す

る
じ
嘗
り
て
必
ず
梯
は
ぎ
る
可
ら
ざ
る
代
債
な
り
。
偉
大

な
る
人
物
は
、
不
携
の
勤
勉
ご
百
折
屈
せ
ざ
る
堅
忍
ご
を

以
て
能
く
其
の
光
柴
の
地
位
に
到
達
す
る
こ
ご
を
得
た
り

人
は
椴
A
T
如
何
守
る
天
才
を
有
す
る
も
、
勝
た
叉
庄
中
れ
な

が
ら
じ
し
て
如
何
仁
聴
明
穎
悟
か
る
も
、
此
世
に
出
で
た

る
上
は
、
共
の
必
然
の
刑
罰
ご
し
て
、
柑
労
働
す
る
こ
子
乞

兎
か
る
、
能
は

5
る
も
の
な
り
。
然
れ
J
T

』
も
勢
働
は
畢
克

刑
罰
に
あ
ら
ず
し

τ快
築
な
り
。
セ
シ
ト
ォ
1

d

H

ス
チ
ン

日
く
「
世
に
勢
働
せ
す
し
て
暮
ら
す
程
苦
し

3
こ
ど
な

し
』
高
潔
偉
大
守
る
目
的
に
其
の
一
身
タ
捧
げ
周
到
の
用

意
を
以
て
其
の
熟
慮
し
た
る
計
室
町
に
進
み
行
〈
人
は
稽
す

べ
き
か
な
」
さ
。
但
し
勢
働
の
功
果
の
最
も
著
し
く
顧
は

る
、
は
、
寧
ろ
人
生
の
高
備
な
る
方
面
に
あ
h
o
見
よ
、

怠
惰
争
る
も

ωが
是
を
蓄
積
す
る
歳
月
の
竿
ば
じ
て
十
分

な
る
に
あ
ら
ず
や
。
サ
シ
ス
ク

9
ツ
ト
の
古
諺
仁
日
く
、

『
宰
の
紳
は
常
に
獅
子
の
如
〈
勇
敢
じ
立
ち
働
く
人
に
の

み
附
さ
随
ふ
も
の
申
ザ
b
o
己
れ
が
失
敗
の
原
闘
を
只
静
倖

の
故
に
の
み
舗
す
る
人
は
到
底
薄
志
弱
行
の
そ
し
り
を
見

る
、
乙
と
能
は
ず
』
と
。
人
生
の
障
害
、
其
の
過
竿
は
、

放
逸
錬
惰
の
性
質
よ
り
し
て
起
る
も
の
な
り
。
点
惰
比
一
貫

仁
青
年
ぞ
誘
惑
す
る
最
大
の
危
険
な
る
が
如
し
、
或
一
一
穂

の
青
年
仁
は
兎
角
仕
事
を
錦
す
を
厭
ひ
げ
事
に
で
も
少
し

骨
の
折
る
冶
ニ
ご
は
是
セ
争
ふ
て
避
〈
る
が
如
き
風
あ
り

凡
そ
如
何
な
る
人
仁
て
も
『
放
は
世
の
中
仁
於
け
る
無
用

の
長
物
争
り
、
放
は
放
蕩
悔
惰
－
し
し
て
、
漸
次
破
滅
に
近
さ

っ
、
あ
り
。
』
な
ざ
の
言
を
甘
受
す
る
も
の
は
こ
れ
あ
ら
ぎ

る
ぺ
し
。
且
そ
れ
何
等
の
仕
事
を
も
錦
当
守
し
て
、
安
閑

と
歳
月
を
徒
費
す
る
人
ιザ
は
、
殆
ざ
人
生
の
享
楽
を
失
ひ

っ
h

あ
る
も
の
ご
謂
ム
ペ
し
。
彼
の
生
挺
は
常
に
休
日
な

る
を
以
て
、
異
の
休
養
の
面
白
味
を
解
す
る
こ
さ
能
は
ず

寝
て
ゐ
て
暮
す
者
は
決
し
て
事
業
を
も
践
し
た
る
例
争
き

な
り
。
一
切
の
出
来
事
は
皆
彼
を
度
外
調
し
て
電
光
石
火
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の
如
く
走
り
渦
ぎ
、
彼
を
昏
陸
ご
孤
縄
ど
の
内
に
放
葉
し

去
ち
て
、
復
顧
る
乙
ご
あ
ら
ざ
る
な
り
。
ク
ラ
ッ
プ
ロ
ピ

y
y
y
の
言
に
日
く
「
通
常
制
限
惰
ご
稽
す
る
も
の
は
、
畢

岩
見
・
｝
れ
鉱
山
丸
一
識
的
に
己
れ
の
無
能
力
を
自
覚
し
た
る
も
の

に
外
争
ら
ず
』
ご
。
ジ
エ

ν
ミ

f
e
y
－
－
7

1
は
日
〈
「
慣

、
惰
は
持
存
せ
る
人
の
葬
式
争
り
。
制
限
情
な
る
人
は
、
世
間

の
鐙
濯
ど
は
何
等
の
相
捗
る
所
争
き
が
故
仁
、
紳
の
鶏
じ

も
賂
た
人
組
枇
曾
の
矯
め
じ
も
何
等
の
用
無
き
も
の
杏
れ

ば
、
死
し
た
る
人
ご
去
も
相
樟
ぷ
所
な
し
。
彼
は
只
害
虫

虎
狼
の
類
ざ
等
し
く
其
の
党
陰
を
定
費
し
て
、
徒
に
地
上

の
産
物
を
食
ふ
の
み
の
も
の
な
り
。
斯
〈
て
時
来
れ
ば
、

共
の
ま
、
二
兆
に
果
つ
る
の
み
何
等
世
上
に
貢
献
す
る
所
有

ら
ぎ
る
あ
り
。
彼
等
は
鋤
を
握
ら
令
重
荷
を
負
は
ず
、
主
ハ

の
矯
し
た
る
所
の
物
は
不
利
盆
の
み
、
害
悪
の
み
、
慨
杓

は
賢
に
此
世
に
於
け
る
最
大
の
抽
出
費
な
ら
」
ご
。

古
の
ギ
り
シ
ヤ
人
は
、
夙
に
努
働
は
枇
舎
の
目
的
を
達

す
る
上
に
於
て
繰
〈
可
か
ら

5
る
も
の
争
る
こ
ど
を
主
張

し
た
ち
き
。

ツ
ロ
ン
は
日
く
『
仕
事
を
柑
周
忌
Y

る
入
あ
ら
ば
、
直
も
じ

捕
へ
て
裁
判
所
仁
迭
致
す
可
し
』
ご
、
叉
或
西
哲
者
日
く

『
仕
事
を
鶏
さ
立
る
人
は
盗
賊
な
り
』
さ
。
質
に
古
の
但

諺
に
日
へ
る
が
如
く
、
慣
情
な
る
頭
脳
は
悪
魔
の
仕
事
場

弘
、
何
ご
な
れ
ば
人
は
何
事
を
も
鶏
さ
ぎ
る
時
は
、
勤
も

す
れ
ば
不
善
の
行
局
を
考
、
出
す
も
の
争
れ
ば
な
り
。
己

は
少
し
も
仕
事
を
潟
さ
ず
し
て
、
而
も
己
は
仕
事
を
潟
す

人
間
よ
h
も
以
上
争
り
争
f
考
ふ
る
が
如
、
出
J
C

は
、
共
の
罪

恕
す
ぺ
か
ら
ゴ
る
と
同
時
仁
、
又
極
め
て
憐
れ
む
可
き
も

の
玄
り
ど
言
は
ゴ
る
可
か
ら
ず
。
凡
そ
活
動
的
官
目
ご
放

恋
守
る
華
審
J

」
の
如
〈
世
に
恐
る
可
き
物
は
有
ら
ず
。
自

恋
放
逸
は
道
徳
の
基
礎
を
危
殆
に
仁
、
人
類
吐
曾
の
勇
気

を
阻
喪
せ
し
む
る
の
み
な
ら
や
、
叉
生
一
昨
臨
す
ぺ
hr
ら、ざ

る
幾
多
の
苦
勢
を
生
み
出

rす
も
の
守
れ
ば
な
り
。
悪
魔

は
常
じ
光
明
な
る
天
使
の
動
〈
粧
ひ
て
出
現
し
、
罪
悪
は

常
仁
快
柴
の
椴
面
を
被
り
て
其

ω誘
惑
そ
還
し

5
す
る
も

の
守
る
こ
ど
を
如
れ
る
人
は
、
世
仁
最
も
善
〈
知
れ
る
人

と
一
五
は
ざ
る
可
か
ら
令
。
土
耳
共
の
但
諺
に
云
へ
る
あ
り

『
悪
魔
は
怠
惰
漢
を
誘
ひ
、
怠
惰
漢
は
悪
魔
を
誘
よ
』
ご
。

人
若
し
柄
精
の
美
し
き
偽
の
光
仁
、
誼
か
さ
れ
て
共
の
後
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へ
仁
従
ふ
さ
き
は
放
慾
に
績
い
て
忽
に
己
減
歪
り
、
歓
楽

は
一
朝
の
夢
ご
消
へ
て
、
悲
痛
哀
傷
交
も
腫
を
接
し
て
迫

h

リ
来
た
ら
ん
、
畳
畏
れ
、
ぎ
る
可
げ
ん
や
。
か
せ
ぐ
に
迫
付

〈
貧
乏
杏
し
、
奮
闘
せ
ざ
れ
ば
勝
利
か
し
。

延｛

山

の

春

暁柳

緒

生

二
日
の
ま
だ
は
の
ん
＼
ご
す
る
に
、
急
ぎ
床
を
離
れ
洗

面
な
ざ
す
る
仁
、
日
輸
は
す
で
仁
東
氏
醸
り
出
て
ん
ご
す

其
包
金
色
の
春
光
、
次
第
に
強
く
、
朝
霞

ι包
ま
れ
し
四

方
の
山
、
錨
込
」
C

鉛
白
色
の
奥
之
院
、
見
る

f
＼
透
き
ご
ほ

h
ソ
、
今
や
東
山
は
薄
き
桔
梗
色
の
党
を
帯
び
、
其
の
清
麗

言
は
ん
方
な
し
。
未
だ
霞
に
閉
せ
る
庭
の
棲
花
、
彼
方
よ

り
主
乙
ゆ
る
議
経
の
盤
、
浪
霞
の
裡
に
眠
る
鷲
谷
に
は
、

老
の
鴬
心
そ
れ
に
も
似
？
、
恥
1
d
げ
に
二
韓
三
聾
法
I
法

草
経
！
春
の
女
神
の
佐
保
姫
が
、
た
く
み
の
美
、
賎
敗
の

菩
れ
に
新
し
き
希
望
一
を
奥
へ
、
霊
し
き
光
明
、
胸
に
復
活

の
生
命
を
輿
ふ
、
暗
偉
大
奇
る
哉
春
の
陪
。

本
院
内
諸
堂
案
内
記

山

慧

戒

内

持
提
梯
を
整
・
り
て
天
門
に
遣
し
、
正
面
の
亦
い
御
堂
は

姐
師
堂
で
あ
る
。
左
の
宰
地
は
本
堂
建
設
地
。
彼
の
向
ふ

の
高
き
峯
は
思
親
閣
の
霊
場
身
延
奥
の
院
で
あ
る
o

巷
口

に
老
杉
一
本
舵
立
し
℃
居
る
下
卒
塔
婆
の
行
儀
能
く
建
て

る
塔
場
所
ご
云
ム
。
鱒
回
し
て
後
方
仁
見
へ
る
嶺
は
、
鷹

取
山
で
あ
る
口
組
師
堂
じ
一
雄
し
右
折
し
℃
進
め
ば
右
仁

小
さ
き
ト
タ
ン
葺
さ
の
屋
根
は
、
鷲
谷
寮
ご

τ組
山
串
院

生
の
寄
宿
合
さ
教
場
の
一
部
。
左
方
小
高
き
蕗
の
白
壁
の

堂
は
、
宗
組
の
御
異
骨
堂
。
其
の
前
は
拝
殿
で
あ
る
。
其

れ
よ
り
轄
迦
堂
、
納
骨
堂
ど
並
び
、

E
面
大
玄
関
じ
鳳
嵐

の
彫
刻
あ
る
棟
は
大
客
殿
に
し

τ、
其
の
次
に
建
て
る
は

法
喜
堂
で
あ
る
。
此
堂
内
に
這
入
っ
て
、
事
務
所
よ
り
開

扉
の
札
を
戴
き
、
客
殿
の
龍
の
問
、
松
の
問
、
千
墨
敷
、
正

面
の
額
鎮
国
道
場
は
大
宰
府
宮
小
路
康
文
氏
の
筆
、
床
上

の
軸
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
支
那
人
某
の
筆
、
左
折
し
て
往

け
ば
納
骨
堂
仁
到
る
o

三
賀
諸
算
の
雨
脇
に
安
置
せ
る
は

〔45〕


