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序

の
四
回
に
わ
た
っ
て
、
勤
行
に
つ
い
て
考
え
る
０

０

〇

四

を
掲
載
し
た
。
加
え
て
、　
一
九
九
三
年

（平
成
五
年
）
九
月

二
十
八
日

・
二
十
九
日
両
日
に
行
な
わ
れ
た
正
信
会
教
師
講

習
会
の
二
十
八
日
の
発
表
の
席
上
に
お
い
て
は
、

「芝
川
」

誌
の
中
で
指
摘
し
て
来
た
。
方
便
品
の
世
雄
掲
を
普
段
の
勤

行
に
際
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
。
発
表
時
間
の
限
ら

れ
た
中
で

「読
む
べ
き
世
雄
掲
の
大
切
さ
」
と
い
う
題
名
の

資
料
コ
ピ
ト
を
出
席
の
全
員
に
渡
し
て
御
話
し
を
さ
せ
て
頂

い
た
。

一
九
八
五
年
か
ら
現
在
迄
１７
年
間
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る

議
論
を
喚
起
し
た
い
と
思

っ
て
発
言
し
て
来
た
け
れ
ど
も
、

「芝
川
」
聰
６
号
が
絶
版
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
、
最

近
今
迄
送
り
続
け
て
来
た
あ
る
人
か
ら
、

「芝
川
」
誌
の
今

迄
の
号
を
送

っ
て
く
れ
と
依
頼
さ
れ
、

「芝
川
」
誌
が
読
ま

ず
に
捨
て
ら
れ
、
読
ん
で
捨
て
ら
れ
、
議
論
す
る
心
も
な
い

ま
ま
無
視
さ
れ
て
、
自
分
達
の
信
仰
内
容
に
立
ち
入
っ
て
考

え
る
こ
と
も
な
く
時
間
が
経
過
し
て
来
た
こ
と
を
痛
切
に
感

じ
ま
し
た
。

二
〇
〇

一
年
は
、
こ
の
三
宝
院
が
福
山
布
教
所
と
し
て

一

九
八

一
年
に
開
所
さ
れ
二
十
周
年
目
に
当
る
こ
と
か
ら
、

「世
雄
偶
」
を
読
み
は
じ
め
た
当
初
か
ら
、
大
切
な
法
要
に

「世
雄
掲
」
を
入
れ
て
読
経
し
法
要
を
営
み
た
い
と
思
い
、

又
、
大
切
な
御
経
と
言
い
乍
、　
一
番
大
切
な
法
要
に
読
ま
な

い
の
は
お
か
し
い
で
は
な
い
か
と
の
批
判
も
当
初
か
ら
あ
っ
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た
為
、
教
区
の
方
に
も
こ
の
こ
と
を
御
願
い
し
、
二
十
周
年

の
法
要
と
十
月
の
御
会
式
を
、
こ
の
年
を
期
に
今
後
は

「世

雄
掲
」
を
入
れ
て
営
む
よ
う
に
さ
せ
て
頂
い
た
。

今
迄
の
二
十
年
間
、
こ
の
矛
盾
を
何
か
の
機
に
解
消
し
た

い
と
思
っ
て
来
た
こ
と
が
実
行
出
来
、
僧
俗
共
に
二
十
周
年

法
要
と
御
会
式
を
普
段
の
勤
行
と
同
じ
様
に

（世
雄
偶
を
入

れ
）
出
来
、
御
宝
前
に
二
十
年
の
歳
月
を
刻
む
こ
と
が
出
来

た
報
恩
謝
徳
の
志
を
報
告
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

立
教
開
宗
七
百
五
十
年
の
大
切
な
年
に
、
改
め
て
四
回
に

わ
た
る
論
文
を

一
冊
の
本
に
し
、
も
う

一
度

「読
む
べ
き
世

雄
偶
の
大
切
さ
」
を
多
く
の
人
に
考
え
、
感
じ
て
頂
き
た
い
。

芝
川
誌
を
捨
て
て
来
た
人
も
、
無
視
し
て
来
た
人
も
、
改
め

て
手
に
取

っ
て
読
ん
で
貰
い
た
い
。
そ
し
て
読
み
捨
て
の
雑

誌
の
認
識
で
は
な
く
、
薄
く
と
も

一
冊
の
本
に
し
て
残
し
、

私
が
死
ん
だ
後
も
、
日
蓮
大
聖
人
様
が
読
ま
れ
て
い
た

「世

雄
偶
」
の
内
容
を
踏
ま
え
て
勤
行
に
読
経
す
る
こ
と
の
大
切

さ
を
考
え
て
く
れ
る
方
が
出
て
く
れ
れ
ば
、
仏
教
の
為
あ
り

が
た
い
と
思
い
、
出
版
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

廣
田
は
、
世
雄
偶
を
読
ま
な
い
者
は
謗
法
で
あ
る
と
言

っ

て
い
る
と
い
う
過
激
な
揚
げ
足
し
取
り
の
批
判
が
あ
り
ま
す

が
、
私
は
そ
ん
な
こ
と
は
言

っ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
御

経
は
御
題
目
の
説
明
で
あ
っ
て
、
成
仏
の
有
無
は
御
題
目
に

か
か
っ
て
い
る
。
世
雄
偶
を
読
ま
な
い
者
は
謗
法
だ
と
い
う

こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
世
雄
偶
を
読
ま
な
け
れ
ば
成
仏
出

来
な
い
と
私
が
言

っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
り
ま
す
。
そ

ん
な
こ
と
を
私
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
い
。

日
蓮
大
聖
人
が
読
ま
れ
て
い
た
世
雄
掲
の
御
経
を
修
行
と

し
て
大
切
に
読
ん
で
、
御
題
目
の
大
切
さ
を
よ
り
深
く
感
じ

て
行
こ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。

最
後
に
載
せ
た
手
書
の
プ
リ
ン
ト
は
、
昭
和
六
十
年
に
、

三
宝
院
の
御
信
者
に
啓
蒙
す
る
時
の
勉
強
会
の
テ
キ
ス
ト
で

あ
り
ま
す
。

合
わ
せ
て
御
読
み
頂
き
、
御
理
解
を
深
め
て
貰
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

多
く
の
御
信
者
さ
ん
に
理
解
し
て
頂
け
る
よ
う
に
書
い
た

つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。
大
石
寺
の
人
達
、
創
価
学
会
の
人
達
、

日
蓮
系
の
信
仰
を
し
て
い
る
人
達
が
、
こ
の
本
を
読
ん
で
日

蓮
大
聖
人
様
の
勤
行
の
原
型
は
ど
う
だ

っ
た
の
か
を
深
く
考

え
て
頂
け
れ
ば
仏
恩
報
謝
の
為
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。
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読
む
べ
き

「世
雄
偶
」
の
大
切
さ

①私
が
身
近
に
信
徒
と
接
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
今
日
に

至
る
迄
、
大
変
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
御

経
の
読
み
方
、
題
目
の
唱
え
方
で
あ
り
ま
す
。

速
い
テ
ン
ポ
で
唱
え
て
い
る
時
は
、
さ
ほ
ど
感
じ
る
こ
と

が
な
い
の
で
す
が
、
葬
式
と
か
法
事
の
時
に
は
っ
き
り
と
発

音
の
わ
か
る
テ
ン
ポ
で
御
経
を
唱
え
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
人

が
、
つ
っ
か
か
る
か
、
い
っ
し
ょ
に
唱
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
挙
句
の
果
に
は
、

「修
行
が
違
う
」
と

か

「そ
ん
な
に
き
っ
ち
り
出
来
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま

す
。つ

ま
り
こ
れ
は
、
速
い
テ
ン
ポ
の
時
に
は
誤
魔
化
さ
れ
る

も
の
も
、
遅
い
テ
ン
ポ
に
な
る
と
誤
魔
化
せ
な
く
て
唱
和
出

来
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
五
十
六
年
に
福
山
の
地
に
布
教
所
を
開
か
せ
て
い
た

だ
き
、
事
あ
る
ご
と
に
御
経
の
読
み
方
を
信
徒
に
注
意
し
て

来
ま
し
た
が
、　
一
般
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
速
い
テ
ン

ポ
の
勤
行
で
は
、　
一
向
に
ら
ち
が
あ
き
ま
せ
ん
の
で
昭
和
六

十

一
年
の
中
旬
よ
り
五
座
、
三
座
の
御
経
を
し
な
く
て
良
い

か
ら
、
方
便
品
、
寿
量
品
、
自
我
偶
を
ゆ
っ
く
り
二
十
五
分

余
り
時
間
を
か
け
て
読
み
、
そ
の
後
題
目
を
十
分
か
ら
十
五

分
余
り
唱
え
、

（朝
の
勤
行
の
天
拝
は
す
る
）
五
座
、
三
座

の
御
観
念
を
ま
と
め
て
し
て
、
勤
行
と
す
る
よ
う
に
と
御
願

い
し
ま
し
た
。

気
が
散

っ
て
、

「十
如
是
」
が
何
回
目
か
分
ら
な
く
な

っ

て
、
三
度
で
止
め
た
り
、
四
度
し
て
み
た
り
。
今
や
っ
て
い

る
勤
行
が
何
座
目
か
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
そ
う

い
う
こ
と
ば
か
り
に
気
を
つ
か
う
勤
行
。
ま
ち
が
っ
た
早
口

の
、
自
分
さ
え
良
け
れ
ば
い
い
と
い
う
よ
う
な
自
己
満
足
の

勤
行
を
、
五
座
、
三
座
と
繰
り
か
え
す
よ
り
も
、
少
し
で
も

ま
ち
が
い
の
な
い
、
て
い
ね
い
な
、
心
の
込
め
ら
れ
る
勤
行

題
目
の
方
が
、
ど
れ
ほ
ど
信
仰
に
か
な
う
か
し
れ
ま
せ
ん
。

創
価
学
会
員
の
暴
発
的
な
増
加
に
よ
っ
て
、
元
来
地
元
の

僧
侶
か
ら
の
口
写
し
で
習

っ
て
い
た
御
経
が
ま
っ
た
く
な
く

な
っ
て
し
ま
い
、
初
信
の
頃
よ
り
、
集
団
で
唱
え
る
、
く
ず

れ
た
御
経
、
題
目
に
染

っ
て
い
っ
て
し
ま
つ
た
こ
と
が
今
日

の
勤
行
の
現
状
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
信
徒
の
姿
は
多
勢
に
無
勢
で
僧
侶
達
も
こ
の
影
響
を
強
く

受
け
、
御
経
が
く
ず
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
り
ま
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す
。御

経
に
関
す
る
読
み
は
日
写
し
で
伝
承
さ
れ
て
来
た
為
、

ほ
と
ん
ど
そ
の
資
料
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ

と
も
乱
れ
る
に
任
せ
ら
れ
て
行
く
大
き
な
要
因
だ
と
思
い
ま

す
。
し
か
し

一
方
、
創
価
学
会
員
の
増
加
の
中
で
、
そ
れ
迄

大
雑
把
で
各
末
寺
バ
ラ
バ
ラ
に
任
せ
て
い
た
勤
行
用
式
を
化

儀
統

一
と
い
う
名
目
の
も
と
に
五
座
、
三
座
と
し

「世
雄
偶
」

の
廃
止
を
創
価
学
会
の
要
望
を
も
受
け
て
決
定
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
迄
は
五
座
全
て
に
長
行
を
唱
え
る
末
寺
も
あ

り
、
そ
れ
に

「世
雄
掲
」
を
加
え
る
末
寺
も
あ
り
、
あ
く
ま

で
も
簡
略
に
す
ま
す
末
寺
も
あ
り
で
、　
一
様
で
は
な
か
っ
た

わ
け
で
あ
り
ま
す
。　
一
様
式
に
す
る
こ
と
は
良
い
と
し
て
、

こ
こ
で

「世
雄
偶
」
を
す
て
る
と
い
う
愚
を
犯
し
て
し
ま
っ

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

創
価
学
会
の
要
望
と
、
簡
略
に
走
る
希
望
が

一
致
し
て
、

「世
雄
掲
」
を
廃
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
石
寺
は
そ

れ
か
ら
何
年
も
教
師
補
任
式
に
望
む
段
階
の
最
終
試
験
に
は

「世
雄
偶
」
の
読
み
を
試
験
課
目
と
し
て
入
れ
続
け
て
い
た

の
で
あ
り
ま
す
。
な
に
か
し
ら
ゆ
が
ん
だ
プ
ラ
イ
ド
の
よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

日
達
上
人
も
、
現
日
正
寺
住
職
、
秋
山
海
学
師
を
我
々
小

僧
も
い
る
よ
う
な
場
所
で

「ま
だ
世
雄
掲
を
読
ん
で
い
る
の

か
、
や
め
ろ
よ
」
等
と
い
っ
て
い
た
こ
と
を
私
は
記
憶
し
て

い
ま
す
が
、
組
織
の
統

一
性
、
画

一
性
の
前
に
、
も
っ
と
大

切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

現
在
あ
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
五
座
、
三
座
の
勤

行
式
に
し
て
も
、
資
料
も
日
伝
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
勤
行

要
品
に
よ
っ
て
推
察
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
大
聖
人
御
在
世
に

こ
の
よ
う
な
勤
行
型
体
に
な
っ
て
い
た
は
ず
は
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

初
座

（天
拝
）
は
と
も
か
く
、
二
座
の
御
本
尊
様
を
除
く
、

大
聖
人
、
日
興
上
人
、
日
目
上
人
、
歴
代
御
正
師
等
の
御
報

恩
謝
徳
に
供
す
る
御
経
は
、
ま
っ
た
く
後
世
の
も
の
で
あ
っ

て
、
五
座
、
三
座
、
の
型
式
は
大
聖
人
の
御
在
世
に
は
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

日
興
上
人
の
御
報
恩
は
日
興
上
人
滅
後
に
加
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
日
目
上
人
、
歴
代
等
の
御
報
恩
は
日
目
上
人
滅

後
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
修
行
と
し
て
の
原
型
と
、

時
代
と
共
に
変
型
、
応
用
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
Ｌ
し
て
考

―

た
時
に
、
原
型
を
は
ず
れ
て
、
応
用
が
水
年

てノ＞
悩
＝
に
１

，

て
あ
た
り
前
と
考
え
ら
れ
る
状
態
に
た

，
ｒ
ｌ
＝

‐
ｒ
い
ぅ
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の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
五
座
の
勤
行
式
は
、
日
興
上
人
、
日
目
上
人
が
亡
く

な
ら
れ
る
に
つ
れ
、
大
石
寺
法
門
の
上
に
お
い
て
、
日
興
上

人
を
、
日
目
上
人
を
ど
の
様
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
と
い
う

こ
と
を
、
観
念
文
の
中
に
示
し
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

加
え
て
大
石
寺
の
諸
堂
が
完
成
整
備
が
な
さ
れ
て
行
く
状
態

の
中
で
諸
堂
を
巡
っ
て

一
座
ず

つ
の
勤
行
を
さ
れ
て
い
た
と

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
日
正
上
人
の
時
に
、
垂
述
堂
を
つ
ぶ
し
た
と
い

う
。
御
影
堂
の
茶
店
の
所
に
、
天
拝
の
御
経
を
読
む
御
堂
が

建
立
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
御
影
堂
は
大
聖
人
在
世
を

そ
の
ま
ま
に
写
さ
れ
た
意
味
が
あ
り
ま
す
か
ら
二
座
の
本
因

妙
教
主
の
御
観
念
の
経
に
合
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

戒
旦
本
尊
の
揺
拝
、
客
殿
、
大
石
寺
の
法
門
の
基
本
を
成
す

諸
堂
に
お
い
て

一
座
ず

つ
御
経
を
供
え
る
と
い
う
こ
と
が
勤

行
形
式
の
姿
で
あ

っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
で
も

一
夜
番
が
御
華
水
を
汲
ん
で
諸
堂
を
巡
り
御
水
を
供
え
、
そ

し
て
御
経
を
唱
え
次
々
と
廻
っ
て
行
く
の
は
、
そ
の
原
形
を

汲
む
姿
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
形
体
が
永
年
の
内
、
雨
、
風
の
日
、
多
人
数

と
な
り
、　
一
ヶ
所
の
堂
に
お
い
て
、
五
座
、
三
座
の
勤
行
を

す
る
と
い
う
形
体
に
落
ち
着
い
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。私

は
五
座
、
三
座
が
原
形
で
は
な
く
、
五
座
、
三
座
の
観

念
に
込
め
ら
れ
た
、
法
門
と
い
い
、
信
仰
の
真
心
は
大
切
な

絶
対
に
ゆ
る
が
せ
に
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
勤
行
式
の
本
来
の
姿
は
、
方
便
品
、

方
便
品
長
行
、
寿
量
品
長
行
、
自
我
偶
、
題
日
、
こ
れ
が
大

聖
人
の
定
め
ら
れ
、
大
聖
人
の
さ
れ
て
い
た
姿
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
勤
行
と
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
義
と
は
な
ん
ぞ
や

と
い
う
問
い
に
答
え
ら
れ
る
簡
単
明
瞭
な
看
板
で
あ
る
と
思

う
の
で
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
勤
行
の
中
心
は
題
目
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
様

な
、
早
口
で
忙
し
そ
う
に
、
何
を
言

っ
て
い
る
の
か
分
ら
な

い
御
経
の
唱
え
方
、
そ
し
て
、
御
経
の
後
の
三
分
～
五
分
位

い
の
お
茶
漬
サ
ラ
サ
ラ
の
様
な
題
目
で
は
、
日
で
は
、
御
題

目
こ
そ
が
根
本
と
言
っ
て
い
て
も
、
そ
の
姿
を
見
れ
ば
、
題

目
を
中
心
、
根
本
に
し
た
勤
行
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

方
便
の
扉
を
開
く
、
寿
量
品
の
扉
を
開
く
、
文
上
か
ら
文

底

へ
と
、
文
底
の
大
聖
人
様
の
題
目
に
出
合
い
、
題
目
を
信

受
す
る
。
こ
れ
が
大
聖
人
の
法
門
で
あ
り
、
勤
行
で
あ
り
ま
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す
。方

便
品
の
十
如
是
迄
は
略
開
三
顕

一
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

略
開
三
顕

一
と
は
、
略
し
て

（お
お
む
ね
）
、
三

（法
華
経

以
前
の
声
聞
、
縁
覚
、
菩
薩
の
三
乗
の
教
え
）
を
開
し
て

（明
ら
か
に
し
て
）

一
を

（
一
乗
の
法
華
経
）
を
顕
わ
す
。

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

方
便
品
の
十
如
是
迄
で
は
、
内
容
の
点
か
ら
い
っ
て
、
三

乗

へ
の
説
法
は
方
便
で
す
よ
―
―
と
い
う
所
迄
の
意
味
内
容

で
、
三
乗
に
説
い
て
来
た
説
法
は

一
乗

へ
誘
う
方
便
で
す
よ

―
―
と
い
う
所
迄
し
か
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に

「世
雄
偶
」
の
部
分
に
入
っ
て
い
て
、
広
開
三
顕

一

が
説
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
広
開
三
顕

一
と
は
、
広
く

（全
体
に
）
三
乗
の
教
え
を
開
し
て

（明
ら
か
に
し
て
）

一

を
顕
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
内
容
は
、
略
開
三
顕

一
が
、
方

便
で
す
よ
と
い
う
意
味
内
容
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の
が
、

三
乗

へ
の
方
便
の
説
法
を
す
て
て
、
真
実
の

一
法

へ
導
く
―

―
と
い
う
方
便
品
本
来
の
役
割
り
を
こ
こ
に
示
し
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。

法
華
経
は
爾
前
述
門
の
化
他
の
経
と
違
い
、
自
行
の
経
だ

と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
衆
生
の
側
に
合
せ
た
随

仙
意
の
御
経
で
は
な
く
、
仏
の
本
懐
を
示
し
た
随
自
意
の
経

だ
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。
し
か
し
仏
は
、
序
品
か
ら
、

方
便
品
の
広
開
三
顕

一
の
説
教
に
入
っ
て
来
て
、
は
じ
め
て

自
行
の
説
法
を
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

「会
中
有
。
比
丘
。
比
丘
尼
。
優
婆
塞
。
優
婆
夷
。
五
千

人
等
。
即
従
座
起
。
濃
仏
而
退
。
―
―
」

五
千
人
の
僧
上
慢
の
衆
生
が
退
く
姿
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か

ら
は
じ
め
て
仏
自
身
の
自
行
の
経
が
示
さ
れ
て
行
く
の
で
あ

り
ま
す
。
で
す
か
ら
五
千
人
退
座
の
後
に
す
ぐ

一
切
衆
生
に

対
す
る
因
縁
と
慈
悲

（
一
大
事
因
縁
）
を
示
し
、
開
仏
知
見
、

示
仏
知
見
、
悟
仏
知
見
、
入
仏
知
見
の
諸
仏
世
尊
の
四
仏
知

見
を
示
す
の
で
あ
り
ま
す
。

「世
雄
偶
」
の
最
後
は

「諸
仏
如
来
。
言
無
虚
妄
。
無
有
餘
乗
。
唯

一
佛
乗
。
」

で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

諸
仏
如
来
は
言

（み
こ
と
）
虚
妄
な
し
、
余
乗
有
る
こ
と

な
く
、
唯

一
仏
乗
の
み
な
り
。

と
示
し
て
、
当
宗
で
方
便
品
を
所
破
借
文
の
為
に
読
む
と

い
う
意
味
は
、
略
開
三
顕

一
だ
け
で
は
そ
の
意
味
は
不
満
足

で
あ
り
不
充
分
で
あ
り
、
略
開
三
顕

一

（実
は
方
便
な
ん
で

す
よ
）
、
広
開
三
顕

一

（方
便
だ
か
ら
す
て
な
さ
い
）
の
二

つ
が

一
つ
に
な

っ
て
は
じ
め
て
、
破
折
す
る
為
に
方
便
品
の
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文
を
借
り
る
と
い
う
所
破
借
文
の
意
味
が
通
じ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

方
便
品
の
中
に
三
乗
方
便
の
破
折
を
含
む
。
そ
れ
故
に
当

宗
に
お
い
て

「世
雄
掲
」
を
読
む
必
然
と
必
要
が
あ

っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

「唯

一
佛
乗
」
と
し
て
、
所
破
所
用
の
寿
量
品
に
つ
な
が
っ

て
行
く
と
い
う
所
が
大
切
な
所
な
の
で
あ
り
ま
す
。

四
之
坊
の
住
職
で
あ
っ
た
松
岡
慈
契
師
は
、

最
近
で
も
柱
師
は
世
雄
偶
を
読
ま
れ
て
い
た
が
、
堀
上
人

は
そ
れ
を
お
や
め
に
な
り
、
開
師
が
ま
た
御
遠
忌
あ
た
り

に
な
っ
て
お
始
め
に
な

っ
た
。
そ
れ
が
恭
師
の
頃
ま
で
続

い
た
よ
う
で
、
世
雄
偶
を
や
め
た
の
は
戦
後
に
な
っ
て
か

ら
で
す
。
時
の
狽
下
の
考
え

一
つ
で
読
む
か
ど
う
か
、
お

決
め
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。

（蓮
華
％
　
１２
月
号
５８
Ｐ
）

こ
の
様
に
世
雄
掲
は
そ
の
時
代
、
そ
の
狽
下
の
好
嫌
に
よ
っ

て
読
ん
だ
り
読
ま
な
か
っ
た
り
で
来
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

は
方
便
品
は
助
行
だ
か
ら
二
の
次
の
こ
と
だ
と
い
う
意
識
が

動
く
か
ら
で
あ
ろ
う
。
次
に
寿
量
品
長
行
よ
り
も
は
る
か
に

長
い
と
い
う
こ
と
、
長
い
為
に
時
間
が
か
か
る
、
御
経
本
が

必
要
に
な
る
、
速
く
読
め
な
い
、
く
ず
せ
な
い
等
々
、
め
ん

ど
く
さ
が
り
に
は
悪
い
所
づ
く
め
な
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
先
に
書
い
た
理
由
か
ら
世
雄
偶
は
読
む
べ
き
御
経
だ

と
思
い
ま
す
。
私
は
、
六
十

一
年
の
九
月
か
ら
半
年
間
朝
夕

の
勤
行
の

一
折
に
読
み
は
じ
め
、
最
初
は

一
時
間
ぐ
ら
い
か

か
り
ま
し
た
が

一
ケ
月
位
い
で
三
十
五
分
ほ
ど
で
方
便
品
か

ら
自
我
掲
迄
唱
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
六
十
二
年
の
三
月
か
ら
、
良
い
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、

出
来
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
だ
け
が
す
る
の
で
は
な

く
僧
俗
共
々
に
し
た
方
が
良
い
と
思
い
、
信
徒
に
も
す
す
め

ま
し
た
。
す
る
と
案
の
上
、
他
の
僧
侶
か
ら

ｏ
方
便
品
は
助
行
だ
か
ら

ｏ
信
者
が
混
乱
す
る
。

ｏ
今
迄
の
や
り
方
で
充
分

ｏ
よ
そ
の
寺
で
し
て
い
な
い
も
の
を

ｏ
正
信
会
と
し
て
す
す
め
て
い
な
い
も
の
を

ｏ
今
迄
や
っ
て
い
な
い
も
の
を

ｏ
う
ち
だ
け
や
っ
て
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
で
は

ｏ
今
迄
の
勤
行
で
も
長
く
て
大
変
な
の
に

ｏ
近
年
の
狽
下
で
さ
え
も
な
く
し
た
の
に

ｏ
住
職
が
や
る
の
は
勝
手
だ
が
、
信
者
は
や
る
必
要
が
な
い

ｏ
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
ひ
け
ら
か
し
て
い
る
ん
だ
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ｏ
世
雄
掲
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
慢
心
が
あ
る

ｏ
五
座
、
三
座
の
化
儀
を
軽
ん
ず
る
の
か

ｏ
や
る
な
ら
ば
、
五
座
、
三
座
、
全
部
に

「世
雄
偶
」
を
読

ま
な
け
れ
ば
お
か
し
い

ｏ

「世
雄
偶
」
を
読
む
と
、
廣
田
の
今
迄
の
主
張
を
認
め
る

こ
と
に
な
る
か
ら
読
ま
な
い

ｏ
読
ん
で
も
読
ま
な
く
て
も
い
い
御
経
な
ら
読
ま
な
く
て
い

い
で
は
な
い
か

ｏ
日
蓮
大
聖
人
様
が
読
ん
で
い
た
か
ど
う
か
分
ら
な
い
じ
ゃ

な
い
か

ｏ
日
興
上
人
で
も
小
僧
が
憶
え
な
い
こ
と
を
理
由
に
止
め
た

ぐ
ら
い
な
ん
だ
か
ら
重
要
な
御
経
で
は
な
い

ｏ
一
番
大
切
な
法
要
に
何
故
読
ま
な
い
ん
だ

等
々
、
色
々
な
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

私
は
単
な
る
化
儀
と
し
て
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
自
由
と

か
、
狙
下
に
よ
っ
て
変
化
自
由
等
と
勤
行
を
考
え
る
こ
と
は

ま
ち
が
い
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

七
〇
〇
年
来
の
仏
法
の
流
れ
の
源
で
、
大
聖
人
、
日
興
上

人
、
日
目
上
人
と
、
あ
た
り
前
の
ご
と
く
御
読
み
に
な
ら
れ

て
い
た
信
仰
の
姿
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
私
達
は
う
か
つ

に
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

時
の
貌
下
と
い
え
ど
も
不
読
を
論
ず
る
こ
と
の
出
来
な
い

法
門
な
の
で
あ
り
ま
す
。

正
式
に
は
読
む
の
だ
が
、
こ
の
御
経
で
は
略
そ
う
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
ま
だ
経
文
の
意
味
内
容
が
心
に
留

っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
省
略
し
て
い
る
こ
と
も
、
経

文
の
内
容
も
忘
れ
、
見
下
し
、
今
日
の
姿
が
あ
た
り
前
と
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
来
の
教
義
を
忘
れ
、
当
宗

に
お
い
て
は
、
法
華
経
を
ど
の
よ
う
に
拝
し
て
行
く
の
か
の

法
門
の
基
盤
を
忘
失
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

ナ
ン
ミ
ョ
ウ
ホ
ウ
レ
ン
ゲ
キ
ョ
ウ
と
あ
た
り
前
に
正
し
く

唱
え
る
こ
と
も
出
来
ず
、

ナ
ベ
オ
ホ
レ
ナ
ベ
オ
ホ
レ
と
か
ナ
キ
ョ
ナ
ョ
と
し
か
聞
こ

え
な
い
題
日
と
思
い
込
ん
で
い
る
呪
文
を
唱
え
、
百
万
遍
唱

え
た
だ
、
マ
ス
ロ
を
塗

っ
た
だ
、
題
目
を
唱
え
乍
ら
手
に
は

改
札
日
の
カ
ウ
ン
タ
ー
を
カ
チ
カ
チ
と
打
ち
、
十
五
分
で
五

座
の
勤
行
を
し
た
と
自
慢
し
た
り
、
―
―
―

こ
ん
な
悲
惨
な
創
価
学
会
員
の
姿
を
見
て
苦
し
ま
な
い
人

間
は
商
人
で
あ

っ
て
僧
侶
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

元
来
、
御
経
と
は
マ
イ
ク
が
な
く
て
も
百
人
、
Ｆ
人
の
人

間
が

一
同
に
会
し
て
も
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
つ
く
―ち
れ
て
い
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る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

僧
侶
自
身
の
勤
行
も
、
本
山
で
の
丑
寅
も
御
開
扉
も
、
ま

る
で
機
関
銃
の
よ
う
に
、
マ
イ
ク
な
し
で
は
成
立
し
な
い
御

経
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

マ
イ
ク
が
な
く
て
も
自
然
に
唱
和
出
来
る
速
度
。
そ
れ
が

本
来
の
読
経
で
あ
り
ま
す
。
題
目
に
し
て
も
太
鼓
に
リ
ズ
ム

を
刻
め
る
速
度
は
お
の
ず
か
ら
決

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
自

然
の
速
度
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
に
そ
っ
て
御
経
を
唱
え
題
目

を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
隠
と
し
た
気
持
に
満
た
さ
れ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
火
事
場
の
半
鐘
の
よ
う
な
速
度
で
、
本

当
に
御
経
を
読
み
功
徳
を
積
ま
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う

気
持
に
な
れ
る
か
と
い
え
ば
、
私
は
な
れ
な
い
と
思
う
。
そ

し
て
そ
れ
ば
か
り
か
修
行
す
る
こ
と
を
自
他
共
に
軽
ん
ず
る

よ
う
に
な
る
と
思
え
る
。

読
ま
な
け
れ
ば
謗
法
だ
と
か
、
成
仏
出
来
な
い
と
い
う
こ

と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
読
め
ば
利
益
が
あ
る
と
い
っ

て
い
る
の
で
も
な
い
。

毎
日
の
修
行
の
中
で
、
何
故
方
便
品
を
読
む
の
か
、
読
む

な
ら
ば
、
ど
う
い
う
意
味
内
容
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
。
読
め
な
い
理
由
が
な
い
の
な
ら
ば
、
良
い
こ

と
な
ら
ば
す
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
に
私
は
思

う
。

「世
雄
掲
」
は
法
門
的
に
取
り
は
ず
し
自
由
の
も
の
で

は
な
い
。

②芝
川
６
号
で

「勤
行
に
つ
い
て
考
え
る
０
」
と
し
て
発
言

し
た
所
、
何
人
か
の
反
響
と
問
い
合
せ
が
あ
っ
た
。
中
で
も
、

読
み
た
い
の
だ
け
れ
ど
、
ど
う
い
う
方
法
で
読
む
の
か
と
の

質
問
が
多
か
っ
た
の
で
、
最
初
に
そ
の
こ
と
を
書
せ
て
も
ら

い
た
い
と
思
う
。

世
雄
偶
を
入
れ
た
時
の
勤
行
の
仕
方

朝
の
勤
行
の
時
の
天
拝
は
通
常
通
り
で
あ
り
ま
す
。

正
面
に
向
き
直

っ
て
、
方
便
品
、
十
如
是
の
三
返
繰
り
返

し
は
し
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
通
し
て
読
み
続
け
る
。
鈴
も
当

然
打
た
な
い
。
世
雄
偶
の
最
後
に
き
て
、
便
宜
上

「唯

一
仏

乗
」
の

「乗
」
を
心
持
の
ば
し
つ
つ
読
み
、
壽
量
品
に
入
る

に
し
た
が
っ
て
三
打
し
、
読
み
続
け
て
行
く
、
あ
と
は
常
の

勤
行
式
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
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十
如
是
三
返
読
誦
の
意
味

話
し
の
つ
い
で
に
な
り
ま
す
の
で
、

「世
雄
偶
」
を
入
れ

て
読
む
時
に
は
、
十
如
是
の
三
返
読
誦
を
し
な
い
こ
と
か
ら

述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

十
如
是
を
空
、
仮
、
中
の
三
義
に
解
釈
し
て
三
回
繰
り
返

し
て
読
む
と
い
う
風
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
何
故
世
雄
掲
を
読
む
時
に
そ
う
し
な
い
の
か
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

十
如
是
を
三
回
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
世
雄
掲
を
略
す
と
い

う
意
味
の
方
が
重
い
と
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、

三
返
読
誦
す
る
か
ら
空
、
仮
、
中
に
な
る
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

一
に
如
是
相
、
如
是
性
…
…
…
の
仮
諦
の
義
は
、
初
め
の

相
も
、
終
り
の
報
も
、
平
等
に
顕
然
と
あ
ら
わ
れ
て
、
区
別
、

差
別
さ
れ
た
姿
を
表
わ
す
。

二
に
是
相
如
、
是
性
如
…
…
…
乃
至
本
末
究
寛
等
如
と
は
、

空
諦
の
義
を
顕
わ
し
、
初
め
の
相
も
終
り
の
報
も
、
平
等
に

空
寂
無
相
の

一
味
平
等
を
表
わ
す
。

三
に
相
如
是
、
性
如
是
…
…
…
乃
至
本
末
究
寛
等
如
是
と

は
中
諦
の
義
を
顕
し
、
相
に
あ
ら
ず
、
亦
無
相
に
あ
ら
ず
、

乃
至
報
に
あ
ら
ず
、
亦
無
報
に
あ
ら
ず
、
本
末
平
等
に
中
道

実
相
な
る
を
表
わ
す
。

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
十
如
是
の
経
文
を
区

切
る
場
所
に
よ
っ
て
、
仮
諦
、
空
諦
、
中
諦
の
三
義
を
持
つ

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

如
是
相
、
是
相
如
、
相
知
是

と
、
な
る
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
三
転

読
誦
の
時
に
は
、
三
義
の
区
切
り
と
発
音
で
読
む
と
い
う
こ

と
は
し
ま
せ
ん
。
心
で
そ
の
意
味
を
拝
し
て
行
く
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
世
雄
掲
を
略
し
て
抜
く
為
に
三
返

読
誦
を
し
て
い
る
と
い
う
意
味
の
方
が
強
い
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
り
ま
す
。

三
転
読
誦
が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
雄
偶
を

読
む
場
合
も
不
可
欠
の
は
ず
に
な
る
は
ず
で
あ
る
し
、
空
、

仮
、
中
の
三
義
読
み
を
云
々
と
い
う
な
ら
ば
前
に
挙
げ
た
区

切
り
読
み
を
し
な
け
れ
ば
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。以

上
の
こ
と
か
ら
重
ね
て
、
世
雄
偶
を
略
す
意
味
か
ら
三

度
繰
り
返
す
読
み
が
定
着
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

あ
り
ま
す
。
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