
救

済

論

の

―
―
受
持
譲
与
に
お
け
る
力
用
に
つ
い
て
―
―

は

し

が

き

仏
道
修
行
乃
至
成
仏
道
の
追
求
が
問
題
と
な
る
時
、
求
道
と
救

済
と
が
交
叉
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
即
ち

求
道
と
は
凡
夫
の
主
体
的
働
き
か
け
で
あ
り
、
救
済
と
は
仏
陀
か

ら
の
光
被
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
両
面
の
ど
ち
ら
に
重
点
が
置

か
れ
る
か
に
よ

っ
て
、

自
力
、　
あ
る
い
は
他
力
が

強
調
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
力
の
宗
と
は
凡
夫
の
主
体
的
意
志
が
重
視

さ
れ
る
の
で
あ
り
、　
そ
れ
に
対
し
て
、

他
力
の
宗
と
は
凡
夫
の

主
体
す
ら
仏
の
光
被
に
預
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ

っ
て
、

そ
の
主
張
の
究
極
は
絶
対
他
力
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
鎌
倉
新
仏

教
の
祖
師
達
の
中
で
、
親
鸞
は
全
く
自
力
を
許
さ
な
い
絶
対
他
力

の
宗
を
求
め
つ
づ
け
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
宗
祖
の
宗
教
は
自

LJti

片

力
と
い
う
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
宗
祖
の

宗
教
が
久
遠
実
成
の
釈
尊
の
光
被
に
帰
投
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

凡
夫
の
救
済
を
そ
れ
に
委
ね
な
が
ら
、
な
お
、
凡
夫
自
身
の
求
道

に
凡
夫
の
意
志
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て

『
本
化
聖
典
大
辞
林
』

に
は
、

仏
力

・
法
力
と
は
信
力
を

具
す

「
他
具
自
力
」
で
あ
り
、
信
力
と
は
仏
力

・
法
力
を
具
す

「
自
具

他
力
」
と
あ
る
。
ま
た
、
故
戸
頃
重
基
氏
は
業
の
必
然
と
意
志
の

自
由
と
い
う
視
点
よ
り
、
妙
法
五
字
は
、
身
口
意
の
三
業
に
よ
っ

て
受
持
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
三
業
は
い
ず
れ
も
意
志
の
自
由
に

か
か
わ
り
合
い
の
な
い
も
の
は
無
い
と
し
て
、
宗
祖
の
宗
教
は
、

自
力
で
も
他
力
で
も
な
く
共
力
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り

入
証
得
果
に
必
須
の
も
の
で
あ
る
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
二
法
が
凡

夫
の
所
有
と
な
る
に
は
、
受
持
を
条
件
に
妙
法
五
字
に
具
足
し
て

一九
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い
る
そ
れ
が
釈
尊
よ
り
自
然
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
具
足
し
て
い
る
も
の
を
持

つ
Ｔ
）
自
力
的
な
行
為

と
、
自
然
に
与
え
ら
れ
る
と
す
る
他
力
的
な
意
味
と
が
共
存
す
る

と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
凡
夫
は
、
自
身
の
救
済
を
釈
尊
の
光
被

に
委
ね
な
が
ら
も
、
な
お
、
求
道
に
凡
夫
自
身
の
意
志
が
認
め
ら

れ
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
受
持
に
お
け
る
帰
投
と
自
力
と
の
関

係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
即
ち
、
具
体
的
に
は
帰
投

と
自
力
の
意
味
を
考
察
し
つ
つ
、
そ
こ
に
存
在
す
る
力
の
関
係
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

信

の

三

面

宗
祖
の
信
心
為
本
の
宗
教
に
お
い
て
、
釈
尊
の
光
被
に
帰
投
す

る
と
は
、
久
遠
の
釈
尊
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
出
世
の
本

懐
で
あ
る
法
華
経
に
示
さ
れ
た
妙
法
五
字
を
受
持
す
る
こ
と
で
あ

２０
。山

川
智
応
氏
は

『
法
華
思
想
史
上
の
日
蓮
聖
人
』
の
中
で
信
を

教
行
証
の
三
義
に
約
し
て
、

日
本
仏
慈
悲
の
結
晶
と
し
て
の
教
法
受
持
の
感
謝
的
信
念

０
現
当
成
仏
身
心
浄
化
の
原
動
力
と
し
て
の
行
法
受
持
の
意
志
的

信
念

０
合
理
的
統

一
基
準
と
し
て
の
証
法
受
持
の
理
性
的
信
念

と
述
べ
て
い
る

Ｔ
）
。
０
は
、
仏
の
慈
悲
の
発
露
が
法
華
経
で
あ

り
妙
法
五
字
の
受
持
は
久
遠
実
成
の
釈
尊

へ
の
信
を
意
味
す
る
と

い
う
、
仏
と
経
を
同

一
↑
）
視
し
て
の
信
心
で
あ
る
。
そ
の
具
体

的
な
仏
と
経

へ
の
帰
投
の
姿
は
国
と
０
に
な
る
。
国
は
後
に
詳
し

く
述
べ
る
が
、
宗
祖
に
と
り
法
華
経

へ
の
信
は
、
謗
法
者
に
対
す

る
折
伏
行
を
意
味
す
る
。
法
華
経

へ
の
信
を
貫
ぬ
い
て
、
折
伏
を

行
ず
る
か
、
そ
の
結
果
起
り
う
る
迫
害
を
恐
れ
て
謗
法
罪
に
堕
す

る
か
は

『
報
恩
抄
』
に

「
日
蓮
此
を
知
な
が
ら
人
々
を
恐
て
申
さ

ず
ば
、
寧
喪
身
命
不
匿
教
者
の
仏
の
諫
暁
の
が
れ
が
た
し
。
進
退

此
に
谷
り
。
」
（定
遺

一
一
九
八
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

相
当
の
決
意
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
又
、
こ
の
信
を
貫
ぬ
く
こ
と

が
、
成
仏
及
び
、
身
心
浄
化
に
つ
な
が
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。
０
に
つ
い
て
も
後
に
述
べ
る
が
、
事
の

一
念
三
千
を
確
信
す

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
娑
婆
世
界
が
本
来
依
正
不
二
の
常
住
の
浄

土
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。

従

っ
て
、
我

々
が
帰
投
し
て
行
く
対
象
は
、
久
遠
実
成
の
釈
尊

で
あ
り
、
法
華
経
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
姿
は
受
持

で
あ
り
、
現
実
の
娑
婆
世
界
を
常
住
の
浄
土
と
観
じ
、
法
華
経
信

仰
の
表
明
と
し
て
折
伏
を
行
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
故
に
、
信

ず
う

と

に
よ
り
働
く
力
は
、

「
み

乳

一
一
全

二
Ｌ

者
二作

」

入
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慈
悲
一五
字
内
裏
二
此
珠
一令
レ
　
懸
二末
代
幼
稚
頸
一。」
（定
遺
七
二

○
）
と
あ
る
よ
う
に
仏
力
と
、
そ
し
て

「
釈
尊
因
行
果
徳
二
法
妙

法
蓮
華
経
五
字
具
足
。
」

（定
遺
七

一
一
）
と
法
力

（経
力
と
も

呼
ぶ
が
以
下
法
力
と
す
る
）
と
の
二
種
類
で
あ
る
。
叉
、
信
ず
る

と
い
う
こ
と
に
は
、
日
の
行
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
国
の
確
信
す
る

と
い
う
二
種
の
性
格
が
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
次
に
仏
界
の
救
済
は
帰
投
す
る
、
つ
ま
り
信
ず
る
と
い

う
事
に
よ
っ
て
、
仏
力

・
法
力
が
凡
夫
に
加
被
す
る
と
は
如
何
な

る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
今
こ
の
よ
う
な
信
自
体
の
持

つ

力
用
を
考
え
て
み
る
前
提
と
し
て
、
信
を
国
の
折
伏
行
の
信
と
し

て
、
国
の
身
土
依
正
不
二
の
信
と
し
て
捉
え
る
と
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
　

信

力

と

行

力

宗
祖
の
宗
教
に
お
い
て
、
入
証
得
果
の
際
に
働
ら
く
力
用
に
つ

い
て
、
法

・
信

ｏ
仏
呈

力

３

、
あ
る
い
は
、
信

・
行

・
法

・

仏
の
四
カ

↑
）
と
す
る
二
種
の
解
釈
が
あ
る

↑
）
。
両
者
の
相
違

点
は
、
帰
投

（受
持
）
の
力
用
を
信
力
と
考
え
る
か
、
信
力
と
行

力
と
の
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
者

に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
信
ず
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
行
と
な
る
の

で
あ
り
、
行
と
信
と
は
、
表
裏

一
体
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
も

の
で
あ
ろ
う

？
）
ピ
不
祖
は

『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
の
中
で
、

十
悪
五
逆
を
す
ぎ
た
る
謗
法
は
人
毎
に
こ
れ
あ
り
。
さ
せ
る

語
を
以
て
法
華
経
を
謗
ず
る
人
す
く
な
け
れ
ど
も
、
人
ご
と

に
法
華
経
を
ば
も
ち
ゐ
ず
。
叉
も
ち
ゐ
た
る
よ
う
な
れ
ど
も

念
仏
者
等
の
よ
う
に
信
心
ふ
か
か
ら
ず
。
信
心
ふ
か
き
者
も

法
華
経
の
か
た
き
を
ば
せ
め
ず
。
い
か
な
る
大
善
を
つ
く
り
、

法
華
経
を
千
万
部
書
写
し
、　
一
念
三
千
の
観
道
を
得
た
る
人

な
り
と
も
、
法
華
経
の
か
た
き
を
だ
に
も
せ
め
ざ
れ
ば
得
道

あ
り
が
た
し
。

（定
遺
三
二

一
）

と
述
べ
ら
れ
た
文
は
、
信
力
と
行
力
が

一
体
と
な

っ
て
実
践
さ
れ

ね
ば
真
の
信
と
は
言
え
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
唆
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
法
華
経

へ
の
信
と
は
、
法
華
経
以
外
の

経
典
に
は
帰
依
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
法
華
経
を
信
じ

な
い
者
で
あ
る
謗
法
者
を
責
め
な
け
れ
ば
、
与
同
罪
と
な
り
、
謗

法
者
に
等
し
い
こ
と
に
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
折
伏
を
行

じ
、
謗
法
者
を
責
め
ね
ば
、
法
華
経
を
信
じ
て
い
る
と
は
言
え
な

い
の
で
あ
る
。
折
伏
を
行
ず
れ
ば
、
必
然
的
に
迫
害
を
蒙
り
、
迫

害
を
受
け
る
こ
と
は
法
華
経
の
経
文
を
眼
や
心
で
読
む
ば
か
り
で

な
く
、
身
体
に
読
む
と
い
う
、
色
読
に
な
る
の
で
あ
る

Ｔ
Ｉ

従

っ
て
、
信
を
貫
ぬ
く
こ
と
は
折
伏
と
い
う
化
他
行
に
も
な
り
、
叉

戒
と
し
て
の
性
格
を
持

つ
行
と
な
る
の
で
あ
る
。
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他
方
、
後
者
に
於
け
る
受
持
に
つ
い
て
、
故
坂
本
幸
男
博
士
は

『
大
智
度
論
』
の

「
信
力
の
故
に
受
け
、
念
力
の
故
に
持
ち
」
と

あ
る
文
章
を
重
視
し
て
い
る

↑
と

こ
の
文
に
つ
い
て
山
川
智
応

博
±

６
）
は
、

「
信
力
の
故
に
受
け
」
を
謗
法
厳
戒
と
し

「
念
力

の
故
に
持
ち
」
を
自
行
化
他
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
し

か
し
、
信
を
謗
法
厳
戒

・
行
を
自
行
化
他
と
分
け
て
も
、
謗
法
厳

戒
の
中
に
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
持
戒
、
或
は
折
伏
の
意
味
が
あ

る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
二
つ
に
分
け
て
も
行
と
信
と
は
表
裏

一
体

の
も
の
で
あ
る
と
す
る
前
述
の
考
え
方
と
同

一
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
こ
れ
で
は
同
じ
事
を
形
式
的
に
分
類
し
た
の
み
で
あ
り
、
か

え

っ
て
煩
雑
に
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
信
力
と

行
力
と
に
分
け
て
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
信
力
に
集
約

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
信
力
が
独
自
に
持

つ
意
義
に
つ
い
て
は
ど
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

上
田
本
昌
教
授
は
、

「
志
ざ
し
と
申
は
な
に
事
ぞ
と
、
委
細
に
か
ん
が

へ
て
侯

へ
ば
、

観
心
の
法
門
な
り
。
」

（定
遺

一
二
六
三
）
の
文
に
依
り
、
理
論

と
し
て
の
信
と
い
う
事
を
述
べ
て
い
る

盆
）
。
こ
の
点
よ
り

『
観

心
本
尊
抄
』
の

２
）
四
十
五
字
法
体
段
に
着
日
し
て
み
れ
ば

「
今

本
時
」
の
語
は
、
久
遠
実
成
の
釈
尊
の
救
済
と
末
代
の
凡
夫
の
受

持
が
感
応
道
交
す
る
時
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

含
）
。
そ
れ
は
行

法
に
約
す
れ
ば

末
代
の
凡
夫
が

妙
法
五
字
を
信
受
し
た
時
で
あ

る
。
故
に
、
法
界
全
体
が
依
正
不
二
、

つ
ま
り
、
娑
婆
世
界
即
常

住
の
浄
土
と

一
体
化
さ
れ
る
の
は
妙
法
五
字
を
信
受
し
た
時
な
の

で
あ
る
。
従

っ
て
、
信
力
は
、
現
実
の
場
か
ら
宗
教
的
証
の
場

へ

の
飛
躍
の
原
動
力
に
な
る
の
で
あ
る

盆
）
。

そ
こ
で
、
国
の
折
伏
行
の
信
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
受
持
は
折

伏
と
い
う
行
動
と

一
体
的
に
捉
え
ら
れ
、
ま
た
国
の
身
土
依
正
不

二
の
信
に
要
約
さ
れ
る
よ
う
に
、
信
力
は
妙
法
五
字
を
受
持
す
る

者
を
安
心
の
世
界
に
引
き
入
れ
る
力
用
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に

国
の
意
味
の
信
の
実
践
を
行
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
信
力
は
そ
れ

自
体
の
意
義
と
し
て
、
現
実
の
世
界
か
ら
宗
教
的
証
の
世
界

へ
の

飛
躍
の
原
動
力
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て

『
観
心
本
尊
抄
』
の
受
持
譲
与
段
の
説
示
に
よ
っ
て
、
凡
夫

の
成
仏
が
実
現
す
る
時
に
は
仏
力

ｏ
法
力

・
行
力

ｏ
信
力
の
四
つ

の
力
が
相
互
媒
介
的
に
は
た
ら
く
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

〓
一

仏

力

と

法

力

次
に
、
釈
尊
の
光
被
へ
の
帰
投
と
自
力
の
意
味
を
さ
ら
に
明
ら

か
に
す
る
為
、そ
こ
に
働
く
四
カ
の
あ
り
よ
う
を
確
め
て
行
こ
う
。

ま
ず
、
仏
力
と
は
、

「
不
レ識
三

念
三
千
一
者
仏
起
二
大
慈
悲
一

五
字
内
裏
二此
珠
一令
レ　
懸
二末
代
幼
稚
頸
一。
」
（定
遺
七
二
〇
）
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と
あ
る
よ
う
に
、
如
来
の
凡
夫
救
済
の
発
露
に
依
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、　
一
念
三
千
の
仏
種
、
そ
し
て
妙
法
五

字
に
具
足
し
て
い
る
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
二
法
が
妙
法
五
字
の
受

持
に
よ
り
、
自
然
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
凡
夫
の

意
志
に
は
関
係
な
く
、
そ
し
て
、
凡
夫
に
は
窺
い
知
る
こ
と
さ
え

で
き
な
い
仏
の
力
な
の
で
あ
る
。

次
に
法
力
と
は
、
法
華
経
が
持

っ
て
い
る
成
仏
に
向
わ
し
め
る

力
で
あ
る
。
宗
祖
は
、
そ
れ
を
法
華
経
の
功
徳
と
し
て
遺
文
中
に

数
多
く
説
き
示
さ
れ
て
い
る
が
、
功
徳
と
は
四
カ
の
合
力
に
依
る

所
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

『
四
恩
抄
』
に

次
に
僧
の
恩
を
い
は
ば
仏
宝

・
法
宝
は
必
僧
に
よ
て
住
す
。

警
ば
薪
な
け
れ
ば
火
無
く
、
大
地
無
れ
ば
草
木
生
ず
べ
か
ら

ず
。

（定
遺
二
三
九
）

と
あ
る
よ
う
に
、
仏
宝
の
働
き
で
あ
る
仏
力
、
法
宝
の
働
ら
き
と

し
て
の
法
力
は
、
僧
宝
の
働
ら
き
で
あ
る
信
力

・
行
力
な
く
し
て

は
意
味
の
無
い
も
の
で
あ
り
、
逆
に
信
力
が
在

っ
て
も
仏
力

・
法

力
に
依
ら
ね
ば
、
ま
た
成
仏
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
力
は
結
び
つ
い
て
、
初
め
て
効
力
を
出
す
も
の
で
あ
り
、　
一
つ

一
つ
で
は
働
ら
き
を
現
す
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

法
力
に
つ
い
て
は
、
妙
法
五
字
を
受
持
す
る
、
し
な
い
に
関
係
な

く
、　
一
切
経
を
仏
の
金
言
と
信
ず
る
末
代
の
凡
夫
に
与
え
る
影
響

と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

法
が
末
代
の
几
夫
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
は

法
で
あ
る
法
華
経
、
そ
し
て
そ
の
肝
心
の
妙
法
五
字
と
末
代
の
几

夫
と
の
か
か
わ
り
合
い
、
つ
ま
り
五
義
が
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
末
代
凡
夫
所
与
の

「
法
」
が
明
ら
か
と
な

り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
法
力
の
あ
り
よ
う
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
五
義
と
は
、
教
相
判
釈
で
あ
り
、　
一
切
経

の
中
で
法
華
経
が
妙
法
五
字
に
集
約
さ
れ
、
末
法
に
於
け
る
要
法

と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
わ
さ
れ
る
が
、
宗
祖
に
於
い

て
、
こ
の
基
準
と
し
て
の
五
義
は
、
涅
槃
経
の

「
依
法
不
依
人
」

の
文
を
基
盤
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
。
即
ち
、
末
代
の
凡
夫
が

何
等
か
の
基
準
に
よ

っ
て
、
仏
陀
の
真
意
を
知
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
か
、
否
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
宗
祖

は
、

十
信
の
菩
薩
よ
り
等
覚
の
大
士
に
い
た
る
ま
で
、
時
と
機
と

を
ば
相
知
が
た
き
事
な
り
。
何
に
況
や
我
等
は
凡
夫
な
り
。

い
か
で
か
時
機
を
し
る
べ
き
。
…
…
仏
眼
を
か
っ
て
時
機
を

か
ん
が
え
よ
、
仏
日
を
用
て
国
土
を
て
ら
せ
。

（定
遺

一
〇

〇
五
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
教
」
を
選
ぶ
に
は
、
仏
眼

・
仏

日
を
以

っ
て
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
仏
眼

・
仏
日
に
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よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

「
教
」
が

「
専
ら
法
華
経
を
明
鏡
と
し

て

一
切
経
の
心
を
ば
し
る
べ
き
か
。
」

（定
遺

一
一
九
四
）
と
示

さ
れ
た
よ
う
に
法
華
経
な
の
で
あ
る
。
法
華
経
を
明
鏡
と
し
て
、

依
経
と
す
べ
き
法
を
選
ぶ
の
で
あ
る
が
、

『
撰
時
抄
』
に

「
夫
仏

法
を
学
せ
ん
法
は
必
ず
先
ず
時
を
な
ら
う
べ
し
ｏ
」

（定
遺

一
〇

〇
三
）
、

「
せ
ん
ず
る
と
こ
ろ
は
機
に
よ
ら
ず
、
時
い
た
ら
ざ
れ

ば
い
か
に
も
と
か
せ
給
は
ぬ
に
や
。
」

（定
遺

一
〇
〇
五
）
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
照
ら
す
観
点
を
末
法
と
い
う
時
に
帰

一
し

て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
選
ば
れ
た
法
は
、

大
覚
世
尊
以
二
仏
眼
一黎
二
知
於
末
法
一為
レ令
レ
対
二
治
此
逆
謗

二
罪
一留
二置
於

一
大
秘
法
一
（定
遺
九
〇
〇
）

叉
、

雨
時
大
覚
世
尊
演
二
説
寿
量
品
一然
後
示
二
現
於
十
神
力
一
付
二

属
於
四
大
菩
薩
一。
其
所
属
之
法
何
物
乎
。
法
華
経
之
中
捨
レ

広
取
レ
略
捨
レ
略
取
レ
要
。
所
謂
妙
法
蓮
華
経
之
五
字
名
体
宗

用
教
五
重
玄
也
。

（定
遺
九
〇
二
）

と
説
示
さ
れ
た
妙
法
五
字
な
の
で
あ
る
。
宗
祖
に
と
り

含
Ｘ

末

法
と
呼
ぶ
以
外
に
何
物
で
も
な
い
こ
の
時
代
を
見
、
そ
し
て
救
い

を
仏
の
教
に
求
め
た
時
、
救
い
へ
の
道
は
法
華
経
に
示
さ
れ
た
妙

法
五
字
を
受
持
す
る
こ
と
の
み
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

又
、
序

（師
）
に
関
し
て
考
え
て
み
る
と
、
序
と
師
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
経
法
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
弘
ま
る
べ
く
適
し
た
時
代
が

あ
り
、
正

・
像
時
代
で
は
意
味
の
あ
る
経
も
、
末
法
で
は
有
害
に

な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
法
流
布
と
時
の
関
係
が
序
で

あ
る
。
師
と
は
序
を
行
動
化
す
る
者
、
即
ち
、
教
法
流
布
の
前
後

を
正
す
法
華
経
の
行
者
を
指
す

２
）
。
教
法
は
法
華
経
に
照
ら
さ

れ
て
選
ば
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
法
華
経
を
仏
の
金
言

・
実
語

と
し
て
受
容

っ
）
す
る
宗
祖
に
と
り
、
教
法
流
布
の
先
後
を
正
す

こ
と
は
、
仏
の
意
志
を
実
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
教
法
流
布
の
先
後
を
正
す
こ
と
は
、
法
華
経
に
顕
わ
れ

た
、
仏
の
勅
命
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
末
法
に
於
い
て
救
い
を

求
め
る
に
は
、
妙
法
五
字
の
受
持
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
又
、
そ

れ
は
法
華
経
が
末
法
の
衆
生
に
、
妙
法
五
字
を
受
持
す
る
こ
と
を

要
請
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
教
法
流
布
の
先
後
を
正

し
、
妙
法
五
字
を
広
め
よ
と
い
う
仏
の
命
令
は
、
末
代
の
凡
夫
に

と
り
、
逆

っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
逆

ら
う
こ
と
は
謗
法
罪
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
法
華
経
が
末
法
に
於
け
る
唯

一
の
救
い
を
示
し
た
教
で

あ
る
理
由
は
、
寿
量
品
で
久
遠
実
成
を
明
し
、
発
述
顕
本
さ
れ
た

真
の
十
界
互
具

・
百
界
千
如

。
一
念
三
千
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る

■
と
　
一
念
三
千
は
、
如
来
と
衆
生
と
の
関
係
を
説
い
た

も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
天
台
に
於
い
て
、
そ
れ
は
相
対
的
な
関
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係
に
あ

っ
た
が
、
宗
祖
は
受
持
を
通
し
て
相
即
不
二
の
関
係
と
し

て
い
る
。
末
法
に
於
け
る
救
い
が
妙
法
五
字
を
受
持
す
る
こ
と
の

み
で
あ
り
、
そ
れ
が

一
念
三
千
の
理
に
背
か
な
い
こ
と
、
即
ち
、

相
即
の
論
理
を
実
践
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

人
間
の
言
動

（身

・
日
の
両
業
）
は
仏
の
如
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
意
業
も
仏
の
如
く
在
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
後
に
触
れ
る
が
、
宗
祖
の
宗
教
に
於
い
て
こ
の
こ
と
は
、
人
間

が
仏
の
如
く
在
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
妙
法
五
字
を
受
持
す

る
こ
と
に
よ
り
、
仏
の
意
志
が
受
持
す
る
者
の
身

・
口

・
意
の
三

業
を
通
し
て
顕
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
受
持
を
拒
む
こ
と
が
謗
法

罪
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
華
経
は
人
間
が
仏
の
意
志
に
忠
実

で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
法
力
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
五
義
に
関
す
る

点
で
は
、
末
代
の
凡
夫
が
救
わ
れ
る
為
に
は
、
妙
法
五
字
を
受
持

す
る
し
か
方
法
は
無
く
、
又
、
法
華
経
に
説
か
れ
て
い
る

一
念
三

千
は
人
間
が

如
来
の
意
志
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を

要
求
し
て
い

る
。

つ
ま
り
、
末
代
の
凡
夫
が
救
わ
れ
る
為
に
は
、
妙
法
五
字
の

受
持
し
か
な
く
、
そ
れ
は
仏
の
意
に
順
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
換

言
す
る
と
、
人
間
が
救
わ
れ
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、
法
華
経
を
受

持
す
る
道
が
仏
陀
の
誓
願
か
ら
の
光
被
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
救
済

へ
の
道
を
、
唯

一
の
も
の
と
し
て
与
え
て
い
る
の
が
法
力

な
の
で
あ
る
。

四
　

行

力
と
折

伏
行

次
に
、
行
力
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。
法
力
の
所
で
述
べ
た

よ
う
に
、
宗
祖
に
於
け
る
行
は
仏
陀
の
末
代
所
与
の
法
に
依
り
規

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
行
と
は
妙
法
五
字
の
受
持
で
あ
り
、
そ
れ

は

一
念
三
千
の
救
済
を
実
現
す
る
実
践
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
受
持
を
意
味
す
る
行
為
は
、
宗
祖
の
遺
文
中
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
謗
法
罪
の
禁
止
、
法
華
経
の
行
者

へ
の
供
養

・
法
華
経

へ
の
信
を
持

つ
こ
と
と
、
唱
題
行

・
五
種
法

師

・
孝

・
日
常

（信
仰
）
生
活

へ
の
細
か
な
注
意
等
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
で
あ
ろ
う

６
）
。
こ
れ
等
は
当
然
な
が
ら
、
謗
法
罪
の
禁

止
を
基
盤
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
謗
法
罪
を
犯

し
て
い
て
は
、
行
力
が
人
間
を
成
仏
に
向
わ
し
め
る
力
に
は
成
り

得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
謗
法
罪
の
禁
止
は
前
述
の

『
南
条
兵

衛
七
郎
殿
御
書
』
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
折
伏
行
と
な
る
。
折
伏
行

は
、
仏
の
金
言
に
背
き
、
自
分
自
身
が
謗
法
罪
を
犯
さ
な
い
為
と

い
う
理
由
以
外
に
、
さ
ら
に

一
つ
、
警
喩
品
の

「
則
断

一
切
世
間

仏
種
」
の
文
よ
り
起
る
謗
法
者

へ
の
危
機
感
が
し
か
ら
し
む
る
必

然
的
行
動
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は

『観
心
本
尊
抄
』
中
の
妙

楽
の
弘
決
の
引
用
に
よ
っ
て
、
窺
え
る
よ
う
に
、
本
来
こ
の
娑
婆
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世
界
は
依
正
不
二
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
現
実
の
状
態
は
そ
れ
と

相
い
反
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
如
来
の
意
に
添
わ
な
い
行
動
で

あ
る
謗
法
罪
を
犯
す
者
が
居
る
か
ら
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ

『
立
正
安
国
論
』
に

汝
早
改
二
信
仰
寸
心
一速
帰
二
実
成
之

一
善
一然
則
三
界
皆
仏
国

也
。
仏
国
其
衰
哉
。
十
方
悉
宝
土
也
。
宝
土
何
壊
哉
。
国
盤
ギ

衰
微
一土
無
ニノ、破
壊
一身
是
安
全

ぽ
ぎ
禅
定
。
此
詞
此
言
可
レ
信

可
レ
崇
夫
。

（定
遺
三
二
六
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
て
の
人
間
が
法
華
経
に
帰
依
す

れ
ば
娑
婆
世
界
は
常
住
の
浄
土
と
な
る
の
で
あ
る
。
又
、

『
法
蓮

抄
』
の
中
で
、

今
、
法
華
経
と
申
は

一
切
衆
生
を
仏
に
な
す
秘
術
ま
し
ま
す

御
経
な
り
。
所
謂
地
獄
の

一
人

・
餓
鬼
の

一
人
乃
至
九
界
の

一
人
を
仏
に
な
せ
ば

一
切
衆
生
皆
仏
に
な
る
べ
き
こ
と
は
り

顕
る
。
…
…
法
華
経
も
又

一
切
衆
生
を
仏
に
な
す
用
お
は
し

ま
す
。
六
道
四
生
の
衆
生
に
男
女
あ
り
。
此
男
女
は
皆
我
等

が
先
生
の
父
母
な
り
。
一
人
も
も
れ
ば
仏
に
な
る
べ
か
ら
ず
。

故
に
二
乗
を
ば
不
知
恩
の
者
と
定
て
永
不
定
仏
と
説
せ
給
。

（定
遺
九
四
三
―
四
）

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、占示
祖
の
宗
教
は
法
界
全
体
が
救
わ
れ
ね
ば
、

自
己
の
救
済
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
未
信
の
者
に
対
す
る
折
伏
行
は
、
末
法
の
衆
生
を
救

う
為
に
、
仏
頼
に
随
順
し
て
行
ず
る
と
こ
ろ
の
受
持
の
行
と
な
る

の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
受
持
を
通
し
て
、
仏
の
意
志
は

顕
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち

『
撰
時
抄
』
に
、

此
の
三
の
大
事
は
日
蓮
が
申
た
る
に
は
あ
ら
ず
ｏ
只
偏
に
釈

迦
如
来
の
御
神
我
身
に
入
か
わ
せ
給
け
る
に
や
。
我
身
な
が

ら
も
悦
び
身
に
あ
ま
る
。
法
華
経
の

一
念
三
千
と
申
大
事
の

法
門
は
こ
れ
な
り
。

（定
遺

一
〇
五
四
）

と
あ
る
よ
う
に
、
釈
尊
の
意
志
を
自
分
の
行
動
で
顕
わ
し
て
行
く

事
が
受
持
の
行
と
な
る
。
過
去
に
説
か
れ
た
法
華
経
を
現
在
、
自

分
の
行
動
で
体
現
し
、
証
明
し
て
行
く
こ
と
は
法
華
経
の
色
読
で

あ
る
。
宗
祖
は
常
不
軽
菩
薩
の
行
動
を
釈
尊
の
意
に
叶
う
行
動
と

さ
れ
、
折
伏
行
を
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
勧
持
品
に
説
か
れ
て
い

る
通
り
の
迫
害
を
蒙

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

『
開
目
抄
』
に
、

日
蓮
な
く
ば
誰
を
か
法
華
経
の
行
者
と
し
て
仏
語
を
た
す
け

ん
。
南
三
北
七
々
大
寺
等
猶
像
法
の
法
華
経
の
敵
の
内
、
何

況
当
世
の
禅

・
律

・
念
仏
者
等

脱
べ
し
や
。
経
文
に
我
が
身

普
合
せ
り
。

（定
遺
五
六
〇
）

と
あ
る
よ
う
に
、
法
華
経
の
真
実
性
を
証
明
し
た
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
宗
祖
が
そ
の
行
動
を
追
慕
さ
れ
た
常
不
軽
菩
薩
に
つ
い

て
、
法
華
経
に
は
釈
尊
の
過
去
の
因
位
と
し
て
の
修
行
の
姿
で
あ
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る
と
説
か
れ
て
い
る
。
叉
宗
祖
、
は

『
転
重
軽
受
法
門
』
の
中
で
、

不
軽
菩
薩
の
悪
口
罵
詈
せ
ら
れ
、
杖
木
瓦
礫
を
か
ほ
る
も
、

ゆ

へ
な
き
に
は
あ
ら
ず
。
過
去
の
誹
謗
正
法
の
ゆ

へ
か
と
み

へ
て
、
其
罪
畢
巳
と
説
て
候
は
、
不
軽
菩
薩
の
難
に
値
ゆ

へ

に
、
過
去
の
罪
の
滅
か
と
み
へ
は
ん
べ
り
。
（定
遺
五
〇
七
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
不
軽
菩
薩
は
過
去
に
犯
し
た
謗

法
罪
の
為
、
現
在
、
難
を
受
け
、
そ
し
て
、
過
去
の
罪
が
滅
し
た

為
に
成
道
し
た
わ
け
で
あ
る
。
叉
、
宗
祖
も
御
自
身
の
迫
害
の
理

由
を
、今

ま
日
蓮
強
盛
に
国
土
の
謗
法
を
責
れ
ば
此
大
難
来
は
、
過

去
の
重
罪
の
今
生
の
護
法
に
招
出
せ
る
な
る
べ
し
。

（定
遺

一ハ
（〕二
一一）

と
あ
る
よ
う
に
、
過
去
に
犯
し
た
謗
法
罪
の
故
と
さ
れ
、
現
在
色

読
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

今
日
蓮
法
華
経

一
部
よ
み
て
候
。　
一
句

一
侶
に
猶
受
記
を
か

ほ
れ
り
。

（定
遺
五
〇
八
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

『
寺
泊
御
書
』
に
、

法
華
経
三
世
説
法
儀
式
也
。
過
去
不
軽
品
今
勧
持
品
。
今
勧

持
品
過
去
不
軽
品
也
。
今
勧
持
品
未
来
可
レ
為
二
不
軽
品
一。

其
時
日
蓮
即
可
レ
為
二
不
軽
菩
薩
一。

（定
遺
五

一
五
）

と
、
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
宗
祖
は
妙
法
五
字
を
受
持
し
た
こ
と
、

つ
ま
り
、
法
華
経
を
色
読
し
た
こ
と
に
よ
り
、
不
軽
菩
薩
の
三
世

の
因
縁
を
御
自
身
の
三
世
の
因
縁
と
さ
れ

発
Ｘ

叉
、
そ
れ
が
宗

祖
を
追
害
し
た
者
の
三
世
の
因
縁
と
な
る
可
能
性
を
与
え
た
の
で

あ
る
。
法
華
経
が
真
実
の
経
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
救
済
に
つ
な
が

る
三
世
の
因
縁
は
、
妙
法
五
字
を
受
持
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
末

代
の
凡
夫
が
継
承
で
き
る
こ
と
も
ま
た
真
実
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、　
一
念
三
千
よ
り
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
宗

祖
の

一
念
三
千
は
、
天
台
の
修
行

・
精
進
し
て
仏
性
を
磨
く
と
い

う
、　
従
因
至
果
の
向
上
門
的
立
場
と
も

異
り
、　
又

『
観
心
本
尊

抄
』
中
に
引
用
さ
れ
た
妙
楽
の
弘
決
よ
り
窺
え
る
釈
尊
の
成
道
に

即
し
て
娑
婆
世
界
に
生
き
る
人
々
は
救
わ
れ
て
い
る
と
い
う
論
理

で
も
な
い
。
即
ち
、
妙
法
五
字
を
受
持
し
て
い
る
姿
が
仏
果ヽ
の
上

に
顕
わ
れ
た
因
位
の
姿
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
原
因
が
結
果
よ

り
演
繹
さ
れ
て
い
る
従
果
向
因
と
し
て
の
九
界
と
言
え
る

２
Ｘ

換
言
す
れ
ば
、
仏
の
十
界
の
中
に
あ
る
九
界
の
姿
な
の
で
あ
る
。

末
世
に
於
い
て
は
意
味
の
無
い
理
念
と
し
て
の

一
念
三
千
も
、
妙

法
五
字
の
受
持
を
条
件
に
釈
尊
よ
り
与
え
ら
れ
る
因
果
の
二
法
と

し
て
、
そ
し
て
法
華
経
の
行
者
を
迫
害
し
た
こ
と
に
よ
り
植
え
付

け
ら
れ
る
仏
種
が
来
世
に
は
熟
し
、
脱
す
る
事
に
よ
り
意
味
を
持

つ
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
末
法
思
想
に
依
り
末
代
の
凡
夫

か
ら

一
旦
奪
い
取
ら
れ
た

一
念
三
千
の
珠
は
、
そ
れ
を
受
持
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
再
び
凡
夫
の
手
Ｌ
戻
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
仏

種
を
頂
く
事
と
な
る
の
で
あ
る
の
と

こ
の
よ
う
に
、
行
力
は
末

代
の
凡
夫
が
仏
と
な
る
為
、
そ
し
て
、
法
界
を
依
正
不
二
の
世
界

と
す
る
為
の
推
進
力
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

信

力

と

受

持

次
に
、
信
力
に
つ
い
て
は
、
前
に
受
持
を
行
力
と
信
力
と
に
分

け
た
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
世
界
を

末
法
と
し
て
の
現
実
か
ら
依
正
不
二
の
仏
の
世
界
で
あ
る
と
観
ず

る
飛
躍
の
原
動
力
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
行
力
と
は
娑

婆
世
界
救
済
の
為
の
推
進
力
で
あ
り
、
行
じ
て
い
る
時
点
で
は
、

現
実
の
世
界
は
依
正
而
二
で
あ
り
、
常
住
の
浄
土
で
は
な
い
。
と

す
れ
ば
、
謗
法
罪
の
禁
止
を
意
味
す
る
行
と
の
相
違
を
別
の
視
点

か
ら
眺
め
て
み
る
こ
と
で
、
信
力
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

故
鈴
木

一
成
教
授
に
よ
れ
ば

２
Ｘ

占不
祖
の
安
心
に
は
動
の
安

心
と
静
の
安
心
之
の
二
種
類
が
あ
る
。
動
の
安
心
と
は
、
本
仏
釈

尊
の
仏
敷
を
認
識

（信
）
し
、
そ
れ
を
実
践
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、

法
華
経
の
行
者
の
自
覚

（証
）
で
あ
り
、
静
の
安
心
と
は
、
本
仏

釈
尊
の
実
在
を
認
識

（信
）
し
、
自
分
も

「
所
化
以
同
体
」
と
い

う
境
地

（証
）
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
安
心
と
は
、
そ
れ
自
体
を

目
的
と
す
る
な
ら
、
人
間
が
成
仏
す
る
過
程
に
於
い
て
働
ぐ
力
は

手
段
に
よ
る
効
力
と
な
る
。
安
心
に
二
種
類
あ
れ
ば
、
手
段
に
も

そ
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
こ
で

は
そ
の
相
違
を
動
の
安
心
に
於
け
る
信
と
、
静
の
安
心
に
於
け
る

信
と
し
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

動
の
安
心
に
於
け
る
信
は
、
謗
法
罪
の
禁
止
と
し
て
の
信
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
敷
を

一
旦
認
識
し
た
以
上
、
そ
れ
に
背
く
こ

と
は
許
さ
れ
ず
、　
直
ち
に
実
践

し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

の
で
あ

る
。
宗
祖
は
、
謗
法
罪
は
犯
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
か
ら

直
ち
に
折
伏
行
を
実
践
さ
れ
、
法
華
経
の
行
者
の
自
覚
に
至

っ
た

が
、
こ
の
よ
う
に
、
信
と
行
と
が
表
裏

一
体
の
関
係
に
あ
る
信
こ

そ
が
動
の
安
心
に
於
け
る
信
と
言
え
る
。
又
、
静
の
安
心
に
於
け

る
信
は
、
仏
の
実
在
を
認
識
す
る
信
で
あ
る

２
）
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
娑
婆
世
界
を
常
住
の
浄
土
と
観
じ
さ
せ
る
信
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
信
ず
る
べ
き
仏
は
久
遠
実
成
の
釈
尊
で
あ
り
、
人
間
は
仏

の
成
道
に
即
し
て

分
）
一
念
三
千
の
理
論
に
よ
り
成
仏
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
釈
尊
の
実
在
を
信
ず
れ
ば
、
末

法
の
世
に
住
し
な
が
ら
、
宗
教
的
証
の
場

へ
飛
躍
し
、
安
心
の
世

界

へ
入
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
仏
釈
尊
の
実
在
を
信
ず
る
人
間
が
こ
の
静
の
安

心
を
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
得
ら
れ
な
い
末
代
の
凡
夫
に

と

っ
て
、
救
済
と
い
う
点
で
は
何
等
意
味
が
無
い
の
で
あ
る
。
な
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ぜ
な
ら
、

「
所
化
以
同
体
」
と
い
う
境
地
に
至
り
、
又
、
娑
婆
世

界
を
常
住
の
浄
土
と
観
じ
て
も
、
現
実
に
娑
婆
世
界
で
生
き
て
い

る
人

々
は
相
変
ら
ず
仏
と
は
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
。
土
も
ま

た
、
常
住
の
浄
土
と
は
か
け
離
れ
た

天
変
地
夭
飢
饉
病
属
満
二
天
下
一広
礎
二
地
上
一。
午
馬
斃
レ
巷

骸
骨
充
ノ路
。
招
レ
死
之
輩
既
超
二
大
半
一不
レ
悲
レ
之
族
敢
無
二

一
人
一。

（定
遺
二
〇
九
）

と
い
う
状
況
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
常
住
の
浄
土
と
観
ず
る
事
で

終
れ
ば
、
本
門
に
立
脚
し
た

一
念
三
千
も
、当
時
の
仏
教
界
で
現
実

と
遊
離
し
た
所
に
理
想
を
追
い
求
め
た
理
論
の
遊
び
と
言
う
べ
き

現
実
肯
定
の
思
想
と
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
り
、
妙
法
五
字

の
受
持
に
依
り
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
二
法
を
譲
り
与
え
ら
れ
る
意

義
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
宗
祖
の
宗
教
の
意
義
は
、
こ
の

静
の
安
心
よ
り
も
う

一
度
現
実
を
見
つ
め
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々

を
救
お
う
と
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
宗
祖
が
現
実
を
見
つ
め
た
時
、

一
番
問
題
と
な

っ
た
の
は
謗
法
者
の
存
在
で
あ

っ
た
と
思
う
。
な

ぜ
な
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
謗
法
者
の
存
在
が
依
正
不
二
で
あ

る
は
ず

の
娑
婆
世
界
を
現
実
に
は
末
法
の
様
相
を
呈
す
る
世
界
と

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
原
因
と
な

っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
事
の

一
念
三
千
の
理
論
と
、
実
践
と
し
て

の
折
伏
行
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
れ
ば
、
久
遠
本
仏

の
実
在
を
信
ず
れ
ば
、
仏
に
成
れ
る
と
い
う
理
論
よ
り
、
末
代
の

凡
夫
は
、
妙
法
五
字
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
因
果
の
二
法

を
与
え
ら
れ
、
又
、
折
伏
行
に
よ
り
謗
法
者
に
下
種
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
理
具
よ
り
事
具

へ
の
転
換
が
あ
る
の
で
あ
る
分
Υ

つ
ま
り
、
信
ず
る
こ
と
の
意
味
が
意
業
と
し
て
問
題
か
ら
信
仰
の

表
明
と
し
て
実
践
化
さ
れ
る
の
で
あ
る

分
ξ

従
が

っ
て
、
静
の
安
心
に
於
け
る
信
は
、
動
の
安
心
の
基
盤
と

な
る
も
の
で
あ
り
、
動
の
安
心
に
於
け
る
信
は
、
静
の
安
心
な
く

し
て
は
存
在
し
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
信
力
に
は
現

実
の
世
界
を
安
心
の
世
界
と
観
じ
さ
せ
る
飛
躍
の
原
動
力
が
在
る

だ
け
で
は
な
く
、
宗
祖
が
末
代
の
凡
夫
を
救
お
う
と
さ
れ
た
よ
う

に
そ
の
時
の
原
動
力
と
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

小

　
　
結

以
上
、
末
代
の
凡
夫
の

一
人
と
し
て
、
宗
祖
の
法
華
経
の
行
者

と
し
て
の
仏
道
成
就
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
仏
の
救
済
の
光
被

へ
の
帰

投
と
仏
道
修
行
に
於
け
る
主
体
的
な
意
志
と
の
関
係
を
考
え
て
き

た
。
受
持
譲
与
に
於
け
る
力
用
の
中
で
、
凡
夫
の
求
道
は
信
の
場

に
即
す
る
受
持
で
あ
る
。
そ
の
受
持
は
仏
力

ｏ
法
力
と
い
う
仏
界

加
被
の
力
に
即
し
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

一
応
の
結

び
と
し
て
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
す
る
様
々
な
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問
題
点
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
た
い
。

註
（
１
）

凡
夫
自
身
が
釈
尊
の
誓
願

へ
の
共
鳴
に
依
っ
て
得
る
力
を
「
自
力
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
問
題
は
あ
ろ
う
が
、
し
ば
ら
く

「
自
力
」
と
呼
ん
で
論

を
進
め
た
い
。

（
２
）

同
書
、
五
六
五
―
七
五
頁

（
３
）

望
月
歓
厚
著

『
日
蓮
教
学
の
研
究
』
七
六
―
七
頁

（
４
）

望
月
歓
厚
著

『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義

・
第
三
巻
』
三
二
四
頁

（
５
）

堅
樹
日
寛
著

『観
心
本
尊
抄
文
段
』

（
『
日
蓮
宗
々
学
全
書
』
第

四
巻
所
収

・
一
七
二
頁
）

（
６
）

高
木
豊
著

『
平
安
時
代
法
華
仏
教
史
研
究
』
四
七
六
頁

（
７
）

渡
辺
宝
陽
稿

「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
行
の
勧
奨
」

（
『仏
教
に
お

け
る
行
の
問
題
』
三
三
三
頁
）

（
８
）

浅
井
円
道
稿

「
日
蓮
を
中
心
と
し
て
見
た
悪
の
超
克
」

（
『
仏
教

思
想
２
悪
』
二
四

一
頁
）

（
９
）

岩
波
文
庫

『法
華
経
』
中

・
三
二
九
頁

（
１０
）

山
川
智
應
著

『観
心
本
尊
抄
講
話
』
四
〇
〇
頁

（
ｎ
）

上
田
本
昌
稿

「
日
蓮
聖
人
の
信
に
つ
い
て
」

（
『仏
教
に
お
け
る

信
の
問
題
』
二
四
四
―
五
頁
）

（
・２
）

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
七

一
二
頁

（
・３
）

望
月
歓
厚
著

『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
第
三
巻
』
二
四
八
頁

（
・４
）

茂
田
井
教
亨
著

『観
心
本
尊
抄
研
究
序
説
』
三
八
―
九
頁

（
・５
）

高
木
豊
著

『
平
安
時
代
法
華
仏
教
史
研
究
』

一
〇
六
頁

（
・６
）

浅
井
円
道
著

『
上
古
日
本
天
台
本
門
思
想
史
』

一
三
頁

（
・７
）

望
月
歓
厚
著

『
日
蓮
教
学
の
研
究
』
七
七
頁

（
・８
）
　
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
五
五
二
頁

（
・９
）

法
華
経
の
功
徳
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
行
為
と
し
て
、
遺
文
の

中
か
ら
求
め
て
み
た
。

（
２０
）

中
條
暁
秀
稿

「
不
軽
と
上
行
」

（
『棲
神
第
四
十
九
号
』
）

（
２．
）

戸
頃
重
基
稿
「
日
蓮
の
宗
教
哲
学
―
業
の
必
然
と
意
志
の
自
由
―
」

（
『
日
蓮
教
学
の
諸
問
題
』
三
二
頁
）

（
２２
）

浅
井
円
道
著

『
上
古
日
本
天
台
本
門
思
想
史
』

一
一
頁

（
２３
）

鈴
木

一
成
稿

「
日
蓮
聖
人
の
成
仏
感
―
安
心
の
健
系
―
」

（
『大

崎
学
報
』
九
七

・
九
八
号
所
収
）

（
２４
）

久
遠
実
成
の
釈
尊
の
実
在
を
信
ず
る
と
い
う
形
の
み
の
信
が
静
の

安
心
を
得
ら
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
疑
間
が
あ
る
が
、
そ
の
点
に

っ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
２５
）

『観
心
本
尊
抄
』
中
、
妙
楽
の
弘
決
の
引
用
よ
り
窺
え
る

一
念
三

千
（
２６
）

浅
井
円
道
稿

「
宗
祖
に
お
け
る
観
念
論
打
破
の
思
想
」

（
『
日
蓮

教
学
の
諸
問
題
』

一
五
〇
―

一
頁
）

（
２７
）

意
業
と
し
て
の
行
が
、
実
践
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
る
と
こ
ろ
が

註

（
ｎ
）
に
引
用
し
た
上
田
教
授
の
言
う
理
の
帰
命
よ
り
事
の
帰
命

ヘ

の
転
換
で
あ
ろ
う
。
〔
浅
井
円
道
稿

「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
人
間
観
」
、

（
『
仏
教
に
お
け
る
人
間
観
』
三

一
八
―
九
頁
〕
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