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一

　
『
大
無
量
壽
経
』
　
の
ご
く
始
め
に
、
法
蔵
菩
薩
が
四
十
八
の
誓
願
を
建
て
、
そ

れ
を
成
就
し
て
阿
弥
陀
如
來
と
な
っ
た
経
緯
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
話
は

浄
土
真
宗
成
立
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
点
で
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
小
論
で

は
、
真
宗
者
の
宗
教
体
験
に
お
い
て
、
こ
の
法
蔵
説
話
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

ち
、
ど
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
か
を
検
討
す
る
。
ま
ず
以
下
に
、
法
蔵
説
話
の
概

要
を
記
述
す
る
。

　
　
無
数
劫
の
昔
、
世
自
在
王
佛
が
で
て
衆
生
を
救
っ
て
い
た
と
き
、
あ
る
王
が

　
　
そ
の
教
え
に
触
れ
、
国
を
捨
て
王
を
捨
て
て
沙
門
と
な
り
、
法
蔵
比
丘
と
名

　
　
乗
っ
た
。
世
自
在
王
佛
の
導
き
の
も
と
、
五
劫
の
鼻
血
の
あ
と
、
法
蔵
比
丘

　
　
は
衆
生
を
救
う
べ
く
四
十
八
の
願
を
建
て
、
法
蔵
菩
薩
と
な
っ
た
。
十
劫
の

　
　
昔
に
法
蔵
菩
薩
は
つ
い
に
そ
の
願
を
成
就
し
、
こ
の
世
界
か
ら
西
方
十
巨
億

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
土
の
と
こ
ろ
に
在
し
、
そ
の
土
地
を
安
楽
と
呼
ん
で
い
る
。

た
い
て
い
の
真
宗
信
徒
は
、
こ
の
説
話
を
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
し
て
捉
え
、

法
話
な
ど
に
も
「
法
蔵
菩
薩
五
玉
の
思
量
」
と
か
、
「
法
蔵
菩
薩
五
劫
の
ご
苦
労
」

と
か
呼
ん
で
い
る
。
親
鶯
聖
人
も
次
の
よ
う
な
和
讃
を
残
し
て
い
る
。

　
　
弥
陀
成
立
の
こ
の
か
た
は

　
　
　
　
　
法
蔵
説
話
の
神
話
学
的
考
察

　
　
い
ま
に
十
劫
を
へ
た
ま
へ
り

　
　
法
身
の
光
輪
き
は
も
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
世
の
盲
進
を
て
ら
す
な
り

　
し
か
し
こ
の
説
話
は
、
実
際
の
事
件
を
語
っ
た
も
の
と
し
て
は
非
合
理
的
で
あ

り
、
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
文
字
ど
お
り
に
解
釈
す
る
と
、
こ
の

事
件
は
人
間
は
お
ろ
か
、
地
球
の
誕
生
以
前
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
第
二

に
、
も
し
法
蔵
菩
薩
が
佛
果
を
得
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
誓
願
は
も
は
や
成
就
さ

れ
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
は
す
で
に
救
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
世
は
浄
土
そ
の
も
の
で
あ

り
、
浄
土
真
宗
そ
の
も
の
も
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
説
話
が
真
実
を
語
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
に
宗
教
的
真
実
を
包
含

し
て
い
る
一
種
の
神
話
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
説

話
は
、
そ
れ
を
全
身
全
霊
で
受
け
止
め
る
人
に
そ
の
内
容
を
再
経
験
さ
せ
、
説
話

で
語
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
変
化
を
、
そ
の
人
の
人
格
の
中
に
引
き
起
こ
す
可
能

性
を
持
っ
た
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
こ
の
説
話
を
吟
味
し
て
、
種
々

の
聖
典
に
現
れ
る
他
の
事
象
と
共
通
の
構
造
を
求
め
て
み
る
。

　
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
世
自
在
王
佛
と
、
そ
れ
に
帰
依
す
る
国
王
の
間
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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大
き
な
質
的
懸
隔
で
あ
る
。
一
方
は
完
全
な
悟
り
を
得
た
佛
で
あ
り
、
他
方
は
宗

教
的
道
程
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
ば
か
り
の
凡
夫
で
あ
る
。
法
蔵
比
丘
が
師
と

同
じ
地
位
に
つ
く
に
は
無
数
劫
の
年
月
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
懸
隔
の
仲

立
ち
と
な
る
も
の
は
佛
の
智
慧
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
智
慧
が
法
蔵
比
丘
に
働

き
か
け
て
具
体
的
な
形
を
と
っ
た
四
十
八
願
で
も
あ
る
。

　
大
乗
佛
教
で
は
、
菩
薩
は
自
己
の
悟
り
を
目
指
す
ば
か
り
で
な
く
、
縁
あ
る
衆

生
を
済
度
す
る
こ
と
が
無
上
浬
葉
に
入
る
条
件
と
さ
れ
る
。
『
大
無
量
壽
経
』
に

は
、
阿
弥
陀
佛
の
前
に
五
十
四
人
の
過
去
佛
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
無
量
の
衆
生

を
教
化
し
度
脱
せ
し
め
た
あ
と
に
滅
度
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

過
去
佛
の
列
記
は
、
世
自
在
王
佛
と
法
蔵
菩
薩
の
関
係
が
、
特
異
で
最
初
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
親
鷺
は
、
『
信
文
類
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
『
浬
葉
群
』
の
一
節
を
引
用
し
て

い
る
。

　
　
善
男
子
、
我
が
言
ふ
と
こ
ろ
の
如
し
、
現
量
世
王
の
爲
に
浬
葉
に
入
ら
ず
。

　
　
か
く
の
如
き
の
蜜
義
、
汝
い
ま
だ
解
く
こ
と
能
は
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
。

　
　
我
爲
と
言
ふ
は
、
一
切
凡
夫
、
阿
閣
世
王
と
は
、
普
く
及
び
一
切
五
逆
を
造

　
　
る
者
な
り
。
ま
た
ま
た
爲
と
は
、
即
ち
こ
れ
一
切
有
爲
の
衆
生
な
り
。
（
中

　
　
略
）
主
思
世
は
、
即
ち
こ
れ
煩
悩
等
を
具
足
せ
る
者
な
り
。
ま
た
ま
た
爲
と

　
　
は
、
即
ち
こ
れ
佛
性
を
見
ざ
る
衆
生
な
り
。
（
中
略
）
宿
舎
世
は
、
即
ち
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
れ
一
切
の
い
ま
だ
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
心
を
発
せ
ざ
る
も
の
な
り
。

　
阿
人
世
王
は
自
ら
の
悪
業
の
意
識
に
さ
い
な
ま
れ
、
後
生
の
救
い
を
求
め
て
釈

迦
牟
尼
佛
の
と
こ
ろ
へ
来
る
。
佛
は
そ
の
智
慧
に
よ
っ
て
阿
閣
下
王
の
来
訪
を
知

り
、
阿
房
世
を
救
う
ま
で
は
浬
葉
に
入
ら
な
い
と
誓
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
こ
の
文
は
大
乗
菩
薩
道
の
精
神
の
発
露
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
釈
迦
牟
尼
佛
は

大
悟
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
切
衆
生
を
救
う
ま
で
は
二
葉
に
入
ら
な
い
と

誓
う
菩
薩
で
も
あ
る
。
阿
閣
世
王
の
名
は
、
個
人
の
名
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

自
ら
の
悪
業
に
苦
し
む
全
衆
生
の
原
型
（
母
。
げ
Φ
ξ
℃
Φ
）
　
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
釈
迦
佛
が
そ
の
偉
大
な
智
慧
と
慈
悲
の
力
で
心
志
世
王
の
苦
悩
を
抜
い
た
と

い
う
こ
と
は
、
釈
迦
佛
と
縁
を
持
つ
衆
生
の
全
て
を
救
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

に
よ
り
釈
迦
佛
は
、
こ
の
世
で
の
自
ら
の
使
命
を
果
た
し
、
古
葉
に
入
る
準
備
を

整
え
た
と
言
え
る
。

　
一
方
、
阿
闇
世
王
は
苦
悩
か
ら
救
わ
れ
た
歓
び
を
次
の
よ
う
に
表
白
す
る
。

　
　
世
尊
、
我
世
間
を
見
る
に
、
伊
蘭
子
よ
り
伊
蘭
樹
を
生
ず
、
引
潮
よ
り
栴
檀

　
　
樹
を
生
ず
る
を
ば
見
ず
。
我
今
始
め
て
伊
蘭
子
よ
り
栴
檀
樹
を
生
ず
る
を
見

　
　
る
。
伊
蘭
子
と
は
我
が
身
こ
れ
な
り
。
栴
檀
樹
と
は
、
即
ち
こ
れ
我
が
心
無

　
　
根
の
信
な
り
。
無
根
と
は
、
我
初
め
て
如
來
を
恭
敬
せ
む
こ
と
を
知
ら
ず
、

　
　
法
僧
を
信
ぜ
ず
、
こ
れ
を
無
根
と
名
づ
く
。
世
尊
、
我
も
し
如
來
世
尊
に
遇

　
　
は
ず
ば
、
ま
さ
に
無
量
阿
僧
祇
劫
に
於
て
、
大
地
獄
に
あ
っ
て
無
量
の
苦
を

　
　
響
く
べ
し
。
我
直
撃
を
見
た
て
ま
つ
る
、
こ
れ
を
も
っ
て
佛
の
得
た
ま
ふ
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

　
　
の
功
徳
を
見
た
て
ま
つ
り
、
衆
生
の
煩
悩
悪
心
を
破
壊
せ
し
む
と
。

　
こ
の
文
で
阿
将
器
王
は
、
自
分
を
苦
か
ら
救
う
能
力
が
自
分
の
中
に
な
い
こ
と

を
嘆
く
と
と
も
に
、
自
ら
の
中
に
生
じ
た
佛
法
僧
を
信
ず
る
心
を
「
無
根
の
信
」

と
呼
ん
で
歓
喜
し
て
い
る
。
さ
ら
に
王
は
、
佛
を
見
た
こ
と
は
、
佛
の
得
た
功
徳

を
見
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
今
度
は
自
分
が
衆
生
の
煩
悩
悪
心
を
破
壊
し
よ
う
と

誓
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
王
と
釈
迦
佛
の
関
係
は
、
法
蔵
菩
薩
と
世
自
在
王

佛
の
関
係
を
再
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
阿
閣
世
王
も
法
蔵
も
共
に
王
で
あ
り
な
が
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ら
、
超
世
の
智
慧
を
持
つ
佛
に
出
会
い
、
短
見
を
得
て
自
ら
救
わ
れ
る
と
同
時

に
、
苦
悩
の
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
誓
い
を
建
て
る
。
阿
三
世
王
も
、
こ
こ
で

「
出
世
」
を
し
、
菩
薩
の
位
を
得
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
釈
迦
佛

の
卓
越
し
た
智
慧
と
慈
悲
が
両
者
の
懸
隔
を
埋
め
る
仲
介
者
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
大
無
量
五
経
』
の
ご
く
始
め
の
部
分
に
釈
迦
牟
尼
佛
の
出
世
本
懐
の
話
が
あ

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
釈
迦
佛
の
弟
子
阿
難
が
、
釈
迦
佛
の
姿
が
特
別
に
美
し
く

清
ら
か
で
、
顔
が
光
り
輝
い
て
い
る
の
を
認
め
、
佛
に
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
。
佛

は
阿
難
に
、
そ
の
質
問
が
悪
難
自
身
の
慧
見
か
ら
出
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
誰
か

他
の
者
か
ら
頼
ま
れ
て
言
っ
た
も
の
か
と
尋
ね
る
。
避
難
が
そ
の
質
問
は
自
ら
の

所
見
に
よ
っ
て
聞
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
と
、
釈
迦
佛
は
阿
難
を
褒
め
、
次
の

よ
う
に
言
う
。

　
　
善
い
か
な
国
難
、
問
へ
る
所
甚
だ
快
し
、
深
き
智
慧
、
眞
妙
の
鼎
才
を
発
し

　
　
て
、
衆
生
を
患
念
せ
ん
と
し
て
こ
の
慧
義
を
問
へ
り
。
如
來
無
書
の
大
悲
を

　
　
以
っ
て
三
界
を
胎
哀
し
た
ま
ふ
。
世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光
閲
し

　
　
て
華
萌
を
極
ひ
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
す
。
（
中
略
）
今

　
　
問
へ
る
所
は
饒
益
す
る
所
多
し
、
　
一
切
の
諸
天
人
民
を
開
化
す
。
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樹

　
　
阿
難
諦
か
に
聴
け
、
今
汝
が
爲
に
説
か
ん
。

こ
う
し
て
『
大
無
量
壽
経
』
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
釈
迦
佛
は
自
分
が
こ
の

世
に
出
た
究
極
の
目
的
は
、
こ
の
経
を
説
く
た
め
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
阿

難
は
釈
迦
牟
尼
佛
に
い
つ
も
同
行
し
、
佛
の
言
葉
を
一
語
も
漏
ら
さ
ず
記
憶
し
た

人
物
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
訳
か
、
な
か
な
か
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
阿
難
は
、
そ
の
凡
夫
性
ゆ
え
に
、
釈
迦

佛
に
こ
の
出
世
本
懐
の
経
を
説
く
き
っ
か
け
を
与
え
る
重
要
な
働
き
を
し
て
い

　
　
　
　
　
法
蔵
説
話
の
神
話
学
的
考
察

る
。
上
国
は
釈
迦
佛
の
智
慧
の
光
に
目
覚
め
、
衆
生
を
哀
れ
む
心
を
起
こ
し
、
釈

迦
佛
に
究
極
の
教
え
を
説
か
し
め
た
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
法
蔵
菩
薩
と
世
自
在

王
佛
の
関
係
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
親
鷺
と
そ
の
師
法
然
の
関
係
を
調
べ
て
み
る
。
親
鷺
の
妻
恵
信
尼
が
娘

覚
信
尼
に
宛
て
た
手
紙
の
一
つ
に
よ
る
と
、
親
鶯
が
六
角
堂
で
後
世
を
祈
っ
て
い

る
と
き
に
、
九
十
五
日
の
明
け
方
、
観
音
菩
薩
が
聖
徳
太
子
の
姿
を
と
っ
て
現
れ

た
の
で
、
そ
の
ま
ま
堂
を
出
て
尋
ね
歩
く
と
法
然
上
人
に
遇
っ
た
。
ま
た
同
じ
恵

信
尼
文
書
に
よ
る
と
、
恵
信
尼
が
翌
旦
と
と
も
に
関
東
の
下
妻
に
い
た
と
き
、
夢

の
中
に
法
然
と
親
鷺
が
そ
れ
ぞ
れ
勢
至
菩
薩
と
観
音
菩
薩
と
し
て
か
が
や
い
て
い

る
の
を
見
た
。
法
然
の
部
分
だ
け
を
親
書
に
話
す
と
、
親
鷺
も
法
然
を
勢
至
菩
薩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

の
生
れ
変
り
と
考
え
て
い
る
と
言
っ
た
。
親
鷺
は
ま
た
い
く
つ
か
の
和
讃
の
中

で
、
法
然
を
勢
至
菩
薩
や
阿
弥
陀
佛
の
生
れ
変
り
と
称
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

　
　
智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り

　
　
　
生
壁
源
空
あ
ら
は
れ
て

　
　
　
浄
土
眞
宗
を
ひ
ら
き
つ
つ

　
　
　
選
択
本
願
の
べ
た
ま
ふ

源
空
勢
至
と
示
現
し

　
あ
る
ひ
は
弥
陀
と
顕
現
す

　
上
皇
群
臣
尊
敬
し

　
京
夷
庶
民
欽
仰
す

諸
佛
方
便
と
き
い
た
り

一
九
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源
空
ひ
じ
り
と
し
め
し
つ
つ

無
上
の
信
心
お
し
へ
て
ぞ

浬
漿
の
か
ど
を
ば
ひ
ら
き
け
る

　
　
阿
弥
陀
如
來
化
し
て
こ
そ

　
　
　
本
師
源
空
と
し
め
し
け
れ

　
　
　
化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
　
浄
土
に
か
へ
り
た
ま
ひ
に
き

比
叡
山
で
の
長
い
自
力
修
行
の
後
、
「
い
つ
れ
の
行
に
て
も
お
よ
び
が
た
き
身
」

に
目
覚
め
、
法
然
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
佛
の
大
慈
大
悲
に
導
か
れ
た
親
鷺
に
と
っ
て

は
、
法
然
こ
そ
が
阿
弥
陀
佛
の
生
れ
変
り
で
あ
り
、
自
分
は
あ
く
ま
で
も
「
愚

禿
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
の
関
係
の
構
造
は
、
法
蔵
菩
薩
と
世
自
在
王
佛
の
関

係
と
揆
を
一
に
し
て
い
る
。

　
以
上
、
阿
閣
世
王
と
釈
迦
牟
尼
佛
、
阿
難
と
釈
迦
牟
尼
佛
、
親
鷺
と
法
然
の
関

係
を
調
べ
た
が
、
す
べ
て
法
蔵
菩
薩
と
世
自
在
王
佛
の
関
係
を
再
現
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
対
に
お
い
て
は
、
前
者
は
迷
い
深
き
凡
夫
よ
り
起
こ
り
、

後
者
の
優
れ
た
智
慧
に
目
覚
め
、
後
者
の
導
き
の
も
と
に
衆
生
を
済
度
し
よ
う
と

い
う
誓
い
を
建
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
菩
薩
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
る
。
両
者
の
対

立
の
仲
立
ち
と
な
る
の
は
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
後
者
の
智
慧
と
慈
悲
で
あ
る
。

一
方
、
後
者
は
前
者
を
救
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
誓
願
を
成
就
し
、
無
上
浬
葉

に
入
る
資
格
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
「
凡
夫
対
覚
者
」
と
い
う
対
立
は
、
大
乗
菩
薩
道
が
伝
播
し
、
継
承
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

る
と
き
に
必
然
的
に
起
こ
る
現
象
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
親
鷺
は
、
曇
鷺
の
思

想
を
継
承
し
て
、
佛
お
よ
び
菩
薩
に
つ
い
て
二
種
の
法
身
を
み
と
め
て
い
る
。
究

極
の
真
実
、
真
の
実
存
を
「
法
性
法
身
」
、
法
性
法
身
が
衆
生
を
導
く
た
め
に
姿

を
と
り
、
名
を
名
乗
っ
た
も
の
を
「
方
便
法
身
」
と
い
う
。
こ
の
二
種
の
法
身
に

つ
い
て
親
鷺
は
『
唯
信
砂
文
意
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
し
か
れ
ば
佛
に
つ
い
て
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
、
ひ
と
つ
に
は
法
性
法
身
と

　
　
ま
う
す
、
ふ
た
つ
に
は
方
便
法
身
と
ま
う
す
。
法
性
法
身
と
ま
う
す
は
、
い

　
　
う
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
ず
、
こ

　
　
と
ば
も
だ
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
て
方
便
法
身
と
ま

　
　
う
す
、
そ
の
御
す
が
た
に
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
不
可
思
議
の
四
十

　
　
八
の
大
誓
願
を
お
こ
し
あ
ら
は
し
た
ま
ふ
な
り
。
こ
の
誓
願
の
な
か
に
、
光

　
　
明
無
量
の
本
願
、
悪
難
無
量
の
弘
誓
を
本
と
し
て
あ
ら
は
れ
た
ま
へ
る
御
か

　
　
た
ち
を
、
世
親
菩
薩
は
蓋
十
方
無
碍
光
如
來
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ

　
　
り
。
こ
の
如
來
す
な
は
ち
誓
願
の
業
因
に
む
く
ひ
た
ま
ひ
て
報
身
如
來
と
ま

　
　
う
す
な
り
、
す
な
は
ち
阿
弥
陀
驚
風
と
ま
う
す
な
り
。
報
と
い
ふ
は
た
ね
に

　
　
む
く
ひ
た
る
ゆ
へ
な
り
。
こ
の
報
身
よ
り
悪
化
等
の
無
量
無
数
の
身
を
あ
ら

　
　
は
し
て
、
微
塵
世
界
に
無
碍
の
智
慧
光
を
は
な
た
し
め
た
ま
ふ
ゆ
へ
に
猶
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
方
無
碍
光
佛
と
ま
う
す
（
後
略
）

親
雪
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
二
種
の
法
身
の
定
義
に
従
え
ば
、
法
蔵
比
丘
に
と
っ

て
は
、
世
自
在
手
軽
は
方
便
法
身
で
あ
る
と
も
言
え
る
し
、
方
便
法
身
が
具
体
的

な
姿
を
現
し
た
黒
身
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
同
様
の
こ
と
は
阿
閣
世
王
お
よ
び

阿
難
に
と
っ
て
の
釈
迦
牟
尼
佛
に
つ
い
て
も
言
え
る
し
、
髪
型
に
と
っ
て
の
法
然

も
そ
う
で
あ
る
。
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方
便
法
身
は
阿
弥
陀
佛
に
限
る
と
言
う
説
が
あ
り
、
ま
た
親
日
も
方
便
法
身
と

阿
弥
陀
佛
を
同
義
語
に
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
阿

弥
陀
佛
の
智
慧
と
慈
悲
を
被
っ
た
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
言
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
親
鷺
は
『
謹
文
類
』
に
曇
鷺
の
一
節
を
引
い
て
、
「
諸
佛
菩
薩
に
二
種
の
法

身
あ
り
。
　
一
に
は
法
性
法
身
、
二
に
は
方
便
法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
よ
っ
て
方

便
法
身
を
生
ず
、
方
便
法
身
に
よ
っ
て
法
性
法
身
を
出
す
。
こ
の
二
の
法
身
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

異
に
し
て
分
つ
べ
か
ら
ず
、
一
に
し
て
同
じ
か
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
を

見
て
も
、
方
便
法
身
は
広
く
、
法
性
法
身
が
衆
生
を
救
う
た
め
に
形
を
と
り
、
名

を
名
乗
っ
た
佛
と
と
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
論
文
の
始

め
に
指
摘
し
た
五
十
四
の
過
去
佛
の
存
在
を
説
明
で
き
な
い
。

　
置
賜
は
ま
た
、
阿
弥
陀
佛
に
つ
い
て
も
二
つ
の
異
な
っ
た
見
方
を
示
し
て
い

る
。
一
つ
は
十
劫
の
昔
に
成
佛
し
た
有
始
無
終
の
阿
弥
陀
佛
で
あ
り
、
も
う
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

は
「
久
遠
実
成
阿
弥
陀
佛
」
と
か
、
「
塵
貼
久
遠
劫
よ
り
も
久
し
き
佛
」
と
い
う

無
始
無
終
の
佛
で
あ
る
。
前
者
は
方
便
法
身
の
阿
弥
陀
佛
で
あ
り
、
後
者
は
法
性

法
身
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
性
法
身
i
方
便

法
身
、
法
身
一
報
身
－
慮
化
身
と
い
う
区
別
は
、
曇
鷺
も
言
う
ご
と
く
、
「
異
に

し
て
分
つ
べ
か
ら
ず
、
一
に
し
て
同
じ
か
ら
ず
」
で
あ
り
、
一
人
の
佛
、
菩
薩
、

ま
た
は
信
心
の
人
の
中
に
、
す
べ
て
の
要
素
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。

　
親
鷺
は
ま
た
、
真
実
信
心
は
佛
に
な
ろ
う
と
い
う
心
（
願
作
佛
心
）
で
あ
り
、

そ
れ
は
同
時
に
、
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
心
（
度
衆
生
心
）
で
あ
る
と
い
う
。
親

梵
は
さ
ら
に
、
信
心
の
人
は
佛
と
等
し
い
地
位
に
あ
り
、
菩
薩
と
同
じ
位
に
あ
る

と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の
説
話
、
阿
閣
世
王
の
釈
迦
牟
尼
佛
へ
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の
帰
依
の
表
白
文
、
釈
迦
牟
尼
佛
の
阿
難
に
対
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
佛
に
帰
依
し
た
者
は
佛
の
智
慧
と
慈
悲
を
い
た
だ
き
、
自
ら

佛
に
な
ろ
う
と
い
う
心
と
同
時
に
、
佛
と
同
じ
く
自
分
も
衆
生
を
済
度
し
よ
う
と

い
う
心
を
起
こ
す
。
こ
れ
は
菩
薩
の
心
で
あ
り
、
度
衆
生
心
と
は
、
法
蔵
菩
薩
が

本
願
を
建
て
た
心
と
同
じ
で
あ
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
「
法
蔵
菩
薩
対
世
自
在
王
佛
」
の
対
立
に
始
ま
る
説
話

は
、
歴
史
的
時
間
を
通
じ
て
法
が
伝
わ
る
課
程
の
曲
ハ
型
（
O
P
目
9
α
一
σ
q
日
）
と
し
て
の

役
割
を
担
っ
て
い
る
。
言
い
か
え
る
と
、
こ
の
説
話
は
、
時
と
場
所
に
か
か
わ
ら

ず
、
迷
え
る
衆
生
が
目
覚
め
た
者
に
出
会
っ
て
、
自
分
も
佛
に
な
ろ
う
、
他
の
衆

生
を
佛
の
道
に
導
こ
う
、
と
決
意
を
す
る
数
え
切
れ
な
い
事
件
を
代
表
し
て
い
る

と
い
え
る
。
法
蔵
菩
薩
と
世
自
在
王
佛
は
こ
の
対
立
の
両
端
の
原
型
（
碧
。
げ
Φ
－

ξ
O
Φ
）
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
名
前
の
意
味
を
考
え
て
も
両
者
の
神
話
的
役
割
が
理
解
さ
れ

る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の
説
話
で
は
、
国
王
が
世
自
在
王
佛
の
徳

に
触
れ
て
国
を
捨
て
家
族
を
捨
て
て
初
め
て
「
法
の
蔵
」
と
い
う
名
前
を
得
る
こ

と
で
あ
る
。
人
は
真
実
に
目
覚
め
て
初
め
て
佛
に
な
る
可
能
性
を
無
限
に
得
る
わ

け
で
あ
る
。
一
方
「
世
説
在
野
佛
」
と
い
う
名
は
、
正
覚
に
達
し
た
人
が
世
の
中

の
帝
王
で
あ
り
、
自
在
に
人
を
済
度
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（4）（3｝（2）（1）註

『
真
宗
聖
教
全
書
　
＝
℃
や
切
山
①
・

『
浄
土
和
讃
』
第
三
首
（
『
真
聖
全
　
二
』
b
・
心
。
。
①
）

『
信
文
類
』
（
『
真
聖
全

（
同
右
）
b
●
8

二
』
や
。
。
¶
）

二
一
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⑤
　
『
真
聖
全
　
一
』
窓
．
や
㎝

㈲
　
「
恵
信
尼
消
息
』
第
三
通
（
石
田
瑞
麿
「
親
齋
と
そ
の
妻
の
手
紙
』
弓
や
悼
お
1
卜
⊃
嵩
。

　
ま
た
『
真
聖
全
　
二
』
b
や
日
O
蔭
山
O
切
）

㎝
　
『
高
僧
和
讃
』
第
九
九
、
一
〇
六
、
　
一
〇
八
、
　
一
一
四
首
（
「
真
聖
全
　
二
』
弓
や
臼
。
。

　
凸
に
）

⑧
　
『
唯
信
紗
文
意
』
（
『
真
聖
全
　
二
』
℃
ワ
①
ω
㌣
O
ω
日
）

働
　
『
讃
文
類
』
（
『
真
聖
全
　
二
』
や
H
目
）

㎝
　
「
浄
土
和
讃
』
第
八
八
首

ω
　
「
浄
土
和
讃
』
第
五
五
首

働
　
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
和
語
聖
教
に
多
く
見
ら
れ
る
。
特
に
『
唯
信
鉛
文
意
』
『
末
燈

　
鋤
』
参
照
。

二
二

　
　
　
　
　
　
参
　
考
　
文
　
献

『
真
宗
聖
教
全
書
』
一
、
二

石
田
瑞
麿
『
親
鷲
と
そ
の
妻
の
手
紙
』
春
秋
社
（
東
京
）
一
九
八
三
年
。

金
子
大
栄
（
編
）
『
親
轡
著
作
全
集
』
法
蔵
館
（
京
都
）
｝
九
八
三
年
。

　
（
小
論
は
、
　
一
九
八
九
年
八
月
一
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
米
国
ハ
ワ
イ
州
ホ
ノ
ル
ル
市

で
開
か
れ
た
第
四
回
国
際
真
宗
学
会
で
筆
者
が
発
表
し
た
論
文
を
日
本
語
に
訳
し
、
多
少

の
改
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
）
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