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実
相
⼗
全
の
恵
み
を
⾒
よ

﹁
実
相
﹂
に
お
い
て
本
当
に
与
え
ら
れ
て
い
る
神
の
恵
み
︱
﹁
実
相
﹂

に
お
い
て
本
当
は
す
で
に
受
け
て
い
る
わ
が
あ
ら
ゆ
る
善
き
物
︱
を
認
め

え
な
い
で
︑
現
象
界
に
あ
ら
わ
れ
た
個
々
の
出
来
事
に
感
謝
し
て
い
る
の
で

は
︑
蟻
を
探
し
出
し
て
︑
象
を
⾒
の
が
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
︒

そ
れ
は
神
様
か
ら
⾒
れ
ば
⾒
当
違
い
の
感
謝
で
あ
り
ま
す
︒
神
様
は
﹁
お
前

に
は
も
っ
と
よ
い
も
の
が
与
え
て
あ
る
の
に
︑
そ
れ
に
は
感
謝
し
な
い
で
︑

⼈
間
は
つ
ま
ら
な
い
こ
と
に
感
謝
す
る
も
の
だ
な
﹂
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
ょ

う
︒
ま
た
実
際
そ
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
い
と
も
感
じ
な
い
の
に
︑
神
様
を
讃
美

や
感
謝
の
⾔
葉
で
お
だ
て
上
げ
れ
ば
︑
い
っ
そ
う
よ
き
恵
み
を
与
え
給
う
で

あ
ろ
う
と
思
っ
て
︑
讃
美
歌
を
歌
っ
た
り
︑
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
⼈

も
あ
る
よ
う
で
す
が
︑何
も
か
も
知
っ
て
い
ら
れ
る
神
様
の
⽬
か
ら
⾒
た
ら
︑

⼈
間
の
⼼
情
が
⾒
え
透
い
て
︑﹁
偽
善
も
い
い
加
減
に
せ
よ
﹂
と
お
っ
し
や

る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
そ
う
し
ま
す
と
︑
わ
れ
わ
れ
は
真
に
神
か
ら
歓
ば
れ

る
感
謝
を
捧
げ
る
に
は
︑
ど
う
し
て
も
神
が
す
で
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
給
う

て
い
る
⼗
全
の
実
相
を
明
ら
か
に
⾒
て
︑
そ
れ
に
対
し
て
あ
り
が
た
さ
を
感

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
う
で
な
い
感
謝
は
⾒
当
違
い
の

感
謝
に
な
る
か
︑
偽
善
者
の
感
謝
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
﹁
実
相
﹂
⼗
全
の
善
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
︑
わ
れ
ら
は
た
だ
﹁
神
想
観
﹂
を
つ
と
め
修
し
て
︑
実
相
⼗
全
の

善
さ
を
観
ず
る
よ
う
に
つ
と
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
ま
す
︒

罪
を
消
す
道

神
に
祈
る
の
は
︑
⾃
分
の
犯
し
た
罪
を
不
当
に
赦
し
て
も
ら
お
う
な
ど
と

い
う
⽢
い
考
え
で
や
る
の
は
卑
怯
な
こ
と
で
す
︒
神
様
を
対
⽴
的
に
お
い
て

⼝
先
で
神
様
に
あ
や
ま
っ
た
か
ら
と
て
︑
諛
び
た
か
ら
と
て
罪
と
い
う
も
の

こ

は
消
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
︒罪
が
消
え
る
の
は
︑た
だ
わ
れ
わ
れ
が
︑

絶
対
無
罪
の
﹁
わ
が
実
相
﹂
に
溶
け
込
ん
だ
時
の
み
で
あ
り
ま
す
︒
暗
⿊
は

か

げ

⼝
先
で
謝
罪
っ
た
か
ら
と
て
消
え
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
︒
暗
⿊
が

あ
や
ま

か

げ

消
え
る
の
は
た
だ
光
に
照
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
り
ま
し
ょ

う
︒
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
︑
わ
れ
わ
れ
の
﹁
罪
﹂
と
い
う
も
の
が
消
え
る
の

は
︑
絶
対
無
罪

の
﹁
わ
が
実
相
﹂
の
真
ん
中
に
溶
け
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
す
︒﹁
わ

が
実
相
﹂そ
の
も
の
が
本
来﹁
光
﹂で
な
く
て﹁
暗
⿊
﹂で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑

や

み

﹁
暗
⿊
﹂
を
い
く
ら
削
っ
て
み
て
も
み
が
い
て
み
て
も
﹁
光
﹂
は
⽣
ま
れ
て

や

み

来
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
︒
も
し
わ
が
実
相
が
本
来
﹁
暗
⿊
﹂
で
あ
っ
て
︑

や

み

他
か
ら
神
の
光
を
射
し
込
ま
し
て
光
明
に
な
る
も
の
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
︑
⾃

分
⾃
⾝
が
救
わ
れ
る
︱
す
な
わ
ち
⾃
分
⾃
⾝
が
光
明
に
な
る
こ
と
で
は
な

く
︑
暗
⿊
⾃
⾝
が
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
︒
⾃
分
が
滅
ぼ
さ
れ
る

や

み

と
こ
ろ
に
︑
救
い
な
ど
は
あ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
だ
か
ら
︑
ど

う
し
て
も
⾃
分
⾃
⾝
の
救
い
が
成
就
す
る
に
は
︑
本
来
⾃
分
⾃
⾝
が
︑﹁
神

の
⼦
﹂で
あ
る
こ
と
が
条
件
な
の
で
す
︒⾃
分
⾃
⾝
の
本
来
相
が﹁
神
の
⼦
﹂

で
あ
り
︑
⾃
分
⾃
⾝
の
本
来
相
が
﹁
光
明
遍
照
﹂
で
あ
り
︑
⾃
分
⾃
⾝
の
本

来
相
が
﹁
知
恵
円
満
﹂
で
あ
り
︑
⾃
分
⾃
⾝
の
本
来
相
が
﹁
⽣
命
無
量
﹂
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
︑
そ
の
本
来
相
に
帰
⼊
す
る
︱
す
な
わ
ち
わ
が

き
に
ゅ
う

実
相
に
帰
⼊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
う
る
の
で
あ
り
ま
す
︒



聖
典
﹃
久
遠
の
實
在
﹄
に
収
録
さ
れ
た
﹁
智
慧
の
⾔
葉
﹂
に
︑﹁
⽣
命
の

実
相
︱
⽣
⻑
の
家
の
礼
拝
の
対
象
は
こ
れ
で
あ
る
︒
⽣
命
の
実
相
︱
あ

ら
わ
れ
て
阿
弥
陀
仏
と
な
り
︑
釈
迦
と
な
り
︑
イ
エ
ス
と
な
り
⼀
切
の
善
き

宗
教
の
教
え
と
な
る
︒﹃
彼
を
信
ず
る
者
の
︑
そ
の
名
に
よ
り
て
罪
の
赦
し

を
う
べ
き
こ
と
を
証
す
﹄
と
﹃
使
徒
⾏
伝
﹄
⼗
章
四
⼗
三
節
に
あ
る
が
︑
彼

と
は
⽣
命
の
実
相
で
あ
る
︒
⽣
命
の
実
相
を
信
じ
礼
し
︑
こ
れ
に
結
び
つ
く

ら
い

者
は
幸
い
な
る
か
な
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
︒﹁
⽣
命
の
実
相
﹂
を
信
じ

て
こ
れ
に
結
び
つ
い
た
時
の
み
︑
⼀
切
の
罪
︵
包
み
︶︵
仮
相
︶
は
消
え
︑

そ
こ
に
救
い
が
成
就
す
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
神
と
い
う
対
⽴
者
を
想
像
し
て

そ
れ
に
ひ
れ
伏
し
て
拝
み
倒
し
た
か
ら
と
て
︑
罪
は
消
え
る
も
の
で
は
あ
り

ま
ぜ
ん
︒

聖
経
﹃
⽢
露
の
法
⾬
﹄
の
な
か
に
﹁
罪
と
病
と
死
と
は
︑
神
の
所
造
に
⾮

ざ
る
が
故
に
︑實
在
の
假
⾯
を
被
り
た
れ
ど
も
⾮
實
在
な
り
︑虚
妄
な
り
︒

か
め
ん

こ
う
む

我
れ
は
此
の
假
⾯
を
剝
い
で
罪
と
病
と
死
と
の
⾮
實
在
を
明
か
に
せ
ん
が
爲

は

に
來
れ
る
な
り･･････

罪
は
⾮
實
在
に
し
て
迷
ひ
の
影
な
る
が
故
に
︑
⼗
⽅

の
諸
佛
も
衆
⽣
を
攝
取
し
て
よ
く
罪
を
消
滅
し
た
ま
へ
り
︒
イ
ェ
ス
キ
リ
ス

せ
っ
し
ゅ

ト
も
た
ゞ
⾔
葉
に
て
﹃
汝
の
罪
赦
さ
れ
た
り
﹄
と
云
ひ
て
よ
く
罪
を
消
滅
し

た
ま
へ
り
︒
わ
れ
も
⾔
葉
に
て
﹃
⽣
⻑
の
家
﹄
の
歌
を
書
か
し
め
︑
⾔
葉
の

⼒
に
て
罪
の
本
質
を
暴
露
し
て
︑
罪
を
し
て
本
來
の
無
に
歸
せ
し
む
︒
わ
が

⾔
葉
を
讀
む
も
の
は
實
在
の
實

相
を
知
る
が
故
に
⼀
切
の
罪
消
滅
す
︒

ほ
ん
と
の
す
が
た

わ
が
⾔
葉
を
讀
む
も
の
は
⽣
命
の
實

相
を
知
る
が
故
に
⼀
切
の
病
消
滅

ほ
ん
と
の
す
が
た

し
︑
死
を
越
え
て
永
遠
に
⽣
き
ん
﹂
と
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
﹁
⽣
⻑
の
家
⼤

天
使
﹂
の
啓
⽰
で
あ
り
ま
し
て
理
屈
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒﹁
罪
﹂
は

﹁
罪
﹂
を
と
ら
え
て
⼀
つ
ず
つ
⽀
払
っ
て
い
て
も
無
く
な
る
も
の
で
は
あ
り

ま
ぜ
ん
︒
そ
れ
は
例
え
ば
︑
あ
な
た
が
暗
⿊
の
申
に
い
て
︑
暗
⿊
を
捨
て

や

み

や

み

よ
う
と
思
っ
て
暗
⿊
を
握
っ
て
な
げ
棄
て
な
げ
棄
て
し
て
も
︑
暗
⿊
は
無

や

み

や

み

く
な
ら
な
い
の
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
︒暗
⿊
は
す
な
わ
ち﹁
光
が
無
い
こ
と
﹂

や

み

︱
本
来
﹁
無
﹂
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
暗
⿊
を
握
っ
て
捨
て
去
る
わ
け
に
は

や

み

ゆ
か
な
い
︒
罪
も
本
來
﹁
無
﹂
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑﹁
罪
﹂
を
と
ら
え
て
⼀

つ
ず
つ
⽀
払
っ
て
も
消
え
る
も
の
で
は
な
い
︒
暗
⿊
を
消
す
に
は
た
だ
光
を

や

み

点
ず
れ
ば
よ
い
︒
罪
を
消
す
に
は
た
だ
﹁
⽣
命
の
実
相
﹂
に
帰
⼊
す
る
だ
け

で
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
︒

わ
が
﹁
⽣
命
の
実
相
﹂
は
神
の
⼦
で
あ
り
︑
そ
の
本
源
は
神
の
無
量
無
限

の
愛
と
⽣
命
と
知
恵
と
光
明
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑

こ
れ
を
悟
り
こ
れ
に
帰
⼊
し
さ
え
す
れ
ば
︑
す
べ
て
の
罪
の
状
態
︑
不
完
全

の
状
態
は
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
︒﹁
罪
を
赦
す
﹂
と
い
う
の
は
﹁
お

前
は
︑
罪
が
な
お
存
在
し
て
い
る
け
れ
ど
も
勘
弁
し
て
や
る
﹂
と
い
う
よ
う

な
意
味
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
︒
宗
教
上
の
﹁
罪
の
赦
し
﹂
と
い
う
こ
と

と
︑
ふ
つ
う
に
勘
弁
し
て
や
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
な
の
で
あ
り
ま
す
︒
宗

教
上
の
﹁
罪
の
赦
し
﹂
と
い
う
こ
と
は
﹁
罪
を
消
し
罪
を
無
く
し
て
く
だ
さ

る
﹂
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
︒
罪
そ
の
ま
ま
で
勘
弁
し
て
く
だ
さ
る
︱
罪

そ
の
ま
ま
で
優
遇
し
て
く
だ
さ
る
︱
罪
そ
の
ま
ま
で
快
楽
を
与
え
て
く
だ

さ
る
︱
な
ど
と
い
う
⾔
葉
は
︑
対
⼈
関
係
の
上
で
は
使
え
る
⾔
葉
で
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
︑
宗
教
上
の
﹁
罪
の
赦
し
﹂
と
い
う
こ
と
と
は
別
物
で
あ
り

ま
す
︒
こ
れ
を
混
同
す
る
か
ら
︑
罪
の
ま
ま
で
﹁
天
国
﹂
と
か
﹁
浄
⼟
﹂
と

か
い
う
︑
あ
る
﹁
歓
楽
境
﹂
へ
救
い
と
っ
て
も
ら
う
よ
う
な
⾍
の
い
い
誤

か
ん
ら
く
き
ょ
う

解
を
⽣
じ
︑
迷
信
を
⽣
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
宗
教
上
の
﹁
罪
の

赦
し
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑﹁
罪
﹂
そ
の
も
の
が
消
し
去
ら
れ
る
︱
﹁
罪
﹂

そ
の
も
の
が
本
来
の
﹁
無
﹂
に
帰
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
︒﹁
罪
﹂
の

ま
ま
で
天
国
と
か
浄
⼟
と
か
い
う
歓
楽
境
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う



な
﹁
迷
信
﹂
は
︑
そ
れ
⾃
⾝
で
⽭
盾
で
あ
り
ま
す
︒
古
聖
は
﹁
罪
の
価
は
死

な
り
﹂と
申
し
ま
し
た
が
︑罪
と
は
実
相
を
包
み
隠
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑

実
相
の
中
に
の
み
本
当
の
歓
び
楽
し
み
は
あ
る
の
で
す
か
ら
︑
罪
の
存
す
る

限
り
﹁
実
相
無
限
の
歓
び
﹂
は
包
み
お
お
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
︒

﹁
罪
の
価
は
死
な
り
﹂
と
か
︑﹁
罪
の
報
い
は
苦
し
み
で
あ
る
﹂
と
か
申
し

ま
す
が
︑
い
っ
そ
う
適
切
に
い
え
ば
︑﹁
死
﹂
と
か
︑﹁
苦
﹂
し
み
と
か
は
︑

罪
の
償
い
と
か
︑
罪
の
報
い
と
か
い
う
よ
う
な
間
接
的
な
も
の
で
は
な
く
︑

﹁
罪
﹂
そ
の
も
の
が
﹁
⽣
命
の
死
﹂
で
あ
り
︑﹁
罪
﹂
そ
の
も
の
が
﹁
常
楽

の
死
﹂
で
あ
り
ま
す
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
⽣
命
﹂
の
本
然
の
相
を
包
み
隠
し
て

す
が
た

い
る
の
が
罪
で
あ
り
︑
神
の
⼦
た
る
﹁
実
相
の
常
楽
﹂
を
包
み
隠
し
て
い
る

の
が
罪
で
あ
り
ま
す
か
ら
︒
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
罪
そ
の
ま
ま
で
勘
弁
し
て

も
ら
っ
て
も
︑
決
し
て
﹁
実
相
の
常
楽
﹂
を
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
り
ま
す
︒
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
罪
が
赦
さ
れ
て
天
国
的
境
地
に
引
き
上
げ

ら
れ
る
た
め
に
は
︑
ぜ
ひ
と
も
﹁
罪
﹂
そ
の
も
の
の
破
壊
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
す
︒そ
れ
故
に
わ
れ
わ
れ
が
宗
教
上
の
意
味
で﹁
罪
が
赦
さ
れ
る
﹂

と
い
う
の
は
︑罪
そ
の
も
の
が
破
壊
さ
れ
る
Ｉ
罪
そ
の
も
の
が
本
来
の﹁
無
﹂

に
帰
し
て
︑
神
の
⼦
本
来
の
実
相
の
常
楽
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
︒

⼈
間
は
﹁
神
の
⼦
﹂
で
あ
り
︑
常
楽
が
わ
が
実

相
で
あ
り
ま
す
︒﹁
神

ほ
ん
と
う
の
す
が
た

の
⼦
﹂
た
る
実
相
が
あ
ら
わ
れ
な
い
で
︑
魂
の
常
住
の
歓
楽
と
い
う
こ
と
は

よ
ろ
こ
び

あ
り
え
な
い
の
で
す
︒
だ
か
ら
﹁
罪
﹂
を
犯
し
て
欲
び
を
得
て
や
ろ
う
と
思

っ
て
も
︑
結
局
は
そ
の
⼈
は
苦
し
み
を
な
め
る
の
み
な
の
で
す
︒
罪
⼈
は
と

ら
え
ら
れ
な
い
で
逃
げ
て
い
る
間
中
か
え
っ
て
苦
し
く
︑
囚
⼈
は
最
後
の
判

決
の
下
る
ま
で
の
間
中
か
え
っ
て
苦
し
い
の
で
あ
り
ま
す
︒

罪
の
実

相
が
苦
し
み
で
あ
り
不
幸
で
あ
る
の
は
︑
常
楽
の
﹁
神
の

ほ
ん
と
う
の
す
が
た

⼦
の
実
相
﹂
が
隠
れ
て
い
る
か
ら
で
す
︒
神
は
愛
で
あ
る
か
ら
︑
わ
れ
わ
れ

が
神
に
祈
っ
て
も
︑
神
は
罪
の
ま
ま
で
勘
弁
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で

す
︒
不
幸
の
ま
ま
で
我
慢
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
︒
ど
う
ぞ
わ
た

し
を
罪
の
ま
ま
で
赦
し
て
く
だ
さ
い
︒
罪
の
ま
ま
で
幸
福
を
与
え
て
く
だ
さ

い
と
祈
る
の
は
︑﹁
ど
う
ぞ
︑
⽬
を
閉
じ
た
ま
ま
で
光
を
⾒
せ
て
く
だ
さ
い

≒
ど
う
ぞ
狭
い
孔
に
押
し
込
ま
れ
た
ま
ま
で
広
い
世
界
を
味
わ
わ
し
て
く
だ

さ
い
﹂
と
祈
る
の
と
同
じ
こ
と
で
す
︒
神
は
﹁
光
を
⾒
た
け
れ
ば
⽬
を
開
き

な
さ
い
︒
広
い
世
界
へ
出
た
け
れ
ば
狭
い
孔
か
ら
逃
れ
出
な
さ
い
﹂
と
お
っ

し
ゃ
る
ほ
か
は
な
い
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
︑
罪
の
ま
ま
幸
福
を

得
た
い
と
い
う
も
の
に
は
︑神
は﹁
な
ん
じ
が
常
楽
の
幸
福
を
得
た
け
れ
ば
︑

本
来
﹃
罪
﹄
な
き
な
ん
じ
の
実
相
を
⾒
よ
﹂
と
お
っ
し
ゃ
る
で
あ
り
ま
し
ょ

う
︒

⽣
命
の
實
相
⾕
⼝
雅
春
⽇
本
教
分
社


