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親
鸞
に
お
け
る
〈
行
〉
主
体
の
転
換
構
造

―
龍
樹
・
世
親
・
曇
鸞
を
媒
介
に
―

宮

島

磨

欣
求
浄
刹
の
道
俗
、
深
く
信
不
具
足
の
金
言
を
了
知
し
、
永
く
聞
不
具
足
の
邪
心
を
離
る
べ
き
な
り

（『
教
行
信
証
』「
信
巻
」）

「
観
」
は
願
力
を
こ
ゝ
ろ
に
う
か
べ
み
る
と
ま
ふ
す
、
ま
た
し
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
、「
遇
」
は
ま
ふ
あ
ふ
と
い
ふ
、
ま
ふ
あ
ふ

と
ま
ふ
す
は
、
本
願
力
を
信
ず
る
な
り
。

（『
一
念
多
念
文
意
』）

一

大
乗
菩
薩
道
と
し
て
の
浄
土
願
生
―
菩
薩
存
在
の
意
味
―

イ
ン
ド
の
龍
樹
（
一
五
〇
―
二
五
〇
頃
）
か
ら
世
親
（
四
―
五
世
紀
）
を
へ
て
、
中
国
の
曇
鸞
（
四
七
六
―
五
四
二
？
）、
善
導
（
六

一
三
―
六
八
一
）
へ
と
継
承
さ
れ
る
浄
土
教
思
想
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
仏
へ
の
道
が
十
全

に
ひ
ら
か
れ
る
と
い
う
領
解
が
あ
り
、
特
に
龍
樹
か
ら
世
親
に
お
い
て
は
浄
土
へ
の
往
生
を
志
す
者
（＝

以
下
、
浄
土
願
生
者
）
に
は
、

大
乗
菩
薩
道
思
想
に
も
と
づ
い
た
―
行
者
と
し
て
の
―
厳
し
い
自
覚
が
求
め
ら
れ
、
一
切
衆
生
の
成
仏
が
念
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
捉
え

ら
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
手
始
め
に
、
こ
の
浄
土
願
生
と
大
乗
菩
薩
道
と
の
関
係
を
、
龍
樹
か
ら
曇
鸞
に
至
る
一
連
の
流
れ
を
中
心
に

思
想
史
的
に
ふ
り
返
っ
て
み
た
い
。
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ま
ず
、
龍
樹
に
お
い
て
は
「
丈
夫
志
幹
」
�

と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
大
乗
の
菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
志
の
強
靱
さ
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
た

め
に
必
須
の
修
行
が
―
い
わ
ば
そ
の
志
の
強
靱
さ
に
対
応
し
た
形
で
―
「
難
行
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
が
、
一
方
、
そ
う
し
た
「
難
行
」

へ
の
志
が
―
本
来
の
あ
り
か
た
に
反
し
て
―
と
も
す
れ
ば
、
自
ら
の
成
仏
の
み
を
目
的
と
す
る
「
二
乗
」（
声
聞
・
縁
覚
）
へ
と
頽
落
す

る
懼
れ
を
か
か
え
て
も
い
る
�

こ
と
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
憶
念
を
内
容
と
す
る
「
念
仏
」
が
「
易
行
」
と
し
て
説
き
だ
さ
れ
、
つ

づ
く
世
親
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
易
行
」
が
、「
善
男
子
・
善
女
人
」
を
対
象
と
し
た
「
礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
廻
向
」
の
「
五

念
門
」
の
�
行
体
系
�
�

へ
と
さ
ら
に
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

浄
土
に
は
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
に
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
「
聖
衆
」
存
在
が
住
ま
う
が
、
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
他
国
土
へ
と
お

も
む
き
、
具
体
的
に
衆
生
の
ひ
と
り
び
と
り
に
つ
い
て
自
在
な
救
済
活
動
を
行
う
「
聖
衆
」
と
し
て
の
菩
薩
で
あ
る
。
龍
樹
の
「
易
行
」

観
の
背
景
に
は
す
で
に
、「
念
仏
」
の
対
象
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
自
身
が
、
み
ず
か
ら
量
り
し
れ
な
い
功
徳
を
積
ん
だ
う
え
で
、
自
身
に
対

す
る
憶
念
を
行
者
に
求
め
、
そ
の
往
生
を
約
す
る
と
い
う
誓
願
理
解
�

が
ひ
か
え
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
「
本
願
」
に
も
と
づ
い
て
浄
土

へ
と
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
衆
生
救
済
と
い
う
仏
の
は
た
ら
き
を
担
う
「
聖
衆
」
た
る
菩
薩
の
一
部
に
加
わ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
世
親
は
、
も
と
も
と
仏
の
は
た
ら
き
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
「
聖
衆
」（
と
し
て
の
菩
薩
）
と
、
あ
ら
た
め

て
衆
生
（
世
親
の
い
う
「
善
男
子
・
善
女
人
」）
が
発
心
・
修
行
し
て
仏
を
め
ざ
す
「
願
生
」（
の
菩
薩
）
と
を
ひ
と
ま
ず
区
別
し
た
う
え

で
、「
五
念
門
」
の
最
終
段
階
で
あ
る
第
五
門
（「
廻
向
門
」）
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
行
に
よ
っ
て
功
徳
を
身
に
つ
け
た
「
願
生
」
の

菩
薩
が
衆
生
救
済
（「
利
他
」）
へ
と
は
た
ら
き
出
す
局
面
に
お
い
て
は
、「
聖
衆
」（
と
し
て
の
菩
薩
）
に
連
な
り
、
と
も
に
衆
生
救
済
と

い
う
仏
の
意
志
（「
大
慈
大
悲
」）
の
実
現
を
担
う
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
た
�

。
も
と
よ
り
「
願
生
」
の
菩
薩
た
ら

ん
と
す
る
行
者
に
は
阿
弥
陀
仏
の
智
恵
に
倣
う
べ
き
厳
し
い
修
行
へ
の
志
向
が
と
も
な
わ
ね
ば
な
ら
ず
、「
安
楽
国
土
」
と
表
現
さ
れ
る

浄
土
に
せ
よ
、
そ
の
「
安
楽
」
さ
は
行
者
を
〈
行
〉
の
達
成
へ
と
導
く
た
め
の
設
え
で
あ
っ
て
、
浄
土
自
体
は
あ
く
ま
で
も
真
摯
な
〈
行
〉

の
場
と
み
な
さ
れ
て
い
た
�

。
仏
に
な
ら
ん
と
志
す
こ
と
は
―
単
に
己
れ
一
身
の
安
寧
や
安
楽
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
く
―
他
の
衆
生
に

一
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対
す
る
自
由
自
在
な
救
済
を
念
じ
る
こ
と
と
相
即
し
て
い
る
（�「
願
作
仏
心
」
即
「
度
衆
生
心
」�）
と
い
う
領
解
の
深
意
も
こ
こ
に
こ
そ

あ
っ
た
の
で
あ
る
�

。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
龍
樹
か
ら
世
親
へ
の
思
想
継
承
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
「
聖
衆
」
た
る
菩
薩
存
在
を

核
と
す
る
大
乗
菩
薩
道
の
実
現
へ
の
道
程
が
阿
弥
陀
仏
の
「
他
力
」
に
乗
ず
る
形
で
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
を
承
け
た
曇
鸞
に
お
い
て
は
、
世
親
の
「
五
念
門
」
の
前
四
門
が
「
往
相
」、
後
一
門
が
「
還
相
」
と
区
分
さ
れ
た
う
え
で
、
往

相
・
還
相
の
二
廻
向
双
方
に
お
よ
ぶ
阿
弥
陀
仏
の
「
他
力
」
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
先
の
世
親
に
お
い
て
「
五
念
門
」
は
、

前
四
門
が
「
入
の
功
徳
」
と
し
て
「
願
生
」
行
者
自
身
の
往
生
の
局
面
に
、
ま
た
後
一
門
が
「
出
の
功
徳
」
と
し
て
利
他
の
救
済
活
動
の

局
面
に
配
当
さ
れ
て
お
り
、
「
入
」（＝

前
四
門
）に
凝
集
し
た
己
れ
の
功
徳
の
総
体
を
他
の
衆
生
に
差
し
向
け
る
局
面
で
あ
る「
出
」（＝

「
回
向
」）
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
「
一
切
苦
悩
の
衆
生
」
ひ
と
り
び
と
り
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
子
細
に
渉
る
「
観
察
」
と
、
そ

う
し
た
衆
生
救
済
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
生
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
に
対
応
し
た
変
幻
存
在
た
る
こ
と
が
―
ま
さ
に
「
五
念
門
」
の
行

者
た
る
「
願
生
」
の
菩
薩
に
対
し
て
―
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
え
で
は
じ
め
て
自
由
自
在
に
衆
生
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
曇
鸞
は
、
こ
う
し
た
「
五
念
門
」
の
�
行
体
系
�
の
成
就
を
へ
て
最
終
的
な
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
と
い
う

悟
り
の
境
界
へ
と
至
る
�
因
行
↓
果
徳
�
の
本
源
に
阿
弥
陀
仏
の
「
増
上
縁
」（
誓
願
に
結
晶
し
、
浄
土
願
生
者
の
「
自
利
」、「
利
他
」

の
両
面
を
成
り
立
た
せ
る
に
至
る
、
背
後
の
功
徳
力
）
が
あ
る
と
い
う
「
本
願
」
理
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
�

。
す
な
わ
ち
曇
鸞
に
お
い

て
は
、「
願
生
」
と
い
う
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
が
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
活
動
の
一
端
に
行
者
み
ず
か
ら
が
参
与
す
る
こ
と
で
あ
り
、
の
み

な
ら
ず
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
「
願
生
」
の
場
面
に
お
い
て
す
で
に
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
の
は
た
ら
き
が
―
ま
さ
に
「
他
力
」
と
し
て
―
及
ん
で

い
る
と
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
浄
土
の
「
聖
衆
」
た
ち
に
及
ぶ
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
と
、「
五
念
門
」
の
〈
行
〉
主
体
で
あ
る

菩
薩
に
及
ぶ
そ
れ
と
の
間
に
基
本
的
な
差
異
は
な
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
衆
生
（
曇
鸞
の
い
う
「
劣

夫
」
�

）
の
乗
じ
る
べ
き
阿
弥
陀
仏
の
「
他
力
」
は
こ
う
し
た
誓
願
理
解
に
お
い
て
、
龍
樹
、
世
親
か
ら
一
歩
も
二
歩
も
重
い
も
の
と
受

親鸞における〈行〉主体の転換構造 ―龍樹・世親・曇鸞を媒介に―
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け
と
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
段
階
に
お
い
て
も
浄
土
「
願
生
」
者
は
な
お
阿
弥
陀
仏
を
模
範

と
し
て
―
不
十
分
な
が
ら
も
「
利
他
」
に
思
い
を
致
し
つ
つ
「
五
念
門
」
の
修
行
を
志
す
―
、〈
行
〉
の
担
い
手＝

〈
行
〉
主
体
で
あ
り
、

往
生
後
の
十
全
な
行
の
成
就
・
達
成
を
念
じ
つ
つ
、
や
が
て
は
真
の
衆
生
救
済
活
動
た
る
「
還
相
回
向
」
へ
と
赴
く
と
こ
ろ
の
、
「
願
生
」

の
菩
薩
存
在
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
世
親
（
天
親
）
を
「
天
親
菩
薩
」
と
み
な
す
文
脈
に
お
い
て
「
菩
薩
」
に

施
し
た
曇
鸞
の
解
釈
―
わ
け
て
も
「
勇
猛
の
健
志
」
―
は
龍
樹
の
「
丈
夫
志
幹
」
と
響
き
合
う
も
の
と
い
え
よ
う
。

菩
薩
と
は
若
し
具
さ
に
梵
音
を
存
せ
ば
菩
提
薩
多
と
言
ふ
べ
し
。
菩
提
と
は
是
れ
仏
道
の
名
な
り
。
薩
多
と
は
或
は
衆
生
と
云
ひ
、

或
は
勇
健
と
云
ふ
。
仏
道
を
求
め
る
衆
生
、
勇
猛
の
健
志
あ
る
が
故
に
菩
提
薩
多
と
名
づ
く
。
�

二

親
鸞
の
衆
生
理
解
と
阿
弥
陀
仏
―
「
願
生
」
の
菩
薩
た
る
こ
と
の
断
念
―

対
し
て
、
龍
樹
か
ら
曇
鸞
を
三
祖
師
と
し
て
七
高
僧
の
う
ち
に
掲
げ
る
親
鸞
に
は
「
願
生
」
の
菩
薩
た
る
こ
と
へ
の
断
念
が
あ
る
。
親

鸞
に
よ
れ
ば
そ
も
そ
も
―
法
蔵
菩
薩
と
し
て
誓
願
を
た
て
、
果
て
し
な
い
修
行
を
重
ね
た
―
阿
弥
陀
仏
自
身
が
「
五
念
門
」
を
行
じ
た
主

体
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、「
五
念
門
」
の
〈
行
〉
主
体
は
か
つ
て
法
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
阿
弥
陀
仏
を
措
い
て
他
に
は
あ
り
得
な
い
の

で
あ
る
。

親
鸞
は
『
入
出
二
門
偈
頌
』
に
お
い
て
、
ま
さ
に
世
親
の
『
浄
土
論
』
を
引
用
し
つ
つ
「
五
念
門
」
の
�
行
体
系
�
に
つ
い
て
語
る
文

脈
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

か
の
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
凡
愚
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
。
一
心
に
専
念
す
れ
ば
速
や
か
に
、
真
実
功
徳
の
大
宝
海

一
一
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を
満
足
せ
し
む
。
菩
薩
は
五
種
の
門
を
入
出
し
て
、
自
利
利
他
の
行
、
成
就
し
た
ま
へ
り
。
不
可
思
議
兆
載
劫
に
、
漸
次
に
五
種
の

門
を
成
就
し
た
ま
へ
り
。
�

「
不
可
思
議
兆
載
劫
」
と
い
う
果
て
し
な
い
時
を
経
て
阿
弥
陀
仏
が
行
じ
た
も
の
は
―
ま
さ
に
世
親
以
来
、〈
行
〉
を
め
ぐ
る
教
説
の
中

心
に
位
置
し
て
き
た
―
「
五
念
門
」
の
�
行
体
系
�
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
成
就
に
よ
っ
て
獲
た
功
徳
の
本
源
（「
大
宝
海
」）
を
な
す
本
願

力
は
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
結
晶
し
て
�
今
・
こ
こ
�
の
「
凡
愚
」
た
る
衆
生
を
導
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
入
」・「
出
」
す
な
わ
ち
「
五
念
門
」
�

を
め
ぐ
る
「
自
利
」・「
利
他
」
に
か
か
わ
る
論
議
も
ま
た
次
の
よ
う
に
捉
え
な
お
さ

れ
る
。菩

薩
の
修
行
成
就
と
い
ふ
は
、
四
種
は
入
の
功
徳
を
成
就
し
た
ま
ふ
、
自
利
の
行
成
就
し
た
ま
ふ
と
、
知
る
べ
し
。
第
五
に
出
の
功

徳
を
成
就
し
た
ま
ふ
。
菩
薩
の
出
第
五
門
と
い
ふ
は
、
い
か
ん
が
回
向
し
た
ま
ふ
、
心
に
作
願
し
た
ま
ひ
き
。
苦
悩
の
一
切
衆
を
捨

て
た
ま
わ
ざ
れ
ば
、
廻
向
を
首
と
し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
へ
る
が
ゆ
え
に
、
功
徳
を
施
し
た
ま
ふ
。
か
の
土
に

生
じ
已
り
て
速
疾
に
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
巧
方
便
力
成
就
を
得
已
り
て
、
生
死
園
煩
悩
林
に
入
り
て
、
応
化
身
を
示
し
神
通
に
遊
び

て
、
教
化
地
に
至
り
て
群
生
を
利
し
た
ま
ふ
。
即
ち
こ
れ
を
出
第
五
門
と
名
づ
く
、
園
林
遊
戯
地
門
に
入
る
な
り
。
本
願
力
の
廻
向

を
以
て
の
ゆ
え
に
、
利
他
の
行
成
就
し
た
ま
へ
り
、
知
る
べ
し
。
無
碍
光
仏
、
因
地
の
時
、
こ
の
弘
誓
を
発
し
、
こ
の
願
を
建
て
た

ま
ひ
き
。
菩
薩
已
に
智
慧
心
を
成
じ
、
方
便
心
・
無
障
心
を
成
じ
、
妙
楽
勝
真
心
を
成
就
し
て
、
速
や
か
に
無
上
道
を
成
就
す
る
こ

と
を
得
た
ま
へ
り
。
自
利
利
他
の
功
徳
を
成
じ
た
ま
ふ
、
即
ち
こ
れ
を
名
づ
け
て
入
出
門
と
す
と
の
た
ま
へ
り
。
�
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法
蔵
菩
薩
に
お
い
て
、「
出
」
た
る
第
五
門
は
一
切
衆
生
に
対
す
る
「
大
悲
心
」
の
成
就
に
こ
そ
そ
の
核
心
が
あ
り
、
そ
の
成
就
に
よ

る
�
果
徳
�
と
し
て
ひ
と
り
び
と
り
の
衆
生
を
具
体
的
に
仏
へ
と
導
く
自
在
な
諸
活
動
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
は
こ

の
第
五
門
の
成
就
を
誓
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（「
無
碍
光
仏
、
因
地
の
時
、
こ
の
弘
誓
を
発
し
、
こ
の
願
を
建
て
た
ま
ひ

き
」）
�

。「
入
」
た
る
第
一
門
か
ら
第
四
門
の
諸
行
の
達
成
に
よ
る
功
徳
の
獲
得
は
、
し
た
が
っ
て
こ
の
第
五
門
の
十
全
な
「
利
他
」
活

動
へ
と
至
る
上
で
の
い
わ
ば
前
提
条
件
の
成
就
を
意
味
し
、
具
体
的
な
「
利
他
」
の
は
た
ら
き
の
可
能
根
拠
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
入
」・「
出
」
理
解
は
む
ろ
ん
世
親
の
そ
れ
を
踏
ま
え
て
お
り
―
「
智
慧
心
」・「
方
便
心
」・「
無
障
心
」・「
妙
楽
勝
真
心
」
の

成
就
と
い
っ
た
言
葉
遣
い
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
―
、
具
体
的
な
〈
行
〉
の
内
実
と
し
て
は
『
浄
土
論
』
に
忠
実
で
は
あ
る
も
の
の
、

そ
の
主
体
を
法
蔵
菩
薩
と
み
な
す
そ
の
唯
一
点
に
お
い
て
際
だ
っ
て
い
る
。『
入
出
二
門
偈
頌
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
世
親
自
身
す
ら
も

ま
た
「
世
親
菩
薩
、
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
に
依
て
、
一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
ま
へ
り
」
�

と
、
単
な
る
〈
行
〉

主
体
と
し
て
で
は
な
く
、「
帰�

命�

」
と�

い�

う�

あ�

り�

よ�

う�

に
お
い
て
浄
土
願
生
を
志
す
存
在
と
と
ら
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
は
こ
う
し

た
理
解
ゆ
え
の
こ
と
な
の
で
あ
る
�

。

「
本
願
力
の
廻
向
を
以
て
の
ゆ
え
に
、
利
他
の
行
成
就
し
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
利
他
」
行
の
成
就
の
本
源
に
あ
る
の
は
阿
弥

陀
仏
の
本
願
力
で
あ
る
。
ま
た
「
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
へ
る
が
ゆ
え
に
、
功
徳
を
施
し
た
ま
ふ
」
と
い
う
言
い
廻
し
�

に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
願
力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
「
利
他
」
の
功
徳
は
そ
の
ま
ま
衆
生
た
る
「
凡
愚
」
に
施
し
与
え
ら
れ
て
い
る
。
で

あ
れ
ば
こ
そ
、
親
鸞
は
曇
鸞
を
ふ
ま
え
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
の
で
あ
る
。

願
力
成
就
を
五
念
と
名
づ
く
、
仏
を
し
て
言
は
ば
、
宜
し
く
利
他
と
言
ふ
べ
し
。
衆
生
を
し
て
言
は
ば
他
利
と
言
ふ
べ
し
。
当
に
知

る
べ
し
、
い
ま
将
に
仏
力
を
談
ぜ
ん
と
す
。
如
実
修
行
相
応
は
、
名
義
と
光
明
と
（
に
）
随
順
す
る
な
り
。
こ
の
信
心
を
以
て
一
心

と
名
づ
く
�
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「
五
念
門
」
の
�
行
体
系
�
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
す
で
に
成
就
さ
れ
て
い
る
。「
利
他
」
と
は
、
他
な
ら
ぬ
阿
弥
陀
仏
の
本

願
力
が
衆
生
に
及
ぶ
事
態
を
、
あ
く
ま
で
も
阿
弥
陀
仏
の
側
か
ら
言
い
当
て
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
（
し
た
が
っ
て
―
「
利
他
」
と
い
う

事
態
を
施
さ
れ
る
側
、
す
な
わ
ち
�
利
せ
ら
る
る
�
側
に
即
し
て
言
い
当
て
た
―
「
他
利
」
は
「
衆
生
」
で
あ
る
、
と
い
う
理
路
が
敷
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
）。
そ
れ
ゆ
え
、「
如
実
修
行
相
応
」
と
い
う
、
経
論
の
�
行
体
系
�
に
か
な
っ
た
あ
り
よ
う
は
、
こ
の
「
利
他
」
の

場
面
に
お
い
て
も
は
や
衆
生
の
ひ
と
り
び
と
り
が
直
接
に
担
う
あ
り
よ
う
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
担
い
う
る
あ
り
よ
う
で
は
な
い
。「
凡

愚
」
た
る
衆
生
は
「
名
義
と
光
明
」
�

、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
「
如
実
修
行
相
応
」
を
可
能
な
ら
し
め
た
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力

に
随
順
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
自
身
の
功
徳
を
そ
の
ま
ま
に
わ
が
も
の
と
す
る
よ
り
他
は
な
い
の
で
あ
る
。

三

「
観
」
と
「
信
」
―
親
鸞
に
お
け
る
「
観
」
の
意
味
―

右
に
語
ら
れ
る
「
如
実
修
行
相
応
は
、
名
義
と
光
明
と
（
に
）
随
順
す
る
な
り
」
と
い
う
理
解
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
い

て
「
凡
愚
」
存
在
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
も
は
や
―
龍
樹
や
世
親
に
お
い
て
「
如
実
修
行
相
応
」
た
る
べ
き
〈
行
〉
の
一
要
素
を

構
成
し
て
い
た
―
「
観
」
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
親
鸞
に
お
い
て
「
観
」
そ
れ
自
体
が
蔑
ろ
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
検
討

し
て
き
た
『
入
出
二
門
偈
頌
』
に
お
い
て
も
「
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
凡
愚
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
。
一
心
に
専
念
す
れ

ば
速
や
か
に
、
真
実
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む
」
と
、「
本
願
力
を
観
ず
る
」
こ
と
と
し
て
の
「
観
」
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
文
脈
に

お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
に
対
し
て
「
一
心
に
専
念
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
へ
の
「
信
」
が
説
き
出
さ
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
�

。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
こ
の
「
本
願
力
を
観
ず
る
」
と
い
う
事
態
の
意
味
を
さ
ら
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

親
鸞
は
『
一
念
多
念
文
意
』
に
お
い
て
、『
入
出
二
門
偈
頌
』
に
も
み
ら
れ
た
世
親
の
文
章
（『
浄
土
論
』「
観
仏
功
徳
」
第
八
「
不
虚

作
住
持
功
徳
」）
を
釈
し
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
「
観
」
に
は
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

親鸞における〈行〉主体の転換構造 ―龍樹・世親・曇鸞を媒介に―

一
一
五



『
浄
土
論
』
に
曰
わ
く
、「
観
仏
本
願
力

遇
無
空
過
者

能
令
速
満
足

功
徳
大
宝
海
」
と
の
た
ま
へ
り
。
こ
の
文
の
こ
ゝ
ろ
は
、

仏
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
も
う
あ
ふ
て
む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
な
し
、
よ
く
す
み
や
か
に
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む
と
の
た

ま
へ
り
。「
観
」
は
願
力
を
こ
ゝ
ろ
に
う
か
べ
み
る
と
ま
ふ
す
、
ま
た
し
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
、「
遇
」
は
ま
ふ
あ
ふ
と
い
ふ
、
ま

ふ
あ
ふ
と
ま
ふ
す
は
、
本
願
力
を
信
ず
る
な
り
�

「
か
の
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
凡
愚
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
。
一
心
に
専
念
す
れ
ば
速
や
か
に
、
真
実
功
徳
の
大
宝
海

を
満
足
せ
し
む
」
と
説
か
れ
て
い
た
『
入
出
二
門
偈
頌
』
で
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
「
観
」
と
「
一
心
に
専
念
」（＝

「
信
」）

と
の
関
係
が
敷
衍
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
願
力
を
こ
ゝ
ろ
に
う
か
べ
み
る
」、「
し
る
」
こ
と
と
解
さ
れ

た
「
観
」
を
通
じ
て
、「
凡
愚
」
存
在
が
ま
さ
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
の
出
合
い
（「
遇
」）
を
と
げ
、「
信
」
へ
と
誘
わ
れ
る
そ
の
さ
ま
が

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
親
鸞
の
領
解
に
先
立
つ
世
親
（『
浄
土
論
』）
の
理
解
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

い
か
ん
が
観
察
す
る
。
智
恵
を
も
て
観
察
す
る
。
正
念
に
彼
を
観
じ
て
、
実
の
如
く
毘
婆
舎
那
を
修
行
せ
ん
と
欲
ふ
が
故
に
。
彼
の

観
察
に
三
種
あ
り
。
な
ん
ら
か
三
種
。
一
に
は
彼
の
仏
国
土
の
荘
厳
功
徳
を
観
察
す
。
二
に
は
阿
弥
陀
仏
の
荘
厳
功
徳
を
観
察
す
。

三
に
は
彼
の
諸
菩
薩
の
荘
厳
功
徳
を
観
察
す
。
い
か
ん
が
回
向
す
る
。
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
、
心
に
常
に
作
願
す
。
回
向
を

首
と
為
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
る
が
故
に
。

世
親
が
「
五
念
門
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
説
く
「
観
察
」
は
あ
く
ま
で
も
―
「
願
生
」
の
菩
薩
と
し
て
―
「
智
恵
」
に
も
と
づ
く
「
観
察
」
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で
あ
り
、
さ
ら
に
、「
実
の
ご
と
く
毘
婆
舎
那
を
修
行
せ
ん
と
欲
ふ
」
と
い
う
修
行
へ
の
志
が
ふ
ま
え
ら
れ
た
う
え
で
、「
仏
国
土
」、「
阿

弥
陀
仏
」
、
「
諸
菩
薩
」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
荘
厳
功
徳
」
を
「
観
察
」
す
る
こ
と
が
説
か
れ
、
最
後
に
す
べ
て
の
衆
生
（
「
一
切
苦
悩
の
衆
生
」
）

を
念
頭
に
お
い
た
「
大
悲
心
」
を
成
就
す
べ
く
、
修
め
た
そ
れ
ら
の
諸
功
徳
を
「
回
向
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
浄
土
論
』
は
「
観
察
」
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
「
三
厳
二
十
九
種
」
と
い
わ
れ
る
詳
細
な
記
述
を
伴
っ
て
い
る
。
ま
ず
「
仏
国

土
の
荘
厳
観
察
」
に
つ
い
て
浄
土
の
荘
厳
功
徳
が
阿
弥
陀
仏
の
「
不
可
思
議
力
」
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た

後
、
十
七
種
の
「
荘
厳
功
徳
成
就
」
が
説
か
れ
る
が
、「
荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
」
に
は
じ
ま
る
十
七
種
の
そ
れ
ぞ
れ
が
―
そ
れ
に
先
立
つ

偈
文
（「
願
生
偈
」）
に
お
い
て
語
ら
れ
る
―
「
勝
過
三
界
道
」、「
究
竟
如
虚
空
」
等
と
形
容
さ
れ
る
超
越
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ

れ
る
。

続
く
「
仏
の
荘
厳
功
徳
成
就
」
八
種
に
お
い
て
も
「
色
像
超
衆
生
」、「
虚
空
無
分
別
」
と
い
っ
た
仏
そ
の
も
の
の
超
越
性
が
示
さ
れ
、

偈
文
に
い
わ
れ
る
「
天
人
不
動
衆
清
浄
智
海
生
」
等
と
の
対
応
が
語
ら
れ
た
後
に
「
荘
厳
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

偈
に
「
観
仏
本
願
力
遇
無
空
過
者
能
令
速
満
足
功
徳
大
宝
海
」
と
言
へ
る
が
故
に
。
す
な
わ
ち
彼
の
仏
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
未
証

浄
心
の
菩
薩
、
畢
竟
じ
て
平
等
法
身
を
証
す
る
こ
と
を
得
て
、
浄
心
の
菩
薩
と
上
地
の
諸
の
菩
薩
と
畢
竟
じ
て
同
じ
く
寂
滅
平
等
を

得
る
が
故
に
。
略
し
て
八
句
を
説
き
て
、
如
来
の
自
利
利
他
の
功
徳
荘
厳
、
次
第
に
成
就
す
る
こ
と
を
示
現
す
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
�

世
親
に
お
い
て
「
観
仏
」
は
―
「
彼
の
仏
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
」
と
い
う
文
言
に
集
約
さ
れ
る
通
り
―
あ
く
ま
で
も
「
願
生
」
の
菩
薩

に
求
め
ら
れ
る
�
行
法
�
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
観
察
」
の
対
象
た
る
阿
弥
陀
仏
は
―
「
勝
過
三
界
」
や
「
究
竟
如
虚
空
」、「
色
像
超

衆
生
」
と
い
っ
た
言
葉
に
表
さ
れ
て
も
い
る
よ
う
に
―
も
と
よ
り
感
性
的
な
表
象
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
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「
観
察
」も
ま
た
そ
う
し
た
い
わ
ば
超
越
的
次
元
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
当
体
を
観
察
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、「
観
察
」

は
な
お
そ
の
当
体
に
と
ど
ま
ら
ず
、
―
「
天
人
不
動
衆
」
等
の
―
「
聖
衆
」
た
ち
を
そ
の
対
象
と
し
て
含
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
当

体
が
「
未
証
浄
心
の
菩
薩
」（
初
地
〜
七
地
ま
で
の
菩
薩
）
た
ち
を
―
よ
り
高
位
の
菩
薩
で
あ
る
「
浄
心
の
菩
薩
」
お
よ
び
「
上
地
の
諸

の
菩
薩
」
と
同
様
に
―
仏
の
悟
り
へ
と
誘
う
は
た
ら
き
を
具
え
て
も
い
る
こ
と
に
対
す
る
観
察
を
含
ん
で
も
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
世
親
に
お
い
て
「
観
察
」
は
当
体
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
が
「
聖
衆
」
等
を
生
み
出
し
、
一
切
の
衆
生
救
済
へ
と
は
た
ら
き
出
す
そ

の
活
動
態
を
も
含
ん
だ
観
察
な
の
で
あ
っ
て
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
行
者
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
「
観
察
」
は
―
「
自
利
利
他
の
功
徳
荘
厳
」

を
成
就
し
た
そ
の
さ
ま
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
め
ざ
す
べ
き
「
利
他
」
の
規
範
に
な
ら
う
と
い
う
―
〈
行
〉
的
意
味
を
担
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
世
親
に
お
い
て
「
観
」
は
、
い
う
な
れ
ば
行
者
が
（
往
生
後
の
）
み
ず
か
ら
の
あ
る
べ
き
あ
り
よ
う
を
予
め
看
取
す
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
自
ら
の
規
範
た
る
阿�

弥�

陀�

仏�

の�

救�

済�

活�

動�

の�

諸�

相�

・
全�

貌�

を�

く�

ま�

な�

く�

「
観�

察�

」
す�

る�

こ�

と�

に
他
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
�

。

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、「「
観
」
は
願
力
を
こ
ゝ
ろ
に
う
か
べ
み
る
と
ま
ふ
す
、
ま
た
し
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
、「
遇
」
は

ま
ふ
あ
ふ
と
い
ふ
、
ま
ふ
あ
ふ
と
ま
ふ
す
は
、
本
願
力
を
信
ず
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
「
観
」
自
体
が
そ
の
内
実
を

変
質
さ
せ
て
き
て
い
る
。
ま
さ
に
「
凡
愚
」
に
と
っ
て
「
観
」
と
し
て
念
ぜ
ら
れ
る
べ
き
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
卓
越
性
そ
れ
自
体
で

あ
っ
て
―
当
体
で
あ
れ
、
そ
の
は
た
ら
き
で
あ
れ
―
い
わ
ゆ
る
「
観
」
が
一
般
に
対
象
と
す
る
よ
う
な
浄
土
の
荘
厳
や
仏
・
菩
薩
存
在
で

は
な
い
。
本
願
の
願
意
を
ま
ざ
ま
ざ
と
想
起
し
、
了
知
す
る
こ
と
こ
そ
が「
観
」の
内
実
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
そ「
観
」

は
「
信
」
と
等
値
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
観
」
は
も
は
や
行
者
自
身
が
「
如
実
修
行
相
応
」
と
し
て
修

め
る
べ
き
功
徳
の
準
位
に
は
な
い
。
こ
の
「
観
」
の
内
実
の
転
換
に
お
い
て
ま
さ
に
、「
凡
愚
」
た
る
衆
生
存
在
が
「
自
利
利
他
」
を
満

足
す
る
「
願
生
」
の
菩
薩
た
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
断
念
が
明
確
に
表
明
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四

「
凡
愚
」
の
意
味
―
流
転
・
輪
廻
の
真
相
―

と
こ
ろ
で
、
親
鸞
の
い
う
「
凡
愚
」
に
は
次
の
よ
う
な
含
意
が
あ
る
。

正
法
の
時
機
と
お
も
へ
ど
も

底
下
の
凡
愚
と
な
れ
る
身
は

清
浄
真
実
の
こ
ゝ
ろ
な
し

発
菩
提
心
い
か
ゞ
せ
む
／
自
力
聖
道
の

菩
提
心

こ
ゝ
ろ
も
こ
と
ば
も
お
よ
ば
れ
ず

常
没
流
転
の
凡
愚
は

い
か
で
か
発
起
せ
し
む
べ
き
／
三
恒
河
沙
の
諸
仏
の

出
世

の
み
も
と
に
あ
り
し
と
き

大
菩
提
心
お
こ
せ
ど
も

自
力
か
な
は
で
流
転
せ
り

（『
正
像
末
和
讃
』
�

）

こ
こ
で
は
い
に
し
え
の
「
正
法
の
時
機
�

」
に
お
け
る
「
機
」
の
あ
り
よ
う
が
悲
歎
を
こ
め
て
詠
わ
れ
て
い
る
。「
時
」
は
「
正
法
」
の

時
代
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
従
う
べ
き
仏
や
仏
法
は
十
全
に
そ
な
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
受
け
と
め
る

べ
き
「
機
」
で
あ
る
は
ず
の
衆
生
が
「
凡
愚
」
と
さ
れ
、
ま
ず
は
仏
道
の
出
発
点
と
し
て
求
め
ら
れ
る
菩
提
心
の
発
起
（「
発
菩
提
心
」）

が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
歎
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
凡
愚
」
は
「
底
下
の
凡
愚
�

」
と
卑
称
さ
れ
、
ま
た
「
常
没
流
転
の
凡
愚
」
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
輪
廻
転
生
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
迷
妄
の
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
柢
に
は
「
清
浄
真
実
の
心
」

の
欠
落
が
あ
る
。
こ
の
欠
落
こ
そ
が
―
さ
し
あ
た
り
は
「
正
法
」
時
に
お
け
る
「
自
力
聖
道
の
菩
提
心
」
に
定
位
し
て
語
ら
れ
は
す
る
が
、

い
わ
ん
や
末
代
の
衆
生
に
お
い
て
―
、「
発
菩
提
心
」
か
ら
〈
行
〉
の
成
就
・
達
成
へ
と
至
る
「
願
生
」
の
菩
薩
へ
の
道
程
を
断
念
せ
ざ

る
を
え
な
い
根
本
的
な
事
由
で
あ
り
、
ま
さ
に
衆
生
が
「
凡
愚
」
存
在
た
る
ゆ
え
ん
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
『
教
行
信
証
』（「
化
身
土
巻
」）
で
は
、
善
導
の
理
解
（『
観
経
疏
』）
に
よ
り
つ
つ
、『
観
経
』
所
説
の
�
行
法
�
で
あ
る

「
定
善
・
散
善
」
に
即
し
た
心
の
あ
り
よ
う
（「
定
心
」・「
散
心
」）
の
難
し
さ
が
説
き
出
さ
れ
、
浄
土
や
仏
の
観
想
そ
れ
自
体
の
難
し
さ
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に
加
え
、
ま
し
て
や
そ
れ
ら
の
当
体
で
あ
る
�
い
ろ
も
か
た
ち
も
な
い
�
無
相
の
仏
・
浄
土
を
観
念
す
る
こ
と
（「
無
相
離
念
」）
が
凡
愚

に
と
っ
て
い
か
に
至
難
の
行
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

宗
師
（
善
導
）
の
意
に
依
る
に
、「
心
に
依
り
て
勝
行
を
起
せ
り
。
門
八
万
四
千
に
余
れ
り
。
漸
頓
は
則
ち
お
の
お
の
所
宜
に
称
い

て
、
縁
に
随
ふ
も
の
、
則
ち
み
な
解
脱
を
蒙
れ
り
」
と
云
へ
り
。
し
か
る
に
常
没
の
凡
愚
、
定
心
修
し
が
た
し
、
息
慮
凝
心
の
ゆ
へ

に
。
散
心
行
じ
が
た
し
、
廃
悪
修
善
の
ゆ
へ
に
。
こ
こ
を
も
っ
て
立
相
住
心
な
お
成
じ
が
た
き
が
ゆ
え
に
、「
た
と
い
千
年
の
寿
を

尽
く
す
と
も
法
眼
未
だ
か
つ
て
開
け
ず
」
と
言
へ
り
。
い
か
に
況
や
無
相
離
念
誠
に
獲
が
た
し
。
か
る
が
ゆ
へ
に
「
如
来
懸
に
末
代

罪
濁
の
凡
夫
を
知
ろ
し
め
す
。
立
相
住
心
な
お
得
る
こ
と
あ
た
わ
じ
と
。
い
か
に
況
や
相
を
離
れ
て
事
を
求
む
る
は
、
術
通
な
き
人

の
、
空
に
居
て
舎
を
立
て
ん
が
ご
と
き
な
り
」
と
言
へ
り
。

（「
化
身
土
巻
」
�

）

釈
尊
所
説
の
「
八
万
四
千
（
余
）」
の
諸
法
は
そ
も
そ
も
が
衆
生
の
区
々
な
器
量
に
対
応
し
た
教
説
で
あ
る
が
た
め
に
、
発
心
の
後
に

お
の
お
の
の
機
縁
に
し
た
が
っ
て
行
じ
て
ゆ
く
な
ら
ば
そ
れ
ぞ
れ
に
―
漸
・
頓
と
い
っ
た
差
異
は
あ
れ
―
解
脱
を
得
る
で
あ
ろ
う
、
と
い

う
善
導
『
観
経
疏
』
（
「
玄
義
分
」
巻
第
一
）
の
文
章
�

を
引
い
た
後
で
、
し
か
し
な
が
ら
流
転
輪
廻
を
繰
り
返
し
て
き
た
迷
妄
の
「
凡
愚
」

に
は
そ
う
し
た
器
量
が
根
本
的
に
欠
落
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
ら
の
�
行
法
�
は
い
ず
れ
も
叶
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
正
像
末
和
讃
』
か
ら
の
引
用
に
も
み
ら
れ
た
理
路
で
は
あ
る
の
だ
が
、
器
量
の
欠
落
を
め
ぐ
る
所
論
が
、
さ
し
あ
た
り
は
『
観
経
』

所
説
の
「
定
善
」・「
散
善
」
―
す
な
わ
ち
、
仏
・
浄
土
の
観
想
や
、
廃
悪
修
善
―
に
定
位
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
八
万
四
千
」
の

法
門
を
こ
の
二
善
に
代
表
さ
せ
る
親
鸞
独
自
の
領
解
に
よ
る
も
の
で
あ
り
�

、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
「
凡
愚
」
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た

阿
弥
陀
仏
の
誓
願
（「
本
願
一
乗
海
」）
は
「
余
」、
す
な
わ
ち
「
八
万
四
千
」
と
い
う
通
常
の
法
門
を
�
越
え
た
�
域
外
に
位
置
す
る
も

の
で
あ
る
と
、「
八
万
四
千
余
」
と
い
う
善
導
の
言
葉
に
対
す
る
独
特
の
理
解
が
持
ち
込
ま
れ
て
も
く
る
の
で
あ
る
。 一

二
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「
門
余
」
と
言
ふ
は
門
は
即
ち
八
万
四
千
の
仮
門
な
り
。
余
は
則
ち
本
願
一
乗
海
な
り
。

阿
弥
陀
仏
の
誓
願
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
凡
愚
」
存
在
の
た
め
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
も
自

ら
の
器
量
を
た
の
み
と
し
て
流
転
輪
廻
の
境
涯
か
ら
の
脱
却
を
は
か
ろ
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
過
去
久
遠
劫
来
、
迷
妄
の
境
遇
を
脱
し
え
な

い
、
と
い
う
の
が
ま
た
「
凡
愚
」
の
実
相
で
も
あ
る
。

悲
し
き
か
な
、
垢
障
の
凡
愚
、
無
際
よ
り
已
来
、
助
・
正
間
雑
し
、
定
散
心
雑
す
る
が
故
に
、
出
離
そ
の
期
な
し
。
自
ら
流
転
輪
回

を
度
る
に
、
微
塵
劫
を
超
過
す
れ
ど
も
、
仏
願
力
に
帰
し
が
た
く
、
大
信
海
に
入
り
が
た
し
。
良
に
傷
嗟
す
べ
し
、
深
く
悲
歎
す
べ

し
。
お
ほ
よ
そ
大
小
聖
人
・
一
切
善
人
、
本
願
の
嘉
号
を
以
て
己
が
善
根
と
す
る
が
故
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
仏
智
を

了
ら
ず
。
か
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
が
故
に
、
報
土
に
入
る
こ
と
な
き
な
り
。
（「
化
身
土
巻
」
�

）

前
半
部
分
で
は
、
こ
う
し
た
「
凡
愚
」
存
在
が
、
自
ら
の
器
量
を
も
か
え
り
み
ず
、「
定
・
散
」
等
に
代
表
さ
れ
る
諸
行
を
試
み
た
挙

げ
句
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
会
う
機
縁
す
ら
も
逸
す
る
さ
ま
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
ち
ょ
う
ど
先
の
『
正
像
末
和
讃
』
に

詠
わ
れ
て
い
た
「
三
恒
河
沙
の
諸
仏
の

出
世
の
み
も
と
に
あ
り
し
と
き

大
菩
提
心
お
こ
せ
ど
も

自
力
か
な
は
で
流
転
せ
り
」
と
い

う
述
懐
部
分
に
対
応
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
親
鸞
自
身
が
こ
う
し
た
「
凡
愚
」
存
在
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
右
の
引
用
に
も
含
意

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
く
後
半
部
に
お
け
る
「
大
小
聖
人
・
一
切
善
人
」
と
い
う
言
葉
遣
い
も
、
し
た
が
っ
て
単
に
「
凡
愚
」
と
対

置
さ
れ
る
行
者
存
在
と
し
て
の
「
聖
人
」
や
「
善
人
」
の
謂
で
は
な
い
。
自
ら
の
器
量
に
た
よ
っ
て
流
転
輪
廻
の
境
涯
を
脱
し
よ
う
と
し

て
已
ま
ず
、
挙
げ
句
の
果
て
に
は
阿
弥
陀
仏
の
名
号
ま
で
を
も
己
れ
の
功
徳
と
思
い
な
そ
う
と
す
る
衆
生
を
、
そ
う
し
た
行
へ
の
志
向
性
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の
面
か
ら
言
い
当
て
た
表
現
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
「
凡
愚
」
と
「
大
小
聖
人
・
一
切
善
人
」
と
は
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
凡
愚
」
た
る
衆
生
の
如
何
と
も
し
が
た
さ
に
対
す
る
悲
歎
が
そ
の
深
み
を
い
っ
そ
う
増
し
て
く
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
局
面
に
お
い
て
で

あ
る
。
端
的
に
「
清
浄
真
実
の
心
」
を
欠
く
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
無
際
よ
り
已
来
、
助
・
正
間
雑
し
、
定
散
心
雑
す
る
が
ゆ
へ
に
、
出
離

そ
の
期
な
し
。
自
ら
流
転
輪
回
を
度
る
に
…
…
」
と
い
う
、「
凡
愚
」
の
―
已
む
こ
と
な
き
―
は
か
ら
い
ゆ
え
に
「
報
土
」
た
る
真
の
浄

土
へ
と
至
り
え
な
い
あ
り
よ
う
こ
そ
が
歎
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
凡
愚
」
と
は
単
に
行
を
行
じ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
器
量
が
欠
落
し
て
い
る
存
在
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
う
し
た
欠
落
を

も
か
え
り
み
ず
な
お
も
執
拗
に
行
を
志
向
し
て
や
ま
な
い
存
在
、
い
い
か
え
れ
ば
「
清
浄
真
実
の
心
」
な
き
ま
ま
に
な
お
「
自
力
」
へ
の

傾
向
性
を
払
拭
し
難
い
存
在
な
の
で
あ
る
�

。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
か
の
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
凡
愚
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
な

し
」
と
い
わ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
は
あ
ら
た
め
て
重
み
を
帯
び
て
も
く
る
。
と
い
う
の
も
、「
本
願
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が
善
根
と
す

る
が
ゆ
え
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
仏
智
を
了
ら
ず
。
か
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
あ
た
は
ざ
る
」
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、「
凡
愚
」
の
「
自
力
」
に
よ
る
足
掻
き
は
、
行
の
成
就
を
も
た
ら
さ
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
傾
向
性
を
具
え
た

「
凡
愚
」
を
見
据
え
て
誓
願
の
対
象
と
し
た
阿
弥
陀
仏
�

自
身
に
対
す
る
疑
惑
（「
仏
智
疑
惑
」）
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
仏
智
を
了
ら
ず
。
か
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
報
土
に
入
る
こ
と
な
き
な
り
」

と
は
、
こ
こ
に
お
い
て
「
凡
愚
」
存
在
た
る
衆
生
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
欠
如
を
裏
返
し
の
形
で
語
っ
て
い
よ
う
。
衆
生
に
求
め
ら

れ
て
い
る
も
の
は
「
仏
智
」
に
対
す
る
「
信
」
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
内
実
は
、
浄
土
を
建
立
す
る
に
至
っ
た
法
蔵
菩
薩
の
謂
わ
れ
に
対

す
る
了
知
（
と
し
て
の
「
信
」）
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
「
本
願
力
」
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
意
味
で
の

「
観
」、
い
い
か
え
れ
ば
「
信
」
へ
と
接
続
す
る
「
観
」
の
根
柢
に
は
こ
う
し
た
「
凡
愚
」
観
―
「
清
浄
真
実
の
心
」
な
き
ま
ま
に
な
お

「
自
力
」
存
在
た
ら
ん
と
足
掻
き
続
け
流
転
輪
廻
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
存
在
と
し
て
の
「
凡
愚
」
―
が
ひ
か
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
�
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五

「
三
心
」
論
と
の
連
関
―
「
真
実
」
の
あ
り
か
―

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
凡
愚
」
の
傾
向
性
が
（
つ
い
ぞ
叶
わ
ぬ
）「
自
力
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
背
景
に
は
、
ま
さ
に
阿
弥
陀
仏
の

（
功
徳
の
）
清
浄
・
真
実
性
が
あ
る
。「
自
力
」
へ
の
傾
向
性
を
免
れ
が
た
い
「
凡
愚
」
に
お
い
て
、
ま
ざ
ま
ざ
と
想
起
さ
れ
る
べ
き
本

願
の
中
核
を
な
す
の
は
こ
う
し
た
阿
弥
陀
仏
の
清
浄
・
真
実
性
な
の
で
あ
る
。

二
つ
に
は
「
信
楽
」、
即
ち
こ
れ
、
真
実
心
を
以
て
信
楽
の
体
と
す
。
し
か
る
に
具
縛
の
群
萠
穢
濁
の
凡
愚
、
清
浄
の
信
心
な
し
、

真
実
の
信
心
な
し
。
こ
の
故
に
真
実
の
功
徳
値
ひ
が
た
く
、
清
浄
の
信
楽
獲
得
し
が
た
し
。
こ
れ
に
依
て
釈
の
意
を

ふ
に
、
愛
心

常
に
起
り
て
よ
く
善
心
を
汚
す
、
瞋
嫌
の
心
よ
く
法
財
を
焼
く
。
身
心
を
苦
励
し
て
、
日
夜
十
二
時
に
急
に
走
め
急
に
作
し
て
頭
燃

を
炙
ふ
が
如
く
す
れ
ど
も
、
す
べ
て
雑
毒
の
善
と
名
づ
く
、
ま
た
虚
仮
の
行
と
名
づ
く
、
真
実
の
業
と
名
づ
け
ざ
る
な
り
。
こ
の
雑

毒
の
善
を
も
っ
て
か
の
浄
土
に
回
向
す
る
、
こ
れ
必
ず
不
可
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
、
正
し
く
か
の
如
来
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た

ま
ふ
時
、
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
三
業
の
所
修
、
み
な
こ
れ
真
実
心
の
中
に
作
し
た
ま
ふ
に
由
る
が
故
に
、
疑
蓋
雑
わ
る
こ
と
な
し
。

如
来
、
清
浄
真
実
の
信
楽
を
以
て
、
諸
有
の
衆
生
に
回
向
し
た
ま
へ
り
。

（『
浄
土
文
類
聚
抄
』
�

）

「
至
心
信
楽
」
と
い
ふ
は
、
至
心
は
真
実
と
ま
ふ
す
な
り
、
真
実
と
ま
ふ
す
は
如
来
の
御
ち
か
ひ
の
真
実
な
る
を
至
心
と
ま
ふ
す
な

り
。
煩
悩
具
足
の
衆
生
は
も
と
よ
り
真
実
の
心
な
し
、
清
浄
の
心
な
し
、
濁
悪
邪
見
の
ゆ
へ
な
り
。
信
楽
と
い
ふ
は
、
如
来
の
本
願

真
実
に
ま
し
ま
す
を
、
ふ
た
ご
ゝ
ろ
な
く
ふ
か
く
信
じ
て
う
た
が
は
ざ
れ
ば
信
楽
と
ま
ふ
す
な
り
。
こ
の
至
心
信
楽
は
、
す
な
わ
ち
、

十
方
の
衆
生
を
し
て
わ
が
真
実
な
る
誓
願
を
信
楽
す
べ
し
と
す
ゝ
め
た
ま
へ
る
御
ち
か
ひ
の
至
心
信
楽
な
り
、
凡
夫
自
力
の
こ
ゝ
ろ

に
は
あ
ら
ず
。

（『
尊
号
真
像
銘
文
』
�

）
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こ
こ
で
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、『
無
量
寿
経
』（「『
大
経
』」）
所
説
の
「
三
心
」（「
至
心
」・「
信
楽
」・「
欲
生
」）
の
ひ

と
つ
で
あ
る「
信
楽
」に
か
ん
す
る
従
来
の
解
釈
を
逆
転
さ
せ
、
そ
れ
を
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
自
体
の
清
浄
・
真
実
性
と
捉
え
、
そ
の
清
浄
・

真
実
性
と
の
対
比
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
〈
行
〉
へ
と
お
も
む
か
ん
と
す
る
衆
生
を
「
真
実
の
心
」
な
き
凡
夫
と
み
る
と
い
う
独
自
の

理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
�

。
し
た
が
っ
て
「
凡
愚
」
存
在
に
お
け
る
「
真
実
」
は
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
対
す
る
「
信
」
と
し
て
の
「
信
楽
」

を
措
い
て
他
に
は
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
の
が
親
鸞
の
「
他
力
」
理
解
の
要
諦
で
あ
る
。「
至
心
」
と
「
信
楽
」
と
が
「
至
心
信
楽
」
と

一
括
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
こ
こ
に
あ
る
。「
真
実
」
さ
の
根
源
は
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
自
ら
が
誓
願
に
お
い
て
、
衆
生
を

「
信
楽
」
と
し
て
の
「
信
」
へ
と
誘
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
い
わ
ば
「
真
実
」
さ
の
は
た
ら
き
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
衆
生
に
内
在
す
る
「
自

力
」
へ
の
傾
向
性
（「
凡
夫
自
力
の
こ
ゝ
ろ
」）
に
根
ざ
す
所
行
は
―
常
に
、
濁
り
を
伴
っ
た
「
雑
毒
の
善
」
な
い
し
は
「
虚
仮
の
行
」
�

と
化
さ
ざ
る
を
得
な
い
以
上
―
こ
う
し
た
「
真
実
」
さ
と
は
ま
っ
た
く
の
無
縁
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
い
わ
れ
て
い
る
「
煩
悩
具
足
の
衆
生
は
も
と
よ
り
真
実
の
心
な
し
…
…
濁
悪
邪
見
の
ゆ
へ
な
り
」
や
、

『
浄
土
文
類
聚
抄
』
の
方
の
引
用
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
凡
愚
」
の
諸
行
が
清
浄
・
真
実
た
り
得
な
い
こ
と
の
根
柢
に
は
「
邪
見
」、

「
愛
心
」
や
「
瞋
嫌
の
心
」
と
い
っ
た
煩
悩
の
は
た
ら
き
が
あ
る
。
煩
悩
に
由
来
す
る
こ
う
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
諸
要
因
が
―
「
善
心
」
�

が
「
法
財
」
に
向
か
う
あ
り
よ
う
と
対
比
さ
れ
つ
つ
―
、「
雑
毒
の
善
」
や
「
虚
仮
の
行
」
と
い
っ
た
似
非
な
る
諸
行
を
生
み
出
し
て
い

く
さ
ま
が
み
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
自
力
」
へ
の
傾
向
性
で
あ
る
「
凡
夫
自
力
の
心
」
と
は
、
ま
さ
に
煩
悩
に
よ
っ

て
侵
食
さ
れ
、
歪
め
ら
れ
た
「
凡
愚
」
の
願
生
心
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
解
は
親
鸞
の
著
述
の
随
所
に
み
ら
れ
�

、
ま
た
「
信
楽
」
釈
の
み
な
ら
ず
、
「
至
心
」
釈
を
め
ぐ
っ
て
も
窺
わ
れ
る
が
�

、

『
教
行
信
証
』
信
卷
の
「
至
心
」
釈
の
中
に
は
さ
ら
に
特
徴
的
な
文
言
が
み
ら
れ
る
。

一
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一
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
、
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
。
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真

実
の
心
な
し
。
こ
こ
を
も
て
、
如
来
一
切
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
憫
し
て
、
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
お
い
て
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
ふ

し
時
、
三
業
の
所
修
、
一
念
一
刹
那
も
清
浄
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
真
心
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
如
来
清
浄
の
真
心
を
も
て
、
円
融

無
碍
不
可
思
議
不
可
称
不
可
説
の
至
徳
を
成
就
し
た
ま
へ
り
。
如
来
の
至
心
を
以
て
諸
有
の
一
切
煩
悩
悪
業
邪
智
の
群
衆
海
に
回
施

し
た
ま
へ
り
。
則
ち
こ
れ
利
他
の
真
心
を
彰
す
。
こ
の
至
心
は
則
ち
こ
れ
至
徳
の
尊
号
を
そ
の
体
と
せ
る
な
り
。
�

「
至
心
」
は
「
信
楽
」
と
並
ぶ
『
大
経
』
所
説
の
「
三
心
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
元
来
は
願
生
の
主
体
で
あ
る
行
者
が
具
え
る
べ
き
清

浄
・
真
実
さ
と
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
法
蔵
菩
薩
時
代
に
な
さ
れ
た
所
行
の
真
実
・
清
浄
さ
の
核
に

あ
る
「
清
浄
の
真
心
」
と
、「
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心
」
な
き
衆
生
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
対
比
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
所
行
を
め

ぐ
る
局
面
に
お
い
て
で
あ
り
、
先
の
『
尊
号
真
像
銘
文
』
か
ら
の
引
用
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
「
凡
夫
自
力
の
こ
ゝ
ろ
」
に
「
如
来
清

浄
の
真
心
」
が
対
置
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
の
「
真
心
」
に
も
と
づ
い
た
「
菩
薩
の
行
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
凡
愚
」
存
在
そ

れ
自
体
に
「
至
心
」
が
宿
る
と
い
う
事
態
は
無
み
せ
ら
れ
、
そ
の
う
え
で
あ
ら
た
め
て
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
差
し
向
け
ら
れ
た
「
利
他
の

真
心
」
こ
そ
が
「
至
心
」
で
あ
る
と
い
う
理
路
が
敷
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
三
心
」
の
も
う
ひ
と
つ
で
あ
る
「
欲
生
」
の
純
粋
性
を
め
ぐ
っ
て
も
、
本
来
な
ら
ば
衆
生
が
浄
土
往
生
を
求
め
る
心
を
意

味
す
る
「
欲
生
」
の
根
拠
を
、
親
鸞
は
あ
く
ま
で
も
阿
弥
陀
仏
の
真
実
心
の
内
に
求
め
、
衆
生
の
側
か
ら
の
「
願
生
」
は
そ
れ
自
体
が
無

意
義
化
せ
ら
れ
て
い
る
。

欲
生
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
、
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
ふ
勅
命
な
り
。
す
な
は
ち
真
実
の
信
楽
を
も
て
欲
生
の
体
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と
す
る
な
り
。
ま
こ
と
に
こ
れ
大
小
凡
聖
定
散
自
力
の
回
向
に
あ
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
へ
に
不
回
向
と
名
づ
く
る
な
り
。
…
…

（「
信
卷
」
�

）

こ
こ
で
は
、
元
来
は
自
ら
が
浄
土
往
生
を
志
す
心
を
意
味
す
る
「
欲
生
」
が
「
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
ふ
勅
命
」
と
捉
え

直
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
誓
わ
れ
た
衆
生
に
対
す
る
浄
土
往
生
へ
の
導
き
こ
そ
が
「
欲
生
」
の
真
義
に
他
な
ら

な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
衆
生
が
自
ら
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
何
が
し
か
の
価
値
を
も
つ
と
み
な
し
て
い
る

所
行
の
い
っ
さ
い
は
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実
性
に
照
ら
し
み
た
際
に
は
、
何
の
意
味
も
も
た
な
い
も
の
と
し
て
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
た
う
え

で
、
「
不
回
向
」と
い
う
あ
り
よ
う
が
説
き
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
大
小
凡
聖
」と
い
う
分
別
も
が
、
所
詮
は（
広
義
の
）

凡
夫
の
憶
断
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、「
凡
夫
自
力
の
心
」
と
は
「
大
小
凡
聖
定
散
自
力
の
回
向
」
心
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

先
に
み
た
『
正
像
末
和
讃
』
の
「
正
法
の
時
機
」
に
続
く
「
像
末
の
時
機
」
に
お
い
て
「
自
力
の
大
菩
提
心
」
の
発
起
が
不
可
能
と
さ
れ

て
い
た
ゆ
え
ん
も
、
ま
さ
に
諸
仏
に
よ
っ
て
証
立
て
ら
れ
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
真
実
性
と
の
対
比
に
あ
っ
た
。

十
方
無
量
の
諸
仏
の

証
誠
護
念
の
み
こ
と
に
て

自
力
の
大
菩
提
心
の

か
な
は
ぬ
ほ
ど
は
し
り
ぬ
べ
し
�

し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
衆
生
の
た
め
に
阿
弥
陀
仏
は
清
浄
・
真
実
な
る
心
に
も
と
づ
い
て
誓

願
を
た
て
、
そ
れ
ら
を
成
就
せ
し
め
る
べ
く
自
ら
が
厳
し
い
修
行
に
励
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
阿
弥
陀
仏
神
話
を
め
ぐ
る
理
路
は

ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。
事
実
、
衆
生
の
「
真
実
信
心
」
が
、
こ
う
し
た
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
真
実
心
を
そ
の
ま
ま
に

受
け
取
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
先
の
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
も
「
信
楽
と
い
ふ
は
、
如
来
の
本
願
真
実
に
ま
し
ま

す
を
、
ふ
た
ご
ゝ
ろ
な
く
ふ
か
く
信
じ
て
う
た
が
は
ざ
れ
ば
信
楽
と
ま
ふ
す
な
り
。
こ
の
至
心
信
楽
は
、
す
な
は
ち
、
十
方
の
衆
生
を
し
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て
わ
が
真
実
な
る
誓
願
を
信
楽
す
べ
し
と
す
ゝ
め
た
ま
へ
る
御
ち
か
ひ
の
至
心
信
楽
な
り
、
凡
夫
自
力
の
こ
ゝ
ろ
に
は
あ
ら
ず
」
と
明
確

に
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
善
導
の
有
名
な
「
二
河
白
道
喩
」
の
中
の
「
貪
瞋
煩
悩
の
な
か
に
よ
く
清
浄
願
往
生
の
心
を
生

ず
」
に
触
れ
た
箇
所
�

で
は

「
能
生
清
浄
願
心
」
と
い
ふ
は
こ
れ
凡
夫
自
力
の
心
に
あ
ら
ず
、
大
悲
廻
向
の
心
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
、「
清
浄
願
心
」
と
い
へ

り
。

（『
浄
土
文
類
聚
鈔
』）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
が
、
そ
の
た
め
に
は
「
凡
夫
自
力
の
心
」
を
ぬ
ぐ
い
去
っ
て
、
己
れ
の
心
を
い
わ
ば
�
白
紙
�
に
戻
さ
ね
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
親
鸞
の
「
信
」
の
特
質
で
あ
り
、「
廻
心
」
は
こ
の
場
面
に
至
っ
て
説
き
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

六

「
凡
愚
」
の
「
廻
心
」
―
「
凡
夫
」
と
「
自
力
」
―

「
廻
心
」
と
い
ふ
は
、
自
力
の
心
を
ひ
る
が
へ
し
す
つ
る
を
い
ふ
な
り
。
…
…
自
力
の
こ
ゝ
ろ
を
す
つ
と
い
ふ
は
、
や
う
�
�
さ

�
ま
�
�
の
大
小
聖
人
善
悪
凡
夫
の
、
み
づ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
を
す
て
、
み
を
た
の
ま
ず
、
あ
し
き
こ
ゝ
ろ
を
か
へ

り
み
ず
、
ひ
と
す
ぢ
に
、
具
縛
の
凡
愚
・
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩

悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。

（『
唯
信
鈔
文
意
』
�

）

「
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
」
と
い
う
曇
鸞
に
由
来
す
る
言
葉
（「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
�

」）
は
、
衆
生
が
お

よ
そ「
凡
愚
」た
る
衆
生
で
あ
る
限
り
不
可
避
的
に
か
か
え
る
煩
悩
そ
の
も
の
を
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
伴
っ

て
い
る
。
と
同
時
に
、「
み
づ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
」
で
あ
る
「
自
力
の
こ
ゝ
ろ
」（
の
存
在
そ
れ
自
体
）
も
ま
た
「
大
小
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聖
人
善
悪
凡
夫
」に
通
底
す
る
不
可
避
の
傾
向
性
で
あ
る
こ
と
が
見
と
ら
れ
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
傾
向
性
か
ら
の
脱
却
こ
そ
が「
廻
心
」

で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
煩
悩
そ
れ
自
体
の
払
拭
が
「
廻
心
」
の
要
件
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
引

用
で
も
、
そ
の
重
点
は
「
み
づ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
を
す
て
、
み
を
た
の
ま
ず
、
あ
し
き
こ
ゝ
ろ
を
か
へ
り
み
ず
」
と
い

う
部
分
、
す
な
わ
ち
「
自
力
の
こ
ゝ
ろ
」
か
ら
の
脱
却
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
自
力
の
こ
ゝ
ろ
」
か
ら
の
脱
却
に
は
、
ま
ず
も
っ

て
「
み
づ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
を
す
て
、
み
を
た
の
ま
ず
、
あ
し
き
こ
ゝ
ろ
を
か
へ
り
み
ず
」
と
い
う
自
惚
れ
か
ら
の
脱

却
を
要
す
る
が
、
同
時
に
「
具
縛
の
凡
愚
・
屠
沽
の
下
類
」
と
い
う
偽
り
な
き
自
己
凝
視
が
求
め
ら
れ
も
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
―

裏
返
し
に
で
は
あ
る
が
―
「
自
力
の
こ
ゝ
ろ
」
が
、
己
れ
の
「
凡
愚
」
性
に
目
を
塞
ぐ
と
こ
ろ
か
ら
発
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。「
自
力
の
こ
ゝ
ろ
」
の
発
動
は
己
れ
が
「
あ
し
き
こ
ゝ
ろ
」
の
持
ち
主
た
る
「
凡
愚
」
存
在
で
あ
る
こ
と
に
目
を
塞

ぎ
、
己
れ
の
存
在
に
自
惚
れ
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
凡
愚
」
ゆ
え
の
己
れ
の
所
行
の
至
ら
な
さ
に
対
す
る

凝
視
は
、
む
ろ
ん
端�

的�

な�

煩�

悩�

の�

存�

在�

そ�

れ�

自�

体�

、
あ�

る�

い�

は�

生�

な�

形�

で�

の�

煩�

悩�

の�

発�

現�

そ�

の�

も�

の�

に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま

で
も
阿
弥
陀
仏
の
そ
れ
に
比
し
た
と
き
―
と
い
う
〈
行
〉
の
準
位
に
お
い
て
―
己
れ
の
な
す
功
徳
の
至
ら
な
さ
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、

加
え
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
至
ら
な
さ
に
目
を
塞
い
で
自
力
に
よ
っ
て
行
を
な
さ
ん
と
す
る
己
れ
の
黠
智
の
浅
薄
さ
に
対
す
る

凝
視
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
〈
行
〉
の
準
位
に
お
い
て
、
自
己
の
か
か
え
る
煩
悩
に
足
を
す
く
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
を
見
据
え
つ

つ
、
い
わ
ば
煩
悩
と
一
定
の
距
離
を
と
る
こ
と
が
ま
ず
も
っ
て
「
廻
心
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
煩

悩
」
具
足
の
「
凡
愚
」
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、「
自
力
の
心
」
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
十
分
条
件
で
は
な
い
。「
煩
悩
」
具
足
存
在
と

し
て
は
不
可
避
で
も
、
そ
う
し
た
「
凡
愚
」
に
お
い
て
、
な
お
「
自
力
の
心
」
を
厭
い
離
れ
る
こ
と
自
体
は
可
能
で
あ
り
、
「
自
力
の
心
」

を
阿
弥
陀
仏
へ
の
「
信
」
へ
と
い
わ
ば
反
転
さ
せ
た
と
き
が
「
廻
心
」
で
あ
る
と
い
う
領
解
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
浄

土
文
類
聚
鈔
』
に
引
か
れ
た
「
貪
瞋
煩
悩
の
な
か
に
よ
く
清
浄
願
往
生
の
心
を
生
ず
」
と
い
う
善
導
の
�
二
河
白
道
喩
�
に
お
け
る
言
葉

は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
言
い
当
て
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
お
い
て
、「
観
」
が
「
信
」
へ
と
収
斂
し
て
く
る
意
味
が
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
先
の
『
浄
土
論
』（「
観

仏
功
徳
」
第
八
「
不
虚
作
住
持
功
徳
」）
に
お
け
る
「
観
仏
本
願
力

遇
無
空
過
者

能
令
速
満
足

功
徳
大
宝
海
」
の
箇
所
に
お
い
て
、

親
鸞
は
そ
の
文
意
を
次
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
文
の
こ
ゝ
ろ
は
、
仏
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
も
う
あ
ふ
て
む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
な
し
、
よ
く
す
み
や
か
に
功
徳
の
大
宝
海

を
満
足
せ
し
む
と
の
た
ま
へ
り
。「
観
」
は
願
力
を
こ
ゝ
ろ
に
う
か
べ
み
る
と
ま
ふ
す
、
ま
た
し
る
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
、「
遇
」
は

ま
ふ
あ
ふ
と
い
ふ
、
ま
ふ
あ
ふ
と
ま
ふ
す
は
、
本
願
力
を
信
ず
る
な
り
。「
無
」
は
、
な
し
と
い
ふ
。「
空
」
は
む
な
し
く
と
い
ふ
、

「
過
」
は
す
ぐ
る
と
い
ふ
。「
者
」
は
ひ
と
と
い
ふ
。
む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
な
し
と
い
ふ
は
、
信
心
あ
ら
む
ひ
と
、
む
な
し
く
生

死
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
し
と
な
り
。「
能
」
は
よ
く
と
い
ふ
。「
令
」
は
せ
し
む
と
い
ふ
、
よ
し
と
い
ふ
、「
速
」
は
す
み
や
か
に
と

い
ふ
、
と
き
こ
と
ゝ
い
ふ
な
り
、「
満
」
は
み
つ
と
い
ふ
、「
足
」
は
た
り
ぬ
と
い
ふ
。「
功
徳
」
と
ま
ふ
す
は
、
名
号
な
り
、「
大
宝

海
」
は
よ
ろ
づ
の
善
根
功
徳
み
ち
き
わ
ま
る
を
海
に
た
と
へ
た
ま
ふ
。
こ
の
功
徳
よ
く
信
ず
る
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
、
す
み
や

か
に
と
く
み
ち
た
り
ぬ
と
し
ら
し
め
む
と
な
り
。
し
か
れ
ば
、
金
剛
心
の
ひ
と
は
、
し
ら
ず
も
と
め
ざ
る
に
、
功
徳
の
大
宝
そ
の
み

に
み
ち
み
つ
が
ゆ
へ
に
、
大
宝
海
と
た
と
え
る
な
り
。

（『
唯
信
鈔
文
意
』
�

）

「
観
仏
本
願
力
」
を
親
鸞
は
「
願
力
を
こ
こ
ろ
に
う
か
べ
み
る
と
ま
ふ
す
。
ま
た
し
る
と
い
う
こ
ゝ
ろ
」
で
あ
る
と
解
し
、
以
下
で
は

こ
の
「
観
仏
」
の
内
容
が
語
ら
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
内
容
は
ま
さ
し
く
「「
遇
」
は
、
ま
ふ
あ
ふ
と
い
ふ
。
ま
ふ
あ
ふ
と
ま
ふ

す
は
、
本
願
力
を
信
ず
る
な
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
信
」
そ
の
も
の
に
他
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
念
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
、
ま
さ
に
本

願
そ
れ
自
体
の
卓
越
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
ら
が
煩
悩
具
足
の
「
凡
愚
」
で
あ
る
こ
と
の
徹
底
し
た
自
覚
が
、
そ
う
し
た
「
凡
愚
」
存
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在
を
対
象
と
し
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
の
重
み
を
絶
え
ず
受
け
と
め
直
そ
う
と
す
る
内
的
な
営
為
を
導
い
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
「
観
」
は
、
己
れ
に
根
ざ
す
「
自
力
の
心
」
を
見
据
え
、
そ
れ
を
厭
い
離
れ
よ
う
と
す
る
と
い
う
か
た
ち
で

煩
悩
に
対
す
る
凝
視
を
伴
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

『
一
念
多
念
文
意
』
で
は
、
善
導
の
『
往
生
礼
讃
偈
』
を
釈
し
つ
つ
、「
観
」
と
「
知
」
と
の
相
即
に
よ
っ
て
「
信
」
が
成
立
す
る
さ
ま

が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

「
今
信
知
、
弥
陀
本
弘
誓
願
、
及
称
名
号
」
と
い
ふ
は
、
如
来
の
ち
か
ひ
を
信
知
す
と
ま
ふ
す
こ
ゝ
ろ
な
り
。「
信
」
と
い
ふ
は
、

金
剛
心
な
り
、「
知
」
と
い
ふ
は
し
る
と
い
ふ
、
煩
悩
悪
業
の
衆
生
を
み
ち
び
き
た
ま
ふ
と
し
る
な
り
。
ま
た
「
知
」
と
い
ふ
は
観

な
り
。
こ
ゝ
ろ
に
う
か
べ
お
も
ふ
を
観
と
い
ふ
。
こ
ゝ
ろ
に
う
か
べ
し
る
を
知
と
い
ふ
な
り
。
�

七

「
聞
」
と
「
信
」
―
仏
願
の
「
生
起
本
末
」
―

親
鸞
は
「
信
巻
」
に
お
い
て
�
信
楽
の
一
念
�
に
つ
い
て
釈
す
る
文
脈
で
、
そ
の
語
義
を
『
大
経
』
等
に
お
け
る
「（「
諸
有
衆
生
」）

信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一
念
」、「（「
他
方
仏
国
の
所
有
の
衆
生
」）無
量
寿
如
来
の
名
号
を
聞
き
て
、
よ
く
一
念
の
浄
信
を
発
し
て
」
�

等
で
あ
る
と
受
け
と
め
た
後
、『
涅
槃
経
』
の
「
聞
不
具
足
」
に
か
ん
す
る
箇
所
を
へ
て
、
善
導
「
散
善
義
」
の
「
一
心
専
念
」・「
専
心

専
念
」
の
語
を
も
っ
て
引
用
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

そ
れ
真
実
信
楽
を
案
ず
る
に
、
信
楽
に
一
念
あ
り
。
一
念
と
は
こ
れ
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し
、
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す

な
り
。
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こ
こ
を
以
て
大
経
に
言
は
く
「
諸
有
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
む
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
む
。
至
心
に
回
向
し
た
ま
へ

り
。
か
の
国
に
生
ま
れ
む
と
願
ず
れ
ば
、
即
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
ぜ
む
」
と
。
ま
た
「
他
方
仏
国
の
所
有
の
衆
生
、
無
量
寿

如
来
の
名
号
を
聞
き
て
、
よ
く
一
念
の
浄
信
を
発
し
て
歓
喜
せ
む
」
と
言
へ
り
。
ま
た
「
そ
の
仏
の
本
願
の
力
、
名
を
聞
き
て
往
生

せ
む
と
欲
へ
」
と
言
へ
り
。
ま
た
「
仏
の
聖
徳
の
名
を
聞
く
」
と
言
へ
り
。
已
上

涅
槃
経
に
言
は
く
、「
い
か
ん
が
名
づ
け
て
聞
不
具
足
と
す
る
。
如
来
の
所
説
は
十
二
部
経
な
り
。
た
だ
六
部
を
信
じ
て
、
未
だ
六

部
を
信
ぜ
ず
。
こ
の
故
に
名
づ
け
て
聞
不
具
足
と
す
。
ま
た
こ
の
六
部
の
経
を
受
持
す
と
い
へ
ど
も
、
読
誦
に
能
は
ず
し
て
他
の
た

め
に
解
説
す
る
は
、
利
益
す
る
と
こ
ろ
な
け
む
。
こ
の
故
に
名
づ
け
て
聞
不
具
足
と
す
。
ま
た
こ
の
六
部
の
経
を
受
け
已
り
て
、
論

議
の
た
め
の
故
に
、
勝
他
の
た
め
の
故
に
、
利
養
の
た
め
の
故
に
、
諸
有
の
た
め
の
故
に
、
持
読
誦
説
せ
む
。
こ
の
故
に
名
づ
け
て

聞
不
具
足
と
す
」
と
の
た
ま
へ
り
。
已
上

光
明
寺
の
和
尚
は
、「
一
心
専
念
」
と
云
ひ
、
ま
た
「
専
心
専
念
」
と
云
へ
り
と
。
已
上
�

『
涅
槃
経
』
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
「
聞
不
具
足
」
は
、「
十
二
部
経
」
の
半
分
に
し
か
通
じ
て
い
な
か
っ
た
り
、
ま
た
自
ら
読
誦
の

力
量
が
な
い
の
に
誇
ら
し
げ
に
他
者
に
解
説
し
た
り
、
さ
ら
に
は
議
論
や
ら
名
聞
の
た
め
に
利
用
す
る
あ
り
よ
う
を
指
し
て
い
る
が
、
浄

土
教
の
思
想
史
に
照
ら
し
見
る
な
ら
ば
、
事
柄
の
本
質
は
龍
樹
以
降
の
大
乗
菩
薩
道
に
お
い
て
―
「
自
利
」
へ
の
堕
落
形
態
と
し
て
―
常

に
憂
わ
れ
て
い
た
事
態
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
箇
所
の
引
用
姿
勢
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
親
鸞
が
「
聞
」
を
も
っ
て
い
わ
ば
「
他
力
」

の
信
へ
の
道
と
み
た
背
景
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
「
聞
不
具
足
」
と
し
て
の
「
自
力
」
へ
の
頽
落
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
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親
鸞
は
右
の
箇
所
に
続
い
て
、
自
ら
の
釈
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
「
仏
願
」
の
「
生
起
本
末
」
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
る
に
経
に
「
聞
」
と
言
ふ
は
、
衆
生
、
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
を
聞
と
い
ふ
な
り
。
「
信
心
」

と
言
ふ
は
、
則
ち
本
願
力
回
向
の
信
心
な
り
。「
歓
喜
」
と
言
ふ
は
、
身
心
の
悦
予
の
皃
を
形
す
な
り
。「
乃
至
」
と
言
ふ
は
、
多
少

の
言
を
摂
す
る
な
り
。「
一
念
」
と
い
ふ
は
、
信
心
二
心
な
き
が
故
に
一
念
と
曰
ふ
。
こ
れ
を
「
一
心
」
と
名
づ
く
。
一
心
は
則
ち

清
浄
報
土
の
真
因
な
り
。
金
剛
の
真
心
を
獲
得
す
れ
ば
、
横
に
五
趣
八
難
の
道
を
超
へ
、
必
ず
現
生
に
十
種
の
益
を
獲
。
…
…
宗
師

の
「
専
念
」
と
云
へ
る
は
、
則
ち
こ
れ
一
行
な
り
。「
専
心
」
と
云
へ
る
は
、
則
ち
こ
れ
一
心
な
り
�

引
用
箇
所
に
先
立
つ
『
涅
槃
経
』
所
説
の
「
聞
不
具
足
」
に
つ
い
て
の
論
議
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
あ
る
べ
き
「
聞
」
の
あ
り
よ
う
が

説
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
親
鸞
は
そ
れ
を
「
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
」
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
な
に
ゆ
え
に
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
建
て
ら
れ
、
さ
ら
に
誓
願
成
就
の
た
め
の
諸
行
が
い
か
よ
う
に
な
さ
れ
、
つ
い
に
は
浄
土
の
建
立

に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
一
切
を
、
し
か
と
疑
心
な
く
了
知
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
聞
」
の
内
実
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
如
来
所
説

の
十
二
部
経
に
通
暁
し
そ
れ
ら
を
十
全
に
受
け
と
め
る
こ
と
に
代
わ
る
位
置
に
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、「
信

楽
の
一
念
」
の
内
に
、
経
説
の
一
切
が
―
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
に
因
っ
て
―
摂
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
善
導
の
い
う

「
一
心
」
あ
る
い
は
「
専
念
」
も
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
仏
願
の
謂
わ
れ
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
獲
得
さ
れ
る
「
信
」
の
堅
固
さ
で
あ
り
、

「
念
仏
」
に
対
す
る
専
心
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
真
心
」
と
い
わ
れ
る
根
源
は
阿
弥
陀
仏
自
身
の
「
清
浄
」
性
に
あ
る
と
受
け
と
め
ら

れ
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
紐
帯
に
し
て
、『
大
経
』
と
『
涅
槃
経
』
と
善
導
と
が
�
一
味
�
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

〈
行
〉
の
主
体
が
「
願
生
」
の
菩
薩
か
ら
阿
弥
陀
仏
自
身
へ
と
転
換
せ
し
め
ら
れ
た
親
鸞
の
思
想
に
お
い
て
、「
願
力
を
こ
こ
ろ
に
う
か
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べ
み
る
と
ま
ふ
す
。
ま
た
し
る
と
い
う
こ
ゝ
ろ
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
観
仏
本
願
力
」
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
文
字
通
り
数
多
の
経

典
論
釈
（「
八
万
四
千
の
法
門
」）
を
越
え
て
、
ま
さ
に
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
対
す
る
「
聞
」
と
い
う
姿
勢
へ
と
「
凡
愚
」
を
誘
う
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
真
実
信
心
」
が
「
横
超
の
菩
提
心
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
も
こ
こ
に
あ
ろ
う
。

横
堅
の
菩
提
心
、
そ
の
言
一
つ
に
し
て
、
そ
の
心
異
な
り
と
い
へ
ど
も
、
入
真
を
正
要
と
す
、
真
心
を
根
本
と
す
、
邪
雑
を
失
と
す

る
な
り
。
欣
求
浄
刹
の
道
俗
、
深
く
信
不
具
足
の
金
言
を
了
知
し
、
永
く
聞
不
具
足
の
邪
心
を
離
る
べ
き
な
り
。

（「
信
巻
」
�

）

横
超
と
は
、
本
願
を
憶
念
し
て
自
力
の
心
を
離
る
る
、
こ
れ
を
横
超
他
力
と
名
づ
く
る
な
り
。

（「
化
身
土
巻
」
�

）

八

「
観
」
と
「
宿
縁
」
―
「
遇
」
の
重
層
性
と
「
信
」
―

親
鸞
は
『
一
念
多
念
文
意
』
に
お
い
て
「「
遇
」
は
ま
ふ
あ
ふ
と
い
ふ
、
ま
ふ
あ
ふ
と
ま
ふ
す
は
、
本
願
力
を
信
ず
る
な
り
」
と
述
べ

て
い
た
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
、
ま
さ
に
今
生
に
お
い
て
出
合
い
、
十
全
な
信
を
獲
得
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
遇
」
の
語
義
が
述
べ
ら

れ
た
文
章
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
信
」
に
は
「
凡
愚
」
に
纏
わ
る
「
自
力
」
ゆ
え
の
至
難
が
つ
き
ま
と
い
、
そ
れ
ゆ
え

に
「
遇
」
も
ま
た
「
遇
い
が
た
し
」、「
難
中
の
難
」
と
さ
れ
る
。

ま
ふ
あ

真
宗
遇
い
が
た
し
、
信
を
得
る
こ
と
難
し
、
難
の
中
の
難
、
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
は
な
け
む
。
釈
迦
諸
仏
は
こ
れ
真
実

慈
悲
の
父

母
な
り
、
種
種
の
善
巧
方
便
を
以
て
、
我
等
が
無
上
の
真
実
の
信
を
発
起
せ
し
め
た
ま
ふ
。
煩
悩
を
具
足
せ
る
凡
夫
人
、
仏
願
力
に
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由
て
摂
取
を
獲
。

（『
入
出
二
門
偈
頌
』
�

）

引
用
の
後
半
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
「
凡
愚
」
存
在
を
見
越
し
て
阿
弥
陀
仏
を
初
め
と
す
る
諸
仏
・
諸
菩
薩
は
さ
ま
ざ
ま
な

方
途
を
用
意
し
、
そ
れ
ら
の
「
方
便
」
に
よ
っ
て
、
今
生
の
「
遇
」
が
可
能
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
親
鸞
の
理
路
で
あ
り
、
先
に
も
み

た
善
導
所
説
の
「
八
万
四
千
」
の
法
門
が
『
観
経
』
所
説
の
「
定
・
散
」
二
善
に
摂
せ
ら
れ
つ
つ
―
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
―
、
い
わ
ば
行

者
の
「
自
力
」
の
受
け
皿
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
く
る
ゆ
え
ん
も
こ
こ
に
あ
る
。

お
ほ
よ
そ
、
八
万
四
千
の
法
門
は
、
み
な
こ
れ
浄
土
の
方
便
の
善
な
り
。
こ
れ
を
要
門
と
い
ふ
、
こ
れ
を
仮
門
と
な
づ
け
た
り
。
こ

の
要
門
・
仮
門
と
い
ふ
は
、
す
な
わ
ち
『
無
量
寿
仏
観
経
』
一
部
に
と
き
た
ま
え
る
定
善
・
散
善
こ
れ
な
り
。
定
善
は
十
三
観
な
り
。

散
善
は
三
福
九
品
の
諸
善
な
り
。
こ
れ
み
な
浄
土
方
便
の
要
門
な
り
、
こ
れ
を
仮
門
と
も
い
ふ
。
こ
の
要
門
・
仮
門
よ
り
、
も
ろ
�
�

の
衆
生
を
す
ゝ
め
こ
し
ら
え
て
、
本
願
一
乗
円
融
無
碍
真
実
功
徳
大
宝
海
に
お
し
へ
す
ゝ
め
い
れ
た
ま
ふ
が
ゆ
へ
に
、
よ
ろ
づ
の
自

力
の
善
業
お
ば
、
方
便
の
門
と
ま
ふ
す
す
な
り
。

（『
一
念
多
念
文
意
』
�

）

「
遇
」
が
「
た
ま
た
ま
」
と
訓
ま
れ
る
背
景
に
こ
う
し
た
「
方
便
」
思
想
が
ひ
か
え
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
教
行
信
証
』（
総
序
）
で
は
「
信
」
と
「
遇
」
と
の
関
係
が
次
の
よ
う
に
「
強
縁
」、「
宿
縁
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

円
融
至
徳
の
嘉
号
は
、
悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す
正
智
、
難
信
金
剛
の
信
楽
は
、
疑
ひ
を
除
き
徳
﹇
証
﹈
を
獲
し
む
る
真
理
な
り
と
。

し
か
れ
ば
凡
小
修
し
易
き
真
教
、
愚
鈍
往
き
易
き
捷
径
な
り
。
大
聖
の
一
代
の
教
、
こ
の
徳
海
に
し
く
な
し
。
穢
を
捨
て
浄
を
忻
ひ
、
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行
に
迷
ひ
信
に
惑
ひ
、
心
昏
く
識
寡
く
、
悪
重
く
障
多
き
も
の
、
特
に
如
来
の
発
遣
を
仰
ぎ
、
必
ず
最
勝
の
直
道
に
帰
し
て
、
専
ら

こ
の
行
に
奉
え
、
た
だ
こ
の
信
を
崇
め
よ
。
あ
あ
、
弘
誓
の
強
縁
、
多
生
に
も
値
ひ
が
た
く
、
真
実
の
浄
信
、
億
劫
に
も
獲
が
た
し
。

た
ま
た
ま
行
信
を
獲
ば
、
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
。
も
し
ま
た
こ
の
た
び
疑
網
に
覆
蔽
せ
ら
れ
な
ば
、
更
て
ま
た
曠
劫
を
径
歴
せ
む
。
誠

な
る
か
な
、
摂
取
不
捨
の
真
言
、
超
世
希
有
の
正
法
、
聞
思
し
て
遅
慮
す
る
こ
と
な
か
れ
。
こ
こ
に
愚
禿
釈
の
親
鸞
、
慶
ば
し
い
か

な
、
西
蕃
・
月
支
の
聖
典
、
東
夏
・
日
域
の
師
釈
、
遇
ひ
難
く
し
て
今
遇
ふ
こ
と
を
得
た
り
。
聞
き
難
く
し
て
已
に
聞
く
こ
と
を
得

た
り
。
真
宗
の
教
行
証
を
敬
信
し
て
、
特
に
如
来
の
恩
徳
の
深
き
こ
と
を
知
ん
ぬ
。
こ
こ
を
以
て
、
聞
く
と
こ
ろ
を
慶
び
、
獲
る
と

こ
ろ
を
嘆
ず
る
な
り
と
。

（「
教
巻
」
�

）

右
に
い
わ
れ
る
「
宿
縁
」
も
し
た
が
っ
て
、
単
に
―
過
去
生
以
前
に
遡
る
―
己
れ
の
諸
行
為
の
集
積
の
み
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
か
ろ

う
。「
弘
誓
の
強
縁
」
と
い
わ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
力
を
根
幹
と
し
つ
つ
も
、
ま
さ
に
さ
ま
ざ
ま
な
「
方
便
」
と
し
て
差
し
の
べ
ら
れ

た
諸
仏
・
諸
菩
薩
の
手
だ
て
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
、
イ
ン
ド
や
中
国
の
祖
師
た
ち
と
の
出
合
い
を
も
含
め
て
（「
西
蕃
・
月
支
の
聖

典
、
東
夏
・
日
域
の
師
釈
、
遇
ひ
が
た
く
し
て
今
遇
ふ
こ
と
を
得
た
り
。
聞
き
が
た
く
し
て
す
で
に
聞
く
こ
と
を
得
た
り
」）、今
生
の「
遇
」

へ
と
至
る
諸
契
機
の
総
体
を
述
べ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
「
遇
」
に
は
重
層
性
が
あ
る
の
で
あ
る
�

。
今
生
に
お

け
る
己
れ
の
行
為
の
準
位
の
み
か
ら
は
「
た
ま
た
ま
」
の
出
合
い
に
し
か
映
ら
な
い
も
の
が
、「
宿
縁
」
と
し
て
ま
ざ
ま
ざ
と
捉
え
ら
れ

る
と
き
に
こ
そ
―
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
の
一
翼
を
担
う
諸
仏
・
諸
菩
薩
を
含
め
て
―
親
鸞
に
お
け
る
「
観
」
の
成
立
が
、
し
た
が
っ
て

「
信
」
の
獲
得
が
な
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
�

。
お
そ
ら
く
親
鸞
が
―
イ
ン
ド
の
諸
師
以
来
の
―
「
観
」
を
手
放
さ
な
か
っ

た
の
も
な
お
こ
う
し
た
諸
仏
・
諸
菩
薩
の
手
だ
て
に
対
す
る
思
い
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
引
用
の
続
き

「
も
し
ま
た
こ
の
た
び
疑
網
に
覆
蔽
せ
ら
れ
な
ば
、
更
っ
て
必
ず
曠
劫
多
生
を
径
歴
せ
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
観
」
の
成
立
・

「
信
」
の
獲
得
は
一
回
性
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。「
疑
網
」
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏
の
智
恵
と
慈
悲
に
対
す
る
疑
惑
に
よ
っ
て
、
な
お
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「
自
力
」
へ
と
閉
塞
し
、「
不
信
」
へ
と
�
落
す
る
懼
れ
を
は
ら
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
た
め
に
、
い
わ
ば
絶
え
ざ
る
「
観
」（
の
更
新
）
な

い
し
「
信
」
の
再
構
築
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。
右
に
も
「
聞
く
と
こ
ろ
を
慶
び
、
獲
る
と
こ
ろ
を
嘆
ず
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
通
り
で
あ

る
。「
摂
取
不
捨
の
真
言
、
超
世
希
有
の
正
法
、
聞
思
し
て
遅
慮
す
る
こ
と
な
か
れ
」と
い
う
誓
願
へ
の
立
ち
返
り
、「
仏
願
の
生
起
本
末
」

に
対
す
る
「
聞
」
と
い
う
契
機
が
不
可
欠
な
ゆ
え
ん
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
信
」
に
は
、
い
わ
ば
出
合
い
（「
遇
」）
の
重
層

性
に
即
応
し
た
漸
進
的
な
性
格
を
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

九

「
聖
衆
」
と
し
て
の
菩
薩
へ
―
念
仏
者
と
来
迎
―

親
鸞
は
『
高
僧
和
讃
』
に
お
い
て
世
親
を
讃
え
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

如
来
浄
華
の
聖
衆
は

正
覚
の
は
な
よ
り
化
生
し
て

衆
生
の
願
楽
こ
と
ご
と
く

す
み
や
か
に
と
く
満
足
す
／
天
人
不
動
の
聖
衆

は

弘
誓
の
智
海
よ
り
生
ず

心
業
の
功
徳
清
浄
に
て

虚
空
の
ご
と
く
差
別
な
し
�

親
鸞
に
よ
れ
ば
、
世
親
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
浄
土
の
「
聖
衆
」
た
ち
も
ま
た
、
阿
弥
陀
仏
の
悟
り
、
な
い
し
は
誓
願
に
込
め
ら
れ
た
智

恵
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
、
清
浄
に
し
て
無
際
限
な
は
た
ら
き
を
な
す
存
在
で
あ
っ
て
、
往
生
・
成
仏
を
願
う
衆
生
の
思
い
を
偏
り
な
く

満
た
す
べ
く
浄
土
に
住
ま
う
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
如
来
浄
華
の
聖
衆
」
の
箇
所
に
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
左
訓
を
施
し

て
も
い
る
。

し
や
う
く
ゑ
と
い
ふ
は
、
あ
み
た
の
ほ
と
け
に
な
り
た
ま
ひ
し
と
き
の
は
な
な
り
。
こ
の
は
な
に
し
や
う
す
る
し
ゆ
し
や
う
は
、
と

う
ゐ
ち
に
ね
む
ふ
ち
し
て
へ
ち
の
み
ち
な
し
と
い
ふ
な
り
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（
浄
華
と
い
ふ
は
、
阿
弥
陀
仏
の
仏
に
な
り
給
ひ
し
と
き
の
華
な
り
。
こ
の
華
に
生
ず
る
衆
生
は
、
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
し

と
い
ふ
な
り
）

こ
の
左
訓
の
典
拠
は
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
で
あ
る
が
�

、
主
旨
は
あ
く
ま
で
も
「
と
う
ゐ
ち
に
ね
む
ふ
ち
し
て
へ
ち
の
み
ち
な
し
」
（
同

一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
し
）
と
い
う
箇
所
、
す
な
わ
ち
「
念
仏
」
一
行
に
も
と
づ
い
た
衆
生
の
浄
土
往
生
に
あ
り
、
和
讃
本
文
の
内
容

と
は
直
接
的
な
つ
な
が
り
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
よ
う
。
と
は
い
え
、
ま
ず
も
っ
て
こ
の
「
正
覚
の
は
な
よ
り
化
生
し
」
た
と
さ
れ
る

「
如
来
浄
華
の
聖
衆
」
の
箇
所
に
お
い
て
、
念
仏
者
の
往
生
の
あ
り
よ
う
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
よ
っ
て
往

生
を
果
た
し
た
衆
生
は
「
聖
衆
」
に
も
比
す
べ
き
存
在
と
み
な
さ
れ
、
ま
さ
に
法
蔵
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
に
な
る
こ
と
と
、
念
仏
者
た
る
衆

生
の
往
生
と
が
「
浄
華
」
に
お
い
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
浄
土
往
生
を
遂
げ
た
念
仏
者
を
迎
え
る
「
浄
華
」

は
、「
大
慈
悲
心
」た
る
阿
弥
陀
仏
の
衆
生
救
済
へ
の
思
い
が
形
象
化
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
し
」

と
い
う
左
訓
の
焦
点
も
、
こ
う
し
た
理
路
を
へ
て
初
め
て
十
全
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
願
生
」
の
菩
薩
た
る
こ
と
は
断
念
さ
れ

た
が
、
念
仏
者
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
直
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
聖
衆
」
に
連
な
る
存
在
と
化
す
る
と
い
う
理
路
が
開
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
論
じ
て
き
た
「
か
の
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
凡
愚
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
。」（『
入
出
二
門
偈
頌
』）
の

箇
所
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

如
来
浄
華
の
も
ろ
も
ろ
の
聖
衆
は
、
法
蔵
正
覚
の
華
よ
り
化
生
す
。
諸
機
は
本
則
ち
三
三
の
品
な
れ
ど
も
、
今
は
一
二
の
殊
異
な
し
。

同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
け
れ
ば
な
り
。
な
お

の
一
味
な
る
が
ご
と
き
な
り
。
か
の
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
、
凡
愚
遇

う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
。
一
心
に
専
念
す
れ
ば
速
や
か
に
、
真
実
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む
。
�
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『
入
出
二
門
偈
頌
』
の
末
尾
で
は
善
導
を
ふ
ま
え
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

煩
悩
を
具
足
せ
る
凡
夫
人
、
仏
願
力
に
よ
て
摂
取
を
獲
。
こ
の
人
は
即
ち
凡
数
の
摂
に
あ
ら
ず
、
こ
れ
人
中
の
分
陀
利
華
な
り
。
こ

の
信
は
最
勝
希
有
人
な
り
、
こ
の
信
は
妙
好
上
上
人
な
り
。
安
楽
土
に
到
れ
ば
必
ず
自
然
に
、
即
ち
法
性
の
常
楽
を
証
す
と
の
た
ま

へ
り
。
�

以
下
に
窺
わ
れ
る
よ
う
な
親
鸞
独
自
の
「
来
迎
」
理
解
も
こ
う
し
た
観
点
か
ら
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

来
迎
と
い
ふ
は
、
来
は
浄
土
へ
き
た
ら
し
む
る
と
い
ふ
、
こ
れ
す
な
わ
ち
若
不
生
者
の
ち
か
ひ
（＝

第
十
八
願
）
を
あ
ら
は
す
御
の

り
な
り
。
穢
土
を
す
て
ゝ
真
実
報
土
に
き
た
ら
し
む
と
な
り
、
す
な
わ
ち
他
力
を
あ
ら
は
す
御
こ
と
な
り
。
ま
た
、
来
は
か
へ
る
と

い
ふ
、
か
へ
る
と
い
ふ
は
願
海
に
い
り
ぬ
る
に
よ
り
て
、
か
な
ら
ず
大
涅
槃
に
い
た
る
を
法
性
の
み
や
こ
に
か
へ
る
と
ま
ふ
す
な
り
、

法
性
の
み
や
こ
と
い
ふ
は
法
身
と
ま
ふ
す
如
来
の
さ
と
り
を
自
然
に
ひ
ら
く
と
き
を
、
み
や
こ
に
か
へ
る
と
い
ふ
な
り
。
こ
れ
を
真

如
実
相
を
証
す
と
も
ま
ふ
す
、
…
…
こ
の
さ
と
り
を
う
れ
ば
、
す
な
わ
ち
大
慈
大
悲
き
わ
ま
り
て
生
死
海
に
か
へ
り
い
り
て
普
賢
の

徳
に
帰
せ
し
む
と
ま
ふ
す
。
こ
の
利
益
に
お
も
む
く
を
来
と
い
ふ
、
こ
れ
を
法
性
の
み
や
こ
に
か
へ
る
と
ま
ふ
す
な
り
。
迎
と
い
ふ

は
、
む
か
へ
た
ま
ふ
と
い
ふ
、
ま
つ
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
、
選
択
不
思
議
の
本
願
・
無
上
智
慧
の
尊
号
を
き
ゝ
て
、
一
念
も
う
た
が

ふ
こ
ゝ
ろ
な
き
を
真
実
信
心
と
い
ふ
な
り
、
金
剛
心
と
も
な
づ
く
。
こ
の
信
楽
を
う
る
と
き
か
な
ら
ず
摂
取
し
て
す
て
た
ま
は
ざ
れ

ば
、
す
な
わ
ち
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
さ
だ
ま
る
な
り
。
こ
の
ゆ
へ
に
信
心
や
ぶ
れ
ず
、
か
た
ぶ
か
ず
、
み
だ
れ
ぬ
こ
と
、
金
剛
の
ご

と
く
な
る
が
ゆ
へ
に
、
金
剛
の
信
心
と
は
ま
ふ
す
な
り
、
こ
れ
を
迎
と
い
ふ
な
り
。
�
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こ
こ
は
『
唯
信
鈔
』
の
「
観
音
勢
至
菩
薩
自
来
迎
」
を
釈
し
た
箇
所
�

で
あ
る
が
、
引
用
部
分
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
「
自
」
の
意
味
を

「
み
つ
か
ら
」
と
釈
し
つ
つ
、「
無
数
の
化
仏
」
た
ち
が
―
�
迎
え
来
る
�
と
い
う
従
来
の
「
臨
終
来
迎
」
的
な
通
念
と
は
異
な
り
―
念

仏
者
た
ち
を
「
つ
ね
に
と
き
を
き
ら
は
ず
、
と
こ
ろ
を
へ
だ
て
ず
」
護
持
す
る
つ
と
め
を
に
な
っ
て
い
る
こ
と
�

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
聖
衆
」
存
在
一
般
に
よ
る
融
通
無
碍
な
衆
生
護
持
の
は
た
ら
き
を
述
べ
た
箇
所
に
続
く
部
分
に
お
い
て
、
親
鸞
は
ま
ず

「
来
」
を
、「
浄
土
へ
き
た
ら
し
む
る
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
第
十
八
願
に
示
さ
れ
た
願
意
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
他
力
」
を
表
す
言

葉
で
あ
る
と
受
け
と
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
さ
ら
に
「
来
」
を
（
念
仏
者
が
）「
法
性
の
み
や
こ
に
か
へ
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
は
浄
土

に
お
い
て
「
真
如
実
相
を
証
す
」
こ
と
と
解
し
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
�
さ
と
り
�
の
内
実
を
「
大
慈
大
悲
」
の
「
き
わ
ま
り
」
と
み
な
し

て
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
衆
生
救
済
へ
と
は
た
ら
き
出
す
局
面
ま
で
を
「
来
」
の
語
義
と
捉
え
て
い
る
。「
大
慈
大
悲
」
が
第
一
義
的

に
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
心
を
さ
す
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
浄
土
に
お
け
る
慈
悲
心
の
徹
底
と
衆
生
利
益
へ
の
は
た
ら
き
は
、

衆
生
の
器
量
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
往
生
を
可
能
な
ら
し
め
た
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
そ
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の

後
に
、
あ
ら
た
め
て
「
迎
」
の
語
義
を
「
む
か
へ
」、「
ま
つ
」
と
―
「
他
力
」
信
心
を
獲
得
し
た
衆
生
を
―
阿
弥
陀
仏
が
浄
土
へ
と
迎
え

と
る
場
面
に
定
位
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
来
」
が
念
仏
者
た
る
衆
生
の
浄
土
往
生
・
証
得
涅
槃
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、「
来
」
に
は
そ
う
し
た
�
往
相
�（
す
な

わ
ち
「
自
利
」）
の
場
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
衆
生
の
往
生
・
成
仏
が
―
い
い
か
え
れ
ば
�
還
相
�（
す
な
わ
ち
「
利
他
」）
が
―
見
す

え
ら
れ
て
い
る
。
十
全
な
�
還
相
�
存
在
た
る
に
は
阿
弥
陀
仏
に
比
す
べ
き
「
大
慈
大
悲
」
�

を
具
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
浄

土
往
生
に
よ
る
証
得
涅
槃
は
衆
生
に
は
じ
め
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
。
可
能
と
な
る
根
拠
は
も
ち
ろ
ん
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
で
あ
る
。
阿
弥

陀
仏
の
立
場
か
ら
「
む
か
へ
た
ま
ふ
」
と
い
わ
れ
る
「
迎
」
の
語
義
は
そ
う
し
た
領
解
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
さ
に

阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
お
い
て
、「
迎
」
は
「
来
」
と
相
即
し
つ
つ
、
す
べ
て
の
衆
生
が
「
法
性
の
み
や
こ
」
へ
と
還
り
来
る
こ
と
を
導
い

て
い
る
の
で
あ
る
。「
真
実
信
心
」
の
獲
得
に
よ
っ
て
「
法
性
の
み
や
こ
」
へ
と
還
り
来
る
こ
と
が
そ
れ
と
定
ま
っ
た
境
界
、
す
な
わ
ち
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「
正
定
聚
」
�

ま
で
も
が
「
迎
」
の
語
義
に
含
ま
れ
、
そ
こ
で
揺
る
ぎ
の
な
い
信
が
説
か
れ
る
の
も
、
そ
の
根
柢
に
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が

あ
れ
ば
こ
そ
な
の
で
あ
る
。

親
鸞
は
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
続
く
箇
所
に
お
い
て
「
聞
名
念
我
惣
迎
来
」
を
次
の
よ
う
に
釈
し
て
い
る
。

聞
は
聞
く
と
い
ふ
、
信
心
を
あ
ら
わ
す
御
の
り
な
り
。
名
は
御
な
と
ま
ふ
す
な
り
、
如
来
の
ち
か
ひ
の
名
号
な
り
。
念
我
と
ま
ふ
す

は
、
ち
か
ひ
の
み
な
を
憶
念
せ
よ
と
な
り
。
諸
仏
称
名
の
悲
願
に
あ
ら
わ
せ
り
。
憶
念
は
信
心
を
え
た
る
ひ
と
は
う
た
が
ひ
な
き
ゆ

へ
に
本
願
を
つ
ね
に
お
も
ひ
い
づ
る
こ
ゝ
ろ
の
た
え
ぬ
を
い
ふ
な
り
。
惣
迎
来
と
い
ふ
は
、
惣
は
ふ
さ
ね
て
と
い
ふ
、
す
べ
て
み
な

と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
。
迎
は
む
か
ふ
る
と
い
ふ
、
ま
つ
と
い
ふ
、
他
力
を
あ
ら
は
す
こ
ゝ
ろ
な
り
。
来
は
か
へ
る
と
い
ふ
、
き
た
ら

し
む
と
い
ふ
、
法
性
の
み
や
こ
へ
む
か
へ
ゐ
て
き
た
ら
し
め
、
か
へ
ら
し
む
と
い
ふ
、
法
性
の
み
や
こ
よ
り
衆
生
利
益
の
た
め
に
、

こ
の
娑
婆
界
に
き
た
る
ゆ
へ
に
来
を
き
た
る
と
い
ふ
な
り
。
法
性
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
ゆ
へ
に
来
を
か
へ
る
と
い
ふ
な
り
。
�

こ
こ
に
お
い
て
、
さ
き
の
『
和
讃
』
に
お
い
て
施
さ
れ
た
左
訓
の
深
意
も
明
ら
か
に
な
る
。
清
浄
に
し
て
無
際
限
な
は
た
ら
き
を
な
す

存
在
で
あ
り
、
往
生
・
成
仏
を
願
う
衆
生
の
思
い
を
偏
り
な
く
満
た
す
べ
く
浄
土
に
住
ま
う
て
い
る
と
さ
れ
た
「
聖
衆
」（「
如
来
浄
華
の

聖
衆
は

正
覚
の
は
な
よ
り
化
生
し
て

衆
生
の
願
楽
こ
と
ご
と
く

す
み
や
か
に
と
く
満
足
す
」）
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
の
は
た
ら

き
に
よ
る
「
来
迎
」
に
あ
ず
か
っ
た
念
仏
者
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
�

。「
天
人
不
動
の
聖
衆
は

弘
誓
の
智
海
よ
り
生
ず

心
業
の
功

徳
清
浄
に
て

虚
空
の
ご
と
く
差
別
な
し
」
と
い
う
後
半
部
分
も
ま
た
、「
聖
衆
」
た
る
念
仏
往
生
者
の
根
柢
に
阿
弥
陀
仏
の
「
真
実
・

清
浄
」
さ
が
あ
れ
ば
こ
そ
説
か
れ
う
る
一
様
性
な
の
で
あ
る
。「
如
来
浄
華
の
聖
衆
」
の
一
様
性
に
は
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
が
あ
れ
ば
こ
そ

「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
し
」
と
左
訓
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
ゆ
え
ん
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
行
〉
主
体
の
転
換
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
願
生
」
構
造
そ
の
も
の
の
転
換
が
ま
さ
に
こ
う
し
た
「
来
迎
」
理
解
、
す
な
わ
ち
無

一
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始
曠
劫
来
、
流
転
・
輪
廻
を
余
儀
な
く
さ
れ
続
け
た
衆
生
が
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
よ
っ
て
、
諸
制
約
を
脱
し
、
一
様
に
「
浄
華
の
聖
衆
」

と
化
す
と
い
う
領
解
を
導
い
た
と
い
え
よ
う
。

親
鸞
は
『
教
行
信
証
』（「
行
巻
」）
で
法
然
『
選
択
集
』
か
ら
「
正
・
雑
二
業
」、「
正
・
助
二
業
」
に
つ
い
て
の
引
用
�

を
終
え
た
後
を

次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

明
か
に
知
ん
ぬ
、
こ
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
へ
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
。
大
小
の
聖
人
、
重
軽
の
悪
人
、

皆
な
同
じ
く
斉
し
く
選
択
本
願
大
宝
海
に
帰
し
て
念
仏
成
仏
す
べ
し
。
�

註

基
本
的
な
テ
キ
ス
ト
の
引
用
に
か
ん
し
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
龍
樹
『
十
住
論
』
お
よ
び
世
親
『
浄
土
論
』
か
ら
の
引
用
は
大
正
新
修
大
蔵
経
二
十
六
巻
に
よ
り
、
頁
数
等
を
示
し
た
。

・
曇
鸞
『
浄
土
論
註
』
か
ら
の
引
用
は
大
正
新
修
大
蔵
経
四
十
巻
に
よ
り
、
頁
数
等
を
示
し
た
。

・
善
導
『
観
経
疏
』
か
ら
の
引
用
は
大
正
新
修
大
蔵
経
三
十
七
巻
に
よ
り
、
頁
数
等
を
示
し
た
。

・
親
鸞
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
『
定
本

親
鸞
著
作
全
集
』（
法
蔵
館
）
に
よ
り
、
巻
数
・
頁
数
を
示
し
た

�
「
易
行
道
」
を
（「
難
」
で
は
な
い
と
い
う
理
由
だ
け
か
ら
）
求
め
る
者
に
対
し
て
龍
樹
が
諭
し
た
言
葉
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

「
汝
の
所
説
の
如
き
は
、
是
れ

弱
怯
劣
に
し
て
大
心
有
る
こ
と
無
し
。
是
れ
丈
夫
志
幹
の
言
に
非
ざ
る
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
。
若
し
人
発
願
し
て

阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
求
め
ん
と
欲
し
て
、
未
だ
阿
惟
越
致
を
得
ず
ん
ば
、
其
の
中
間
に
お
い
て
応
さ
に
、
身
命
を
惜
ま
ず
、
昼
夜
に
精
進
し
て
、
頭
燃

を
救
ふ
が
如
く
な
る
べ
し
」（『
十
住
論
』
大
正
蔵
二
十
六
巻

四
一
頁

ａ
）

親鸞における〈行〉主体の転換構造 ―龍樹・世親・曇鸞を媒介に―
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ま
た
同
義
の
言
葉
と
し
て
「
大
人
志
幹
」
が
あ
る
。

「
大
乗
を
行
ず
る
者
に
は
仏
は
是
の
如
く
説
き
た
ま
へ
り
。『
発
願
し
て
仏
道
を
求
む
る
は
、
三
千
大
世
界
を
挙
ぐ
る
よ
り
重
し
』
と
。
汝
『
阿
惟
越
致
地

は
是
の
法
甚
だ
難
く
、
久
し
う
し
て
乃
ち
得
べ
し
、
若
し
易
行
道
の
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
こ
と
を
得
る
有
り
や
』
と
言
ふ
は
、
是
れ
乃
ち
怯
弱
下
劣
の

言
な
り
、
是
れ
大
人
志
幹
の
説
に
非
ず
。」（
同
右
）

「
丈
夫
志
幹
」
な
い
し
「
大
人
志
幹
（
あ
る
い
は
「
大
心
」）」
と
、「

弱
怯
劣
」
な
い
し
「
怯
弱
下
劣
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ

り
、
厳
し
く
菩
薩
道
を
歩
ま
ん
と
す
る
前
者
の
志
こ
そ
が
、
怯
み
な
く
「
難
行
」
に
立
ち
向
か
わ
ん
と
す
る
志
と
し
て
肝
要
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
に
か
か
わ
る
教
説
が
説
き
出
さ
れ
る
場
面
に
先
立
っ
て
、
そ
も
そ
も
菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
志
の
強
靱
さ
の
再
確
認
が
求
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
に
龍
樹
の
「
易
行
道
」
の
特
色
を
み
る
べ
き
で
あ
る
。
龍
樹
に
と
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
に
か
か
わ
る
教
説
は
、
そ
も
そ
も
菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
志
を
欠

い
た
者
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

�
「
阿
惟
越
致
地
に
至
る
に
は
、
諸
の
難
行
を
行
じ
、
久
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
き
も
、
或
ひ
は
声
聞
・
辟
支
仏
の
地
に
堕
せ
む
。
若
し
爾
ら
ば
是
れ
大
衰
患

な
り
。」（
同
右
）

�
「
も
し
善
男
子
・
善
女
人
、
五
念
門
を
修
し
て
行
成
就
し
ぬ
れ
ば
畢
竟
じ
て
安
楽
国
土
に
生
じ
て
、
彼
の
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
。」（『
浄

土
論
』

長
行
「
願
偈
大
意
」

大
正
蔵
二
十
六
巻

二
三
一
頁

ｂ
）

�
「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
是
の
如
し
、
若
し
人
、
我
れ
を
念
じ
名
を
称
し
て
自
か
ら
帰
せ
ば
、
即
ち
必
定
に
入
り
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
ん
、
と
。

是
の
故
に
常
に
応
さ
に
憶
念
す
べ
し
。」（『
十
住
論
』

大
正
蔵
二
十
六
巻

四
三
頁
ａ
）

�
「
い
か
ん
が
回
向
す
る
。
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
、
心
に
常
に
作
願
す
。
回
向
を
首
と
為
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
る
が
故
に
」（『
浄
土

論
』
大
正
蔵
二
十
六
巻

二
三
一
頁

ｂ
）

�

こ
の
点
に
か
ん
す
る
世
親
の
理
解
は
例
え
ば
「
偈
頌
」
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
文
言
に
窺
わ
れ
よ
う
。

「
種
種
の
鈴
、
響
を
発
し
て
、
妙
法
の
音
を
宣
べ
吐
か
ん
。
華
衣
の
荘
厳
を
雨
し
、
無
量
の
香
普
く
薫
ぜ
ん
。
仏
恵
明
浄
な
る
こ
と
日
の
ご
と
く
に
て
、
世

の
痴
闇
冥
を
除
く
。
梵
声
の
悟
深
遠
に
し
て
、
微
妙
な
り
、
十
方
に
聞
こ
ゆ
。
正
覚
の
阿
弥
陀
法
王
、
善
く
住
持
し
た
ま
へ
り
。
如
来
浄
華
の
衆
は
、
正
覚

の
花
よ
り
化
生
す
。
仏
法
の
味
を
愛
楽
し
、
禅
三
昧
を
食
と
す
。
永
く
身
心
の
悩
み
を
離
れ
て
、
楽
を
受
く
る
こ
と
常
に
間
な
し
。
…
…
如
来
の
微
妙
の
声
、

梵
の
響
十
方
に
聞
こ
ゆ
。」（
大
正
蔵
二
十
六
巻

二
三
一
頁
ａ
）

例
え
ば
『
無
量
寿
経
』
等
の
経
典
描
写
に
も
特
徴
的
な
よ
う
に
、
浄
土
は
修
行
の
場
で
は
あ
っ
て
も
、
浄
土
の
諸
荘
厳
に
と
り
か
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
行
者
は
い
わ
ゆ
る
�
苦
行
�
を
要
し
な
い
格
好
で
、
衣
食
住
が
そ
の
ま
ま
に
仏
の
教
に
通
じ
、
ひ
い
て
は
行
の
達
成
に
ま
で
至
る
境
界
を
獲
得
し
う
る

と
い
う
理
解
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
浄
土
観
に
つ
い
て
は
続
く
曇
鸞
に
お
い
て
も
「
修
行
安
心
の
宅
」、「
修
行
所
居
の
屋
寓
」
と
い
っ
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た
言
葉
遣
い
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

「
浄
土
に
入
り
已
れ
ば
、
便
ち
如
来
大
会
衆
の
数
に
入
る
。
衆
の
数
に
入
り
已
り
て
、
ま
さ
に
修
行
安
心
の
宅
に
至
る
べ
し
。
宅
に
入
り
已
り
て
、
ま
さ
に

修
行
所
居
の
屋
寓
に
至
る
べ
し
。
修
行
成
就
し
已
り
て
、
ま
さ
に
教
化
地
に
至
る
べ
し
。
…
…
」（
大
正
蔵
四
十
巻

八
四
三
頁

ａ
）

�
「
か
く
の
ご
と
く
菩
薩
、
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
を
広
略
に
修
行
し
て
柔
軟
心
を
成
就
す
。
実
の
如
く
広
略
の
諸
法
を
知
る
。
か
く
の
如
く
巧
方
便
回
向
を

成
就
す
。
何
も
の
か
、
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
。
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
い
ふ
は
、
謂
く
、
説
き
つ
る
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
し
て
、
集
む
る
所
の
一
切
の

功
徳
善
根
を
も
て
、
自
身
の
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
す
る
が
故
に
、
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
、
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国

に
生
ぜ
ん
と
作
願
せ
り
。
こ
れ
を
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
成
就
と
名
づ
く
。」（
大
正
蔵
二
十
六
巻

二
三
二
頁

ｃ
）

な
お
、
こ
の
「
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
ふ
」
の
箇
所
に
か
ん
し
て
曇
鸞
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
龍
樹
の
深
意

を
穿
ち
得
た
解
釈
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
も
し
人
、
無
上
菩
提
心
を
発
せ
ず
し
て
、
た
だ
彼
の
国
土
の
楽
を
受
く
こ
と
間
な
き
を
聞
き
て
、
楽
の
為
の
故
に
生
を
願
ず
る
は
、
ま
さ
に
往
生
を
得
ざ

る
べ
き
な
り
。
…
…
住
持
楽
と
い
う
は
、
謂
く
か
の
安
楽
浄
土
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
の
た
め
に
住
持
せ
ら
れ
て
受
楽
間
な
き
な
り
。」（『
浄
土
論
註
』

大
正
蔵
四
十
巻

八
四
二
頁

ａ
）

�
「
凡
そ
こ
れ
、
彼
の
浄
土
に
生
ず
る
と
、
及
び
彼
の
菩
薩
人
天
の
所
起
の
諸
行
と
は
、
皆
な
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
な
り
。
何
を
以
て
か
こ

れ
を
言
う
。
若
し
仏
力
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
四
十
八
願
便
り
こ
れ
徒
設
な
ら
ん
」
と
い
う
「
増
上
縁
」
に
つ
い
て
の
所
説
か
ら
、
第
十
八
、
十
一
、
二
十
二
願

に
つ
い
て
の
、
い
わ
ゆ
る
「
三
願
的
証
」
の
議
論
に
至
る
箇
所
（『
浄
土
論
註
』（
大
正
蔵
四
十
巻

八
四
四
頁

ａ
）

�
「
劣
夫
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
『
論
註
』
に
お
い
て
�
孤
立
例
�
で
は
あ
る
が
、「
自
力
」
と
「
他
力
」
と
を
対
比
す
る
文
脈
に
お
い
て
次
の
用
例
が
あ
る
。

「
人
、
三
塗
を
畏
る
る
が
故
に
、
禁
戒
を
受
持
す
。
禁
戒
を
受
持
す
る
が
故
に
、
能
く
禅
定
を
修
す
。
禅
定
を
以
て
の
故
に
、
神
通
を
修
す
。
神
通
を
以
て

の
故
に
、
能
く
四
天
下
に
遊
ぶ
が
如
き
、
是
の
如
き
等
を
名
づ
け
て
自
力
と
な
す
。
又
、
劣
夫
、
驢
に
跨
れ
ど
も
上
ら
ず
、
転
輪
王
の
行
に
従
え
ば
、
便
ち

虚
空
に
乗
じ
て
、
四
天
下
に
遊
ぶ
に
、
障
碍
す
る
所
な
き
が
如
き
、
是
の
如
き
等
を
名
づ
け
て
他
力
と
な
す
。
愚
な
る
か
な
。
後
の
学
者
、
他
力
の
乗
ず
べ

き
を
聞
か
ば
、
ま
さ
に
信
心
を
生
ず
べ
し
。
自
ら
局
分
す
る
こ
と
勿
れ
。」（『
浄
土
論
註
』

大
正
蔵
四
十
巻

八
四
四
頁

ａ
）

力
量
な
き
「
劣
夫
」
は
―
「
転
輪
王
の
行
に
従
」
う
が
如
き
―
「
他
力
」
に
乗
じ
た
�
行
法
�
を
措
い
て
他
に
、「
自
力
」
の
行
徳
を
具
え
た
者
と
同
等

の
は
た
ら
き
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
曇
鸞
に
お
い
て
「
劣
夫
」
と
い
う
衆
生
理
解
の
も
と
に
「
他
力
」
が
強
調
さ
れ
て

く
る
文
脈
の
中
に
、「
願
生
」
の
菩
薩
た
る
た
め
の
教
説
を
「
善�

男�

子�

・
善�

女�

人�

」
に
対
し
て
説
い
た
世
親
と
の
差
異
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

�
『
浄
土
論
註
』（
大
正
蔵

四
十
巻

八
二
六
頁

ｃ
）

�

第
二
巻

漢
文
篇

一
一
四
―
五
頁
。
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�
「
五
念
門
」
に
対
す
る
親
鸞
独
自
の
解
釈
は
―
法
蔵
菩
薩
と
衆
生
と
の
関
係
に
お
い
て
は
―
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
何
等
を
か
名
づ
け
て
五
念
門
と
す
る
と
。
礼
と
讃
と
作
願
と
観
察
と
廻
と
な
り
。
い
か
ん
が
礼
拝
す
る
、
身
業
に
礼
し
た
ま
ひ
き
。
阿
弥
陀
仏
正
遍
知
、

も
ろ
も
ろ
の
群
生
を
善
巧
方
便
し
て
、
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
意
を
な
さ
し
め
た
ま
ふ
が
ゆ
へ
な
り
。
即
ち
こ
れ
を
第
一
門
に
入
る
と
名
づ
く
、
ま
た
こ
れ
を
名

づ
け
て
近
門
に
入
る
と
す
。
い
か
ん
が
讃
嘆
す
る
、
口
業
を
し
て
讃
じ
た
ま
ひ
き
。
名
義
に
随
順
し
て
仏
名
を
称
せ
し
む
。
如
来
の
光
明
智
相
に
依
て
、
実

の
ご
と
く
修
し
相
応
せ
し
め
む
と
欲
す
が
故
に
。
即
ち
こ
れ
無
碍
光
如
来
の
、
摂
取
・
選
択
の
本
願
な
る
が
故
に
。
こ
れ
を
名
づ
け
て
第
二
門
に
入
る
と
す
。

す
な
わ
ち
大
会
衆
の
数
に
入
る
こ
と
を
獲
る
な
り
。
い
か
ん
が
作
願
す
る
、
心
に
常
に
願
じ
た
ま
ひ
き
。
一
心
に
専
念
し
て
彼
に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
し
む
。

蓮
華
蔵
世
界
に
入
る
こ
と
を
得
。
実
の
ご
と
く
奢
摩
他
を
修
せ
し
め
ん
と
欲
す
な
り
。
こ
れ
を
名
づ
け
て
第
三
門
に
入
る
と
す
。
ま
た
こ
れ
を
名
づ
け
て
宅

門
に
入
る
と
す
。
い
か
ん
が
観
察
す
る
、
智
慧
を
し
て
観
じ
た
ま
ひ
き
。
正
念
に
彼
を
観
ぜ
し
む
る
は
、
実
の
ご
と
く
毘
婆
舎
那
を
修
行
せ
し
め
ん
と
欲
す

が
故
な
り
。
か
の
所
に
到
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
即
ち
種
種
無
量
の
法
味
の
楽
を
受
用
す
。
即
ち
こ
れ
を
第
四
門
に
入
る
と
名
づ
く
、
ま
た
こ
れ
を
名
づ
け
て

屋
門
に
入
る
と
す
。」（
第
二
巻

漢
文
篇

一
一
八
―
九
頁
）

す
な
わ
ち
、
第
一
か
ら
第
四
門
に
お
け
る
「
礼
拝
」・「
讃
歎
」・「
観
察
」・「
回
向
」
の
い
わ
ば
原
義
は
―
「
た
ま
ふ
」
と
い
う
言
葉
遣
い
の
う
ち
に
端
的

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
―
す
べ
て
法
蔵
菩
薩
を
そ
の
〈
行
〉
主
体
と
み
な
す
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
法
蔵
菩
薩
の
「
身
」
・「
口
」・「
心
」・

「
智
慧
」
を
そ
の
核
と
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
「
四
門
」
は
直
ち
に
「
阿
弥
陀
仏
正
遍
知
、
も
ろ
も
ろ
の
群
生
を
善
巧
方
便
し
て
、
安
楽
国
に
生

ぜ
ん
意
を
な
さ
し
め
た
ま
ふ
」・「
名
義
に
随
順
し
て
仏
名
を
称
せ
し
む
。
如
来
の
光
明
智
相
に
依
て
、
実
の
ご
と
く
修
し
相
応
せ
し
め
む
と
欲
す
」・「
一
心

に
専
念
し
て
彼
に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
し
む
」
等
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
他
な
ら
ぬ
阿
弥
陀
仏
自
身
の
功
徳
に
も
と
づ
い
た
衆
生
の
導
き
―
「
し
む
」
の
語
に

示
さ
れ
る
―
へ
と
接
続
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
「
五
念
門
」
を
「
末
（
願
生
行
者
）」
と
「
本
（
法
蔵
菩
薩
）」

を
分
け
る
議
論
が
あ
る
（
親
鸞
聖
人
全
集
第
二
巻

漢
文
篇
解
説

二
〇
三
―
四
頁
）。

�

第
二
巻

漢
文
篇

一
一
七
―
一
二
〇
頁
。

�

註
�
の
議
論
と
連
関
す
る
が
、
行
の
主
体
が
阿
弥
陀
仏
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
菩
薩
の
出
第
五
門
と
い
ふ
は
…
…
」
以
下
の
「
第
五
門
」
に
か

ん
す
る
記
述
が
い
わ
ば
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
点
は
注
意
を
要
し
よ
う
。
こ
の
「
第
五
門
」
の
結
び
が
「
教
化
地
に
至
り
て
群
生
を
利
し
た
ま
ふ
。
即
ち

こ
れ
を
出
第
五
門
と
名
づ
く
、
園
林
遊
戯
地
門
に
入
る
な
り
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
大
枠
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
自
身
の
衆
生
救
済
（
活
動
を
可
能
に
す
る

「
大
慈
大
悲
」
心
）
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
一
方
で
「
か
の
土
に
生
じ
已
り
て
速
疾
に
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
巧
方
便
力
成
就
を
得

已
り
て
、
生
死
園
煩
悩
林
に
入
り
て
」
と
い
う
過
程
に
は
世
親
の
原
義
が
な
お
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
も
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
衆
生
が
浄
土
往
生
に
よ
っ
て
即

座
に
自
在
な
救
済
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
浄
土
を
建
立
す
る
に
至
っ
た

阿
弥
陀
仏
自
身
の
「
利
他
」
の
は
た
ら
き
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
可
能
た
ら
し
め
た
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
力
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
往
生
者
自

一
四
四



身
に
よ
る
「
第
五
門
」（
の
成
就
）
の
可
能
根
拠
に
と
な
っ
て
い
る
の
は
法
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
阿
弥
陀
仏
自
身
に
よ
る
「
第
五
門
」
の
成
就
な
の
で
あ
る
。

�

第
二
巻

漢
文
篇

一
一
二
頁
。

�

出
典
は
世
親
『
浄
土
論
』
の
偈
頌
（「
世
尊
よ
、
我
一
心
に
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り
、
安
楽
國
に
生
ぜ
む
と
願
ず
」）
で
あ
る
が
、

曇
鸞
は
『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て
、
世
親
の
偈
頌
の
こ
の
箇
所
を
次
の
よ
う
に
濁
り
な
き
「
願
生
」
心
の
表
明
で
あ
る
と
釈
し
て
い
る
。

「『
我
一
心
に
』
と
は
天
親
菩
薩
の
自
督
の
詞
な
り
。
言
は
く
、
無
碍
光
如
来
を
念
じ
て
安
楽
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
心
心
相
続
し
て
他
想
、
間
雑
す
る
こ
と

な
し
。」（
大
正
蔵
四
十
巻

八
二
七
頁

ａ
）

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
に
お
い
て
同
箇
所
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
の
直
向
き
さ
の
表
明
と
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「『
世
尊
我
一
心
』
と
い
ふ
は
、
…
…
一
心
と
い
ふ
は
、
教
主
世
尊
の
御
こ
と
の
り
を
ふ
た
ご
ゝ
ろ
な
く
う
た
が
ひ
な
し
と
な
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
こ
と

の
信
心
也
。」（『
尊
号
真
像
銘
文
』。

第
三
巻

和
文
篇

八
六
頁
）。

な
お
、
世
親
を
「
願
生
」
者
と
み
な
す
視
点
に
か
ん
し
て
は
註
�
も
参
照
さ
れ
た
い
。

�
「
施
功
徳
」
が
『
浄
土
論
』
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
親
鸞
の
独
自
性
を
み
る
見
解
に
つ
い
て
は
、『
親
鸞
聖
人
全
集
』

漢
文
篇
解
説
（
二
〇

四
頁
）
参
照
。

�

第
二
巻

漢
文
篇

一
二
〇
―
一
二
一
頁
。

�
「
名
義
と
光
明
」
は
世
親
の
『
浄
土
論
』
お
よ
び
曇
鸞
『
浄
土
論
註
』
に
由
来
し
、「
讃
歎
」
さ
れ
る
べ
き
阿
弥
陀
仏
の
卓
越
性
を
表
す
言
葉
で
あ
る
が
、

前
者
の
「
名
義
」（
阿
弥
陀
仏
の
名
の
意
義
）
に
か
ん
し
て
は
世
親
・
曇
鸞
に
お
い
て
は
、
な
お
―
「
如
実
修
行
相
応
」
の
「
願
生
」
者
と
し
て
―
な
ら
う

べ
き
モ
デ
ル
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
と
い
う
理
解
が
明
瞭
に
み
て
と
れ
る
。
曇
鸞
は
世
親
の
「
讃
歎
門
」
を
釈
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
下
の
長
行
に
言
は
く
「
い
か
ん
が
讃
歎
門
な
る
。
謂
く
彼
の
如
来
の
名
を
称
す
る
に
、
彼
の
如
来
の
光
明
智
相
の
如
く
、
彼
の
名
義
の
如
く
、
如
実
に
修

行
し
、
相
応
せ
ん
と
欲
す
る
が
故
に
」
と
。
舎
衛
国
所
説
の
無
量
寿
経
に
依
る
に
、
仏
、
阿
弥
陀
仏
如
来
の
名
号
を
解
し
た
ま
は
く
「
何
が
故
ぞ
阿
弥
陀
と

号
す
。
彼
の
光
の
光
明
無
量
に
し
て
、
十
方
の
国
を
照
ら
す
に
障
碍
す
る
所
な
し
、
こ
の
故
に
阿
弥
陀
と
号
す
。
…
…
」（
大
正
蔵
四
十
巻

八
二
七
頁

ａ
〜
ｂ
）

�
「
一
心
専
念
」
の
典
拠
は
、
さ
し
あ
た
り
は
世
親
の
『
浄
土
論
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
五
念
門
」
の
う
ち
の
第
三
「
作
願
門
」
に
か
か
わ
っ
て
「
い

か
な
る
か
作
願
す
る
。
心
に
常
に
作
願
し
た
ま
え
り
き
。
一
心
に
専
念
し
て
、
畢
竟
じ
て
安
楽
国
土
に
往
生
し
て
、
実
の
ご
と
く
奢
摩
他
を
修
行
せ
ん
と
欲

う
が
ゆ
え
に
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
大
正
蔵
二
十
六
巻

二
三
六
頁

ｂ
）。
す
な
わ
ち
世
親
に
お
い
て
、「
一
心
専
念
」
と
は
浄
土
に
生
ま
れ
て
「
如
実
修

行
相
応
」
た
ら
ん
と
す
る
「
願
生
」
の
菩
薩
の
志
の
直
向
き
さ
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
り
、
遡
れ
ば
龍
樹
の
「
丈
夫
志
幹
」
に
も
通
じ
る
要
素
を
も
つ
が
、

そ
れ
ゆ
え
に
「
自
力
」
的
な
要
因
を
孕
み
も
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
者
の
志
向
性
を
、「
願
生
」
の
菩
薩
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
の

親鸞における〈行〉主体の転換構造 ―龍樹・世親・曇鸞を媒介に―

一
四
五



断
念
を
通
じ
て
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
「
信
」
の
直
向
き
さ
へ
と
転
換
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
思
想
構
造
の
特
質
を
み
る
べ
き
で
あ
る
。

�

大
正
蔵
二
十
六
巻

二
三
二
頁
ｂ
。

�

大
正
蔵
二
十
六
巻

二
三
二
頁
ｂ
。

�

曇
鸞
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
語
ら
れ
る
菩
薩
は
す
で
に
し
て
〈
行
〉
の
主
体
で
あ
り
、
浄
土
へ
の
往
生
を
志
す
存
在
（
す
な
わ
ち
「
願
生
」
の
菩
薩
）

で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
活
動
態
と
し
て
の
「
聖
衆
」
の
一
部
で
は
―
も
は
や
―
な
い
。

「
未
証
浄
心
の
菩
薩
と
は
、
初
地
已
上
七
地
已
還
の
諸
菩
薩
な
り
。
此
の
菩
薩
亦
た
能
く
身
を
現
じ
て
、
も
し
は
百
、
も
し
は
千
、
も
し
は
万
、
も
し
は
億
、

も
し
は
百
千
億
の
無
仏
の
国
土
に
仏
事
を
施
作
す
。
要
ず
作
心
を
須
い
、
三
昧
に
入
り
て
乃
ち
能
く
す
。
作
心
せ
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
作
心
を
以
て
の
故
に
、

名
づ
け
て
未
証
浄
心
と
な
す
。
此
の
菩
薩
、
安
楽
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
即
ち
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
。
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
時
、

上
地
の
諸
菩
薩
と
、
畢
竟
じ
て
身
等
し
く
法
等
し
。
龍
樹
菩
薩
、
婆
藪
槃
頭
の
輩
彼
に
生
ぜ
む
と
願
ず
る
は
、
ま
さ
に
此
れ
が
た
め
の
み
な
る
べ
し
。」（
大

正
蔵
四
十
巻

八
四
〇
頁

ｂ
）

曇
鸞
が
、
こ
の
箇
所
に
「
往
相
・
還
相
」
と
い
う
独
自
の
視
点
を
読
み
込
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
親
鸞
も
こ
の
箇
所
を
「
還
相

廻
向
」
を
証
立
て
る
文
章
と
し
て
『
教
行
信
証
』（「
証
巻
」）
に
引
用
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
は
元
来
―
世
親
の
理
解
に
即
す
る
限
り
は
―
あ
く
ま

で
も
「
観
察
」
の
段
で
あ
っ
て
、
諸
菩
薩
は
そ
の
対
象
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
〈
行
〉
の
主
体
た
る
龍
樹
や
世
親
（
婆
藪
槃
頭
）
ま
で
を
も

含
み
み
る
余
地
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
願
生
」
と
い
う
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
が
、
こ
う
し
た
阿
弥
陀
仏
の
救
済
活
動
の
一
端
に
み
ず
か
ら
参
与
す
る
こ
と
で

あ
り
、
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
す
で
に
「
無
為
法
身
」
た
る
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
の
は
た
ら
き
が
及
ん
で
い
る
と
解
さ
れ
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
明
ら
か

に
曇
鸞
独
自
の
理
解
で
あ
る
が
、「
願
作
仏
心
」
を
最
終
的
に
「
利
他
真
実
の
信
心
」
へ
と
収
斂
さ
せ
る
親
鸞
の
世
親
理
解
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
曇
鸞
の

一
歩
も
二
歩
も
踏
み
込
ん
だ
世
親
解
釈
が
そ
の
媒
介
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
。『
入
出
二
門
偈
頌
』
に
お
い
て
、
世
親
を
浄
土
願
生
者

と
み
た
の
も
こ
う
し
た
思
想
的
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

�

第
二
巻

和
讃
篇

一
六
五
―
六
頁
。

�
「
時
機
」
の
左
訓
に
「
と
き
（
時
）

う
し
ょ
う
（
有
情
）」
と
あ
る
。

�
「
凡
愚
」
の
左
訓
に
「
ほ
む
な
う
の
そ
こ
に
し
つ
ね
る
ほ
む
ふ
と
い
ふ
な
り
（
煩
悩
の
底
に
沈
め
る
凡
夫
と
い
ふ
な
り
）」
と
あ
る
。

�

第
一
巻

二
八
九
頁
。

な
お
、
親
鸞
に
よ
る
『
観
経
疏
』
か
ら
の
引
用
は
き
わ
め
て
断
片
的
で
あ
る
。「
八
万
四
千
」
を
め
ぐ
る
引
用
に
か
ん
し
て
は
次
註
に
譲
る
が
、
そ
れ
に

続
く
二
箇
所
の
引
用
に
つ
い
て
、
善
導
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
り
、
親
鸞
の
う
け
と
め
方
と
は
少
な
か
ら
ぬ
差
異
が
あ
る
。

ま
ず
「
た
と
ひ
千
年
の
…
…
」
の
引
用
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
箇
所
は
「
定
善
義
」
第
七
「
華
座
観
」
の
中
で
、「
衆
生
の
惑
障
動
念
」
ゆ
え
の
「
観

一
四
六



想
」
行
法
の
難
し
さ
に
触
れ
、「
懺
悔
」
や
阿
弥
陀
仏
の
「
慈
悲
」
を
た
よ
り
と
し
た
「
定
」
の
成
就
が
説
か
れ
た
後
、「
も
し
か
く
の
如
く
な
ら
ざ
れ
ば
、

三
業
、
縁
に
随
ひ
て
転
じ
、
定
想
、
波
を
逐
ひ
て
飛
ぶ
。
た
と
い
千
年
の
寿
を
尽
く
す
と
も
、
法
眼
未
だ
か
つ
て
開
け
ず
。
…
…
」（
大
正
蔵
三
十
七
巻

二
六
六

ｂ
）
と
続
く
も
の
で
あ
っ
て
、「
定
善
」
そ
れ
自
体
の
成
就
が
否
定
さ
れ
る
文
脈
で
は
な
い

ま
た
、
次
の
箇
所
（「
如
来
懸
に
末
代
罪
濁
の
凡
夫
を
知
ろ
し
め
す
。
…
…
」）
は
第
八
「
像
観
」
の
中
で
「
是
心
作
仏
」、「
是
心
是
仏
」
に
触
れ
た
文
脈

で
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
浄
土
の
仏
を
対
象
と
す
る
「
観
想
」
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、「
こ
の
心
を
離
れ
て
外
に
更
に
異
仏
ま
し
ま
さ
ず
」
と
し

た
う
え
で
「
あ
る
い
は
行
者
あ
り
て
、
こ
の
一
門
の
義
を
も
ち
て
、
唯
識
法
身
の
観
を
な
し
、
あ
る
い
は
自
性
清
浄
仏
性
の
観
を
な
す
は
、
そ
の
意
甚
だ
錯

れ
り
。
絶
て
少
分
も
相
似
た
る
こ
と
無
き
な
り
。
既
に
像
を
想
へ
と
云
ひ
て
三
十
二
相
を
仮
立
せ
る
は
、
真
如
法
界
の
身
、
あ
に
相
有
て
縁
ず
べ
く
、
身
有

て
取
る
べ
け
ん
や
。
し
か
る
に
法
身
は
色
な
く
、
眼
対
に
絶
へ
た
り
。
さ
ら
に
類
と
し
て
方
ぶ
べ
き
な
し
。
故
に
虚
空
を
取
て
、
以
て
法
身
の
体
に
喩
ふ
る

な
り
。
ま
た
い
ま
こ
の
観
門
は
、
等
し
く
た
だ
方
を
指
し
相
を
立
て
て
、
心
を
知
ろ
し
め
て
、
境
を
取
ら
し
む
。
総
じ
て
無
相
離
念
を
明
さ
ず
。
如
来
懸
か

に
末
代
罪
濁
の
凡
夫
を
知
ろ
し
め
し
て
、
相
を
立
て
心
を
住
す
と
も
、
な
ほ
得
る
こ
と
能
は
じ
と
。
い
か
に
い
は
ん
や
相
を
離
れ
て
事
を
求
め
ん
は
、
術
数

な
き
人
の
、
空
に
居
て
舎
を
立
て
ん
が
如
き
な
り
。」（
大
正
蔵
三
十
七
巻

二
六
七
頁

ｂ
）と
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
無
想
離
念
」の
難
し
さ
は
、�
い

ろ
・
か
た
ち
�
と
い
っ
た
―
「
観
」
の
拠
り
所
と
し
て
の
―
有
相
性
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
衆
生
の
「
観
想
」
が
と

も
す
れ
ば
「
是
心
是
仏
」
等
の
唯
心
的
な
そ
れ
に
陥
り
や
す
い
が
ゆ
え
と
い
う
理
解
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、『
観
経
疏
』
の
全
体
像
と
い
う
点
か
ら
は
、
後
に
「
散
善
義
」
に
お
い
て
「
上
来
定
散
両
門
の
益
を
説
く
と
雖
も
、
仏
の
本
願
の
意
を
望
ま

ん
に
は
、
衆
生
を
し
て
一
向
に
専
ら
弥
陀
仏
の
名
を
称
す
る
に
在
り
」（
大
正
蔵
三
十
七
巻

二
七
八
頁

ａ
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
『
観
経
』
理
解
が
あ

り
、
所
説
の
主
旨
は
あ
く
ま
で
も
称
名
念
仏
に
あ
る
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
て
も
お
り
、
こ
う
し
た
理
解
に
も
と
づ
い
て
法
然
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
浄
土

教
に
お
い
て
独
特
の
『
観
経
』
観
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

�
「
心
に
依
り
て
勝
行
を
起
す
に
、
門
八
万
四
千
に
余
れ
り
。
漸
頓
則
ち
お
の
お
の
所
宜
に
称
ふ
を
も
て
縁
に
随
ふ
者
則
ち
皆
解
脱
を
蒙
る
。」（
大
正
蔵
三

十
七
巻

二
四
六
頁

ｂ
）

た
だ
し
、
親
鸞
の
所
論
は
、『
観
経
疏
』
に
お
け
る
善
導
の
論
旨
と
微
妙
な
差
異
が
あ
り
、
本
論
で
ふ
れ
た
「
門
余
」
に
か
ん
す
る
理
解
は
、
善
導
に
は

み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
善
導
に
お
い
て
は
、
ま
ず
衆
生
の
器
量
不
足
（「
障
重
」）
ゆ
え
に
そ
も
そ
も
解
脱
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
釈
尊
の
「
八

万
四
千
」
の
法
門
す
べ
て
に
通
暁
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
述
べ
た
後
、『
観
経
』
に
お
い
て
阿
闍
世
の
母
で
あ
る
韋
提
希
が
浄
土
を
願
生
し
、
そ
れ

に
応
じ
て
釈
尊
が
『
観
経
』
を
説
い
た
意
味
に
ふ
れ
た
う
え
で
、
所
説
の
二
善
（「
定
善
」・「
散
善
」）
の
意
義
が
語
り
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
少
な

く
と
も
文
脈
上
は
衆
生
の
「
障
重
」
を
事
由
に
直
ち
に
二
善
の
成
就
し
が
た
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
善
導
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
釈
尊
に
よ

る『
観
経
』開
説
の
意
義
に
あ
り
、「
定
善
」・「
散
善
」を
め
ぐ
る
善
導
独
自
の
理
解
も
、
ま
ず
は
こ
こ
を
出
発
点
と
し
て
展
開
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。（「
然

親鸞における〈行〉主体の転換構造 ―龍樹・世親・曇鸞を媒介に―
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四
七



る
に
衆
生
障
り
重
く
し
て
、
悟
り
を
取
る
の
者
明
ら
め
難
し
。
教
益
多
門
な
る
べ
し
と
雖
も
、
凡
惑
遍
攬
す
る
に
由
な
し
。
た
ま
た
ま
韋
提
請
を
致
し
て
我

今
安
楽
に
往
生
せ
ん
と
楽
欲
す
、
唯
だ
願
は
く
ば
如
來
我
に
思
惟
を
教
へ
た
ま
へ
、
我
に
正
受
を
教
へ
た
ま
へ
と
い
ふ
に
よ
る
。
然
る
に
娑
婆
の
化
主
そ
の

請
に
因
る
が
故
に
即
ち
広
く
浄
土
の
要
門
を
開
く
。
安
楽
の
能
人
は
別
意
の
弘
願
を
顕
彰
す
。
そ
の
要
門
と
は
、
即
ち
こ
の
観
経
の
定
散
二
門
こ
れ
な
り
。

定
は
即
ち
慮
を
息
め
て
以
て
心
を
凝
ら
す
。
散
は
即
ち
悪
を
廃
し
て
以
て
善
を
修
す
。
こ
の
二
行
を
廻
し
て
往
生
を
求
願
せ
よ
と
な
り
」（
同
））

�

同
じ
く
善
導
（『
法
事
讃
』）
の
一
文
「
極
楽
無
為
涅
槃
界

随
縁
雑
善
恐
難
生

故
使
如
来
選
要
法

教
念
弥
陀
専
復
専
」
を
解
釈
し
た
文
章
に
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

「
随
縁
雑
善
恐
難
生
」
と
い
ふ
は
、
随
縁
は
、
衆
生
の
お
の
�
�
の
縁
に
し
た
が
て
、
お
の
�
�
の
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ
て
、
も
ろ
�
�
の
善
を
修
す
る
を
極

楽
に
回
向
す
る
な
り
、
す
な
わ
ち
八
万
四
千
の
法
門
な
り
。
こ
れ
は
み
な
自
力
の
善
根
な
る
ゆ
へ
に
、
実
報
土
に
は
む
ま
れ
ず
と
、
き
ら
わ
る
ゝ
ゆ
へ
に
、

恐
難
生
と
い
へ
り
。
恐
は
お
そ
る
と
い
ふ
、
真
の
報
土
に
雑
善
自
力
の
善
む
ま
る
と
い
ふ
こ
と
を
お
そ
る
ゝ
な
り
。
難
生
は
む
ま
れ
が
た
し
と
な
り
。
」（『
唯

信
鈔
文
意
』
第
三
巻

和
文
篇

一
七
二
―
三
頁
）

ま
た
『
一
念
多
念
文
意
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
お
お
よ
そ
八
万
四
千
の
法
門
は
、
み
な
こ
れ
浄
土
の
方
便
の
善
な
り
。
こ
れ
を
要
門
と
い
ふ
、
こ
れ
を
仮
門
と
な
づ
け
た
り
。
こ
の
要
門
・
仮
門
と
い
ふ

は
、
す
な
わ
ち
『
無
量
寿
仏
観
経
』
一
部
に
と
き
た
ま
へ
る
定
善
・
散
善
、
こ
れ
な
り
。
定
善
は
十
三
観
な
り
、
散
善
は
三
福
九
品
の
諸
善
な
り
。
こ
れ
み

な
浄
土
方
便
の
要
門
な
り
。
こ
れ
を
仮
門
と
も
い
ふ
、
こ
の
要
門
・
仮
門
よ
り
、
も
ろ
�
�
の
衆
生
を
す
ゝ
め
こ
し
ら
え
て
、
本
願
一
乗
円
融
無
碍
真
実
功

徳
大
宝
海
に
お
し
え
す
ゝ
め
い
れ
た
ま
ふ
が
ゆ
へ
に
、
よ
ろ
ず
の
自
力
の
善
業
お
ば
方
便
の
門
と
ま
ふ
す
な
り
」（『
一
念
多
念
文
意
』

第
三
巻

和
文
篇

一
四
四
―
五
頁
）

親
鸞
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
衆
生
が
そ
れ
ぞ
れ
の
機
縁
に
応
じ
て
な
す
様
々
な
修
行
は
お
し
な
べ
て
「
自
力
の
善
根
」
た
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
八
万
四
千

も
の
法
門
も
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
器
量
の
区
々
さ
に
応
じ
た
所
説
で
は
あ
る
の
だ
が
、
行
者
に
「
清
浄
真
実
の
心
」
が
欠
落
し
て
い
る
が
た
め
に
阿
弥
陀

仏
の
真
の
浄
土
で
あ
る
「
実
報
土
」
に
は
生
ま
れ
ず
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
「
化
土
」
往
生
ど
ま
り
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
修

行
・
諸
善
は
�
因
行
↓
果
徳
�
と
い
う
流
れ
に
お
い
て
、
い
わ
ば
「
化
土
」
を
収
斂
先
と
す
る
が
た
め
に
、
〈
行
〉
内
容
と
し
て
は
『
観
経
』
所
説
の
「
定
・

散
」
二
善
が
そ
れ
ら
を
象
徴
す
る
と
い
う
の
が
親
鸞
の
「
自
力
諸
善
」
を
め
ぐ
る
理
路
な
の
で
あ
る
。「
信
巻
」
に
お
け
る
引
用
「
ゆ
え
に
光
明
師
の
い
は

く
「
仏
教
多
門
に
し
て
八
万
四
千
な
り
。
ま
さ
し
く
衆
生
の
機
不
同
な
る
が
た
め
な
り
」
が
「
仮
」・「
方
便
の
仮
門
」
の
文
脈
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
も
同

様
で
あ
る
（
第
一
巻

一
五
二
頁
）。

�

第
一
巻

三
〇
八
―
九
頁
。

�

こ
の
悲
歎
は
、
か
つ
て
龍
樹
が
『
十
住
論
』
に
お
い
て
、「
易
行
」
を
説
き
出
す
に
あ
た
っ
て
、
本
来
「
利
他
」
を
旨
と
す
べ
き
菩
薩
行
者
た
ち
が
、
と

一
四
八



も
す
れ
ば
自
ら
の
成
仏
の
み
を
志
す
「
二
乗
」
へ
と
頽
落
し
か
ね
な
い
傾
向
性
を
も
つ
こ
と
を
「
菩
薩
の
死
」
と
歎
い
た
事
態
に
対
応
し
て
い
よ
う
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
註
�
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
吉
本
隆
明
氏
は
「
易
行
」
に
ふ
れ
た
文
章
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
龍
樹
か
ら
親
鸞
へ
と
至
る
「
教
理
」
上
の
思
想
継
承
の
核
心
を
的

確
に
言
い
当
て
た
文
章
と
い
え
よ
う
。

「
易
行
が
も
っ
と
も
至
難
の
道
だ
。
な
ん
と
な
れ
ば
人
間
は
〈
信
〉
よ
り
さ
き
に
、
す
ぐ
に
す
こ
し
で
も
良
い
行
い
を
と
思
い
立
っ
た
り
す
る
か
ら
だ
。
こ

の
思
い
は
、
す
こ
し
で
も
楽
な
姿
勢
を
と
い
う
思
い
と
お
な
じ
よ
う
に
、
人
間
に
つ
き
も
の
の
考
え
方
で
あ
る
。
親
鸞
は
〈
信
〉
が
な
い
と
こ
ろ
で
、
易
し

い
行
い
に
し
た
が
う
こ
と
が
、
ど
ん
な
に
難
し
い
か
を
洞
察
し
た
は
じ
め
て
の
思
想
家
で
あ
っ
た
。」（『
増
補

最
後
の
親
鸞
』

春
秋
社

一
七
一
頁
）。

�
「
そ
の
機
と
は
則
ち
一
切
善
悪
大
小
凡
愚
な
り
。
往
生
と
は
則
ち
難
思
議
往
生
な
り
（『
教
行
信
証
』
行
巻

第
一
巻

八
一
頁
）
と
い
う
用
例
が
端
的
に

示
し
て
い
る
通
り
、
こ
う
し
た
傾
向
性
を
具
え
た
「（
一
切
善
悪
大
小
）
凡
愚
」
こ
そ
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
（「
法
」）
の
対
象
た
る
「
機
」
と
し
て
、
真
の

往
生
た
る
「
難
思
議
往
生
」
を
遂
げ
る
べ
き
存
在
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

�

後
に
論
じ
る
よ
う
に
、「
観
」
の
更
新
な
い
し
「
信
」
の
再
構
築
と
い
う
主
題
に
照
ら
し
み
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
―
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
想
起
と
い
う

意
味
で
折
に
触
れ
て
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
―
「
観
」
こ
そ
が
「
信
」
を
維
持
な
い
し
深
化
せ
し
め
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

�

第
三
巻

漢
文
篇

一
四
七
―
八
頁
。

�

第
三
巻

和
文
篇

七
三
―
四
頁
。

�

こ
う
し
た
法
蔵
菩
薩
と
し
て
の
修
行
時
に
ま
つ
わ
る
清
浄
・
真
実
性
の
根
柢
に
は
、
一
切
衆
生
の
成
仏
を
期
す
る
「
大
慈
大
悲
心
」
に
由
来
す
る
「
利
他

性
」
の
問
題
が
ひ
か
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
凡
愚
」
存
在
の
不
真
実
性
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
「
自
力
の
心
」
が
「
自
利
」
へ
の
閉
塞
を
き
た
し

か
ね
な
い
点
に
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
龍
樹
の
「
菩
薩
の
死
」
に
か
ん
す
る
記
述
と
響
き
あ
っ
て
く
る
。
龍
樹
は
大
乗
菩
薩
道
の
担
い
手
た

る
行
者
が
当
初
の
志
を
見
失
っ
て
「
自
利
」
の
心
へ
と
閉
塞
し
ゆ
く
さ
ま
を
「
菩
薩
の
死
」
と
歎
い
た
の
で
あ
る
。

「
阿
惟
越
致
地
に
至
る
に
は
、
諸
の
難
行
を
行
じ
、
久
し
く
し
て
乃
ち
得
べ
き
も
、
或
ひ
は
声
聞
・
辟
支
仏
の
地
に
堕
せ
む
。
若
し
爾
ら
ば
是
れ
大
衰
患
な

り
。
…
…
〔
以
下
、『
助
道
論
』（『
菩
提
資
糧
論
』）
か
ら
の
引
用
〕
若
し
声
聞
の
地
及
び
辟
支
仏
の
地
に
堕
す
る
は
、
是
れ
を
菩
薩
の
死
と
名
づ
く
。
則
ち

一
切
の
利
を
失
す
。
若
し
地
獄
に
堕
す
も

是
の
如
き
の
畏
れ
を
生
ぜ
ず
。
若
し
二
乗
の
地
に
堕
す
れ
ば

則
ち
大
怖
畏
と
為
す
。
地
獄
の
中
に
堕
す
る
も
、

畢
竟
し
て
仏
に
至
る
こ
と
を
得
る
。
若
し
二
乗
の
地
に
堕
せ
ば
、
畢
竟
し
て
仏
道
を
遮
す
。
…
…
若
し
は
声
聞
の
地
及
び
辟
支
仏
の
地
に
お
い
て
は

ま
さ

に
大
怖
畏
を
生
ず
べ
し
。」（
大
正
蔵
二
十
六
巻

四
一
頁

ａ
）

「
声
聞
」・「
独
覚
」
は
「
難
行
」
の
―
そ
の
真
義
に
お
け
る
―
達
成
が
、「
難
」
で
あ
る
が
た
め
に
い
わ
ば
迷
路
に
陥
っ
た
あ
り
よ
う
で
、
菩
薩
た
る
も

の
が
本
来
そ
の
行
の
果
と
し
て
享
受
す
べ
き
「
一
切
の
利
」
を
失
す
る
、
と
龍
樹
は
い
う
の
で
あ
り
、
こ
の
地
点
か
ら
「
易
行
道
」
が
説
き
出
さ
れ
る
の
で
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あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
龍
樹
の
議
論
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
大
乗
菩
薩
道
と
し
て
の
浄
土
願
生
」（『
哲
学
年
報
』

六
七
輯
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�

引
用
し
た
『
浄
土
文
類
聚
抄
』
に
お
け
る
所
論
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
―
『
教
行
信
証
』
に
も
ひ
か
れ
る
（「
信
巻
」

第
一
巻

一
〇
二
頁
）
―
善
導

『
観
経
疏
』（「
散
善
義
」）
に
お
け
る
「
雑
毒
の
善
」
を
め
ぐ
る
論
議
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も
『
観
経
』
所
説
の
「
上
品
上
生
」
者
に
求
め
ら
れ

る
「
至
誠
心
」
の
あ
り
よ
う
を
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
外
、
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
、
内
、
虚
仮
を
懐
く
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
「
真
実
心
」
に
も
と
づ
い

た
業
行
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
親
鸞
は
そ
れ
を
「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
内
に
虚
仮
を
懐
い
て
」
と
訓

み
替
え
た
う
え
で
、「
至
誠
心
」
に
背
馳
し
た
衆
生
の
行
の
実
態
が
「
虚
仮
の
行
」、「
雑
毒
の
善
」
と
い
っ
た
言
葉
で
語
ら
れ
、
そ
の
�
内
外
相
違
�
せ
る

さ
ま
が
描
き
出
さ
れ
た
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
な
る
虚
仮
性
を
残
存
さ
せ
た
ま
ま
に
、
い
た
ず
ら
に
行
に
向
か
う
姿
が
、「
至
誠

心
」
に
背
く
あ
り
よ
う
と
し
て
難
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
れ
こ
そ
を
「
凡
愚
」
の
実
態
と
み
て
「
自
力
」
を
め
ぐ
る
思
惟
を
繰
り
広
げ
た
結

句
、「
真
実
心
」
そ
の
も
の
の
欠
如
に
事
の
本
質
を
み
た
が
た
め
に
、「
上
品
上
生
」
と
い
う
経
文
上
に
記
さ
れ
た
―
表
層
的
な
―
器
量
の
制
約
は
も
と
よ
り
、

『
観
経
』
を
め
ぐ
る
所
論
と
い
う
枠
組
み
を
も
越
え
て
善
導
を
受
け
と
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
、
特
に
善
導
「
散
善
義
」
の
訓
み
を
め

ぐ
っ
て
は
石
田
瑞
麿
氏
の
的
確
な
指
摘
が
あ
る
（『
注
釈
親
鸞
全
集

教
行
信
証
上
』
註
一
三
〇
（
１
）

二
四
頁
）。
ま
た
、
引
用
に
お
け
る
「
釈
の
意
を

�
ふ
に
」
に
は
善
導
の
「
二
河
白
道
喩
」
も
か
か
わ
る
点
に
か
ん
し
て
は
次
註
を
参
照
。

�

本
箇
所
が
善
導
の
「
二
河
白
道
喩
」
の
表
現
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
善
心
微
な
る
が
故
に
、
白
道
の
如
し
と
喩
ふ
。
ま
た
「
水
波
常
に
道
を
湿
す
」
と
は
、
即
ち
愛
心
常
に
起
り
て
よ
く
善
心
を
染
汚
す
る
に
喩
ふ
る
な
り
。

ま
た
「
火
焔
常
に
道
を
焼
く
」
と
は
、
即
ち
瞋
嫌
の
心
よ
く
功
徳
の
法
財
を
焼
く
に
喩
ふ
る
な
り
」
（
大
正
蔵
三
十
七
巻

二
七
三
頁

ａ

『
教
行
信
証
』

信
巻

所
引

第
一
巻

一
一
一
頁
）

ま
た
『
浄
土
文
類
聚
抄
』
に
お
い
て
こ
の
「
二
河
白
道
喩
」
を
引
用
し
た
後
に
『
能
生
清
浄
心
』
と
い
ふ
は
、
こ
れ
『
凡
夫
自
力
の
心
』
に
あ
ら
ず
。
大

悲
廻
向
の
心
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
『
清
浄
心
』
と
い
へ
り
」（
第
二
巻

漢
文
篇
一
四
九
頁
）
と
釈
し
、
阿
弥
陀
仏
の
「
清
浄
心
」
と
対
比
し
つ
つ
「
凡

夫
自
力
の
心
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
「
凡
夫
自
力
の
こ
ゝ
ろ
」
と
合
わ
せ
て
わ
ず
か
に
二
例
の
用
例
で
あ

る
が
、
親
鸞
の
衆
生
理
解
、「
自
力
」
理
解
を
窺
う
う
え
で
不
可
欠
な
鍵
概
念
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
二
河
白
道
喩
」
に
即
す
る
な
ら
ば
、「
善
心
」
の
そ
も
そ
も
の
由
来
を
問
う
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
「
仏
性
」
理
解
を
問
う
こ
と
に
も
通
じ
、
慎

重
な
議
論
を
要
す
る
が
、「
凡
愚
」
に
お
い
て
な
お
願
生
と
い
う
あ
り
よ
う
が
―
煩
悩
に
由
来
す
る
濁
り
を
伴
い
つ
つ
も
―
現
に
生
じ
る
と
い
事
態
そ
の
も

の
の
中
に
、
こ
の
「
善
心
」
の
存
在
を
み
る
こ
と
は
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
親
鸞
の
「
仏
性
」
理
解
の
基
本
線
は
次
の
引
用
に
示
さ
れ
る
通
り

で
あ
り
、
そ
う
し
た
事
態
に
比
す
る
限
り
、
今
生
の
「
善
心
」
の
存
在
は
、
所
詮
「
凡
夫
自
力
の
心
」
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
要
素
を
巻
き
込
ん
だ
形
を
措

い
て
他
に
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
―
善
導
の
譬
喩
に
即
す
る
な
ら
ば
―
あ
ら
た
め
て
「
白
道
」
を
歩
み
行
く
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
て
く
る
こ
と
は
―

一
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「
信
」
に
お
け
る
「
聞
」
の
意
義
と
し
て
―
追
っ
て
論
じ
る
通
り
で
あ
る
。

「
し
か
れ
ば
、
如
来
の
真
説
、
宗
師
の
釈
義
、
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
、
安
養
浄
刹
は
真
の
報
土
な
る
こ
と
を
顕
す
。
惑
染
の
衆
生
、
こ
こ
に
し
て
性
を
見
る
こ

と
あ
た
は
ず
。
煩
悩
に
覆
は
る
る
が
故
に
、
経
（『
涅
槃
経
』）
に
は
「
わ
れ
十
住
の
菩
薩
、
少
分
仏
、
性
を
見
る
と
説
く
」
と
言
へ
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
知

ん
ぬ
、
安
楽
仏
国
に
到
れ
ば
、
即
ち
必
ず
仏
性
を
顕
す
。
本
願
力
の
回
向
に
由
る
が
故
に
。
ま
た
経
（『
涅
槃
経
』）
に
は
「
衆
生
、
未
来
に
清
浄
の
身
を
具

足
し
て
、
荘
厳
し
て
、
仏
性
を
見
る
こ
と
を
得
」
と
言
へ
り
。」（「
真
仏
土
巻
」
第
一
巻

二
六
四
頁
）

�

行
論
上
の
混
乱
を
防
ぐ
た
め
と
、
ま
た
先
の
註
�
で
も
ふ
れ
た
善
導
『
観
経
疏
』
と
の
関
係
を
強
調
し
た
い
が
た
め
に
あ
え
て
本
論
で
は
引
か
な
か
っ
た

が
、
通
常
は
む
し
ろ
次
の
『
教
行
信
証
』（「
信
巻
」）
の
文
章
に
も
と
づ
い
て
指
摘
さ
れ
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。

「
信
楽
と
言
ふ
は
、
則
ち
こ
れ
如
来
の
満
足
大
悲
・
円
融
無
碍
の
信
心
海
な
り
。
こ
の
故
に
疑
蓋
、
間
雑
あ
る
こ
と
な
し
。
か
る
が
ゆ
へ
に
信
楽
と
名
づ
く
。

則
ち
利
他
回
向
の
至
心
を
以
て
、
信
楽
の
体
と
す
る
な
り
。
し
か
る
に
無
始
よ
り
已
来
、
一
切
群
生
海
、
無
明
海
に
流
転
し
、
諸
有
輪
に
沈
迷
し
、
衆
苦
輪

に
繋
縛
せ
ら
れ
て
、
清
浄
の
信
楽
な
し
。
法
爾
と
し
て
真
実
の
信
楽
な
し
。
こ
こ
を
以
て
無
上
功
徳
、
値
遇
し
難
く
、
最
勝
の
浄
信
、
獲
得
し
難
し
。
一
切

凡
小
、
一
切
時
の
中
に
、
貪
愛
の
心
常
に
よ
く
善
心
を
汚
し
、
瞋
憎
の
心
常
に
よ
く
法
財
を
焼
く
。
急
作
急
修
し
て
頭
燃
を
灸
う
が
ご
と
く
す
れ
ど
も
、
す

べ
て
雑
毒
・
雑
修
の
善
と
名
づ
く
。
ま
た
虚
仮
・
諂
偽
の
行
と
名
づ
く
。
真
実
の
業
と
名
づ
け
ざ
る
な
り
。
こ
の
虚
仮
・
雑
毒
の
善
を
以
て
、
無
量
光
明
土

に
生
ぜ
ん
と
と
欲
す
る
、
こ
れ
必
ず
不
可
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
、
正
し
く
如
来
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
ふ
し
時
、
三
業
の
所
修
、
乃
至
一
念
一
刹
那

も
疑
蓋
雑
は
る
こ
と
な
き
に
由
り
て
な
り
。
こ
の
心
は
則
ち
如
来
の
大
悲
心
な
る
が
ゆ
え
に
、
必
ず
報
土
の
正
定
の
因
と
な
る
。
如
来
、
苦
悩
の
群
生
海
を

悲
憐
し
て
、
無
碍
広
大
の
浄
信
を
も
っ
て
諸
有
海
に
回
施
し
た
ま
へ
り
。
こ
れ
を
利
他
真
実
の
信
心
と
名
づ
く
」（
第
一
巻

一
二
〇
―
一
頁
）

�
『
浄
土
文
類
聚
抄
』
で
は
「
信
楽
」
釈
に
先
立
つ
「
至
心
」
釈
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
ま
た
三
心
と
言
ふ
は
、
一
つ
に
は
至
心
、
こ
の
心
す
な
わ
ち
こ
れ
、
如
来
の
至
徳
円
修
満
足
真
実
の
心
な
り
。
阿
弥
陀
如
来
、
真
実
の
功
徳
を
以
て
一
切

に
回
施
し
た
ま
へ
り
、
即
ち
名
号
を
以
て
至
心
の
体
と
せ
り
。
し
か
る
に
、
十
方
衆
生
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
、
虚
仮
雑
毒
に
し
て
真
実
の
心

な
し
。
こ
こ
を
以
て
、
如
来
因
中
に
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
ふ
し
時
、
三
業
の
所
修
、
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
清
浄
真
実
の
心
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ

と
な
し
。
如
来
清
浄
の
真
心
を
も
っ
て
、
諸
有
の
衆
生
に
回
向
し
た
ま
へ
り
。」（
第
二
巻

漢
文
篇

一
四
六
頁
）

「
至
心
」
は
阿
弥
陀
仏
の
真
実
性
の
中
核
を
な
す
用
語
で
あ
る
が
、「
虚
仮
雑
毒
」
と
い
う
「
凡
愚
」
の
自
力
の
発
現
を
、
そ
う
し
た
真
実
性
の
欠
如
ゆ
え

の
事
態
と
み
る
思
惟
こ
そ
が
親
鸞
に
特
徴
的
な
の
で
あ
る
。

�

第
一
巻

一
一
六
―
七
頁
。

�

第
一
巻

一
二
七
頁
。

�
『
正
像
末
和
讃
』（
第
二
巻

和
讃
篇

一
八
〇
頁
）
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�
「
中
間
の
白
道
は
、
即
ち
貪
瞋
煩
悩
の
中
に
、
よ
く
清
浄
願
往
生
の
心
を
生
ず
る
に
喩
ふ
る
な
り
。（『
浄
土
文
類
聚
抄
』

第
三
巻
漢
文
篇
一
四
九
頁
）

�

第
三
巻

和
文
篇
一
六
七
―
八
頁
。

�
「
荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
は
偈
に
観
彼
世
界
相

勝
過
三
界
道
の
故
に
と
言
へ
り
。
こ
れ
い
か
ん
ぞ
不
思
議
な
り
や
。
凡
夫
人
の
煩
悩
成
就
せ
る
有
て
、
ま

た
か
の
浄
土
に
生
ま
る
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
三
界
繋
業
畢
竟
じ
て
牽
か
ず
。
則
ち
こ
れ
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
、
い
ず
く
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や（『
浄

土
論
註
』
大
正
蔵
四
十
巻

八
三
六
頁

ｃ

『
教
行
信
証
』「
証
巻
」
所
引

第
一
巻

二
五
〇
頁
）

�

第
三
巻
（
和
文
篇
）
一
四
七
―
八
頁
。

�

第
三
巻
（
和
文
篇
）
一
五
〇
―
一
頁
。

「
信
知
」
は
親
鸞
が
多
用
す
る
語
で
あ
る
が
、
善
導
を
媒
介
に
し
た
用
例
と
し
て
は
次
の
「
深
心
」
釈
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
二
つ
に
は
深
心
、
即
ち
こ
れ
真
実
の
信
心
な
り
。
自
身
は
こ
れ
煩
悩
具
足
せ
る
凡
夫
、
善
根
薄
少
に
し
て
三
界
に
流
転
し
て
火
宅
を
出
で
ず
と
信
知
す
」

（
第
一
巻

一
一
三
頁
）。

�
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
は
『
大
経
』
の
「
其
仏
本
願
力

聞
名
欲
往
生

皆
悉
到
彼
国

自
致
不
退
転
」
を
釈
し
て
「「
其
仏
本
願
力
」
と
い
ふ
は
、
弥
陀

の
本
願
力
と
ま
ふ
す
也
。「
聞
名
欲
往
生
」
と
い
ふ
は
、
聞
と
い
ふ
は
如
来
の
ち
か
ひ
の
御
な
を
信
ず
と
ま
ふ
す
也
。」
と
あ
る
（
第
三
巻
（
和
文
篇
）
七
六

頁
）。

�

第
一
巻

一
三
七
―
九
頁
。
な
お
、『
涅
槃
経
』
の
箇
所
は
「
化
身
土
巻
」
に
も
所
引
（
第
一
巻

三
〇
五
頁
）。

�

第
一
巻

一
三
八
―
九
頁
。

	

第
一
巻

一
三
三
頁
。




第
一
巻

二
九
〇
頁
。

�

第
二
巻
（
漢
文
篇
）

一
二
四
―
五
頁
。

�

第
二
巻
（
和
文
篇
）

一
四
四
―
五
頁
。



第
一
巻

五
―
七
頁
。

�
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
「
方
便
」
理
解
も
そ
の
端
的
な
例
で
あ
ろ
う
。

「
釈
迦
は
慈
父
・
弥
陀
は
悲
母
な
り
。
わ
れ
ら
が
ち
ゝ
は
は
、
種
種
の
方
便
を
し
て
、
無
上
の
信
心
を
ひ
ら
き
お
こ
し
た
ま
へ
る
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
。

お
ほ
よ
そ
過
去
久
遠
に
、
三
恒
河
沙
の
諸
仏
の
よ
に
い
で
た
ま
ひ
し
み
も
と
に
し
て
、
自
力
の
菩
提
心
を
お
こ
し
き
、
恒
沙
の
善
根
を
修
せ
し
に
よ
り
て
、

い
ま
願
力
に
も
う
あ
ふ
こ
と
を
え
た
り
。
他
力
の
三
信
心
を
え
た
ら
む
ひ
と
は
、
ゆ
め
�
�
余
の
善
根
を
そ
し
り
、
余
の
仏
聖
を
い
や
し
う
す
る
こ
と
な
か

れ
と
な
り
。」（
第
三
巻

和
文
篇

一
七
六
頁
）。

一
五
二



�

先
に
は
議
論
を
省
い
た
が
「
信
巻
」
に
お
い
て
�
信
楽
の
一
念
�
を
説
く
に
際
し
て
「
一
念
と
は
こ
れ
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
を
顕
し
、
広
大
難
思
の

慶
心
を
彰
す
な
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
」、
す
な
わ
ち
「
信
」
が
生
起
す
る
そ
の
瞬
間
の
あ
り
よ
う
は
、
ま
さ
に
こ
う

し
た
場
面
で
の
「
観
」
の
成
立
を
言
い
当
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

�
『
高
僧
和
讃
』
第
二
巻

和
讃
篇

八
二
頁
。
な
お
当
該
箇
所
の
出
典
は
世
親
『
浄
土
論
』
の
「
願
生
偈
」（「
正
覚
華
化
生
…
…
衆
生
所
願
楽

一
切
能

満
足
…
…
天
人
不
動
聖
衆

清
浄
智
海
生
」
大
正
蔵
二
十
六
巻

二
三
一
頁
ａ
）。

�

曇
鸞
は
次
の
よ
う
に
世
親
の
偈
頌
を
解
釈
し
、
浄
土
の
聖
衆
の
あ
り
よ
う
を
述
べ
て
い
る
が
、「
五
念
門
」
の
う
ち
の
第
四
「
観
察
門
」
に
お
け
る
「
国

土
体
相
」、
す
な
わ
ち
あ
く
ま
で
も
「
観
察
」
さ
れ
る
べ
き
浄
土
の
荘
厳
の
一
部
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
聖
衆
の
う
ち
に
「
願
生
」
の
菩
薩
を
含
意
す

る
も
の
で
は
な
い
。

「「
荘
厳
眷
属
功
徳
成
就
と
は
、
偈
に
『
如
来
浄
華
の
衆
は
、
正
覚
の
華
よ
り
化
生
す
』
と
言
へ
る
が
故
に
」
此
れ
い
か
ん
が
不
思
議
な
る
。
凡
そ
是
れ
雑

生
の
世
界
は
若
し
は
胎
、
若
し
は
卵
、
若
し
は
化
、
眷
属
若
干
に
苦
楽
万
品
な
り
。
雑
業
な
る
を
以
て
の
故
に
。
彼
の
安
楽
国
土
は
、
是
れ
阿
弥
陀
仏
如
来

の
正
覚
の
化
生
す
る
所
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
故
に
、
遠
く
通
ず
る
に
夫
れ
四
海
の
内
皆
な
兄
弟
た
り
。
眷
属
無
量
な

り
。
い
ず
く
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。」（
大
正
蔵
四
十
巻

八
三
八
頁
ａ
）

こ
こ
で
対
比
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
雑
業
」
に
も
と
づ
く
諸
制
約
に
よ
っ
て
多
様
な
生
ま
れ
方
を
し
て
い
る
他
国
土
の
衆
生
と
、「
念
仏
」
に
よ
っ
て
一

様
な
生
ま
れ
方
を
し
て
い
る
浄
土
の
聖
衆
で
あ
る
。
詳
述
は
省
く
が
、
親
鸞
の
理
解
の
独
自
性
は
こ
の
「
雑
業
」
と
「
念
仏
」
と
の
対
比
を
、「
自
力
」
と

「
他
力
」
の
対
比
と
し
て
受
け
と
め
た
点
に
あ
り
、「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
故
に
」
と
い
う
曇
鸞
の
語
句
の
引
用
も
そ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
（「
信
巻
」）。

な
お
曇
鸞
は
出
典
に
あ
た
る
「
如
来
浄
華
の
衆
は

正
覚
の
華
よ
り
化
生
す
」
と
い
う
世
親
の
句
に
つ
い
て
、
右
の
箇
所
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
を
「
荘
厳

眷
属
功
徳
成
就
」
と
解
し
、
他
国
土
に
お
け
る
衆
生
の
生
ま
れ
方
が
不
平
等
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
苦
を
受
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
建
立
し

た
浄
土
に
生
ま
れ
る
聖
衆
が
「
平
等
に
し
て
、
与
奪
に
路
な
か
ら
ん
」
こ
と
を
願
じ
た
も
の
と
み
て
い
る
（
大
正
蔵
四
十
巻

八
三
〇
頁

ｂ
）。

�

第
二
巻
（
漢
文
篇
）

一
一
三
―
四
頁
。

�

第
二
巻
（
漢
文
篇
）

一
二
五
頁
。

�
『
唯
信
鈔
文
意
』（
第
三
巻

和
文
篇

一
五
九
―
一
六
一
頁
）。

	

さ
ら
な
る
出
典
は
『
五
会
法
事
讃
』
で
あ
り
「
如
来
尊
号
甚
分
明

十
方
世
界
普
流
行

但
有
称
名
皆
得
往

観
音
勢
至
自
来
迎
」
の
部
分
を
注
釈
し
て

い
る
箇
所
で
あ
る
。



「
観
音
勢
至
自
来
迎
」
と
い
ふ
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
智
慧
の
名
号
な
れ
ば
、
こ
の
不
可
思
議
光
仏
の
御
な
を
信
受
し
て
、
憶
念
す
れ
ば
、
観
音
・
勢
至

親鸞における〈行〉主体の転換構造 ―龍樹・世親・曇鸞を媒介に―
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は
、
か
な
ら
ず
か
げ
の
か
た
ち
に
そ
え
る
が
ご
と
く
な
り
。
こ
の
無
碍
光
仏
は
、
観
音
と
あ
ら
わ
れ
、
勢
至
と
し
め
す
。
あ
る
『
経
』
に
は
、
観
音
を
宝
応

声
菩
薩
と
な
づ
け
て
、
日
天
子
と
し
め
す
。
こ
れ
は
無
明
の
黒
闇
を
は
ら
わ
し
む
。
勢
至
を
宝
吉
祥
菩
薩
と
な
づ
け
て
、
月
天
子
と
あ
ら
わ
る
。
生
死
の
長

夜
を
て
ら
し
て
、
智
慧
を
ひ
ら
か
し
め
む
と
な
り
。
自
来
迎
と
い
ふ
は
、
自
は
み
づ
か
ら
と
い
ふ
な
り
。
弥
陀
無
数
の
化
仏
・
無
数
の
化
観
音
・
化
大
勢
至

等
の
無
量
無
数
の
聖
衆
、
み
ず
か
ら
つ
ね
に
、
と
き
を
き
ら
わ
ず
、
と
こ
ろ
を
へ
だ
て
ず
、
真
実
信
心
を
え
た
る
ひ
と
に
そ
ひ
た
ま
ひ
て
、
ま
も
り
た
ま
ふ

ゆ
へ
に
、
み
づ
か
ら
と
ま
ふ
す
な
り
」（
第
三
巻

和
文
篇

一
五
八
頁
）。

な
お
、『
尊
号
真
像
銘
文
』
も
同
趣
旨
で
あ
る
。

「「
願
力
摂
得
往
生
」
と
い
ふ
は
、
大
願
業
力
摂
取
し
て
往
生
を
え
し
む
と
い
へ
る
こ
ゝ
ろ
な
り
。
す
で
に
尋
常
の
と
き
信
楽
を
え
た
る
人
と
い
ふ
な
り
。

臨
終
の
と
き
は
じ
め
て
信
楽
決
定
し
て
摂
取
に
あ
づ
か
る
も
の
に
は
あ
ら
ず
、
ひ
ご
ろ
か
の
心
光
に
摂
護
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
た
る
ゆ
へ
に
、
金
剛
心
を
え
た

る
人
は
正
定
聚
に
住
す
る
ゆ
へ
に
、
臨
終
の
と
き
に
あ
ら
ず
、
か
ね
て
尋
常
の
と
き
よ
り
つ
ね
に
摂
護
し
て
す
て
た
ま
は
ざ
れ
ば
、
摂
得
往
生
と
ま
ふ
す
な

也
。
こ
の
ゆ
へ
に
摂
生
増
上
縁
と
な
づ
く
る
也
。
ま
た
、
ま
こ
と
に
尋
常
の
と
き
よ
り
信
な
か
ら
む
人
は
、
ひ
ご
ろ
の
称
念
の
功
に
よ
り
て
、
最
後
臨
終
の

と
き
、
は
じ
め
て
善
知
識
の
す
ゝ
め
に
あ
ふ
て
、
信
心
を
え
む
と
き
願
力
摂
し
て
往
生
を
う
る
も
の
も
あ
る
べ
し
と
也
。
臨
終
の
来
迎
を
ま
つ
も
の
は
、
い

ま
だ
信
心
を
え
ぬ
も
の
な
れ
ば
、
臨
終
を
こ
ゝ
ろ
に
か
け
て
な
げ
く
な
り
」（
第
三
巻

和
文
篇

九
六
頁
）

�

引
用
箇
所
の
直
前
に
お
い
て
「
如
来
尊
号
甚
分
明
」
を
釈
す
る
箇
所
に
お
い
て
も
「
こ
の
如
来
の
尊
号
は
不
可
称
・
不
可
説
・
不
可
思
議
に
ま
し
ま
し
て
、

一
切
衆
生
を
し
て
無
上
大
般
涅
槃
に
い
た
ら
し
め
た
ま
ふ
大
慈
大
悲
の
ち
か
ひ
の
御
な
な
り
」
と
あ
る
（
第
三
巻

和
文
篇

一
五
六
頁
）。

�
「
正
定
聚
」
の
位
に
、
己
れ
の
往
生
が
そ
れ
と
定
ま
っ
た
「
自
利
」
だ
け
で
は
な
く
―
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
を
本
源
と
す
る
―
「
利
他
」
の
要
素
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
次
の
『
浄
土
文
類
聚
抄
』
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

「
聖
言
、
明
ら
か
に
知
り
ぬ
。
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萠
、
往
相
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
即
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
住
せ
し
む
。
正
定
聚
に
住
す
れ

ば
、
必
ず
滅
度
に
至
る
。
必
ず
滅
度
に
至
れ
ば
、
即
ち
こ
れ
常
楽
な
り
、
常
楽
は
即
ち
こ
れ
大
涅
槃
な
り
、
則
ち
こ
れ
利
他
教
化
地
の
果
な
り
。
こ
の
身
即

ち
こ
れ
無
為
法
身
な
り
、
無
為
法
身
即
ち
こ
れ
畢
竟
平
等
身
な
り
、
…
…
し
か
れ
ば
、
も
し
は
因
・
も
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の

回
向
成
就
し
た
ま
ふ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
有
る
こ
と
無
し
。
因
、
浄
な
る
が
故
に
、
果
ま
た
浄
な
り
。
知
る
べ
し
。」（
第
二
巻
漢
文
編

一
三
六
―
七

頁
）

�

第
二
巻

和
文
編

一
六
四
頁
。

�

時
代
は
下
る
が
、『
安
心
決
定
鈔
』
に
み
ら
れ
る
「
機
法
一
体
論
」
の
根
柢
に
流
れ
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
「
聖
衆
」
理
解
で
あ
る
。

「
往
生
論
ニ
。
如
來
浄
華
衆
正
覚
華
化
生
ト
イ
ヘ
リ
。
他
力
ノ
大
信
心
ヲ
エ
タ
ル
ヒ
ト
ヲ
。
浄
華
ノ
衆
ト
ハ
イ
フ
ナ
リ
。
コ
レ
ハ
オ
ナ
シ
ク
正
覚
ノ
ハ
ナ
ヨ

リ
生
ス
ル
ナ
リ
。
正
覚
華
ト
イ
フ
ハ
。
衆
生
ノ
往
生
ヲ
カ
ケ
モ
ノ
ニ
シ
テ
。
モ
シ
生
セ
ス
ハ
正
覚
ヲ
ト
ラ
シ
ト
。
チ
カ
ヒ
タ
マ
ヒ
シ
。
法
藏
菩
薩
ノ
。
十
方

一
五
四



衆
生
ノ
願
行
成
就
セ
シ
ト
キ
。
機
法
一
体
ノ
正
覚
成
シ
タ
マ
ヘ
ル
。
慈
悲
ノ
御
コ
コ
ロ
ノ
ア
ラ
ハ
レ
タ
マ
ヘ
ル
心
蓮
華
ヲ
。
正
覚
華
ト
ハ
イ
フ
ナ
リ
。
…
…

曇
鸞
コ
ノ
文
ヲ
。
同
一
ニ
念
仏
シ
テ
別
ノ
道
ナ
キ
カ
ユ
ヘ
ニ
ト
。
釈
シ
タ
マ
ヘ
リ
。
ト
ヲ
ク
通
ス
ル
ニ
。
四
海
ミ
ナ
兄
弟
ナ
リ
。
善
悪
機
コ
ト
ニ
。
九
品
ク

ラ
ヰ
カ
ハ
レ
ト
モ
。
ト
モ
ニ
他
力
ノ
願
行
ヲ
タ
ノ
ミ
。
オ
ナ
シ
ク
正
覚
ノ
体
ニ
帰
ス
ル
コ
ト
ハ
。
カ
ハ
ラ
サ
ル
ユ
ヘ
ニ
。
同
一
念
仏
シ
テ
別
ノ
道
ナ
キ
カ
ユ

ヘ
ニ
ト
イ
ヘ
リ
。」（
大
正
蔵
八
五
巻

九
二
五
頁

ｂ
〜
ｃ
）

�
「
選
択
本
願
念
仏
集
〈
源
空
の
集
〉
に
云
く
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
〈
往
生
の
業
は
念
仏
を
本
と
す
〉
と
。
ま
た
云
く
「
そ
れ
速
に
生
死
を
離
れ
む
と
欲
は
ば
、

二
種
の
勝
法
の
中
に
、
且
く
聖
道
門
を
閣
き
て
、
選
び
て
浄
土
門
に
入
れ
。
浄
土
門
に
入
ら
む
と
欲
は
ば
、
正
・
雑
二
業
の
中
に
、
且
く
諸
の
雑
業
を
抛
て

て
、
選
び
て
正
行
に
帰
す
べ
し
。
正
行
を
修
せ
む
と
欲
は
ば
、
正
・
助
二
業
の
中
に
、
な
ほ
助
業
を
傍
に
し
て
、
選
び
て
正
定
を
専
ら
す
べ
し
。
正
定
の
業

と
は
即
ち
こ
れ
仏
の
名
を
称
す
る
な
り
。
称
名
は
必
ず
生
を
得
。
仏
の
本
願
に
依
る
が
故
に
」
と
。」（
第
一
巻

六
七
頁
）

�

第
一
巻

六
七
頁
。

（
本
稿
は
平
成
二
十
年
度
科
研
費
補
助
金

基
盤
研
究
�

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
）
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