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諸
仏
が
浄
土
往
生
を
説
き
勧
め
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が
衆
生
を
仏
に
す
る
う
え
で
こ
の
上
な
い
手
だ
て
だ
か
ら
で
あ
り
、
「
安
楽
仏
国
」
 
 

た
る
浄
土
の
荘
儀
は
、
衆
生
の
「
身
口
意
」
に
よ
る
三
業
の
病
を
療
治
す
べ
く
設
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
親
鸞
は
右
の
引
用
に
先
立
っ
て
 
 

と
も
述
べ
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
に
満
ち
た
浄
土
に
あ
っ
て
は
衆
生
の
「
煩
悩
」
・
「
罪
障
」
が
そ
の
ま
ま
に
「
菩
提
」
・
 
 
 

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

安
楽
仏
国
に
生
ず
る
は
／
畢
寛
成
仏
の
道
路
に
て
／
無
上
の
方
便
な
り
け
れ
ば
／
諸
仏
浄
土
を
す
ゝ
め
け
り
／
諸
仏
三
業
荘
厳
し
て
 
 

（
1
）
 
／
畢
寛
平
等
な
る
こ
と
は
／
衆
生
虚
証
の
身
口
意
を
／
治
せ
ん
が
た
め
と
の
べ
た
ま
ふ
 
 

無
碍
光
の
利
益
よ
り
／
威
徳
広
大
の
信
を
え
て
／
か
な
ら
ず
煩
悩
の
こ
ほ
り
と
け
／
す
な
わ
ち
菩
提
の
水
と
な
る
／
罪
障
功
徳
の
体
 
 

（
2
）
 
 

と
な
る
／
こ
ほ
り
と
み
づ
の
ご
と
く
に
て
／
こ
ほ
り
お
お
き
に
み
づ
お
ぼ
し
／
さ
は
り
お
ほ
き
に
徳
お
ほ
し
 
 

の
浄
土
理
解
を
め
ぐ
っ
て
 
 

・
「
自
利
」
と
「
利
他
」
と
い
う
観
点
か
ら
 
 宮

 
島
 
 



「
功
徳
」
 
へ
と
転
じ
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
通
常
「
安
楽
」
さ
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
が
ち
な
イ
メ
ー
ジ
の
そ
れ
と
は
異
質
な
浄
土
理
解
 
 

が
流
れ
て
お
り
、
親
鸞
は
そ
れ
を
曇
鸞
の
思
想
の
う
ち
に
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

本
稿
は
親
鸞
を
こ
の
よ
う
な
浄
土
理
解
へ
と
導
い
た
曇
鸞
の
浄
土
思
想
に
つ
い
て
、
世
親
『
浄
土
論
』
に
関
す
る
注
釈
書
『
浄
土
論
註
』
 
 

（
以
下
、
『
論
註
』
と
略
記
）
 
の
読
解
を
通
じ
て
、
そ
の
癖
質
の
一
端
を
ぎ
ぐ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

一
「
観
象
」
行
の
対
象
と
し
て
の
浄
土
 
 
 

（
3
）
 
ま
ず
は
曇
鸞
が
『
論
註
』
 
（
「
観
察
門
」
）
 
に
お
い
て
「
観
察
」
行
の
対
象
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
浄
土
の
あ
り
さ
ま
に
着
目
し
て
み
る
。
 
 

（
4
）
 
 
曇
鸞
は
い
わ
ゆ
る
浄
土
の
荘
厳
に
つ
い
て
、
世
親
の
偽
文
（
第
五
備
前
半
）
を
解
釈
し
て
い
く
件
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

「
諸
の
珍
宝
の
性
を
備
え
て
、
妙
荘
厳
を
具
足
す
」
 
 

此
の
二
旬
は
荘
厳
種
種
事
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
も
と
何
が
故
ぞ
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
へ
る
。
あ
る
国
土
を
見
る
に
、
泥
土
を
 
 

以
て
宮
飾
と
な
し
、
木
石
を
以
て
華
観
と
な
す
。
或
は
金
を
彫
り
玉
を
績
む
れ
ど
も
、
意
願
充
た
ず
。
或
は
百
千
を
営
備
す
れ
ど
も
、
 
 

具
さ
に
辛
苦
を
受
く
。
此
を
以
て
の
故
に
大
悲
心
を
興
し
た
ま
ふ
。
願
は
く
は
我
れ
成
仏
せ
む
に
、
必
ず
珍
宝
具
足
し
、
厳
麗
自
然
に
 
 

し
て
、
有
余
に
相
ひ
忘
れ
、
自
ら
仏
道
を
得
せ
し
め
む
と
。
此
の
荘
厳
の
事
は
た
と
ひ
、
毘
首
掲
磨
が
工
、
妙
絶
と
称
す
と
も
、
思
を
 
 

積
み
想
を
喝
す
と
も
、
畳
に
能
く
取
り
て
図
ら
む
や
。
「
性
」
は
本
の
義
な
り
。
能
生
既
に
浄
し
、
所
生
蔦
ん
ぞ
不
浄
な
る
こ
と
を
得
む
。
 
 

故
に
経
に
言
は
く
、
「
其
の
心
浄
き
に
随
ひ
て
則
ち
仏
土
浄
し
」
と
。
是
の
故
に
「
諸
の
珍
宝
の
性
を
備
へ
て
、
妙
荘
厳
を
具
す
」
と
言
 
 
 

（
5
）
 
 

へ
り
。
 
 
 



曇鸞の浄土理解をめぐって   

世
親
の
偽
文
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
珍
宝
」
に
よ
っ
て
浄
土
の
荘
厳
が
具
備
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
 
 

ゆ
え
ん
を
曇
鸞
が
解
説
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
 
 
 

曇
鸞
に
ま
れ
ば
、
泥
土
や
木
石
で
設
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
金
や
宝
玉
で
飾
り
立
て
ら
れ
た
い
か
に
見
事
な
住
居
や
高
殿
と
い
え
ど
も
、
 
 

衆
生
の
願
い
を
真
に
満
た
す
に
は
至
ら
ず
、
ま
た
新
た
に
数
多
の
新
造
物
を
造
り
上
げ
た
と
こ
ろ
で
衆
生
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
 
 

苦
し
み
を
増
す
だ
け
だ
か
ら
、
「
厳
麗
自
然
に
し
て
、
有
余
に
相
ひ
忘
れ
」
る
よ
う
な
浄
土
、
す
な
わ
ち
煩
悩
の
所
為
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
 
 

な
く
自
ず
か
ら
「
仏
道
」
へ
と
誘
わ
れ
る
境
界
た
る
浄
土
の
建
立
を
思
い
立
つ
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
1
す
べ
て
の
 
 

衆
生
を
浄
土
に
往
生
せ
し
め
、
仏
た
ら
し
め
ん
と
い
う
－
そ
も
そ
も
の
阿
弥
陀
仏
の
願
意
に
も
と
づ
い
た
、
こ
の
よ
う
な
浄
土
は
、
世
俗
 
 

的
に
は
圧
倒
的
な
力
を
擁
す
る
イ
ン
ド
の
神
「
毘
首
掲
磨
」
で
あ
っ
て
も
、
文
字
通
り
思
い
至
る
こ
と
す
ら
不
可
能
な
浄
土
な
の
で
あ
り
、
 
 

そ
う
し
た
浄
土
が
本
来
的
に
具
え
る
清
浄
さ
は
、
ま
さ
に
建
立
者
た
る
阿
弥
陀
仏
自
身
の
清
浄
さ
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

つ
づ
け
て
曇
鸞
は
－
世
親
の
第
五
億
（
「
無
垢
の
光
炎
俄
に
し
て
、
明
浄
に
し
て
世
間
に
曜
く
」
）
を
釈
し
っ
つ
－
浄
土
の
光
明
（
「
無
 
 

垢
の
光
炎
」
）
 
に
つ
い
て
ふ
れ
、
そ
れ
に
比
す
れ
ば
－
「
欲
界
」
で
は
極
限
に
位
置
す
る
－
六
天
の
第
六
番
目
に
あ
る
「
他
化
自
在
天
の
 
 

金
」
で
す
ら
も
が
輝
き
を
失
う
ゆ
え
ん
に
つ
い
て
、
「
彼
の
土
の
金
光
は
垢
業
よ
り
生
ず
る
こ
と
を
絶
ち
た
ま
へ
る
が
故
に
、
清
浄
に
し
て
 
 

成
就
せ
ざ
る
こ
と
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
浄
土
の
光
明
も
ま
た
、
お
よ
そ
衆
生
が
衆
生
で
あ
る
限
り
、
そ
の
行
為
に
纏
綿
せ
 
 

ざ
る
を
え
な
い
汚
濁
 
（
「
垢
業
」
）
 
と
は
無
線
な
阿
弥
陀
仏
の
清
浄
さ
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
第
六
億
（
「
宝
性
功
徳
の
草
、
柔
軟
に
し
て
左
右
に
旋
れ
り
。
触
る
る
者
、
膠
楽
を
生
ず
る
こ
と
、
迦
栴
鄭
陀
に
過
ぎ
た
り
」
）
 
 

に
つ
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
金
や
宝
玉
に
溢
れ
て
い
て
も
衣
服
に
不
自
由
し
た
り
、
い
か
に
見
事
な
鏡
を
も
っ
て
い
て
も
敷
物
に
は
事
欠
く
よ
 
 

う
な
国
土
の
事
例
を
引
き
合
い
に
だ
し
、
衆
生
の
も
つ
 
「
身
眼
の
二
情
」
 
の
「
鉾
楯
」
を
指
摘
し
た
後
で
、
「
是
の
故
に
願
じ
て
言
は
く
、
 
 

我
が
国
土
の
人
天
を
し
て
六
情
、
水
乳
に
和
し
て
卒
に
楚
越
の
労
を
去
ら
し
め
む
と
。
所
以
に
七
宝
、
柔
軟
に
し
て
目
を
悦
ば
し
め
身
に
 
 

便
り
な
ら
む
と
」
と
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
六
骨
」
と
い
う
感
覚
・
知
覚
に
由
来
す
る
衆
生
の
諸
欲
求
が
、
そ
の
つ
ど
異
な
っ
た
対
 
 
 



象
に
即
し
た
か
た
ち
で
異
な
っ
た
満
足
を
得
る
と
い
う
不
安
定
な
あ
り
よ
う
を
脱
し
て
、
相
互
に
衝
突
し
合
う
こ
と
な
く
、
全
体
的
な
安
 
 

定
を
得
る
よ
う
な
〝
境
位
″
が
、
浄
土
の
荘
厳
の
う
ち
に
み
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
生
じ
る
「
楽
」
（
「
膠
楽
」
）
 
 

も
ま
た
、
「
法
喜
の
楽
」
、
す
な
わ
ち
仏
法
に
触
れ
て
生
じ
る
「
楽
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
曇
鸞
は
、
浄
土
の
「
池
流
泉
」
に
つ
 
 

い
て
も
－
そ
れ
ら
が
他
の
国
土
に
あ
る
と
き
に
、
往
々
に
し
て
ひ
と
び
と
を
恐
れ
お
の
の
か
せ
る
よ
う
な
－
 
大
波
や
氷
結
に
至
る
心
配
 
 

（
6
）
 
が
な
く
、
ひ
と
の
心
を
聞
か
せ
身
体
を
悦
ば
せ
る
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
で
あ
る
と
い
う
（
第
七
偽
）
。
 
 
 

ま
た
、
衆
生
の
生
存
に
直
接
的
に
関
わ
り
、
そ
の
意
味
で
も
っ
と
も
生
々
し
い
と
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
「
食
」
に
関
し
て
は
第
十
二
 
 

億
後
半
（
「
仏
法
の
昧
を
愛
楽
し
、
禅
三
昧
を
食
と
な
す
」
）
を
－
『
無
量
寿
経
』
原
典
に
も
と
づ
い
て
－
、
「
彼
の
諸
の
人
天
、
も
し
食
 
 

を
須
ゐ
る
時
、
百
昧
の
嘉
錆
羅
列
し
て
前
に
在
り
。
眼
に
色
を
見
、
鼻
に
香
を
聞
き
、
身
に
適
悦
を
受
け
て
自
然
に
飽
足
す
。
詰
り
ぬ
れ
 
 

ば
巳
に
化
し
去
り
ぬ
。
も
し
須
ゐ
む
と
す
れ
ば
、
復
た
現
ず
」
と
註
し
っ
つ
、
「
三
味
」
力
に
よ
っ
て
－
他
の
諸
欲
求
と
同
様
に
し
決
 
 

し
て
過
少
・
過
多
に
陥
る
こ
と
な
く
充
足
さ
れ
る
様
子
が
み
と
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

っ
づ
く
第
十
三
備
前
半
部
分
で
は
、
い
わ
ば
総
括
的
に
、
衆
生
が
「
悩
」
を
離
れ
て
「
楽
」
を
受
け
る
様
子
が
述
べ
ら
れ
る
。
 
 

「
永
く
身
心
の
悩
を
離
れ
て
」
楽
を
受
く
る
こ
と
常
に
し
て
間
無
し
」
 
 

此
の
二
旬
は
荘
厳
無
諸
難
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
も
と
何
が
故
ぞ
此
の
願
を
興
し
た
ま
へ
る
。
あ
る
国
土
を
見
る
に
、
或
は
朝
に
衰
 
 

寵
に
預
か
り
、
夕
に
斧
誠
に
憧
く
。
或
は
幼
に
し
て
蓬
泰
に
捨
て
ら
れ
、
長
じ
て
は
方
丈
を
列
ぬ
。
或
は
茄
を
鳴
ら
し
て
道
に
出
て
、
 
 

歴
経
し
て
還
る
こ
と
を
催
す
。
是
の
如
き
等
の
種
種
の
違
奪
あ
り
。
是
の
故
に
願
じ
て
言
は
く
、
我
が
国
土
を
し
て
安
楽
相
続
し
、
畢
 
 

竜
じ
て
間
無
か
ら
し
め
ん
と
。
「
身
悩
」
と
は
、
飢
・
渇
・
寒
・
熱
・
殺
害
等
な
り
。
「
心
悩
」
と
は
、
是
非
・
得
失
・
三
毒
等
な
り
。
 
 

（
7
）
 
是
の
故
に
「
永
く
身
心
の
悩
を
離
れ
て
、
楽
を
受
く
る
こ
と
常
に
し
て
間
無
し
」
と
言
へ
り
。
 
 
 



曇鸞の浄土理解をめぐって   

「
朝
に
・
・
」
に
始
ま
る
「
他
国
土
」
 
の
様
子
は
－
朝
に
国
王
の
寵
愛
を
受
け
た
者
が
夕
に
は
処
刑
に
お
の
の
く
・
幼
い
と
き
に
草
む
 
 

ら
に
捨
て
ら
れ
た
子
が
長
じ
て
見
事
な
食
事
を
饗
さ
れ
る
に
い
た
る
・
賑
や
か
に
家
を
出
た
者
が
喪
服
を
身
に
纏
っ
て
帰
宅
す
る
等
々
 
 

－
、
常
な
ら
ざ
る
が
ゆ
え
に
不
如
意
 
（
「
種
種
の
違
奪
」
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
存
在
と
し
て
の
衆
生
の
あ
り
さ
ま
を
端
的
に
描
き
出
す
も
 
 

の
と
 

衆
生
は
こ
の
世
に
あ
る
と
き
、
心
身
の
い
ず
れ
を
問
わ
ず
」
 
諸
事
物
・
諸
事
象
の
感
受
や
諸
行
為
の
遂
行
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
 
 

自
由
、
滞
り
、
な
い
し
不
満
足
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
衆
生
世
界
が
無
常
な
る
あ
り
よ
う
を
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
 
 

（
8
）
 
 

て
（
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
に
も
増
し
て
）
、
衆
生
そ
の
も
の
が
免
れ
が
た
く
煩
悩
を
具
え
て
い
る
が
ゆ
え
の
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、
か
か
 
 

る
在
り
よ
う
を
見
通
し
た
う
え
で
、
衆
生
が
こ
う
し
た
不
如
意
に
碍
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
確
と
仏
道
へ
と
お
も
む
く
べ
く
建
立
せ
ら
れ
 
 

た
の
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 

第
十
四
備
後
半
を
釈
し
た
段
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

「
衆
生
の
願
楽
す
る
と
こ
ろ
、
一
切
能
く
満
足
す
」
 
 

‥
・
（
中
略
）
‥
・
あ
る
国
土
を
見
る
に
、
或
は
名
高
く
、
位
重
く
し
て
、
潜
処
す
る
に
由
無
し
。
或
は
人
凡
に
、
性
郡
し
く
し
て
、
 
 

出
で
ん
こ
と
を
ね
が
ふ
に
路
な
し
。
或
は
修
短
、
業
に
繋
が
れ
て
、
制
す
る
に
己
に
在
ら
ず
、
阿
私
陀
仙
人
の
如
き
類
な
り
、
是
の
如
 
 

き
等
、
、
業
風
の
吹
く
所
と
な
り
て
、
自
在
を
得
ざ
る
こ
と
あ
り
。
是
の
故
に
願
じ
て
言
は
く
、
我
国
土
を
し
て
各
の
所
求
に
称
ひ
て
、
 
 

（
9
）
 
 

情
願
を
満
足
せ
し
め
む
と
・
・
・
（
以
下
略
）
。
 
 

諸
仏
の
荘
厳
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
浄
土
に
お
い
て
こ
そ
－
仏
に
な
ら
ん
と
す
る
衝
迫
を
と
も
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
－
、
衆
生
の
諸
欲
求
 
 

八
七
 
 
 



曇
鸞
が
浄
土
の
「
安
楽
」
さ
と
形
容
す
る
内
容
も
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
実
質
は
、
衆
生
が
こ
の
世
に
あ
る
と
き
に
思
い
描
く
で
あ
ろ
 
 

う
よ
う
な
願
望
の
成
就
・
達
成
と
は
質
を
異
に
す
る
。
 
 
 

曇
鸞
は
「
観
察
」
 
の
対
象
で
あ
る
浄
土
の
荘
厳
に
つ
い
て
ふ
れ
な
が
ら
、
そ
の
性
質
を
「
マ
ニ
宝
珠
」
と
の
対
比
に
お
い
て
次
の
よ
う
 
 

に
述
べ
て
い
る
。
 
 

（
「
情
願
」
）
 
は
「
他
国
土
」
に
あ
る
と
き
の
よ
う
な
矛
盾
・
葛
藤
を
脱
し
、
真
に
十
全
な
満
足
を
得
る
の
で
あ
る
。
 
 

国
土
体
相
と
は
。
 
 

「
云
何
ん
が
彼
の
仏
国
土
の
荘
厳
功
徳
を
観
察
す
る
。
彼
の
仏
国
土
の
荘
厳
功
徳
と
は
、
不
可
思
議
力
を
成
就
せ
る
が
故
に
、
彼
の
摩
尼
 
 

如
意
宝
の
性
の
如
く
、
相
似
相
対
の
法
な
る
が
故
な
り
」
 
 

（
中
 
 

不
可
思
議
力
と
は
、
総
じ
て
彼
の
仏
国
土
の
十
七
種
の
荘
厳
功
徳
力
、
思
議
す
る
こ
と
を
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
指
す
な
り
。
…
 
 

略
）
・
‥
「
彼
の
摩
尼
如
意
宝
の
性
の
如
く
、
相
似
相
対
」
と
は
、
彼
の
摩
尼
如
意
宝
の
性
に
借
り
て
、
安
楽
仏
土
の
不
可
思
議
の
性
 
 

を
示
す
な
り
。
諸
仏
、
入
捏
磐
の
時
、
方
便
力
を
以
て
、
砕
身
の
舎
利
を
留
め
て
以
て
衆
生
を
福
す
。
衆
生
の
福
尽
き
れ
ば
、
此
の
舎
 
 

利
、
変
じ
て
摩
尼
如
意
宝
珠
と
為
る
。
此
の
珠
、
多
く
大
海
中
に
在
り
、
大
龍
王
以
て
首
飾
と
為
す
。
若
し
転
輪
聖
王
、
世
に
出
れ
ば
、
 
 

慈
悲
方
便
を
以
て
、
能
く
此
の
珠
を
得
て
、
閣
浮
提
に
於
て
大
鏡
益
を
作
す
。
若
し
衣
服
・
飲
食
・
灯
明
・
楽
具
、
意
の
欲
す
る
所
に
 
 

随
ひ
て
種
種
の
物
を
須
ゐ
る
時
に
、
王
、
便
ち
潔
斎
し
て
珠
を
長
竿
の
頭
に
置
き
て
願
を
発
し
て
言
は
く
、
若
し
我
れ
、
実
に
是
れ
転
 
 

輪
王
な
ら
ば
、
願
は
く
は
宝
珠
、
此
の
如
き
の
物
を
雨
ら
し
て
、
若
し
は
一
里
に
偏
く
、
若
し
は
十
里
、
若
し
は
百
里
、
我
が
心
願
に
 
 

随
へ
と
。
そ
の
時
に
す
な
は
ち
、
虚
空
の
中
に
於
て
種
種
の
物
を
雨
ら
し
て
、
皆
な
須
う
る
所
に
称
ひ
て
、
天
下
の
一
切
の
人
の
願
を
 
 
 

二
 
「
安
楽
浄
土
」
 
 

ヽ
「
＼
 
ノ
ノ
 
 



曇鸞の浄土理解をめぐって  

衣
食
等
に
ま
つ
わ
る
衆
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
叶
え
る
「
マ
ニ
宝
珠
」
同
様
、
「
安
楽
仏
土
」
も
ま
た
ひ
と
び
と
の
願
い
に
応
え
る
と
 
 

い
う
面
を
も
つ
の
だ
が
、
そ
の
願
い
は
衆
生
自
ら
の
欲
求
に
則
っ
て
そ
ぁ
つ
ど
追
い
求
め
ら
 

と
は
水
準
を
異
に
す
る
「
無
上
道
の
願
」
、
す
な
わ
ち
仏
に
な
ら
ん
と
す
る
願
い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
相
似
相
対
」
と
い
 
 

う
偶
の
言
葉
の
も
と
に
、
衆
生
が
－
今
生
の
不
安
定
き
わ
ま
り
な
い
1
「
マ
ニ
宝
珠
」
的
な
欲
求
（
「
衆
生
一
身
の
身
の
願
」
）
を
脱
し
て
、
 
 

（
‖
）
 
一
切
の
欠
乏
や
憂
い
か
ら
自
由
な
境
界
を
求
め
る
べ
く
（
「
無
量
身
の
願
」
）
導
こ
う
と
し
た
仏
意
が
み
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

概
し
て
曇
鸞
は
－
『
無
量
寿
経
』
の
浄
土
描
写
に
も
依
拠
し
っ
つ
－
浄
土
の
さ
ま
ざ
ま
な
荘
厳
を
、
決
し
て
ひ
と
び
と
の
煩
悩
を
駆
り
 
 

た
て
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
仏
道
修
行
へ
と
い
ざ
な
う
に
適
し
た
諸
性
質
を
具
え
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
 
 

世
親
の
い
う
浄
土
の
荘
厳
十
七
種
の
う
ち
の
「
触
功
徳
荘
厳
成
就
」
に
つ
い
て
、
浄
土
の
宝
飾
の
「
不
思
議
」
さ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
 
 

い
る
。
 
 

満
足
す
。
此
の
宝
性
力
を
以
て
の
故
な
り
。
彼
の
豪
楽
仏
土
も
亦
た
是
の
如
し
。
安
楽
の
性
、
種
種
に
成
就
せ
る
を
以
て
の
故
に
。
「
相
 
 

似
相
対
」
と
は
、
彼
の
宝
珠
の
カ
は
、
衣
食
を
求
む
る
者
に
は
、
能
く
衣
食
等
の
物
を
雨
ら
し
て
、
求
む
る
者
の
意
に
称
ふ
。
是
れ
求
 
 

め
ざ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
彼
の
仏
土
は
則
ち
然
ら
ず
。
性
、
満
足
し
成
就
す
る
が
故
に
乏
少
す
る
所
無
し
。
片
に
彼
の
性
を
取
り
 
 

て
喩
へ
と
為
す
。
故
に
「
相
似
相
対
」
と
言
ふ
。
又
た
彼
の
宝
は
但
だ
能
く
衆
生
の
衣
食
等
の
願
を
与
へ
て
、
衆
生
の
無
上
道
の
願
を
 
 

与
ふ
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
又
た
彼
の
宝
は
但
だ
能
く
衆
生
の
一
身
の
願
を
与
へ
て
、
衆
生
の
無
量
身
の
願
を
与
ふ
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
 
 

へ
川
）
 
 

是
の
如
き
等
の
無
量
の
差
別
あ
り
。
故
に
 
「
相
似
」
と
言
へ
り
。
 
 

夫
れ
宝
の
例
は
堅
強
な
れ
ど
も
此
れ
は
柔
軟
な
り
。
触
楽
し
て
応
に
著
す
べ
し
。
而
る
に
此
れ
は
道
を
増
す
。
事
、
愛
作
に
同
じ
。
何
 
 

八
九
 
 
 



以
上
、
主
に
「
観
察
」
 
の
対
象
で
あ
る
浄
土
の
荘
厳
と
い
う
面
か
ら
、
曇
鸞
独
自
の
浄
土
理
解
を
み
て
き
た
が
、
わ
け
て
も
そ
の
特
徴
 
 

は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
具
わ
る
「
安
楽
」
さ
が
衆
生
を
此
岸
に
あ
る
と
き
の
諸
制
約
か
ら
解
き
放
ち
、
仏
行
へ
と
導
く
と
い
う
点
に
あ
っ
 
 

た
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
」
 
こ
れ
ら
は
曇
鸞
の
い
わ
ゆ
る
「
五
念
門
」
解
釈
か
ら
す
れ
ば
－
あ
く
ま
で
も
「
観
察
」
行
に
ま
つ
わ
る
以
上
は
」
1
 
 
さ
 
 

し
あ
た
り
は
衆
生
の
↓
自
利
」
行
に
か
か
わ
る
側
面
に
お
い
て
窺
わ
れ
る
浄
土
理
解
で
あ
る
が
、
他
方
、
「
利
他
」
行
と
い
う
観
点
か
ら
浄
 
 

土
に
こ
め
ら
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
思
い
に
つ
い
て
も
曇
鸞
は
特
徴
的
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
 
 
 

ぞ
思
議
す
べ
き
や
。
菩
薩
あ
り
、
愛
作
と
字
く
。
形
容
端
正
に
し
て
、
人
の
染
著
を
生
ず
。
経
に
言
ふ
、
之
れ
に
染
ま
る
者
、
或
は
天
 
 

（
1
2
）
 
 
 

上
に
生
じ
、
或
は
菩
提
心
を
発
す
と
。
 
 

（
1
3
）
 
 
 

浄
土
の
荘
厳
を
な
す
宝
飾
は
－
こ
の
世
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
「
柔
軟
」
 
で
あ
り
－
た
と
え
そ
れ
に
ひ
と
が
執
着
の
思
い
を
お
こ
そ
 
 

う
と
も
、
決
し
て
対
象
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
思
い
が
そ
の
ま
ま
仏
道
へ
と
連
な
っ
て
い
く
よ
う
な
、
そ
う
し
た
不
思
議
な
 
 

対
象
物
と
と
ら
え
ら
れ
、
端
正
ゆ
え
に
執
心
を
引
き
起
こ
し
な
が
ら
も
ひ
と
を
天
あ
る
い
は
発
菩
提
心
へ
と
誘
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
「
愛
 
 

作
」
 
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
一
般
に
浄
土
の
荘
厳
は
「
浄
明
な
る
鏡
の
如
く
、
十
方
国
土
の
浄
積
の
諸
相
、
善
悪
の
業
緑
」
を
映
し
だ
し
、
善
を
心
が
け
、
悪
 
 

（
1
4
）
 
 

を
避
け
よ
う
と
す
る
「
探
揚
不
及
の
情
」
を
衆
生
に
生
じ
さ
せ
る
の
だ
と
も
い
う
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
の
 
「
安
楽
」
さ
は
、
衆
生
が
煩
悩
 
 

の
所
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
か
ね
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
煩
い
か
ら
自
由
な
境
位
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
自
由
な
境
位
が
そ
 
 

の
ま
ま
発
心
・
開
法
・
仏
行
へ
と
、
ひ
い
て
は
仏
道
の
成
就
へ
と
接
続
し
て
い
る
よ
う
な
－
仏
の
 
「
功
徳
」
に
も
と
づ
く
が
ゆ
え
に
－
不
 
 

（
1
5
）
 
 

可
思
議
な
あ
り
よ
う
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
 

三
 
「
利
他
」
行
と
い
う
観
点
か
ら
－
「
還
相
」
廻
向
－
 
 



曇鸞の浄土理解をめぐって   

曇
鸞
は
第
二
十
偶
に
よ
せ
て
、
他
国
土
の
 
「
小
菩
薩
」
た
ち
が
行
い
う
る
利
他
行
の
範
囲
が
空
間
的
制
約
を
受
け
て
い
た
り
、
あ
る
い
 
 

は
「
声
聞
・
人
・
天
」
ら
の
存
在
に
よ
る
利
他
行
に
限
定
さ
れ
て
い
る
様
子
を
述
べ
、
ま
た
第
二
十
一
偏
に
よ
せ
て
、
他
国
土
の
 
「
聖
衆
」
 
 

が
、
「
一
念
」
と
い
う
ご
く
僅
か
の
時
間
に
す
べ
て
の
衆
生
を
教
化
し
え
ず
、
そ
の
利
他
行
に
お
い
て
不
如
意
で
あ
る
様
子
を
述
べ
て
い
る
。
 
 

「
無
垢
の
荘
厳
の
光
、
一
念
及
び
一
時
に
普
く
諸
の
仏
の
会
を
照
ら
し
、
諸
の
群
生
を
利
益
す
」
 
 

仏
も
と
何
が
故
ぞ
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
へ
る
。
あ
る
如
来
の
春
属
を
見
る
に
、
他
方
の
無
量
の
諸
仏
を
供
養
せ
む
と
欲
し
、
或
は
 
 

無
量
の
衆
生
を
教
化
せ
む
と
欲
す
る
に
、
此
に
没
し
彼
に
出
で
て
、
南
を
先
に
し
北
を
後
に
す
。
一
念
一
時
を
以
て
光
を
放
ち
普
く
照
 
 
 

「
安
楽
国
は
清
浄
に
し
て
、
常
に
無
垢
輪
を
転
ず
。
化
仏
菩
薩
の
日
は
、
須
弥
の
住
持
す
る
が
如
し
」
 
 

仏
も
と
何
が
故
ぞ
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
へ
る
。
あ
る
仏
土
を
見
る
に
、
但
だ
是
れ
小
菩
薩
の
み
に
し
て
、
十
方
世
界
に
於
て
広
く
 
 

仏
事
を
作
す
こ
と
あ
た
は
ず
。
或
は
但
だ
声
聞
・
人
天
の
み
に
し
て
利
す
る
所
、
狭
小
な
り
。
是
の
故
に
、
願
を
興
し
た
ま
へ
り
。
願
 
 

は
く
は
我
が
国
中
に
無
量
の
大
菩
薩
衆
あ
り
て
、
本
処
を
動
ぜ
ず
し
て
遍
く
十
方
に
至
り
て
、
種
種
に
応
化
し
て
1
 
実
の
如
く
修
行
し
 
 

て
、
常
に
仏
事
を
作
さ
む
と
。
誓
へ
ば
日
の
天
上
に
あ
り
て
、
影
、
百
川
に
現
ず
る
が
如
し
。
日
あ
に
来
ら
む
や
、
あ
に
釆
た
ら
ざ
ら
 
 

む
や
。
大
集
経
に
言
ふ
が
如
し
。
讐
へ
ば
人
あ
り
て
、
善
く
堤
塘
を
治
し
て
、
其
の
所
宜
を
量
り
て
、
水
を
放
つ
時
に
及
び
て
、
心
力
 
 

を
加
へ
ざ
る
が
如
く
、
菩
薩
も
亦
た
是
の
如
し
。
先
す
一
切
諸
仏
及
び
衆
生
の
供
養
す
べ
く
、
教
化
す
べ
き
種
種
の
堤
塘
を
治
し
て
、
 
 

三
味
に
入
る
に
及
び
、
身
心
動
ぜ
ず
、
実
の
如
く
修
行
し
て
、
常
に
仏
事
を
作
す
と
。
「
実
の
如
く
修
行
す
」
と
は
、
常
に
修
行
す
と
錐
 
 

も
、
実
に
は
修
行
す
る
所
な
き
な
り
。
是
の
故
に
「
安
楽
国
は
清
浄
に
し
て
、
常
に
無
垢
輪
を
転
ず
っ
化
仏
菩
薩
の
日
は
、
須
弥
の
住
 
 

（
1
6
）
 
 

持
す
る
か
如
し
」
と
言
へ
り
。
 
 



さ
ら
に
は
第
二
十
三
偽
を
釈
し
っ
つ
、
「
但
だ
有
仏
の
国
土
の
修
行
を
楽
っ
て
、
慈
悲
堅
牢
の
心
」
な
き
「
軟
心
の
菩
薩
」
と
の
対
比
に
 
 

お
い
て
、
浄
土
の
菩
薩
が
み
な
「
慈
悲
・
勇
猛
・
堅
固
」
 
の
志
を
も
っ
て
－
清
浄
な
る
浄
土
に
居
留
ま
る
こ
と
な
く
－
、
三
宝
な
き
他
の
 
 

（
1
8
）
 
衆
生
世
界
に
お
も
む
い
て
、
仏
漕
を
説
き
示
す
べ
き
こ
と
を
阿
弥
陀
仏
の
願
が
誓
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
は
、
ち
ょ
う
ど
「
自
利
」
行
に
お
け
る
場
合
と
パ
ラ
レ
ル
雪
 
「
利
他
」
行
も
ま
た
量
・
質
の
両
面
に
お
い
て
－
す
な
わ
ち
、
 
 

所
定
の
行
を
成
し
遂
げ
る
上
で
直
接
的
な
制
約
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
行
に
対
す
る
そ
も
そ
も
の
志
と
い
う
点
に
お
い
て
 
 

も
－
不
十
分
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
「
他
国
土
」
の
あ
り
さ
ま
に
鑑
み
て
、
十
全
な
「
利
他
」
行
が
成
就
さ
れ
る
べ
く
浄
土
 
 

を
建
立
し
た
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
の
い
わ
れ
を
語
る
も
の
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
「
廻
向
」
と
い
う
観
点
か
ら
は
「
解
義
分
」
 
の
四
十
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

「
云
何
ん
が
廻
向
す
る
。
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
、
心
に
常
に
作
願
す
る
な
り
。
廻
向
を
首
と
な
し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
 
 

こ
と
を
得
る
か
故
に
。
」
 
 

廻
向
に
二
種
の
相
有
り
。
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相
な
り
。
往
相
と
は
、
己
が
功
徳
を
以
て
一
切
衆
生
に
廻
施
し
て
、
共
に
彼
の
阿
 
 

弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
む
と
作
願
す
る
な
り
。
還
相
と
は
、
彼
の
土
に
生
ま
れ
巳
り
て
、
奮
摩
他
見
婆
合
那
を
得
て
、
方
便
 
 

力
、
成
就
し
ぬ
れ
ば
、
生
死
桐
林
に
廻
入
し
、
一
切
の
衆
生
を
教
化
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
か
ふ
。
若
し
は
往
、
若
し
は
還
、
皆
な
衆
 
 

生
を
抜
き
て
生
死
海
を
渡
さ
ん
が
た
め
な
り
。
是
の
故
に
「
廻
向
を
首
と
な
し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
る
が
故
に
」
と
言
 
 
 

ら
し
、
遍
く
十
方
世
界
に
至
り
て
衆
生
を
教
化
す
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
出
没
前
後
の
相
あ
る
が
故
に
。
是
の
故
に
、
願
を
興
し
た
ま
へ
 
 

り
。
願
は
く
は
我
が
仏
土
の
諸
の
大
菩
薩
、
一
念
の
時
頃
に
於
て
、
遍
く
十
方
に
至
り
て
種
種
の
仏
事
を
作
さ
む
と
。
是
の
故
に
、
「
無
 
 

（
1
7
）
 
 

垢
の
荘
厳
の
光
、
一
念
及
び
一
時
に
普
く
諸
の
仏
の
会
を
照
ら
し
、
諸
の
群
生
を
利
益
す
」
と
言
へ
り
。
 
 



曇鸞の浄土理解をめぐって   

す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
は
自
ら
の
往
生
に
か
か
わ
る
「
自
利
」
行
と
、
他
の
衆
生
を
仏
へ
と
い
ざ
な
う
「
利
他
」
行
と
に
は
一
応
の
区
 
 

別
立
て
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
あ
る
の
だ
が
、
真
に
浄
土
の
行
た
る
た
め
に
は
、
お
の
お
の
が
「
廻
向
」
行
と
し
て
「
往
相
」
と
 
 

（
2
0
）
 
 

「
還
相
」
と
い
う
±
一
種
の
相
」
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
曇
鸞
は
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
相
の
「
廻
向
」
行
は
、
「
還
相
」
に
先
立
 
 

つ
 
「
往
相
」
 
の
う
ち
に
す
で
に
「
己
が
功
徳
を
以
て
一
切
衆
生
に
廻
施
し
て
、
共
に
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
む
と
作
願
 
 

す
る
」
と
い
う
内
容
を
含
み
、
ま
た
「
還
相
」
が
「
一
切
の
衆
生
を
教
化
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
か
ふ
」
と
い
う
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
 
 

以
上
、
元
来
「
大
悲
心
」
と
い
う
真
の
慈
悲
心
を
核
と
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
相
補
・
相
即
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
 
 

味
に
お
い
て
「
廻
向
」
と
は
、
す
べ
て
の
衆
生
を
仏
に
す
る
べ
く
浄
土
を
建
立
し
た
阿
弥
陀
仏
の
願
い
に
即
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
行
の
 
 

（
2
1
）
 
 

か
た
ち
な
の
で
あ
る
。
解
義
分
に
お
い
て
曇
鸞
は
い
う
「
凡
そ
是
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
 
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 

（
2
2
）
 
 

は
、
皆
な
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
拠
る
が
故
な
り
」
と
。
 
 

如
上
の
よ
う
に
曇
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
の
真
意
を
、
「
自
利
」
・
「
利
他
」
を
貫
通
す
る
「
大
悲
心
」
 
の
成
就
・
徹
底
に
み
る
の
で
あ
 
 

る
が
、
そ
の
一
方
で
浄
土
往
生
を
「
無
生
の
生
」
と
捉
え
る
独
自
の
視
点
を
も
っ
て
む
お
り
し
そ
の
理
解
は
次
の
文
章
に
集
約
さ
れ
て
い
 
 

る
。
 
 

第
一
義
諦
に
入
る
と
は
。
 
 

「
彼
の
無
量
寿
仏
国
土
の
荘
厳
は
第
一
義
諦
と
妙
境
界
相
の
十
六
句
な
り
。
一
旬
を
及
ぼ
し
て
次
第
し
て
説
け
り
。
知
る
べ
し
」
 
 
 

（
1
9
）
 
 

へ
り
。
 
 

四
 
「
法
性
」
そ
の
も
の
と
し
て
の
浄
土
 
 



世
親
の
文
－
阿
弥
陀
仏
の
建
立
し
た
浄
土
は
、
仏
の
覚
づ
た
無
性
・
空
の
真
理
そ
の
む
の
 
（
「
第
一
義
諦
」
）
 
が
顕
現
し
た
も
の
で
あ
る
 
 

か
ら
、
そ
の
諸
相
を
「
観
察
」
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
仏
へ
と
至
る
道
筋
に
な
っ
て
い
る
－
を
受
け
て
、
曇
鸞
は
、
し
た
が
っ
て
観
の
対
 
 

象
た
る
浄
土
の
荘
厳
は
、
衆
生
が
生
死
を
繰
り
返
す
舞
台
た
る
い
わ
ゆ
る
六
道
輪
廻
界
（
「
三
有
虚
妄
の
生
」
）
と
は
ま
っ
た
く
そ
の
性
質
 
 

を
異
に
す
る
の
で
あ
り
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
そ
の
「
観
察
」
行
を
全
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
、
「
無
生
の
生
」
す
な
 
 

わ
ち
清
浄
な
る
さ
と
り
そ
の
も
の
の
世
界
へ
と
至
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
曇
鸞
が
世
親
の
 
「
五
念
門
」
 
の
行
の
な
か
で
 
 

（
2
4
）
 
 

も
と
り
わ
け
こ
の
「
観
察
」
門
を
重
要
視
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
曇
鸞
は
、
こ
の
「
無
生
の
生
」
を
得
ず
し
て
は
「
無
為
能
 
 

為
の
身
」
と
い
う
自
在
に
衆
生
を
救
い
う
る
力
を
獲
得
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
－
「
三
空
不
空
」
と
い
う
ま
や
か
し
の
 
 

空
の
境
地
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
あ
り
よ
う
と
も
引
き
比
べ
つ
つ
－
付
け
加
え
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
浄
土
往
生
が
「
無
生
の
生
」
で
あ
る
 
 
 

「
第
一
義
諦
」
と
は
仏
の
由
縁
法
な
り
。
此
の
諦
は
是
れ
境
の
義
な
り
。
是
の
故
に
、
荘
厳
等
の
十
六
旬
、
称
し
て
妙
境
界
相
と
な
す
。
 
 

此
の
義
、
入
一
法
旬
の
文
に
至
り
て
、
ま
さ
に
更
に
解
釈
す
べ
し
。
「
及
び
一
句
次
第
」
と
は
、
謂
わ
く
器
浄
等
を
観
ず
る
な
り
。
総
と
 
 

別
と
の
十
七
句
は
親
行
の
次
第
な
り
。
 
 

云
何
ん
が
起
次
す
。
建
の
章
に
「
帰
命
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」
と
言
へ
り
。
此
の
中
に
疑
あ
り
。
疑
ひ
て
言
は
く
、
生
は
有
の
、
 
 

衆
累
の
元
た
り
。
生
を
棄
て
て
生
を
願
ず
、
生
、
何
ぞ
尽
く
べ
け
む
や
と
。
此
の
疑
を
釈
せ
む
が
た
め
に
、
是
の
故
に
、
彼
の
浄
土
の
 
 

荘
厳
功
徳
成
就
を
観
ず
。
彼
の
浄
土
は
、
是
れ
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
本
腰
の
無
生
の
生
に
し
て
、
三
有
虚
妄
の
生
の
如
き
に
は
非
る
こ
 
 

と
せ
明
か
す
な
り
。
何
を
以
て
か
こ
れ
を
言
ふ
。
夫
れ
法
性
清
浄
に
し
て
、
畢
寛
無
生
な
り
。
生
と
言
ふ
は
、
是
れ
得
生
の
者
の
情
な
 
 

ら
む
の
み
。
生
、
筍
に
無
生
な
れ
ば
、
生
、
何
ぞ
尽
く
る
所
あ
ら
む
。
夫
の
生
を
尽
す
者
は
、
上
は
無
為
能
為
の
身
を
失
ひ
、
下
は
三
 
 

空
不
空
の
瘡
に
よ
は
む
。
根
敗
、
永
く
亡
じ
て
、
号
す
る
こ
と
三
千
に
振
ひ
、
。
無
反
無
復
、
こ
こ
に
於
て
恥
を
招
く
。
夫
の
生
の
理
を
 
 

（
2
3
）
 
体
す
る
、
こ
れ
を
浄
土
と
謂
ふ
。
・
浄
土
の
宅
は
、
謂
は
所
る
十
七
旬
、
是
れ
な
り
。
 
 



曇鸞の浄土理解をめぐって  

こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
な
お
ざ
り
で
ひ
と
り
よ
が
り
な
も
の
に
な
り
が
ち
な
衆
生
の
利
他
活
動
を
滞
り
な
く
全
う
す
る
上
で
も
不
可
欠
で
 
 

あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

も
っ
と
も
、
曇
鸞
が
こ
う
し
た
「
観
察
」
行
そ
れ
自
体
の
力
に
よ
っ
て
「
無
生
の
生
」
た
る
往
生
が
可
能
に
な
る
と
み
な
し
て
い
た
訳
 
 

で
は
な
い
点
は
、
い
わ
ゆ
る
「
浄
摩
尼
珠
」
や
「
氷
上
燃
火
」
 
の
誓
え
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 

よ
し
ん
ば
、
浄
土
行
者
の
最
下
位
に
位
置
す
る
「
下
下
品
」
の
凡
夫
が
、
－
真
の
浄
土
往
生
が
「
無
生
の
生
」
た
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
 
 

ず
－
世
俗
の
生
に
ま
つ
わ
る
濁
り
を
か
か
え
た
ま
ま
に
念
仏
往
生
を
願
う
よ
り
他
に
手
だ
て
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
濁
心
」
の
 
 

中
に
投
じ
ら
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
名
号
は
、
そ
の
「
至
極
無
生
の
清
浄
」
さ
ゆ
え
に
、
凡
夫
を
「
無
生
の
生
」
た
る
浄
土
へ
と
い
ざ
な
い
、
 
 
 

間
ふ
て
日
く
、
上
に
は
生
は
無
生
な
り
と
知
る
と
言
ふ
は
、
当
に
是
れ
上
品
生
の
者
な
る
べ
し
。
若
し
下
下
品
の
人
の
十
念
に
乗
じ
て
 
 

往
生
す
る
は
、
あ
に
実
の
生
を
取
る
に
非
ず
や
。
但
だ
実
の
生
を
取
ら
ば
即
ち
二
執
に
堕
し
な
む
。
一
に
は
、
恐
ら
く
は
往
生
を
得
ず
。
 
 

二
に
は
恐
ら
く
は
更
に
生
の
惑
ひ
を
生
ぜ
む
。
答
ふ
。
讐
へ
ば
、
浄
摩
尼
珠
、
こ
れ
を
濁
水
に
置
け
ば
水
即
ち
清
浄
な
る
が
如
し
。
若
 
 

彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
至
極
無
生
の
清
浄
の
宝
珠
の
名
号
を
聞
き
て
、
こ
れ
を
濁
心
に
投
ず
れ
 
 

し
人
、
無
量
生
死
の
罪
濁
あ
り
と
維
も
、
 
 

ば
、
念
念
の
中
に
罪
滅
し
、
心
浄
く
し
て
即
ち
往
生
を
得
。
又
た
是
れ
摩
尼
珠
を
玄
黄
の
幣
を
以
て
裏
み
て
、
こ
れ
を
水
に
投
ず
れ
ば
、
 
 

水
即
ち
玄
黄
に
し
て
、
一
な
る
こ
と
物
の
色
の
如
し
。
彼
の
清
浄
仏
土
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
無
上
の
宝
珠
あ
り
。
無
量
荘
厳
功
徳
嵐
就
 
 

の
畠
を
以
て
裏
み
て
、
こ
れ
を
往
生
す
る
所
の
者
の
心
水
に
投
ず
る
に
、
あ
に
生
見
を
転
じ
て
、
無
生
の
智
と
な
す
こ
と
能
は
ぎ
ら
む
 
 

や
？
又
た
氷
上
に
火
を
燃
す
に
、
火
猛
け
れ
ば
則
ち
氷
解
け
、
氷
解
け
れ
ば
則
ち
火
滅
す
る
が
如
し
。
彼
の
下
品
の
人
、
法
性
無
生
を
 
 

知
ら
ず
と
錐
も
、
但
だ
仏
名
を
称
す
る
力
を
以
て
、
往
生
の
意
を
作
し
て
彼
の
土
に
生
ぜ
む
と
願
ず
れ
ば
、
彼
の
土
は
是
れ
、
無
生
の
 
 

（
2
5
）
 
界
な
れ
ば
、
見
生
の
火
、
自
然
に
滅
す
る
な
り
。
 
 



実
な
る
生
へ
の
と
ら
わ
れ
は
消
滅
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
「
解
義
分
」
に
お
い
て
－
『
観
経
』
第
九
「
真
身
観
」
に
即
し
っ
つ
ー
、
『
浄
土
論
』
の
「
身
業
功
徳
荘
厳
成
就
」
を
釈
し
て
曇
鸞
 
 

は
い
う
。
 
 

凡
夫
の
衆
生
は
、
身
口
意
の
三
業
を
以
て
、
罪
を
造
り
て
、
主
界
に
輪
転
し
て
、
窮
ま
り
巳
む
こ
と
有
る
こ
と
無
し
。
是
の
故
に
、
諸
 
 

仏
菩
薩
、
身
口
意
の
三
業
を
荘
厳
し
て
、
用
て
衆
生
の
虚
証
の
三
業
を
治
す
る
也
。
 
 

云
何
が
用
て
治
す
。
衆
生
、
身
見
を
以
て
の
故
に
、
三
塗
身
・
卑
賎
身
・
醜
随
身
・
八
難
身
・
流
転
身
を
受
く
。
是
の
如
き
等
の
衆
生
、
 
 

阿
弥
陀
如
来
の
相
好
光
明
身
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
上
の
如
き
の
種
種
の
身
業
の
繋
縛
、
皆
な
解
脱
を
得
て
、
如
来
の
家
に
入
り
て
、
 
 

畢
尭
じ
て
平
等
の
身
業
を
得
。
 
 

衆
生
腐
慢
を
以
て
の
故
に
、
正
法
を
誹
誇
し
、
賢
聖
を
毀
此
口
し
、
尊
長
を
摘
庫
す
（
尊
と
は
君
・
父
・
師
な
り
。
長
と
は
有
徳
の
人
お
 
 

よ
び
兄
薬
な
り
）
。
是
の
如
き
の
人
、
応
に
抜
舌
の
苦
・
梧
痘
の
苦
・
言
教
不
行
の
苦
・
無
名
聞
の
苦
を
受
く
べ
し
。
是
の
如
き
等
の
種
 
 

種
の
諸
苦
の
衆
生
、
阿
弥
陀
如
来
の
至
徳
の
名
号
、
説
法
の
音
声
を
聞
け
ば
、
上
の
如
き
の
種
種
の
口
業
の
繋
縛
、
皆
な
解
脱
を
得
て
、
 
 

如
来
の
家
に
入
り
て
、
畢
蒐
じ
て
平
等
の
口
業
を
得
。
 
 

衆
生
、
邪
見
を
以
て
の
故
に
、
心
に
分
別
を
生
ず
。
若
し
は
有
、
若
し
は
無
、
若
し
は
非
、
若
し
は
是
、
著
し
は
好
、
若
し
は
醜
、
若
 
 

し
は
善
、
若
し
は
悪
、
若
し
は
彼
、
若
し
は
此
、
是
の
如
き
等
の
種
種
の
分
別
あ
り
。
分
別
を
以
て
の
故
に
、
長
く
三
有
に
冷
ん
で
、
 
 

種
種
の
分
別
の
苦
、
取
捨
の
苦
を
受
け
、
長
く
大
夜
に
寝
ね
て
、
出
る
期
あ
る
こ
と
無
し
。
是
の
衆
生
、
若
し
阿
弥
陀
如
来
の
平
等
の
 
 

光
照
に
遇
ひ
、
若
し
は
阿
弥
陀
如
来
の
平
等
の
意
業
を
聞
け
ば
、
是
等
の
衆
生
、
上
の
如
き
の
種
種
の
意
業
の
繋
縛
、
皆
な
解
脱
を
得
 
 

（
2
6
）
 
て
、
如
来
の
家
に
入
り
て
、
畢
寛
じ
て
平
等
の
意
業
を
得
る
。
 
 
 



曇鸞の浄土理解をめぐって   

こ
こ
で
は
、
「
凡
夫
」
を
「
身
口
意
の
三
業
」
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
「
罪
」
に
縛
ら
れ
た
存
在
と
し
た
う
え
で
、
「
諸
仏
菩
薩
」
が
自
ら
 
 

の
 
「
三
業
」
 
の
「
荘
厳
」
で
も
っ
て
、
そ
の
 
「
罪
」
を
治
す
る
さ
ま
が
語
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

続
く
三
つ
の
段
落
で
は
、
「
身
」
、
「
口
」
、
「
意
」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
業
」
に
も
と
づ
く
「
凡
夫
」
の
あ
り
さ
ま
が
描
き
だ
さ
れ
た
上
で
、
本
 
 

来
な
ら
ば
こ
の
よ
う
に
流
転
輪
廻
に
よ
る
受
苦
が
必
定
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
、
い
ず
れ
も
が
1
「
相
好
光
明
身
を
見
」
、
「
名
号
、
説
法
 
 

の
音
声
を
聞
」
き
、
「
平
等
の
光
照
に
遇
」
 
い
・
「
平
等
の
意
業
を
聞
」
く
と
い
う
と
い
う
仕
方
で
－
阿
弥
陀
仏
の
「
功
徳
荘
厳
」
に
摂
せ
 
 

（
2
7
）
 
 

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
繋
縛
を
脱
し
て
「
解
脱
」
 
へ
と
導
か
れ
る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
衆
生
の
 
「
口
業
」
 
に
ち
な
 
 

ん
で
「
誹
藷
正
法
・
毀
此
口
聖
賢
・
指
庫
尊
長
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
五
逆
・
語
法
」
 
の
内
容
が
も
り
込
ま
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
 
 

曇
鸞
に
お
い
て
「
語
法
」
と
は
「
若
し
仏
無
く
仏
の
法
無
く
菩
薩
無
く
、
菩
薩
の
法
無
し
と
言
は
む
。
是
の
如
き
等
の
見
、
若
し
は
心
に
 
 

白
か
ら
解
し
、
若
し
は
他
に
従
ひ
て
受
け
、
其
の
心
、
決
定
せ
る
を
皆
な
正
法
を
誹
諾
す
る
」
と
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
－
一
見
「
軽
 
 

罪
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
－
「
五
逆
」
の
根
底
に
も
ま
た
「
語
法
」
の
罪
が
ひ
そ
む
と
い
う
（
「
五
逆
罪
は
正
法
な
き
よ
り
生
ず
」
）
。
曇
鸞
 
 

が
こ
れ
ら
の
衆
生
が
往
生
後
も
な
お
－
「
十
二
大
劫
」
も
の
長
き
に
わ
七
っ
て
ー
そ
の
「
罪
」
を
償
う
べ
く
「
蓮
華
」
の
内
に
閉
じ
こ
め
 
 

（
2
8
）
 
 

ら
れ
る
の
だ
と
み
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
曇
鸞
の
「
無
生
の
生
」
と
い
う
思
想
は
、
「
利
他
」
行
の
貫
徹
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
阿
弥
陀
仏
の
名
号
そ
 
 

の
も
の
に
具
わ
る
「
功
徳
」
性
に
対
す
る
＜
信
＞
を
喚
び
起
こ
し
も
し
で
く
る
の
で
あ
る
。
 
 

と
こ
ろ
で
曇
鸞
の
浄
土
理
解
は
、
い
わ
ゆ
る
「
広
略
相
入
」
 
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
。
 
 
 

五
 
「
広
略
相
入
」
 
の
問
題
 
 



す
な
わ
ち
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
浄
土
の
荘
厳
の
み
な
ら
ず
、
仏
・
菩
薩
の
身
も
ま
た
「
法
性
法
身
」
と
い
う
窮
極
の
存
在
か
ら
生
じ
た
 
 

「
方
便
」
で
あ
り
、
こ
の
二
種
の
「
法
身
」
が
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
充
分
に
わ
き
ま
え
る
こ
と
な
く
し
て
は
自
利
行
も
利
他
 
 

行
も
成
就
し
え
な
い
、
と
一
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
曇
鸞
は
、
い
わ
ば
顕
現
態
で
あ
る
「
三
厳
二
十
九
種
（
の
浄
土
の
荘
厳
）
」
・
「
方
便
 
 

法
身
」
を
「
広
」
と
し
、
窮
極
の
存
在
に
関
わ
る
名
辞
た
る
「
一
法
旬
」
・
「
法
性
法
身
」
を
「
略
」
と
し
て
、
両
者
が
「
相
入
」
し
て
い
 
 

る
と
関
係
づ
け
て
く
る
。
曇
鸞
は
さ
ら
に
こ
の
「
一
法
句
」
に
つ
い
て
－
『
浄
土
論
』
の
解
釈
を
承
け
て
1
「
清
浄
旬
」
で
あ
り
、
「
真
実
 
 

智
恵
・
無
為
法
身
」
で
あ
る
と
み
な
す
の
で
あ
る
が
、
「
法
身
」
 
の
こ
う
し
た
性
質
（
〝
無
相
″
性
）
 
ゆ
え
に
こ
そ
、
諸
仏
に
よ
る
い
わ
ば
 
 

自
在
な
浄
土
の
荘
厳
や
仏
の
す
ぐ
れ
た
相
好
 
（
〝
有
相
″
性
）
 
が
顕
れ
う
る
と
解
し
て
い
る
の
セ
あ
る
 
（
「
無
相
の
故
に
能
く
相
な
ら
ざ
る
 
 

な
し
。
是
の
故
に
相
好
荘
厳
、
即
ち
法
身
な
り
」
）
。
 
 
 

続
い
て
曇
鸞
は
、
こ
の
よ
う
な
「
広
略
相
入
」
観
と
、
「
利
他
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

「
実
の
如
ぐ
、
広
略
の
諸
法
を
知
る
」
 
 

「
実
の
如
く
知
る
」
と
は
、
実
相
の
如
く
に
知
る
な
り
。
広
の
中
の
二
十
九
旬
と
、
略
の
中
の
一
旬
と
は
、
実
相
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
 
 
 

「
略
説
し
て
一
法
旬
に
入
る
が
故
に
」
 
 

上
の
国
土
荘
厳
十
七
旬
と
、
如
来
荘
厳
八
旬
と
、
菩
薩
荘
厳
四
旬
と
を
広
と
為
し
、
入
一
法
旬
を
略
と
為
す
。
 
 

何
が
故
ぞ
広
略
相
入
を
示
現
す
る
。
諸
の
仏
菩
薩
に
二
種
の
法
身
あ
り
。
一
に
は
法
性
法
身
、
二
に
は
方
便
法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
 
 

由
り
て
、
方
便
法
身
を
生
じ
、
方
便
法
身
に
由
り
て
、
法
性
法
身
を
出
す
。
此
の
二
法
身
は
、
異
に
し
て
分
か
つ
べ
か
ら
ず
。
一
に
し
 
 

て
同
ず
べ
か
ら
ず
。
是
の
故
に
広
略
相
入
し
て
、
統
べ
る
に
法
名
を
以
て
す
。
菩
薩
若
し
広
略
相
入
を
知
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
自
利
利
他
 
 

（
2
9
）
 
 

す
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
 
 



曇鸞の浄土理解をめぐって  

す
な
わ
ち
、
「
広
略
相
入
」
を
ふ
ま
え
、
と
り
わ
け
そ
の
「
方
便
法
身
」
の
い
わ
れ
を
十
全
に
わ
き
ま
え
て
は
じ
め
て
、
虚
妄
な
る
衆
生
 
 

の
あ
り
よ
う
を
知
り
、
真
の
慈
悲
を
発
起
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
曇
鸞
は
第
六
「
障
菩
提
門
」
に
お
い
て
、
菩
薩
が
遠
ざ
け
る
（
「
厭
離
」
）
べ
き
心
に
つ
い
て
三
種
を
挙
げ
る
が
、
そ
の
三
の
「
方
 
 

便
門
に
依
っ
て
一
切
衆
生
の
心
を
憐
懸
す
。
自
身
を
供
養
し
、
恭
敬
す
る
心
を
厭
離
す
る
が
故
に
」
 
の
部
分
、
わ
け
て
も
そ
の
 
「
方
便
」
 
 

の
箇
所
に
つ
い
て
独
特
な
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
曇
鸞
は
こ
う
し
た
菩
薩
の
境
位
に
お
い
て
こ
そ
、
世
親
の
い
う
と
こ
ろ
の
－
「
一
切
衆
生
の
心
を
憐
懸
す
」
る
と
い
う
意
味
 
 

で
の
－
「
真
実
の
慈
悲
」
心
を
発
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
ひ
と
り
よ
が
り
の
自
愛
心
を
 
 

厭
い
離
れ
ん
と
す
る
こ
と
と
相
即
し
た
「
正
直
」
さ
の
顕
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
正
直
」
さ
は
第
七
「
順
菩
提
門
」
に
お
い
て
「
無
 
 

染
清
浄
心
」
を
釈
し
て
 
「
菩
提
は
是
れ
無
染
清
浄
の
処
な
り
。
若
し
身
の
た
め
に
楽
を
求
め
ば
、
即
ち
菩
提
に
違
う
、
是
の
故
に
無
清
浄
 
 

心
は
、
是
れ
菩
提
門
に
順
す
る
な
り
」
と
捉
え
な
お
さ
れ
－
「
身
の
た
め
」
の
「
楽
」
と
対
比
さ
れ
つ
つ
－
、
「
一
法
旬
」
の
「
清
浄
」
さ
 
 
 

「
是
の
如
く
、
巧
方
便
廻
向
を
成
就
す
」
 
 

「
是
の
如
く
」
と
は
、
前
後
広
略
、
皆
な
実
相
な
か
が
如
き
な
り
。
実
相
を
知
る
を
以
て
の
故
に
、
則
ち
三
界
の
衆
生
の
虚
妄
の
相
を
知
 
 

る
な
り
。
衆
生
の
虚
妄
を
知
れ
ば
、
則
ち
真
実
の
慈
悲
を
生
ず
る
な
り
。
真
実
の
法
身
を
知
れ
ば
、
則
ち
真
実
の
帰
依
を
起
こ
す
な
り
。
 
 

（
3
0
）
 
 

慈
悲
と
帰
依
と
、
巧
方
便
と
は
下
に
在
り
。
 
 

正
直
を
方
と
日
い
、
己
を
外
に
す
る
を
便
と
日
う
。
正
直
に
依
る
が
故
に
一
切
衆
生
を
憐
懸
す
る
心
を
生
じ
、
己
を
外
に
す
る
に
依
る
 
 

（
3
1
）
 
が
故
に
自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
す
。
 
 



こ
こ
で
は
1
「
五
識
所
生
」
や
「
意
識
所
生
」
と
い
っ
た
－
衆
生
の
存
在
様
態
に
応
じ
た
「
楽
」
が
あ
る
こ
と
が
み
と
ら
れ
つ
つ
、
第
 
 

三
の
「
法
楽
楽
」
と
い
う
1
仏
の
「
法
」
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
ー
「
楽
」
に
い
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
「
智
恵
」
に
も
と
づ
き
、
仏
の
功
 
 

徳
を
讃
歎
す
る
心
よ
り
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
愛
心
や
他
者
を
顧
み
な
い
心
を
厭
い
離
れ
た
、
自
利
・
利
他
を
全
う
せ
ん
と
す
る
清
 
 

浄
な
心
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
 
 
 

「
無
生
の
生
」
や
「
法
性
法
身
」
と
い
っ
た
窮
極
の
存
在
に
重
き
を
お
く
が
ゆ
え
に
一
見
き
わ
め
て
静
的
に
も
映
る
曇
鸞
の
浄
土
思
想
は
、
 
 

む
し
ろ
そ
の
徹
底
さ
ゆ
え
に
－
こ
の
よ
う
に
「
広
略
相
入
」
を
背
景
に
し
つ
つ
－
、
諸
世
間
の
衆
生
の
あ
り
よ
う
を
す
み
ず
み
ま
で
み
す
 
 

え
て
、
自
利
・
利
他
行
を
貫
徹
す
る
こ
と
を
求
め
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

を
体
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
。
 
 

楽
に
三
種
あ
り
。
一
に
は
外
楽
、
謂
は
く
五
識
所
生
の
楽
な
り
。
二
に
は
内
楽
、
謂
は
く
初
禅
二
禅
三
禅
の
意
識
所
生
の
楽
な
り
。
三
 
 

に
は
法
楽
楽
、
謂
は
く
智
慧
所
生
の
楽
な
り
。
此
の
智
慧
所
生
の
楽
は
、
仏
の
功
徳
を
愛
す
る
よ
り
起
こ
れ
り
。
是
れ
遠
離
我
心
と
、
 
 

遠
離
無
安
衆
生
心
と
、
遠
敵
自
僕
養
心
と
な
り
。
是
の
三
種
の
心
清
浄
に
し
て
増
進
す
る
を
、
略
し
て
妙
楽
勝
真
心
と
な
す
。
「
妙
」
の
 
 

言
は
其
れ
好
な
り
。
此
の
 
「
楽
」
仏
を
緑
じ
て
生
ず
る
を
以
て
の
故
に
。
「
膠
」
 
の
言
は
三
界
の
中
の
楽
に
膠
出
せ
り
。
「
真
」
 
の
言
は
 
 

（
3
2
）
 
 

虚
偽
な
ら
ず
、
顛
倒
せ
ざ
る
な
り
。
 
 

ち
な
み
に
曇
鸞
は
ー
『
浄
土
論
』
所
説
の
 
「
楽
清
浄
心
」
や
「
妙
楽
勝
真
心
」
を
釈
し
っ
つ
1
「
楽
」
に
は
三
種
あ
る
と
い
う
。
 
 

＊
＊
 
＊
 
＊
 
 
 



曇鸞の浄土理解をめぐって   

親
鸞
は
曇
鸞
に
よ
せ
て
－
衆
生
が
衆
生
と
し
て
こ
の
世
に
あ
る
限
り
は
免
れ
え
な
い
制
約
ゆ
え
に
－
ま
っ
と
う
し
難
い
諸
行
や
請
書
 
 

に
よ
る
往
生
を
志
向
す
る
姿
勢
（
「
万
行
諸
善
」
）
せ
脱
し
、
阿
弥
陀
仏
の
清
浄
な
る
本
願
に
よ
っ
て
「
無
生
の
生
」
た
る
往
生
を
と
げ
る
 
 

こ
と
こ
そ
が
、
衆
生
本
来
の
願
い
で
あ
る
と
詠
っ
て
い
る
。
 
 

如
来
清
浄
本
願
の
／
無
生
の
生
な
り
け
れ
ば
／
本
則
三
三
の
品
な
れ
ど
／
一
二
も
か
は
る
こ
と
ぞ
な
き
／
無
碍
光
如
来
の
名
号
と
／
 
 

か
の
光
明
智
相
と
は
／
無
明
長
夜
の
闇
を
破
し
／
衆
生
の
志
願
を
み
て
た
ま
ふ
・
・
・
・
 
 

（
3
3
）
 
 

り
／
本
願
一
実
の
大
道
に
／
帰
入
し
ぬ
れ
ば
捏
磐
の
／
さ
と
り
は
す
な
わ
ち
ひ
ら
く
な
り
 
 

（
1
）
 
法
蔵
館
 
定
本
親
鸞
全
集
 
（
以
下
、
親
鸞
全
集
と
略
記
）
第
一
巻
和
賛
第
 
九
十
七
～
八
頁
。
 
 

（
2
）
 
親
鸞
全
集
第
一
巻
 
和
讃
篇
 
九
十
五
～
六
頁
。
 
 

（
3
）
 
浄
土
が
「
観
察
」
行
、
ひ
ろ
く
は
「
観
念
」
の
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
は
－
後
の
善
導
の
場
合
同
様
に
－
親
鸞
の
受
け
と
め
方
と
は
明
確
に
 
 

一
線
を
画
し
て
お
り
、
『
観
経
』
等
の
依
拠
す
る
経
文
の
描
写
に
即
す
を
限
り
曇
鸞
の
方
が
経
文
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
後
に
み
る
よ
う
に
曇
 
 
 

鸞
の
浄
土
は
、
そ
の
荘
厳
が
－
本
来
は
形
な
き
真
実
そ
の
も
の
の
世
界
（
「
法
性
」
）
で
あ
り
な
が
ら
も
－
ま
さ
に
衆
生
の
感
覚
・
知
覚
に
即
し
た
か
た
ち
で
 
 

立
ち
現
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
そ
の
特
質
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
（
「
行
巻
」
）
に
お
い
て
『
弘
朴
註
』
か
ら
曇
鸞
所
説
の
「
五
念
門
」
を
 
 
 

引
用
す
る
に
際
し
て
「
観
察
門
」
の
部
分
を
完
全
に
省
い
た
こ
と
の
根
底
に
は
、
こ
う
し
た
浄
土
の
荘
厳
理
解
に
対
す
る
違
和
を
み
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
註
 
 
 

（
2
4
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

（
4
）
 
『
浄
土
論
註
』
か
ら
の
引
用
は
大
正
新
修
大
蔵
経
に
よ
り
、
巻
数
・
真
数
等
を
示
し
た
。
な
お
訓
み
下
し
に
あ
た
っ
て
は
主
に
『
浄
土
論
証
』
 
（
大
蔵
出
版
 
 
 

仏
典
講
座
2
3
）
 
に
よ
り
つ
つ
、
親
鸞
加
点
本
等
も
参
考
に
し
た
の
で
、
当
該
書
の
真
を
も
併
記
し
た
。
 
 

（
5
）
 
『
浄
土
論
証
』
総
説
分
観
察
門
 
「
器
世
間
」
第
五
億
前
半
（
四
十
－
8
2
8
C
～
8
2
9
a
）
。
仏
典
講
座
百
九
～
十
真
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
 
 
 

（
中
略
）
・
・
・
・
・
万
行
諸
善
の
小
路
よ
 
 



篇
 
（
2
）
 
二
十
一
真
。
 
 

（
6
）
 
以
下
、
曇
鸞
は
高
く
険
し
い
山
々
等
が
荒
々
し
く
そ
び
え
た
つ
さ
ま
と
対
比
し
て
「
宮
殿
諸
楼
閣
」
の
円
か
な
る
様
子
（
第
八
偽
）
を
述
べ
、
ま
た
噴
霧
 
 
 

な
ど
が
大
地
を
覆
い
、
ひ
と
び
と
に
憂
い
を
与
え
る
さ
ま
と
対
比
し
て
、
宝
珠
に
と
り
か
こ
ま
れ
、
種
種
の
鈴
が
「
妙
法
の
音
」
を
奏
で
る
浄
土
の
天
空
の
様
 
 
 

子
（
第
九
偽
）
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
く
る
が
、
こ
れ
ら
「
他
国
土
」
の
あ
り
さ
ま
は
単
に
浄
土
の
荘
厳
と
対
比
的
に
描
き
出
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
 
 
 

仏
の
「
大
悲
心
」
の
対
象
で
も
あ
り
、
仏
は
こ
う
し
た
衆
生
世
界
の
あ
り
さ
ま
を
見
通
し
た
う
え
で
、
浄
土
を
設
え
た
と
さ
れ
て
い
る
（
曇
鸞
の
受
け
と
め
る
 
 
 

浄
土
そ
の
も
の
が
－
阿
弥
陀
仏
の
清
浄
さ
を
体
と
し
た
－
い
か
に
無
色
透
明
に
比
す
べ
き
〝
無
相
″
の
そ
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
阿
弥
陀
仏
の
思
い
 
 
 

ゆ
え
に
こ
そ
、
衆
生
は
－
こ
れ
も
ま
た
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
の
一
端
で
あ
る
に
し
て
も
－
あ
ら
た
め
て
衆
生
世
界
に
立
ち
戻
り
、
他
の
ひ
と
び
と
の
救
済
 
 
 

に
尽
力
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
還
相
」
が
求
め
ら
れ
て
も
く
る
の
で
あ
る
）
。
さ
ら
に
追
っ
て
本
論
で
詠
じ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
大
悲
心
」
は
、
衆
生
が
 
 
 

「
他
国
土
」
に
あ
っ
て
は
十
全
に
仏
法
を
聴
く
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
状
況
に
対
し
て
も
は
た
ら
き
、
浄
土
の
荘
厳
が
ひ
と
び
と
を
し
て
仏
法
へ
と
誘
う
べ
く
 
 
 

設
え
ら
れ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
点
（
第
十
一
偏
前
半
「
あ
る
国
土
を
見
る
に
、
書
法
あ
り
と
維
も
、
名
声
遠
か
ら
ず
。
名
声
あ
り
て
還
し
と
錐
も
、
復
た
微
妙
 
 
 

な
ら
ず
。
名
声
あ
り
て
妙
遠
な
れ
ど
も
、
復
た
物
を
悟
ら
し
む
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
是
の
故
に
、
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま
へ
り
」
）
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
 
 
 

ろ
う
。
「
他
国
土
」
で
は
そ
も
そ
も
十
全
に
仏
法
を
説
示
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
る
（
第
十
三
備
後
半
か
ら
十
四
億
前
半
）
。
す
な
わ
ち
浄
土
の
荘
厳
は
、
 
 

一
方
で
衆
生
の
生
の
安
寧
を
保
つ
と
と
も
に
、
そ
の
安
寧
が
決
し
て
食
費
に
傾
く
こ
と
な
く
、
同
時
に
真
の
開
法
へ
と
接
続
し
う
る
よ
う
な
特
質
を
具
え
て
い
 
 
 

る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
曇
鸞
の
世
親
解
釈
、
ひ
い
て
は
浄
土
経
典
解
釈
の
真
髄
な
の
で
あ
る
。
 
 

（
7
）
 
四
十
 
8
3
0
C
。
仏
典
講
座
百
三
十
九
頁
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
三
十
四
～
五
真
。
 
 

（
8
）
 
「
身
悩
」
に
「
飢
・
渇
・
寒
・
熱
」
と
並
ん
で
「
殺
害
等
」
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
「
心
悩
」
に
「
是
非
・
得
失
」
と
並
ん
で
「
三
毒
等
」
が
挙
げ
ら
れ
て
 
 
 

い
る
点
は
、
「
悩
」
に
対
す
る
考
察
が
、
知
覚
的
・
感
覚
的
感
受
（
快
・
不
快
）
と
い
っ
た
い
わ
ば
現
象
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
、
そ
の
背
後
に
ひ
そ
む
煩
悩
の
レ
 
 
 

ヴ
ュ
ル
へ
と
深
化
し
て
い
く
様
子
、
ひ
小
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
「
五
逆
」
や
「
誹
藷
正
法
」
に
対
す
る
姿
勢
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
9
）
 
四
十
 
8
3
1
b
。
仏
典
講
座
百
五
十
四
真
 
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
四
十
真
。
 
 

ま
た
「
解
義
分
」
の
叙
述
に
な
る
が
、
第
十
九
億
に
よ
せ
て
曇
鸞
は
「
虚
作
」
と
「
不
虚
作
」
の
論
議
に
よ
り
つ
つ
、
衆
生
世
界
の
い
と
な
み
の
「
虚
妄
」
を
 
 
 

描
き
出
し
、
阿
弥
陀
仏
の
願
成
就
の
堅
固
さ
と
対
比
し
て
い
る
。
 
 
 

「
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
と
は
、
蓋
し
是
れ
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
な
り
。
今
ま
さ
に
略
し
て
虚
作
の
相
の
住
持
す
る
あ
た
は
ぎ
る
こ
と
を
示
し
て
、
用
て
彼
 
 

の
不
虚
作
住
持
の
義
を
顕
は
す
べ
し
。
人
、
餐
を
輯
め
て
士
を
養
ふ
に
、
或
は
畳
、
舟
中
に
起
こ
り
、
金
を
積
む
こ
と
庫
に
盈
れ
ど
も
、
而
も
餓
死
を
免
れ
ざ
 
 

る
あ
り
。
斯
の
如
き
の
こ
豆
、
目
に
触
れ
て
皆
な
是
れ
な
り
。
得
て
得
る
こ
と
を
作
す
に
あ
ら
ず
。
在
り
て
在
る
こ
と
を
守
る
に
あ
ら
ず
っ
皆
な
虚
妄
の
業
の
 
 

作
な
る
に
由
り
て
、
住
持
す
る
こ
と
あ
た
は
ぎ
る
な
り
。
言
ふ
所
の
不
虚
作
住
持
と
は
、
も
と
法
歳
菩
薩
の
四
十
八
願
と
、
今
日
の
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
 
 
 



曇鸞の浄土理解をめぐって   

と
に
依
り
て
な
り
。
願
、
以
て
力
を
成
じ
、
力
、
以
て
願
に
就
く
。
願
徒
然
な
ら
ず
、
力
、
虚
設
な
ら
ず
。
力
と
願
と
相
ひ
符
ふ
て
、
筆
意
じ
て
差
は
ず
。
故
 
 
 

に
成
就
と
日
ふ
。
」
 
（
四
十
 
8
4
0
a
。
仏
典
講
座
 
三
百
三
十
七
～
八
東
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
二
百
十
三
～
四
真
）
。
 
 

（
1
0
）
 
四
十
 
8
3
6
b
。
仏
典
講
座
 
二
百
六
十
二
⊥
二
頁
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
八
十
一
～
二
頁
）
。
 
 

（
1
1
）
 
こ
の
マ
ニ
宝
珠
が
「
入
捏
磐
」
後
の
諸
仏
の
「
舎
利
」
を
起
源
と
し
て
お
り
、
そ
の
「
方
便
力
」
が
、
舎
利
供
養
に
よ
る
福
徳
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
 
 
 

と
し
て
い
た
こ
と
に
は
意
を
留
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
そ
の
当
初
に
お
い
て
衆
生
の
「
福
」
に
は
－
ま
さ
に
「
福
徳
」
と
熟
せ
ら
れ
る
よ
う
に
 
 
 

－
「
徳
」
性
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
衆
生
を
仏
へ
と
導
く
と
い
う
意
味
で
の
「
方
便
」
性
が
み
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
衆
生
の
「
福
徳
」
が
尽
き
」
 
 
 

「
舎
利
」
が
大
海
中
で
マ
ニ
宝
珠
と
変
じ
た
後
に
、
そ
れ
は
ひ
と
び
と
の
「
衣
服
・
飲
食
‥
」
等
の
直
接
的
な
願
い
を
、
そ
の
都
度
い
わ
ば
即
物
的
に
か
な
 
 
 

え
る
も
の
と
化
し
た
。
と
は
い
、
え
、
こ
の
マ
ニ
宝
珠
の
は
た
ら
き
（
「
大
穣
益
」
）
を
引
き
出
す
に
あ
た
っ
て
、
な
お
「
転
輪
聖
王
」
の
側
に
「
潔
斎
」
・
「
発
願
」
 
 
 

が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
王
の
「
慈
悲
方
便
」
も
ま
た
、
単
に
即
物
的
な
施
与
の
み
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
 
 
 

か
で
あ
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば
浄
土
な
ら
ぎ
る
此
土
の
も
つ
制
約
ゆ
え
に
、
衆
生
の
側
は
も
と
よ
り
、
「
転
輪
聖
王
」
の
側
も
ま
た
「
衣
食
を
求
む
る
者
に
は
、
 
 
 

能
く
衣
食
等
の
物
を
雨
ら
し
て
、
求
む
る
者
の
意
に
称
う
。
是
れ
求
め
ざ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
い
う
願
望
の
充
足
の
様
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
 
 
 

解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
衆
生
の
無
上
道
の
願
」
や
「
衆
生
の
無
量
身
の
願
」
が
－
あ
く
ま
で
も
衆
生
自
身
の
願
と
し
て
－
「
衆
生
の
衣
食
等
 
 
 

の
願
」
や
「
衆
生
の
一
身
の
願
」
と
対
比
さ
れ
つ
つ
語
ら
れ
、
ま
た
「
相
似
相
対
」
と
い
う
微
妙
な
言
い
廻
し
が
用
い
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
1
2
）
 
四
十
 
8
3
7
a
。
仏
典
講
座
 
二
百
七
十
七
～
八
東
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
八
十
九
頁
。
 
 

（
1
3
）
 
先
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
曇
常
に
と
っ
て
、
浄
土
の
荘
厳
の
も
つ
特
質
と
し
て
の
〝
や
わ
ら
か
さ
″
と
い
う
理
解
は
、
衆
生
の
執
心
の
固
定
的
な
対
象
と
 
 
 

な
っ
て
煩
悩
を
刺
激
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
意
味
で
特
徴
的
で
あ
る
。
 
 

（
1
4
）
 
四
十
 
8
3
7
C
。
仏
典
講
座
 
二
百
八
十
五
頁
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
九
十
三
東
。
 
 

（
1
5
）
 
『
観
経
』
か
ら
さ
ら
に
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
所
説
の
「
宝
水
池
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
ひ
い
て
、
そ
の
水
辺
に
生
じ
る
さ
ざ
波
の
音
が
そ
の
ま
ま
仏
法
の
 
 
 

内
容
を
な
し
て
い
る
様
子
を
語
っ
て
い
る
。
 
 
 

彼
の
諸
の
菩
薩
及
び
声
聞
、
若
し
宝
池
に
入
り
て
、
意
、
水
を
し
て
足
を
没
せ
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
水
即
ち
足
を
没
す
。
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
冷
媛
を
調
 
 
 

和
す
る
に
、
自
然
に
意
に
随
ひ
て
、
神
を
開
き
、
体
を
悦
ば
し
め
、
心
垢
を
蕩
除
す
。
清
明
激
潔
に
し
て
、
浄
き
こ
と
形
無
き
が
如
し
。
‥
・
（
中
略
）
‥
・
 
 
 

波
、
無
量
の
自
然
の
妙
声
を
場
ぐ
。
其
の
所
応
に
随
ひ
て
聞
か
ざ
る
者
な
し
。
或
は
仏
の
声
を
聞
き
、
或
は
法
の
声
を
開
き
、
或
は
僧
の
声
を
聞
く
。
或
は
寂
 
 
 

静
の
声
・
空
無
我
の
声
・
大
慈
悲
の
声
・
波
羅
蜜
の
声
を
聞
き
、
或
は
十
力
無
畏
不
共
法
の
声
・
諸
の
通
慧
の
声
・
無
所
作
の
声
・
不
起
滅
の
声
・
無
生
忍
の
 
 
 

声
、
乃
至
、
甘
露
濯
項
、
諸
の
妙
法
の
声
を
聞
く
。
是
の
如
き
等
の
声
、
其
の
聞
く
所
に
称
ひ
て
歓
喜
す
る
こ
と
無
量
な
り
。
清
浄
・
離
欲
・
寂
滅
・
真
実
の
 
 
 

義
に
随
順
し
、
三
宝
力
・
無
所
畏
・
不
共
の
法
に
随
順
し
、
通
慧
と
菩
薩
・
声
聞
の
所
行
の
道
と
に
随
順
す
。
三
塗
苦
難
の
名
の
有
る
こ
と
な
く
、
但
だ
自
然
 
 

一
〇
三
 
 
 



な
お
「
一
切
衆
生
作
願
共
往
生
」
の
箇
所
、
お
よ
び
「
一
切
衆
生
共
向
」
の
箇
所
の
親
鸞
の
訓
み
は
そ
れ
ぞ
れ
「
せ
し
め
む
と
な
り
」
、
「
む
か
へ
し
む
る
な
り
」
 
 
 

で
あ
る
。
 
 

（
2
0
）
 
通
説
に
よ
れ
ば
、
世
親
の
「
五
念
門
」
の
う
ち
の
前
四
に
あ
た
る
「
礼
拝
」
・
「
讃
歎
」
・
「
作
願
」
・
「
観
察
」
を
「
自
利
」
行
と
み
、
第
五
門
に
あ
た
る
「
廻
 
 
 

向
」
全
体
を
「
利
他
」
行
と
み
な
す
と
い
う
の
が
曇
鸞
の
．
「
五
念
門
」
解
釈
で
あ
る
が
、
前
四
の
「
自
利
」
行
に
お
い
て
も
常
に
「
他
国
土
」
の
衆
生
の
不
如
 
 
 

意
な
る
あ
り
よ
う
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
利
他
」
行
た
る
「
廻
向
」
門
の
貫
徹
に
あ
た
っ
て
も
、
「
彼
の
土
に
生
ま
れ
巳
り
て
、
馨
摩
他
 
 
 

毘
婆
合
那
を
得
」
る
と
い
う
意
味
で
の
「
往
相
」
を
要
す
る
こ
と
自
体
の
う
ち
に
、
行
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
も
と
よ
り
、
志
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
－
浄
土
な
 
 
 

ら
ざ
る
「
他
国
土
」
に
あ
．
っ
て
は
－
不
徹
底
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
衆
生
の
あ
り
よ
う
を
み
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
曇
鸞
に
お
い
て
真
の
「
菩
薩
行
」
 
 
 

が
浄
土
往
生
に
関
わ
る
「
五
念
門
」
た
る
ゆ
え
ん
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
 
 

（
2
1
）
 
親
鸞
に
よ
っ
て
も
『
教
行
信
証
』
 
（
信
巻
）
 
に
引
用
さ
れ
て
い
る
通
り
、
曇
鸞
が
「
解
義
分
」
第
五
節
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
 
 
 

ろ
、
つ
。
 
 

「
（
『
無
量
寿
経
』
所
説
の
「
三
輩
」
に
つ
い
て
）
三
輩
の
生
の
中
に
、
行
に
優
劣
有
り
と
錐
も
、
皆
な
無
上
菩
提
の
心
を
発
さ
ざ
る
こ
と
な
し
。
此
の
無
上
菩
提
 
 
 

心
と
は
即
ち
是
れ
願
作
仏
心
な
り
。
願
作
仏
心
と
は
即
ち
是
れ
度
衆
生
心
な
り
。
度
衆
生
心
と
は
即
ち
衆
生
を
摂
取
し
て
、
有
仏
の
国
土
に
生
ぜ
し
む
る
心
な
 
 
 

り
。
是
の
故
に
彼
の
安
楽
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
額
ず
る
者
は
要
ず
無
上
菩
提
心
を
発
す
る
な
り
。
若
し
人
無
上
菩
提
心
を
発
せ
ず
し
て
、
但
だ
彼
の
国
土
の
楽
を
 
 
 

安
く
る
こ
と
間
な
き
を
聞
き
て
、
楽
の
た
め
の
故
に
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ば
、
亦
た
当
に
往
生
を
得
ざ
る
べ
し
。
是
の
故
に
言
は
く
、
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
 
 

一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
む
と
欲
す
る
が
故
に
と
。
住
持
の
楽
と
は
、
謂
は
く
、
彼
の
安
楽
浄
土
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
の
住
持
す
る
所
と
な
り
、
楽
を
受
く
 
 
 

る
こ
と
間
な
し
。
凡
そ
廻
向
の
名
義
を
釈
せ
ば
、
謂
は
く
、
己
が
集
む
る
所
の
一
切
の
功
徳
を
以
て
、
一
切
衆
生
に
廻
与
し
て
、
共
に
仏
道
へ
向
か
ふ
な
り
。
」
 
 
 

（
四
十
 
8
4
2
a
 
仏
典
講
座
 
三
百
七
九
真
 
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
百
三
十
二
～
三
頁
）
 
 

（
2
2
）
 
四
十
 
8
4
4
a
。
仏
典
講
座
四
百
二
十
一
兵
。
 
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
百
四
十
九
頁
。
 
 
 

註
（
1
9
）
の
詠
み
に
も
窺
わ
れ
る
通
り
、
親
鸞
が
こ
の
「
往
還
二
廻
向
」
を
い
ず
れ
も
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
と
し
、
の
み
な
ら
ず
、
法
蔵
菩
薩
時
 
 
 

講
座
 
二
百
八
十
一
頁
。
 
 

（
1
6
）
 
「
衆
生
世
間
」
四
十
 
 

（
1
7
）
 
四
十
 
8
3
3
b
。
 
 

（
1
8
）
 
四
十
 
8
3
3
C
。
 
 

（
1
9
）
 
四
十
 
8
3
6
a
。
 
 
 

快
楽
の
音
の
み
あ
り
。
是
の
故
に
、
其
の
国
を
名
づ
け
て
安
楽
と
日
ふ
。
此
の
水
、
仏
事
を
な
す
。
安
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。
（
四
十
 
8
3
7
b
。
 
仏
典
 
 

親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
九
十
一
⊥
一
束
。
）
 
 
 

8
9
9
a
～
b
。
仏
典
講
座
 
百
九
十
一
真
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
五
十
五
頁
。
 
 

仏
典
講
座
 
百
九
十
四
頁
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
五
十
六
頁
。
 
 

仏
典
講
座
 
二
百
真
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
五
十
九
頁
。
 
 

仏
典
講
座
 
二
百
五
十
八
東
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
八
十
真
。
 
 

一
〇
四
 
 



曇鸞の浄土理解をめぐって   

に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
自
身
が
こ
の
「
五
念
門
」
を
滞
り
な
く
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
「
大
悲
心
」
の
託
と
み
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
 
 

（
2
3
）
 
四
十
 
8
3
8
C
。
仏
典
講
座
 
三
百
十
頁
。
 
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
百
三
～
四
頁
。
 
 

（
空
 
こ
う
し
た
「
観
察
」
知
を
、
文
字
通
り
に
浄
土
の
荘
厳
を
対
象
と
す
る
知
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
浄
土
を
建
立
す
る
に
至
っ
た
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
込
め
 
 
 

ら
れ
た
智
恵
と
慈
悲
と
に
対
す
る
＜
信
＞
へ
と
〝
転
釈
〟
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
思
想
の
独
自
性
が
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
が
（
『
浄
土
論
』
に
 
 
 

日
は
く
、
「
観
仏
本
願
力
 
遇
無
空
過
者
 
能
令
達
滴
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
、
ま
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
、
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
う
あ
ふ
と
い
ふ
、
ま
う
あ
ふ
と
ま
ふ
す
は
本
願
力
を
信
ず
る
な
り
。
『
一
念
多
念
文
意
』
 
親
鸞
全
集
第
三
巻
 
和
 
 
 

文
篇
一
四
七
頁
）
、
こ
の
よ
う
な
形
で
実
質
的
に
は
「
観
察
」
門
を
し
り
ぞ
け
た
親
鸞
が
、
一
方
で
曇
鸞
の
「
無
生
の
生
」
を
強
く
継
承
し
て
も
い
る
点
に
 
 
 

こ
そ
、
－
「
化
土
」
 
の
構
想
へ
と
至
る
よ
う
な
－
独
自
の
思
惟
の
成
立
を
み
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

（
聖
 
四
十
 
8
3
9
a
～
b
。
仏
典
講
座
 
三
盲
十
九
上
一
十
頁
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
百
六
～
七
頁
。
 
 

（
空
 
四
十
 
8
3
9
C
。
仏
典
講
座
。
三
百
三
十
一
頁
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
百
九
～
十
一
頁
。
 
 

（
2
7
）
 
冒
頭
に
引
い
た
親
鸞
の
『
高
僧
和
音
』
の
表
現
は
こ
の
箇
所
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
こ
ほ
り
お
ほ
き
に
み
づ
お
ほ
し
／
さ
は
り
お
 
 
 

ほ
き
に
徳
お
ほ
し
」
と
い
う
表
現
も
こ
れ
を
即
座
に
い
わ
ゆ
る
〝
煩
悩
即
菩
提
″
的
な
発
想
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
浄
土
に
お
け
る
諸
 
 
 

仏
の
荘
厳
に
よ
っ
て
衆
生
の
「
煩
悩
の
こ
ほ
り
と
け
／
す
な
わ
ち
菩
提
の
み
づ
と
な
る
」
か
ら
こ
そ
「
罪
障
功
徳
の
体
と
な
る
」
と
言
い
う
る
の
で
あ
っ
て
、
 
 
 

し
か
も
そ
れ
が
窮
極
的
に
は
清
浄
な
る
阿
弥
陀
仏
の
「
無
碍
光
」
を
根
源
と
す
る
（
「
利
益
よ
り
」
）
と
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
曇
鸞
理
解
の
特
質
を
み
 
 
 

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

な
お
、
曇
常
は
阿
弥
陀
仏
の
第
十
四
願
（
声
聞
無
数
の
願
）
に
触
れ
つ
つ
、
浄
土
に
－
本
来
な
ら
ば
阿
羅
漢
果
に
と
ど
ま
り
、
仏
果
を
得
ら
れ
は
し
な
い
は
 
 
 

ず
の
I
「
声
聞
」
が
多
く
存
在
す
る
事
由
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

「
（
声
聞
は
）
更
に
能
く
仏
道
の
根
芽
を
生
ず
べ
か
ら
ず
。
而
る
に
仏
は
本
願
不
可
思
議
の
神
力
を
以
て
、
摂
し
て
彼
に
生
ぜ
し
む
。
必
ず
ま
さ
に
復
た
神
力
を
 
 
 

を
以
て
、
其
の
無
上
道
心
を
生
ぜ
し
む
べ
し
。
誓
へ
ば
鳩
鳥
の
水
に
入
れ
ば
、
魚
蛛
成
な
死
し
、
犀
牛
の
之
に
触
る
れ
ば
、
死
者
皆
な
括
る
が
如
し
。
此
の
如
 
 
 

く
生
ず
べ
か
ら
ず
し
て
生
ず
。
所
以
に
奇
と
す
べ
し
。
然
る
に
五
不
思
議
の
中
、
仏
法
は
最
も
不
可
思
議
な
り
。
仏
は
能
く
声
聞
を
し
て
復
た
 
 
 

無
上
道
心
を
生
ぜ
し
む
。
真
に
不
可
思
議
の
至
り
な
り
」
（
四
十
 
8
3
1
b
。
仏
典
講
座
一
五
一
～
二
頁
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
点
篇
（
2
）
 
三
十
 
 
 

九
～
四
十
頁
。
）
 
 
 

す
な
わ
ち
「
声
聞
」
も
ま
た
、
浄
土
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
の
不
可
思
議
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
初
め
て
其
の
意
味
で
仏
に
な
ら
ん
と
す
る
心
を
 
 
 

起
こ
す
、
す
な
わ
ち
「
発
心
」
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
 
 
 



（
2
8
）
 
 
 

輯
 
 

（
2
9
）
 
 

（
3
0
）
 
 

（
3
1
）
 
 

（
3
2
）
 
 

（
3
3
）
 
 

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
親
鸞
集
 
日
蓮
集
』
補
注
八
九
（
二
四
六
頁
）
の
指
摘
通
り
、
引
用
箇
所
の
二
首
め
は
『
論
註
』
の
次
の
箇
所
を
ふ
ま
え
た
 
 

表
現
で
あ
ろ
う
。
 
 

仏
の
光
明
は
是
れ
智
慧
の
相
な
り
。
此
の
光
明
は
十
方
世
界
を
照
ら
す
に
、
障
碍
あ
る
こ
と
な
し
。
能
く
十
方
の
衆
生
の
無
明
の
黒
閻
を
除
く
。
‥
‥
・
 
 

彼
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
は
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
た
す
。
 
 

（
仏
典
講
座
 
二
百
四
十
二
頁
。
親
鸞
全
集
第
八
巻
 
加
典
篇
（
2
）
 
七
十
四
頁
。
）
 
 
 

九
州
大
学
哲
学
会
）
 
 

四
十
 
8
4
1
b
。
 
 

四
十
 
8
4
2
a
。
 
 

四
十
 
8
4
2
C
。
 
 

四
十
 
8
4
2
℃
。
 
 

親
鸞
全
集
第
二
巻
 
 

こ
の
点
に
関
し
て
は
拙
稿
「
『
観
経
疏
』
 
（
「
散
菩
義
」
）
に
お
け
る
「
抑
止
門
」
釈
を
め
ぐ
っ
て
1
善
導
か
ら
親
鸞
へ
－
」
（
『
哲
学
論
文
集
』
第
三
十
九
 
 

和
讃
篇
 
九
十
九
頁
～
百
二
頁
。
 
 

を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

仏
典
講
座
三
百
六
十
四
眉
。
 
 

仏
典
講
座
三
百
七
十
六
頁
。
 
 

仏
典
講
座
三
富
八
十
五
頁
。
 
 

仏
典
講
座
三
百
九
十
九
真
。
 
 親

鸞
全
集
第
八
巻
 
 

親
鸞
全
集
第
八
巻
 
 

親
鸞
全
集
第
八
巻
 
 

親
鸞
全
集
第
八
巻
 
 加

点
篇
 
（
2
）
 
 

加
点
篇
 
（
2
）
 
 

加
点
篇
（
2
）
 
 

加
点
篇
 
（
2
）
 
 

百
二
十
五
～
六
頁
。
 
 

百
三
十
～
一
頁
。
 
 

百
三
十
五
頁
。
 
 

百
三
十
九
～
四
十
頁
。
 
 


