
愚
禿
親
鸞
の
名
に
寄
せ
て

松 

原 

祐 

善

一

蓮
如
上
人
の
書
写
さ
れ
た
『
歎
異
抄
』
に
は
そ
の
付
録
と
し
て
承
元
の
法
難
の
流
罪
目
録
が
お
か
れ
て
い
る
。
蓮
如
本
以
外
の
他
の
古 

写
本(

大
谷
大
学
本)

に
は
こ
の
付
録
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
『
歎
異
抄
』
の
作
者
が
記
し
お
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
無
論
蓮 

如
上
人
が
書
写
さ
れ
た
と
き
に
書
き
添
え
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
が
た
と
え
後
人
の
加
筆
で
あ
る
と
し
て
も
、
既
に
蓮
如
上
人
が
書 

写
さ
れ
た
原
本
に
そ
う
お
か
れ
て
あ
っ
た
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
付
録
に
つ
い
て
は
一
見
『
歎
異
抄
』
の
本
文
と
何
ら 

関
係
が
見
出
さ
れ
得
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

『
歎
異
抄
』
を
講
義
さ
れ
る
方
も
多
く
の
場
合
こ
れ
を
問
題
外
に
し
て
こ
と
さ
ら
に
取
り
あ
げ 

ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
思
う
に
、
こ

の

『
歎
異
抄
』
と
最
も
関
係
の
深
い
関
東
の
教
団
人
に
は
、親
鸞
聖
人
と
の
値
遇
の
不
可
思 

議
の
因
縁
を
越
後
流
罪
の
聖
人
の
上
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ま
い
か
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
付
録
の
資
料
と
な
れ 

る
も
の
は
恐
ら
く
は
覚
如
上
人
の
『
御
伝
鈔
』
と

か

『
拾
遺
古
徳
伝
』
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
特
に
こ
の
付
録
で
目
立 

っ
こ
と
は
そ
の
は
じ
め
に
「
後
鳥
羽
院
之
御
宇' 

法
然
聖
人
他
力
本
願
念
仏
宗
を
興
行
す
」
と
あ
り
、
そ
の
お
わ
り
に
聖
人
が
「
愚
禿
親 

鸞
」
と
署
名
さ
れ
る
こ
と
は
越
後
の
ご
流
罪
以
後
に
あ
る
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
関
東
の
教
団
人
に
は
ま 

ず
法
然
・
親
鸞
両
聖
人
の
真
宗
興
行
の
徳
を
仰
ぐ
と
と
も
に
、
両
聖
人
の
ご
流
罪
の
苦
難
を
し
の
び
、
自
ら
が
安
心
・
信
仰
の
道
の
拠
っ
て 

以
て
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
源
泉
を
明
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
付
録
が
誰
人
か
の
手
に
よ
っ
て
『
歎
異
抄
』
の
書
写
後
の
深
い
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感
銘
よ
り
し
て
お
の
ず
か
ら
お
か
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
ま
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、

『
歎
異
抄
』
は
聖
人
の
御
物
語
の
趣
き 

を
伝
え
る
も
の
と
し
て
遺
弟
が
書
き
残
さ
れ
た
真
宗
の
唯
一
の
お
聖
教
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
門
弟
と
の
対
話
に
お
い
て
聖
人
は
一
人
祢 

を
某
と
か
予
と
か
い
わ
れ
ず
に
、
つ
ね
に
「
愚
禿
親
鸞
」
の
実
名
を
以
て
、

「
親
鸞
に
お
き
て
は
」
と

か

「
親
鸞
は
」
と

か

「
親
鸞
も
」 

と

か

「
親
鸞
一
人
」
と
名
の
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
親
鸞
の
実
験
を
通
し
、
自
己
の
全
責
任
を
以
て
法
が
語
ら
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
。
そ
し
て
門
弟
に
あ
り
て
は
そ
の
親
鸞
の
名
に
限
り
な
き
親
愛
と
信
頼
と
思
慕
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
聖
人
が
自
名
を
名
の 

っ
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、門
弟
に
対
す
る
絶
対
の
信
頼
、
自
身
が
生
涯
に
悩
ま
れ
て
き
た
人
生
体
験
の
全
分
を
惜
し
み
な
く
与
え
て
お 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
体
験
は
ど
こ
ま
で
も
聖
人
の
特
殊
な
る
個
に
属
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
全
人
の
も
の
で
あ
り
、
 

そ
の
生
活
の
真
理
は
公
共
の
も
の
で
親
鸞
の
私
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
名
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
死
生
の
人
生
を 

あ
ら
し
む
る
根
源
に
、
こ

の

『
歎
異
抄
』
の
語
る
「
如
来
よ
り
賜
は
り
た
る
信
心
」
を
覚
醒
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

こ
こ
で
わ
た
く
し
は
越
後
配
流
を
機
縁
と
し
て
聖
人
が
愚
禿
親
鸞
と
名
の
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
注
意
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で 

あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
『
教
行
信
証
』
の

「
後
序
」
の
文
に
お
い
て
自
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
聖
人
の 

新
し
き
誕
生
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
文
字
通
り
愚
禿
釈
親
鸞
の
誕
生
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
後
序
」
の
文
に
は
、
ま
ず 

「
竊
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り
。
然
る
に
諸
寺
の
釈
門
教
に
昏
く
し 

て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず'

洛
都
の
儒
林
、
行
に
迷
ふ
て
邪
正
の
道
路
を
弁
ふ
る
こ
と
な
し
。
斯
を
以
て
興
福
寺
の
学
徒
奏
達
す:

：:

」 

と
筆
を
起
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が' 

こ
こ
に
当
代
に
お
け
る
聖
道
の
諸
宗
を
あ
げ
て
の
教
団
に
対
す
る
本
質
的
な
そ
し
て
厳
正
な
る
批 

判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
聖
道
の
諸
教
は
言
教
は
あ
れ
ど
も
行
証
は
す
で
に
久
し
く
廃
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
行
証
の
道 

を
欠
く
教
団
が
果
し
て
真
の
仏
教
々
団
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
内
を
忘
れ
て
外
な
る
国
家
権
力
と
結
び
、
鎮
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護
国
家
を
標
榜
し
、
朝
廷-

貴
族
の
た
め
の
祈
禱
に
奉
仕
し
て
、
全
く
時
代
民
衆
の
苦
悩
を
顧
み
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
た 

く
し
は
こ
の
文
に
対
応
し
て
、
同
じ
く
「
化
身
土
巻
」(

本)

の

「
信
に
知
ん
ぬ
、

聖
道
の
諸
教
は
在
世
正
法
の
た
め
に
し
て
、

全
く
像
末
法
滅
の
時
機
に
非
ず
、

す
で
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
る
な 

り
。
浄
土
真
宗
は
在
世
正
法
、
像
末
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
ふ
を
や
」 

の
感
嘆
の
文
を
併
せ
思
わ
し
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
三
願
転
入
の
表
白
の
文
が
お
わ
る
と
、
こ
の
文
が
お
か
れ
て
結
ば
れ
て
く
る
の
で
あ
る 

が' 

ま
さ
し
く
末
法
時
の
歴
史
の
苦
悩
を
負
え
る
群
萌
の
救
済
こ
そ
、
釈
迦
仏
の
末
法
時
の
僧
伽
の
深
き
志
願
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

法
然
上
人
の
浄
土
門
仏
教
の
独
立
の
宣
言
は
、

単
に
聖
道
の
諸
宗
に
並
列
し
て
新
た
に
浄
土
の
一
宗
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く 

て' 

恐
ら
く
は
在
来
の
聖
道
門
諸
宗
の
教
団
に
と
っ
て
は
全
く
異
質
的
な
教
団
が
歴
史
の
必
然
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
き
た
と
い
う
て
よ 

い
。
す
な
わ
ち
時
代
の
悩
め
る
庶
民
を
主
体
と
し' 

道
俗
男
女
を
簡
ば
れ
ず
、
持
戒
破
戒
無
戒
を
問
わ
ず
、
定
散
の
修
善
を
要
と
せ
ず
、
 

た
だ
ひ
と
り
阿
弥
陀
仏
の
選
択
本
願
の
念
仏
の
大
行
を
仰
ぐ
真
実
信
心
ば
か
り
に
て' 

四
海
の
う
ち
皆
兄
弟
同
朋
と
す
る
徹
底
開
放
の
教 

団
、
あ
た
か
も
阿
弥
陀
の
浄
土
を
さ
な
が
ら
に
此
土
に
映
せ
る
如
来
の
教
団
が
新
し
く
開
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
在
来
の
聖
道
諸 

宗
の
教
団
並
び
に
そ
の
教
学
体
系
を
そ
の
根
底
か
ら
震
撼
せ
し
む
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
在
来
の
教
団
理
念
の
変
革
で
あ
り' 

歴
史 

は
大
き
く
回
転
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
日
本
の
諸
宗
は
あ
げ
て
法
然
上
人
の
教
団
を
弾
劾
し' 

上
人
を
は
じ
め
門
下
の
代
表 

を
遠
流
の
厳
罰
に
処
す
べ
き
こ
と
を
朝
廷
に
上
奏
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
ハ
宗
を
代
表
し
て
解
脱
上
人
貞
慶
が
筆
を
と
れ
る
興
福
寺
の 

上
奏
の
文
は' 

専
修
念
仏
の
徒
に
対
し
て
九
ヶ
条
の
過
失
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が' 

法
然
上
人
の
説
く
と
こ
ろ
が
到
底
理
解
さ
れ
る 

べ
く
も
な
く
、徒
ら
に
疑
謗
の
た
め
の
疑
謗
に
お
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
聖
人
は
そ
れ
を
批
判
し
て
「
諸
寺
の
釈
門
教
に
く
ら
く
し 

て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
」
と
い
い
「
洛
都
の
儒
林' 

行
に
迷
ふ
て
邪
正
の
道
路
を
弁
ふ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
諸
寺
と
は 

延
暦
寺
・
興
福
寺
そ
の
他
の
釈
門
を
さ
す
の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
末
法
時
に
お
け
る
時
機
の
反
省
を
欠
き
、

聖
道
・
浄
土
の
二
門
の
権 

仮
方
便
と
真
実
と
を
知
り
わ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
洛
都
の
儒
林
と
は
都
の
大
学
寮
の
学
者
た
ち
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
朝
廷
に
つ
か
え

28



て
政
治
の
顧
問
と
も
な
れ
る
人
々
で
あ
ろ
う
が
、
行
に
迷
う
て' 

内

道
(

仏
法)

・
外
道
の
邪
正
を
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な 

わ
ち
帰
依
三
宝
を
正
行
と
し
、
鬼
神
に
事
え
る
は
邪
行
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
こ
と
が
い
ま
の
迷
行
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
根
本 

の
原
因
と
な
り
て
承
元
の
法
難
を
引
発
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
聖
人
の
批
判
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て' 

聖
人
は 

「
主
上
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
し' 

忿
を
成
し
、
怨
を
結
ぶ
。
こ
れ
に
因
て
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
並
に
門
徒
数
輩
、
罪
科
を 

考
へ
ず
、

猥
し
く
死
罪
に
坐
す
。
或
は
僧
儀
を
改
め
て
姓
名
を
賜
ふ
て
遠
流
に
処
す
、
予
は
そ
の
ー
な
り
。
し
か
れ
ば
す
で
に
僧
に 

非
ず
、
俗
に
非
ず
、
こ
の
故
に
禿
の
字
を
以
て
姓
と
な
す
。
空
師
並
に
弟
子
等' 

諸
方
の
辺
州
に
坐
し
て
五
年
の
居
諸
を
経
た
り
き
」 

と
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
承
元
の
法
難
に
よ
っ
て' 

こ
の
日
本
に
浄
土
真
宗
を
興
隆
く
だ
さ
れ
た
大
祖
源
空
法
師
は
七
十
五
歳
の
御
身 

で
、
罪
名
藤
井
元
彦
男
と
し
て
、
配
所
土
佐
国
に
遠
流
に
処
せ
ら
れ' 

門
弟
中
に
は
住
蓮
房
・
安
楽
房
等
の
如
く
無
実
の
罪
に
と
わ
れ
て 

死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
も
の
も
あ
り' 

わ
が
聖
人
は
罪
名
藤
井
善
信
の
姓
名
を
賜
う
て
、
僧
籍
の
身
分
か
ら
還
俗
せ
し
め
ら
れ
て
、
配
所
は 

越
後
国
へ
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
し
か
れ
ば
す
で
に
僧
に
あ
ら
ず
、
俗
に
あ
ら
ず
、
こ
の
故
に
禿
の
字
を
以
て
姓
と
な
す
」 

と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
俗
名
を
賜
う
て
還
俗
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り' 

非
僧
に
し
て
し
か
も
非
俗
の
心
境
に
住
し
、
や 

が
て
愚
禿
に
し
て
釈
親
鸞
と
名
の
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
真
宗
の
教
行
証
は
こ
の
愚
禿
釈
親
鸞
に
仰
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
 

い
ま
非
僧
非
俗
の
故
に
禿
の
字
を
以
て
姓
と
す
る
こ
と
は
、
禿
と
は
『
涅
槃
経
』
に
よ
れ
ば
破
戒
無
慚
の
賤
称
で
あ
る
。
か
か
る
賤
称
を 

以
て
姓
と
す
る
こ
と
は' 

教
法
た
対
す
る
卑
謙
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
と
も
に
持
戒
・
破
戒
・
無
戒
を
問
わ
ざ
る
、
ま
た
は
る
か
に
戒
律
を 

超
脱
し
て
人
間
の
生
地
の
ま
ま
の
個
に
か
え
り
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
特
権
や
属
性
を
離
れ
て' 

素
裸
の
ま
ま
に
親
鸞
一
人
の
あ
る
が
ま
ま 

の
個
に
還
帰
し
得
た
真
実
の
自
由
の
表
明
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
師
の
上
人
は
流
罪
の
勅
免
を
得
ら
れ
て
か
ら
は
俗
名
を
捨 

て
て
も
と
の
出
家
の
僧
儀
に
復
帰
さ
れ
た
の
で
あ
る
が' 

親
鸞
聖
人
は
こ
の
流
罪
の
生
活
を
機
縁
と
し
て
結
婚
一
生
活
を
公
に
踏
み
切
ら 

れ' 

世
俗
の
生
活
に
塗
れ' 

越
後' 

更
に
関
東
の
野
に
あ
り
て
田
夫
野
叟
に
同
じ
て
文
字
通
り
非
僧
非
俗
の
沙
弥
生
活
に
終
始
せ
ら
れ
た 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
禿
の
姓
の
上
に
愚
の
一
字
を
冠
し
て
愚
禿
と
称
せ
ら
れ
る
こ
と
ほ
、
そ
の
先
例
と
し
て
近
く
は
法
然
上
人
門
下
中
に
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聖
人
が
兄
の
ご
と
く
に
思
慕
さ
れ
て
い
た
聖
覚
法
印
も
愚
禿
と
自
称
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
し
、
遠
く
は
比
叡
山
の
根
本
大
師 

伝
教
の
若
き
日
の
発
願
文
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が' 

そ
こ
に
「
愚
中
の
極
愚
、
狂
中
の
極
狂' 

塵
禿
の
有
情
、
底
下
の
最
澄
」
と 

記
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
い
ま
聖
人
の
愚
禿
と
名
の
ら
れ
る
の
は
そ
う
い
う
先
覚
者
の
高
風
に
よ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
そ
こ
に
は 

聖
人
独
自
の
懺
悔
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
。

『
末
燈
鈔
』(
第
六
通)

に

「
故
法
然
聖
人
は
浄
土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
と
候
し
こ
と
を
、
た
し
か
に
う
け
た
ま
は
り
候
し
う
へ
に
、
も
の
も
お
ぼ 

え
ぬ
あ
さ
ま
し
き
人
>5;

の
ま
い
り
た
る
を
御
覧
じ
て
は' 

往
生
必
定
す
べ
し
と
て' 

え
ま
せ
た
ま
ひ
し
を
み
ま
い
ら
せ
候
き
。
ふ
み
さ 

た
し
て
、
さ
か
さ
か
し
き
ひ
と
の
ま
い
り
た
る
を
ば
、
往
生
は
い
か
が
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
、
 

た
し
か
に
う
け
た
ま
は
り
き
云
々
」 

と
あ
る
ご
と
く'

「
浄
土
門
の
修
行
は
愚
痴
に
か
へ
り
て
極
楽
に
む
ま
る
」
と
い
う
表
明
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
、
聖
道
門
の
修
行
は
そ
れ
に 

対
し
て

「
智
慧
を
き
わ
め
て
生
死
を
離
れ
」
(
『
西
方
指
南
抄
』
下
本)

る
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
聖
人
の
愚
禿
の
愚
は
法
然
上
人
の
「
愚
痴
の 

法
然
房
」
の
愚
に
通
う
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
愚
に
か
え
り
て
ほ
れ
ぼ
れ
と
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
憶
念
す
る
の
で
あ
る
。
 

而
し
て
こ
の
愚
禿
釈
親
鸞
の
誕
生
に
は
た
だ
こ
の
一
事
だ
け
が
天
地
に
貫
い
て
、
他
力
金
剛
心
の
行
人
が
釈
迦
諸
仏
の
真
の
み
弟
子
で
あ 

る
と
い
う
自
覚
が
透
徹
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
愚
禿
釈
親
鸞
の
絶
対
個
な
る
実
存
に
覚
醒
し
て' 

法
然
上
人
な
き
あ
と
の
、
し
か
も 

弾
圧
と
迫
害
の
絶
え
ざ
る
吉
水
教
団
の
僧
伽
の
生
命
を
一
身
に
荷
負
う
て
、
師
の
選
択
本
願
の
本
義
を
徹
底
し
闡
明
せ
ん
と
し
て
『
教
行 

信
証
』
の
撰
述
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

次
い
で

「
後
序
」
の
文
で
は
建
曆
元
年
十
一
月
十
七
日
に
ご
流
罪
の
勅
免
あ
り
て
帰
洛
さ
れ
た
法
然
上
人
は
翌
建
暦
二
年
壬
申
一
月
二 

十
五
日
に
ハ
十
歳
を
も
っ
て
入
滅
さ
れ
た
こ
と
を
記
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
聖
人
は
法
然
上
人
と
の
は
じ
め
て
の
邂
逅
の
日
を
顧
み
、
そ 

れ
は
聖
人
の
生
涯
の
出
発
で
も
あ
り' 

聖
人
の
全
生
涯
を
一
貫
し
て
そ
の
師
教
の
恩
厚
を
仰
が
れ
て
行
か
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
く

30



「
然
る
に
愚
禿
釈
鸞
、
建
仁
辛
酉
暦(

聖
人
二
十
九
歳)

雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
。
 

元
久
乙
丑
歳(

聖
人
三
十
三
歳)

恩
恕
を
蒙
り
て
『
選
択
』
を
書
く
。

同
年
初
夏
中
旬
第
四
日(

四
月
十
四
日)

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
内
題
字
、
並
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
往
生
之
業
念
仏
為
本
」
と
「
釈
綽
空
」 

の
字
と
、
空(

源
空)

の
真
筆
を
以
て
こ
れ
を
書
か
し
め
た
ま
ひ
き
。
同
日
、
空(

源
空)

の
真
影
を
申
し
預
り
て
図
画
し
た
て
ま
つ
る
。
 

同
二
年
閏
七
月
下
旬
第
九
日(

七
月
二
十
九
日)

真
影
の
銘
は
真
筆
を
以
て
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

「
若
我
成
仏
十
方
衆
生
、
称
我
名
号 

下
至
十
声'

若
不
生
者
不
取
正
覚
、
彼
仏
今
現
在
成
仏' 

当
知
本
誓
重
願
不
虚' 

衆
生
称
念
必
得
往
生
」
の
真
文
と
を
書
せ
し
め
た
ま 

ふ
。
又
夢
告
に
依
て
綽
空
の
字
を
改
め
て'

同
日
御
筆
を
以
て
名
の
字(

善
信?
)

を
書
か
し
め
た
ま
ひ
畢
り
ぬ
。
本
師
聖
人
、
今
年
は 

七
旬
三
の
御
歳
な
り
。

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
は
禅
定
博
陸
渺
细
驟
実
の
教
命
に
依
て
撰
集
せ
し
む
る
と
こ
ろ
な
り
。
真
宗
の
簡
要
、
 

念
仏
の
奥
義
、
 

こ
れ
に
摂
在
せ
り
。
見
る
者
諭
や
す
し
。
誠
に
是
れ
希
有
最
勝
の
華
文' 

无
上
甚
深
の
宝
典
な
り
。
年
を
渉
り
日
を
渉 

り
て
其
の
教
誨
を
蒙
ふ
る
の
人
千
万
と
雖
も
、
親
と
い
ひ
疎
と
い
ひ
、
此
の
見
写
を
獲
る
の
徒
、
甚
だ
以
て
難
し
。
し
か
る
に
既
に
製 

作
を
書
写
し' 

真
影
を
図
画
せ
り
。
是
れ
専
念
正
業
の
徳
な
り
、
是
れ
決
定
往
生
の
徴
な
り
。
仍
て
悲
喜
の
涙
を
抑
へ
て
由
来
の
縁
を 

註
す
。

慶
ば
し
い
哉
、

心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
、

念
を
難
思
の
法
海
に
流
す
。

深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
良
と
に
師
教
の
恩
厚
を
仰 

ぐ
。
慶
喜 

弥 

至
り
、
至
孝 

弥 

重
し
。
茲
に
因
て
、
真
宗
の
詮
を
鈔
し
、
浄
土
の
要
を
據
ふ
。
唯
仏
恩
の
深
き
こ
と
を
念
じ
て
、
人 

倫
の
嘲
を
恥
ぢ
ず
。

若
し
斯
の
書
を
見
聞
せ
む
者
、

信
順
を
因
と
為
し
、

疑
謗
を
縁
と
為
し
て' 

信
楽
を
願
力
に
彰
わ
し
、
妙
果 

を
安
養
に
顕
さ
む
と
矣
」

と
述
べ
来
り
て
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
ご
意
趣
を
明
か
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
吉
水
入
室
後
五
年
目
に
し
て
『
選
択
集
』
の
書
写
と
師 

の
真
影
を
図
画
す
る
こ
と
の
お
許
し
を
得
た
の
で
あ
る
。

こ
の 

『
選
択
集
』 

付
属
の
由
来
を
悲
喜
の
涙
を
以
て
つ
づ
ら
れ
て
い
る
の
で 

あ
る
。

そ
れ
は
自
ら
専
念
正
業
の
徳
な
り
と
仰
せ
ら
れ' 

決
定
往
生
の
徴
験
な
り
と
い
う
深
き
確
信
の
表
明
と
な
っ
て
い
る
が
、
思
う
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に
そ
れ
は
単
な
る
個
人
的
な
事
件
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
深
き
使
命
感
に
応
え
て
『
教
行
信
証
』
の
撰
述
と
も
な
っ
て
く
る
の 

で
あ
る
。
法
然

・
親
鸞
の
両
聖
人
の
邂
逅
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
立
教
開
宗
と
い
う
歴
史
的
偉
業
を
展
開
し
て
く 

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義
は
こ
れ
ま
で
の
浄
土
宗
だ
の
真
宗
だ
の
と
い
う
宗
派
的
な
観
点
を
離
れ
て' 

更
に
広
い
世
界
的
な
視
野
の
も 

と
に
新
し
く
見
直
さ
れ' 

そ
の
歴
史
的
意
義
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

こ
こ
で
『
教
行
信
証
』
の
撰
述
年
代
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
く
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
聖
人
の
多
く
の
著
述
に
は
必
ず
奥
書
が
あ 

っ
て
そ
の
製
作
の
年
時
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が' 

こ

の

『
教
行
信
証
』
に
は
そ
れ
が
な
い
た
め
に
、
そ
の
撰
述
の
年
時
を
知 

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
現
存
す
る
唯
一
の
真
蹟
本
が
東
本
願
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
所
謂
阪
東
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は 

晩
年
に
及
ぶ
ま
で
の
聖
人
の
加
筆
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
の
で' 

一
応
草
稿
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
が' 

し
か
し
今
日 

で
は
こ
の
阪
東
本
の
精
密
な
調
査
の
結
果' 

た
と
え
草
稿
本
と
い
わ
れ
る
に
し
て
も' 

こ
れ
に
先
立
つ
初
稿
本
の
あ
る
こ
と
が
明
か
に
な 

っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
阪
東
本
は
す
で
に
初
稿
本
で
な
く
再
稿
本
で
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
初
稿
本 

は
現
存
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
す
が
た
の
も
の
か
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
現
存
の
阪
東
本
に
先
立
つ 

初
稿
本
が
既
に
関
東
在
住
の
と
き
に
出
来
上
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
幾
多
の
理
由
が
数
え
ら
れ
て
殆
ん
ど 

聖
人
の
帰
洛
後
の
撰
述
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
り
ま
た
支
配
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が' 

そ
れ
が
再
び
聖
人
の
関
東
常
陸
の
稲
田
の
草
庵 

に
あ
り
て
そ
の
初
稿
本
の
完
成
が
い
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
『
教
行
信
証
』
を
通
じ
て
た
だ
一
箇 

所
、

「
化
身
土
巻
」(

本)

に
元
仁
元
年
甲
申
の
年
紀
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
て 

く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は

「
如
来
般
涅
槃
の
時
代
を
勘
ふ
る
に
、
周
の
第
五
主
穆
王
五
十
一
年
壬
申
に
当
れ
り
。
其
の
壬
申
よ
り
我
が
元
仁
元
年
甲
申
に
至
る
ま 

で
二
千
一
百
八
十
三
歳
な
り
。

す
で
に
以
て
末
法
に
入
り
て
六
百
八
十
三
歳
な
り
」
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と
あ
り
て
、
正
像
末
三
時
の
史
観
に
よ
り
て
仏
入
滅
後
の
年
代
を
算
定
す
る
そ
の
起
点
に
我
が
元
仁
元
年
の
年
次
を
押
え
ら
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
。
或
は
そ
の
こ
と
は
釈
尊
入
滅
の
年
が
壬
申
の
年
ゆ
え
に
年
代
算
定
の
便
宜
の
上
よ
り
、
干
支
を
あ
わ
せ
る
上
か
ら
元
仁
元
年
甲 

申
が
選
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
と
す
る
有
力
の
説
が
あ
る
が
、
干
支
を
あ
わ
せ
る
と
な
れ
ば
「後
序
」
の
文
に
あ
る
建
暦
二
年
壬
申
の
歳
に 

は
師
の
法
然
上
人
が
ハ
十
歳
を
以
て
入
滅
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら' 

釈
尊
の
壬
申
入
滅
に
あ
わ
せ
て
そ
の
年
次
を
選
ぶ
こ
と
が
最
も 

適
し
く
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
徳
川
期
に
良
空
師
の
『
高
田
正
統
伝
』
に
こ
の
元
仁
元
年
を
以
て
『
教
行
信
証
』
の
撰
述
年
次
と
し
て
取
り 

上
げ
ら
れ
て' 

由
来
こ
の
年
を
浄
土
真
宗
の
立
教
開
宗
の
記
念
の
年
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
年
次
を
直
ち
に
『
教
行
信 

証
』
の
撰
述
の
年
時
と
す
る
こ
と
は
な
お
多
く
問
題
が
残
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
し
か
も
何
か
こ
の
年
次
は
聖
人
に
と
り
て
は
記
念
さ
る 

べ
き
大
切
な
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
阪
東
本
の
再
稿
本
で
も
元
仁
元
年
の
と
こ
ろ
に
改
訂
の
筆
が
加
わ
っ
て
い
る 

こ
と
が
見
れ
る
の
で
あ
る
が
、
或
は
貞
応
三
年
と
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
法
住
師
の
『
教
行
信
証
金
剛
録
』
に
は
こ
の
元
仁
元
年
を 

法
然
上
人
の
十
三
回
忌
に
相
当
す
る
こ
と
を
述
べ
ヽ
更
に
法
然
上
人
滅
後
の
専
修
念
仏
の
教
団
に
お
け
る
最
大
の
弾
圧
と
迫
害
で
あ
っ
た 

元
仁

・
嘉
禄
の
法
難
の
こ
と
を
『
皇
代
曆
』
等
に
よ
っ
て
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
住
師
は
や
は
り
こ
の
年
次
を
『
教 

行
信
証
』
撰
述
の
年
時
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
当
時
聖
人
は
五
十
二
歳
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
常
陸
国
稲
田
に
て
『
教
行 

信
証
』
の
執
筆
中
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
法
住
師
の
指
摘
の
ご
と
く
こ
の
元
仁
の
法
難
の
只
中
に
、
師
の
法
然
上
人
の
十 

三
回
忌
を
迎
え' 

師
の
選
択
本
願
の
真
義
を
明
か
に
し
て
師
教
の
恩
厚
に
報
い
ん
と
せ
ら
れ
る
『
教
行
信
証
』
撰
述
の
ご
趣
意
を
充
分
汲 

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ま
は
関
東
の
僻
地
に
あ
れ
ど
も
、
法
然
上
人
の
ご
在
世
の
と
き
自
分
の
身
を
以
て
う
け
と
っ
た 

承
元
の
法
難
の
こ
と
を
思
い
、
師
弟
と
と
も
に
遠
流
に
処
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
遂
に
師
と
の
こ
の
世
に
お
け
る
最
後
の
別
離
と
な
る
の
で
あ 

る
が
、
そ
の
正
法
に
対
す
る
義
憤
と
い
う
の
か
、

「
後
序
」
の
文
の
は
じ
め
が' 

ま
ず
承
元
の
法
難
を
以
て
筆
を
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ 

る
が
、
正
し
く
五
濁
増
時
多
疑
謗
で
あ
り' 

釈
迦
仏
の
末
法
時
を
算
定
す
る
元
仁
元
年
が
い
わ
れ
く
る
前
後
の
記
述
が
何
か
「
後
序
」
の 

文
と
相
呼
応
す
る
ご
と
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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四 

こ
こ
で
わ
た
く
し
は
今
一
度
越
後
謫
居
の
時
代
の
聖
人
を
偲
び
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

『
御
伝
鈔
』
で
は 

「
大
師
聖
人
も
し
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
ま
は
ず
ば
、
わ
れ
亦
配
所
に
赴
か
ん
や
。
も
し
わ
れ
配
所
に
赴
か
ず
ん
ば
何
に
よ
り
て
か
辺
鄙 

の
群
類
を
化
せ
ん
。
是
な
を
師
教
の
恩
致
な
り
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
京
都
の
都
か
ら
師
友
と
別
れ
て
ひ
と
り
流
人
と
し
て
遠
く
辺
鄙
の
越
後
国
に
流
さ
れ
て
き
た
の
で
あ 

る
。
そ
こ
で
き
び
し
い
北
国
の
自
然
と
と
も
に
新
し
く
出
逢
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
勿
論
肉
体
を
養
う
た
め
に
終
日
田
作
り 

の
労
苦
を
も
嘗
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
『
御
伝
鈔
』
が
語
る
よ
う
に' 

文
字
も
知
ら
な
い
無
智
暗
鈍
の
辺
鄙
の 

群
類
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
彼
等
の
生
活
は
都
の
文
化
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
教
団
か
ら
も
こ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ 

た
の
で
あ
る
。
た
だ
大
地
に
直
接
寝
起
し
て
い
る
群
胡
で
あ
っ
た
。
い
ま
越
後
の
配
所
に
あ
り
て
こ
の
群
胡
と
の
出
逢
い
は
、
何
も
高
処 

よ
り
指
導
教
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
こ
ま
で
追
放
さ
れ
流
さ
れ
て
み
て
、
わ
れ
も
そ
の
無
智
の
群
類
の
一
人
と
な 

り
お
お
せ
て
、
群
類
と
と
も
に' 

否
よ
し
あ
し
の
文
字
を
知
ら
ぬ
こ
の
群
類
に
こ
そ
如
来
の
本
願
の
救
済
の
ま
こ
と
が
拝
ま
れ
て
き
た
の 

で
あ
る
。
こ
の
群
萌
と
の
出
逢
い
に
お
い
て
か
ね
て
師
教
に
遇
え
る
こ
と
の
恩
厚
を
今
更
に
感
銘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
聖
人
の
晩
年 

の
筆
で
あ
る
が
回
心
と
い
う
に
つ
い
て
『
唯
信
鈔
文
意
』
の
な
か
に

「
回
心
と
い
ふ
は
自
力
の
心
を
ひ
る
が
へ
し
す
っ
る
を
い
ふ
な
り
。
実
報
土
に
生
る
る
人
は
必
ず
無
碍
光
仏
の
心
中
に
摂
め
と
り
た
ま 

ふ
故
に
金
剛
の
信
心
と
な
る
な
り
。

自
力
の
心
を
す
っ
と
い
ふ
は'

や
う
や
う
さ
ま
ざ
ま
の
大
小
の
聖
人-

善
悪
の
凡
夫
の'

み
づ 

か
ら
が
身
を
よ
し
と
思
ふ
心
を
す
て' 

身
を
た
の
ま
ず
、
 

あ
し
き
心
を
さ
か
し
く
か
へ
り
み
ず' 

ま
た
人
を
よ
し
あ
し
と
思
ふ
心
を
す 

て
て
、

一
向
に
具
縛
の
凡
夫-

屠
沽
の
下
類
、
 

無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
誓
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
。
具
縛
と
い
ふ
は
よ
ろ
づ
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
な
り
。
煩
は
身
を
わ
づ
ら
は
す
、
悩
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は
こ
こ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
ふ
。
屠
は
よ
ろ
づ
の
生
き
た
る
も
の
を
こ
ろ
し
ほ
ふ
る
も
の' 

こ
れ
は
猟
師
と
い
ふ
も
の
な
り
。
沽
は
よ 

ろ
づ
の
も
の
を
う
り
か
ふ
も
の
な
り
、
こ
れ
は
商
人
な
り
。
こ
れ
ら
を
下
類
と
い
ふ
な
り
。
か
や
う
の
商
人
・
猟
師' 

さ
ま
ざ
ま
の
も 

の
は
み
な
、
い
し
・
か
は
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
……

」 

と
仰
せ
ら
れ
る
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
晩
年
の
聖
人
が
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が' 

石

・
瓦

・
礫
の
ご
と
く
な
る
我
等
な
り
と
な 

り
お
お
せ
て
、

一
向
に
如
来
の
本
願
を
た
の
み
て
摂
取
の
光
明
を
仰
ぐ
と
こ
ろ
に
、
石

・
瓦

・
礫
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
を
黄
金
に
か
え 

な
さ
し
め
た
も
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
深
き
聖
人
の
実
験
の
お
言
葉
で
あ
る
と
仰
ぐ
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
わ
た
く
し
は
聖
人
の
回
心
の
告
白
と
し
て
「
化
身
土
巻
」(
本)

の
三
願
転
入
の
文
を
思
う
の
で
あ
る
。

「
是
を
以
て
愚
禿
釈
鸞
、
論
主
の
解
義
を
仰
ぎ
、
宗
師
の
勧
化
に
依
り
て
、
久
し
く
万
行
諸
善
の
仮
門
を
出
で
て
永
く
雙
樹
林
下
の
往 

生
を
離
る
、
善
本
徳
本
の
真
門
に
回
入
し
て
偏
へ
に
難
思
往
生
の
心
を
発
し
き
。
然
る
に
今
特
に
方
便
の
真
門
を
出
で
て
選
択
の
願
海 

に
転
入
せ
り' 

速
か
に
難
思
往
生
の
心
を
離
れ
て
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
す
、
果
遂
の
誓
ま
こ
と
に
由
あ
る
哉
。
爰
に
久
し
く
願 

海
に
入
り
て
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
、
至
徳
を
報
謝
せ
ん
為
に
、
真
宗
の
簡
要
を
據
ふ
て
恒
常
に
不
可
思
議
の
徳
海
を
祢
念
す
。

弥 

斯 

を
喜
愛
し
特
に
斯
を
頂
戴
す
る
な
り
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
か
ね
て
よ
り
わ
た
く
し
は
こ
の
三
願
転
入
の
文
は
三
願
転
入
序
と
も
呼
ん
で
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
重
要
な
る 

位
置
に
あ
る
三
序
に
も
対
応
し' 

ま
た
相
呼
応
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
願
転
入
の
告
白 

が
愚
禿
釈
親
鸞
の
名
の
り
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
た
い
。
思
う
に
『
教
行
信
証
』

一
部
六
巻
を
通
じ
、
愚
禿
親 

鸞
の
名
は
各
巻
の
撰
号
を
別
と
し
て
、
お
よ
そ
五
箇
所
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
拾
っ
て
み
る
と' 

ま

ず

「
総
序
」
の 

文
の
結
び
に

「爰
に
愚
禿
釈
親
鸞
、

慶
し
い
哉
、
西
蕃
月
支
の
聖
典
、
東
夏
日
域
の
師
釈
に
遇
い
難
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た
り
、
聞
き
難
く
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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
。
斯
を
以
て
聞
く
と
こ
ろ
を 

慶
び
、
獲
る
と
こ
ろ
を
嘆
ず
る
な
り
矣
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
を
三
願
転
入
の
文
に
照
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次

に

「
信
巻
」
の

「
別
序
」
の
文
に 

「
爰
に
愚
禿
釈
親
鸞
、
諸
仏
如
来
の
真
説
に
信
順
し
て
論
家
・
釈
家
の
宗
義
を
披
閲
す
。
広
く
三
経
の
光
沢
を
蒙
り
て
特
に
一
心
の
華 

文
を
開
く
。
且
ら
く
疑
問
を
至
し
て
遂
に
明
証
を
出
す
。
誠
に
仏
恩
の
深
重
な
る
を
念
じ
て
、
人
倫
の
曙
言
を
恥
ぢ
ず
云
々
」 

と
あ
り
て
、

「
信
巻
」
に
開
顕
さ
れ
て
く
る
聖
人
の
ご
己
証
た
る
「
三
一
問
答
釈
」
の
事
業
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が' 

こ
れ 

ま
た
三
願
転
入
の
ご
己
証
の
表
白
に
対
応
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
信
巻
」
は

「
行
巻
」
に
明
か
さ
れ
る
三
国
七
祖
の
念
仏
伝
統
の 

歴
史
を
あ
ら
し
む
る
根
源
の
歴
史
を
開
示
す
る
も
の
と
し
て
如
来
選
択
の
本
願
の
三
信
に
つ
い
て
の
聖
人
の
領
解
で
あ
る
。
 

ま
た
次
に
同
じ
く
「
信
巻
」(
末)

に

「
仏
弟
子
釈
」
が
お
わ
る
と
こ
ろ
に

「
誠
に
知
り
ぬ
、
悲
し
き
哉
、
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
大
山
に
迷
惑
し
て
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真 

証
の
証
に
近
く
こ
と
を
快
し
ま
ず
、
恥
づ
べ
し
、
傷
む
べ
し
矣
」

と
あ
る
懺
悔
の
文
で
あ
る
。
思
う
に
「
真
の
仏
弟
子
と
は
金
剛
心
の
行
人
な
り
」
と
の
自
覚
は
そ
の
ま
ま
に' 

こ
の
懺
悔
の
谷
に
低 

く
下
り
て
こ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
信
巻
」
の
懺
悔
は
そ
の
ま
ま
に
か
か
る
罪
業
深
重
の
機
を
救
い
た
も
う
法
の
讃
嘆
で
あ
っ 

て' 

す
で
に
無
明
の
闇
は
破
せ
ら
れ
て
、
信
心
の
暁
と
な
れ
る
白
日
の
懺
悔
で
あ
る
。
こ
の
文
は
「
化
身
土
巻
」
の
三
願
転
入
の
表
白
に 

先
立
つ
か
の
深
刻
な
る
懺
悔
と
よ
く
対
応
し
て
考
慮
さ
る
べ
き
問
題
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
次
に
第
五
番
目
の
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
後
序
」
の
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
然
る
に
愚
禿
釈
鸞' 

建
仁
辛
酉
暦' 

雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」

の
有
名
な
文
で
あ
る
。
聖
人
二
十
九
歳
、
比
叡
の
山
を
出
で
て
吉
水
の
法
然
上
人
を
た
ず
ね
、
こ
の
上
人
と
の
出
逢
い
が
聖
人
の
新
し
き 

生
涯
の
出
発
と
な
っ
た
。
そ
の
最
初
の
出
逢
い
の
回
心
の
表
明
が
い
ま
の
文
で
あ
る
。
師
の
導
き
に
よ
り
は
じ
め
て
諸
行
を
す
て
て
如
来

36



選
択
の
本
願
に
帰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る6

そ
こ
に
菩
提
心
の
問
題
が
あ
っ
た
。

ま
た
ゝ
そ
の
回
心
が
い
か
に
透
徹
さ
れ
て
あ
っ
た
か
は 

『
歎
異
抄
』
の
第
二
章
と
か
『
恵
信
尼
消
息
』
等
に
よ
っ
て
充
分
覗
い
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
透
徹
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
承
元
の 

法
難
を
も
真
宗
の
証
道
今
盛
ん
な
り
と
受
け
と
め
、
越
後
の
国
の
配
所
に
あ
り
て
こ
れ
な
お
師
教
の
恩
致
な
り
と
感
謝
す
る
こ
と
が
で
き 

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
他
力
信
の
上
に
一
寸
の
動
揺
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』
の

「
後
序
」
の
信
心
靜
論
の
御
物
語
に
は 

「
如
来
よ
り
賜
り
た
る
信
心
」
と
い
う
表
現
を
以
て
他
力
廻
向
信
の
自
覚
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
こ
の
回
心
の
表
明
と
三
願
転
入 

の
表
白
と
は
如
何
に
対
応
さ
る.
へ
き
も
の
で
あ
る
か
を
考
究
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

五

従
来
と
も
講
録
の
多
く
は
、
聖
人
に
お
け
る
三
願
転
入
は
そ
の
時
期
を
い
え
ば
二
十
九
歳
の
吉
水
入
室
の
と
き
に
あ
り
し
こ
と
が
い
わ 

れ
る
の
で
あ
る
。
或
る
説
は
す
で
に
比
叡
山
に
あ
り
し
と
き
に' 

源
信
僧
都
の
『
往
生
要
集
』
や
善
導
大
師
の
『
観
経
疏
』
に
導
か
れ
て 

久
し
く
万
行
諸
善
の
仮
門
を
出
で
て
、
方
便
の
真
門
に
回
入
す
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
は
じ
め
て
法
然
上
人
と
の
出
逢
い
に
お
い 

て
選
択
の
願
海
に
転
入
す
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
わ
た
く
し
は
む
し
ろ
法
然
上
人
と
の
最
初
の
出
逢
い 

に
お
い
て
開
か
れ
て
き
た' 

す
な
わ
ち
自
力
の
迷
情
を
翻
転
し
て
他
力
念
仏
に
帰
せ
ら
れ
た
回
心
の
体
験
が' 

い
つ
の
日
に
か
三
願
転
入 

の
体
験
を
経
て' 

あ
ら
た
め
て
そ
の
他
力
の
信
が
「
如
来
よ
り
賜
り
た
る
」
本
願
力
廻
向
の
信
で
あ
る
と
の
自
覚
を
確
め
得
て
、
い
よ
い 

よ
師
の
上
人
と
の
出
逢
い
の
最
初
に
か
え
り
、
ま
た
吉
水
入
室
以
後
五
ケ
年
に
わ
た
り
師
教
の
導
き
を
受
け
ら
れ
た
、
 

そ
の
宿
緣
の
深
厚 

を
思
い
そ
の
師
恩
に
対
し' 

そ
の
生
涯
を
か
け
て
報
謝
せ
ん
と
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
三
願
転
入
は
聖
人
の 

生
涯
の
い
か
な
る
時
期
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
に
つ
い
て
は
異
説
も
あ
る
こ
と
に
て
、
ま
ず
前
説
の
吉
水
入
室
時
に
あ
り
し
と
す 

る
説
が
多
く'

或
は
吉
水
入
室
時
が
二
十
願
、
従
っ
て
比
叡
山
修
行
時
代
が
十
九
願
、吉
水
門
下
に
あ
る
間
に
弘
願
に
転
入
と
説
く
も
の
、
 

或
は
越
後
配
流
の
前
後
に
見
よ
う
と
す
る
説' 

或

は

『
教
行
信
証
』
撰
述
の
時
に
見
よ
う
と
す
る
説
等
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
説
で
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は
三
願
転
入
を
聖
人
に
お
け
る
体
験
の
事
実
と
は
見
ず
に
、
吉
水
入
室
時
に
お
け
る
回
心
の
体
験
の
自
覚
的
構
造
を
明
か
に
し
て
三
願
転 

入
と
い
う
こ
と
で
表
明
さ
れ
た
も
の
で' 

こ
の
体
験
の
時
期
な
ど
を
曆
の
上
で
求
め
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
「今
特
に
」
と
表
明
さ
れ 

て
く
る
の
は
、
宗
教
的
回
心
の
体
験
は
つ
ね
に
今
に
生
き
て
反
覆
さ
れ
て
あ
る
の
で
、
過
去
の
経
験
と
し
て
消
え
去
る
も
の
で
な
く
、
時 

間
を
超
え
て
し
か
も
今
に
相
続
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
回
心
の
体
験
は
そ
う
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
が' 

し
か
し
幾
度
か
こ
の 

三
願
転
入
の
文
を
読
み
返
し
て
み
る
と
や
は
り
聖
人
の
ご
己
証
の
体
験
の
事
実
の
表
白
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で 

あ
る
。
単
に
十
九
ニ
ー
十
・
十
八
の
本
願
を
並
列
的
に
並
べ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
立
体
的
に
、
内
外
対
応
し
て' 

十
九
願
を
離
れ
て
十 

ハ
願
に
帰
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
て
き
た
も
の
は
二
十
願
の
機
で
あ
る
こ
と
の
痛
み
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
二
十
願
の
果 

遂
の
誓
の
発
見
は
や
が
て
そ
の
願
に
対
す
る
謝
念
で
あ
る
。
宿
善
と
か
、
時
節
の
因
緣
と
い
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
師
の
法
然
上
人 

で
は
二
十
願
の
機
の
問
題
に
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
三
願
転
入
の
表
白
に
あ
た
り
て
親
鸞
聖
人
は
「
是
を
以
て
愚
禿
釈
鸞
、
論
主
の
解 

義
を
仰
ぎ
宗
師
の
勧
化
に
よ
り
」
と
お
か
れ
て
い
る
。
論
主
と
は
天
親
論
主
を
指
さ
れ
た
の
で
あ
り' 

天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
及
び
曇 

鸞
大
師
の
『
註
解
』
を
併
せ
て
仰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
善
導
大
師
で
は
『
往
生
礼
讃
』
の
こ
と
も
あ
る
が
、

『
観
経
疏
』
の
三
心
釈
の 

指
導
が
思
わ
れ
る
。
承
元
の
法
難
は
師
弟
を
遠
く
引
き
裂
き
、
そ
の
生
別
は
そ
の
ま
ま
死
別
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
師
と
離
れ
て
聖
人 

は
い
よ
い
よ
聞
法
に
い
そ
し
ま
れ' 

特
に
天
親
，
曇
鸞
の
『
論
』
及

び

『
註
解
』
の
指
導
を
受
く
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
な
い
か
と
思 

う
。
流
罪
以
後
親
癒
と
名
の
ら
れ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
天
親
菩
薩
の
親
と
曇
鸞
大
師
の
鸞
の
一
字
を
と
っ
て
ご
自
身
の
実
名
と 

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
た
く
し
は
何
よ
り
も
三
願
転
入
は
聖
人
の
体
験
事
実
の
表
白
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
表
白
の 

前
に
お
か
れ
て
い
る
聖
人
の
痛
烈
な
懺
悔
の
文
に
よ
り
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
越
後
謫
居
の
中
期
以
後
の
頃
で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
れ
は
一
大
疑
団
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
想
定
し
た
い
。
こ
れ
は
聖
人
自
ら
が
出
逢
わ
れ
た
信
仰
の
道
に
お
け
る
危
機
と
も
い
わ
る
べ 

き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
そ
の
絶
望
的
な
懺
悔
を
聞
く
べ
き
で
あ
る
。
五
体
を
地
に
投
じ
て
の
懺
悔
で
あ
る
。
い
わ
く 

「
真
に
知
ん
ぬ
、
専
修
に
し
て
雑
心
な
る
者
は
、
大
慶
喜
心
を
獲
ず
。
故
に
宗
師
は
『
彼
の
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
な
し
。
業
行
を
作
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す
と
雖
も
心
に
軽
慢
を
生
じ' 

常
に
名
利
と
相
応
す
る
が
故
に' 

人
我
お
の
づ
か
ら
覆
ほ
て
同
行
善
知
識
に
親
近
せ
ざ
る
が
故
に
、
楽 

み
て
雑
縁
に
近
づ
き
て
往
生
の
正
行
を
自
障
々
他
す
る
が
故
に
』
と
。

悲
し
き
哉
、
垢
障
の
凡
愚
、
無
際
よ
り
こ
の
か
た
、
助
正
間
雑
し
、
定
散
心
雑
す
る
が
故
に
、
出
離
其
の
期
な
し
。
自
ら
流
転
輪
廻
を 

は
か
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
。
 

凡
そ
大
小
の
聖
人' 

一
切
の
善
人
、
本
願
の
嘉
号
を
以
て
己
れ
が
善
根
と
す
る
が
故
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
能
は
ず
、
仏
智
を
了
ら
ず
、
 

彼
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
故
に' 

報
土
に
入
る
こ
と
な
き
な
り
」 

と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
仏
智
疑
惑
の
罪
の
悲
歎
は
晩
年
の
『
正
像
末
和
讃
』
に
も
「
疑
惑
和
讃
」
と
し
て
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ 

の
疑
団
は
恐
ら
く
は
越
後
謫
居
の
時
代
に
あ
り
し
も
の
と
一
応
想
定
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
聖
人
の
越
後
時
代
は
伝
道
と
い
う
よ
り 

も
自
己
に
沈
潜
し
て
自
己
内
観
の
時
代
と
い
う
べ
く'

流
人
と
し
て
の
生
活
が
五
ケ
年
、
勅
許
の
の
ち
な
お
ニ
ケ
年
滞
在
し
て
『
恵
信
尼 

消
息
』
に
よ
れ
ば
建
保
二
年
の
頃
、
聖
人
四
十
二
歳
、
い
よ
い
よ
自
信
教
人
信
と
関
東
常
陸
の
曠
野
に
向
っ
て
伝
道
行
化
の
旅
に
旅
立
た 

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
三
願
転
入
の
体
験
を
経
て
他
力
の
自
覚
道
を
深
く
掘
り
下
げ' 

師
教
の
真
髄
た
る
選
択
本
願
の
本
義
に
徹
す
る
こ 

と
を
得
て
、
今
更
に
そ
の
歓
喜
を
深
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
そ
の
疑
団
と
い
う
か
、
そ
れ
は
人
間
自
力
の
執
心
の
根
の
深
さ 

で
あ
る
。
既
に
十
九
願
の
定
散
の
諸
行
は
す
て
て
十
八
願
の
専
修
念
仏
の
本
願
の
大
行
に
帰
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
定
散
の
自
力
心
を
拭 

う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
二
十
願
の
自
力
念
仏
と
い
う
機
の
痛
み
が
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
専
修
に
し
て
雑
心 

な
る
も
の
と
い
わ
れ
る
。
専
修
に
し
て
雑
心
な
る
も
の
は
大
慶
喜
心
を
獲
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
歎
異
抄
』
九
章
の 

唯
円
房
の
不
審
に
相
応
せ
し
む
る
こ
と
も
で
き
よ
う
と
思
う
。
専
修
に
し
て
雑
心
と
は
専
修
に
し
て
は
じ
め
て
知
ら
し
め
ら
れ
て
く
る
自 

力
の
我
執
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
願
疑
惑
の
罪
と
し
て
最
も
痛
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
仏
智
を
疑
惑
す
る
罪
は
雑
行
雑
修
よ
り
も
重
い
の
で
あ 

る
。
ま
ず
相
続
し
て
仏
恩
を
念
報
す
る
こ
と
が
な
い
。
念
相
続
が
な
い
の
で
あ
る
。
僅
か
に
修
善
が
な
さ
れ
た
と
い
う
て
も
、
心
に
僑
慢 

を
生
じ' 

常
に
名
聞
利
養
と
相
応
す
る
の
で
あ
る
。
自
我
愛
の
虜
と
な
り
て
己
れ
独
り
に
閉
じ
込
も
り
て
同
朋
同
行
善
知
識
に
親
近
し
な
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い
の
で
あ
る
。
聞
法
す
る
こ
と
の
自
由
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
人
間
最
大
の
不
幸
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
宗
師
と
あ
る
は
善 

導
大
師
を
指
す
の
で
あ
る
が' 

そ

の

『
往
生
礼
讃
』

に
専
修(
専
信)

に
対
し
四
得
を
あ
げ
、
雑
修
に
対
し
十
三
失
を
数
え
て
い
る
の
で 

あ
る
が
、
い
ま
聖
人
は
そ
の
十
三
失
の
初
め
の
九
失
は
雑
修
雑
心
の
失
と
し' 

後
の
四
失
を
専
修
雑
心
の
失
と
し
て
ご
自
身
の
生
活
の
上 

に
読
み
と
ら
れ
て
、
い
ま
の
懺
悔
の
文
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
専
修
雑
心
は
か
た
ち
は
専
修
な
れ
ど
も
、
雑
心
は
雑
修
の
な
か
に
入 

る
の
で
、
真
実
の
専
修
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
専
修
雑
心
は
如
何
に
し
て
超
え
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
人
間
の
自
力
の 

努
力
を
以
て
は
如
何
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
如
来
の
二
十
願
の
果
遂
の
誓
の
い
ま
す
こ
と
が
感
謝
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
“
 

亠ハ

さ
て
こ
の
二
十
願
が
聖
人
に
よ
っ
て
如
何
に
領
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
「
凡
そ
大
小
聖
人' 

一
切
善
人'

本
願
の
嘉 

号
を
以
て
己
れ
が
善
根
と
す
る
が
故
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
能
は
ず' 

仏
智
を
了
ら
ず
、
彼
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
能 

は
ざ
る
故
に
、
報
土
に
入
る
こ
と
な
き
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
十
願
の
願
言
は
『
無
量
寿
経
』
(
魏
訳)

で
は 

「
設
ひ
我
れ
仏
を
得
ん
に' 

十
方
の
衆
生
、
我
が
名
号
を
聞
き
て
、
念
を
我
が
国
に
係
け
て
、

諸 

の
徳
本
を
植
え
て
、
心
を
至
し
廻 

向
し
て
、
我
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
は
ん
、
果
遂
せ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」

と
仰
せ
ら
れ
て
あ
る
。
こ
の
願
言
は
『
無
量
寿
如
来
会
』(
唐
訳)

で
は

「
若
し
我
れ
成
仏
せ
ん
に' 

無
量
の
国
の
中
の
所
有
の
衆
生
、
我
が
名
号
を
説
く
を
聞
き
て
、
以
て
己
が
善
根
と
し
て' 

極
楽
に
廻
向 

せ
ん
、
若
し
生
れ
ず
ば
菩
提
を
取
ら
じ
」

と
異
訳
さ
れ
て
い
る
。

『
無
量
寿
経
』

の

「
我
が
名
号
を
聞
き
て
、

念
を
我
が
国
に
係
け
て
諸
の
徳
本
を
植
え
て
、

心
を
至
し
廻
向
し 

て
、
我
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
は
ん
」
と
あ
る
願
事
は
、

『
如
来
会
』
で

は

「
我
が
名
号
を
説
く
を
聞
き
て
以
て
己
が
善
根
と
し
て
極
楽
に 

廻
向
せ
ん
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
聖
人
は
「
本
願
の
嘉
号
を
以
て
己
れ
が
善
根
と
す
る
が
故
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
能
は
ず
」
と
領
解
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さ
れ
て
い
る6

す
な
わ
ち
諸
の
善
法
を
摂
し
諸
の
徳
本
を
具
し
て
円
満
成
就
し
た
も
う
如
来
の
誓
願
不
思
議
の
嘉
号
を
、
信
ず
る
こ
と
能 

わ
ず
し
て
、
如
来
の
廻
向
を
見
な
い
で
お
の
れ
の
善
根
と
な
し
て
私
に
奪
い
、
そ
の
無
上
功
徳
を
私
に
ぬ
す
み
て
自
力
称
念
の
功
を
つ
の 

ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
本
願
の
名
号
を
称
う
る
と
も
疑
心
自
力
の
善
人
と
い
わ
れ
る
。
定
散
の
行
修
は
な
く
と
も
定
散
の
自
力 

心
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
二
十
願
の
機
は
，
「
大
小
の
聖
人(

聖
道
門
の
聖
者)

一
切
の
善
人(

善
凡
夫
人)

」
と
あ
り
て
、
自
ら
の
自 

力
を
た
の
み
自
ら
の
善
根
を
た
の
む
自
力
作
善
の
人
で
あ
っ
て
未
だ
罪
業
の
自
覚
が
徹
底
さ
れ
な
い
。
も
し
そ
こ
に
信
あ
り
と
せ
ば' 

現 

世
の
善
悪
禍
福
に
惑
う
罪
福
信
に
外
な
ら
な
い
。
聖
人
は
『
三
経
往
生
文
類
』
に
は
二
十
願
の
成
就
文
と
し
て
『
無
量
寿
経
』(

下
巻)

の 

「
胎
化
段
」
の
経
文
を
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
若
し
衆
生
あ
り
て
、
疑
惑
心
を
以
て
諸
の
功
徳
を
修
し
、
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
じ
て' 

仏
智

・
不
思
議
智
・
不
可
称
智
・
大
乗
広 

智
・
無
等
無
倫
最
上
勝
智
を
了
ら
ず
し
て
、
此
の
諸
智
に
お
い
て
疑
惑
し
て
信
ぜ
ず
。
然
る
に
猶
ほ
罪
福
を
信
じ
て
善
本
を
修
習
し
て 

其
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ぜ
ん
、
此
の
諸
の
衆
生
、
彼
の
宮
殿
に
生
れ
て
寿
五
百
歳
な
ら
ん' 

常
に
仏
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
、
経
法
を
聞 

か
ず
、
菩
薩
声
聞
聖
衆
を
見
ず' 

こ
の
故
に
彼
の
国
土
こ
れ
を
胎
生
と
い
ふ
」 

こ
の
経
文
と
、
更

に

『
無
量
寿
如
来
会
』
の
十
一
願
成
就
文
と
に
照
ら
し
て
先
の
聖
人
の
二
十
願
の
領
解
を
き
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
思 

う
。

『
如
来
会
』(

下
巻
の
十
一
願
成
就
文
と
は

「
彼
の
国
の
衆
生' 

若
し
当
に
生
れ
ん
も
の' 

皆
悉
く
無
上
菩
提
を
究
竟
し
涅
槃
の
処
に
到
ら
ん
。
何
を
以
て
の
故
に' 

若
し
邪
定
聚 

及
び
不
定
聚
は
彼
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
故
な
り
」 

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
邪
定
・
不
定
聚
の
も
の
は' 

彼
の
浄
土
往
生
の
真
因
が
仏
智
廻
向
の
信
に
よ
り
成
就
建
立
す
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ 

と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
て
晚
年
の
『
疑
惑
和
讃
』
に
は

不
了
仏
智
の
し
る
し
に
は
如
来
の
諸
智
を
疑
惑
し
て

罪
福
信
じ
善
本
を
た
の
め
ば
辺
地
に
と
ま
る
な
り
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仏
智
の
不
思
議
を
う
た
が
ひ
て
自
力
の
称
念
こ
の
む
ゆ
へ 

辺
地
・
懈
慢
に
と
ど
ま
り
て
仏
恩
報
ず
る
こ
こ
ろ
な
し 

罪
福
信
ず
る
行
者
は
仏
智
の
不
思
議
を
う
た
が
ひ
て 

疑
城
・
胎
宮
に
と
ど
ま
れ
ば 

三
宝
に
は
な
れ
た
て
ま
つ
る 

罪
福
ふ
か
く
信
じ
つ
つ 

善
本
修
習
す
る
ひ
と
は 

疑
心
の
善
人
な
る
ゆ
へ
に
方
便
化
土
に
と
ま
る
な
り 

等
の
二
十
三
首
を
誦
せ
ら
れ
て
、
こ
と
に
仏
智
不
思
議
の
弥
陀
の
誓
願
を
疑
惑
す
る
罪
と
が
を
知
ら
せ
ん
た
め
に
と
仰
せ
ら
れ
て
い 

る
。こ

こ
で
わ
た
く
し
は
聖
人
の
三
願
転
入
の
表
白
の
文
へ
か
え
り
て
一
言
添
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

「
今
特
に
方
便
の
真
門
を
出
で
て
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
。
速
か
に
難
思
往
生
の
心
を
離
れ
て
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
す
、
果 

遂
の
誓
良
に
由
あ
る
哉
」

と
述
べ
ら
れ
て
く
る
「今
特
に,
一
と
は
、
そ
の
今
な
る
時
刻
は
も
と
よ
り
暦
で
語
ら
れ
る
日
常
的
な
実
時
を
さ
す
も
の
で
な
く
、宿
善
の
開
発 

と
か
、
仏
法
の
時
節
因
縁
の
到
来
と
か
、
ま
た
信
の
初
一
念
と
い
う
、
わ
れ
ら
の
死
生
の
根
源
に
触
れ
た
永
遠
の
一
念
、宗
教
的
信
の
時
刻
を 

指
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
聖
人
に
あ
り
て
は
仏
智
の
お
照
ら
し
に
よ
り
自
力
の
執
心
、
絶
ち
難
き
我
執
の
罪
を
う
つ
く
し
く
拭 

い
得
て
、如
来
選
択
の
願
心
を
仰
ぎ
得
た
そ
の
一
念
、
そ
の
信
一
念
の
初
め
に
つ
ね
に
立
つ
の
で
あ
る
。
先
に
わ
れ
わ
れ
は
聖
人
に
お
け
る 

信
仰
の
道
の
危
機
と
反
省
せ
し
め
ら
れ
る
一
大
疑
団
を
越
後
謫
居
の
時
代
と
想
定
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
の
疑
団
を
超
ゆ
る 

た
め
に' 

聖
人
は
論
主
の
解
義
を
仰
ぎ
、
宗
師
の
勧
化
に
よ
る
こ
と
を
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
天
親
菩
薩
の
『
論
』
の
解
義 

分
に
あ
る
一
心
五
念' 
こ
と
に
第
五
の
廻
向
門
に
つ
い
て
、
曇
鸞
大
師
の
『
註
解
』
を
通
し
て
如
来
の
廻
向
心
に
気
付
か
れ
、
善
導
大
師
の
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『
疏
』
の
三
心
釈
に
よ
り
て
二
種
深
信
の
自
覚
に
自
力
無
功
を
知
ら
し
め
ら
れ
、他
力
の
廻
向
に
眼
が
開
か
れ
て
、
今
更
に
如
来
の
本
願
力 

廻
向
の
信
の
自
覚
に
徹
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
思
う
。
か
ね
て
わ
た
く
し
は
二
十
願
の
至
心
廻
向
の
自
力
心
と' 

第
十
八
願
成
就
文
の
お 

言
葉
と
の
間
に
内
面
的
な
緊
張
関
係
が
あ
っ
て
、
遂
に
自
力
の
廻
向
を
す
て
は
て
て
、

「
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
の
本
願
欲
生 

の
如
来
の
廻
向
心
に
覚
醒
し
帰
入
し
て
即
得
往
生
住
不
退
転
せ
し
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
本
願
の
信
心
成
就
の
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
 

か
く
て
「
化
身
土
巻
」
の
三
願
転
入
に
対
応
し
て
「
信
巻
」
の
三
心
釈
を
繙
く
と
き' 

本
願
の
成
就
文
は
明
か
に
二
分
さ
れ
て
信
楽
釈
に 

「
本
願
信
心
の
願
成
就
の
文
」
と
し
て
「
諸
有
の
衆
生' 

其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
む
こ
と
一
念
せ
む
」
と
お
か
れ
て
い
る
。
次 

い
で
欲
生
釈
の
も
と
に
「
本
願
の
欲
生
心
成
就
の
文
」
と
し
て
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
。
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
即
ち
往
生 

を
得
て
不
退
転
に
住
す
。
唯
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
」
の
文
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
領
解
す
る
師
釈
と
し
て
は
曇 

鸞

大

師

の

『
論
註
』

に
よ
り
、

天
親
菩
薩
の
『
論
』
の
廻
向
門
を
釈
す
る
往
相
・
還
相
の
二
種
廻
向
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
善 

導
大
師
の
回
向
発
願
心
釈
が
引
用
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
二
十
願
と
本
願
成
就
文
と
の
対
応
に
お
い
て' 

ど
こ
ま
で
も
二
十
願 

を
否
定
媒
介
と
し
て
自
力
の
廻
向
を
す
て
は
て
て
本
願
成
就
の
願
力
廻
向
の
信
が
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
覚
如
上
人
の
『
願
願
鈔
』
に 

は
、
本
願
成
就
文
の
領
解
に
つ
い
て

「
問
、
い
ま
の
文
に
な
ん
ぞ
名
号
を
と
な
ふ
と
い
は
ず
し
て
聞
と
い
ふ
や
。
答
、
 

名
号
を
と
な
ふ
る
功
徳
を
も
て
往
益
を
成
ず
べ
か
ら 

ず
、
聞
と
い
ふ
は
善
知
識
に
あ
ふ
て
本
願
の
生
起
本
末
を
き
く
な
り
、
き
き
う
る
に
つ
き
て
歓
喜
の
一
念
治
定
す' 

こ
の
時
に
あ
た
り 

て
即
得
往
生
住
不
退
転
す
。
至
心
廻
向
の
四
字
は
成
上
起
下
と
な
ら
ふ
な
り
。
成
上
と
い
ふ
は
、
か
み
の
信
心
歓
喜
を
引
起
す
る
こ
と 

法
蔵
因
中
の
至
心
よ
り
生
ず
。
起
下
と
い
ふ
は
し
も
の
住
不
退
転
の
前
途
を
達
す
る
こ
と' 

ま
た
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
る
如
来
大
悲 

の
無
縁
の
慈
悲
よ
り
成
ぜ
ら
る
る
も
の
な
り
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
至
心
廻
向
を
「
成
上
起
下
と
な
ら
ふ
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
恐
ら
く
は
如
信
上
人
よ
り
の
口
伝
で
あ
っ
た
ろ
う
と 

思
わ
れ
る
。
或
上
と
は
如
来
の
名
号
を
聞
信
す
る
一
念
の
信
決
定
が
如
来
の
廻
向
に
あ
ず
か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
廻
向
の
信
を
う
け
て'
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起
下
と
は
至
心
に
廻
向
し
た
ま
え
る
故
に
こ
そ
、
願
生
す
れ
ば
即
時
に
往
生
を
得
て
現
生
に
不
退
転
に
住
す
る
の
で
あ
る
。
願
生
す
る
そ 

の
こ
と
は
如
来
の
本
願
欲
生
の
廻
向
心
に
催
さ
れ
召
喚
覚
醒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
得
生
の
ゆ
え
に
こ
そ
願
生
と
い
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な 

い
。
親
鸞
聖
人
は
「
横
超
と
は
即
ち
願
成
就
一
実
円
満
の
真
教
、
真
宗
こ
れ
な
り
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
こ
の
本
願
成
就
文
に
浄
土
真
宗
の 

教
行
信
証
を
仰
い
で
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
法
然
上
人
は
な
お
『
観
経
』
の
流
通
分
に
立
ち
て
廃
立
の
法
門
を
か
か
げ' 

釈
尊
の 

一
代
仏
教
の
結
帰
す
る
と
こ
ろ
は
本
願
念
仏
の
一
行
に
あ
り
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が' 

親
鸞
聖
人
に
来
り
て
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
成 

就
文
を
立
場
と
し
て
『
大
経
』
に
お
い
て
『
大
経
』
を
仰
が
れ
た
の
で
あ
る
。
法
然
上
人
に
対
す
る
諸
宗
の
弾
劾
は
等
し
く
『
観
経
』
を 

以
て
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
聖
人
に
お
い
て
『
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
を
仰
ぎ
、
浄
土
の
三
部
経
に
真
実- 

方
便
を
分
か
ち
て' 

ひ
と
り
『
大
無
量
寿
経
』
を
浄
土
真
実
の
教
と
し' 

こ

の

『
経
』
の
伝
統
に
浄
土
真
宗
を
仰
い
で
、
師
の
選
択
本
願 

の
宗
義
が
徹
底
闡
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
正
像
末
和
讃
』
に

如
来
の
廻
向
に
帰
入
し
て
願
作
仏
心
を
う
る
ひ
と
は 

自
力
の
廻
向
を
す
て
は
て
て
利
益
有
情
は
き
わ
も
な
し 

と
あ
る
が' 

法
然
上
人
で
は
自
力
の
菩
提
心
を
諸
行
に
加
え
て
廃
捨
し
本
願
念
仏
の
一
行
を
か
か
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
師
教
を 

仰
い
で
聖
人
は
本
願
力
廻
向
の
他
力
信
心
を
浄
土
の
大
菩
提
心
と
か
か
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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