
自

覚

を

超

え

て

!

浄

土

の

経

典
(
七)

金 

子 

大 

栄

一

仏
教
は
自
覚
の
法
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
覚
と
は
自
身
の
存
在
の
特
殊
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
天
上
天 

下
唯
我
独
尊
と
い
う
こ
と
も
釈
迦
に
限
ら
ず' 

何
人
に
取
り
て
も
こ
の
身
は
天
上
天
下
に
た
だ
独
り
の
も
の
と
し
て
尊
重
す
べ
き
も
の
で 

あ
る
と
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば' 

こ
の
身
は
「
あ
り
が
た
い
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。
 

そ
の
自
己
尊
重
の
姿
勢
は
即
ち
自
帰
依
・
法
帰
依
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
帰
依
は
即
ち
自
敬
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
敬
に
於
て
外 

物
に
動
か
さ
れ
な
い
。
そ
れ
が
法
帰
依
で
あ
る
。
そ
の
法
帰
依
は
涅
槃
を
帰
依
所
と
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
自
覚
と
は 

自
己
尊
重
で
あ
り
、
自
己
満
足
す
る
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
原
始
仏
教
の
精
神
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
自
覚
は
、
諸
行
無
常' 

諸
法
無
我
と
い
う
こ
と
に
依
り
て
動
揺
す
--5
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
深
め
ら
れ
る
も 

の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
つ
死
ぬ
か
も
分
ら
な
い
命
な
れ
ば
こ
そ
「
あ
り
が
た
い
」
も
の
で
あ
り
、
我
と
執
す
べ
き
も
の
が
な
け
れ 

ば
こ
そ
尊
重
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
苦
、
空' 

無
常
を
介
し
て
常' 

楽' 

我
、
浄
を
身
証
し
よ
う
と
し
た
大
乗
の
教
意
も
あ
る
の 

で
あ
る
。
こ
う
し
て
独
尊
の
身
は
何
物
に
も
動
揺
す
る
こ
と
な
く'

内
な
る
満
足
に
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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二

し
か
る
に' 

こ
の
独
尊
者
は
こ
の
身
だ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
ら
の
周
囲
に
あ
る
人
々
は
皆
な
特
殊
の
実
存
者
で
あ
る
。
広
く
い
え
ば
ー 

切
衆
生
み
な
独
尊
者
で
あ
る
。
そ
れ
を
認
容
し
な
け
れ
ば
自
尊
と
い
う
も
独
り
よ
が
り
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ 

れ
を
認
容
す
れ
ば
自
敬
は
他
敬
と
な
り
、
自
帰
依
・
法
帰
依
は
自
他
の
帰
依
と
な
る
普
遍
の
法
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ 

う
。
そ
こ
か
ら
自
覚
は
覚
他
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
が
大
乗
教
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
乗
教
は
自
覚 

に
内
在
す
る
普
遍
性
を
展
開
せ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
別#

の
三
宝
を
同#

の
三
宝
へ
と
帰
入
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
 

生
身
の
仏
陀
釈
迦
が
入
滅
し
て
久
遠
の
如
来
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
の
久
遠
の
釈
迦
は
即
ち
阿
弥
陀
で
あ
る
と
経
説
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ 

た
の
も' 

畢
竟
阿
弥
陀
と
は
普
遍
を
意
味
す
る
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
阿
弥
陀
は
釈
迦
の
本
地
で
あ
り
、
釈
迦
は 

阿
弥
陀
の
化
身
で
あ
る
と
い
っ
て
も' 

そ
の
思
想
を
支
持
し
て
い
る
も
の
は' 

釈
尊
を
追
慕
し
て
の
感
情
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
依
り
て
帰
依
法
に
も
ま
た
普
遍
な
る
も
の
が
求
め
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
普
遍
の
法
は
即
ち
「
如
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
切
衆
生 

の
特
殊
性
を
そ
の
ま
ま
に
包
摂
す
る
普
遍
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
普
遍
の
智
慧
が
一
般
の
知
識
と
異
な
る
こ
と
は
、
個
性
を
認
め
て
そ 

れ
を
尊
重
す
る
か
、
そ
れ
を
個
人
と
し
て
の
み
思
想
す
る
か
で
あ
る
。
万
物
の
本
驟
は
「
ー
」
で
あ
る
と
い
う
も
「
異
」
で
あ
る
と
い
う 

も
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
的
意
味
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
一
切
の
法
は
「
如
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
実
際
に
は
特 

に
一
切
衆
生
の
一
如
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
如
は
即
ち
阿
弥
陀
の
法
で
あ
る
。
 

そ
の
如
よ
り
来
り
、
如
へ
と
去
く
も
の
、
そ
れ
が
菩
薩
道
で
あ
る
。
恐
ら
く
原
始
教
団
に
あ
り
て
は
帰
依
僧
と
は
声
聞
弟
子
で
あ
っ
た 

の
で
あ
ろ
う
。
自
覚
と
は
こ
の
身
に
限
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ど
こ
の
身
も
人
間
に
於
て
あ
る
か
ぎ
り' 

自
覚
は
覚
他
な
し
に
は
成 

立
し
な
い
。
覚
他
は
自
覚
の
真
実
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
覚
他
は
他
の
為
で
あ
る
よ
り
も
、
寧
ろ
自
の
た
め
で
あ 

る
と
い
う
を
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
自
覚
は
覚
他
に
よ
り
て
覚
行
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
菩
薩
道
の
普
遍
的
意
味
が
あ
る
の
で
あ
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る
。こ

う
し
て
菩
薩
行
は
「
如
」
を
身
証
す
る
こ
と
に
於
て
「
文
殊
の
智
」
を
も
ち' 

普
遍
を
実
践
す
る
こ
と
に
於
て
「
普
賢
行
」
と
い
わ 

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
大
乗
経
を
一
貫
す
る
教
説
で
あ
っ
た
。

三

し
か
る
に
そ
の
菩
薩
行
は
ま
た
浄
仏
国
土
の
行
と
説
か
れ
て
い
る
。
国
土
と
は
衆
生
の
業
感
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
業
感
の
世
界
に
於 

て
菩
薩
行
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
普
賢
行
で
あ
る
こ
と
に
於
て
純
化
せ
ら
れ
る
。
し
か
れ
ば
普
賢
行
こ
そ
、
浄
土
の
行
で
あ
る
と
い
っ
て 

よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
普
賢
行
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
本
来
は
浄
土
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
文
殊
の
智
で 

あ
る
。
こ
う
し
て
大
乗
教
に
は
、
こ
の
世
を
浄
土
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
思
想
と
、
こ
の
世
は
本
来
こ
れ
浄
土
で
あ
る
と
い
う
思
想
と 

が
幷
説
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
個
人
の
自
由
、
平
等
を
説
く
社
会
思
想
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
個
性
の
自
覚
を
尊
重
し
て
の
円
融
無
碍
自
在' 

一
如 

で
あ
る
。
そ
こ
に
普
賢
行
の
課
題
が
あ
る
。
思
う
に
『
華
厳
経
』
の

「
入
法
界
品
」
は
そ
の
課
題
を
解
こ
う
と
せ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が 

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
五
十
三
人
の
善
知
識
に
於
て
出
家
の
比
丘
が
重
要
の
位
置
に
あ
る
こ
と
は
普
賢
行
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ 

る
。
ま
た
そ
の
自
利
利
他
を
行
願
す
る
も
の
と
し
て
外
道' 

娑
羅
門
を
も
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
さ
れ
ど
経
説
に
於
て
特 

に
目
立
つ
も
の
は
長
者
と
女
性
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
長
者
は
富
豪' 

貴
族
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
道
の
偉
人
と
い 

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
挙
示
さ
れ
て
い
る
医
師
、
船
人
、
国
王
、
大
臣
等
は
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
於
て
社
会
に
貢
献
す
る
公
人
で
あ 

る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
普
賢
行
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
拡
木
す
れ
ば
惣
べ
て
職
分
を
も
つ
も
の
は
、
 

善
知
識
と
し
て
尊
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

さ
れ
ど
そ
れ
ら
の
善
知
識
と
し
て
多
く
の
女
性
を
挙
げ
て
あ
る
こ
と
は
特
に
留
意
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
は
童
女
あ
り' 

良
妻
あ
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り
、
賢
母
あ
る
は' 

普
賢
行
を
求
め
る
も
の
と
し
て
は
い
か
に
も
と
頷
か
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
出
家
を
本
位
と
せ
る
仏 

教
と
し
て
は
相
当
に
問
題
と
な
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
愛
欲
の
化
身
と
も
見
ら
れ
る
婆
須
蜜
多
も
善
知
識
と
せ
ら
れ 

て
い
る
。
そ
れ
は
愛
欲
即
是
道
の
大
乗
精
神
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
違
い
は
な
い
。
さ
れ
ど
出
家
精
神
と
矛
盾
す
る
も
の
で 

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
大
乗
教
の
課
題
が
あ
る
。
そ
の
課
題
は
出
家
は
尼
あ
り
、
在
家
に
優
婆
夷
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
解
答
さ
れ
る
も
の
で
は
な 

い
。
愛
欲
即
是
道
と
ま
で
徹
底
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
夫
婦
、
親
子
、
業
の
因
縁
の
特
殊
的
意
味
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で 

な
け
れ
ば
真
実
に
人
間
を
人
間
で
あ
ら
し
め
る
普
遍
の
法
が
無
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
乗
法
は
当
然
愛
欲
即
是
道 

を
認
容
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
う
な
れ
ば
菩
薩
道
も
出
家
の
聖
道
で
は
な
く
、
在
家
の
凡
夫
道
と
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
し
か 

し
て
こ
の
自
覚
に
立
て
る
も
の
こ
そ
親
鸞
の
浄
土
真
宗
で
あ
っ
た
。

『
親
鸞
伝
』
に
依
れ
ば
親
鸞
の
妻
帯
は
観
音
の
告
命
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
告
命
は
「
行
者
宿
報
設
女
犯
、
我
成
玉
女
身
被
犯' 

一
生
之
間
能
荘
厳
、
臨
終
引
導
生
極
楽
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
こ
の
四
句
の
偈
は
親
鸞
に
依
り
て
自
記
せ
ら
れ
て
あ
り
、
 

そ
の
内
容
に
は
『
華
厳
経
』
の
善
知
識' 

嬰
夷
夫
人
と
思
い
合
わ
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
観
音
の
告
命
と 

い
っ
て
も' 

そ
れ
は
『
華
厳
経
』
を
読
み
て
の
親
鸞
の
夢
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
設
女
犯
と
い
い
身
被
犯
と
い
う
は
夫
婦
の 

愛
は
出
家
の
聖
道
で
な
い
こ
と
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
く
行
者
の
宿
報
で
あ
る
。
宿
業
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
宿
業 

の
生
活
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
凡
夫
の
上
に
普
遍
の
光
を
与
う
る
も
の
は
、
臨
終
引
導
生
極
楽
と
い
う
こ
と
の
他
な
い
の
で
あ
っ
た
。

四

こ
こ
に
聖
道
家
に
よ
り
て
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
理
想
さ
れ
た
浄
土
と
、
親
遵
に
依
り
て
願
生
せ
ら
れ
た
浄
土
と
の
根
本
的
な
る
別 

が
あ
る
。
そ
れ
は
言
わ
ば
次
元
の
別
で
あ
る
。
世
界
を
浄
化
し
て
の
浄
土
は
世
界
と
同
次
元
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
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厭
離
穢
土
に
於
て
欣
求
せ
ら
れ
る
浄
土
は
こ
の
世
を
超
絶
し
て
の
彼
岸
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
あ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
「
あ 

る
」
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
彼
岸
性
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
な
い
た
め
に
、
浄
土
の
経
典
に
説
か
れ
た
浄
土
も
久
し
く
「
あ
る
べ
き
も 

の
」
と
し
て
欣
求
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
浄
土
は
住
み
よ
い
世
界
と
の
み
思
想
せ
ら
れ
て
万
人
の
帰
依
所
で
あ
る
こ
と
は
身
証
さ 

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
親
鸞
に
於
て
初
め
て
徹
底
的
に
開
顕
さ
れ
た
。
そ
こ
に
「
浄
土
真
宗
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

親
鸞
に
依
れ
ば
阿
弥
陀
の
名
は
仏
の
名
で
あ
る
に
止
ら
ず
、
ま
た
浄
土
の
名
で
あ
る
。
そ
の
真
仏
土
と
し
て
顕
わ
さ
れ
た
も
の
は' 

真 

仏
も
真
土
も
共
に
光
明
寿
命
の
願
に
酬
報
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
真
仏
は
浄
土
に
於
て
成
仏
す
る
も
の
で
あ
る
か 

ら
、
阿
弥
陀
の
名
に
於
て
は
真
土
こ
そ
重
大
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
和
讃
』
に
於
て
は
、
阿
弥
陀
の
名
は
無
量
無
辺
無 

碍
等
の
光
の
徳
で
あ
る
と
共
に
、
広
大
会
清
浄
大
摂
受
等
の
浄
土
の
徳
で
あ
る
。

し
か
し
か
え
り
み
れ
ば
浄
土
の
超
越
的
実
在
で
あ
る
こ
と
は
、
已

に

『
観
経
』
に
於
て
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
幾
度
も
繰
返 

せ
る
よ
う
に
『
観
経
』
は
想
観
経
で
あ
る
。
そ
の
想
観
と
は
「
な
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
「
あ
る
」
も
の
に
対
し
て
行
わ
る
る
も
の
で 

あ
る
。
浄
土
は
実
在
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
な
け
れ
ば
、
想
観
は
行
わ
れ
な
い
。
さ
れ
ど
そ
の
実
在
が
覚
知
せ
ら
れ
て
あ
れ
ば
、
ま
た
想 

観
は
行
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
想
観
は
限
り
あ
る
想
観
を
超
え
て
の
彼
方
に
実
在
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
想
観
の
心
上
に
実
在
の 

浄
土
が
影
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
実
在
は
人
間
に
よ
り
て
経
験
せ
ら
れ
て
い
る
現
実
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
現
実
を
虚
仮
と
し
て
願
生 

せ
ら
れ
る
高
次
の
実
在
で
あ
る
。

し
か
る
に' 

こ
の
浄
土
の
超
越
的
意
味
は
『
観
経
』
の
釈
家
に
明
知
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
唯
だ
善
導
の
師
の
み
が
そ
れ
を
身
証
せ
る
の 

で
あ
る
。
そ
れ
が
古
今
楷
定
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
楷
定
と
は
予
定
観
念
な
し
に
『
観
経
』
そ
の
も
の
を
読
め
と
い
う
こ
と
で
あ 

る
。
韋
提
は
実
業
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
凡
夫
入
報
は
願
力
に
依
る
業
の
領
解
は
す
べ
て
浄
土
を
高
次
の
世
界
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
 

さ
れ
ど
そ
の
善
導
の
領
解
も
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
浄
土
は
依
然
と
し
て
相
対
界
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
が
親
鸞
に
は
い
か 

に
し
て
も
納
得
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
依
っ
て
特
に
善
導
の
『
観
経
疏
』
を
精
細
に
研
究
し
、
こ
の
経
こ
そ
浄
土
の
彼
岸

1&



眇
実
在
を
顕
彰
す
る
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

五

こ
こ
に
経
説
の
浄
土
は
実
在
で
あ
る
と
い
う
は
、
先
ず
以
て
聖
道
家
の
思
想
し
て
い
る
浄
土
こ
そ' 

理
念
的
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
反 

顕
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
聖
道
家
の
思
想
で
は
い
か
に
し
て
も
浄
土
を
実
在
と
し
て
欣
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。
た
だ
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
み
が
「
な
か
る.
へ
か
ら
ず
」
と
し
て
そ
の
「
あ
る
」
こ
と
を
信
知
す
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
そ
の
よ
う
に
し
て
「
あ
る
」
も
の
は
、
已
に
い
う
よ
う
に
直
接
に
そ
こ
に
「
あ
る
」
の
で
は
な
い
。
無
限
な
る
も
の
が
実
在 

す
る
と
い
う
こ
と
は' 

無
量
の
光
と
し
て
有
量
を
照
ら
し
、
無
辺
の
光
と
し
て
衆
生
を
摂
取
し
、
無
碍
の
光
と
し
て
こ
の
身
に
内
感
せ
ら 

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
実
在
の
浄
土
は
世
界
を
超
越
し
て
世
界
を
包
摂
し
衆
生
に
内
感
せ
ら
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
の
実
在
の
浄
土
を
思
求
す
る
こ
と
に
於
て
始
め
て
成
立
す
る
こ
と
は
往
相
・
還
相
に
依
り
て
自
利
利
他
が
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。
真
宗
に
説
く
往
相
還
相
は
恰
も
円
周
を
歩
む
が
如
く
、
往
相
の
終
り
は
還
相
の
始
め
で
あ
り' 

還
相
の
終
り
は
ま
た
往
相
の
如
く 

で
あ
る
。
さ
れ
ど
ま
た
こ
の
往
復
は
両
つ
る
べ
の
よ
う
に
一
方
の
上
る
力
は
一
方
の
下
る
力
に
依
り
、

一
方
の
下
る
力
は
一
方
の
上
る
力 

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
現
に
生
け
る
も
の
の
往
相
の
背
後
に
は
去
け
る
祖
先
の
念
力
が
還
相
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と 

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
自
身
の
求
道
の
背
後
に
真
実
の
力
と
な
っ
て
い
る
の
は
長
い
伝
統
の
精
神
で
あ
る
。
そ 

れ
を
実
感
し
身
証
せ
ず
に
お
れ
ぬ
も
の
は
、
生
死
一
如
を
諦
観
す
る
聖
者
で
は
な
く
、
業
苦
の
深
さ
に
於
て
救
い
を
求
め
る
凡
夫
で
は
な 

い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
往
相
は
自
利
で
苟
り
、
そ
の
還
相
は
利
他
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
聖
者
に
於
て
行
わ
れ
る
自
利
利
他
と
は
異
る
も 

の
で
あ
る
。
大
乗
の
精
神
は
自
利
よ
り
も
利
他
を
重
ん
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
。
仏
道
と
は
己
を
忘
れ
て
化
他
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を 

推
し
て
浄
土
教
に
於
て
も
還
相
を
主
と
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
者
が
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
業
苦
に
煩
い
悩
む
凡
人
の
道
で
は
な
い
。
求
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む
べ
き
は
唯
だ
往
相
の
一
道
で
あ
っ
て
還
相
は
た
だ
そ
の
背
後
に
あ
る
祖
先
の
念
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
急
ぎ
浄
土
へ
ま
い
る
と
い
う 

こ
と
が
あ
っ
て
も' 

急
ぎ
こ
の
世
へ
還
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
還
相
の
行
は
無
漏
・
無
作
・
無
相
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
意 

味
ふ
か
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
往
還
二
行
を
一
如
で
あ
ら
し
め
る
も
の
、
そ
れ
が
即
ち
如
来
の
願
力
で
あ
る
。
 

「
つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
二
種
の
廻
向
あ
り
」
と
解
説
せ
ら
れ
た
。
重
大
な
る
宣
言
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
種
廻
向
を
受
容 

し
た
い
も
の
は
真
実
に
浄
土
の
あ
り
方
を
知
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

六

さ
れ
ど' 

こ
う
し
て
浄
土
を
彼
岸
的
実
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
惣.
へ
て
を
自
覚
の
行
と
し
よ
う
と
す
る
仏
教
の
本
旨
に
反
む
く
も 

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
自
覚
の
次
元
に
あ
り
て
は
、
い
か
に
し
て
も
超
越
界
と
し
て
の
浄
土
は
思
想
さ
れ
な
い
。
浄
土
は
自
覚
を
超 

え
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
覚
を
超
え
て
あ
る
も
の
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は' 

畢
竟
無
智
に
依
る
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で 

あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
浄
土
の
教
は
自
覚
も
ま
た
無
智
で
あ
る
と
い
う
反
省
に
於
て
行
信
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
浄
土
の
教
は
そ
の
意 

味
に
於
て
自
覚
を
超
え
て
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
浄
土
教
に
於
け
る
「
教
」
の
重
要
さ
が
あ
る
。
聖
道
も
ま
た
教
に
依
り
て
覚
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
覚
り
が
開
け
ば
教
に
執 

え
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
法
は
「
他
に
よ
り
て
悟
ら
ず
」
と
は
聖
道
の
経
説
で
あ
る
。
さ
れ
ど
浄
土
教
は
そ
う
で
は
な
い
。
教
の
真
実 

を
信
ず
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
教
に
絶
対
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
教
行
信
証
』
に
於
て
も
第
一
に
真
実
教
を
顕
わ
さ
ね
ば
な
ら 

な
い
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
何
よ
り
も
問
題
と
な
る
も
の
は' 

そ

の

「
真
実
教
」
を
開
顕
せ
ら
れ
た
『
大
経
』
の
性
格
で
あ
る
。
こ
の
経
に
於
け
る
釈
迦
は 

単
な
る
自
覚
者
で
は
な
く
、
ま
た
久
遠
の
真
実
の
化
現
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
全
く
世
界
の
教
主
で
も
る
。
群
生
と
し
て
の
人 

間
に
帰
依
の
法
を
語
る
善
知
識
で
あ
る
。
そ
の
大
寂
定
は
自
覚
の
法
に
徹
す
る
た
め
で
は
な
く'

い
か
に
し
て
濁
世
の
群
浙
を
救
う
か
の
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仏
々
相
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
自
身
を
中
心
と
す
る
自
覚
の
法
を
超
え
て
普
ね
く
人
間
の
人
間
と
し
て
救
わ
れ
る
道
を
説
く 

も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
私
は
は
か
ら
ず
も
「
世
界
の
教
主
」
を

「
善
知
識
」
と
呼
ん
だ
。
さ
れ
ど
こ
の
二
つ
に
は
重
要
な
る
語
感
の
別
が
あ
る
よ
う
で 

あ
る
。
善
知
識
は
特
殊
の
因
縁
と
し
て
親
近
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
適
例
は
韋
提
希
夫
人
に
対
す
る
釈
尊
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
 

『
観
経
』
の
釈
尊
は
韋
提
希
に
出
家
を
勧
め
る
覚
者
で
は
な
か
っ
た
。
迷
え
る
者
と
な
り
迷
え
る
も
の
を
導
び
く
、
そ
れ
が
善
知
識
で
あ 

る
。
し
た
が
っ
て
善
知
識
に
遇
う
と
い
う
こ
と
は
特
殊
の
因
縁
あ
り
て
と
感
知
す
る
の
他
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
「
世
界
の
教
主
」 

に
は
そ
の
特
殊
性
は
な
く
、
た
だ
普
遍
的
意
義
の
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
『
大
経
』
に
於
け
る
釈
迦
は
全
く
そ
の
「
世
界
の
教
主
」 

と
し
て
出
現
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
れ
ど
善
知
識
に
遇
う
こ
と
な
く
ば
真
に
世
界
の
教
主
に
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
善
知
識
な
く
ば
世
界
の
教
主
と
い
う
も
、
 

結
局
は 

各
々
の
人
に
自
覚
を
促
す
も
の
の
他
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
教
を
聞
く
よ
り
他
な
い
こ
と
は
善
知
識
に
依
り
て
感
知
さ
れ
る 

こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
善
知
識
と
の
値
遇
こ
そ
人
間
の
人
間
と
し
て
の
道
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
は
即
ち
世
界
の
教
主
の
出
現 

に
値
遇
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
偏
依
法
然
一
師
で
あ
っ
た
親
鸞
が
特
に
釈
迦
出
世
の
本
懐
を
説
く
も
の
と
し
て
『
大
経
』
を
真
実
教
と
顕
わ
せ
る
意
味
が
あ
る 

の
で
あ
ろ
う
。
『
大
経
和
讃
』
に
は
幾
度
も
如
来
興
世
の
本
意
を
讃
え
つ
つ
、
そ
の
間
に
「
善
知
識
に
遇
う
こ
と
も
」
ま
た
難
い
こ
と
を
述 

べ
て
い
る
。
そ
の
世
界
の
教
主
に
値
い
、
善
知
識
の
教
に
あ
づ
か
る
こ
と' 

す
べ
て
は
自
覚
を
超
え
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ー

七

そ

の

『
大
経
』
は
如
来
の
本
願
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
如
来
の
本
願
は
自
覚
を
超
え
て
聞
か
る
べ
き
も
の
で
な
く
て
は
な 

ら
な
い
。
わ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
如
来
の
本
願
と
い
う
も
、
畢
竟
は
人
間
の
本
願
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
思
想
と
し
て
は
認
容
せ
ね
ば
な
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ら
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
い
か
に
し
て
も
経
の
本
意
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
浄
土
は
彼
岸
的
実
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
 

そ
こ
へ
と
願
わ
し
め
る
本
願
は
自
覚
を
超
え
て
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
る
に' 

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
は' 

恐
ら
く
本
願
の
言
葉
は
思
想
と
し
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
は
な
く'

仏
心
の
音
声 

と
し
て
感
受
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
華
厳
経
』
に
は
浄
土
は
本
願
の
音
声
を
駄
と
す
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ 

は
大
悲
の
心
音
を
感
ず
る
者
は' 

即
ち
浄
土
に
生
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
音
声
は
言
葉
に
伴
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
の
穌 

は
音
声
で
あ
る
。
教
説
は
名
・
句

・
文
に
よ
り
て
成
る
と
い
っ
て
も' 

名
句
の
駄
と
な
る
も
の
は
文
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
。
し
た
が
っ 

て
そ
の
音
声
を
聞
か
な
い
で
名
句
の
み
を
受
用
す
れ
ば
本
願
も
ま
た
「
本
願
思
想
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
如
来
の 

本
願
と
い
う
も
、
畢
竟
は
人
間
の
願
で
あ
る
と
い
う
は' 

そ
の
思
想
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
れ
ど
如
来
の
本
願
を' 

大
悲
の
音
声
と
し
て
聞
く
と
い
う
こ
と
は' 

い
つ' 

だ
れ
に
も
為
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
親
鸞 

に
於
て
は
じ
め
て
実
感
せ
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
思
想
す
る
も
の
は
分
解
し' 

説
明
す
る
。
そ
れ
が
念
仏
往
生
の
願
い
に 

於
て
も
、
そ
の
至
心
・
信
楽

・
欲
生
我
国
の
三
心
を
願
生
行
者
の
発
起
す
べ
き
も
の
と
思
想
せ
ら
れ
て
来
た
所
以
で
あ
る
。
し
か
る
に
親 

鸞
の
聞
く
と
こ
ろ
で
は' 

設
我
得
仏
十
方
衆
生
の
願
が
一
気
に
至
心
・
信
楽

・
欲
生
我
国
乃
至
十
念
と
表
現
せ
ら
れ
て
若
不
生
者
不
取
正 

覚
と
い
う
こ
と
に
結
帰
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
若
不
生
者
不
取
正
覚
の
音
声
は
設
我
得
仏
十
方
衆
生
へ
と
反
響
す
る
。
そ
の
一
気
の
通 

貫
が
感
知
さ
れ
な
く
て
は
「
信
巻
」
の
三
心
釈
は
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
の
感
銘
の
深
い
三
心
釈
も
ひ
と
え
に
願
言
の
音
声 

を
聞
い
て
の
応
感
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
感
銘
は
長
い
間
親
鸞
の
心
に
あ
っ
た
に
違
い
は
な
い
。
さ 

れ
ど
そ
の
表
現
は
一
気
に
記
録
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
あ
の
三
心
釈
は
思
想
を
包
ん
で
い
て
も
、
そ
れ
自
体
は
仏
徳
讃 

嘆
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
臨
終
現
前
の
願
も
不
果
遂
者
の
願
も' 

そ
の
願
言
を
聞
き
分
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
思
想
と
し
て 

解
釈
す
れ
ば
臨
終
現
前
と
い
い
不
果
遂
者
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
方
便
と
は
い
わ
れ
な
い
。
か
え
っ
て
念
仏
往
生
の
願
こ
そ
方
便
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
願
に
於
け
る
真
実
と
方
便
そ
れ
は
思
憩
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
全
く
願
音
を
聞
き
て
の
感
知
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で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
願
は
区
別
せ
ら
れ
な
が
ら
大
悲
心
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
於
て
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
 

さ
れ
ど
、
こ
こ
ま
で
来
れ
ば' 

ど
う
し
て
親
鸞
は
こ
の
よ
う
に
聞
き
分
け
る
こ
と
に
な
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
い 

う
ま
で
も
な
く'

自
身
は
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。
こ
れ
を
超
え
て
自
覚
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
れ 

ば
如
来
の
本
願
は
当
然
自
覚
を
超
え
て
の
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
浄
土
は
そ
の
本
願
の
世
界
で
あ
る
。
 

そ
の
本
願
の
成
就
を
説
く
経
文
に
は
、
前
後
の
句
と
の
連
貫
と
い
う
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
聞
其
名
号
の
外
に
信
心
歓
喜
が
あ
る
の
で 

は
な
い
。
さ
れ
ど
信
心
歓
喜
と
開
出
せ
る
と
こ
ろ
に' 

乃
至
一
念
が
具
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
乃
至
一
念
に
至
心
廻
向
が
内
感
さ
れ
る
時
、
 

そ
れ
が
願
生
彼
国
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
願
生
彼
国
の
心
こ
そ
即
得
往
生
を
身
証
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
願
生
心
な
く
し
て
即
得
往
生
を 

語
る
こ
と
は' 

要
す
る
に
思
想
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
即
得
往
生
の
身
証
は
住
不
退
転
の
外
に
は
な
い
。
そ
し
て
一
気 

を
以
っ
て
貫
ぬ
く
本
願
の
言
音
は
成
就
し
て' 

諸
有
の
衆
生
を
真
の
仏
弟
子
と
す
る
の
で
あ
る
。

八

こ
う
し
て
浄
土
の
教
は
自
覚
を
超
え
て
、
人
間
の
人
間
と
し
て
の
帰
依
所
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
覚
を
超
え
る
と
い
っ
て
も
、
 

そ
れ
は
ま
た
そ
の
よ
う
な
自
覚
で
あ
る
と
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
例
え
ば
空
間
は
三
次
元
で
は
な
く
四
次
元
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
 

要
す
る
に
空
間
の
次
元
で
あ
る
よ
う
に' 

浄
土
は
自
覚
を
超
え
て
あ
り
と
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
自
覚
を
超
越
し
て 

あ
る
こ
と
は
自
覚
に
内
感
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
自
覚
に
内
感
さ
れ
る
超
越
界
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ 

ろ
う
か
。

こ
こ
で
私
は
最
も
古
い
、
し
か
し
根
本
的
な
問
題
と
し
て
「
自
然
と
人
間
」
と
い
う
も
の
を
挙
示
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
両
者
は
い 

ず
れ
が
優
位
に
あ
る
か
は
未
解
決
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
知
識
は
自
然
を
制
伏
し
て
文
化
を
進
め
た
。
し
か
る
に
そ
の 

知
識
は
自
己
矛
直
し
て
人
間
の
未
来
を
破
滅
の
方
向
へ
と
陥
入
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
畤
に
あ
た
り
て
人
間
の
運
命
を
救
う
も
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の
は
自
然
に
帰
る
よ
り
他
に
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
帰
る.
へ
き
自
然
と
人
間
に
制
伏
さ
れ
つ
つ
あ
る
自
然
と
は
言
う
ま
で
も
な 

く
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
経
説
に
於
け
る
業
道
自
然
と
無
為
自
然
と
の
区
別
で
あ
る
。
 

さ
れ
ど
わ
れ
ら
は
い
か
に
し
て' 

そ
の
無
為
自
然
に
帰
入
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
至
れ
ば
私
は
ま
た
最
初
の
出
発
点
に
帰
り
、
 

敬
虔
感
情
こ
そ' 

自
然
に
対
す
る
人
間
の
姿
勢
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
無
為
の
自
然
は
念
仏
者
に
於
て
内
感
せ
ら
れ
る
。
そ
れ 

は

「
劫
火
洞
然
と
し
て
大
千
界
を
焼
く
と
も
、
わ
が
土
は
安
穏
に
し
て
常
に
霊
山
に
あ
り
」
と
説
か
れ
た
釈
尊
の
心
境
で
も
あ
ろ
う
か
。
 

「
た
と
え
大
干
世
界
に' 

満
て
ら
ん
火
を
も
す
ぎ
ゆ
き
て
、
仏
の
み
名
を
聞
く
人
は
、
な
が
く
不
退
に
か
な
ふ
な
り
」
と
讃
仰
せ
ら
れ
た
。
 

そ
れ
は
た
と
え
人
類
が
滅
亡
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も' 

現
に
人
間
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
意
味
は
変
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

し
か
れ
ば
如
来
の
本
願
と
い
う
も
、
そ
の
真
実
を
人
間
に
知
ら
せ
ん
が
た
め
の
自
然
の
教
説
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ 

こ
で
私
は
改
め
て
『
大
無
量
寿
経
』
は
無
字
の
経
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
唱
説
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

補
説
。
本
年
度
夏
安
居
に
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
を
講
讃
し
て' 

測
ら
ず
も
阿
弥
陀(

無
限
た
る
も
の)

の
語
に
三
重
の
深
度
が
あ
る
こ 

と
を
感
ぜ
し
め
ら
れ
た
。
そ
の
第
一
重
は
こ
の
身
の
帰
依
と
な
る
十
二
光
と
し
て
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
阿
弥
陀
は
仏
名
で
あ
る
に
違 

い
は
な
い
。
し
か
る
に
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
に
浄
土
の
名
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
第
二
重
と
し
て
人
間
に
と
っ
て
帰
依
所
で
あ
る
こ 

と
を
顕
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
り
て
往
還
二
廻
向
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
伝
統
の
精
神
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
 

そ
れ
が
凡
夫
の
菩
薩
道
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
第
三
重
に
至
り
て
は
諸
仏
の
讃
嘆
と
し
て
、
浄
土
と
い
う
境
地
の
み
が
現
わ
さ
れ 

て
い
る
。

し
か
し
こ
の
三
重
は
一
応
浅
深
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
相
依
り
て
深
度
を
現
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
そ
の
立 

場
か
ら
仏
教
の
概
説
を
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
附
説
し
て
、
い
さ
さ
か
不
備
を
補
う
こ
と
に
す
る
。
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