
大
乗
の
至
極

—
!

往
生
浄
土
か
ら
大
般
涅
槃
道
へ
——

延 

塚 

知 

道

は

じ

め

に

大
学
院
で
ゼ
ミ
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
ほ
ぼ
十
年
く
ら
い
に
な
る
。
大
学
院
の
学
生
に
な
る
と
さ
す
が
に
学
部
の
学
生
と 

は
違
っ
て
、
担
当
す
る
箇
所
に
つ
い
て
調
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、

ほ
ぼ
完
璧
に
調
べ
て
く
る
。

『教
行
信
証
』

の
坂
東
本
と
西
本
願
寺
本 

や
高
田
本
と
の
違
い
。
さ
ら
に
親
鸞
が
原
本
を
敢
え
て
読
み
替
え
て
い
る
の
は
何
故
か
、
親
鸞
が
乃
至
し
て
い
る
文
章
は
ど
ん
な
内
容
か
、
 

乃
至
と
い
う
言
葉
が
な
く
て
乃
至
し
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
意
図
か
等
々
、

テ

キ

ス
ト

に

関
す

る
も

の

か
ら

『教
行
信
証
』

の
思
想
内 

容
に
迫
る
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。

だ
か
ら
、
私
個
人
で
学
ぶ
よ
り
多
く
の
こ
と
を
学
生
に
教
え
ら
れ
、
私

の

『教
行
信
証
』
研
究
も
大
学
院
の
ゼ
ミ
と
共
に
深
め
ら
れ
て 

き
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
学
生
の
発
表
に
な
ぜ
か
少
し
ず
つ
違
和
感
を
感
じ
始
め
た
。

『教
行
信
証
』

の
言
葉
の
読
み
替
え
や
移
動 

に
つ
い
て
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
親
鸞
の
思
想
内
容
に
つ
い
て
は
ど
う
も
承
服
し
か
ね
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の 

か
、
そ
の
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
私
の
課
題
と
し
て
ず
っ
と
考
え
続
け
て
き
た
。

最
近
特
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
学
生
が
拠
っ
て
立
つ
参
考
書
の
ほ
と
ん
ど
が
香
月
院
な
ど
の
江
戸
の
講
録
と
山
辺
習
学
、
赤
沼
智
善
両
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師

の

『教
行
信
証
講
義
』

に
依
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
講

録

は

『教
行
信
証
』
を
科
文
に
よ
っ
て
了
解
し
て
い
く
が
、
そ
も 

そ
も
科
文
の
建
て
方
は
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
科

文

の

ほ

と

ん

ど

が

『教
行
信
証
』

の
解
釈
と
い
う
視
点
で
建
て
ら
れ
て
い
て
、
 

『教
行
信
証
』

の
思
想
研
究
と
い
う
視
点
で
見
れ
ば
違
っ
た
考
え
方
が
あ
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
山

辺

・
赤

沼

の

『教
行
信
証
講 

義
』
も
大
正
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
発
表
の
時
期
が
早
す
ぎ
た
た
め
に
、
曽

我

量

深

に

始

ま

っ

た

『教
行
信
証
』

の
近
代
の
思
想
研 

究
の
成
果
を
踏
ま
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
内
容
は
、
江
戸
の
講
録
の
科
文
を
踏
襲
し
て
い
て
、
講
録
を
わ
か
り
や
す
い 

現
代
的
な
言
葉
で
表
現
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
両
師
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

古
来
講
者
学
者
の
心
血
を
注
が
れ
た
解
釈
は
、
積
ん
で
山
の
如
く
あ
る
け
れ
ど
も
、
用
語
が
あ
ま
り
に
も
専
門
的
で
、
か
つ
講
義
の 

脈
絡
等
が
、
不
完
全
で
あ
る
た
め
に
、
到

底

『教
行
信
証
』
を
現
代
に
生
か
す
役
に
は
立
た
ぬ
の
で
あ
る
。
私
共
は
こ
れ
を
非
常
に 

遺
憾
に
思
う
て
お
っ
た
。
今
や
機
会
は
来
た
。
私
共
は
覚
悟
を
し
た
。
罪
は
こ
れ
を
荷
う
。
責
罰
は
こ
れ
を
受
け
る
。
然
し
願
く
ば
、
 

微
力
を
つ
く
し
て
、
及
ぶ
限
り
、
心
眼
あ
る
青
年
者
の
友
と
な
っ
て
、
も

ろ

と

も

に

『教
行
信
証
』
を
色
読
体
読
せ
ん
と
決
心
し
た
。 

『六
要
鈔
』

の
御
指
南
を
初
め
、
古
来
の
講
者
先
輩
の
い
の
ち
が
け
の
研
究
を
重
ん
じ
て
、
私
共
の
小
さ
な
心
に
味
わ
れ
る
だ
け
味 

わ
、っ
て
発
表
し
た
。 

(

『教
行
信
証
講
義
』
・
教
行
の
巻
・
六
頁) 

こ
の
記
述
で
分
か
る
よ
う
に
、

『六
要
鈔
』

や
講
録
を
分
か
り
易
い
言
葉
に
了
解
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
記
し
て
い
る
。
両
師
は 

言
う
ま
で
も
な
く
清
沢
満
之
の
門
下
で
あ
り
、
満
之
が
大
切
に
し
た
実
験
や
宗
教
体
験
を
強
調
し
な
が
ら
『教
行
信
証
』

の
講
義
を
進
め 

て
い
る
。
し
か
し
、
宗
教
体
験
の
深
い
道
理
を
教
学
と
し
て
表
現
す
る
と
い
う
よ
り
も
感
情
面
で
訴
え
る
こ
と
が
多
く
、

い
ま
だ
教
学
と 

し
て
充
分
に
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
私
は
、
両

師

の

『教
行
信
証
講
義
』

に
多
大
な
学
恩
を
被
っ
て
こ
れ
ま
で
研
究
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
両
師
の 

心
血
を
注
が
れ
た
ご
苦
労
に
は
た
だ
た
だ
頭
が
下
が
る
の
み
で
あ
る
。
し

か

し

「
近
代
人
と
し
て
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
親
鸞
の
仏
道
に
直 

参
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
清
沢
満
之
以
前
に
帰
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
師
の
教
え
を
、

い
つ
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
研
究
を
続
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け
て
き
た
者
に
と
っ
て
は
、
曽

我

量

深

に

始

ま

る

『教
行
信
証
』
研

究

の

成

果

を

踏

ま

え

な

け

れ

ば

『教
行
信
証
』

は
読
め
な
い
の
で
は 

な
か
ろ
う
か
。
近
代
以
前
の
も
の
に
依
る
の
で
は
な
く
、

そ
ろ

そ
ろ

近
代
教
学

の
成
果
に
立
っ
て

『教
行
信
証
』
を
読
み
直
す
時
期
に
き 

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

講
録
等
に
依
っ
て
学
生
が
発
表
す
る
の
を
聞
き
な
が
ら
、
な
ぜ
か
違
和
感
を
覚
え
る
原
因
が
そ
の
辺
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
に 

は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
 

真
宗
研
究
の
方
法
論

現

代

ま

で

の

『教
行
信
証
』
研
究
の
歴
史
は
、
大
き
く
い
っ
て
二
つ
の
伝
統
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
江
戸
期
の
い
わ
ゆ
る
宗
学
と
し
て 

の
研
究
で
、

そ
の
成
果
は
現
代
で
は
講
録
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
清
沢
満
之
に
始
ま
る
い
わ
ゆ
る
近
代
教
学
の
伝
統
で 

あ
る
。
そ
れ

は

曽

我

量
深

・
金
子
大
栄
を
初
め
と
す
る
諸
先
輩
の
著
作
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
二
つ
の
伝
統
に
は
、
方
法
論 

に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

江
戸
期
の
真
宗
研
究
、
特

に

『教
行
信
証
』
研
究
は
、
存

覚

の

『六
要
鈔
』
を
指
南
書
と
し
て
、
会
読
、
会
通
と
い
う
方
法
で
研
究
が 

進
め
ら
れ
る
。
例

え

ば

円

乗

院

宣

明

は

『教
行
信
証
』
講

義

の

「
文
前
玄
義
」

で

(

『教
行
信
証
』

の)

文
義
を
学
ば
ん
と
す
る
に
は
、
六
要
の
指
南
に
よ
り
て
御
素
意
通
り
を
伺
う
と
云
う
が
末
学
の
心
得
な
り
。 

(

中
略)

格
別
に
玄
談
を
設
け
て
弁
ず
る
に
も
及
ば
ぬ
。
六

巻

の

書

の

大

意

は

存

師

の

『教
行
信
証
大
意
』

と
云
う
仮
名
書
き
ー
巻 

あ
り
。
文

義

は

『六
要
鈔
』
あ
り
。
講
釈
と
云
う
で
は
な
い
。
六
要
を
以
て
斯
様
で
も
あ
ろ
う
か
と
伺
う
な
り
。

(

『教
行
信
証
講
義
集
成
』
・
第
一
巻
・
三
〜
四
頁) 

と
、
述
べ
て
い
る
。

「
六
要
の
指
南
に
よ
る
こ
と
が
末
学
の
心
得
」
と
い
う
研
究
方
法
は
、

『六
要
鈔
』

の

枠

内

で

し

か

『教
行
信
証
』
研 

究
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
宗
学
は
、
当
時
の
宗
派
の
教
権
と
複
雑
に
絡
ん
で
、
枠
か
ら
は
み
出
し
た
者
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を
宗
義
違
反
と
し
て
裁
く
こ
と
と
も
な
っ
た
。
し

た

が

っ

て

『六
要
鈔
』

や
そ
れ
に
連
な
る
先
輩
の
了
解
は
、
は
ず
し
て
は
な
ら
な
い
宗 

学
の
前
提
と
な
っ
て
権
威
的
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
大
学
院
の
学
生
で
あ
っ
た
頃
で
も
、

『教
行
信
証
』

は
博
士
課 

程
に
な
っ
て
か
ら
し
か
読
め
な
か
っ
た
し
、
そ

の

ゼ

ミ

も

『教
行
信
証
』
を

直

接

読

む

の

で

は

な

く

『六
要
鈔
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読 

み
進
め
る
こ
と
が
習
わ
し
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
香
月
院
深
励
は
、

『六
要
鈔
』
を
始
め
と
し
て
。
そ
の
外
の
末
註
の
あ
と
さ
き
を
弁
ず
る
の
な
り
。
と
き
に
講
釈
で
は
な
い
。
た
だ
会
読
を
す
る
の
じ 

や
に
よ
て
、
文
前
の
玄
談
と
て
は
弁
ぜ
ぬ
な
り
。

一
部
の
大
綱
を
総
括
し
て
弁
ず
る
な
ど
と
云
う
こ
と
は
、
恐
れ
多
き
こ
と
な
り
。

(

『教
行
信
証
講
義
集
成
』
・
第
一
巻
・
五
頁) 

と
言
っ
て
、

『教
行
信
証
』
全
体
に
渉
る
思
想
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
会

読

・
会
通
と
い
う
方
法
を
採
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。 

会
読
と
は
も
と
も
と
当
時
の
研
究
の
方
法
を
表
す
言
葉
で
、
講
者
と
問
者
に
分
か
れ
て
対
座
し
、
特
定
の
論
題
に
つ
い
て
討
究
す
る
こ 

と
で
あ
る
。
し
か
し
大
谷
派
に
お
い
て
は
そ
れ
が
や
が
て
安
居
講
義
の
形
式
、

つ
ま
り
本
講
、
内
講
、
副
講
、
会
読
と
い
う
講
義
の
名
前 

に
な
っ
た
。
会
読
は
、
今
で
い
う
擬
講
か
そ
れ
以
上
の
学
力
を
持
つ
も
の
に
当
た
ら
せ
た
安
居
の
講
義
の
名
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
香
月 

院
が
こ
こ
で
会
読
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
本
講
で
は
な
く
て

安
居
の
末
端
の
会
読
と
い
う
講
義
を
担
う
の
だ
か
ら
「
『教
行
信
証
』
全
体 

を
総
括
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
」
と
謙
遜
の
意
を
表
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
意
味
は
、

『教
行
信
証
』
全
体
の
核
心
を
掴
む 

と
い
う
の
は
恐
れ
多
い
か
ら
、

『六
要
鈔
』
を
指
南
と
し
て
一
部
の
解
説
を
担
う
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

そ

れ

に

対

し

て

会

通

と

は

「
和
会
疎
通
」
を
意
味
す
る
も
の
で
、

『教
行
信
証
』

の
中
で
一
見
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
文
章
や
言
葉
を 

取
り
あ
げ
て
そ
の
意
味
を
尋
ね
、
共
通
の
意
味
を
見
い
だ
す
と
い
う
方
法
論
で
あ
る
。
も
と
も
と
仏
説
は
、
時
代
や
そ
の
社
会
の
人
間
に 

応
じ
て
説
か
れ
る
の
で
千
差
万
別
の
説
き
方
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
全
て
は
迷
い
の
人
生
を
超
え
て
涅
槃
に
導
く
た
め
の
教
説
で
あ
る
か 

ら'

一
見
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
教
え
で
も
そ
の
真
意
は
一
つ
で
あ
る
。
本
来
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
方
法
が
会
通
で
あ
る
。
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し
か
し
江
戸
時
代
の
会
通
は
、
言
葉
の
意
味
や
そ
の
典
拠
と
い
う
解
釈
学
的
な
関
心
が
強
く
て
、
そ
れ
に
終
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

こ

の

よ

う

な

『六
要
鈔
』

や
先
輩
の
講
説
を
重
ん
じ
る
江
戸
期
の
解
釈
学
的
な
真
宗
の
研
究
方
法
を
、
清
沢
満
之
は
、
 

是
非
正
不
の
標
準
は
広
本
の
明
文
に
在
り
て
、
先
輩
の
講
説
に
在
ら
ざ
れ
ば
な
り
、
若
し
必
ず
先
輩
の
講
説
を
待
ち
、
然
る
後
始
め 

て
聖
教
を
窺
ふ
べ
し
と
せ
ば
、
先
輩
の
講
説
を
会
得
す
る
に
も
、
亦
た
他
の
講
説
を
待
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
他
の
講
説
を
会
得
す
る 

に
も
、
更
に
亦
た
他
の
講
説
を
待
た
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
に
至
ら
ん
、
此
の
如
く
に
し
て
註
疏
の
上
に
註
疏
を
重
ね
、
解
釈
の
上
に
解 

釈
を
加
へ
、
本
を
捨
て
て
末
に
趨
り
、
源
を
忘
れ
て
流
を
趁
ひ
、
反
て
益
々
聖
教
の
正
意
に
遠
ざ
か
る
も
の
、
是
れ
実
に
仏
学
者
の 

通
弊
な
り
、
 

(

『清
沢
満
之
全
集
』
・
第
七
巻
・
一
ー
六
頁) 

と
批
判
す
る
。
さ

ら

に

『六
要
鈔
』

や
先
輩
の
講
義
の
枠
内
で
行
わ
れ
て
き
た
研
究
方
法
に
対
し
て
は
、
宗
義
と
宗
学
を
混
同
し
て
は
い 

け
な
い
と
主
張
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

夫
れ
宗
義
と
宗
学
と
は
截
然
其
の
区
別
あ
り
、
決
し
て
混
同
す
べ
き
も
の
に
非
ざ
る
な
り
、
宗
義
は
宗
祖
の
建
立
に
係
り
宗
学
は
末 

学
の
討
究
に
成
る
、

一
は
所
釈
の
法
門
に
し
て
一
は
能
釈
の
言
句
な
り
、
故
に
宗
義
は
一
定
不
易
な
ら
ざ
る
可
ら
ず
と
雖
も
、
宗
学 

は
発
達
変
遷
あ
る
を
妨
げ
ず
、
我
真
宗
の
宗
義
は
載
せ
て
立
教
開
宗
の
聖
典
た
る
広
本
六
軸
の
中
に
在
り
、
其
文
炳
と
し
て
日
星
の 

如
し
、
誰
か
之
を
動
か
す
を
得
ん
や
、
か
の
宗
学
な
る
も
の
は
此
宗
義
を
学
問
の
方
面
よ
り
討
究
す
る
も
の
に
し
て
、
其
解
釈
の
深 

浅
優
劣
如
何
に
拘
ら
ず
、
均
し
く
末
学
の
私
見
た
る
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
、
 

(

『清
沢
満
之
全
集
』
・
第
七
巻
・
ー
ー
三
頁) 

と
、
宗
義
と
宗
学
を
明
確
に
分
け
て
、

先
輩
の
一
学
轍
を
標
準
と
し
て
、
是
非
正
不
を
決
せ
ん
と
す
る
が
如
き
は
、
不
法
の
甚
だ
し
き
も
の
に
し
て
、
毫
も
其
理
由
な
き
も 

の
な
り
、
而
し
て
諸
氏
が
此
の
迷
窟
の
裏
に
彷
徨
し
て
自
ら
小
に
し
、
広
闊
な
る
自
由
討
究
の
天
地
に
游
び
て
、
大
い
に
宗
義
を
発 

揮
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
所
以
の
も
の
は
、
蓋
し
其
宗
義
と
宗
学
と
を
混
同
す
る
の
謬
見
に
基
因
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。(

中
略)

故
に 

宗
学
の
境
界
に
於
て
は
討
究
上
充
分
の
自
由
を
与
え
、
決
し
て
束
縛
を
加
ふ
べ
き
も
の
に
非
ざ
る
な
り
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(

『清
沢
満
之
全
集
』
・
第
七
巻
・
一
ー
七
頁) 

と
明
言
し
、
先
輩
の
学
轍
を
標
準
に
す
る
の
で
は
な
く
近
代
的
な
自
由
討
究
と
い
う
学
問
の
方
法
に
よ
っ
て
、
親
鸞
の
明
ら
か
に
し
た
本 

願
の
道
理
に
直
入
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
清
沢
は
、
親
鸞
が
明
ら
か
に
し
た
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
道
を
わ
が
身 

に
実
験
し
、
世
間
の
分
別
や
解
釈
を
破
っ
て
出
世
間
の
真
実
そ
の
も
の
へ
肉
薄
す
る
と
い
う
態
度
を
貫
い
て
、
親
鸞
に
帰
ろ
う
と
し
た
の 

で
あ
る
。

ー
ー
近
代
教
学
の
『教
行
信
証
』
研
究

清
沢
満
之
の
真
宗
研
究
の
方
法
論
を
継
承
し
、

『教
行
信
証
』

の
思
想
的
な
研
究
に
生
涯
を
尽
く
し
た
の
が
曽
我
量
深
で
あ
る
。
曽
我 

は

清

沢

か

ら

「如
来
我
を
救
う
や
」
と
い
う
実
存
的
な
求
道
の
課
題
を
引
き
継
ぎ
、

や

が

て

『地
上
の
救
主
』

で
そ
の
問
い
に
応
答
す
る
。 

そ

こ

で

曽

我

は

「如
来
は
我
な
り
」
を
感
得
し
、
さ

ら

に

「如
来
我
と
な
り
て
我
を
救
い
給
う
」
、

「如
来
我
と
な
る
と
は
法
蔵
菩
薩
降
誕 

の
こ
と
な
り
」
と
言
っ
て
、
自
己
の
信
心
と
法
蔵
菩
薩
と
は
別
物
で
は
な
い
と
い
う
了
解
を
示
す
。

こ

れ

は

『観
無
量
寿
経
』
を
説
く
釈
尊
が
、
人
間
の
地
平
に
ま
で
降
り
て
き
て
、
人
間
の
相
対
的
な
考
え

方
に
合
わ

せ
て

説
い
た
『観 

経
』

の
説
き
方
と
は
違
っ
て
い
る
。

『観
経
』

は
、
如
来
の
大
悲
に
よ
る
実
業
の
凡
夫
の
救
い
が
摂
取
不
捨
と
示
さ
れ
る
。

そ
し
て
、

そ 

の
信
心
が
二
種
深
信
と
説
か
れ
て
、
機
と
法
の
二
面
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
仏
道
の
全
体
は
、
凡
夫
が
阿
弥
陀
の
浄
土
に
往
生 

し
て
い
く
念
仏
往
生
と
説
か
れ
る
。
こ

の

よ

う

に

『観
経
』

の
仏
道
の
全
体
は
、
実
業
の
凡
夫
と
如
来
の
大
悲
と
の
対
応
と
い
う
人
間
の 

相
対
的
な
考
え
方
に
合
わ
せ
て
説
か
れ
て
い
く
。

そ

れ

に

対

し

て

『大
経
』

は
、
救
い
が
本
願
の
成
就
と
説
か
れ
て
、
人
間
の
相
対
的
な
分
別
を
破
る
宗
教
体
験
の
道
理
そ
の
も
の
を
表 

そ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
願
成
就
の
信
心
は
、

『論
註
』

の
不
虚
作
住
持
功
徳
の
註
釈
に
あ
る
よ
う
に
、
 

「
不
虚
作
住
持
功
徳
成
就
」

は
、
蓋
し
是
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
な
り
。(

中
略)

本
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
と
今
日
の
阿
弥
陀
如
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来
の
自
在
神
力
と
に
依
る
な
り
。
願
以
て
力
を
成
ず
、
力
以
て
願
に
就
く
。
願
徒
然
な
ら
ず
、
カ
虚
設
な
ら
ず
。
力
願
相
符
っ
て
畢 

竟
じ
て
差
わ
ざ
る
が
故
に
成
就
と
日
う
。 

(

『聖
全
』
第
一
巻
・
三
三
一
頁) 

と
、
因
の
本
願
に
立
つ
信
心
で
は
あ
っ
て
も
果
の
仏
力
あ
る
い
は
浄
土
が
位
を
異
に
す
る
ま
ま
に
、
信
心
の
と
こ
ろ
に
働
く
と
説
か
れ
る
。 

つ
ま
り
、
本
願
成
就
の
信
心
は
凡
夫
の
上
に
発
起
す
る
が
、
そ
の
信
心
と
阿
弥
陀
如
来
の
境
界
と
は
別
な
も
の
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ 

る
。親

鸞

の

『教
行
信
証
』

で

言

え

ば

「
信
巻
」

の

「
三
一
問
答
」

で
、
衆
生
の
信
心
と
如
来
の
本
願
と
は
別
物
で
な
い
と
い
う
本
願
の
道 

理
が
推
究
さ
れ
て
い
る
が
、
曽
我
は
本
願
成
就
の
信
心
に
立
っ
て
、
そ
の
信
心
と
は
本
願
の
主
体
で
あ
る
法
蔵
菩
薩
の
降
誕
の
こ
と
で
あ 

る
と
言
う
の
で
あ
る
。
曽
我
の
こ
の
よ
う
な
方
法
論
は
、
彼
独
自
の
も
の
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
親

鸞

そ

の

ひ

と

の

『教
行
信
証
』

の 

方
法
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

親
鸞
が
法
然
門
下
に
い
た
頃
は
、

『観
経
』
を
中
心
と
す
る
念
仏
往
生
の
仏
道
を
徹
底
的
に
学
ん
だ
。
「偏
依
善
導
ー
師
」
と
標
榜
し
た 

法
然
の
下
で
学
ぶ
の
だ
か
ら
、

『観
経
』
と

善

導

の

『観
経
疏
』
を
中
心
に
学
ん
だ
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。

『観
経
』

は
苦
悩
す
る
凡 

夫
の
救
い
を
、
宗

教

体

験

の

事

実(

回
心)

と
し
て
説
く
教
典
だ
か
ら
、
法
然
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
回
心
し
た
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
実 

に
よ
く
分
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
善

導

の

「
二
種
深
信
」

や

「
二
河
白
道
の
譬
」

や

「
六
字
釈
」
な
ど
も
、
体
験
の
事
実
に
立
っ
て
手
に
取 

る
よ
う
に
理
解
出
来
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
親
鸞
は
、

お

そ

ら

く

越

後

の

流

罪

の

中
で

『大
無
量
寿
経
』
と

『浄
土
論
』
・
『浄
土
論
註
』

に
よ
っ
て
、
自
ら
の
仏
道
を
改
め 

て
学
び
直
す
。
そ
し
て
自
身
の
宗
教
体
験
の
事
実
を
個
人
の
体
験
に
止
め
な
い
で
、
本
願
の
道
理
に
返
し
て
推
究
す
る
。

つ
ま
り
、
誰
に 

回
心
の
体
験
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
帰
す
こ
と
と
な
る
本
願
の
道
理
と
は
何
か
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。

『大
経
』

で
は
回
心
の
体
験
を
、
第

十

一

願

・
必

至

滅

度

の

願(

証
巻
の
標
挙)

と
、
第

十

七

願

・
諸

仏

称

名

の

願(

行
巻
の
標
挙)

と
、
 

第

十

八

願

・
至

心

信

楽

の

願(

信
巻
の
標
挙)

、

の
三
願
の
成
就
と
説
く
。
全

体

は

『大
経
』(

教
巻
の
標
挙)

の
教
説
だ
か
ら
、
親
鸞
は
こ
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の

本

願

成

就

文

に

立

っ
て

『教
行
信
証
』
を
、

『大
経
』

の
仏
道
の
核
心
を
明
ら
か
に
す
る
本
願
論
と
し
て
撰
述
し
た
の
で
あ
る
。 

『教
行
信
証
』

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
法

然

の

『選
択
集
』

の
真
実
義
の
開
顕
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
法
然
は
宗
教
体
験 

の
事
実
に
立
っ
て
、
廃

立

と

い

う

方

法

で

『選
択
集
』
を
書
い
た
た
め
に
、
浄
土
教
が
あ
た
か
も
聖
道
門
と
対
立
す
る
か
の
よ
う
な
誤
解 

を
生
ん
だ
が
、
本
当
は
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
大
涅
槃
を
証
得
す
る
道
で
あ
る
こ
と
を
説
く
の
が
『教
行
信
証
』

で
あ
る
。
し
た
が
っ 

て

親

鸞

は

体

験

を

超

え

る

『大
経
』

の
本
願
の
成
就
文
に
立
っ
て
、
法
然
に
教
え
ら
れ
た
念
仏
往
生
の
仏
道
が
、
涅
槃
に
至
る
べ
き
仏
道 

と
し
て
大
乗
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
本
願
論
と
し
て
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
曽

我

量

深

は

こ

の

よ

う

な

『教
行
信
証
』

の
親
鸞
の
立
脚
地 

と
方
法
論
に
立
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

清
沢
満
之
が
明
治
三
十
六
年
六
月
六
日
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
浩
々
洞
の
門
人
た
ち
は
、
満
之
の
偉
大
さ
に
酔
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

「
全
て
は
如
来
の
大
命
で
あ
る
」
を
合
い
言
葉
の
よ
う
に
繰
り
返
し
、

『観
経
』
を
中
心
と
す
る
恩
寵
主
義
に
酔
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

そ

れ

を

暁

烏

敏

は

『更
生
の
前
後
』

で
次
の
よ
う
に
言
う
。

先
生
が
世
を
去
ら
れ
ま
し
て
後
は
、
大
部
加
は
っ
て
き
た
友
人
達
と
共
に
、
先
生
の
名
を
、
先
生
の
徳
を
、
先
生
の
教
え
を
世
に
伝 

え
る
こ
と
に
努
力
し
ま
し
た
。
日
本
の
精
神
界
の
改
造
の
た
め
、
仏
教
の
改
造
の
た
め
に
大
気
炎
を
上
げ
ま
し
た
。
そ
う
し
て
五
六 

年
も
す
る
う
ち
に
、

日
本
中
に
響
く
よ
う
に
な
り
清
沢
宗
な
る
も
の
が
出
来
る
ら
し
い
勢
力
と
な
り
ま
し
た
。

(

『暁
烏
敏
全
集
』
第
二
部
第
二
巻
・
七
頁) 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
信
仰
は
清
沢
の
よ
う
に
自
立
し
た
信
仰
で
は
な
い
た
め
に
、

や
が
て
洞
人
達
は
そ
れ
ぞ
れ
に
苦
し
ん
で
い
き
、

や 

が
て
浩
々
洞
は
瓦
解
し
て
く
こ
と
に
な
る
。
郷
里
の
越
後
に
帰
っ
た
曽
我
量
深
は
、
食
雪
鬼
と
い
う
精
神
界
の
苦
闘
を
通
し
て
、
大
正
二 

年

『地
上
の
救
主
—
法
蔵
菩
薩
出
現
の
意
義
—
』
を

発

表

し

『大
経
』

の
本
願
成
就
の
信
心
に
立
ち
返
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に 

暁
烏
敏
は
同
じ
大
正
二
年
に
、

「
か
く
し
て
私
は
凋
落
し
て
行
く
乎
」
を
書
い
て
恩
寵
主
義
か
ら
脱
し
て
い
く
。
西
方
浄
土
の
天
の
阿
弥 

陀
仏
に
救
い
を
求
め
た
暁
烏
は
、
仏
に
救
わ
れ
れ
ば
仏
に
縛
ら
れ
る
、
神
に
救
わ
れ
れ
ば
神
に
縛
ら
れ
る
。
神
も
仏
も
あ
る
も
の
か
と
大
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地
に
自
分
の
身
を
投
げ
出
し
た
と
き
、
大
地
の
方
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
き
た
本
願
に
蘇
る
。
暁
烏
は
、

そ

れ

を

師

の

清

沢

に

「
先
生
、
敏 

は

地

の

意

義

で

あ

り

ま

す
(

『暁
烏
敏
全
集
』
第
二
部
第
二
巻
・
十
七
頁)

と
告
白
し
て
、

『大
経
』

に
立
ち
返
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
二
人
の
苦
闘
は
、

『観
経
』

か

ら

『大
経
』

へ
学
び
を
深
め
て
い
っ
た
親
鸞
の
追
体
験
と
い
う
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。 

曽
我
量
深
は
こ
の
よ
う
な
求
道
の
闇
を
経
て
精
神
界
の
夜
明
け
と
と
も
に
、
親
鸞
の
仏
道
の
方
法
論
と
立
脚
地
に
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

三 

曽
我
量
深
の
『教
行
信
証
』
の
了
解

曽

我

は

本

願

の

成

就

に

立

っ

て

『教
行
信
証
』
を
了
解
し
、
親
鸞
の
仏
道
の
全
体
が
、

『三
経
往
生
文
類
』

で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
 

観

経

往

生

・
阿
弥
陀
経
往
生
に
選
ん
で
大
経
往
生
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
大
経
往
生
は
、

『三
経
往
生
文
類
』

で
は
次
の 

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

大
経
往
生
と
い
う
は
、
如
来
選
択
の
本
願
、
不
可
思
議
の
願
海
、

こ
れ
を
他
力
と
も
う
す
な
り
。

こ
れ
す
な
わ
ち
念
仏
往
生
の
願
因 

に
よ
り
て
、
必
至
滅
度
の
願
果
を
う
る
な
り
。
現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
し
て
、
か
な
ら
ず
真
実
報
土
に
い
た
る
。
こ
れ
は
阿 

弥
陀
如
来
の
往
相
廻
向
の
真
因
な
る
が
ゆ
え
に
、
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
。

こ

れ

を

『大
経
』

の
宗
致
と
す
。

こ
の
ゆ
え
に 

大
経
往
生
と
も
う
す
。
ま
た
難
思
議
往
生
と
も
う
す
な
り
。 

(

『聖
典
』
四
六
ハ
頁) 

こ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
大
経
往
生
を
曽
我
は
、
観
経
往
生
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
浄
土
教
の
往
生
観
を
破
る
た
め
に
、
大
乗
の
仏
道
に
返 

し

て

『成
唯
識
論
』

に

説

か

れ

る

「
転
識
得
智
」
と
捉
え
直
す
。

私
は
年
の
若
い
と
き
に
、

『成
唯
識
論
』
を
少
し
ば
か
り
学
ん
だ
経
験
を
も
っ
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
る
が
、

『成
唯
識
論
』

に
は 

「
転
識
得
智
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
。

「
転
識
得
智
」
——

す
な
わ
ち
、
迷

い

の

有

漏

の

識(

心)

を
転
じ
て
、

そ
う
し
て
無
漏
の
さ 

と
り
の
智
慧
を
得
る
。
識

を

転
じ
て

智
を

得

る

一

そ
れ

を

「
転
識
得
智
」
と
い
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

(

『曽
我
選
集
』
第
十
二
巻
・
一
九
四
頁)
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こ
う
語
り
出
し
た
曽
我
は
、
大

経

往

生

と

は

「
流
転
の
身
」

か

ら

「
必
ず
涅
槃
に
至
る
べ
き
身
」

に
転
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味 

で

『成
唯
識
論
』

で

い

う

「
転
識
得
智
」

で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ

し

て

こ

の

「
転
識
得
智
」

に
よ
っ
て
得
る
智
慧
に
四
つ
あ
る
。 

第

一

は

「大
円
鏡
智
」
、
第

二

は

「
平
等
性
智
」
、
第

三

は

「妙
観
察
智
」
、
第

四

は

「成
所
作
智
」
、

の
四
つ
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
智
慧 

に
つ
い
て
曽
我
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

大
体
、
平
等
性
智
と
そ
れ
か
ら
妙
観
察
智
と
い
う
の
は
、

こ
こ
ろ
の
さ
と
り
で
あ
る
と
、

こ
う
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
か
ら
し 

て
、
大
円
鏡
智
と
成
所
作
智
と
い
う
も
の
は
心
と
身
と
一
体
に
な
っ
た
、
身
心
一
体
の
さ
と
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
す
な
わ
ち
仏
に
な 

る
と
き
に
は
じ
め
て
一
時
に
頓
に
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。(

中
略)

つ
ま
り
、
平

等

・
妙
観
の
二
智
と
い
う
も
の
は
往
生
の
智
慧 

で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
し
て
、
大
円
鏡
智
と
成
所
作
智
と
は
成
仏
の
智
慧
で
あ
る
。 

(

『曽
我
選
集
』
第
十
二
巻
・
一
九
七
〜
ハ
頁) 

こ

の

よ

う

に

曽

我

は

「
転
識
得
智
」
を
、

「
こ
こ
ろ
の
さ
と
り
」
・
「往
生
の
智
慧
」
と

「身
心
一
体
の
さ
と
り
」
・
「
成
仏
の
智
慧
」

の
二 

っ
に
分
け
る
。

こ
の
よ
う
に
大
経
往
生
と
い
っ
て
も
、
大
乗
の
知
見
に
返
せ
ば
転
成
で
あ
る
。
そ
れ

を

踏

ま
え
て

大

経

往

生
を

「往
生
は 

心
に
あ
る
」

が
、

「成
仏
は
身
に
あ
る
」
と
い
う
画
期
的
な
了
解
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
曽
我
は

今
の
よ
う
な
時
代
に
は
、
少
な
く
と
も
往
生
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、

こ
の
現
生
に
成
就
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

現
生
正
定
聚
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
往
生
も
成
仏
も
、
命
の
終
わ
る
と
き
に
は
じ
め
て
往 

生
も
成
仏
も
同
時
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
つ
ま
り
同
一
の
こ
と
で
あ
る
。
名
は
二
つ
あ
る
け
れ
ど
も
、
事
実
は
た
だ
一
つ 

で
あ
る
と-

こ
う
い
う
よ
う
に
昔
か
ら
そ
う
い
う
よ
う
に
真
宗
教
学
は
決
定
さ
れ
て
お
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
る
け
れ
ど
も-

(

中 

略)

往
生
と
い
う
も
の
は
こ
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
領
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
心
つ
ね
に
浄
土
に
居
す
る
」
と
、
 

こ
う
お
示
し
な
さ
れ
て
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

(

『曽
我
選
集
』
第
十
二
巻
・
一
九
三
頁) 

こ
の
よ
う
な
従
来
の
宗
学
の
往
生
即
成
仏
と
い
う
領
解
に
対
し
て
、
曽
我
は
現
生
の
往
生
を
強
調
し
な
が
ら
、

「往
生
は
こ
こ
ろ
に
あ
り
、
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成
仏
は
身
に
あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

「
成
仏
は
身
に
あ
る
」
と
は
、

こ
の
煩
悩
の
身
が
終
わ
れ
ば
必
ず
大
涅
槃
を
超
証
す
る
と
言
う 

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
大
経
往
生
は
死
に
よ
っ
て
実
現
す
る
涅
槃
の
覚
り
へ
至
る
道
程
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
曽
我
は
大
経
往
生
は
、
往
生
と
い
う
限
り
果
と
し
て
の
浄
土
は
か
な
ら
ず
未
来
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
・
平
面 

的
な
時
間
の
未
来
で
は
な
く
て
、
純
粋
未
来
と
し
て
果
と
し
て
の
浄
土
の
功
徳
が
本
願
成
就
の
信
心
に
働
く
の
で
あ
る
。

つ

ま

り

「
願
以 

て
力
を
成
ず
、
力
以
て
願
に
就
く
。(

中
略)

カ
願
相
符
っ
て
畢
竟
じ
て
差
わ
ざ
る
が
故
に
成
就
と
日
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
因
の
本
願 

の
信
に
果
の
浄
土
の
荘
厳
功
徳
が
未
来
の
ま
ま
は
た
ら
く
。
そ
の
よ
う
な
、
立
体
的
な
時
間
の
概
念
を
純
粋
未
来
と
い
う
言
葉
で
強
調
す 

る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
観
経
往
生
の
よ
う
に
や
が
て
未
来
の
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
残
る
「往
生
」
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
大
経 

往

生

は

『論
』
・
『論
註
』

に
帰
っ
て
、
信
心
に
開
か
れ
た
浄
土
の
功
徳
を
生
き
て

い
く
「
願
生
浄
土
」
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
る
と
主
張 

す
る
。
そ
し
て
、
親
鸞
の
仏
道
の
最
も
積
極
的
な
意
味
は
浄
土
の
功
徳
を
地
獄
一
定
の
こ
の
世
で
証
明
し
て
い
く
「
願
生
浄
土
」

に
あ
る 

と
、
捉
え
る
の
で
あ
る
。
だ

か

ら

曽

我

は

「浄
土
に
救
わ
れ
た
の
な
ら
ば
、
浄
土
を
背
負
っ
て
立
ち
上
が
れ
」
と
鼓
舞
し
て
、
浄
土
の
功 

徳
を
こ
の
娑
婆
で
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、

こ
ざ
か
し
い
わ
れ
わ
れ
の
自
我
を
超
え
て

「
人
間
が
人
間
以
上
の
あ
る
も
の
に
な 

っ
て
い
こ
う
と
す
る
」(

清
沢
満
之)

仏
道
が
実
現
す
る
と
、
説
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
曽
我
量
深
は
、
大
経
往
生
と
い
う
親
鸞
の
仏 

道
を
、

『論
』
・
『論
註
』

に
よ
っ
て
願
生
浄
土
の
仏
道
と
尋
ね
当
て
た
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四 

寺
川
俊
昭
の
『教
行
信
証
』
の
了
解

曽
我
量
深
以
降
優
れ
た
先
輩
達
に
よ
っ
て
親
鸞
の
仏
道
が
、
立
つ
べ
き
信
心
は
本
願
成
就
の
信
心
で
あ
り
、

そ
の
仏
道
は
願
生
浄
土
の 

仏
道
に
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
尋
ね
ら
れ
た
。
そ
の
中
か
ら
、
信
心
に
自
覚
的
に
生
き
ら
れ
て
い
く
浄
土
の
荘
厳
功
徳
、
特
に
眷
属
功
徳 

の
は
た
ら
き
に
、
近
代
の
個
を
超
え
る
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
て
僧
伽
論
が
展
開
さ
れ
た
り
、
曽
我
が
強
調
し
た
法
蔵
魂
を
生
き
る
こ
と
が
、
11



直
ハ
宗
大
谷
派
の
同
朋
会
運
動
の
原
動
力
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
り
し
た
。

そ
れ
ら
の
努
力
の
中
か
ら
寺
川
俊
昭
が
曽
我
量
深
の
仏
道
了
解
に
導
か
れ
な
が
ら
、
親
鸞
の
仏
道
の
根
源
的
な
意
味
は
大
般
涅
槃
道
で 

あ
る
こ
と
を
尋
ね
当
て
た
。
も
ち

ろ
ん
浄
土
の
仏
道
は
第
十
八
・
至
心
信
楽
の
願
で
も
往
生
が
誓
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
眼
目
は 

往
生
浄
土
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
曽
我
が
尋
ね
て
い
た
よ
う
に
、
大
経
往
生
は
涅
槃
に
至
る
道
程
と
し
て
説
か
れ
て 

い
る
の
だ
か
ら
、
大
経
往
生
の
根
源
的
な
意
味
は
大
般
涅
槃
道
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

曇

鸞

の

『浄
土
論
註
』

で
は
浄
土
の
荘
厳
功
徳
と
涅
槃
と
の
関
係
が
、
広
と
略
つ
ま
り
方
便
法
身
と
法
性
法
身
と
し
て
註
釈
さ
れ
て
、
 

「
法
性
法
身
に
由
り
て
方
便
法
身
を
生
ず
、
方
便
法
身
に
由
り
て
法
性
法
身
を
出
す
」
と
、
浄
土
の
功
徳
と
し
て
の
方
便
法
身
は
法
性
法 

身
と
し
て
の
涅
槃
そ
の
も
の
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

こ

の
よ
う
な
曇
鸞
の
了
解
を
受
け
て

親
鸞
は
『唯
信
鈔
文
意
』

で
、
 

法
身
は
、

い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、

こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
、

こ
と
ば
も
た
え
た
り
。

こ
の
一
如
よ
り 

か
た
ち
を
あ
ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
も
う
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
い
て
、
不
可
思
議
の
大
誓
願
を 

お
こ
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た
ま
う
御
か
た
ち
を
ば
、
世
親
菩
薩
は
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
え
り
。

(

『聖
典
』
五
五
四
頁) 

と
、
阿
弥
陀
如
来
は
涅
槃
そ
の
も
の
が
名
告
り
出
た
も
の
と
了
解
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
る
と
い
う
往
生 

浄
土
の
信
心
に
は
、

そ
の
ま
ま
で
果
徳
と
し
て
の
清
浄
功
徳
の
涅
槃
分
を
実
現
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

「
よ
く 

一
念
喜
愛
の
心
を
発 

す
れ
ば
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
な
り
」
と

か

「惑
染
の
凡
夫
、
信
心
発
す
れ
ば
、
生
死
即
涅
槃
な
り
と
証
知
せ
し
む
」
と
詠 

わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
寺
川
に
依
っ
て
親
鸞
の
仏
道
が
大
般
涅
槃
道
で
あ
る
と
明
確
に
見
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
画
期
的
な 

意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
親
鸞
は
、
法
然
か
ら
教
え
ら
れ
た
念
仏
往
生
の
仏
道
が
、
そ
の
ま
ま
で
大
乗
の
至
極
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
の 

が

『教
行
信
証
』

で
あ
る
。
大
乗
の
旗
印
は
生
死
即
涅
槃
だ
か
ら
、
大
経
往
生
の
根
源
的
な
意
味
は
そ
れ
を
証
知
す
る
大
般
涅
槃
道
で
あ
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る
と
尋
ね
当
て
た
と
こ
ろ
に
親
鸞
教
学
、
就
中
、

『教
行
信
証
』
研
究
の
一
つ
の
到
達
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
か
ら
、
 

そ
の
大
般
涅
槃
道
の
意
義
が
様
々
な
視
点
か
ら
推
究
さ
れ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
清
沢
満
之
に
始
ま
っ
た
近
代
教
学
が
、
親
鸞
教
学
の 

核
心
は
大
乗
の
至
極
と
し
て
の
大
般
涅
槃
道
で
あ
る
と
尋
ね
当
て
た
こ
と
は
、
親

鸞

の

『教
行
信
証
』

の
核
心
を
つ
い
た
一
つ
の
頂
点
と 

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。五

今
後
の
課
題

涅
槃
を
仏
身
仏
土
と
説
い
て
親
鸞
が
直
接
問
題
に
す
る
の
は
、
言

う

ま

で

も

な

く

「真
仏
土
巻
」

で
あ
る
。
山

辺

・
赤
沼
は
、

そ
の
講 

義
に
、古

来
、

「真
仏
土
巻
」
は
、

「
証
巻
」

か
ら
開
出
せ
ら
れ
た
も
の
、

「
化
身
土
巻
」
も

お

な

じ

く

「
証
巻
」

か
ら
流
出
し
た
も
の
、

「真 

仏
土
巻
」
は
、

「
証
巻
」

か
ら
開
出
せ
ら
れ
て
、
上
に
向
か
っ
て
は
、
上
来
前
四
巻
が
能
帰
の
機
に
約
し
て
、
衆
生
往
生
の
因
果
を 

明
か
し
た
る
に
対
し
、
所
帰
の
身
土
を
し
め
し
、
下

「化
身
土
巻
」

に
対
し
て
は
要
弘
対
、
真
弘
対
を
以
て
、
真
化
の
義
を
詮
明
し 

給
う
た
も
の
と
し
て
い
る
。(

中
略)

今

こ

の

「真
仏
土
巻
」

に
就
い
て
、
上
来
の
四
巻
が
能
帰
の
機
に
約
し
、
本
巻
が
所
帰
の
真 

土
を
明
す
と
い
う
は
、

『六
要
鈔
』
主
の
指
南
で
あ
っ
て
、
正
当
な
分
科
で
あ
る
と
思
う
。

(

『教
行
信
証
講
義
』-

真
仏
土
の
巻 

化
身
土
の
巻
・
一
〇
七
九
頁) 

と
言
う
。

こ
れ
ま
で
の
真
仏
土
巻
の
了
解
は
、

『六
要
鈔
』

に
従
っ
て
ほ
と
ん
ど
が
こ
う
い
う
解
釈
を
し
て
き
て
い
る
。
要
す
る
に
真
仏 

土
巻
は
、
証
巻
か
ら
開
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
教
、
行

、
信
、
証
を
得
た
者
が
本
当
に
往
生
し
て
い
く
真
実
の
仏
土
と
了
解
さ
れ
て
い 

る
。
証
巻
は
わ
れ
わ
れ
が
感
得
す
る
浄
土
の
荘
厳
功
德
の
感
動
で
あ
る
が
、
真
仏
土
巻
は
往
生
し
て
い
く
仏
土
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
。 

こ
こ
に
示
さ
れ
る
、
本
当
に
往
生
す
る
べ
き
真
実
の
浄
土
と
い
う
了
解
は
、
親
鸞
の
仏
道
の
全
体
を
往
生
浄
土
と
捉
え
た
時
の
了
解
で
あ 

る
が
、
そ
れ
だ
け
で
涅
槃
界
を
表
す
真
仏
土
の
意
義
を
充
分
に
捉
え
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

13



寺
川
の
よ
う
に
親
鸞
の
仏
道
の
全
体
を
大
般
涅
槃
道
と
捉
え
直
し
た
時
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
教
、
行

、
信
、
証
の
そ
れ
ぞ
れ
が
大
涅
槃 

に
直
結
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
教
、
行
、
信

、
証
の
全
て
が
大
涅
槃
に
向
か
う
仏
道
の
意
味
を
確
保
す 

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
言
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
山

辺

・
赤
沼
両
師
は
行
巻
は
念
仏
の
法
を
表
す
巻
だ
か
ら
真
仏
土
巻
と
直
接
関 

係
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

「
真
仏
土
巻
」
を
以
て
、
只

「
証
巻
」
か
ら
開
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
れ
で
片
づ
け
て
お
く
こ
と
は
、
少
し
く
義
を
つ
く
さ
な 

い
よ
う
に
思
う
。
私

共

が

「
教
行
信
証
」
前
四
巻
を
知
れ
ば
、

「真
仏
土
巻
」

の
来
由
も
お
の
ず
か
ら
知
れ
る
と
い
う
た
の
は
こ
の 

こ
と
で
あ
る
。
私
共
は
、

「
真
仏
土
巻
」
を

「
行
巻
」

に
関
係
せ
し
め
て
見
た
い
の
で
あ
る
。 

(

同
上) 

こ
の
よ
う
に
、
山

辺

・
赤
沼
は
真
仏
土
巻
と
行
巻
の
関
係
を
注
意
し
て
い
る
が
、
親
鸞
の
仏
道
を
大
般
涅
槃
道
と
捉
え
直
し
た
時
に
は 

真
仏
土
巻
は
行
巻
の
み
と
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。

浄
土
教
は
涅
槃
の
方
か
ら
開
か
れ
て
く
る
仏
道
な
の
だ
か
ら
、
当
然
、
真
実
教
は
涅
槃
の
は
た
ら
き
で
あ
る
如
来
の
二
種
回
向
に
依
ら 

な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
教
巻
が
、
如
来
の
二
種
回
向
か
ら
始
ま
る
の
は
、
浄
土
真
宗
の
全
体
が
涅
槃
の
方
か
ら
開
か
れ
た
他
力
の
仏 

道
だ
か
ら
で
あ
る
。

行
巻
は
、
念
仏
が
実
現
す
る
法
を
誓
願
一
仏
乗
と
説
き
、

そ
れ
を
絶
頂
と
す
る
。

そ
こ
に
は
当
然
、
涅

槃

の

は

た

ら

き

が

直

接

「転 

成
」

と

「
不
宿
」

と
し
て

語
ら
れ
て

く
る
。

「
一
乗
海
釈
」

の
後
に
、

『論
註
』

の

不

虚

作

住

持

功

徳

釈

が

「転
成
」
、
大
衆
功
徳
釈
が 

「
不
宿
」
と
し
て
引
文
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
で
あ
る
。
親

鸞

は

『唯
信
鈔
文
意
』

で
、
そ
の
涅
槃
の
は
た
ら
き
を 

如
来
の
御
ち
か
い
を
、

ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
信
楽
す
れ
ば
、(

中
略)

か
な
ら
ず
大
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
か
し
め
た
ま
う
は
、
す
な 

わ
ち
、
り

ょ

う

し

・
あ
き
人
な
ど
は
、

い

し

・
か

わ

ら

・
つ
ぶ
て
な
ん
ど
を
、

よ
く
こ
が
ね
と
な
さ
し
め
ん
が
ご
と
し

(

『聖
典
』
五
五
三
頁) 

と
、

「
転
成
」
は
大
涅
槃
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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信
巻
で
は
わ
れ
わ
れ
の
信
心
が
本
願
と
別
物
で
は
な
く
涅
槃
界
に
直
接
通
じ
て
い
る
と
い
う
思
索
が
「
三
一
問
答
」
と
し
て
展
開
し
て 

い
る
。
信
巻
前
半
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
信
心
が
涅
槃
と
直
結
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
が
、
後
半
は
そ
う
で
は
な
い
。 

三
一
問
答
を
通
じ
て
ず
っ
と
懺
悔
の
身
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
凡
夫
の
身
が
信
心
に
よ
っ
て
涅
槃
に
触
れ
る
と
、

「
唯
除
の
機
」
と
な 

る
の
で
あ
る
。
信
巻
の
後
半
は
こ
の
唯
除
の
問
題
に
費
や
さ
れ
て
、
行

巻

で

述

べ

た

「
不
宿
」

の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

証
巻
は
、
わ
れ
わ
れ
の
証
と
し
て
実
現
す
る
浄
土
の
功
徳
は
そ
の
ま
ま
涅
槃
界
に
触
れ
た
感
動
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

『論
註
』

下
巻 

の
清
浄
功
徳
釈
の

凡
夫
人
の
煩
悩
成
就
せ
る
あ
り
て
、
ま
た
か
の
浄
土
に
生
ま
る
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
三
界
の
繫
業
畢
竟
じ
て
牽
か
ず
。
す
な
わ
ち
こ 

れ
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
、

い
ず
く
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や 

(

『聖
典
』
二
八
三
頁) 

と
い
う
引
文
が
、
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
教

・
行

・
信

・
証
の
全
体
が
涅
槃
に
直
結
し
て
い
る
か
ら
浄
土
真
宗
と
い
う
親
鸞
の
仏
道
は
大
乗
の
至
極
な
の
で
あ
る
。 

二
乗
や
阿
羅
漢
で
も
証
は
証
で
あ
る
。
し
か
し
い
か
に
優
れ
た
証
で
あ
っ
て
も
、
涅
槃
と
直
結
し
な
け
れ
ば
大
乘
の
仏
道
に
は
な
ら
な
い
。 

し
た
が
っ
て
真
仏
土
巻
は
、
わ

れ

わ

れ

の

教

・
行

・
信

・
証
の
全
て

が

大
涅
槃
と

直
結
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
巻
と
し
て

、
 

『教
行
信
証
』

の
扇
の
要
の
意
味
を
持
つ
重
要
な
巻
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
往
生
し
て
い
く
べ
き
真
の
仏
土
と
い
う
だ
け
で
は
、
大
般
涅 

槃
道
と
い
う
意
義
が
充
分
に
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
、
親
鸞
の
仏
道
は
、
大
経
往
生
と
大
般
涅
槃
道
の
二
つ
の
意
義
を
重
層
的
に
考
え
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
真
仏
土
巻
か
ら
化
身
土
巻
が
開
か
れ
て
、
第
十
八
願
と
第
十
九
願
と
の
関
係
、
さ
ら
に
第
十
八
願
と
第
二
十
願
と
の
関
係
を
尋
ね 

な
が
ら
、
人
間
の
相
対
的
な
自
力
の
分
別
を
徹
底
的
に
批
判
を
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
相
対
分
別
の
徹
底
的
な
歎
異
を
通
し
て
相
対 

的
に
真
実
を
表
わ
す
の
が
化
身
土
巻
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て

教
・
行
・
信
・
証

・
真
仏
土
巻
の
真
実
五
巻
は
、
絶
対
真
実
を
表
わ
す 

巻
で
あ
る
。
そ
こ
に
真
実
と
方
便
と
い
う
意
味
が
あ
る
が
、
方
便
を
通
し
て
大
乗
の
真
実
に
導
く
と
い
う
意
味
を
持
つ
の
が
化
身
土
巻
で
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あ
る
。

こ
の
よ
う
に
寺
川
が
親
鸞
の
仏
道
を
大
般
涅
槃
道
で
あ
る
と
尋
ね
当
て
た
こ
と
は
、

こ

れ

か

ら

の

『教
行
信
証
』
研
究
に
大
き
な
意
義
、
 

つ
ま
り
親
鸞
の
大
乗
の
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
時
の
決
定
的
な
視
点
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
私
は
清
沢
満
之
に
始
ま
っ
た
方
法
論
に
立
ち
、
近
代
教
学
の
先
輩
達
が
尋
ね
当
て
た
成
果
を
踏
ま
え
て
、

『教
行
信 

証
』
を
も
う
一
度
初
め
か
ら
、
現
生
正
定
聚
に
立
っ
て
難
思
議
往
生
と
大
般
涅
槃
道
と
い
う
二
つ
の
視
点
で
読
み
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
状
況
に
来
て
い
る
と
強
く
思
う
も
の
で
あ
る
。
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