
無

碍

道

(
下)

延 

塚 

知 

道

は
じ
め
に

私
は
、
前

稿

『無
碍
道
』(

上)

に
お
い
て
『歎
異
抄
』
に
依
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
念
仏
往
生
の
仏
道
を
無
碍
道
と
し 

て
尋
ね
た
。
そ
れ
は
私
の
研
究
成
果
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
学
部
の
学
生
の
た
め
に
基
本
的
な
こ
と
を
尋
ね
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今 

回
も
そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
具
体
的
に
は
卒
業
論
文
な
ど
に
示
唆
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
を
書
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ 

の
よ
う
な
意
図
で
あ
る
た
め
、
新
し
い
知
見
と
か
研
究
成
果
を
期
待
し
て
読
ま
れ
る
読
者
に
は
、
誠
に
申
し
訳
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

さ
て
、
拙

稿(

上)

に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
『歎
異
抄
』
を
中
心
に
無
碍
道
の
意
味
を
尋
ね
て
み
た
。
そ
こ
で
は
、
 

本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
え
に
。
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願 

を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
ゆ
え
に
と
云
 々

(

聖
典-

六
二
六
頁) 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、"

観
無
量
寿
経
』
の

「摂
取
不
捨
」
の
利
益
と
し
て
説
か
れ
る
救
い
が
、
相
対
的
な
善
悪
を
超
え
る
道
と 

し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
。
『観
無
量
寿
経
』
の
苦
悩
す
る
韋
提
希
が
、
如
来
の
大
悲
に
救
わ
れ
る
と
は
、
比
べ
る
と
い
う
人
間
の
自
我
の 

本
性
を
見
抜
か
れ
、
善
し
悪
し
、
さ
ら
に
は
優
越
感
と
劣
等
感
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『歎
異
抄
』
の
後
序
で
親
鸞
が
、
1



善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
ゆ
え
は
、
如
来
の
御
こ
こ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
お
し 

た
ら
ば
こ
そ
、
よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
あ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
お
し
た
ら
ば
こ
そ
、
あ
し
さ
を
し 

り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
 

ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す 

(

聖
典
・
六
四
〇
頁) 

と
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

さ
ら
に
如
来
の
大
悲
に
救
わ
れ
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
大
き
な
感
動
は
、
慈
悲
と
は
、

慈
悲
に
聖
道
，
浄
土
の
か
わ
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
う
は
、
も
の
を
あ
わ
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し
か
れ
ど 

も
、
お
も
う
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
わ
め
て
あ
り
が
た
し
。
浄
土
の
慈
悲
と
い
う
は
、
念
仏
し
て
、
い
そ
ぎ
仏
に
な
り 

て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
っ
て
、
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
う
べ
き
な
り
。 

(

聖
典:

ハ
ニ
ハ
頁) 

と
い
う
よ
う
に
、
聖
道
で
あ
ろ
う
が
浄
土
で
あ
ろ
う
が
、
慈
悲
と
は
、
必
ず
他
人
と
の
関
係
を
成
り
立
た
し
め
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て 

い
る
。
人
間
関
係
を
何
と
か
よ
い
も
の
に
し
よ
う
と
努
力
を
し
て
い
く
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
常
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
方
か
ら
ど
ん
な 

努
力
を
し
て
も
、
究
極
的
に
人
間
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
は
、
不
可
能
に
近
い
。
な
ぜ
な
ら
お
互
い
に
強
烈
な
自
我
と
自
己
主
張
を 

も
っ
て
い
る
の
が
、
人
間
な
の
だ
か
ら
、
他
人
を
立
て
れ
ば
自
己
犠
牲
を
強
い
ら
れ
る
し
、
自
分
を
立
て
よ
う
と
す
れ
ば
他
人
を
犠
牲
に 

す
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
念
仏
に
帰
し
、
自
力
の
執
心
こ
そ
が
人
間
関
係
に
苦
し
む
根
源
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
自
力
の
執
心
に
何 

の
正
当
性
も
な
い
こ
と
を' 

本
願
の
教
え
に
教
え
ら
れ
て
み
れ
ば
、
人
間
を
超
え
た
無
縁
の
大
悲
の
中
で
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
す
で
に
し
て 

出
遇
っ
て
い
た
と
い
う
、
大
き
な
感
動
を
賜
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
大
悲
と
は
、
人
間
の
方
か
ら
の
努
力
で
は
な
く
て
、
如
来
の
方
か 

ら
す
で
に
し
て
他
人
と
の
関
係
を
実
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
感
動
で
あ
る
。
む
し
ろ
全
て
の
も
の
と
の
関
係
が
実
現
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の 

感
動
が
、
小
悲
、
中
悲
と
選
ん
で
、
大
悲
と
感
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
『歎
異
抄
』
の

「摂
取
不
捨
」
の
救
い
は
、
「比
べ
る
こ
と
か
ら
の
解
放
」
と

「あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
関
係
の
実
現
」
の

2



二
つ
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
 

真

実

教

親

鸞

は

『教
行
信
証
』
「教
巻
」
で
、
『大
経
』
序
分
の
釈
尊
と
阿
難
と
の
出
遇
い
の
箇
所
の
み
を
引
用
し
て
、"
大
経
』
こ
そ
が
真
実 

教
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は'

何
を
も
っ
て
か
、
出
世
の
大
事
な
り
と
知
る
こ
と
を
得
る
と
な
ら
ば
、
 

(

聖
典
・
一
五
二
頁) 

と
い
っ
て
、
『大
経
』
こ
そ
が
本
当
の
意
味
で
、
釈
尊
が
ご
自
身
の
出
世
を
か
け
た
真
実
教
で
あ
る
こ
と
を
、
論
証
す
る
の
で
あ
る
。
そ 

こ
に
は
「
五
徳
瑞
現
」
と

「仏
仏
相
念
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
未
離
欲
の
仏
弟
子
で
あ
る
阿
難
が
、
あ
る
日
突
然
、
釈
尊
に
対
し
て
次
の 

よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
。

今
日
世
尊
、
諸
根
悦
予
し
姿
色
清
浄
に
し
て
、
光
顔
魏
魏
と
ま
し
ま
す
こ
と
、
明
ら
か
な
る
鏡
、
浄
き
影
表
裏
に
暢
る
が
ご
と
し
。
 

威
容
顕
曜
に
し
て
、
超
絶
し
た
ま
え
る
こ
と
無
量
な
り
。
未
だ
か
つ
て
瞻
覩
せ
ず
、
殊
妙
な
る
こ
と
今
の
ご
と
く
ま
し
ま
す
を
ば
。

(

同
上) 

こ
れ
は
、
今
ま
で
の
偉
人
と
し
て
の
釈
尊
で
は
な
く
て
、
阿
難
が
如
来
の
智
慧
に
輝
い
て
い
る
釈
尊
を
仰
ぎ
、
褒
め
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
続
い
て
「
五
徳
瑞
現
」
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
先
の
言
葉
と
同
じ
よ
う
に
、
五
つ
目
に
「今
日
、
天
尊
、
如
来
の
徳
を 

行
じ
た
ま
え
り
」
と
明
確
に
言
う
よ
う
に
、
こ

の

「
五
徳
瑞
現
」
は
、

一
言
で
言
え
ば
釈
尊
は
如
来
で
あ
る
と
褒
め
称
え
て
い
る
の
で
あ 

る
。
そ
れ
に
続
い
て
「
仏
仏
相
念
」
が
説
か
れ
る
。

去
来
現
の
仏
、
仏
と
仏
と
あ
い
念
じ
た
ま
え
り
。
今
の
仏
も
諸
仏
を
念
じ
た
ま
う
こ
と
、
な
き
こ
と
を
得
ん
や
。(

聖
典
・
一
五
三
頁) 

と
い
う
の
で
あ
る
。
去
と
は
過
去
仏
で
あ
る
。
『大
経
』
に
は
、
過
去
五
十
三
仏
が
説
か
れ
て
い
る
。
来
と
は
、
未
来
仏
で
あ
る
。
例
え

3



ば
弥
勒
仏
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
現
と
は
、
今
現
在
説
法
し
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
で
あ
る
。
釈
尊
は
そ
れ
ら
の
仏
と
、
お
互
い
に 

念
じ
合
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
の
現
在
を
は
ず
し
て
、
過
去
も
未
来
も
な
い
。
過
去
や
未
来
と
い
っ
て
も
、
理
性
で
考 

え
れ
ば
、
そ
れ
自
身
を
単
独
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
は
現
在
と
い
う
身
が
感
得
し
て
い
る
内
容
な
の
だ
か
ら' 

過
去
も
未
来 

も
現
在
の
中
に
し
か
な
い
。
だ
か
ら
釈
尊
は
、
現
在
の
仏
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
を
通
し
て
、
過
去
と
未
来
の
仏
を
念
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

そ
の
お
姿
を
阿
難
は
、
「光
顔
魏
魏
」
と
褒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
阿
難
は
、
釈
尊
を
通
し
て
今
現
在
説
法
を
し
て
い
る
阿
弥
陀 

如
来
を
仰
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
阿
難
は
、

何
が
ゆ
え
ぞ
威
神
の
光
、
光
い
ま
し
爾
る 

(

同
上) 

ど
う
し
て
世
尊
、
あ
な
た
は
阿
弥
陀
如
来
の
威
神
力
で
あ
る
智
慧
の
光
に
、
輝
い
て
い
る
の
で
す
か
、
と
問
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
釈
尊
は
、
阿
難
に
、

諸
天
の
汝
を
教
え
て
来
し
て
仏
に
問
わ
し
む
る
か
、
自
ら
慧
見
を
も
っ
て
威
顔
を
問
え
る
か 

(

同
上) 

と
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
如
来
で
あ
る
と
讃
え
て
い
る
阿
難
に
、
釈
尊
の
方
か
ら
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
問
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ 

ら
く
常
識
な
ら
ば
、
如
来
の
こ
と
が
分
か
る
の
は
、
如
来
し
か
な
い
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仏
道
の
常
識
で
は
、
菩
薩
の
五
十
二
位
の 

段
階
を
上
り
詰
め
、
等
覚
、
妙
覚
と
い
う
如
来
の
覚
り
に
到
達
し
な
け
れ
ば
、
如
来
の
こ
と
な
ど
分
か
る
は
ず
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら 

ず
未
離
欲
の
阿
難
が
如
来
と
仰
ぐ
の
で
、
釈
尊

は

「本
当
に
自
分
で
問
う
た
の
か
」
と
、
確
か
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

釈
尊
の
問
い
に
阿
難
は
、

諸
天
の
来
り
て
我
を
教
う
る
者
、
あ
る
こ
と
な
け
ん
。
自
ら
所
見
を
も
っ
て
、
こ
の
義
を
問
い
た
て
ま
つ
る
な
ら
く
の
み(

同
上) 

そ
の
阿
難
の
答
え
に
対
し
て
釈
尊
は
、

善
い
か
な
阿
難' 

問
え
る
と
こ
ろ
甚
だ
快
し
。
深
き
智
慧
、
真
妙
の
弁
才
を
発
し
て
、
衆
生
を
愍
念
せ
ん
と
し
て
、
こ
の
慧
義
を
問 

え
り
。
如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
う
。
世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
、
恵

4



む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り9
 

(

同
上) 

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
阿
難
、
あ
な
た
は
意
識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
世
界
中
の
凡
夫
を
哀
れ
ん
で
、
こ
の
問
い
を
問 

う
て
い
る
の
で
す
よ
。
今
日
こ
そ
修
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
凡
夫
で
あ
っ
て
も
、
如
来
と
仰
い
で
仏
道
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
道
が 

あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
く
時
が
来
た
。
そ
れ
こ
そ
が
釈
尊
の
出
世
本
懐
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
な
ぜ
未
離
欲
の
仏
弟
子
で
あ
る
阿
難
が
、
如
来
と
仰
ぎ
仏
道
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
道
理
を
、
本
願
と
本
願
成 

就
の
教
え
と
し
て
説
く
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
具
体
的
に
一
乗
が
実
現
し
て
い
く
の
は
、
こ
の
本
願
の
教
え
し
か
な
い
と
い
う
感
動
に
立
つ 

て
、
釈
尊
の
出
世
本
懐
を
説
く
こ
の
序
分
を
も
っ
て
、
真
実
教
の
証
明
と
し
た
の
で
あ
る
。

-
-

本
願
成
就
文

憬
興
に
依
れ
ば
、
『大
経
』
の
上
巻
は
「如
来
浄
土
の
因
果
」
を
説
き
、
下

巻

は

「衆
生
往
生
の
因
果
」
を
説
く
と
い
わ
れ
る
。
そ
の 

下
巻
の
最
初
に
、
本
願
成
就
文
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
阿
難
が
阿
弥
陀
如
来
に
遇
い
、
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
仏
道 

に
立
て
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
を
、
釈
尊
が
説
法
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
 

そ
れ
衆
生
あ
り
て
か
の
国
に
生
ず
れ
ば
、
み
な
こ
と
ご
と
く
正
定
の
聚
に
住
す
。
所
以
は
何
ん
。
か
の
仏
国
の
中
に
は
、
も
ろ
も
ろ 

の
邪
聚
お
よ
び
不
定
聚
な
け
れ
ば
な
り
。 

(

必
至
滅
度
の
願
成
就
文) 

十
方
恒
沙
の
諸
仏
如
来
、
み
な
共
に
無
量
寿
仏
の
威
神
功
徳
の
不
可
思
議
な
る
こ
と
を
讃
歎
し
た
ま
う
。
(

諸
仏
称
名
の
願
成
就
文) 

あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て' 

信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
ん
。
心
を
至
し
回
向
し
た
ま
え
り
。
か
の
国
に
生
ま 

れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
す
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
除
く
。 

(

至
心
信
楽
の
願
成
就
文)

(

聖
典
・
四
四
頁) 

こ
の
三
願
の
成
就
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
阿
難
に
対
し
て
、
釈

尊

は

「
上
巻
」
で
説
い
た
四
十
ハ
の
本
願
の
成
就
を
一
つ
一
つ
挙
げ
ず

5



に
、
な
ぜ
最
初
に
こ
の
三
願
の
み
の
成
就
文
を
説
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
釈
尊
の
お
仕
事
で
あ
る
か
ら
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
他
は
な 

い
が'

「
三
誓
偈
」
と
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
「
三
誓
偈
」
は
、
法
蔵
菩
薩
が
四
十
ハ
願
を
説
い
た
後
に
、
重
ね
て
そ
の
意
義
を
誓
う
詩
で
あ
る
。
だ

か

ら

「重
誓 

偈
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
三
つ
の
こ
と
が
誓
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
四
十
八
願
の
内
容
は
、
究
極
的
に
は
こ
の
三
つ
の
願 

い
で
、
代
表
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

我
、
超
世
の
願
を
建
つ
、
必
ず
無
上
道
に
至
ら
ん
、
こ
の
願
満
足
せ
ず
は
、
誓
う
、
正
覚
を
成
ら
じ
。
 

我
、
無
量
劫
に
お
い
て
、
大
施
主
と
な
り
て
、
普
く
も
ろ
も
ろ
の
貧
苦
を
済
わ
ず
は
、
誓
う
、
正
覚
を
成
ら
じ
。
 

我
、
仏
道
を
成
る
に
至
り
て
、
名
声
十
方
に
超
え
ん
。
究
竟
し
て
聞
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
は
、
誓
う
、
正
覚
を
成
ら
じ
。

(

聖
典
・
ニ
五
頁) 

こ
こ
で
は
ま
ず
最
初
に
、
「超
世
」
が
誓
わ
れ
る
。
こ
れ
は
世
間
道
を
超
え
た
仏
道
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
続

い

て

「貧
苦
の
救 

済
」
が
誓
わ
れ
る
。
さ
ら
に
上
の
二
つ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
「名
号
」
が
誓
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
十
八
願
と
い
っ
て
も
、
こ
の
三
つ 

の
成
就
こ
そ
が
、
本
願
全
体
の
成
就
で
あ
る
と
、
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

最

初

の

「超
世
」
の
成
就
は
、
先
の
本
願
成
就
文
で
い
え
ば
、
「必
至
滅
度
の
願
成
就
文
」
で
あ
る
。
次

の

「貧
苦
の
救
済
」
は
、
 

修 

行
も
で
き
な
い
凡
夫
を
信
心
一
つ
で
救
う
と
い
う
、
「至
心
信
楽
の
願
成
就
文
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
「名
号
」
が
誓
わ
れ
る
の
は
、
「諸
仏 

称
名
の
願
成
就
文
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
四
十
八
願
の
成
就
は
、
こ
の
三
願
の
成
就
に
代
表
さ
れ
る
か
ら
、
凡
夫
に
仏
道
が
実
現
す 

る
と
い
う
具
体
的
な
事
実
を
教
え
る
た
め
に
、
最
初
に
三
願
の
成
就
文
を
挙
げ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

釈
尊
の
阿
難
に
対
す
る
第
一
の
説
法
は'

「必
至
滅
度
の
願
成
就
文
」
で
あ
る
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は'

「
か
の
国
に
生
ず
れ
ば
、
 

み
な
こ
と
ご
と
く
正
定
の
聚
に
住
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
正
定
聚
と
は
、
不
退
転
か
ら
迷
い
の
世
界
に
二
度
と
帰
ら
な
い
こ
と
、
 

流
転
に
帰
ら
な
い
で
必
ず
涅
槃
に
向
か
う
人
生
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
釈
尊
は
阿
難
に
、
あ
な
た
は
今
、
涅
槃
に
向
か
う
人
生(

仏
道)
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に
立
っ
た
の
で
す
よ
と
、
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
『大
経
』
を
忠
実
に
読
め
ば
、
「正
定
聚
」
は
浄
土
に
生
ま
れ
て
か
ら
の
位
と
し
て
説 

か
れ
て
い
る
。
実
は
親
鸞
ま
で
は
、
「
正
定
聚
」
は
釈
尊
に
従
っ
て
全
て
の
仏
者
が' 

浄
土
で
の
位
と
読
ん
で
い
た
。
親
鸞
一
人
は
そ
う 

で
は
な
い
。
例

え

ば

『
一
念
多
念
文
意
』
に
、
こ

の

「必
至
滅
度
の
願
成
就
文
」
を
、
次
の
よ
う
に
注
釈
し
て
い
る
。
 

そ
れ
衆
生
あ
っ
て
、
か
の
く
に
に
う
ま
れ
ん
と
す
る
も
の
は
、
み
な
こ
と
ご
と
く
正
定
の
聚
に
住
す 

(

聖
典
，
五
三
六
頁) 

と
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
親
鸞
は
、
も
と
も
と
浄
土
の
位
で
あ
る
「正
定
聚
」
を

「う
ま
れ
ん
と
す
る
も
の
は
」
と
読
ん
で
、
願
生
心 

な
い
し
は
信
心
の
所
に
獲
得
さ
れ
る
位
と
し
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
ま
で
の
浄
土
教
は
、
浄
土
は
死
ん
で
か
ら
往
生
す
る
国
と
伝
承
さ
れ
て 

き
た
。
し
か
し
親
鸞
の
こ
の
浄
土
の
了
解
に
よ
っ
て
、
浄
土
は
死
ん
で
か
ら
と
い
う
よ
り
も
よ
り
積
極
的
に
、
信
心
に
浄
土
の
功
徳
が
開 

か
れ
て
く
る
と
了
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『三
経
往
生
文
類
』
に
は 

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
。

(

聖
典
・
四
六
ハ
頁) 

と
言
っ
て
、
「現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
」
と
い
う
の
が
「大
経
往
生
」
の
、
最
も
積
極
的
な
了
解
で
あ
る
。
も
と
も
と
釈
尊
は
、
 

生
き
た
阿
難
に
、
今
浄
土
で
の
正
定
聚
と
い
う
位
を
得
て
、
仏
道
に
立
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
浄
土
は
死
ん
で
か
ら
の
こ 

と
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
親
鸞
は
そ
の
深
意
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「大
経
往
生
」
と
い
っ
て
も
、
正
定
聚
に
住
し
て
、
 

浄
土
の
功
徳
を
今
生
き
て
い
く
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
浄
土
の
功
徳
荘
厳
に
無
明
の
愚
か
さ
を
知
ら
さ
れ
て
、
自
我
を
も
超
え 

て' 

あ
ら
ゆ
る
人
と
共
に
浄
土
に
生
ま
れ
て
往
こ
う
と
い
う
願
い
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て 

(

超
世)

仏
に
成
っ
て
い
く
道
、
す
な
わ
ち
仏
道
と
い
う
最
も
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
の
よ
う
な
仏
道
が
、
凡
夫
に
な
ぜ
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
教
え
る
の
が
「諸
仏
称
名
の
願
成
就
文
」
で
あ
る
。
そ
こ
に 

は
、
世
界
中
の
ガ
ン
ジ
ス
川
の
砂
の
数
ほ
ど
の
諸
仏
達
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
威
神
力
を
褒
め
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
名
念
仏
を
し
て
い

7



る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
仏
道
に
立
て
る
の
は
、
自
分
の
努
力
と
か
能
力
と
か
資
質
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
た
く
さ 

ん
の
念
仏
者
の
先
輩
の
、
導
き
に
依
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
先
輩
達
の
念
仏
の
声
が
聞
こ
え
て
、
わ
れ
わ
れ
は
信
心
を
起
こ 

す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「至
心
信
楽
の
願
成
就
文
」
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て' 

信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
 

乃
至
一
念
せ
ん
。
心
を
至
し
回
向
し
た
ま
え
り
。
か
の
国
に
生
ま 

れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
す
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
除
く
。

「あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
」
と
は
、
「諸
仏
称
名
の
願
成
就
文
」
に
説
か
れ
る
諸
仏
の
称
名
念
仏
で
あ
る
。
ま

た

「往
生 

を
得
て
不
退
転
に
住
す
」
と
は
、
「必
至
滅
度
の
願
成
就
文
」
に
説
か
れ
る
「正
定
聚
」
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
本
願
成
就
文
は
、
三 

願
の
成
就
文
が
説
か
れ
る
け
れ
ど
も'

「
至
心
信
楽
の
願
成
就
文
」
の
中
に
、
「必
至
滅
度
の
願
成
就
文
」
も

「諸
仏
称
名
の
願
成
就
文
」 

も
収
ま
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
願
成
就
文
と
言
う
と
一
般
的
に
こ
の
「至
心
信
楽
の
願
成
就
文
」
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
親
鸞
の
宗
祖
た
る
所
以
は
、
こ
の
三
願
の
本
願
成
就
文
に
、
法
然
と
の
出
遇
い
の
体
験
を
言
い
当
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
願 

に
深
い
意
味
を
見
い
だ
し
て
、
『教
行
信
証
』
を
書
か
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「諸
仏
称
名
の
願
」
は

「行
巻
」
の
標
挙
に
、
「至
心
信
楽 

の
願
」
は

「信
巻
」
の
標
挙
に
、
「必
至
滅
度
の
願
」
は

「証
巻
」
の
標
挙
に
挙
げ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「教
巻
」
は

『大
無
量
寿
経
』 

で
あ
る
か
ら
、
教
'

仃
・
信
・
証
は
、
全
て
こ
の
本
願
成
就
文
を
思
想
的
な
立
脚
地
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
親
鸞
の
体
験
と
し 

て
言
え
ば
、
法
然
と
の
出
遇
い
で
あ
る
。
そ
の
体
験
の
道
理
を
、
親
鸞
に
自
覚
的
に
教
え
た
箇
所
が
、
こ
の
本
願
成
就
文
で
あ
る
。
し
た 

が
っ
て
、
体
験
の
教
証
で
あ
る
こ
の
本
願
成
就
文
を
立
脚
地
と
し
て
、
自
覚
化
し
た
体
験
の
意
味
を
、
思
想
と
し
て
表
明
し
た
も
の
が
主 

著

の

『教
行
信
証
』
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
願
に
は
宗
祖
独
自
の
意
味
を
読
み
取
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
願
は
一
つ
一
つ
大 

切
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
本
願
成
就
文
と
い
う
と
先
に
述
べ
た
理
由
に
よ
っ
て
、
「
至
心
信
楽
の
願
成
就
文
」
が
挙 

げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
法
然
が
こ
の
願
を
「王
本
願
」
と
い
う
の
も
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
先
稿
で
は
『観
経
』
に
よ
っ
て
「無
碍
道
」
の
意
味
を
尋
ね
た
が
、
そ
こ
で
は
救
い
を
「摂
取
不
捨
」
と
表
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
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「摂
取
不
捨
」
を
親
鸞
は
、
今
尋
ね
て
い
る
『大
経
』
の
本
願
成
就
文
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
例

え

ば

『
一
念
多
念
文
意
』
の
こ
の 

「本
願
成
就
文
」
の

「即
得
往
生 

住
不
退
転
」
の
注
釈
で
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「即
得
往
生
」
と
い
う
は
、
「即
」
は
、
す
な
わ
ち
と
い
う
、
と
き
を
へ
ず
、
日
を
も
へ
だ
て
ぬ
な
り
。
ま
た
即
は
、

つ
く
と
い
う
。
 

そ
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
り
つ
く
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
「得
」
は' 

う
べ
き
こ
と
を
え
た
り
と
い
う
。
真
実
信
心
を
う
れ
ば
、
す
な 

わ
ち
、
無
碍
光
仏
の
御
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
摂
取
し
て
、
す
て
た
ま
わ
ざ
る
な
り
。
「摂
」
は
、
お
さ
め
た
ま
う
、
「取
」
は
、
む
か
え 

と
る
と
、
も
う
す
な
り
。
お
さ
め
と
り
た
ま
う
と
き
、
す
な
わ
ち' 

と
き,

日
を
も
へ
だ
て
ず
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
つ
き
さ
だ
ま 

る
を
、
往
生
を
う
と
は
の
た
ま
え
る
な
り
。 

(

聖
典
，
五
三
五
頁) 

『観
経
』
で
は
救
い
を
「摂
取
不
捨
」
と
表
現
し
て
い
た' 

そ
の
同
じ
救
い
を
『大
経
』
で

は

「即
得
往
生 

住
不
退
転
」
と
い
い
、
そ 

れ
を
一
言
で
い
え
ば
、
「
正
定
聚
」
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『大
経
』
に
依
っ
て
「無
碍
道
」
の
意
味
を
尋
ね
る
と
す 

れ
ば
、
こ

の

「
即
得
往
生 

住
不
退
転
」

・
「
正
定
聚
」
の
意
味
を
深
く
推
究
す
る
こ
と
が
、
そ
の
内
容
と
な
る
の
で
あ
る
。

三
至
心
信
楽
の
願
成
就
文

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
本
願
成
就
文
に
は
親
鸞
独
自
の
読
替
が
な
さ
れ
て
い
る
。
『浄
土
宗
全
書
』
に
よ
れ
ば
、
漢
文
の 

も
と
も
と
の
読
み
は
、

あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
し
て
、
乃
至
一
念
至
心
に
回
向
し
て
、
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な 

わ
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
す
。
唯
五
逆
と
正
法
を
誹
謗
す
る
と
を
除
く
。
 

(

『浄
土
宗
全
書
』
第
一
巻
，
一
九
頁) 

親
鸞
以
外
の
仏
者
は' 

上
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
だ
け
は
違
う
。
煩
を
い
と
わ
ず
に
、
読
み
比
べ
て
み
よ
う
。
 

あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
 

そ
の
名
号
を
聞
き
て' 

信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
ん
。
心
を
至
し
回
向
し
た
ま
え
り
。
か
の
国
に
生
ま 

れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
す
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
除
く
。
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ま
ず
、

一
般
的
な
読
み
の
方
で
は
一
つ
の
文
章
と
読
ん
で
い
た
成
就
文
を
、
親

鸞

は

「
乃
至
一
念
せ
ん
」
で
大
き
く
二
つ
の
文
章
に
切
っ 

て
い
る
。
そ
の
た
め
従
来
の
読
み
で
は
、
「あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
、
信
心
歓
喜
し
、
臨
終
の
一
息
ま
で
も
真
心
を
込
め
て
念
仏
を
回
向
し 

て
」
と
行
を
表
す
「
乃
至
一
念
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
親
鸞
の
読
み
で
は
文
章
を
二
つ
に
切
っ
た
た
め
、
そ

の

「
乃
至
一
念
」
が

「信
心 

歓
喜
」
と
同
格
と
な
っ
て
、
信
の
一
念
を
表
す
言
葉
に
、
意
味
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
異
訳
の
経
典
で
あ
る
、
『無
量
寿
如
来 

会
』
で
も
、
こ

の

「
乃
至
一
念
」
の
訳
が
「
一
念
の
浄
信
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
。
要
す
る
に
、
行
か
ら
信
へ
の
転
換
は
、
こ 

の
成
就
文
を
「念
仏
往
生
の
願
成
就
文
」
か
ら
、
親
鸞
独
自
の
「至
心
信
楽
の
願
成
就
文
」

へ
と
、
そ
の
意
味
を
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
は
法
然
か
ら
受
け
継
い
だ
浄
土
宗
の
中
に
、
同
じ
よ
う
に
念
仏
を
称
え
て
い
て
も
、
信
心
の
異
な
り
に
よ
っ
て
様
々
な
問
題
が
起 

こ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
責
任
を
担
っ
た
親
鸞
は
、
本
物
の
念
仏
者
か
ど
う
か
は
、
信
心
に
よ
っ
て
確
か
め
る
し
か
な
か
っ
た 

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
課
題
の
下
で
、
信
心
の
成
就
文
と
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
親
鸞
の
よ
う
に
「
乃
至
一
念
」
で
文
章
を
切
る
と'

「至
心
回
向
」
を
、
ど
う
読
む
か
が
問
題
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
「心
を
至
し 

回
向
し
た
ま
え
り
」
と
、
独
自
の
尊
敬
を
表
す
送
り
が
な
を
う
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
送
り
が
な
に
よ
っ
て
、
回
向
す
る
主
体
が
、
従
来 

「衆
生
」
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
「如
来
」

へ
と
大
き
く
意
味
を
変
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
読
替
に
よ
っ
て
、
「本
願
力
回
向
」
と 

か

「如
来
回
向
」
と
い
う
親
鸞
独
自
の
思
想
を
、
こ
の
本
願
成
就
文
で
表
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
一
念
多
念
文
意
』
で
は
、
こ

の

「至
心
回
向
」
を
、

「至
心
回
向
」
と
い
う
は
、
「至
心
」
は
、
真
実
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
真
実
は
阿
弥
陀
如
来
の
御
こ
こ
ろ
な
り
。
「
回
向
」
は
、
本 

願
の
名
号
を
も
っ
て
十
方
の
衆
生
に
あ
た
え
た
ま
う
御
の
り
な
り
。 

(

聖
典-

五
三
五
頁) 

と
、
注
釈
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
名
号
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
客
観
的
な
事
実
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な 

く
て
、
名
号
に
帰
す' 

と
い
う
感
動
の
中
で' 

本
願
の
名
号
で
あ
る
こ
と
を
感
得
し' 

だ
か
ら
こ
そ
十
方
衆
生
の一

人
と
し
て
、
そ
の
名 

号
に
帰
し
た
信
心
に
頷
か
れ
て
い
る
事
実
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
如
来
の
方
か
ら
の
回
向
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
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そ
の
眼
目
が
あ
る
。

親
鸞
は
、
こ
の
成
就
文
の
前
半
部
分
で
あ
る
「あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
至
一
念
せ
ん
」
に
、
 

わ
れ
わ
れ
の
信
心
の
成
就
を
読
み
取
っ
て
「本
願
信
心
の
願
成
就
の
文
」
と
い
う
独
自
の
表
題
を
付
け
て
「信
巻
」
に
引
用
し
て
い
る
。
 

し
た
が
っ
て
こ
の
前
半
部
分
に
、
自
力
無
効
と
い
う
機
の
深
信
の
自
覚
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
「至
心
回
向
し
た
ま
え 

り
。
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
と
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
除
く
、
と
」
と
い
う 

後
半
部
分
に
は
、
「本
願
の
欲
生
心
成
就
の
文
」
と
い
う
表
題
を
付
け
て
、
同

じ

「信
巻
」
に
引
文
す
る
の
で
あ
る
。

世

親

の

『浄
土
論
』
の
信
心
の
表
明
は
、

世
尊
我
一
心 

帰
命
尽
十
方 

無
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国 

(

聖
典'

三
五
頁) 

と
表
白
す
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
本
願
成
就
の
信
心
の
表
明
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
習
え
ば
、
前

半

の

「本
願
信
心
の
願
成
就
の 

文
」
は

「
一
心
帰
命
」
を
表
し
、
後

半

の

「本
願
の
欲
生
心
成
就
の
文
」
の
方
は
「
一
心
願
生
」
を
表
す
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
前
半
部 

分
の
信
心
の
成
就
は
よ
く
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
後
半
部
分
の
欲
生
心
の
成
就
と
は
、

一
体
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

欲
生
心
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

た
と
い
我' 

仏
を
得
ん
に
、
十
方
衆
生
、
心
を
至
し
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
う
て' 

乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
生
ま
れ
ず 

は
、
正
覚
を
取
ら
じ
。
唯
五
逆
と
正
法
を
誹
謗
せ
ん
を
ば
除
く
。
 

(

聖
典
・
一
ハ
頁) 

と
い
う
、
「至
心
信
楽
の
願
」
に
誓
わ
れ
て
い
る
「我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
へ
」
と
い
う
如
来
の
本
願
の
心
、
す
な
わ
ち
願
心
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
本
願
の
成
就
と
は
、
本
願
が
衆
生
の
上
に
発
起
し
た
心
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
願
と
信
心
と
は
別
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で 

あ
る
。
自
力
無
効
の
自
覚
を
生
み
な
が
ら
発
起
し
た
如
来
を
信
じ
る
心
は
、
人
間
の
思
い
は
も
ち
ろ
ん
人
間
の
心
理
作
用
な
ど
で
は
な
く
、
 

そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
如
来
の
本
願
の
衆
生
に
お
け
る
発
起
で
あ
る
、
と
い
う
画
期
的
な
了
解
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
般
に 

言
わ
れ
る
宗
教
の
信
仰
と
か
、
信
心
と
全
く
異
質
な
、
親
鸞
の
信
心
の
了
解
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「信
巻
」
の

「
三
一
問
答
」
も
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本
願
と
信
心
の
同
一
性
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

信
心
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
画
期
的
な
了
解
が
で
き
た
と
き
、

一
つ
に
は
、
仏
道
に
背
く
わ
れ
わ
れ
凡
夫
が
な
ぜ
仏
道
に
立
ち
う
る 

の
か
と
い
う
、
根
源
的
な
問
題
に
答
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
曽
我
量
深
の
言
う
「
如
来
我
と
な
っ
て
、
我
を
救
い
給
う
」
と
い
う 

命
題
に
よ
く
答
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
浄
土
真
宗
こ
そ
「誓
願
一
仏
乗
」
と
い
う
、
大
乗
仏
教
そ
の
も
の
で
あ 

る
こ
と
を
開
い
て
く
る
大
き
な
知
見
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
信
心
が
願
心
で
あ
れ
ば
、
衆
生
に
信
心
さ
え
起
こ
れ
ば
、
願 

心
に
荘
厳
さ
れ
る
浄
土
は
、
即
そ
の
信
心
の
所
に
開
か
れ
る
の
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
は
自
身
の
信
心
に
、
大
乗
と
し
て
の
浄
土 

が
開
か
れ
る
こ
と
を
感
得
し
た
に
違
い
な
い
。

さ
て
、
問
題
を
も
ど
し
て
、
凡
夫
が
な
ぜ
仏
道
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
、
わ
れ
わ
れ
の
最
大
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
先
の 

本
願
成
就
文
に
即
し
て
尋
ね
る
と
、
親
鸞
以
外
の
仏
者
の
読
み
か
ら
言
え
ば
、
回
向
の
主
体
が
ど
こ
ま
で
も
「衆
生
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
 

「即
得
往
生 

住
不
退
転
」
が
正
確
に
成
り
立
ち
に
く
く
な
る
。
要
す
る
に
死
後
往
生
な
の
か
、
そ
れ
と
も
化
土
往
生
な
の
か
、
真
実
報 

土
の
往
生
な
の
か
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
親
鸞
の
信
心
の
了
解
に
し
た
が
え
ば
、
信
心
が
そ
の
ま
ま
願
心
な
の
だ 

か
ら
、
衆
生
に
信
心
さ
え
発
起
す
れ
ば' 

願
心
荘
厳
の
世
界
で
あ
る
浄
土
は
即
開
か
れ
て
、
「即
得
往
生 

住
不
退
転
」
が
成
り
立
つ
の 

は
、
必
然
で
あ
る
。
こ
こ
に
三
界
を
超
え
た(

超
世)

浄
土
の
功
徳
を
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
志
願
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
位
を 

現
生
正
定
聚
と
い
う
の
で
あ
る
。

四
大
般
涅
槃
道

さ
て
親
鸞
は
、
そ
の
浄
土
の
功
徳
を
『入
出
二
門
偈
』
で
は
、
清
浄
功
徳
、
量
功
徳
、
眷
属
功
徳
、
大
義
門
功
徳
、
不
虚
作
住
持
功
徳 

を
、
『教
行
信
証
』
に
は
、
妙
声
功
徳
、
主
功
徳
、
眷
属
功
徳' 

大
義
門
功
徳
、
清
浄
功
徳
、
不
虚
作
住
持
功
徳
の
、
ほ
ぼ
七
つ
ほ
ど
の 

功
徳
し
か
挙
げ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
功
徳
は
、
全
て
真
実
報
土
を
表
す
功
徳
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
真
実
報
土
と
は
、
「
一
心
帰
命
」
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「
一
心
願
生
」
の
信
心
に
、
本
願
の
真
実
の
方
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
方
に
来
て
、
開
か
れ
る
働
き
で
あ
る
。
こ
の
浄
土
の
功
徳
の
中
で
、
寺 

川
俊
昭
師
は
、
早
く
か
ら
眷
属
功
徳
を
最
も
大
切
な
功
徳
で
あ
る
と
、
繰
り
返
し
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
真
実
報
土
の
往
生
、
あ 

る
い
は
願
生
浄
土
の
仏
道
に
と
っ
て
、
「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
ゆ
え
に
。
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す 

る
な
り
」
と
い
う
働
き
こ
そ
、
信
心
に
感
得
さ
れ
る
最
も
大
切
な
浄
土
の
功
徳
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
も
全
く
そ
の
通
り
で
あ
る 

と
思
う
と
同
時
に
、
こ
の
眷
属
功
徳
と
内
面
的
に
深
く
関
係
し
て
い
る
主
功
徳
を
、
も
う
一
つ
あ
え
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。
 

主
功
徳
は
、
当
然
浄
土
の
主
を
表
す
功
徳
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

も
し
人
ひ
と
た
び
安
楽
浄
土
に
生
ず
れ
ば
、
後
の
時
に
意
「
三
界
に
生
ま
れ
て
衆
生
を
教
化
せ
ん
」
と
願
じ
て
、
浄
土
の
命
を
捨
て 

て
願
に
随
い
て
生
を
得
て
、
三
界
雑
生
の
火
の
中
に
生
ま
る
と
い
え
ど
も
、
無
上
菩
提
の
種
子
畢
竟
じ
て
朽
ち
ず
。
何
を
も
っ
て
の 

ゆ
え
に
。
正
覚
阿
弥
陀
の
善
く
住
持
を
径
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
と
。 

(

聖
典1

一
ハ
二
頁) 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
願
生
浄
土
の
仏
道
に
立
っ
て
、
「自
信
教
人
信
」
の
誠
を
尽
く
す
と
い
う
教
化
の
志
願
に
立
っ
た
と 

き
、
そ
の
願
い
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
阿
弥
陀
の
本
願
を
命
と
し
た
者
の
証
拠
で
あ
る
。
そ 

れ
が
な
け
れ
ば
、
仏
道
に
立
っ
た
と
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

願
生
浄
土
の
仏
道
は
、
『浄
土
論
』
に
依
れ
ば'

「無
三
宝
処
へ
の
往
生
」
に
極
ま
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
願
生
浄
土
と
い
う
と
、
こ
の 

世
を
捨
て
て
浄
土
に
生
ま
れ
て
い
く
と
理
解
し
が
ち
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
三
宝
の
な
い
こ
の
娑
婆
で
、
阿
弥
陀
如
来
が 

居
ま
す
が
如
く
生
き
て
、
如
来
の
子
と
し
て
「
四
海
の
内
み
な
兄
弟
」
で
あ
る
こ
と
を
教
化
し
て
、
「忍
び
て
終
に
悔
い
じ
」
と
い
う
人 

生
を
言
う
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
働
き
に
よ
っ
て
、
「地
獄
一
定
」
の
こ
の
世
に
食
い
入
っ
て
、
教
化
の
志
願
を
果
た
し
て 

い
く
こ
と
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
自
我
を
も
超
え
て
仏
に
成
っ
て
い
こ
う
と
す
る
道
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仏
道
に
立
つ
も
の
を
生 

み
出
し
て
い
く
、
根
拠
、
立
脚
地
を
浄
土
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
念
一
念
が
、
浄
土
を
立
脚
地
と
す
る
の
だ
か
ら
、
宿
業
の
身
の
命
終
わ 

れ
ば
浄
土
に
帰
っ
て
行
く
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
生
の
全
体
が
、
「大
経
往
生
」
と
い
う
意
味
に
転
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
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「大
経
往
生
」
と
い
う
人
生
の
最
も
具
体
的
な
内
容
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
を
如
来
の
子
と
し
て
信
頼
し
て
い
く
こ
と
と
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超 

え
て
本
当
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
化
の
志
願
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
眷
属
功
徳
と
同
時
に
主
功
徳
の
大
切
さ 

も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
親
鸞
が
取
り
上
げ
て
い
る
功
徳
の
中
で
、
清
浄
功
徳
が
浄
土
の
総
相
で
あ
る
。
総
相
と
言
う
の
は
、
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
は
全 

て
こ
の
清
浄
功
徳-

っ
に
収
ま
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
清
浄
功
徳
か
ら
、
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
が
開
か
れ
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
あ 

ろ
う
。
そ
こ
で
は
、

「荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
」
は
、
「偈
」
に

「観
彼
世
界
相 

勝
過
三
界
道
」
の
ゆ
え
に
と
言
え
り
。
こ
れ
い
か
ん
ぞ
不
思
議
な
る
や
。
 

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
繋
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
二
頁) 

と
説
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
は
、
究
極
的
に
は
色
も
無
し
形
も
無
い
涅
槃
の
働
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
二
十 

九
種
の
荘
厳
功
徳
と
し
て
説
か
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
真
実
に
背
き
続
け
る
わ
れ
わ
れ
の
身
が
感
得
す
る
働
き
を
、
浄
土
の
荘
厳
功
徳
と 

し
て
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
孤
独
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
凡
夫
が
、

一
心
帰
命
の
信
に
孤
独
が
破
ら
れ
る
世
界 

に
触
れ
た
感
動
を
、
浄
土
は
眷
属
功
徳
の
世
界
で
あ
る
と
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
さ
い
な
ま
れ
、
何
を 

し
て
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
凡
夫
が' 

教
化
の
志
願
を
賜
る
と
き
、
浄
土
の
主
を
、
先
の
よ
う
な
主
功
徳
と
し
て
賛
嘆
す
る
他
は
な
い
の 

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
浄
土
の
荘
厳
功
徳
と
は
、
宿
業
の
身
が
感
得
す
る
真
実
の
働
き
の
表
現
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
働
く
世
界
が
ど 

こ
か
に
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
究
極
的
に
は
色
も
無
し
形
も
無
し
と
い
う
涅
槃
の
働
き
に
外
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
願
生
浄
土
の
仏
道
は
、
浄
土
を
立
脚
地
に
す
る
の
だ
か
ら
、
如
来
の
涅
槃
に
支
え
ら
れ
開
か
れ
て
い
く
人
生
で
あ
る
と
、
 

と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
生
死
を
滅
し
て
涅
槃
に
入
る
の
で
は
な
く
、
教
化
の
志
願
に
貫
か
れ
て
こ
の
世
を
生
き
る
の
だ
か 

ら
、
生
死
即
涅
槃
を
実
現
す
る
大
般
涅
槃
道
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
信
心
の
一
念
一
念
が
涅
槃
に
支
え
ら
れ
、
願
生
浄
土
の
人
生
を
教
化
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に
捧
げ
、
命
終
わ
る
と
き
ま
た
涅
槃
に
帰
っ
て
行
く
。
そ
の
よ
う
な
大
般
涅
槃
に
開
か
れ
た
人
生
こ
そ
、
誰
も
が
仏
に
な
っ
て
い
く
無
上 

仏
道
で
あ
る
。
『大
経
』
に
よ
っ
て
考
え
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
仏
道
こ
そ
「無
碍
道
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
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