
絶
対
自
由
の
精
神

——

入
出
二
門
の
源
泉!
—

安 

田 

理 

深 

『入
出
二
門
偈
』

の

「彼
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
話
を
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ

の

「
彼
の
世
界
」 

と
い
う
と
こ
ろ
に
「
仏
法
不
思
議
」
を
見
て' 

そ
の
仏
法
不
思
議
と
は
「
仏
土
不
思
議
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し 

て
そ
の
仏
土
不
思
議
の
内
容
に
、
二
つ
の
不
思
議
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
流
れ
で
、
特
に
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ 

れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
か
と
い
う
と
、
上

の

「
一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た 

ま
え
り
」
と
い
う' 

そ
の
不
可
思
議
を
承
け
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
も
う

一  

回
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
「観
彼
世
界
相
」
と
い
う
以
下 

は' 

他
の
と
こ
ろ
か
ら
も
っ
て
き
た
の
で
は
な
く' 

一
心
帰
命
す
る
尽
十
方
不
可
思
議
如
来' 

そ
の
不
可
思
議
光
如
来
を
一
心
が
観
ず
る
。
 

こ
の
よ
う
に
上
を
承
け
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
構
造
が
非
常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

一
心
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命 

す
る
。
そ
の
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
の
不
可
思
議
の
徳
と
い
う
も
の
を' 

一
心
が
観
ず
る
。

「彼
の
世
界
を
観
ず
る
」
と
言
う
時
に
、
形
式
的
に
い
え
ば
、
そ
こ
に
入
出
二
門
の
要
点
が
簡
単
に
押
さ
え
て
あ
る
わ
け
で
す
。
『浄 

土
論
』

に
帰
っ
て
み
る
と
、
形
式
的
に
は
、
初
め
の
三
行
は
序
分
で
す
し
、
「観
彼
世
界
相
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
以
下
は
、

『願
生
偈
』 

の
本
論
に
な
る
わ
け
で
す
。
世
親
菩
薩
自
身
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
浄
土
、
仏
土
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
そ

れ

で

『願
生
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偈
』
は
、
「浄
土
論
」
と
い
う
題
名
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
仏
土
と
い
う
も
の
を
問
題
に
し
て
い
る
。

『浄
土
論
』
と
い 

う
も
の
は
、
も

と

は

『無
量
寿
経
』
を
承
け
て
い
る
。
『無
量
寿
経
』

に
は
、

い
ろ
ん
な
こ
と
が
述
べ
て
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
結
局 

は
本
願
と
い
う
も
の
を
説
い
た
の
で
す
。
名
号
を
体
と
し
て
、
名
号
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
本
願
の
徳
と
い
う
も
の
を
、
四
十
八
願
と
い
う 

も
の
を
も
っ
て
説
い
た
。
そ

れ

が

『無
量
寿
経
』

で
あ
る
。
そ

れ

を

『浄
土
論
』
は
承
け
て
い
る
。
そ
の
本
願
・
名
号
と
い
う
も
の
の
中 

心
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
国
土
と
い
う
も
の
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
言
、つ
の
で
し
ょ
う
。
国
土
が
中
心
に
な
っ
て 

い
る
。
我
々
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
通
し
て
、
そ
こ
に
本
願
の
国
土
を
見
出
す
。
こ
の
国
土
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の
大
問
題
で
あ
る
わ
け
で 

す
。
結
局
、
仏
道
の
問
題
と
い
う
も
の
は
、
も
っ
と
押
さ
え
て
い
け
ば
、
国
土
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
し 

よ
う
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
思
想
で
す
。

信
仰
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、
信
じ
る
と
言
っ
て
も
、
た
だ
気
持
ち
が
晴
れ
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
国
土 

を
見
い
出
す
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
信
じ
る
と
い
う
者
の
眼
を
開
い
て
、
そ
こ
に
国
土
を
見
い
出
す
。
そ
う
い
う
意
義
が
あ
る
。
た 

だ
胸
が
明
る
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
信
心
は
、
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
一
つ
の
自
覚
で
す
か
ら
、
自
覚
と
い
う
も
の
は 

各
人
各
人
の
自
覚
で
す
。
け
れ
ど
も
自
覚
を
通
し
て
、
そ
こ
に
見
い
出
さ
れ
る
世
界
は
、
各
人
各
人
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。
国
土
と
い 

う
も
の
は
個
人
を
超
え
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
個
人
を
包
む
か
ら
し
て
国
土
と
い
う
。
そ
う
い
う
点
が
非
常
に
大
事
な
の
で
す
。

つ
ま
り
信 

心
の
自
覚
の
眼
を
開
い
て
、
そ
こ
に
国
土
を
見
い
出
す
。
そ
う
す
る
と
国
土
と
い
う
も
の
は
、
信
じ
た
人
間
も
信
じ
て
い
な
い
人
間
も
平 

等
の
世
界
な
の
で
す
。
国
土
と
い
う
も
の
か
ら
す
る
と
、
信
心
を
獲
た
と
か
、
獲
な
い
と
い
う
よ
う
な
話
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
世
界 

の
話
で
あ
っ
て
、
信
じ
た
人
間
も
信
じ
な
い
人
間
も
平
等
で
す
。
信
じ
な
い
人
間
も
、

い
つ
か
は
信
じ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 

ち
ゃ
ん
と
で
き
て
い
る
。
別
に
早
く
に
信
じ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
自
慢
に
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
こ
と
ご
と
く 

そ
の
中
に
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
が
国
土
で
す
。
国
土
と
い
う
も
の
は
出
来
上
が
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
人 

類
の
流
転
の
歴
史
を
貫
い
て
国
土
が
あ
る
。
そ
う
い
う
大
き
な
世
界
を
生
み
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
本
願
で
す
。
信
じ
た
者
だ
け
の
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団
体
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
信
じ
た
、
信
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
考
え
る
か
ら
そ
う
い
う
区
別
が
あ
る 

け
れ
ど
も
、
本
願
か
ら
考
え
れ
ば
区
別
は
な
い
。
だ
か
ら
、
信
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
威
張
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
信
じ
ら
れ
な
い
か 

ら
と
悲
観
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
世
界
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
国
土
と
は
世
界
観
と
い
う
こ
と
で
す
。
信
仰
と
い 

う
も
の
は 

一  

つ
の
世
界
観
を
見
い
出
す
。

曾

我

先

生

が

「
開
神
悦
體
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
「神
を
開
く
」
と
い
う
、
こ

の

「神
」
と
い
う
の
は
、006
と
い
う 

意
味
で
は
な
し
に
、
本
当
を
い
え
ば
精
神
で
す
。
「神
」
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
を
漢
訳
し
た
時
の
翻
訳
の
言
葉
で
す
。
そ 

う
い
う
事
業
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
ゝ
つ
の
で
す
が
、
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
事
業
と
い
う
と
き
に
ア
メ
リ
カ
系
統
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
イ
ギ
リ
ス
系
統 

の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
が
あ
っ
て
、
日
本
に
い
ろ
ん
な
翻
訳
が
あ
る
げ
れ
ど
も
、
聖
書
の
翻
訳
と
い
う
も
の
は
、
明
治
以
後
の
翻
訳
で
は
非
常 

に
傑
作
な
の
で
す
。
何
で
あ
ん
な
に
立
派
な
翻
訳
が
で
き
た
か
と
い
う
と
、
日
本
の
翻
訳
の
以
前
に
漢
訳
が
出
来
て
い
た
か
ら
で
す
。
漢 

文
に
翻
訳
し
て
あ
っ
た
。
そ
の
時
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
あ
り
、
ゴ
ッ
ド
と
い
う
の
を
ど
う
翻
訳
す
る
か
と
い
う
話
に
な
っ
て
、
今

「神
」 

と
い
う
字
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
も
う
一
つ
似
た
よ
う
な
言
葉
が
あ
っ
て
、01!
一
勺
で
す
。
英
語
で
い
う
と5
乜
せ
と
い
う 

言

葉

を

「
霊
」
と
訳
し
ま
す
。
む

し

ろ

「神
」
と
い
う
字
は
そ
れ
に
当
て
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。
「神
」
と
い
う.
字
は
精
神
の 

こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、00;
！は

む

し

ろ

「神
」
と
い
う
よ
り
も
、
「
天
主
」
と
い
う
ほ
う
が
合
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
力 

ト
リ
ッ
ク
の
こ
と
を
天
主
教
と
言
い
ま
す
が
、
天
の
主
で
す
。
「
開
神
悦
體
」
と

い

う

時

の

「神
」
と
い
う
字
は
、
こ
れ
は
精
神
を
表
す 

の
で
す
。
精
神
を
表
す
の
に
「神
」
と
い
う
字
を
用
い
る
。
だ
か
ら
、
「
霊
」
と
翻
訳
さ
れ
た
概
念
、
心
霊
を
表
す
の
に
用
い
る
わ
け
で 

す
。
人
格
的
存
在
と
し
て
の
「
神
」
は
、
む

し

ろ

「
天
主
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
天
主
と
い
う
の
は
こ 

れ
は
人
格
神
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
い
う
も
の
の
特
色
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
で
い
う
、
「
仏
」
と
い
う 

字
や
、
「如
来
」
と
い
う
字
は
、
人
格
的
な
存
在
と
い
う
も
の
を
言
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。

確
か
に
似
て
い
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
仏
教
で
い
う
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
人
格
的
存
在
者
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
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い
。
む
し
ろ
南
無
阿
弥
陀
仏
の
徳
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
別
に
そ
ん
な
人
が
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
の
頭
を
押
さ
え
る
よ 

う
な
、
そ
ん
な
重
苦
し
い
阿
弥
陀
仏
は
い
な
い
わ
け
で
す
。
阿
弥
陀
仏
に
救
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
救
わ
れ
た
人
間
が
阿
弥
陀
仏
を
拝
む
。
 

阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
救
わ
れ
た
人
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
だ
救
わ
れ
な
い
人
に
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
と
は
救
わ
れ
た
結
果
を
い
う 

の
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
様
に
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
い
っ
て
み
れ
ば
本
願
を
建
て
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
は
、
阿
弥
陀
仏
が
直
接
に
衆
生
を
救
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か 

し
、
そ
の
本
願
に
は
国
土
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
の
国
土
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
ま
た
あ
る
意
味
か
ら 

言
う
と
ど
こ
に
も
な
い
。
ど
こ
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
ど
こ
に
も
な
い
。

つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
国
土
と
い
う
も
の
は
本
来
あ
る
の
だ
け 

れ
ど
も
、
誰
も
気
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
す
。
本
来
あ
る
の
だ
か
ら
ど
こ
に
で
も
あ
る
。
し
か
し
気
が
つ
い
て
い
な
い
か
ら
、
そ
う
い
う 

意
味
に
お
い
て
は
誰
に
も
な
い
。
本
来
あ
る
も
の
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
気
が
つ
か
ず
に
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
気
づ
か
せ
る
方
法 

が
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
念
仏
で
す
。
で
す
か
ら
本
願
と
い
っ
て
も
、
念
仏
の
本
願
で
す
。
念
仏
往
生
の
本
願
。
四
十
ハ
願
が
あ
る
け 

れ
ど
も
、
結
局
四
十
ハ
の
本
願
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

一
つ
の
本
願
。
念
仏
往
生
の
本
願
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て 

お
り
ま
す
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を
直
接
救
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
念
仏
を
通
し
て
救
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
念
仏
を
通
し 

て
救
う
。
直
接
に
阿
弥
陀
仏
が
手
を
出
し
て
救
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
奇
蹟
で
す
。 

キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
で
は
、
理
屈
で
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
信
じ
る
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
仏
教
は
そ
う
い
う
こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
 

そ
こ
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
奇
蹟
的
信
仰
と
言
う
な
ら
、
仏
法
は
奇
蹟
で
は
な
い
。
そ
の
奇 

蹟
的
信
仰
と
区
別
す
る
た
め
に
「
不
可
思
議
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
五
つ
の
不
思
議
の
中
に
も
、
奇
蹟
の
よ
う
な
不
思
議
も
あ 

り
ま
す
。
そ
う
い
う
奇
蹟
の
よ
う
な
不
思
議
で
な
い
不
思
議
で
あ
る
。
そ
う
仏
法
は
教
え
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
『入
出
二
門
偈
』

で
は
、
 

不
思
議
と
い
う
こ
と
が
強
調
し
て
あ
る
の
で
す
。
や
は
り
仏
教
以
外
の
宗
教
と
い
う
の
は
、
み
ん
な
奇
蹟
で
は
な
い
か
。
多
く
の
場
合
、
 

霊
験
あ
ら
た
か
と
い
う
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
仏
教
だ
け
が
そ
れ
を
破
っ
て
い
る
の
で
す
。
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阿
弥
陀
仏
と
い
う
よ
う
な
、
何
か
人
格
的
存
在
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
我
々
が
そ
れ
に
す
が
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ 

う
い
う
も
の
を
普
通
我
々
は
他
力
だ
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
し
た
の
は
や 

は
り
蓮
如
上
人
と
い
う
人
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
「
す
が
る
な
」
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
人
間
は
す
が
り
た
い
も
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
す
が
っ
た
の
で
は
こ
れ
は
も
う
助
か
ら
な
い
し
、
「
す
が
ら
な
い
」
と
言
っ
た
の
で
は
な
お
助
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
手
掛
か 

り
が
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
親
鸞
聖
人
に
は
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
蓮
如
上
人
の
非
常
な
御
苦
労
で
し
ょ
う
。
教
化
と
い
う 

こ
と
で
す
。

蓮
如
上
人
は
、
「
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
御
袖
に
ひ
し
と
す
が
り
ま
い
ら
す
る
お
も
い
を
な
し
て
」
と
、
こ

う

『御
文
』

に
書
い
て
お
ら
れ 

ま
す
。
「
す
が
る
な
」
と
い
う
こ
と
は
言
う
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
が
蓮
如
上
人
の
御
苦
労
で
し
ょ
う
。
「
す
が
る
な
」
と
い
っ
た
ら
手 

掛
か
り
が
な
い
。
我
々
は
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
け

れ

ど

も

「
す
が
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
仏
法
に
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。 

そ
の
辺
の
話
に
な
る
と
面
倒
な
話
で
す
が
、
た

だ

「
す
が
る
」
と
言
っ
て
し
ま
う
と
迷
信
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し

か

し

「
す
が
る 

な
」
と
い
う
と
縁
が
な
く
な
る
の
で
す
。
「
何
で
も
い
い
か
ら
す
が
れ
」
と
い
う
と
、
迷
信
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
蓮
如 

上
人
は
、
本
当
に
す
が
る
も
の
を
与
え
た
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
、
こ
れ
に
す
が
れ
と
。
こ
れ
に
全
身
全
霊
を
か
け
て
す
が
れ
と
。

っ 

ま
り
、
す
が
っ
て
い
い
も
の
を
与
え
た
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
与
え
ず
に
、
「
す
が
れ
」
と
言
っ
て
も
、
人
間
は
何
を
す
が
っ
て
い 

く
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
す
が
り
た
い
な
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
に
す
が
れ
と
。
「す
が
る
な
」
と
は
言
わ
な
い
。
「
す
が
る
な
」
と
も
い
わ 

な
い
し
、
ま

た

単

に

「
す
が
れ
」
と
も
言
わ
な
い
わ
け
で
す
。
「
こ
れ
」
と
い
う
も
の
を
出
し
て
す
が
ら
せ
た
。
そ
れ
が
蓮
如
上
人
で
す
。
 

や
は
り
御
開
山
の
精
神
は
蓮
如
上
人
の
よ
う
な
人
が
い
な
い
と
、
在
家
の
知
恵
も
徳
も
な
い
人
間
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う 

具
合
に
非
常
に
親
切
に
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
う
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
結
局
最
後
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
。
そ
こ
に
い
け
ば
御
開
山 

と
同
じ
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
す
が
れ
と
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
す
が
れ
ば
、
す
が
っ
た
瞬
間
に
す
が
る
と
い
う
心
を
超 

え
る
の
で
す
。
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す
が
る
思
い
と
い
う
の
は
一
つ
の
煩
悩
で
す
。
曇
鸞
大
師
が
氷
の
上
に
火
を
焚
く
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
す
。
氷
の
上
に
火
を
焚
い 

て
い
る
。
氷
の
上
に
火
を
燃
や
す
と' 

そ
れ
に
よ
っ
て
氷
が
溶
け
る
。
そ
の
溶
け
た
水
が
そ
の
火
を
消
し
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
火
に
よ
っ 

て
火
を
消
す
の
で
す
。
す
が
る
思
い
に
よ
っ
て
、
す
が
る
思
い
を
超
え
さ
せ
る
の
で
す
。
す
が
る
の
は
煩
悩
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
 

南
無
阿
弥
陀
仏
に
す
が
る
。
他
の
と
こ
ろ
に
煩
悩
を
お
こ
し
た
ら
大
変
な
わ
け
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
以
外
の
と
こ
ろ
に
煩
悩
を
お
こ
し 

た
ら
ま
す
ま
す
苦
し
い
だ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
上
に
は
、

い
く
ら
煩
悩
を
お
こ
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
不
断
煩
悩 

得
涅
槃
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
我
々
は
煩
悩
を
お
こ
す
の
だ
け
れ
ど
も
、
煩
悩
を
お
こ
さ
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
考
え
て
み
て
も
無
理 

で
し
ょ
う
。
し
か
も
我
々
に
は
煩
悩
を
お
こ
す
場
所
が
な
い
。
無
駄
に
煩
悩
を
お
こ
し
て
も
仕
方
な
い
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
ち
ゃ
ん 

と
与
え
て
、
そ
こ
に
煩
悩
を
お
こ
す
。
念
仏
は
煩
悩
に
負
け
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
煩
悩
ぐ
ら
い
に
へ
こ
た
れ
る
よ
う
な
本
願
で
は 

な
い
。

い
く
ら
で
も
煩
悩
を
お
こ
し
て
み
よ
。
こ
う
い
う
も
の
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
で
煩
悩
を
起
こ
せ
ば
、
煩 

悩
が
転
じ
て
徳
に
な
っ
て
し
ま
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
煩
悩
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
内
容
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で 

す
。
こ
う
い
う
一
つ
の
徳
で
し
ょ
う
。
煩
悩
は
捨
て
て
、
そ
し
て
功
徳
の
宝
を
欲
し
が
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
情
け
な
い
根
性
で 

は
な
く
て
、
煩
悩
も
功
徳
も
平
等
だ
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
一
つ
の
大
き
な
世
界
と
い
う
も
の
を
開
い
て
く
る
の
で
す
。
信
仰
と
い
う
の 

は
そ
う
い
う
一
つ
の
世
界
観
で
す
。

つ
ま
り
世
の
中
の
見
方
が
か
わ
っ
て
く
る
世
界
観
で
す
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
い
た
よ
う
な
見
方
か
ら
、
 

世
界
お
よ
び
人
生
の
見
方
が
全
く
か
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
回
心
と
い
う
の
で
す
。
も
の
の
見
方
が
か
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。 

天
文
学
の
話
で
す
け
れ
ど
も
、
中
世
ま
で
地
球
は
じ
っ
と
し
て
い
て
太
陽
と
か
星
と
か
と
が
動
い
て
い
る
。
こ
う
考
え
て
い
た
の
で
す 

が
、
ガ
リ
レ
イ
と
い
う
一
人
の
学
者
が
出
て
き
て
逆
で
は
な
い
の
か
と
考
え
た
。
太
陽
が
動
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
地
球
が
そ
の
周
囲 

を
動
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
逆
に
考
え
た
。
そ
の
後
カ
ン
ト
と
い
う
人
が
で
て
、
世
界
か
ら
人
間
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
が 

世
界
を
つ
く
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。
あ
る
世
界
を
人
間
が
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
人
間
の
方
が
世
界
を
作
る
。
そ
の
よ 

う
に
、
も
の
の
見
方
が
逆
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
と
い
い
ま
す
が
、
本
願
と
い
う
も
の
も
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
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念
仏
に
立
つ
と
、
も
の
の
見
方
が
逆
に
な
る
。
我
々
が
踏
み
つ
け
て
い
た
も
の
が
、

い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
な
る
。
我
 々

は
本
願
を
踏
み
つ
け
て
い
る
。
本
願
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
何
か
助
か
る
も
の
を
外
へ
求
め
て
い
く
。
 

あ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
こ
っ
ち
へ
行
っ
た
り
し
て
、
仏
を
外
へ
求
め
て
い
く
。
し
か
し
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
話
で
す
。
脚
下
を
見
よ
、
自 

分
の
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
本
願
で
は
な
い
か
、
仏
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
自
分
が
踏
み
つ
け
て
い
る
よ
う
な
大
地
を
、
か 

え
っ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
我
々
が
ご
本
尊
の
前
で
拝
む
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
象
徴
し
て
い
る
。
南 

無
阿
弥
陀
仏
に
立
つ
な
ら
ば
煩
悩
を
お
こ
し
て
も
い
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
立
た
な
い
な
ら
ば
、
煩
悩
を
お
こ
さ
な
く
て
も
駄
目
な
の
で 

す
。
立
つ
か
立
た
な
い
か
、
そ
の
一
占
,',
〇
そ
れ
で
世
界
が
一
転
し
て
く
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
立
つ
と
、
そ
こ
に
世
界
全
体
が
浄
土
と
な 

る
。
ど
ん
な
窮
屈
な
世
界
に
い
て
も
、
広
大
無
辺
の
世
界
と
い
う
も
の
に
な
る
。
穢
土
と
し
て
は
ど
ん
な
に
狭
い
と
こ
ろ
に
い
て
も
、
そ 

こ
に
広
大
無
辺
の
世
界
が
見
い
出
さ
れ
て
く
る
。
世
界
観
が
開
か
れ
る
。
世
界
観
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
精
神
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と 

で
す
。
絶
対
自
由
の
精
神
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

今
現
在
の
世
界
は
、
資
本
主
義
と
い
う
世
界
で
す
。
窮
屈
な
世
界
、
現
在
の
資
本
主
義
社
会
が
そ
う
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
共
産
主
義 

社
会
に
変
え
な
く
て
も
、
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
は
業
道
自
然
と
し
て
変
わ
っ
て
い
く
。
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は 

な
い
。
全
て
世
の
中
の
体
制
と
い
う
も
の
は
、
で
き
た
も
の
で
す
か
ら
ま
た
滅
す
る
の
で
す
。
作
ら
れ
た
も
の
は
ま
た
滅
し
て
い
く
も
の 

で
す
。
資
本
主
義
社
会
で
も
封
建
社
会
で
も
、
み
な
作
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
変
わ
っ
て
い
く
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
す
。 

変
わ
ら
せ
ま
い
と
思
っ
て
も
、
そ
の
変
わ
ら
せ
ま
い
と
思
う
動
き
の
方
が
変
え
て
い
く
の
で
す
。
な
お
一
層
ひ
ど
く
な
る
。

つ
ま
り
、
頑 

固
な
保
守
が
か
え
っ
て
革
命
を
促
進
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
は
業
道
自
然
で
す
。
そ
う
い
う
場
合
の
自
然
と
は
必
然
で
す
。
業
と 

し
て
の
必
然
な
の
で
す
。
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
必
然
で
す
。

そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
そ
の
不
可
思
議
光
と
い
う
世
界
が
一
心
に
開
か
れ
て
く
る
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
も
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
 

帰
命
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
と
い
う
も
の
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
別
に
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
南
無
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阿
弥
陀
仏
の
他
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
も
尽
十
方
無
碍
光
如
来
も
あ
り
は
し
ま
せ
ん
。
た
び
た
び
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

『浄
土 

論
』

で
は
、
中
に
入
る
と
皆
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

一
番
初
め
の
と
こ
ろ
に
だ
け
に
「
尽
十
方
無
碍
光 

如
来
」
と
い
う
名
前
が
翻
訳
し
て
あ
る
。
解
釈
し
て
あ
る
。
世
親
菩
薩
が
そ
う
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
解
釈
を
通
し
て
、
 

南
無
阿
弥
陀
仏
を
掲
げ
て
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
わ
ざ
わ
ざ
解
釈
さ
れ
た 

と
い
う
と
こ
ろ
に
何
か
特
別
な
意
味
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。
阿
弥
陀
仏
の
他
の
こ
と
を
何
か
言
う
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
に
お
け
る
非 

常
に
重
要
な
意
義
を
そ
こ
に
注
意
さ
れ
た
。

皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
、
『大
無
量
寿
経
』

に
十
二
光
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

『正
信
偈
』

に
も
掲
げ
て
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
と 

い
う
字
が
十
二
光
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
多
い
と
い
う
と
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
あ
る
、
こ
れ 

も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
結
局
言
わ
な
い
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
阿
弥
陀
と
い
う
こ
と
の
中
で
一
番
重
要
な
点
を
押
さ
え 

て
、
特
に
無
碍
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
大
事
で
あ
る
。
阿
弥
陀
と
い
う
こ
と
は
無
碍
と
い
う
意
義
が
中
心
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
世 

親
菩
薩
は
注
意
さ
れ
た
。
無
碍
と
い
っ
て
も
、
有
碍
の
中
に
無
碍
が
あ
る
。
有
碍
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
面
倒
な
話
で
す 

け
れ
ど
も
、
業
繋
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
か
ら
、
業
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
業
の
繋
の
中
に
無
碍
が
あ
る
。 

つ
ま
り
業
道
自
然
の
中
に
絶
対
自
由
で
あ
る
。
業
道
自
然
を
は
ね
の
け
て
絶
対
自
由
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
で
は
な
い
。
 

業
道
自
然
、
こ
れ
は
必
然
で
し
ょ
う
。
必
然
と
い
う
言
葉
は
、
ド
イ
ツ
語
で
はN0
茸
も&

啓
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
し
、
 

ま

た

1
1
1
1
1
5
5

吕
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
ヱ
〇
ヨ
呂&
^

2.1
：
と
い
う
言
葉
に
は
、
昔

か

ら

「
そ
う
し
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
訳 

を
つ
け
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
必
然
で
す
。N0!: 

と
い
う
言
葉
が
だ
い
た
い
そ
う
で
す
。
難
儀
、
困
窮
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
非
常
に
苦
し
い
、
貧
乏
と
い
う
よ
う
な
意
味
な
の
で
す
。 

や
む
を
得
ず
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
背
に
腹
は
代
え
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。
そ
の
場
合
に
は
必
然
な
の
で
す
。 

こ
れ
は
日
本
語
で
も
そ
う
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
ん
ま
り
い
い
必
然
で
は
な
い
。
そ
う
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
必
然
で
す
。

つ
ま
り
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有
碍
な
の
で
す
。
そ
の
中
に
自
由
だ
と
。
業
道
自
然
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
し
に
、
た
だ
絶
対
自
由
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
叫
ん
で
み
た 

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
観
念
論
で
す
。
縛
ら
れ
て
い
る
の
に
自
由
だ
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
ま
と
も
な
話
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
襌
を 

外
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
襌
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
と
邪
魔
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
襌
を
外
し
て
し
ま
っ
て
絶
対
自
由
だ
と
い
う 

こ
と
を
言
っ
て
み
て
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
襌
は
や
は
り
縛
る
も
の
で
し
ょ
う
。
襌
と
い
う
も
の
は
、
何
か
人
間
の
恥
ず
か
し
い
所
を
隠 

す
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
私
は
横
の
帯
の
方
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
相
撲
取
り
の
ま
わ 

し
は
隠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
れ
は
横
の
帯
が
大
事
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
捕
ま
え
ら
れ
る
と
相
撲
が
と
れ
な
い
。
だ
か
ら
越
中 

襌
で
は
い
け
な
い
。
紐
が
切
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
相
撲
が
と
れ
な
い
。
帯
を
し
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
一
つ
大
事
な
こ
と
で
は
な
い 

か
と
思
い
ま
す
。
体
を
一
つ
縛
る
。
そ
れ
で
相
撲
が
自
由
自
在
に
あ
た
れ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
縛
ら
ず
に
自
由
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
は 

な
い
。
縛
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
か
え
っ
て
絶
対
自
由
の
は
た
ら
き
を
生
み
出
し
て
く
る
の
で
す
。
有
碍
の
中
の
無
碍
と
い
う
の
は
、
 

そ
う
い
う
意
味
で
す
。
縛
ら
れ
ず
に
自
由
と
、
た
だ
言
っ
て
い
る
の
は
、
子
ど
も
み
た
い
な
も
の
で
し
ょ
う
。 

や
は
り
信
仰
と
い
う
も
の
は
、
自
分
が
何
か
縛
ら
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
立
つ
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
の
で
す
。
そ
れ
は
人
間 

と
し
て
信
仰
以
前
の
問
題
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
立
っ
た
と
こ
ろ
が
信
仰
を
要
求
す
る
の
で
す
。
信
仰
は
別
に
天
か
ら
降
っ
て
く
る 

も
の
で
は
な
い
。
要
求
す
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
願
と
い
う
。
こ
の
願
と
い
う
も
の
が
信
仰
の
も
と
に
な
る
の
で
す
。

つ
ま
り
隠
居
み
た 

い
に
、
も
う
わ
し
は
自
由
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
信
仰
に
要
求
を
し
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
隠
居
し
て
い
く
ら
仏
法
を
聞
い
て
み
た 

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
暇
な
の
だ
か
ら
意
味
が
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
も
う
ど
う
に
も
出
来
な
い
よ
う
な
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
に
立
つ 

て
生
き
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
堪
え
得
る
信
仰
を
要
求
す
る
。
昨
日
新
聞
に
出
て
い
ま
し
た
が
、
東
本
願
寺
で
坊
さ
ん
と
門
徒
が
集
ま
っ
て 

協
議
を
開
い
た
。
あ
そ
こ
で
は
嶺
藤
総
長
が
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
嶺
藤
君
は
私
の
知
り
合
い
で
す
が
、
あ
あ
い
う
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い 

う
と
こ
ろ
に
身
を
置
い
て
い
る
。

つ
ま
り
分
水
嶺
で
す
。
曾
我
先
生
で
言
え
ば
、
絶
体
絶
命
で
分
水
嶺
に
立
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
こ 

ろ
に
身
を
置
く
と
、
そ
の
絶
体
絶
命
に
堪
え
得
る
よ
う
な
信
仰
を
要
求
す
る
。
分
水
嶺
か
ら
下
り
て
し
ま
っ
た
ら
、
下
り
た
よ
う
な
信
仰
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し
か
要
求
で
き
な
い
。
信
仰
は
生
活
が
必
要
と
す
る
も
の
な
の
で
す
。
だ
か
ら
隠
居
し
て
自
分
を
慰
め
て
し
ま
う
と
、
慰
め
の
よ
う
な
信 

仰
し
か
で
き
な
い
。
そ
れ
以
上
の
も
の
は
そ
の
人
に
必
要
な
い
の
で
す
。
喰
う
か
喰
わ
れ
る
か
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
立
っ
て
み
る
と. 

喰
わ
れ
て
も
後
悔
し
な
い
と
い
う
信
仰
が
な
い
と
生
き
ら
れ
な
い
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
寺
で
仏
法
の
会
を
開
き
ま
す
が
、
本
当
に
忙
し
い
人
間
は
寺
に
は
来
て
い
な
い
の
で
す
。
し
か
し
そ
う
い
う
人
が
本 

当
は
必
要
な
の
で
す
。
か
と
い
っ
て
、
こ
こ
に
い
る
あ
な
た
方
に
来
る
な
と
言
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
や
は
り
我
が
身
を
分
に
持
ち
て 

聞
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
が
間
接
に
若
い
人
の
た
め
に
も
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
年
寄 

り
が
年
寄
り
で
あ
る
こ
と
に
全
身
全
霊
を
か
け
て
聞
い
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
無
言
の
う
ち
に
若
い
人
の
た
め
に
も
な
る
。
言
葉
で
言
っ
て 

も
だ
め
で
す
。
言
葉
で
息
子
な
ど
に
教
え
て
も
か
え
っ
て
反
抗
し
ま
す
。
息
子
は
息
子
だ
、
わ
し
は
わ
し
だ
と
、
こ
こ
に
年
寄
り
は
立
た 

な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
若
い
者
の
方
が
、
お
じ
い
さ
ん
の
上
に
不
思
議
力
を
認
め
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
何
か
馬
鹿
に
な 

ら
な
い
も
の
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
若
い
我
々
の
方
が
負
け
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
が
じ
い
さ
ん
に
は
光
っ
て
い
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う 

に
感
ず
る
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
そ
う
悲
観
す
る
こ
と
も
な
い
。

そ
れ
で
、
「修
多
羅
真
実
功
徳
相
に
依
っ
て
一
心
に
帰
命
す
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ

の

「修
多
羅
真
実
功
徳
」
と
い
う
の
は
南
無 

阿
弥
陀
仏
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
依
っ
て
一
心
を
起
こ
す
と
、
そ
の
一
心
の
上
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
語
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て 

一
心
を
起
こ
す
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
一
心
の
内
容
に
な
っ
て
く
る
。
で

す

か

ら

「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
言
え
ば
南
無
阿
弥
陀 

仏
で
す
け
れ
ど
も
、
「
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
」
と
言
え
ば
信
心
で
し
ょ
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
名
号
で
す
け 

れ
ど
も
、
「
阿
弥
陀
仏
に
南
無
す
る
」
と
言
え
ば
信
心
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
「
阿
弥
陀
仏
が
南
無
す
る
」
と
言
え
ば
本
願
。
衆
生
が 

「
阿
弥
陀
仏
に
南
無
す
る
」
と
言
え
ば
信
心
の
こ
と
な
の
で
す
。

つ
ま
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
に
一
心
を
建
て
る
と
、
南
無
阿 

弥
陀
仏
全
体
が
一
心
の
内
容
な
の
で
す
。

一
心
を
述
べ
た
こ
と
に
な
る
。
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
は
一
心
の
対
象
を
述
べ
た
よ
う
に
思
う 

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。

一
心
が
尽
十
方
無
碍
光
で
あ
る
。

一
心
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
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南
無
阿
弥
陀
仏
を
も
っ
て
自
分
の
一
心
を
あ
ら
わ
す
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
一
心
と
い
う
も
の
が
「
広
大
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
こ
こ
に 

「彼
の
世
界
を
観
ず
れ
ば
辺
際
な
し
。
究
竟
し
て
広
大
な
り
」
と
い
う
、
そ
の
広
大
な
る
一
心
と
い
う
こ
と
が
表
さ
れ
て
て
く
る
の
で
す
。
 

「彼
の
世
界
を
観
ず
る
に
」
と
い
う
以
下
は' 

尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
に
帰
命
し
た
一
心
が
不
可
思
議
で
あ
り
広
大
で
あ
る
と
い
う 

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
世
親
菩
薩
に
お
い
て
は
、
「帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
、
無
碍
と
い
う
こ
と
が
中
心
に
な
る
。
け
れ 

ど
も' 

曇
鸞
大
師
は
、
重
ね
て
今
度
は
不
可
思
議
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
無
碍
も
不
可
思
議
も
同
じ
よ
う
な
も 

の
で
す
。
無
碍
は
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
十
二
光
に
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
十
二
光
で
あ
る
と
い
う
と
、
あ
ま
り
に
も
広
す
ぎ
て
わ
か 

ら
な
い
の
で
、
世
親
菩
薩
が
そ
の
中
か
ら
特
に
無
碍
と
掲
げ
ら
れ
た
。
有
碍
に
無
碍
で
あ
る
。
意
味
を
か
え
せ
ば
、
宿
業
の
中
に
が
ん
じ 

が
ら
め
で
あ
り
つ
つ
絶
対
自
由
で
あ
る
。

つ
ま
り
必
然
の
中
に
あ
っ
て
絶
対
自
由
で
あ
る
。
必
然
な
し
に
自
由
で
は
な
い
。
必
然
の
中
に 

お
い
て
絶
対
無
碍
で
あ
る
。
こ
う
い
う
も
の
が
浄
土
の
生
活
で
あ
り
、
本
願
に
生
き
た
生
活
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
。 

曇
鸞
大
師
は
、
そ
れ
に
も
う
一
つ
さ
ら
に
不
可
思
議
と
い
う
こ
と
を
加
え
ら
れ
た
。
無
碍
不
可
思
議
と
。
し
か
し
無
碍
と
い
う
こ
と
を
捨 

て
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ

か
ら

次

に

「無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲
な
り
」
と
、
や
は
り
無
碍
を
出
し
て
あ
る
の
で
す
。
世
親
菩
薩
は
無
碍
、
 

そ
れ
か
ら
曇
鸞
大
師
は
不
可
思
議
。
こ
の
二
つ
の
言
い
分
を
も
っ
て
、
特
に
努
力
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
う
い
う 

こ
と
を
御
開
山
は
、
『入
出
二
門
偈
』

で
非
常
に
感
謝
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

十
二
光
に
は
難
思
議
光
も
あ
り
ま
す
が
、
曇
鸞
大
師
が
言
わ
れ
る
そ
の
不
可
思
議
と
い
う
の
は
、
曇
鸞
大
師
が
直
接
十
二
光
の
難
思
議 

か
ら
気
付
か
れ
て
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
『浄
土
論
』
を
見
る
と
、
や
は
り
世
親
菩
薩
が
不
可
思
議 

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
世

親

菩

薩

は

『願
生
偈
』

で
、
『大
無
量
寿
経
』

の
中
心
は
浄
土
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ 

と
を
注
意
さ
れ
た
。
浄
土
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
「
浄
土
論
」
と
い
う
の
で
す
が
、
浄
土
の
内
容
を
三
種
荘
厳1

一
種
清 

浄
と
い
う
ふ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
す
。
三
種
荘
厳
功
徳
成
就
と
二
種
清
浄
世
間
。
こ
う
い
う
言
葉
で
世
親
菩
薩
は
浄
土
を
解
釈
し 

て
お
ら
れ
ま
す
。
解
義
分
を
通
し
て
み
る
と
、
そ
の
三
種
荘
厳
、
国
土
荘
厳
，
仏

荘

厳

，
菩
薩
荘
厳
に
お
い
て
は
国
土
荘
厳
が
体
な
の
で
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す
。
二
種
清
浄
で
い
う
と
国
土
荘
厳
は
器
世
間
清
浄
。
こ
れ
は
四
十
八
願
か
ら
出
て
き
た
こ
と
で
す
。
四
十
ハ
願
の
内
容
を
整
理
し
て
み 

る
と
国
土
と
か
仏
と
か
菩
薩
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。
世
親
菩
薩
は
そ
の
国
土
荘
厳
を
器
世
間
清
浄
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ 

か
ら
仏
荘
厳'

咅
薩
荘
厳
を
統
合
し
て
衆
生
世
間
清
浄
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
二
種
清
浄
と
言
い
ま
す
。
三
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
も
の 

が
、
二
種
清
浄
世
間
に
総
合
し
て
説
き
示
し
て
あ
る
。
何
故
そ
の
よ
う
な
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
国
土
と
衆
生
と
い
う
こ
と 

が
大
事
だ
か
ら
で
す
。
世
間
と
は
世
界
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。

我

々

は~

心
を
開
く
と
、
何
か
世
界
を
超
え
て
し
ま
う
と
考
え
て
し
ま
う
。
「
勝
過
三
界
」
と
言
わ
れ
ま
す
か
ら
、
人
間
の
世
界
を
超 

え
て
し
ま
う
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
人
間
の
こ
う
い
う
考
え
と
い
う
も
の
は
、
や
は 

り
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
何
か
超
自
然
と
い
う
よ
う
な
概
念
は
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
に
結
び
つ
く
。
人
間
の
世
界
か
ら 

超
越
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
超
越
と
い
う
意
味
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
既
成
概
念
で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
 

や
は
り
仏
教
独
自
の
考
え
方
で
も
っ
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
当
の
意
味
で
の
超
越
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
 

仏
教
に
は
竪
超
・
横
超
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
超
越
と
い
う
こ
と
は
一
つ
で
は
な
い
の
で
す
。
普
通
い
う
よ
う
な
超
越
は
、
 

た
い
て
い
竪
超
で
あ
る
。
竪
に
超
え
る
こ
と
だ
け
が
超
越
だ
と
思
っ
て
い
て
、
横
に
超
え
る
と
い
う
よ
う
な
超
越
は
普
通
考
え
な
い
。
で 

す
か
ら
、

一
心
の
世
界
を
開
く
と
い
う
場
合
も
、
や
は
り
世
界
を
超
越
す
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
無
世
界
と
い
う 

意
味
で
は
な
い
。

一
心
を
開
く
と
、
凡
夫
の
世
界
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
そ
う
で
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。 

人
間
の
世
界
は
超
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
同
時
に
、
も
う
一
つ
新
し
い
世
界
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
二
種 

清
浄
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
す
。
「清
浄
」
と
い
う
字
が
加
え
て
あ
り
ま
す
か
ら' 

そ
れ
は
普
通
の
世
間
で
は
な
い
。
世
間
を
破
る
の 

で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
無
責
任
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
そ
こ
に
清
浄
世
間
が
成
り
立
つ
。
こ
、つ
い
う
意
味
で
す
。 

こ
の
世
間
と
い
う
こ
と
は
、
生
活
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
生
活
す
る
世
界
を
世
間
と
言
い
ま
す
。
仏
教
の
教
え
が
、
も
う
血
に
な
り
肉 

に
な
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
今
日
の
日
本
語
で
は
、
「
世
間
話
で
は
」
と
い
う
こ
と
に
ま
で
世
間
と
い
う
概
念
が
日
常
語
に
な
っ
て
い
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ま
す
。
そ
れ
ら
は
そ
う
い
う
世
間
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
本
来
仏
教
の
言
葉
で
言
う
と
、
清
浄
世
間
と
い
う
の
は
こ
れ
は
生
活
す
る
と
い 

う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
生
活
の
な
い
観
念
論
的
な
信
仰
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
信
仰
生
活
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
そ
れ
を
浄
土
往 

生
と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
で
な
い
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
信
仰
に
よ
っ
て
一
つ
の
世
界
観
を
生
み
出 

し
て
く
る
と' 

そ
の
世
界
は
眺
め
る
世
界
で
は
な
い
。
現
実
に
生
き
る
世
界
な
の
で
す
。
穢
土
を
無
碍
に
渡
る
世
界
で
す
。
穢
土
か
ら
逃 

げ
出
す
世
界
で
は
な
い
。
穢
土
を
こ
え
て
穢
土
を
包
む
よ
う
な
世
界
。
そ
う
い
う
も
の
を
表
そ
う
と
し
て
二
種
清
浄
世
間
と
い
う
こ
と
が 

言
わ
れ
る
。

器
世
間
清
浄
と
い
う
そ
の
世
間
と
は
、

一
般
的
な
言
葉
で
言
え
ば
衆
生
の
生
活
す
る
場
所
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
深
い 

意
味
で
言
え
ば
境
界
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

『大
無
量
寿
経
』

に

「非
我
境
界
」
と
あ
る
、
そ

の

「境
界
」
と
い
う
意
味
を
表
す
の 

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
非
常
に
深
い
意
味
で
世
間
と
は
境
界
で
あ
る
。
仏
の
境
界
と
い
う
も
の
を
賜
る
。
そ
う
い
う
意
味
が
あ
り
ま 

す
。
そ
れ
を
国
土
と
述
べ
て
あ
る
の
で
す
。
こ
の
中
に
世
親
菩
薩
は
、
「
不
可
思
議
カ
を
成
就
し
た
も
う
」
と
、
不
可
思
議
と
解
釈
し
て 

お
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
国
土
荘
厳
に
つ
い
て
、
特

に

「
不
可
思
議
カ
を
成
就
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
世
親
菩 

薩
自
身
が
解
釈
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
曇
鸞
大
師
は
こ
れ
に
感
動
し
た
の
で
す
。
こ
こ
に
曇
鸞
大
師
は
、
何
か
非
常
に
新
し
い
一
つ
の
感
銘 

を
受
け
た
。
で

す

か
ら

「
不
可
思
議
」
と
い
う
こ
と
は
、
曇
鸞
大
師
が
付
け
加
え
た
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
も
と
は
世
親
菩
薩
に
あ 

る
の
で
す
。
世
親
菩
薩
が
不
可
思
議
カ
を
成
就
す
る
と
言
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
曇
鸞
大
師
は
特
別
に
新
し
い
感
動
を
得
ら
れ
た
。 

『歎
異
抄
』

の
第
一
条
に
「弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
 

あ
の
言
葉
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
。

『歎
異
抄
』
は
た
い
へ
ん
な
と
こ
ろ
に
起
原
を
も
っ
て
い
ま
す
。

『歎
異
抄
』
と
い
う
も
の
は
後 

に
で
き
た
も
の
で
す
が
、
「誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
」
と
い
う
、
あ
の
不
思
議
と
い
う
こ
と
は
世
親
菩
薩
か
ら
出
て
い 

る
。
「
不
可
思
議
カ
を
成
就
し
た
ま
う
」
と
い
う
こ
と
が
、
曇
鸞
大
師
を
く
ぐ
っ
て
親
鸞
ま
で
来
た
。
そ

し

て

『歎
異
抄
』

に
来
て
、
あ 

の
よ
う
な
言
葉
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
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『入
出
二
門
偈
』

で

は

「
五
つ
に
は
仏
法
不
思
議
な
り
。
こ
の
中
の
仏
土
不
思
議
に
、
二
種
の
不
思
議
ヵ
ま
し
ま
す
」
と
言
葉
で
、
や 

ぶ
か
ら
棒
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
曇
鸞
大
師
は
五
種
の
不
思
議
と
い
う
も
の
に
照
ら
し
て
、

『浄
土
論
』

の

「
不
可
思
議
カ
」 

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
は
よ
ほ
ど
曇
鸞
大
師
が
感
銘
を
受
け
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
五
種
の
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
い 

ろ
い
ろ
経
典
に
出
て
い
ま
す
。
特
定
の
経
典
で
は
な
く
、
経
典
の
中
に
随
所
に
示
し
て
あ
る
。
曇
鸞
大
師
は
学
問
か
ら
い
う
と
、
龍
樹
菩 

薩
の
系
統
の
学
問
を
し
て
お
ら
ま
す
。
龍
樹
教
学
を
通
し
て
世
親
菩
薩
の
『浄
土
論
』
を
解
釈
さ
れ
た
。
世
親
菩
薩
は
瑜
伽
教
学
で
、
龍 

樹
菩
薩
と
は
教
学
が
違
う
の
で
す
が
、
曇
鸞
大
師
は
龍
樹
教
学
で
世
親
菩
薩
の
『浄
土
論
』
を
解
釈
さ
れ
た
の
で
す
。
五
種
の
不
思
議
と 

い
う
こ
と
も
、
さ
が
し
て
い
け
ば
龍
樹
の
『大
智
度
論
』

に
そ
の
根
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
五
種
の
不
思
議 

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
通
し
て
「
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
を
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
曇
鸞
大
師
の
感
動
の
深
さ
が
わ
か
り
ま 

す
。道

元
禅
師
に
、
座
禅
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
『普
勧
坐
禅
儀
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
「
原
ぬ
る
に
夫
れ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま 

る
も
の
で
す
。
私
ら
は
昔
、
こ
れ
を
全
部
覚
え
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も' 

そ
の
中
に
坐
禅
を
勧
め
て
あ
る
。
坐
禅
を
し
て
何
を
す
る
の 

か
と
い
う
と
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
兀
兀
と
し
て
坐
定
し
て
、
箇
の
不
思
量
底
を
思
量
せ
よ
」
と
。 

「
不
思
量
底
を
思
量
す
る
。
不
思
量
底
、
如
何
が
思
量
せ
ん
。
非
思
量
。
こ
れ
乃
ち
坐
禅
の
要
術
な
り
。
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う 

い
う
意
味
で
、
不
可
思
議
と
い
う
こ
と
も
、
思
議
さ
れ
る
も
の
と
思
議
す
る
も
の
と
二
つ
あ
っ
て
は
不
可
思
議
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
道 

元
禅
師
だ
け
で
な
く
、
親
鸞
聖
人
も
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
親

鸞

聖

人

に

『自
然
法
爾
章
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

言
え
ば
、
仏
法
の
世
界
は
自
然
な
の
で
す
。
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
不
自
然
な
こ
と
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
な
、
奇
蹟 

み
た
い
な
不
思
議
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
言
う
不
思
議
は
超
自
然
で
す
。
仏
法
の
不
思
議
は
、
自
然
と
い
う
こ
と
が
不
思 

議
な
の
で
す
。
『自
然
法
爾
章
』

に
、

無
上
仏
と
も
う
す
は' 

か
た
ち
も
な
く
ま
し
ま
す
。
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
ゆ
え
に
、
自
然
と
は
も
う
す
な
り
。
か
た
ち
ま
し
ま
す
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と
し
め
す
と
き
は
、
無
上
涅
槃
と
は
も
う
さ
ず
。
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
よ
う
を
し
ら
せ
ん
と
て
、
は
じ
め
に
弥
陀
仏
と
ぞ
き
き
な 

ら
い
て
そ
う
ろ
う
。
弥
陀
仏
は
、
自
然
の
よ
う
を
し
ら
せ
ん
り
ょ
う
な
り
。
こ
の
道
理
を
こ
こ
ろ
え
つ
る
の
ち
に
は
、
こ
の
自
然
の 

こ
と
は
、

つ
ね
に
さ
た
す
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。

つ
ね
に
自
然
を
さ
た
せ
ば
、
義
な
き
を
義
と
す
と
い
う
こ
と
は
、
な
お
義
の 

あ
る
べ
し
。

と
言
わ
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
は
、
自
然
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
、
と
。
自
然
は
無
上
仏
だ
。
無
上
仏
を
し
ら
せ
ん
た
め
に 

阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
「
こ
の
道
理
」
、
自
然
の
道
理
を
心
得
た
後
に
は
、
こ
の
自
然
の
こ
と
は
常
に
沙
汰
す
べ
き
も
の
で
は
な 

い
。
そ
れ
を
沙
汰
す
れ
ば
、
「義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
が
義
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
然
を
沙
汰
す
れ
ば
、
不
自
然
に
な
っ
て
し 

ま
う
。
こ
う
言
わ
れ
る
の
で
す
。
道
元
禅
師
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
解
釈
で
一
番
大
事
な
こ
と
は
、
自
然
と
い
う
も
の
、
不
思
議
と
い
う
も
の
は
考
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
考
え
た 

ら
、
不
思
議
も
思
議
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
義
が
な
い
の
を
義
と
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
で
は
な 

い
。
考
え
る
こ
と
な
ら
誰
で
も
で
き
る
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
「義
な
き
を
義
と
す
」
身 

に
な
る
こ
と
で
す
。
「自
然
を
考
え
る
こ
と
」
と
、
「
自
然
」
と
は
天
地
の
違
い
が
あ
る
。
自
然
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
を
考
え
る
こ
と
で 

は
な
く
、
「自
然
に
な
る
」
こ
と
で
す
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
だ
、
こ
れ
が
自
然
で
す
。
そ
う
な
る
。
そ
う
な
っ
て
知
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

仏
教
で
は
、
こ
れ
を
根
本
知
と
言
い
ま
す
。
本
当
の
知
恵
で
す
。
そ
の
根
本
知
に
立
っ
て
初
め
て
、
無
限
に
分
別
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
 

自
然
の
は
た
ら
き
で
無
限
に
分
別
で
き
る
。
「自
然
を
」
考
え
る
の
で
は
な
い
。
「自
然
で
」
考
え
る
。
そ
れ
を
大
慈
悲
と
い
う
の
で
す
。
 

『入
出
二
門
偈
』

に

「無
碍
の
光
明
は
大
慈
悲
な
り
、
こ
の
光
明
す
な
わ
ち
諸
仏
の
智
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
智
慧
と
い
う
の
は
仏
法 

に
し
か
な
い
。
自
然
の
智
慧
で
す
。
そ
の
自
然
の
智
慧
、
自
然
の
ま
ま
で
考
え
る
と
い
う
の
が
大
慈
悲
と
い
う
も
の
で
す
。
 

不
思
議
と
い
う
こ
と
も
そ
う
で
す
。
不
思
議
と
い
う
も
の
は
、
仏
法
に
お
い
て
あ
る
。
我
々
が
不
思
議
を
考
え
る
の
で
は
な
い
。
我
 々

の
浅
い
知
恵
で
不
思
議
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
何
に
も
な
ら
な
い
の
で
す
。
不
思
議
の
は
た
ら
き
で
我
々
を
考
え
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
不
思
議
の
は
た
ら
き
で
私
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
だ
か
ら
不
思
議
と
い
う
こ
と
も
、
本
当
に
た
だ
い
い
加
減
に
聞
い
て
お 

れ
ば
、
不
思
議
と
思
議
と
を
別
に
立
て
て
分
別
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
を
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
 

(

本
稿
は
岐
阜
慈
光
会
主
催
の
『入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
一
九
七
六
年
四
月
十
六
日
午
前
の
講
義
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部)
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