
本
願
招
喚
の
勅
命

!

入
出
二
門
の
源
泉!

安 

田 

理 

深 

『
願
生
偈
』
は
、
天
親
菩
薩
の
個
人
の
信
仰
を
表
白
し
た
も
の
で
す
け
れ
ど
、
無
意
識
的
に
は
、
歴
史
的
意
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
 

こ
う
い
わ
け
れ
ば
な
ら
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。

だ
か
ら'

『
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
の
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
仏
教
史
の
歴
史
で
す
。

い 

わ
ゆ
る
釈
尊
に
始
ま
っ
た
仏
教
史
で
す
。
し
か
し
、
仏
教
史
の
見
方
で
す
ね
。

浄
土
真
宗
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
の
歴
史
だ
。
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
に
基
づ
い
て
、
仏
教
史
は 

成
り
立
っ
て
い
る
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
史
観
で
す
ね
。
そ
れ
で
『
大
無
量
寿
経
』
に
は' 

午
前
中
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
『
大
無
量
寿
経
』 

の
歴
史
、
本
願
の
歴
史
と
い
う
も
の
か
ら
受
け
取
る
と
。
本
願
の
歴
史
と
い
っ
て
も
、
も
っ
と
厳
密
に
言
え
ば
、
本
願
成
就
の
歴
史
と
。
 

本
願
成
就
の
文
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
本
願
と
い
う
だ
け
で
な
し
に
、
本
願
の
文
と
同
時
に
、
本
願
成
就
の
文
と
い
う
も
の
が
あ 

る
。
『
大
無
量
寿
経
』
が' 

双
巻
経
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
巻
で
す
ね
、
上
巻
と
下
巻
。

量
が
増
え
た
か
ら
、

の
び
た
と
い
う 

も
の
で
は
な
い
。
ち
ゃ
ん
と' 

上
下
両
巻
の
内
容
が
対
応
し
て
い
る
。
上
巻
の
方
は
、
如
来
の
巻
。
下
巻
の
方
は
、
衆
生
の
巻
と
い
う
。
 

衆
生
の
問
題
と
如
来
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
あ
る
。
本
願
と
い
う
の
は
、
如
来
の
問
題
な
ん
だ
。
た
す
け
る
と
い
う
こ
と
は' 

如
来
の 

問
題
。

た
す
か
る
と
い
う
の
は
、
我
々
の
問
題
。

だ
か
ら
し
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
成
就
文
で
は' 

本
願
が
信
心
と
し
て
成
就
す



る
。
『
大
無
量
寿
経
』
の
方
は
、
ど
っ
ち
も
、
釈
尊
の
言
葉
で
す
。
教
説
と
い
う
も
の
は
、
仏
説
で
す
か
ら
、
ど
っ
ち
も
釈
尊
の
言
葉
だ 

け
れ
ど
、
し
か
し
、
上
巻
の
本
願
は
、
む
し
ろ
、
本
願
そ
の
も
の
に
な
っ
て
語
っ
て
あ
る
。
我
と
い
う
字
が
、
本
願
の
言
葉
で
す
け
れ
ど 

下
巻
に
な
る
と
、
そ
れ
を
、
彼
と
言
う
の
で
す
ね
。
彼
の
世
界
に
生
ま
れ
よ
と
い
う
わ
け
で
、
上
巻
の
方
は
、
本
願
の
立
場
に
立
っ
て
、
 

本
願
を
語
ら
れ
た
の
で
す
け
ど
、
下
巻
の
方
は' 

衆
生
に
立
っ
て
、
本
願
を
語
ら
れ
た
。
釈
尊
自
身
が
、
衆
生
の
立
場
に
立
っ
て
、
本
願 

を
語
ら
れ
た
。
衆
生
と
い
う
の
は
、
阿
難
で
す
。

そ
れ
だ
け
違
う
の
で
す
。
上
巻
の
方
は
、
む
し
ろ' 

如
来
の
立
場
に
、
釈
尊
が
本
願
の
立
場
に
立
っ
て
本
願
を
語
ら
れ
た
。
こ
う
い
う 

よ
う
に' 

釈
尊
が
如
来
の
立
場
に
立
っ
て
、
本
願
を
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
願
に
救
わ
れ
る
衆
生
の
立
場
に
立
っ
て
本
願
を
語
ら
れ
る
。
 

こ
う
い
う
具
合
に
、
上
下
両
巻
が
で
き
と
る
の
や
ね
。

下
巻
の
文
は
、
仏
説
で
あ
る
け
ど
も
、
同
時
に
、
そ
れ
は' 

阿
難
の
領
解
だ
と
い
う
こ
と
を
、
曾
我
先
生
は
言
わ
れ
る
の
で
す
。
衆
生 

の
立
場
に
立
っ
て
語
っ
た
の
だ
か
ら
。
如
来
が
如
来
を
語
る
の
で
は
な
い
。
如
来
を
衆
生
で
語
る
ん
だ
。
如
来
に
救
わ
れ
る
衆
生
に
立
つ 

て
、
如
来
を
語
る
。
釈
尊
が
、
教
え
る
立
場
に
立
っ
て
語
る
の
で
は
な
い
。
受
け
る
立
場
に
立
っ
て
語
っ
て
あ
る
。

ま
あ
、
そ
れ
の
方
が
本
当
か
も
知
ら
ん
ね
。
た
だ
し
、
人
か
ら
質
問
さ
れ
て
、
そ
れ
に
答
え
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
言
っ
た
ら
、
お
ま 

え
の
領
解
が
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
、
そ
れ
を
語
っ
て
あ
る
。
お
ま
え
の
聞
き
た
い
の
は
、
こ
こ
だ
っ
た
の
だ
ろ 

う
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
語
っ
て
あ
る
。
お
ま
え
は
、
こ
う
い
う
言
い
方
を
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
語
っ
て
あ
る
。
そ
こ
ま
で
言 

っ
て
も
ら
わ
な
い
と
、
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

阿
難
の
体
験
と
し
て
、
本
願
を
語
っ
て
あ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
衆
生
の
体
験
と
し
て
、
本
願
を
語
っ
て
あ
る
。
そ
れ
を
『
願
生
偈
』 

が
受
け
て
い
る
。

だ
か
ら
、
『
願
生
偈
』
と
い
う
の
は
、
天
親
菩
薩
の
本
願
成
就
文
。
天
親
菩
薩
に
体
解
さ
れ
た' 

本
願
成
就
文
。

そ
こ 

に
、
本
願
成
就
文
の
流
れ
が
来
て
い
る
の
だ
ね
。

そ
う
い
う
よ
う
に
、
本
願
成
就
文
の
流
れ
が
来
て
い
る
の
が
、

『
願
生
偈
』
で
あ
る
。
 

だ
か
ら
、
本
願
成
就
の
文
に
照
ら
し
て
、
理
解
す
る
と
い
う
事
も
大
事
だ
ね
。
経
を
理
解
す
る
の
は
、
論
だ
け
れ
ど
も
、
論
を
理
解
す
る



の
は
経
だ
。

『
願
生
偈
』
を

『
願
生
偈
』
だ
け
と
し
て
見
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
、
天
親
菩
薩
の
個
人
的
意
義
は
わ
か
る
け
れ
ど
、
無
意
識
の
超
個
人 

的
意
義
は
、
照
ら
し
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
同
時
に
ま
た
、
歴
史
観
か
ら
生
ま
れ
て
、
ま
た
歴
史
を
生
み
だ
し
て
い
く
。
 

で
は
、

ど
う
い
う
歴
史
を
生
み
だ
し
た
か
と
い
う
と
、
「
二
河
譬
」
と
い
う
も
の
を
生
み
だ
し
た
ん
だ
。

善

導

の

「
二
河
譬
」
と
い
う
も 

の
が
、
生
み
だ
さ
れ
て
き
た
。

「
二
河
譬
」
で
一
番
大
事
な
の
は
、
招
喚
と
い
う
こ
と
で
す
か
ね
。
招
喚
、
発
遣
。
や
っ
ぱ' 

そ
こ
に
天
親
菩
薩
の
『
願
生
偈
』
に
は
、
 

「世
尊
よ
、
我
一
心
に
」
と
書
い
て
あ
る
。
世
尊
と
い
う
の
は
、
釈
尊
。
そ
れ
か
ら
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
。
こ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
で 

す
ね
。
二
尊
と
い
う
こ
と
が
、
ち
ゃ
ん
と
出
て
来
る
。
二
尊
の
意
義
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
こ
と
か
。
発
遣
と
招
喚
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

皆
さ
ん
知
っ
て
い
る
よ
う
に
ね
。

だ
か
ら
、
『
願
生
偈
』
と
い
う
も
の
は
、
表
白
し
て
あ
る
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
仏
に
表
白
し
て
あ
る 

わ
け
で
は
な
い
で
す
。
阿
弥
陀
仏
は
近
過
ぎ
る
ん
だ
。
阿
弥
陀
仏
に
対
し
て
と
い
う
と' 

対
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
だ
。
阿
弥
陀
仏
は
、
 

我
よ
り
も
近
い
我
な
ん
だ
。
我
の
根
源
が
阿
弥
陀
仏
。

向
こ
う
に
置
い
て
、
「阿
弥
陀
仏
よ
」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
こ
に
、
 

キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は
、
「我
と
汝
」
と
い
う
こ
と
が
、
出
て
お
り
ま
す
が
、

「我
と
汝
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
た
の
が
、

「
二
河
譬
」 

で
す
。
や
っ
ぱ
り'

「世
尊
、
我
一
心
」
と
い
う
と
き
に
、
あ
る
い
は' 

阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
も
、
「我
、
仏
を
得
た
ら
ん
に
」
と
い
う
、
 

そ
の
我
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
何
か
、
人
の
こ
と
言
っ
て
い
る
汝
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
「我
と
汝
」
と
い
う
こ
と
は
、
た
ま
た 

ま
、
仏
教
に
出
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
、
他
に
出
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。

そ
こ
に
、
何
と
い
う
か
、
「
二
河
譬
」
と
い 

う
も
の
の
、
非
常
に
深
い
意
味
が
あ
る
。

「我
と
汝
」
と
い
う
の
は
、
「
二
河
譬
」
だ
け
で
す
。

不
思
議
な
事
や
ね
。

こ
れ
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
か
ら
み
る
と
い
う
と
、
始 

め
か
ら
、
そ
う
な
ん
だ
。
ま
あ
キ
リ
ス
ト
教
の
事
は
、
あ
な
た
方
、
あ
ま
り
、
外
道
の
事
は
い
ら
ん
と
言
う
か
も
知
れ
ん
け
ど
で
す
ね
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
方
の
人
に
、
ブ
ー
バ
ー
と
い
う
人
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
著
と
い
う
か
、
根
本
の
本
に
、
そ
ん
な
長
い
本
で
は
な
い
け



ど
、
『
我
と
汝
』
と
い
う
本
が
あ
る
。

こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
影
響
受
け
ま
し
た
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
旧
訳
聖
書
の
エ
ホ
バ
の
神
っ
て
な 

時
代
か
ら
の
「我
と
汝
」
が' 

現
在
も
生
き
て
い
る
の
で
す
。
ブ
ー
バ
ー
と
い
う
人
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
で
す
か
ら
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
哲
学
者
。
 

エ
ル
サ
レ
ム
の
大
布
教
者
。

こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
現
代
の
世
界
の' 

最
高
の
思
想
と
い
う
も
の
を
代
表
し
て
い
る
人
で
す
ね
。
「我
と
汝
」
 

と
い
う
と
き
に
で
す
ね
、
ブ
ー
バ
ー
は
、
我
は
自
分
で
す
し
、
汝
は
エ
ホ
バ
な
の
で
す
。
汝
エ
ホ
バ
、
我
と
汝
、
永
遠
の
汝
。
そ
れ
か
ら
、
 

そ
う
で
な
い
場
合
は
、
人
間
と
人
間
と
の
間
が
、
 

我
と
汝
で
す
ね
。

だ
か
ら'

「我
と
汝
」
と
い
う
概
念
が
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
を 

表
わ
す
と
共
に' 

人
間
と
神
と
の
関
係
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に' 

人
間
は
関
係
に
お
い
て
生
き
て
い
る
。
人
間
の
関
係
や
。
 

そ
れ
は' 

人
間
を
超
え
た
神
に
対
す
る
関
係
。
人
間
同
志
に
対
す
る
関
係
。
二
重
の
関
係
と
い
う
も
の
を' 

人
間
が
も
っ
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
人
間
の
神
と
の
関
係
は
、
信
仰
で
す
け
れ
ど
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
は
倫
理
。
倫
理
と
信
仰
は' 

非
常
に
密
接
な
関
係
で 

結
び
つ
い
て
い
る
。
非
常
に
厳
し
い
倫
理
で
す
ね
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
そ
の
信
仰
と
倫
理
が
民
族
を
支
え
て
き
た
ん
だ
。
二
千
年
も
ね
。
こ 

れ
は
考
え
て
み
る
と
、
奇
跡
の
よ
う
な
も
の
で
す
わ
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
向
こ
う
で
は
、
「我
と
汝
」
と
い
う
言
葉
は
も
う
、
非
常
に
、

キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
の
歴
史
か
ら
言
え
ば
、
自 

明
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
仏
教
で
は
、
ち
ょ
っ
と
め
ず
ら
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
浄
土
教
の
聖
典
に
し
て
も
「我 

と
汝
」
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
、
ど
こ
に
も
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。

「
二
河
譬
」
を
見
て
、

ど
う
し
て
、
こ
ん
な
も
の
が
生 

ま
れ
た
の
か
な
あ
と
思
う
く
ら
い
不
思
議
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
だ
け
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
違
う
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
汝
エ
ホ 

バ
っ
て
言
う
の
で
す
け
ど
、
こ
ち
ら
で
は
、
「汝
」
「弥
陀
よ
」

っ
て
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

汝
と
い
う
の
は
、
本
願
の
方
か
ら
我
々
に
呼
び
か
け
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
、
如
来
に
対
し
て
、
汝
と
言
わ
な
い
で
す 

ね
。
そ
こ
が
、
ち
よ
っ
と
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

対
し
て
言
え
る
の
は
、

釈
尊
に
対
し
て
言
え
る
の
で
す
。

釈
尊
と
我
と
は' 

対
し
て
言
え
る
の
で
す
。

し
か
し
、
弥
陀
と
我
と
は
、
 

「対
」

っ
て
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
「対
」
と
い
う
の
は
、
独
立
し
た
も
の
と
、
独
立
し
た
も
の
と
の
間
に
、
「我
と
汝
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る



の
で
す
。
「汝
」

っ
て
い
う
の
は
、
 

お
ま
え
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
で
す
。
あ
な
た
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
ね
。
「汝
一
心
正
念
に
し
て
直 

ち
に
来
た
れ
」
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
つ
と
言
う
と
、
「
お
ま
え' 

や
っ
て
来
い
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
ん
だ
。
「我
と
汝
」
と
い
う
こ
と 

は
、
汝
と
し
て
、
尊
敬
す
る
と
い
う
意
味
な
の
で
す
ね
。
お
ま
え
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
あ
な
た
。
自
分
の
子
供
で
も
、
あ
な
た
と
い 

う
。
こ
れ
は
子
供
の
人
格
を
尊
敬
し
て
い
る
ん
だ
。
自
分
の
家
内
に
つ
け
て
も
、
自
分
の
カ
カ
ア
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
あ
な
た
。
人 

間
な
ん
だ
か
ら
。
な
ん
ぼ
偉
く
て
も
、
お
や
じ
も
人
間
だ
け
ど
、
相
手
も
人
間
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、
人
間
と
人
間
と
、
独
立
し
て
い
る
。
 

だ
か
ら
、
お
や
じ
の
所
有
物
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
子
供
も
、
親
の
所
有
物
で
は
な
い
。
腹
の
中
に
い
る
間
は
、
我
が
子
よ
、
子
宮
の 

中
に
い
る
間
は
。
し
か
し
い
っ
た
ん
、
体
内
か
ら
出
た
ら
独
立
す
る
ん
だ
。
親
と
同
権
で
す
よ
。
独
立
し
た
時
に
、
汝
と
い
う
こ
と
が
あ 

る
の
で
す
。

汝
と
い
う
意
味
は
、
お
ま
え
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

あ
な
た
と
、

尊
重
を
表
わ
す
の
で
す
。

だ
か
ら
、
相

手

を

「あ
な 

た
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私

も

「私
」
に
な
る
。
人
格
関
係
と
い
う
も
の
は
、
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が' 

ど
う
も
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
な
る
と
、
 

や
っ
ぱ
り' 

人
間
と
対
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
人
間
も
人
間
に 

対
す
る
け
れ
ど
、
神
も
対
し
て
い
る
。
仏
教
の
方
は
、
原
則
と
し
て
如
来
に
対
し
て
は
、
対
す
る
け
れ
ど
、
本
願
の
と
き
に
は
対
せ
ん
の 

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
本
願
と
い
う
と
き
に
は
も
う
、
 

如
来
の
中
に
衆
生
が
孕
ま
れ
て
い
る
。
妊
娠
し
て
い
る
ん
だ
。
そ
う
い
う
と 

き
に
、
本
願
が
呼
び
か
け
る
言
葉
で
す
わ
ね
。
本
願
の
外
に
衆
生
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
本
願
の
中
に
衆
生
を
見
る
。
十
方
衆
生
と
い 

う
よ
う
な
場
合
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
外
を
、
十
方
の
国
の
衆
生
と
い
う
意
味
だ
ね
。
十
方
諸
仏
の
国
の
、
十
方
衆
生
と
い
う
意
味
だ
か
ら
、
 

外
や
。
国
中
人
天
と
は
違
う
ん
だ
。
十
方
衆
生
と
い
う
の
は
、
国
外
の
十
方
衆
生
で
す
よ
。
我
が
内
に
見
る
と
き
に
、
汝
と
い
う
わ
け
で 

す
。
外
の
も
の
を
内
に
包
む
、
 

そ
う
い
う
と
き
に
、
汝
と
い
う
こ
と
が
で
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
。
独
立
し
た
存
在
だ
と
い
う
尊
敬
を 

表
わ
し
て' 

十
方
衆
生
と
。
こ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
し
て
、
同
じ
汝
で
も
、
釈
尊
が
衆
生
を
言
う
場
合
は
、
 

「汝
行
け
」
と
こ
う
言
う
。
本
願
が
我
々
を
言
う
場
合
は
、
「来
た
れ
」
「汝
来
た
れ
」。
そ

の

「汝
」
と
い
う
言
葉
が' 

釈
尊
の
場
合
は
、
 

「仁
者
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
す
。
本
願
の
場
合
は
「汝
」
、
と
い
う
字
で
あ
る
。
ち
よ
つ
と
違
え
て
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
で
、
「汝
」
と



あ
え
て
言
う
時
に' 

親
祢
と
、
敬
称
と
い
う
二
つ
の
読
み
方
が
あ
り
ま
す
ね
。

こ
う
い
う
と
き
に
、
親
称
、
親
し
く
呼
ぶ
場
合
に
〇̂
 

そ
れ
か
ら
、
敬
称
、
尊
敬
し
て
表
わ
す
場
合
に5

5-

と
言
う
の
で
す
け
ど
も
。

尊
敬
し
て
い
る
と
い
う
意
味
は
、

一
面
か
ら
い
う
と
、
 

尊
敬
し
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
実
は
親
し
み
が
う
す
れ
る
。
こ
ん
な
意
味
も
あ
る
わ
ね
。
だ
か
ら
、
神
な
ん
か
は
、
尊
敬
し
て
い
る 

よ
う
だ
け
れ
ど
、
神
な
ん
か
は
、
100

と
は
言
わ
な
い
ん
だ
。0

一
!

と
言
う
ね
。

神
は
、
親
称
で
呼
ぶ
ん
だ
。0
1
1

。5

お
と
い
う
の
は
、
 

「あ
な
た
は
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
は
言
わ
な
い
。

よ
そ
よ
そ
し
く
な
る
か
ら
、

キ
リ
ス
ト
教
で
も
、

神
は
そ
れ
ほ
ど
近
い
ん
だ
。
 

0

ー
ー
と

呼
ぶ
。
仏
教
の
方
で
は' 

如
来
が
如
来
の
中
の
衆
生
を
呼
ぶ
と
き
に
「汝
」
。
如
来
の
外
を
呼
ぶ
の
で
は
な
い
。
如
来
の
中
の
衆
生 

を
呼
ぶ
と
き
に
「汝
」。
だ
か
ら
し
て
、
如
来
の
外
へ
出
た
衆
生
に
対
し
て
、
如
来
が
言
う
場
合
は
「仁
者
」
。
そ
う
区
別
し
た
。
こ
れ
は
、
 

な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
。

お
も
し
ろ
い
話
を
聞
か
せ
ま
し
ょ
う
か
。
能
登
に
ね
、
能
登
と
い
う
と
こ
ろ
は' 

石
川
県
の
半
島
で
す
け
ど
、
あ
そ
こ
に' 

半
島
文
化 

と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
、
奈
良
朝
と
か
、
平
安
朝
と
か
、
そ
う
い
う
時
代
の
文
化
が
、
あ
そ
こ
へ
入
っ
て
い
く
の
で
す
。
 

出
口
が
な
い
ん
だ
。
半
島
だ
か
ら
。
で
、
た
ま
る
の
で
す
。
で
、
古
い
文
化
と
、
新
し
い
文
化
が
、
い
っ
し
ょ
に
同
居
し
て
い
る
ん
だ
。
 

そ
れ
が
半
島
文
化
の
特
色
で
あ
り
、
広
く
い
え
ば' 

島
文
化
。
日
本
が
そ
う
な
ん
だ
。
い
っ
し
ょ
に
、
同
居
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が 

島
国
の
文
化
で
、
大
陸
文
化
と
違
う
の
で
す
。
島
国
の
中
で
も
、
最
も
顕
著
な
の
は
、
島
国
の
中
の
島
、
石
川
県
、
能
登
。
そ
の
能
登
か 

ら
も
た
く
さ
ん
の
門
徒
が
や
っ
て
来
て' 

大
師
堂
を
建
て
た
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
全
国
の
門
徒
の
人
が
、
や
っ
て
来
て
、
門
徒
と
い
っ 

て
も' 

一
日
や
二
日
で
、
 

建
て
へ
ん
で
す
か
ら' 

何
年
も
居
ら
ん
な
ら
ん
。
左
官
と
か
、
 

大
工
と
か' 

彫
刻
家
と
か' 

各
々
の
専
問
家
が
、
 

あ
そ
こ
に
滞
在
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
詰
所
と
い
う
も
の
が
京
都
に
で
き
た
。
た
ま
た
ま
、
本
山
参
り
に
行
っ
て
、
泊
ま
る
と
い
う
意
味 

じ
ゃ
な
い
。
そ
の
大
師
堂
を
つ
く
る
人
々
が
、
そ
こ
へ
泊
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
た
だ
働
く
だ
け
で
は
な
い
。
信
仰
の
動
機
で
来
と
る 

ん
だ
か
ら
。
み
ん
な
働
く
間
に
聴
聞
し
て' 

そ
う
い
う
意
味
で
、
総
会
所
が
で
き
た
。
詰
所
と
総
会
所
と
い
う
の
は
、
そ
こ
か
ら
で
き
た
。
 

で
、
ま
つ
、
こ
れ
は
僕
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
話
だ
が' 

人
か
ら
聞
い
た
話
だ
。
出
来
上
が
っ
て
別
れ
る
と
き
に
、
別
れ
を
惜
し
ん
だ
わ



け
だ
ね
。
御
法
主
が
長
い
間
、
え
ら
い
御
苦
労
さ
ん
だ
っ
た
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
そ
の
時
に
、
そ
の
当
時
の
法
主
の
、
絵
像
で
す
ね
。
 

絵
像
を
み
ん
な
、
来
と
っ
た
連
中
に
、
記
念
写
真
を
と
っ
て
渡
す
よ
う
に' 

渡
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
み
ん
な
、
そ
れ
を
持
っ
て
帰
っ
た 

ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
持
っ
て
帰
っ
た
け
ど
、
他
の
地
方
の
門
徒
の
人
々
は
、
こ
り
ゃ
岐
阜
な
ん
か
か
ら
も
行
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か 

し
他
の
地
方
の
門
徒
の
人
々
は
、
皆
失
な
っ
ち
ゃ
た
ん
だ
。
能
登
は' 

今
言
っ
た
よ
う
に
、
重
層
文
化
で
す
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
持
っ
と
る 

ん
だ
。
も
ら
っ
て
き
た
絵
像
を
ね
。
そ
れ
、
今
で
も
ず
っ
と
残
っ
と
る
。
そ
れ
を
生
き
た
御
門
跡
と
し
て
で
す
ね
。
み
こ
し
に
乗
し
て
や 

ね
、
そ
の
絵
像
を
。
そ
し
て' 

こ
う
歩
く
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
何
遍
で
も
、
名
号
が
破
れ
た
も
ん
で
ね
、
そ
れ
を
本
山
に' 

再
度
お
願
い
す
る
ん
だ
。
そ
の
た
び
に
、
紙
が
つ
い
て
く
る
ん
で
す
わ
。
こ
れ
を
下
し
お
か
れ
る
と
い
う
紙
が
ね
。
特
別
の
お
教
え
を
も 

っ
て' 

お
ま
え
に
こ
れ
を
や
る
と' 

大
事
に
聞
法
せ
い
と
。
こ
う
や
っ
て
手
紙
を
く
れ
る
ん
だ' 

本
山
か
ら
。
そ
れ
が
、
何
通
も
た
ま
っ 

と
る
ん
や
ね
、
そ
し
て
、
そ
い
つ
を
読
み
上
げ
る
ん
で
す
わ
。
嶺
藤
な
ん
か
そ
れ
の
読
み
上
げ
を
や
っ
て
そ
の
と
き
に' 

書
き
出
し
の
文 

章

が

「
そ
の
方
ど
も
」
こ
っ
か
ら
入
る
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
ね
、
昔' 

徳
川
時
代
は
、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
け
ど
も
ね
、
今

は

「
そ
の
方
ど 

も
」
ど
う
も
、
こ
れ
は
す
ま
ん
と
思
っ
て
ね
。
嶺
藤
が
。

小
さ
い
声
で
言
う
ん
だ
が
、
と
こ
ろ
が
、
「あ
な
た
方
」
と
な
っ
た
ら
、
ど
う 

な
る
か
と
。

そ
う
す
る
と
ね
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ' 

逆
な
ん
だ
。
昔
の
人
は
、
「そ
の
方
ど
も
」
と
い
う
こ
と
に
感
激
し
た
ん
や
。

っ 

ま
り
、
御
門
主
が
で
す
ね
、
自
分
の
家
族
と
し
て
、
「
そ
の
方
ど
も
」
と
、
呼
び
か
け
て
下
さ
れ
た
と
。
「あ
な
た
方
」
は
他
人
や
と
。
感 

激
せ
ん
。
「そ
の
方
ど
も
」
に
感
激
し
た
と
い
う
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
あ
る
ね
。
そ
の
意
味
を
親
称
と
い
う
ん
だ0
1
1

。
「あ
な
た
方
」 

に
な
る
と
、
108

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
。

如
来
が
、
外
の
も
の
を
中
に
見
い
出
し
て
、
「汝
」
と
言
う
。
け
れ
ど
も
、
内
に
あ
っ
て
も
、
独
立
性
を
も
っ
と
る
。
独
立
性
は
あ
る
け 

ど
も
、
内
に
あ
る
。

こ
う
い
う
意
味
だ
と
思
う
。
僕
は
そ
の
、
「十
方
衆
生
よ
、
至
心
に
信
楽
し
て
」
と
こ
う
い
う
場
合
に
、

十
八
願
で 

す
け
ど
、
十
八
願
の
言
葉
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言
い
ま
す
と
ね
、
も
つ
と
親
し
く
ね
、
教
義
で
な
し
に
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
で
す 

ね
十
八
願
と
い
う
の
は' 

如
来
の
衆
生
に
対
す
る
信
頼
感
。
衆
生
が
如
来
を
信
頼
す
る
の
で
は
な
い
で
す
よ
。
如
来
が
衆
生
を
信
頼
し
て



い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、

い
か
に
罪
悪
深
重
の
衆
生
で
あ
っ
て
も
、

「汝
一
心
に
信
楽
し
て
」
と

「信
楽
せ
よ
」
と
い
う
の
は
、
信
頼 

し
て
言
う
言
葉
な
ん
だ
。
「お
ま
え
ら
、
信
楽
な
ん
か
で
き
る
も
ん
か
」
と
こ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。
「
至
心
に
信
楽
せ
よ
」
と
。
信
楽 

せ
よ
と
言
う
と
き
に
は' 

信
楽
す
る
も
の
だ
と' 

確
信
を
も
っ
て
言
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
な
ん
だ
ね
。
 

本
願
は
痛
む
心
で
す
か
ら
ね
。

痛
む
と
い
う
心
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
ん
。

だ
か
ら
そ
こ
に
や
っ
ぱ
り
衆
生
へ
の
信
頼
感
、
「
一
切
衆 

生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
信
頼
感
を
も
っ
て
、
本
願
が
、
行
じ
て
い
る
。
こ
う
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

結
局' 

十
九
願
は
外
に
あ
る
。
二
十
願
は
内
だ
け
ど
外
。
内
に
お
る
け
ど
、
内
に
目
覚
め
ん
か
ら
外
に
お
る
。
こ
れ
が
二
十
願
の
信
。
 

ま
つ
、

こ
う
い
う
の
を
三
心
と
言
う
の
で
す
。

三
心
一
心
と
い
う
。

三
心
と
い
う
の
は
、

本
願
が
言
う
の
で
あ
っ
て
衆
生
側
が
如
来
を 

「汝
」
と
言
う
の
で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
と
近
い
ん
で
す
が
。
釈
尊
な
ら
、
対
立
し
と
る
ん
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
釈 

尊
は
先
生
で
す
。
だ
か
ら
十
方
衆
生
は
弟
子
で
す
。
そ
れ
で
真
の
仏
弟
子
と
い
う
ん
で
す
。
真
の
仏
弟
子
と
い
う
の
は
釈
尊
の
弟
子
と
い 

う
意
味
な
ん
だ
。
阿
弥
陀
仏
の
弟
子
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
方
は
、
弟
子
と
い
う
よ
り
衆
生
は
子
な
ん
だ
、
阿
弥 

陀
仏
と
十
方
衆
生
と
の
関
係
は
親
子
な
ん
だ
。
釈
尊
は
こ
れ
は
、
弟
子
と
師
だ
。
だ
か
ら
対
立
し
て
い
る
、
 

阿
弥
陀
仏
の
子
と
い
う
て
も
、
 

本
当
の
子
は
何
か
と
い
う
と
、
腹
の
中
に
お
る
の
が
本
当
の
子
で
す
。
腹
の
中
に
お
る
と
き
は
本
当
の
子
だ
。
だ
か
ら
親
子
っ
て
い
う
け 

ど
、
区
別
が
あ
っ
て
一
つ
で
す
わ
ね
。
二
に
し
て
ー
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
外
に
出
て
し
ま
え
ば
二
だ
。
二
に
し
て
ー
と
い
う
関
係
の
と 

こ
ろ
に
、
や
は
り
蔵
と
い
う
意
味
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
ね
。
信
心
の
こ
と
を
金
剛
堅
固
の
信
心
と
い
う
ん
で
す
け
ど
も
、
こ

の

「金
剛
」
と 

い
う
意
味
が
、
真
言
宗
で
は
、
金
剛
海
・
胎
蔵
海
と
い
う
て
い
る
。
金
剛
と
い
う
こ
と
を
、
堅
固
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
胎
蔵 

と
言
う
。
胎
蔵
と
い
う
意
味
が
子
宮
に
あ
る
と
い
う
意
味
。
「疑
城
胎
宮
」
と
い
う
で
し
ょ
。
「疑
城
胎
宮
」
と
い
う
宮
は
子
宮
で
す
。
胎 

宮
ね
。
胎
内
に
蔵
さ
れ
て
お
る
と
、
 

金
剛
の
堅
固
に
蔵
さ
れ
て
お
る
。

つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
水
に
入
っ
て
も
溺
れ
ん
し' 

火
に
入
っ 

て
も
焼
け
ん
と
い
う
の
が
金
剛
な
ん
だ
。
だ
か
ら
し
て
、
 

外
の
衆
生
を
内
と
し
て
蔵
し
て
お
る
。

こ
こ
に
、
「汝
」
と
い
う
の
が
出
て
く
る
。
「汝
一
心
に
し
て
来
た
れ
」
外
の
場
合
は
、
「来
た
れ
」
と
は
言
わ
ん
。
外
か
ら
は
「行
け
」



と
言
う
ん
で
す
。
内
か
ら
は
「来
た
れ
」
と
。
「仁
者
」
と
い
う
言
葉
は
ね
、
お
前
行
け
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
「あ
な
た
」
と
。
先
生 

と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
が
先
生
か
と
い
う
と
、

お
前
ら
つ
い
て
来
い
と
い
う
の
は
先
生
じ
ゃ
な
い
。
「あ
な
た
」
と
、

相
手
の
人 

格
を
尊
敬
す
る
よ
う
な
意
義
を
弟
子
に
見
出
す
人
を
先
生
と
い
う
ん
だ
。
自
分
の
子
分
を
持
え
る
の
が
先
生
じ
ゃ
な
い
。
何
故
、
人
を
尊 

敬
で
き
る
か
と
い
う
と
、
弟
子
の
人
格
と
か
能
力
と
か
、
そ
ん
な
も
の
に
着
眼
せ
ん
の
で
す
。
弟
子
の
菩
提
心
や
ね
。
だ
か
ら
し
て
、
『
華 

厳
経
』
な
ん
か
に
は
、
 

求
道
者
が
や
っ
て
来
る
と
き
に
善
知
識
は
自
分
の
座
を
降
り
て
求
道
者
を
礼
拝
す
る
ん
で
す
。
弟
子
が
師
匠
を
礼 

拝
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
善
知
識
の
方
が
弟
子
を
礼
拝
す
る
。
何
故
っ
て' 

機
嫌
を
取
っ
て
お
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
 

弟
子
を
動
か
し
て
お
る
菩
提
心
を
礼
拝
す
る
。

つ
ま
り' 

菩
提
が
菩
提
心
を
礼
拝
す
る
。
菩
提
心
が
菩
提
を
訪
問
す
る
ん
で
す
。
そ
こ
に 

尊
敬
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

そ
れ

で

「あ
な
た
」
と
言
う
わ
け
で
す
ね
。
他
を
尊
敬
し
て
「あ
な
た
」
、
こ
う
言
う
ん
で
す
。

「仁
者
」
。
 

師
弟
の
関
係
。

だ

け

ど

「汝
」
と
い
う
場
合
は
、
外
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
内
に
あ
る
。
内
に
あ
る
場
合
に
「汝
」。

だ
か
ら
し
て
、
 

二
つ
の 

も
の
の
関
係
じ
ゃ
な
い
。
「汝
」
は
外
に
お
ら
ん
の
や
か
ら
。
我
が
内
に
お
る
ん
や
か
ら
。
ま
つ
ゝ
そ
う
い
う
よ
う
な
区
別
が
あ
る
。
 

や
っ
ぱ
り' 

そ
こ
に
、
神
と
仏
と
の
違
い
で
す
。
何
故
、
神
と
仏
と
が
違
う
か
と
い
う
と
、
仏
に
は
因
位
が
あ
る
。
因
に
本
願
が
あ
る
。
 

神
に
は
本
願
が
な
い
。
因
位
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
本
願
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
「我
」
「汝
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
す
。
だ
か 

ら
、
「汝
一
心
に
し
て
直
ち
に
来
た
れ
」
、
と
い
う
の
は
で
す
ね
、
本

願

の

「招
喚
」
と
こ
う
い
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
「我
」
と

「汝
」
 

と
い
う
言
葉
で
「
二
河
譬
」
に
出
て
お
る
ん
で
す
。

「汝
一
心
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
た
れ
」
と
い
う
命
令
で
す
ね
、
そ
れ
で
勅
命
と
い 

う
。
善
導
は
ど
こ
で
感
じ
た
か
と
い
う
と
、
勅
命
と
い
う
の
は
、
本
願
に
返
す
と
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ 

ば

「欲
生
我
国
」
な
ん
で
す
。
そ
の
ね
、
「我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
こ
う
い
う
言
葉
に
、
「汝
一
心
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
た
れ
」
 

と
、
時

に

「直
ち
に
来
た
れ
」
や
ね
。
そ
う
い
う
「
一
心
に
し
て
」
と
い
う
の
は
、
「
至
心
に
信
楽
し
て
」
で
す
け
ど
、
「
至
心
信
楽
を
以 

て
直
ち
に
来
た
れ
」
こ
う
い
う
よ
う
に
、
「我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
い
う
言
葉
に
、
そ
れ
だ
け
の
強
い
響
き
を
感
じ
た
ん
だ' 

善
導
は
。
あ
ん
た
ら
は
ど
う
思
い
ま
す
か?

「我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
本
願
に
あ
る
わ
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
感
じ
る
か



ね?

「我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
そ
う
い
う
言
葉
の
中
に
、
「直
ち
に
来
た
れ
」
と
い
う
よ
う
な
命
令
や
ね
。
喚
び
か
け
だ
ね
、
直 

接
の
。
絶
対
的
な
。
そ
う
い
う
の
感
じ
る
か
ね?

そ
れ
を
善
導
は
感
じ
た
ん
だ
ね
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
。
学
問
と
い
う
の
は 

「感
じ
」
な
ん
だ
。

理
屈
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
「欲
生
我
国
」
と
い
う
本
願
の
文
に
「直
ち
に
来
た
れ
」
と
い
う
命
令
を
感
じ
た
と
い
う
の 

は

「十
方
」
を
見
出
し
た
ん
や
。

つ
ま
り
、
「我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
自
分
を
、
自
分
に
引
き
当
て
て
感 

じ
た
ん
や
。
感
動
し
た
ん
や
。
そ
こ
か
ら
あ
の
「
二
河
譬
」
が
生
ま
れ
て
く
る
。
非
常
に
貴
重
な
こ
と
や
わ
ね
。
そ
う
言
わ
れ
て
み
り
ゃ 

ね
、
「我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
い
う
の
は
な
る
ほ
ど
、
勅
命
や
な
と
い
う
、
善
導
の
釈
が
あ
る
か
ら
、
我
々
は
あ
と
か
ら
聞
い 

て
、
「我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
。
必
ず
し
も
そ
う
い
う
よ
う
に
読
め
る
と
も
限
ら
ん
で
す
ね
。
何
故
か
と
い
う
と
、
二
十
願
に
も
あ 

る
。

十
九
願
に
も
「我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
書
い
て
あ
る
。
「欲
生
我
国
」
と
い
う
こ
と
は
、
十
八
願
だ
け
じ
ゃ
な
い
。

二
十 

願
に
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
し
か
し
、
二
十
願
と
い
う
場
合
に
は
「直
ち
に
来
た
れ
」
と
読
め
る
か
ね?

。
あ
の
場
合
に
は
ね
、
ち
ょ
っ
と 

違
う
。
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
ね
。

つ
ま
り
こ
の
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
な
ん
か
で
は
無
上
命
法
と
い
う
。
無
上
命
法
と
い
う
の
は 

無
条
件
に
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
命
法
と
い
う
の
は' 

命
令
を
文
章
に
表
現
す
る
か
ら
「命
法
」
と
こ
う
い
う
ん
で
す
。
そ
の
と
き
、
無 

条
件
的
な
命
令
や
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
文
章
に
条
件
が
無
い
ん
だ
。

「1

！

」
や
ね
、
「も
し
〜
な
ら
ば
」
と
い
う
ね
。

「も
し
、
お
前
が 

浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、

こ
う
せ
い
」
「も
し
お
前
が
助
か
り
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
念
仏
せ
い
」
そ
れ
は
、

生
ま
れ
た
い 

と
思
う
ん
な
ら
せ
い
。
そ
う
い
う
条
件
あ
る
場
合
と
区
別
し
て
、
無
条
件
に
と
い
う
意
味
だ
。
も
し
生
ま
れ
た
い
と
思
う
な
ら
ば
念
仏
せ 

よ
と' 

こ
う
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
念
仏
と
い
う
の
は
、
条
件
つ
け
じ
ゃ
な
い
。
人
間
と
い
う
も
の
か
ら
引
き
出
す
ん
だ
。
埋
没
し
て
お
る 

人
間
を
、
念
仏
に
引
き
出
す
ん
だ
。

出
て
来
い
と
ね
。

立
ち
上
が
ら
せ
る
ん
だ
。
「助
か
り
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
念
仏
せ
よ
」
と
こ
う 

い
う
よ
う
に
、
人
間
の
助
か
り
た
い
と
い
う
心
に
相
談
し
と
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
助
か
る
と
い
う
こ
と
は' 

助
か
っ
て
み
て
わ
か
る
ん
で
、
 

助
か
ら
ん
者
に
わ
か
り
や
せ
ん
。
助
か
ら
ん
者
が
助
か
り
た
い
と
言
う
の
は
、
こ
れ
は
「も
し
幸
福
に
な
り
た
い
と
思
う
な
ら
ば
念
仏
せ 

い
」
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
ち
ゃ
う
わ
け
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
わ
ね
。
幸
福
に
な
り
た
い
と
思
う
ん
じ
ゃ
な
い
、
念
仏
す
る
こ
と
が
助
か
る
ん



だ
。
そ
れ
が
お
助
け
な
ん
だ
。
念
仏
し
て
助
か
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
た
す
か
り
た
い
た
め
に
念
仏
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
念
仏
は
手
段
じ
ゃ
な 

い
ん
だ
。
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
救
い
な
ん
だ
。
念
仏
は
手
段
じ
ゃ
な
い
。
念
仏
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
助
か
っ
と
る
ん
だ
。
凡
夫
で
あ 

る
け
れ
ど
も
、
位
は
仏
な
ん
だ
。
念
仏
で
き
る
身
と
い
う
て
も
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
の
が
無
上
命
法
。
無
上
命
法
を
感
じ
た
ん
だ
、
 

善 

導
は
ね
。
だ
か
ら
し
て
、
「直
来
」
と
い
う
。
「直
」
を
付
け
た
ん
で
す
ね
。
「直
ち
に
来
た
れ
」
と
い
う
。
回
り
道
せ
ず
に
。
「直
ち
に
来 

た
れ
」
。

考
え
て
考
え
直
し
て
見
て
、

一
つ
よ
う
く
考
え
て
見
い
と
、
 

明
日
で
い
い
、
返
事
は
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
言
っ
と
る
ん
じ
ゃ 

な
い
ん
だ
。
だ
か
ら
し
て' 

人
間
の
立
場
を
認
め
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
人
間
の
立
場
を
換
え
る
ん
だ
。
方
向
転
換
。
人
間
の
立
場
に
立
つ
と 

っ
た
ら
、
そ
れ
は
結
局
遂
に
は
行
き
詰
ま
る
。

一
時
の
救
い
。
永
遠
の
救
い
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
引
つ
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
救
い
な
ん
だ
。
 

引
つ
繰
り
返
さ
れ
て
救
わ
れ
て
く
る
。
引
つ
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
事
は
自
覚
で
し
ょ
。
方
向
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
救
い
じ
ゃ
な
い
。
 

引
つ
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
引
つ
繰
り
返
さ
れ
た
眼
か
ら
見
れ
ば
、
全
部
が
救
わ
れ
て
お
る
。
そ
う
い
う
眼
を
開
く
こ
と
が
救
い
な
ん
だ
。
 

眼
を
開
い
て
見
れ
ば' 

穢
土
の
ま
ま
が
浄
土
な
ん
だ
。
浄
土
と
い
う
の
は
ど
こ
か
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
生
活
に
あ
る
ん
だ
。
穢
土
と
い 

う
の
は
何
か
足
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
生
活
。
足
ら
ん
か
ら
働
く
。
働
い
て
儲
け
る
。
働
い
て
儲
け
れ
ば
満
足
す
る
と
思
う
の
が
無
明
な
ん 

だ
。
働
い
て
儲
け
る
と
尚
更
欲
が
出
て
来
る
。
今
、

一
円
欲
し
い
と
言
う
の
は
一
円
無
い
か
ら
で
し
ょ
。

一
円
入
れ
て
も
し
ば
ら
く
す
る 

と
、
そ
こ
の
方
に
二
円
欲
し
い
、
 

待
つ
と
る
。
二
円
満
た
す
と
、
十
円
欲
し
い
言
う
て
、
下
で
待
つ
と
る
。
底
が
な
い
ん
だ
。
だ
か
ら
、
 

そ
れ
を
煩
悩
と
い
う
ん
で
す
。
満
足
せ
ん
の
を
煩
悩
と
い
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
持
て
ば
持
つ
ほ
ど
欲
し
く
な
る
。
ま
つ
貧
乏
人
が
一
番 

腹
が
膨
れ
る
。
何
か
金
が
溜
っ
て
ち
よ
つ
と
す
る
と
欲
し
く
な
る
。
そ
う
い
う
も
ん
で
あ
っ
て
で
す
ね
、
煩
悩
と
い
う
も
の
は
、
欲
望
と 

い
う
も
の
は
、
与
え
れ
ば
満
足
す
る
も
ん
だ
と
思
う
の
が
無
明
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、
不
満
不
満
と
言
う
て
生
き
て
お
る
の
が
あ
る
け
ど
、
 

満
足
し
て
生
き
て
お
る
の
が
浄
土
だ
。
浄
土
と
い
う
の
は
そ
の
生
活
法
だ
ね
。
浄
土
往
生
と
い
う
た
ら
、
本
当
の
生
活
と
い
う
意
味
な
ん 

だ
。
今
日
と
し
て
生
き
る
ん
だ
。
昨
日
と
か
、
明
日
と
か
い
う
の
を
裁
断
し
て
や
ね
、
今
日
が
も
う
全
体
だ
。
そ
う
い
う
の
を
現
生
不
退 

と
い
う
ん
だ
。
明
日
の
希
望
で
生
き
と
る
ん
で
な
い
ん
だ
。
昨
日
の
習
慣
で
生
き
と
る
ん
で
も
な
い
ん
だ
。
癖
で
生
き
と
る
ん
で
も
な
い
。
101



僅
な
果
な
い
命
を
希
望
で
つ
な
い
で
生
き
と
る
ん
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
前
後
を
裁
断
し
て
、
今
日
を
今
日
と
し
て
生
き
と
る
と
い
う
の 

が
、
現
生
不
退
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
浄
土
の
生
活
な
ん
で
す
。
浄
土
を
向
こ
う
に
置
く
ん
で
な
い
。
浄
土
は
来
と
る
ん
で
す
。

一
 

歩
一
歩
ね
。
ち
ょ
っ
と
ー
服
す
る
か
い
。

そ
う
い
う
よ
う
な
わ
け
で
で
す
ね
、
『
願
生
偈
』
を

『
願
生
偈
』
だ
け
で
見
た
ら
個
人
の
信
仰
告
白
な
ん
だ
け
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
歴
史 

的
意
義
と
い
う
も
の
を
見
な
あ
か
ん
で
す
わ
ね
。
本
願
成
就
文
を
受
け
て' 

二
河
の
譬
喩
を
展
開
す
る
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
事
に
、
照 

ら
し
て
見
て
『
願
生
偈
』
の
簡
単
な
事
も
な
か
な
か
意
義
深
い
も
の
を
感
じ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
ま
迓
こ
の
、
「世
親
菩
薩' 

大
乗
修
多 

羅
真
実
功
徳
に
依
っ
て
」
と
あ
り
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
第
二
行
で
は
こ
の
後
に
「我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
」
と
。

「説
願
偈
総
持
与 

仏
教
相
応
」
「説
願
偈
総
持
与
仏
教
相
応
」
を
入
れ
る
と
序
分
に
な
る
。

真
実
功
徳
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
で
す
ね
、
 

こ
れ 

は
ね
、

「仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
為
す
」
と
こ
う
い
う
よ
う
に
親
鸞
は
言
っ
と
る
で
し
ょ
。

そ
う
い
う
具
合
に
し
て
本
文
に
合
わ
し 

た
わ
け
や
。
「我
依
修
多
羅
真
実
功
徳
相
」
、
修
多
羅
の
体' 

真
実
功
徳
相
、
修
多
羅
は
、
『
無
量
寿
経
』
や
。
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
の
は 

本
願
を
説
き
た
ま
え
る
修
多
羅
。
そ
の
説
か
れ
た
本
願
の
体
は
仏
の
名
号
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
大
乗
修
多
羅
真
実
功
徳
相
。
 

何
か
こ
の
、
大
乗
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
言
う
の
は
、
み
ん
な
言
わ
ん
で
も
わ
か
っ
と
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
大
乗
と
い
う
こ
と 

の
中
に
菩
薩
乗
も
入
る
ん
で
す
け
ど
、
親
鸞
の
言
う
場
合
に
は
、
『
無
量
寿
経
』
に
照
ら
し
て
、
大
乗
は
仏
乗
。

仏
乗
は
一
乗
。

菩
薩
乗 

と
い
う
も
の
は
、
「
二
乗
の
測
る
所
に
非
ず
」
と
い
う
意
味
が
入
る
ん
で
す
。
や
は
り
大
乗
と
言
っ
た
と
き
に
は
、
何
と
言
い
ま
す
か
ね
、
 

大
乗
仏
教
全
体
を
成
就
す
る
『
無
量
寿
経
』
と
。

だ
か
ら'

『
法
華
経
』
と

か

『
華
厳
経
』
と
か
、

そ
ん
な
意
味
じ
ゃ
な
い
と
い
う
意
味 

じ
や
な
い
ん
だ
。
『
華
厳
経
』
も

『
法
華
経
』
も
こ
こ
か
ら
出
た
ん
だ
と
。

こ
う
押
え
て
大
乗
。

こ
う
い
う
も
ん
で
な
い
と
立
教
開
宗
で 

き
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
で
、
「大
乗
」
と
い
う
言
葉
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ん
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら' 

修
多
羅
と
い
う
も
の
の
体
。
こ
れ
は
や
は
り' 

曇
鸞
の
解
釈
を
用
い
た
。
親
鸞
の
言
葉
の
よ
う
に
全
部
が
三
経
七
祖
の
言 

葉
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
親
鸞
に
来
る
と
意
味
が
一
変
し
て
く
る
。
だ
か
ら
、
大
乗
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
親
鸞
が
初
め
て
言
う
の
で
は



な
し
に
、
曇
鸞
大
師
が
「我
依
修
多
羅
」
と
言
う
、
天
親
菩
薩
の
修
多
羅
に
つ
い
て
。
こ
れ
を
大
乗
の
修
多
羅
と
。
ば
く
然
と
い
う
と
修 

多
羅
っ
て
い
う
と
で
す
ね' 

三
蔵
の
一
つ
で
す
ね
。
修
多
羅
蔵' 

毘
奈
耶
蔵
、
阿
毘
達
磨
蔵
と
。
三
蔵
法
師
と
い
う
と
で
す
ね
、
三
蔵
の 

中
の
一
つ
だ
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。
小
乗
の
経
典
の
よ
う
に
そ
う
い
う
意
味
で
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
い
。
修
多
羅
と
い
う
て
も
大
乗
の
修 

多
羅
も
あ
る
ん
だ
と
。
ま
あ
脚
註
で
す
わ
ね
。
脚
註
的
な
意
味
、
大
し
て
深
い
意
味
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
親
鸞
が
受
取
る
と
非
常
に 

深
い
意
味
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
今
言
っ
た
よ
う
に' 

如
来
の
智
慧
海
は
深
広
無
涯
底
で
あ
る
。
「
二
乗
非
所
測
、
唯
仏
独
明
了
」
仏
々
相 

念
の
境
地
だ
。
仏
と
仏
と
の
境
涯
。
こ
の
よ
う
に
深
い
意
味
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
、
親
鸞
は
ね
。
そ
ん
な
深
い 

意
味
で
曇
鸞
は
云
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
。
そ
れ
か
ら' 

名
号
と
い
う
の
も' 

真
実
功
徳
と
い
う
の
も
ね'

『
浄
土
論
』
よ
り 

『
論
註
』
か
ら
言
え
ば
ね
、
お
も
し
ろ
い
ね
。
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
の
は
、
大
乗
修
多
羅
で
あ
る
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
の
は
、
 

一
体
何
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
経
典
か
と
い
う
と
で
す
ね
、
曇
鸞
大
師
は
や
っ
ぱ
り
『
浄
土
論
』
に
依
っ
て
説
か
れ
る
も
ん
だ
か
ら
、
本 

願
を
説
い
た
『
無
量
寿
経
』
、
を
受
け
て
『
浄
土
論
』
が
説
か
れ
た
。

そ
う
す
る
と
そ
こ
に
、

二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
も
の
が
説
い 

て
あ
る
わ
ね
。
「観
彼
世
界
相
」
以
下
そ
れ
な
ん
だ
ね
。

荘
厳
功
徳
。

本
願
と
い
う
も
の
を
説
い
た
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
を
見 

る
場
合
に
は
、
勝
手
に
わ
し
は
こ
う
見
る
と
は
言
わ
ん
で
す
ね
、
そ
れ
が
『
浄
土
論
』
で
す
か
ら
。
『
浄
土
論
』
を
通
し
て
見
る
。
二
十
九 

種
荘
厳
功
徳
を
説
か
れ
た
経
典
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
『
浄
土
論
』
を
通
し
て
『
大
無
量
寿
経
』
を
見
る
ん
だ
ね
。

つ
ま
り
言
っ 

て
み
れ
ば
、

本
願
を
説
い
た
『
無
量
寿
経
』
を
受
け
て
『
浄
土
論
』
は
、

『
浄
土
論
』
と
い
う
ん
だ
か
ら
ね
、
願
生
浄
土
の
、
だ
か
ら
浄 

土
を
書
く
。
『
大
無
量
寿
経
』
は
本
願
を
書
い
て
あ
る
、

そ
れ
を
受
け
た
世
親
の
方
が
『
浄
土
論
』
と
こ
う
言
う
ん
だ
か
ら
、
そ

の

『
浄 

土
論
』
と
い
う
こ
と
を
受
け
て
本
願
を
解
釈
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
浄
土
と
は
本
願
だ
と
言
う
ん
で
す
。
本
願
と
い
う
の
が
浄
土
な
ん
だ
。
 

本
願
で
で
き
た
世
界
を
浄
土
と
い
う
の
で
は
な
い
ん
だ
。
本
願
そ
の
も
の
の
と
こ
ろ
に
我
ら
の
浄
土
が
あ
る
。
本
願
に
目
覚
め
る
、
そ
こ 

に
我
ら
は
浄
土
を
見
い
出
す
ん
だ
。
本
願
の
徳
な
ん
だ
、
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
の
は
。
だ
か
ら
し
て
、
善
導
大
師
な
ん
か
で
も
で 

す
ね
。
弥
陀
の
本
国
と
言
う
ん
だ
。
四
十
八
願
は
弥
陀
の
本
国
な
ん
だ
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
義
を
、
直
截
簡
明
に
。
だ
か
ら
そ
う
い
う



具
合
に
、
曇
鸞
は
い
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
ま
為
非
常
に
素
直
な
解
釈
で
す
わ
ね
。
本
願
を
見
る
の
に
『
浄
土
論
』
を
照
ら
す
。
二 

十
九
種
荘
厳
功
徳
を
説
き
た
ま
え
る
と
こ
う
な
る
。
そ
れ
を
真
実
功
徳
と
い
う
。
何
故
か
と
い
う
と
、
何
故
真
実
と
い
う
の
か
と
い
う
と
、
 

そ
れ
は
法
性
の
国
だ
か
ら
。
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
の
は
人
間
が
積
み
上
げ
た
功
徳
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
本
来
備
わ
っ
と
る
功 

徳
な
ん
だ
、
自
然
に
ね
。
無
為
自
然
に
備
わ
っ
と
る
功
徳
。
人
間
が
作
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
打
て
ば
響
い
た
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
そ
れ 

が
本
当
の
意
味
で
の
創
造
と
い
う
意
味
だ
。
創
作
と
い
う
意
味
な
ん
だ
。
絵
画
き
な
ん
か
で
も
、
人
間
が
努
力
し
て
作
る
と
い
う
が
そ
う 

じ
ゃ
な
い
。
画
家
が
無
に
な
る
。
手
を
動
か
し
て
、
絵
を
画
く
と
、
そ
う
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
花
が
手
に
移
っ
て
来
る
ん
だ
。
花 

が
芸
術
家
の
手
に
移
っ
て
芸
術
家
を
通
し
て
花
自
身
が' 

自
然
の
花
が
、
絵
画
の
花
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
ね
、
絵
で
画 

い
た
花
は
、
自
然
の
花
に
似
と
る
と
こ
う
い
う
ん
で
す
け
ど
、
い
っ
ぺ
ん
絵
の
花
が
出
て
来
る
と
自
然
の
方
が
絵
に
似
と
る
と
こ
う
い
う
。
 

逆
な
ん
だ
。
そ
う
や
ろ
。
そ
れ
が
創
造
と
い
う
ん
だ
。
は
じ
め
は
自
然
の
花
を
見
て
花
の
絵
を
画
く
。
花
の
絵
が
成
り
立
つ
と
い
う
と
、
 

今
度
は
自
然
の
花
の
方
が
絵
の
花
の
方
に
似
る
ん
で
す
。
そ
う
や
ろ' 

の
お?

。

「
で
も' 

見
る
人
や
と
ね' 

あ
れ
つ
、
こ
れ
本
物
の
花
み
た
い
に
見
え
る
わ
と
言
っ
て
」(
聴
講
者)

「
え
つ
」(
安
田
先
生)

「見
る
と
こ
れ
、
本
物
の
花
み
た
い
に
見
え
る
わ
と
言
っ
て
……

」(
聴
講
者)

そ
ん
な
ら
写
真
の
方
が
い
い
。
そ
う
や
ろ
。
そ
の
方
が:

：:

。
そ
の
ま
ま
以
上
に
せ
ん
と
あ
か
ん
の
や
。
自
然
の
方
が
似
て
く
る
ん
だ' 

絵
の
花
に
。
ま
あ
花
と
い
う
て
も
例
え
だ
け
ど
ね
。
例
え
ば
、
ラ
ス
コ
ー
ル
ニ
コ
フ
と
い
う
人
物
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
。
ラ
ス
コ
ー
ル
ニ
コ 

フ

と

い

う

よ

う

な

。
ド
フ
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
。
そ
う
い
う
人
間
が
お
る
と
や
ね' 

ラ
ス
コ
ー
ル
ニ
コ
フ
は
彼
に
似
と
る
と
言
わ
ん
わ 

ね
。
彼
は
ラ
ス
コ
ー
ル-
ー
コ
フ
に
似
と
る
と
こ
う
言
い
出
す
。
ラ
ス
コ
ー
ル
ニ
コ
フ
に
似
と
る
や
つ
が
出
て
来
よ
る
と
こ
う
言
い
出
す
だ 

ろ
う?

そ
う
じ
ゃ
な
い
。
で
し
ょ
う?

。
そ
り
ゃ
、
傑
作
な
ん
だ
。
人
間
像
を
作
っ
た
ん
だ
。
人
間
の
タ
イ
プ
。
ラ
ス
コ
ー
ル
ニ
コ
フ
に 

似
と
る
と
み
ん
な
こ
う
言
い
出
す
ん
だ
。
逆
な
ん
だ
。
逆
な
場
合
、
何
か
い
う
と' 

ま
あ
言
っ
て
み
れ
ば
、
作
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
表



わ
れ
た
も
ん
だ
。
芸
術
家
の
手
の
力
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
を
荘
厳
と
い
う
ん
だ
、
そ
れ
を
ね
。
荘
厳
と
い
う
も
の
が
本
当
の
意
味
の
創
作
な 

ん
だ
。
か
な
し
ば
り
を
与
え
る
ん
だ
。
形
の
な
い
中
に
形
を
見
い
出
す
ん
だ
。
外
か
ら#

え
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
形
な
き
形
で
あ
る
。
 

そ
う
い
う
も
ん
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
だ
か
ら
ね
、
目
で
見
て
美
し
い
と
感
ず
る
ん
だ
。
わ
し
ゃ
、
絵
を
画
け
ん
け
ど
、
美
し
さ
を
感
ず 

る
か
ら
。
素
人
と
芸
術
家
が
違
う
の
は
、
見
た
こ
と
が
造
る
こ
と
に
な
る
。
素
人
は
見
る
こ
と
と
造
る
こ
と
が
別
に
な
る
。
見
て
美
し
い 

け
ど
手
が
動
か
ん
わ
ね
。
と
こ
ろ
が
画
家
の
場
合
は
目
の
廷
長
が
手
に
な
る
ん
だ
。
手
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
だ
。
見
ら
れ
た 

も
の
が
見
る
も
の
に
な
っ
て
く
る
ん
だ
。
見
ら
れ
た
も
の
が
見
る
も
の
を
通
し
て
自
己
を
表
現
し
て
来
る
。
そ
れ
が
、
法
性
法
身
が
方
便 

身
を
生
み
出
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は
ね' 

「無
か
ら
の
創
造
」
と
い
う
ん
だ
。

神
が
世
界
を
造
っ
た
。

「無
か
ら
の
創
造
」
こ
っ
ち 

の
方
で
は
、
法
性
、
形
な
き
、
色
も
ま
し
ま
さ
ん
、
形
も
ま
し
ま
さ
ん
法
性
法
身
が
形
を
表
わ
し
み
名
を
示
し
て
方
便
法
身
と
な
る
。
こ 

う
い
う
具
合
に
な
る
。
そ
れ
が
荘
厳
だ
。
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
な
こ
と
言
う
と
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
今
言
っ
た
よ
う
に
、
何
か
こ
の
、
 

キ
リ
ス
ト
教
と
か
仏
教
と
か
そ
う
い
う
も
の
の
歴
史
に
固
執
す
れ
ば
ね
、
い
ろ
い
ろ
違
う
と
言
う
か
も
知
れ
ん
け
ど
ね
。
僕
は
あ
ん
ま
り 

違
っ
と
ら
ん
と
思
う
。
歴
史
の
事
情
は
違
っ
と
る
こ
と
は
違
っ
と
る
け
ど
ね
。
そ
こ
に
願
っ
と
る
も
の
は
同
じ
も
の
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
そ 

れ
だ
か
ら
皆
が
頷
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
仏
教
が
本
当
だ
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
人
も
頷
く
か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
を
や
め 

と
言
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
ま
ま
で
頷
く
。
そ
れ
が
仏
教
の
普
遍
性
や
な
い
か
な
。
み
ん
な
を
回
心
さ
せ 

て
や
ね
、
全
部
洗
脳
す
る
必
要
が
な
い
ん
だ
。
そ
う
い
う
よ
う
な
の
が
大
乗
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
や
め
て
来
い
と
い
う
よ
う
な 

こ
と
は
言
わ
ん
。

つ
ま
り
、
も
っ
と
適
宜
に
言
え
ば
、
愚
か
な
者
が
賢
く
な
れ
と
言
わ
ん
の
で
す
。
愚
か
な
ま
ま
で
頷
け
る
。
賢
い
人
で 

も
頷
け
る
。
愚
か
な
者
で
も
頷
け
る
。

つ
ま
り
誰
で
も
わ
か
る
。
特
別
な
人
で
な
い
と
わ
か
ら
ん
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
。
誰
で
も
わ
か 

る
と
い
う
事
が
原
則
で
あ
る
。
誰
で
も
わ
か
る
と
い
う
事
は
、
頭
の
中
を
標
準
に
す
る
と
わ
か
ら
ん
。
頭
で
わ
か
る
の
は
頭
の
い
い
人
だ 

け
が
わ
か
る
。
頭
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
誰
で
も
わ
か
る
と
い
う
も
の
は
な
い
ん
で
す
。
も
っ
と
根
源
的
な
感
動
だ
わ
。
わ
か
る
と
い
う
事 

は
ね
。
わ
か
る
と
い
う
事
は
ど
う
い
う
事
が
わ
か
る
と
い
う
か
と
い
う
と
、
わ
か
る
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
段
階
が
あ
る
け
ど
も
、
誰
で
も



わ
か
る
と
い
う
意
味
の
わ
か
り
方
と
い
う
も
の
は
、
共
鳴
な
ん
だ
。

共
感
共
鳴
な
ん
だ
。

そ
れ
を

「相
応
」
と
言
う
ん
だ
。
「与
仏
教
相 

応
」
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
、
呼
応
と
い
う
意
味
で
す
。
呼
び
応
え
る
。
曾
我
さ
ん
の
言
わ
れ
る"

感
応
〃
や
。
感
応
道
交
や
。
共
感
共 

鳴
。
打
て
ば
響
く
と
い
う
や
つ
ね
。
そ
う
い
う
の
が
わ
か
る
と
い
う
意
味
や
。
頭
じ
ゃ
な
い
や
ろ
。
頭
が
い
い
と
か
悪
い
と
か
関
わ
り
な 

い
。
男
に
も
女
に
も
区
別
が
な
い
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
仏
教
徒
に
区
別
が
な
い
。
万
人
に
共
感
共
鳴
す
る
。
そ
れ
が
大
乗
や
。
僕
は
、
教 

学
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
ん
や
と
思
う
。
教
学
が
死
ん
で
い
く
の
は
、
 

教
理
に
す
る
か
ら
。
こ
れ
ま
で
布
教
と
か
何
と
か
い
う
の
が 

誤
ま
っ
て
来
た
の
は
、
浄
土
真
宗
の
教
理
、
他
力
の
教
理
。
こ
う
い
う
も
ん
を
特
別
に
考
え
て
、
そ
れ
を
門
徒
の
人
に
憶
え
込
ま
せ
る
と
。
 

こ
う
い
う
よ
う
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て' 

何
か
そ
こ
に
そ
の' 

門
徒
と
か
そ
う
い
う
よ
う
な
教
団
の
門
徒
と
い
う
よ
う
な
型
を#

え
る
ん
だ
。
 

末
香
臭
い
人
間
を
、
 

造
っ
ち
ま
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
の
が
教
化
す
る
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
は
仏
法
の
奴
隸
に
し
た
だ
け
な
ん
で
す 

ね
。
世
間
の
奴
隸
か
ら
解
放
さ
れ
た
途
端
に
仏
法
の
奴
隸
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
非
常
に
誤
ま
っ
た
結
果
が
く
る
の
は
仏
法 

が
教
理
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。

一
番
大
事
な
の
は
、
教
学
と
い
う
問
題
。
教
学
と
い
う
の
は
教
理
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
人
間
の 

本
来
の
ヒ
ュ
ー
マ-
ー
テ
ィ
や
ね
。
何
ち
ゃ
う
ん
で
す
か
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
イ
チ
ャ
ー
ち
ゅ
う
か
ね
、
 

本
当
の
深
い
意
味
の
人
間
心
や
ね
。
 

そ
の
勧
告
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
感
動
だ
わ
。
純
粋
な
ね
。
人
間
ら
し
い
感
動
。
本
来
持
つ
と
る
感
動
や
。
人
間
主
義
的
な
主
張 

や
な
い
。
主
義
に
な
っ
た
ら
あ
か
ん
の
や
。
人
間
が
本
来
持
つ
と
る
感
動
や
。
そ
れ
は
本
来
持
つ
と
る
。
与
え
ら
れ
る
も
ん
や
な
い
ん
や 

か
ら
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
も
の
を
解
放
す
る
。
思
い
込
ま
せ
る
ん
や
な
い
。
思
い
込
ん
だ
も
の
を
取
っ
て
、
解
放
す
る
。
こ
れ
が
教
学
の 

仕
事
や
。
何
か
与
え
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
持
ち
過
ぎ
と
る
も
ん
を
取
っ
て
、
所
有
物
を
取
っ
て
本
来
持
つ
と
る
も
ん
を
あ
ら
わ
に
し 

て
く
る
と
い
う
の
が
教
学
。
そ
い
つ
を
み
ん
な
失
っ
て
お
る
ん
で
す
わ
。
無
明
で
、
欲
で
ね
。
人
間
は
足
ら
ん
で
困
っ
と
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
 

持
ち
過
ぎ
て
困
っ
と
る
ん
だ
。
ま
だ
持
た
ん
な
ら
ん
と
思
っ
と
る
か
ら
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
 

そ
う
い
う
も
の
を
本
当
に
空
に
す
る
。
そ
れ 

を
凡
夫
に
帰
る
と
言
う
ん
で
す
。
凡
夫
と
い
う
新
鮮
な
感
覚
に
帰
る
。
そ
う
い
う
の
が
教
学
と
い
う
。
み
ん
な
憶
え
ん
で
も
い
い
そ
ん
な 

事
を
言
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
感
覚
と
い
う
も
の
が
大
事
だ
と
。
感
覚
と
い
う
も
の
が
失
な
わ
れ
ん
の
な
ら
、
な
ん
ぼ
憶
え
て
も
い
い
。
な
ん



ぼ
憶
え
て
も
、
憶
え
た
も
の
に
引
き
ず
り
回
さ
れ
ん
。
感
覚
な
し
に
憶
え
り
や
憶
え
た
も
の
の
奴
隸
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 

ま
つ
そ
う
い
う
意
味
で
、
『
浄
土
論
』
や
曇
鸞
大
師
で
は
、
「真
実
功
徳
を
説
き
た
ま
え
り
」
こ
う
い
う
意
味
に
な
る
。
そ
れ
を
親
鸞
は 

否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
親

鸞

は

「本
願
を
説
き
た
ま
え
り
」
と
。
『
浄
土
論
』
で

は

「荘
厳
功
徳
を
説
き
た
ま
え
り
」
と
こ
う
言
う
。
 

本
に
帰
し
た
ん
で
す
。
荘
厳
功
徳
を
以
て
本
願
を
説
く
。
本
願
を
や
め
て
荘
厳
功
徳
を
説
く
ん
じ
ゃ
な
い
。
本
願
の
徳
を
あ
ら
わ
す
ん
だ 

本
願
は
形
が
な
い
か
ら
。
本
願
そ
の
も
の
は
法
性
法
身
。
形
が
な
い
。
だ
か
ら
荘
厳
功
徳
と
い
う
形
を
以
て
本
願
を
表
現
す
る
ん
だ
。
結 

局' 

浄
土
を
表
現
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
浄
土
を
以
て
本
願
を
表
現
し
た
ん
だ
。
本
願
を
説
く
と
言
っ
た
親
鸞
は
で
す
ね
。
 

さ
て
、
そ
の
荘
厳
功
徳
と
い
う
の
は
浄
土
の
荘
厳
功
徳
と
い
う
こ
と
に
違
い
な
い
で
す
け
ど
、
浄
土
の
荘
厳
功
徳
は
ね' 

得
た
い
も
の 

に
得
さ
せ
る
と
い
う
だ
け
で
な
し
に
、
浄
土
で
な
い
と
こ
ろ
ま
で
、
衆
生
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
穢
土
の
衆 

生
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
。
浄
土
を
穢
土
に
行
ず
る
ん
だ
。
浄
土
を
浄
土
だ
け
に
置
い
て
お
か
ず
に
浄
土
と
い
う
も
の
を
穢
土 

に
与
え
る
。
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
方
法
が
な
い
ん
だ
。
浄
土
へ
行
け
る
も
ん
だ
け
行
け
る
、
 

行
け
ん
も
ん
は
そ
れ
で
い
い
か
と
い
う
の 

で
は
な
い
。
仏
法
は
わ
か
っ
た
も
ん
だ
け
わ
か
っ
た
、
わ
か
ら
ん
も
ん
は
仕
方
な
い
。
こ
う
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
浄
土
に
呼
び
覚
ま
す
と 

い
う
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
。
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
に
目
を
覚
ま
す
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
わ
ね
。
そ
こ
に
名
号
と
い
う
も
の
が
あ 

る
。
だ
か
ら
し
て
、
親
鸞
は
真
実
功
徳
と
い
う
の
は
名
号
で
あ
る
。
浄
土
で
あ
る
と
こ
う
言
わ
ず
に
名
号
で
あ
る
。
浄
土
は
名
号
の
向
こ 

う
に
あ
る
ん
で
は
な
く
、
名
号
の
中
に
浄
土
が
あ
る
。
念
仏
の
中
に
浄
土
が
あ
る
。
念
仏
の
向
こ
う
の
方
に
浄
土
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
 

こ
う
い
う
よ
う
な' 

意
味
ね
。
真
実
功
徳
と
い
う
こ
と
は
浄
土
と
い
う
事
は
間
違
い
で
は
な
い
よ
。
浄
土
を
や
め
て
名
号
に
し
た
ん
じ
ゃ 

な
い
。
浄
土
そ
の
も
の
を
与
え
た
ん
だ
。
浄
土
は
浄
土
だ
け
に
で
な
く
穢
土
に
も
浄
土
を
与
え
た
。
浄
土
が
動
い
て
く
る
。
浄
土
は
静
止 

し
て
お
る
け
ど
、
静
止
し
て
お
る
浄
土
を
動
詞
に
し
て
く
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
名
号
な
ん
だ
。
名
号
を
通
し
て
浄
土
を
、
浄
土
は
仏
の 

中
に
あ
る
、
自
然
の
浄
土
は
、
仏
の
覚
り
で
す
か
ら
。
仏
の
覚
り
を
仏
だ
け
に
置
か
ず
に
、
十
方
世
界
に
普
遍
に
流
行
さ
せ
る
。
こ
う
い 

う
の
が
名
号
や
。
だ
か
ら
、
 

名
号
で
満
足
す
る
と
い
う
こ
と
が
浄
土
な
ん
だ
。
名
号
で
浄
土
の
徳
を
満
足
す
る
。
穢
土
に
お
っ
て
も
ね
。



だ
か
ら
、
真
実
功
徳
と
い
う
の
は
共
通
な
ん
だ
。
真
実
功
徳
は
浄
土
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
名
号
の
内
容
な
ん
だ
。
功
徳
と
い
う
こ
と
に
も 

ね
、
「真
実
」
と
い
う
こ
と
が
置
い
て
あ
る
か
ら
大
事
な
ん
だ
。

こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
序
分
は
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
い
う
と
き
に
は
で
す 

ね
、
量
功
徳
と
か
、
あ
る
い
は
清
浄
功
徳
と
か
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
も' 

い
ち
い
ち
「真
実
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り 

返
し
て
い
な
い
ん
で
す
わ
。
こ
こ
の
一
番
始
め
の
所
に
「真
実
」
と
い
う
言
葉
が
置
い
て
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
後
の
方
に
、
ず
っ
と
読 

ん
で
い
く
と
い
う
と
で
す
ね' 

そ
う
す
る
と
そ
こ
に
何
が
あ
る
で
し
ょ
。
「彼
の
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
」
と
い
う
所
が
あ
る
で
し 

よ
。

不
虚
作
持
功
徳
だ
わ
ね
。
「彼
の
如
来
の
本
願
力
を
観
ず
る
に
凡
愚
遇
う
て
空
し
く
過
ぐ
る
者
な
し
。

一
心
に
専
念
す
れ
ば
速
や
か 

に
、
真
実
功
徳
の
大
宝
海
を
満
足
せ
し
む

と
あ
る
で
し
ょ
う
。
『
願
生
偈
』
で
は
、
「観
仏
本
願
力 

遇
無
空
過
者 

能
令
速
満
足 

功 

徳
大
宝
海
」
こ
う
簡
潔
に
言
っ
と
る
け
ど
、
親
鸞
は
そ
こ
に
お
ぎ
な
っ
て
い
る
。

た

だ

「功
徳
大
宝
海
」
と
あ
る
ん
だ
け
ど
、
「真
実
功 

徳
大
宝
海
」
と
。
「真
実
」
を
も
っ
て
く
る
ん
だ
ね
。

こ
う
表
わ
す
わ
け
で
す
わ
。

だ
か
ら
こ
れ
を
非
常
に
注
意
し
た
ん
だ
。

功
徳
で
あ 

る
な
ら
何
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
曇
鸞
大
師
は
注
意
し
て
で
す
ね
、
真
実
功
徳
を
注
意
せ
よ
、
真
実
と
い
う
の
は
不 

実
功
徳
に
対
す
る
。
こ
う
言
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
で
も
で
す
ね
。
そ
れ
は
大
事
な
事
な
ん
だ
け
ど
、
何
と
も
思
わ
ん
の
は
、
真
実
は
不
実
で 

な
い
で
し
ょ
。
不
実
は
真
実
で
な
い
。
当
た
り
前
の
事
を
言
う
と
る
。
白
い
の
は
黒
で
な
い
、
黒
い
の
は
白
で
な
い
と
い
う
こ
と
。
何
で 

も
な
い
こ
と
だ
と
思
う
の
は
何
故
思
う
か
と
言
う
と' 

人
間
は
努
力
す
れ
ば
真
実
で
も
あ
り
功
徳
で
も
あ
り
得
る
と
思
う
か
ら
、
そ
れ
で 

何
で
も
な
い
と
思
う
。
曇
鸞
大
師
が
注
意
し
た
の
は
ね
、
人
間
は
い
か
に
努
力
し
て
も
人
間
の
つ
く
っ
た
努
力
は
不
実
功
徳
な
ん
だ
と
い 

う
こ
と
、

こ
う
い
う
こ
と
を
注
意
し
と
っ
た
ん
だ
。
「真
実
」
は
如
来
を
言
う
ん
だ
。
如

を

「真
」
と
言
う
。
来

を

「実
」
と
言
う
ん
だ 

と
。
人
間
に
は
成
り
立
た
ん
か
ら
し
て
真
実
。
こ
う
い
う
注
意
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
無
為
自
然
の
と
き
な
ん
だ
。
 

造
っ
た
も
の
で
は
な
い
ん
だ
。
無
為
自
然
だ
ね
。
色
も
ま
し
ま
さ
ず' 

形
も
ま
し
ま
さ
ん
色
や
形
な
ん
だ
。
だ
か
ら
し
て
、
何
か
得
て
う 

ま
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
の
は
真
実
功
徳
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
は
不
実
功
徳
。
う
ま
い
こ
と
し
た
人
間
だ 

け
が
悲
観
す
る
。
う
ま
い
こ
と
す
る
と
い
う
と
や
ね
、
今
度
は
失
う
ま
い
と
す
る
わ
ね
。
失
っ
た
ら
悲
観
す
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
わ
け



で
、
か
え
っ
て
持
っ
た
こ
と
が
、
持
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
持
た
れ
て
し
ま
う
。
人
間
は
所
有
欲
に
よ
っ
て
迷
う
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
人
間 

が
思
い
ど
お
り
に
な
っ
た
ら' 

ど
こ
ま
で
堕
落
す
る
か
わ
か
ら
ん
で
す
。
思
い
ど
お
り
に
な
ら
ん
で
す
か
ら
。
自
然
に
そ
れ
は
守
ら
れ
て 

い
る
よ
う
な
も
ん
だ
。
そ
う
い
う
よ
う
に' 

思
い
ど
お
り
に
い
く
と
か
い
か
ん
と
か
言
っ
と
る
と
こ
ろ
に
、
真
実
功
徳
が
見
え
ん
の
で
す
。
 

一
番
大
事
な
も
の
は
目
に
見
え
ん
。
色
も
ま
し
ま
さ
ん
、
形
も
ま
し
ま
さ
ん
と
い
う
と
こ
ろ
に
本
当
の
も
の
が
あ
る
ん
で
す
。
 

何
ち
ゅ
う
か
ね
、

ま
つ
僕
は
そ
う
い
う
こ
と
は
、

ち
ょ
っ
と
見
え
ん
け
ど
、
「
か
た
じ
け
な
い
」
幸
で
あ
ろ
う
が
不
幸
で
あ
ろ
う
が
、
 

生
き
て
お
る
こ
と
が
か
た
じ
け
な
い
。
幸
福
を
得
た
か
ら
、
か
た
じ
け
な
い
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
不
幸
で
あ
っ
て
も
生
き
て
お
る
こ
と
が 

か
た
じ
け
な
い
。
今
病
気
に
な
っ
て' 

一
瞬
の
後
に
死
ん
で
い
く
と
、
そ
れ
で
も
そ
の
息
は
貴
重
や
。
命
に
目
覚
め
て
い
く
と
い
う
こ
と 

は
、
肉
体
は
死
ん
で
も
、
目
覚
め
た
時
と
い
う
の
は
永
遠
不
滅
や
。
長
生
き
し
て
も
そ
れ
に
目
覚
め
な
き
ゃ
、
遂
に
宝
の
山
に
埋
ま
っ
て 

宝
を
失
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
生
ま
れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
し
て
、

一
瞬
の 

命
で
も
そ
の
意
味
に
目
覚
め
た
ら
、
意
味
は
永
遠
で
あ
る
。
意
味
は
不
死
な
ん
だ
。
肉
体
は
滅
し
て
も
、
命
は
不
死
な
ん
だ
。
こ
う
い
う 

存
在
の
意
味
と
い
う
も
の
を
自
覚
す
る
機
会
を
、
人
間
に
与
え
ら
れ
て
お
る
ん
だ
。
そ
こ
に
、
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
 

こ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
は
ね
、
無
功
徳
と
い
う
ん
だ
。
真
実
功
徳
と
い
う
と
き
に
は
、
無
功
徳
の
功
徳
だ
と
い
う
ん
だ
。
何
も
う
ま
い
こ 

と
し
た
か
ら
得
た
と
い
う
も
ん
で
は
な
い
。
そ
の
ま
ま
と
い
う
ん
だ
。
そ
の
ま
ま
の
か
た
じ
け
な
さ
っ
て
も
の
を
あ
ら
わ
す
ん
で
す
ね
。
 

後
で
言
い
ま
す
け
ど
、
「願
生
安
楽
国
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
、
天
親
菩
薩
、
帰
命
の
意
と
い
う
ね
、
「帰
命
の
意
な
り
」
こ
れ
は
ま
运
、
 

『
論
註
』
に
あ
る
。
「帰
命
」
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
「帰
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
け
ど
、
同
時
に
善
導
大
師
の
言
葉
。
「帰
命
」
と 

い
う
こ
と
の
中
に
「発
願
回
向
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

「帰
」
と
い
う
だ
け
で
な
し
に
「願
」

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
 

「発
願
回
向
」
と
い
う
ね
。
そ
れ
を

「義
」
と

「意
」
で
表
わ
す
。
「意
義
」
で
す
ね
。

「意
味
」
と
い
う
も
の
を
言
葉
で
表
わ
す
の
が
「意
義
」
な
ん
だ
。
「意
味
」
を
語
義
と
し
て
表
わ
す
の
が
「意
義
」
な
ん
で
す
ね
。
 

そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
何
ち
ゅ
う
か
、
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
の
が
「意
味
」
な
ん
だ
。
「意
味
」
は
考
え
る
ん
で
な
い
。
感
ず
る



も
の
な
ん
だ
。
そ
れ
は
大
事
な
ん
だ
。
意
味
感
覚
な
ん
だ
。
話
は
途
中
だ
け
ど
ね
、
両
方
に
照
ら
し
て
や
ね
、
「本
願
成
就
の
文
」
と

「
二 

河
喩
」
の
文
と
で
す
ね
、
特
に
名
号
と
い
う
も
ん
が
出
て
来
る
。

つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
ゝ
名
号
に
よ
っ
て
一
心
を
賜
わ
る
。
名
号
と
い 

う
も
の
が
あ
る
ん
だ
っ
た
ら
、
名
号
が
名
号
の
た
め
に
で
な
い
、
 

一
心
を
与
え
る
た
め
に
名
号
を
選
ん
だ
。
名
号
に
お
い
て
一
心
を
開
く 

時
に
だ
ね
、
開
く
時
に' 

浄
土
全
体
の
徳
を
、
宿
業
の
身
に
満
足
す
る
ん
で
す
わ
。
「能
令
速
満
足
」
ゝ
時
に
や
ね
。
名
号
で
満
足
す
る\ 

浄
土
の
。
し
か
し
、
名
号
で
満
足
、
い
つ
満
足
す
る
か
と
い
う
と
信
ず
る
と
き
に
満
足
す
る
。
そ
こ

の
「
で
」
と

「時
」
を
区
別
せ
な
い 

か
ん
。
名
号
で
満
足
す
る
。
「
い
つ
」
信
ず
る
と
き
に
。
「誰
が
」
信
ず
る
人
が
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
も
、
 

い
ろ
い
ろ
照
ら
し
て
あ
き 

ら
か
に
し
て
い
く
。
今
日
は
、 

そ
こ
ま
で
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

(
本
稿
は
昭
和
五
十
年
一
月
十
九
日
、
岐
阜
県
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
講
義
の
筆
錄
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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