
信
仰
的
実
存

本
願
成
就
の
文
を
手
掛
り
と
し
て-

讎 

弘

信

序

親
鸞
に
お
い
て
領
解
さ
れ
た
、
本
願
の
機
と
し
て
の
人
間
を
あ
ら
わ
す 

語
の
一
つ
に
「
凡
夫
」
が
あ
る
。

「
凡
夫
」
は
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
ら
な
り
。
本
願
力
を
信
楽
す
る
を 

む
ね
と
す
べ
し
と
な
り
。 

(

『
一
念
多
念
文
意
』
聖
典
五
四
四
頁) 

こ
の
本
願
の
機
、
す
な
わ
ち
本
願
の
対
象
に
し
て
本
願
力
を
信
楽
す
べ
き 

存
在
と
し
て
の
「
凡
夫
」
と
は
、
観
念
の
中
で
構
築
さ
れ
美
化
さ
れ
た
人 

間
像
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、

凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お 

お
く
、

い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、
 

ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
 

た
え
ず
と
、

水
火
二
河
の
た
と
え
に
あ
ら
わ
れ
た
り
。(

『
一
念
多
念 

文
意
』
聖
典
五
四
五
頁)

①

と
語
ら
れ
る
よ
う
な
「
よ
ろ
ず
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
」
て
、
日
々
万
事
に 

わ
た
っ
て
煩
悶
憂
苦
し
、

「
心
の
た
め
に
走
せ
使
い
て
、
安
き
時
あ
る
こ 

②
 

③

と
な
」
き
人
間
、
す
な
わ
ち
「
具
縛
の
凡
愚
」
を
言
う
の
で
あ
る
。

親
薦
の
生
き
た
時
代
社
会
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は 

う
み
か
わ
に
、
あ
み
を
ひ
き
、

つ
り
を
し
て
、
世
を
わ
た
る
も
の
も
、
 

野
や
ま
に
、
し
し
を
か
り
、
と
り
を
と
り
て
、

い
の
ち
を
つ
ぐ
と
も 

が
ら
も
、
あ
き
な
い
を
も
し
、
田
畠
を
つ
く
り
て
す
ぐ
る
ひ
と
も
、
 

(

『歎
異
抄
』
聖
典
六
三
四
頁)

と
語
ら
れ
る
「
屠
沽
の
下
類
」
す
な
わ
ち
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の 

⑤
ご
と
」
き
社
会
最
底
辺
の
生
活
者
の
姿
を
と
っ
て
い
る
。
 

そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
る
時
代
社
会
の
限
定
に
よ
っ
て
、
全
く
異
っ
た
生
活 

様
態
、
生
き
様
を
呈
し
て
は
い
て
も
、
鎌
倉
期
の
彼
ら
も
、
現
代
に
生
き 

る
我
々
も
、
と
も
に
「
具
縛
」
と
い
う
現
実
に
お
い
て
苦
悩
の
生
を
生
き 

ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
、
聖
者
も
凡
俗
も
、
賢
人
も
愚
者
も
、
皆
等
し 

く

「
凡
愚
」
の
悲
し
み
を
背
負
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
人
間
は
、
人 

間
で
あ
る
と
い
う
そ
の
事
実
に
お
い
て
、
す
で
に
普
遍
の
課
題
を
荷
っ
て 

い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
の
人
間
の
課
題
性
を
示
す
言
葉
に
「
空
過
」
が
あ
る
。
空
過
、
空
し 

く
過
ぎ
る
と
は
、
人
間
の
生
存
が
無
意
味
に
、
自
己
の
生
に
確
固
た
る
意 

味
を
見
出
し
得
ぬ
ま
ま
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
か
ろ
う 

か
。
死
と
い
う
現
実
の
前
で
崩
壊
す
る
他
な
い
生
の
意
味
し
か
見
出
し
得 

ぬ
と
こ
ろ
に
人
間
の
課
題
性
が
あ
る
と
言
え
は
し
な
い
か
。

こ
の
煩
悶
憂
苦
す
る
こ
と
多
き
人
生
に
お
い
て
、
我
々
は
必
ず
し
も
相 

互
敬
愛
、
相
互
扶
助
の
人
間
関
係
を
形
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
お 

よ
そ
程
遠
い
離
反
と
癒
着
に
満
ち
た
人
間
関
係
の
中
に
あ
る
。
そ
の
よ
う 

な
中
に
あ
っ
て
人
間
は
孤
独
で
あ
る
。
真
に
他
を
理
解
す
る
こ
と
も
な
け 

れ
ば
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

「
独
り
生
じ
独
り
死
し
独
り
去
り
独



⑥り
来
」
る
は
厳
然
た
る
生
の
事
実
で
あ
る
が
、
人
は
苦
悩
の
中
で
孤
独
を 

知
り
、
孤
独
と
知
っ
て
苦
悩
す
る
。
そ
し
て
孤
独
な
る
が
故
に
、

一
層
人 

は
友
を
、
自
己
の
苦
悩
を
真
に
理
解
し
、
共
に
歩
ん
で
く
れ
る
同
伴
者
を
求 

め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
友
を
求
め
る
営
み
の
中
で
、
逆
に
他 

を
疎
外
し
て
孤
独
を
深
め
る
と
い
う
矛
盾
を
犯
す
の
も
又
、
人
間
で
あ
る
。
 

そ
し
て
人
間
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
満
ち
た
生
の
営
み
全
体
を
非
本 

来
な
る
も
の
、
本
来
性
を
喪
失
し
た
も
の
と
し
て
異
和
感
を
、
又
空
虚
な 

る
も
の
と
し
て
虚
無
感
を
、
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
異
和
感
に
し
ろ 

虚
無
感
に
し
ろ
、
そ
れ
は
ご
く
か
す
か
な
、
た
ま
さ
か
の
も
の
で
あ
る
に 

過
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
存
在
の
根
源
か
ら
の
問
い
か
け
、
存
在 

そ
の
も
の
が
発
し
た
空
過
へ
の
危
険
信
号
で
あ
る
と
言
え
る
。
何
故
な
ら 

人
は
時
と
し
て
、

「
人
間
は
何
の
為
に
生
き
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い 

の
形
を
と
っ
て
生
の
意
味
の
喪
失
を
訴
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な 

問
い
が
惹
起
す
る
と
こ
ろ
に
す
で
に
、
本
来
性
を
失
っ
た
ま
ま
空
し
く
過 

ぎ
て
い
く
と
い
う
生
の
問
題
性
が
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
親
鸞
の
、
 

「
凡
夫
」
イ
コ
ー
ル
「
本
願
力
を
信
楽
す
る
を
む
ね
と
す
べ
」
き
存
在
と 

い
う
定
義
で
あ
る
。
本
願
力
の
信
楽
を
人
生
に
お
け
る
根
本
事
と
せ
ぬ
限 

り
、
そ
の
本
来
性
を
回
復
し
得
ず
、
人
生
の
意
義
を
も
充
足
出
来
な
い
存 

在
、
そ
の
課
題
性
を
超
克
し
得
な
い
存
在
が
「
凡
夫
」
と
し
て
の
「
わ
れ 

ら
」
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
私
は
、
本
願
力
の
信
楽
す
な
わ
ち
本
願
力
回
向
成
就
の 

信
を
語
る
「
本
願
成
就
の
文
」

諸
有
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一

念
せ
ん
。
至
心
に
回
向
せ
し
め
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
。
た
だ
五
逆 

と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
。(

『大
無
量
寿
経
』
聖
典
ニ
ー
ニ
頁) 

を
手
掛
り
と
し
て
、
空
過
を
必
然
と
す
る
人
間
の
問
題
性
と
そ
れ
を
超
克 

し
て
い
く
信
心
の
内
実
、
お
よ
び
獲
信
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
新
し
い
生 

の
内
実
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一

因
位
法
蔵
菩
薩
の
発
願
に
お
い
て
「
設
我
得
仏 

十
方
衆
生
」
と
喚
わ 

れ ヽ

「
若
不
生
者 

不
取
正
覚
」
と
誓
わ
れ
る
「
衆
生
」
と
は
い
か
な
る

⑦
 

存
在
で
あ
ろ
う
か
。

「
三
有
に
輪
転
し
て
衆
多
の
生
死
を
受
く
る
」
衆
生 

は
そ
の
ま
ま
、

本
願
の
成
就
に
お
い
て
、

信
心
の
主
体
た
る
「
諸
有
衆 

生
」

へ
と
転
ぜ
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
法
蔵
菩
薩
大
悲
発 

願
の
必
然
的
契
機
と
な
る
課
題
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ 

の
衆
生
の
課
題
性
と
如
来
発
願
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
語
る
の
が
、
曇
鸞 

の

「
真
実
功
徳
相
」
は
、
二
種
の
功
徳
あ
り
。

一
つ
に
は
、
有
漏
の
心 

よ
り
生
じ
て
法
性
に
順
ぜ
ず
。
い
わ
ゆ
る
凡
夫
人
天
の
諸
善
・
人
天 

の
果
報
、
も
し
は
因
・
も
し
は
果
、
み
な
こ
れ
顚
倒
す
、
み
な
こ
れ 

虚
偽
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
不
実
の
功
徳
と
名
づ
く
。

二
つ
に
は
、
菩 

薩
の
智
慧
・
清
浄
の
業
よ
り
起
こ
り
て
仏
事
を
荘
厳
す
。
法
性
に
依 

っ
て
清
浄
の
相
に
入
れ
り
。
こ
の
法
顚
倒
せ
ず
、
虚
偽
な
ら
ず
、
真 

実
の
功
徳
と
名
づ
く
。

い
か
ん
が
顚
倒
せ
ざ
る
、
法
性
に
依
り
二
諦 

に
順
ず
る
が
ゆ
え
に
。
い
か
ん
が
虚
偽
な
ら
ざ
る
、
衆
生
を
摂
し
て



畢
竟
浄
に
入
る
が
ゆ
え
な
り
。(

『浄
土
論
註
』
聖
典
一
七
〇
頁) 

と
い
う
二
種
功
徳
の
文
で
あ
る
。
衆
生
の
不
実
の
功
徳
こ
そ
が
如
来
の
真 

実
の
功
徳
の
契
機
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
衆
生
の
為
す
諸
善
は
、
有
漏
の
心 

よ
り
生
じ
た
顚
倒
虚
偽
の
因
で
あ
る
が
故
に
、
果
も
必
然
的
に
顚
倒
虚
偽 

で
あ
っ
て
「
畢
竟
浄
に
入
る
」
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。
す
な
わ
ち
衆
生 

と

は

「
い
ず
れ
の
行
に
て
も
、

生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ 

⑧
 

⑨
 

⑩
 

る
」
存
在
、

「
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
」
き

「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
で
あ 

る
。
法
蔵
菩
薩
は
「
無
有
出
離
之
縁
」
の
衆
生
を
大
悲
す
る
が
故
に
、
発 

願
修
行
し
て
真
実
功
徳
の
名
号
を
成
就
し
た
の
で
あ
る
。

法
蔵
菩
薩
の
智
見
し
た
衆
生
の
現
実
相
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う 

か
。
親
鸞
は
衆
生
の
依
止
で
あ
る
衆
生
心
を

一
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
 

穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
。
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心
な 

し
。(

『教
行
信
証
』
「信
巻
」
聖
典
ニ
ニ
五
頁) 

と
語
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
親
鸞
の
語
る
不
清
浄
不
真
実
な
る
衆
生
心
の
内
容
を
推
求
し
て 

み
る
と
、
そ
れ
は
畢
竟
分
別
的
理
性
、
我
々
の
日
常
を
成
り
立
た
し
め
て 

い
る
分
別
的
理
性
と
し
て
言
い
得
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
分
別
的 

理
性
は
、
事
物
を
事
物
そ
の
も
の
と
し
て
知
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
自
に 

対
す
る
他
と
し
て
分
別
し
、
事
物
を
名
言
を
も
っ
て
解
釈
し
て
定
義
す
る
。
 

善
悪
、
是
非
、
好
悪
、
美
醜
等
々
。
そ
の
よ
う
な
分
別
に
よ
る
価
値
判
断 

に
お
い
て
、
人
は
事
物
と
隔
絶
さ
れ
て
お
り
、
事
物
を
如
実
に
認
識
す
る 

こ
と
は
な
い
。
た
だ
自
ら
の
眼
に
映
る
通
り
の
も
の
と
し
て
知
る
独
善
的 

認
識
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
分
別
的
理
性
の
根
底
に
は
、
 

自
力
と
い
う
は
、
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
た
の
む
、
わ 

が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
ざ
ま
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り
。
 

(

『
一
念
多
念
文
意
』
聖
典
五
四
一
頁) 

と
い
う
自
力
の
心
、
自
覚
さ
れ
反
省
さ
れ
る
こ
と
な
き
自
己 

へ 

の
盲
目
的 

信
頼
が
あ
る
。
こ
の
自
力
の
心
、
い
わ
ゆ
る
我
執
と
は
、
無

明
(

我
痴) 

に
よ
っ
て
生
じ
る
「
わ
れ
」
と
い
う
想
い(

我
見)

で
あ
り
、
自
己
愛
着 

(

我
愛)

と
自
己
拡
大(

我
慢)

を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
自
我
意
識
は
他
と
の
対
立
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
も
の 

で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
他
へ
の
反
逆
を
も
っ
て
し
か
そ
の
独
立
を
保
持 

し
得
な
い
。
そ
れ
故
、
人
間
同
士
の
交
わ
り
に̂

い
て
互
い
に
理
解
し
合 

う
こ
と
は
真
の
意
味
で
は
あ
り
得
な
い
。
互
い
に
相
手
を
自
己
の
想
い
の 

中
で
私
有
化
し
よ
う
と
企
て
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
立
と
い
え
ど
も
実 

は
排
他
と
孤
立
に
、
連
帯
と
い
え
ど
も
迎
合
・
妥
協
に
終
始
す
る
。
し
た 

が
っ
て
人
間
の
日
常
に
お
い
て
自
立
と
連
帯
と
は
常
に
矛
盾
対
立
せ
ざ
る 

を
得
な
い
。

⑪
 

⑫

こ
の
よ
う
な
「
邪
見
語
」

「
自
大
語
」
と
し
て
の
我
に
立
脚
し
た
独
善 

的
分
別
に
基
い
て
行
な
わ
れ
る
、
仏
道
に
お
け
る
い
か
な
る
善
も
、
決
し 

て

行(

衆
生
を
涅
槃
に
至
ら
し
め
る
行
為)

と
し
て
の
質
を
確
保
出
来
な 

い
。
畢

竟

業(

衆
生
を
流
転
へ
と
い
ざ
な
う
行
為)

と
し
て
の
質
し
か
確 

保
し
得
な
い
。
外
見
上
い
か
に
真
摯
な
仏
道
修
行
の
姿
を
と
っ
て
い
て
も
、
 

結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
最
終
的
な
自
己
肯
定
の
為
の
自
己
否
定
で
し
か
あ 

り
得
な
い
。
そ
の
究
竟
の
目
的
で
あ
る
成
仏
も
、
自
己
の
分
限
に
昏
い
未 

覚
の
衆
生
が
覚
者
た
る
仏
を
云
々
す
る
と
い
う
、

一
種
の
越
権
行
為
を
通



し
て
、
自
我
の
自
己
拡
大
性
の
満
足
さ
れ
た
状
態
を
夢
想
し
て
い
る
に
過 

ぎ
な
い
。
衆
生
の
欣
慕
す
る
化
土
と
し
て
の
浄
土
も
又
、
同
様
の
こ
と
が 

言
え
る
。
衆
生
は
真
実
な
ら
ざ
る
目
的
の
為
に
真
実
な
ら
ざ
る
善
根
を
回 

向
す
る
。
そ
れ
故
ま
さ
し
く

し
か
る
に
微
塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生
死
海
に
漂
没
し 

て
、

真
実
の
回
向
心
な
し
、

清
浄
の
回
向
心
な
し
。
(

「信
巻
」
聖
典 

二
三
二
頁)

と
言
え
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
真
実
清
浄
な
ら
ざ
る
回
向
心
に
よ
っ
て
自
我
の
満 

足
の
為
に
回
向
さ
れ
る
善
根
が
、
煩
悩
断
滅
の
行
で
あ
る
。
衆
生
の
煩
悩 

を
容
認
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
分
別
的
理
性
が
、
そ
の
現
実
を
批
判
し
て
立 

て
た
も
の
が
断
煩
悩
の
行
で
あ
る
。
し
か
し
、
分
別
に
お
い
て
悪
と
規
定 

さ
れ
て
も
、
衆
生
の
否
定
出
来
ぬ
身
の
現
実
が

凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お 

お
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お
く
、
 

ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
 

た
え
ず
と
、

水
火
二
河
の
た
と
え
に
あ
ら
わ
れ
た
り
。
(

『
一
念
多
念 

文
意
』
聖
典
五
四
五
頁)

と
い
う
煩
悩
具
足
・
煩
悩
成
就
で
あ
る
。
煩
悩
と
は
自
己
の
一
部
、
自
己 

の
所
属
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
煩
悩
こ
そ
が
自
己
、
煩
悩
に
よ
っ
て
形
成 

さ
れ
る
の
が
自
己
で
あ
る
。

「
私
の
煩
悩
」
で
は
な
く
「
煩
悩
が
私
」
で 

あ
る
。
そ
れ
故
そ
の
行
は
、

一
生
涯
不
断
不
休
の
煩
悩
に
対
し
て
、

一
生 

涯
不
断
に
行
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
そ
の
営
み
は
決
し
て
出
離
生 

死
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
は
な
い
。

一
切
凡
小
、

一
切
時
の
中
に
、
貪
愛
の
心
常
に
よ
く
善
心
を
汚
し
、
 

瞋
憎
の
心
常
に
よ
く
法
財
を
焼
く
。

と
い
う
煩
悩
の
現
実
を
恐
怖
し
て

急
作
急
修
し
て
頭
燃
を
灸
う
が
ご
と
く
す
れ
ど
も
、
す
べ
て

「
雑
毒 

・
雑
修
の
善
」
と
名
づ
く
。
ま

た

「
虚

仮

・
諂
偽
の
行
」
と
名
づ
く
。
 

「
真
実
の
業
」
と
名
づ
け
ざ
る
な
り
。
こ
の
虚
仮
・
雑
毒
の
善
を
も 

っ
て
、
無
量
光
明
土
に
生
ま
れ
ん
と
欲
す
る
、
 

こ
れ
必
ず
不
可
な
り
。
 

(
以
上
「信
巻
」
聖
典
ニ
ニ
ハ
頁)

と
言
え
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
凡
夫
の
身
の
現
実
に
対
し
て
分
別
的
理
性
は
、
悪 

な
り
、
非
な
り
と
容
謝
な
き
批
判
を
加
え
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
虚
構
の 

理
想
に
立
っ
た
独
善
的
現
実
否
定
に
お
い
て
は
、
し
か
し
、
そ
の
根
底
に 

あ
る
無
明
性
—
自
己
の
現
実
相
に
昏
く
、
善
悪
に
昏
い
一
は
顧
み
ら
れ
る 

こ
と
は
な
く
、
分
別
の
依
っ
て
立
つ
依
止
そ
の
も
の
は
問
わ
れ
る
こ
と
が 

な
い
。
そ
の
為
自
己
の
内
に
絶
え
ず
善
な
る
部
分
と
悪
な
る
部
分
が
並
存 

し
、
自
己
の
生
全
体
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
こ
と
も
、
絶
対
的
に
肯
定
す 

る
こ
と
も
出
来
な
い
。
そ
し
て
又
、
否
定
す
る
自
己
と
否
定
さ
れ
る
自
己 

と
は
絶
え
ず
分
裂
し
、
否
定
し
批
判
す
る
主
体
は
何
ら
否
定
も
批
判
も
受 

け
る
こ
と
が
な
い
。
あ
た
か
も
不
可
侵
の
聖
域
の
如
く
に
存
在
す
る
。
そ 

し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
仏
道
修
行
の
上
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

ー
 

般
の
倫
理
道
徳
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
営
み
、
自
己
の
価
値
判
断
に
妄
執
し
て
行
な
わ
れ
る
自 

己
否
定
の
行
為
こ
そ
が
、
実
は
人
間
を
苦
し
め
、
自
己
の
想
い
の
内
に
閉 

塞
さ
せ
、
永
続
的
な
流
転
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
、



衆
生
、
邪
見
を
以
て
の
故
に
心
に
分
別
を
生
ず
。
若
し
は
有
、
若
し 

は
無
、
若
し
は
非
、
若
し
は
是
、
若
し
は
好
、
若
し
は
醜
、
若
し
は 

善
、
若
し
は
悪
、
若
し
は
彼
、
若
し
は
此
、
是
の
如
き
等
の
種
々
の 

分
別
有
り
。
分
別
を
以
て
の
故
に
、
長
く
三
有
に
淪
ん
で
、
種
々
の 

分
別
の
苦
、
取
捨
の
苦
を
受
け
て
、
長
く
大
夜
に
寝
て
、
出
る
期
有 

る
こ
と
無
し
。(

『浄
土
論
註
』
真
聖
全
一 I

三
三
〇
頁) 

と
説
き
、

「
出
る
期
有
る
こ
と
無
」
き
衆
生
の
相
を 

三
界
は
是
れ
虚
偽
の
相
、
是
れ
輪
転
の
相
、
是
れ
無
窮
の
相
に
し
て
、
 

馭
螳
の
循
環
す
る
が
如
く
、
蚕
繭
の
自
ら
縛
る
如
く
、(

『浄
土
論
註
』 

真
聖
全
一
ー
ニ
ハ
五
頁) 

と
喩
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
自
力
分
別
に
よ
る
永
続
的
な
自
己
閉
塞
性
こ
そ
が
不
実
の 

功
徳
の
文
の
示
す
内
容
で
あ
り
、
衆
生
が
、
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
生
死
を 

離
れ
る
可
能
性
の
全
く
否
定
さ
れ
た
存
在
、

「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が

⑬

た
き
身
」
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
れ
故
に
衆
生
は
本
願
の
機
、
法
蔵 

発
願
の
必
然
的
契
機
で
あ
る
と
言
え
る
。

二

曇
鸞
が
、

実
相
を
知
る
以
て
の
故
に
、
則
ち
三
界
の
衆
生
の
虚
妄
の
相
を
知
る 

な
り
。
衆
生
の
虚
妄
な
る
を
知
る
、
則
ち
真
実
の
慈
悲
を
生
ず
る
な 

り
。(

『浄
土
論
註
』
真
聖
全
一
ー
三
三
九
頁) 

と
語
っ
た
よ
う
に
、
衆
生
の
虚
妄
の
現
実
を
如
実
知
見
し
て
、
そ

の

「
い 

ず
れ
の
行
に
て
も
、
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
あ
わ
れ

⑭

み
た
ま
い
て
、
願
を
お
こ
し
た
ま
う
」
た
の
が
如
来
因
位
の
法
蔵
菩
薩
で 

あ
る
。
如
来
は
無
有
出
離
之
縁
の
衆
生
を
無
縁
に
大
悲
す
る
が
故
に
、
因 

位
の
菩
薩
に
成
り
下
っ
た
。
そ

の

「
我
世
に
お
い
て
速
や
か
に
正
覚
を
成

⑮
 

ら
し
め
て
、
も
ろ
も
ろ
の
生
死
・
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
ん
」
と
い
う
悲 

願
の
故
に
、
従
果
向
因
し
て
「
設
我
得
仏 

十
方
衆
生
」
と
喚
び
、

「
若 

不
生
者 

不
取
正
覚
」
と
誓
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
如
来
は
衆
生
の
課
題 

を
そ
の
ま
ま
自
己
の
課
題
と
し
て
荷
負
し
た
の
で
あ
る
。
 

大
悲
の
願
心
故
の
修
行
を
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 

こ
こ
を
も
っ
て
如
来
、

一
切
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
憫
し
て
、
不
可
思 

議
兆
載
永
劫
に
お
い
て
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
三
業
の 

所
修
、

一
念
・
一
刹
那
も
清
浄
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
、
真
心
な
ら
ざ 

る
こ
と
な
し
。(

「信
巻
」
聖
典
ニ
ニ
五
頁) 

そ
し
て
さ
ら
に
法
蔵
菩
薩
清
浄
真
心
の
修
行
を
、
 

こ
の
ゆ
え
に
如
来
、

一
切
苦
悩
の
群
生
海
を
矜
哀
し
て
、
菩
薩
の
行 

を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
三
業
の
所
修
、
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
回
向 

心
を
首
と
し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
ゆ
え 

に
。(

「信
巻
」
聖
典
二
三
二
頁)

と
語
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
回
向
心
」
と
は
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う 

か
。
曾
我
量
深
師
は
回
向
の
意
義
を
、

「
表
現
回
向
」

「
回
向
表
現
の
願 

⑰
力
」
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
示
唆
を
手
掛
り
と
し
て
本
願
成
就
の
文 

に
対
す
る
親
鸞
の
領
解
を
探
る
と
、

「
至
心
回
向
」
と
い
う
の
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
衆
生
に
あ
た
え
た
ま
う
御
の
り
な
り
。
 

(

『
一
念
多
念
文
意
』
聖
典
五
三
五
頁) 

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
回
向
と
は
、
如
来
が
名
号
を
衆
生
に
施
与
す
る 

こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
名
号
の
上
に
真
実
な
る
自
己
、
清
浄
な
る
因
位
の 

願
心
を
表
現
せ
ん
と
し
た
事
実
を
指
す
語
で
あ
る
。

本
願
の
名
号
に
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
如
来
は
そ
の
大
悲 

心
を
成
就
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
の
清
浄
真
心
の
修
行
と
は
、
 

ひ
と
え
に
こ
の
本
願
の
名
号
、
真
実
功
徳
の
名
号
を
成
就
さ
せ
ん
が
為
の 

も
の
で
あ
っ
た
。

如
来
、
清
浄
の
真
心
を
も
っ
て
、
円
融
無
碍
・
不
可
思
議
・
不
可
称 

・
不
可
説
の
至
徳
を
成
就
し
た
ま
え
り
。
如
来
の
至
心
を
も
っ
て
、
 

諸
有
の
一
切
煩
悩
・
悪

業

・
邪
智
の
群
生
海
に
回
施
し
た
ま
え
り
。
 

す
な
わ
ち
こ
れ
利
他
の
真
心
を
彰
す
。
か
る
が
ゆ
え
に
、
疑
蓋
雑
わ 

る
こ
と
な
し
。
こ
の
至
心
は
す
な
わ
ち
こ
れ
至
徳
の
尊
号
を
そ
の
体 

と
せ
る
な
り
。(

「信
巻
」
聖
典
ニ
ニ
五
頁) 

如
来
は
至
心
を
も
っ
て
修
行
の
果
徳
で
あ
る
名
号
を
成
就
し
、
名
号
を
体 

と
し
て
衆
生
に
如
来
の
至
心
を
自
覚
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

そ
の
名
号
と
は
、

名
の
字
は
、
因
位
の
と
き
の
な
を
名
と
い
う
。
号
の
字
は
、
果
位
の 

と
き
の
な
を
号
と
い
う
。
(

『正
像
末
和
讃
』

「自
然
法
爾
章
」
聖
典
五
一 

〇
頁)

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
を
招
喚
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
の
ま
せ

⑱
た
ま
」
う
如
来
因
位
の
本
願
と
「
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
の
」

む
衆
生
を

⑲

「
む
か
え
ん
と
は
か
ら
わ
せ
た
ま
い
た
る
」
摂
取
不
捨
な
る
果
位
の
光
明

と
い
う
、
名
と
号
の
二
重
の
意
味
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
教
行
信 

証
』

「
総
序
」
に
、

竊
か
に
以
み
れ
ば
、
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、
無
碍 

の
光
明
は
無
明
の
闇
を
破
す
る
慧
日
な
り
。(

聖
典
一
四
九
頁) 

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
は
名
号
の
聞
思
に
お
い
て
如
来
因
位
の
願
心 

よ
り
成
就
し
た
摂
取
の
心
光
に
値
遇
し
、
光
明
に
無
明
を
破
ら
れ
る
こ
と 

に
よ
っ
て
初
め
て
、
法
蔵
菩
薩
の
昔
よ
り
衆
生
を
招
喚
し
続
け
た
願
心
を 

自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
如
来
の
光
明
と
の
値
遇
に
よ
る
破
無
明
闇
の
体
験
、
言
い
換
え
れ 

ば
如
来
の
真
実
、
真
実
な
る
如
来
と
の
値
遇
の
体
験
が
、
す
な
わ
ち
「
自 

力
の
心
を
ひ
る
が
え
し
、
す
っ
る
」
回
心
で
あ
る
。
虚
仮
不
実
な
る
衆
生 

の
真
実
と
の
値
遇
は
不
真
実
な
る
自
己
の
発
見
に
他
な
ら
な
い
が
故
に
、
 

回
心
に
お
い
て
衆
生
は
、

煩
悩
具
足
の
衆
生
は
、
も
と
よ
り
真
実
の
心
な
し
、
清
浄
心
な
し
。
 

濁
悪
邪
見
の
ゆ
え
な
り
。(

『尊
号
真
像
銘
文
』
聖
典
五
一
ニ
頁) 

と
い
う
自
己
の
機
の
事
実
を
自
覚
し
懺
悔
し
得
る
。
そ
し
て
機
の
自
覚
は

㉑
 

同
時
に
、
そ
の
機
を
「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
」

へ
の

㉒
 

帰
命
へ
と
展
開
す
る
。
こ
こ
に
邪
見
，
自
大
の
我
か
ら
「
流
布
語
」
と
し

㉓
 

て
の
我
へ
の
依
止
の
転
換
す
な
わ
ち
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
る 

回
心
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
こ
の
衆
生
の
回
心
に
お
い
て
如
来
の
回
向
は 

成
就
し
、
回
心
に
お
い
て
初
め
て
回
向
が
存
在
す
る
。
ま
こ
と
に
曾
我
量

㉔

深
師
が
「
回
心
は
如
来
の
回
向
」
と
示
唆
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
 

真
実
功
徳
の
名
号
の
回
向
に
お
い
て
回
心
が
成
立
す
る
の
は
、
名
号
が 

如
来
の
自
己
表
現
な
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
根
源
的
に
見
れ
ば
、
真



如
一
実
な
る
も
の
の
自
己
限
定
、
絶
対
無
限
の
相
対
有
限
化
と
し
て
の
意 

味
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

「
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し 

㉕
 

か
れ
ば
、
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
。
こ
と
ば
も
た
え
た
」
る
一
如
が
、
衆 

生
の
苦
悩
に
応
動
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
」
が
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
。
そ
し 

て
こ
の
如
来
は
、
前
述
の
通
り
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
に
お
い
て 

㉗
 

の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
名
号
こ
そ
「
如
よ
り
来
生
」
し
た 

㉘
 

も
の
、

一
如
宝
海
よ
り
方
便
と
し
て
「
衆
生
に
し
ら
し
め
」
ん
為
に
「
か 

㉙

た
ち
を
あ
ら
わ
し
、
御
な
を
し
め
し
」
た
も
の
で
あ
る
。
衆
生
は
言
説
を 

以
っ
て
分
別
し
思
索
し
表
現
す
る
。
言
説
は
人
間
の
精
神
活
動
の
唯
一
の 

材
料
で
あ
り
、
そ
れ
故
妄
念
は
言
説
に
依
っ
て
生
じ
、
言
説
は
妄
念
に
よ 

っ
て
生
じ
て
、
絶
え
ず
妄
念
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
。
名
号
と
は
、
大
悲
の 

方
便
に
よ
っ
て
、
妄
念
に
汚
染
さ
れ
た
俗
世
の
言
説
の
中
に
身
を
投
じ
て 

㉚

「
言
に
因
り
て
言
を
遣
る
」
と
こ
ろ
の
言
説
で
あ
る
。
名
号
を
聞
く
こ
と 

は
、
す
な
わ
ち
真
如
一
実
の
功
徳
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
ふ
れ
る
こ
と
で 

あ
る
が
故
に
、
そ
こ
に
回
心
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

回
心
に
よ
っ
て
自
力
の
心
を
す
て
る
こ
と
に
お
い
て
初
め
て
衆
生
は
如 

来
の
本
願
に
値
遇
出
来
る
。
回
心
以
前
に
は
、
本
願
を
信
ず
る
と
は
言
つ 

て
も
そ
れ
は
自
力
の
想
い
の
中
で
構
築
さ
れ
欣
慕
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な 

い
。
回
心
に
お
け
る
本
願
と
の
値
遇
は
、
そ
の
ま
ま
本
願
に
帰
す
る
信
心 

㉛
 

の
獲
得
で
あ
る
。

「
如
来
の
御
ち
か
い
の
真
実
な
る
」
至
心
に
出
遇
う
こ 

と
は
即
、

「
如
来
の
本
願
、
真
実
に
ま
し
ま
す
を
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
ふ 

か
く
信
じ
て
う
た
が
わ
ざ
」
る
信
楽
と
な
る
。

す
な
わ
ち
利
他
回
向
の
至
心
を
も
っ
て
、
信
楽
の
体
と
す
る
な
り
。
 

(

「信
巻
」
聖
典
ニ
ニ
七
頁)

あ
る
い
は
願
成
就
の
文
を
釈
し
て
、

「
聞
其
名
号
」
と
い
う
は
、
本
願
の
名
号
を
き
く
と
の
た
ま
え
る
な 

り
。
き
く
と
い
う
の
は
、
本
願
を
き
き
て
う
た
が
う
こ
こ
ろ
な
き
を 

「
聞
」
と
い
う
な
り
。
ま
た
、
き
く
と
い
う
は
信
心
を
あ
ら
わ
す
御 

の
り
な
り
。

「
信
心
歓
喜 

乃
至
一
念
」
と
い
う
は
、
信
心
は
如
来 

の
御
ち
か
い
を
き
き
て
、

う
た
が
う
こ
こ
ろ
の
な
き
な
り
。(

『
一
念 

多
念
文
意
』
聖
典
五
三
四
頁)

と
説
か
れ
る
所
以
で
あ
る
。
真
如
一
実
の
功
用
に
よ
っ
て
「
う
た
が
う
こ 

こ
ろ
」
の
依
止
で
あ
る
自
力
の
心
が
転
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、

「
聞
其 

名
号
」
に

「
信
心
歓
喜
」
が
、

「
信
心
歓
喜
」
に

「
聞
其
名
号
」
が
、

ー
 

念
の
極
促
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
回
向
成
就
の
信
心
は
又
、

仏
心
が
凡
夫
心
の
上
に
「
回 

施
」
さ
れ
た
と
い
う
意
味
を
も
有
す
る
の
で
あ
る
。

本
願
成
就
の
信
心
は
又
、

一
心
帰
命
の
信
と
表
現
さ
れ
る
。
親
鸞
は
、
 

「
帰
命
」
を
、

帰
命
は
南
無
な
り
。
ま
た
帰
命
と
も
う
す
は
、
如
来
の
勅
命
に
し
た 

が
う
こ
こ
ろ
な
り
。

帰
命
は
す
な
わ
ち
釈
迦
・
弥
陀
二
尊
の
勅
命
に
し
た
が
い
て
、
め
し 

に
か
な
う
と
も
う
す
こ
と
ば
な
り
。(

以
上
『尊
号
真
像
銘
文
』
聖
典
五 

一
八
・
五
二
ー
頁)

と
し
て
、
如
来
の
勅
命
に
帰
す
る
心
、
す
な
わ
ち
「
帰
を
以
て
命
と
す
」 

る
心
と
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
親
鸞
は
名
号
釈
に
お
い
て
帰
命
を
、



「
帰
命
」
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
。(

「行
巻
」
聖
典
一
七
七
頁) 

と
定
義
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
信
心
と
は
、

「
如
来
に
帰
命
せ
よ
」 

と
の
勅
命
た
る
本
願
の
招
喚
に
対
す
る
、
衆
生
の
「
帰
命
す
」
と
の
応
答 

で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
如
来
の
勅
命
も
、
衆
生
の
帰
命
に
お
い
て
初
め
て
そ
の 

存
在
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
招
喚
も
応
答
も
、
い
ず
れ
も
帰
命
の
信 

に
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
仏
と
衆
生
と
は
、
主
客
間
に
距
離
の
あ
る
二
元 

的
な
も
の
で
は
な
く
、
仏
心
と
凡
心
が
一
如
で
あ
る
と
表
現
出
来
る
。
換 

言
す
れ
ば
、
如
来
が
凡
夫
心
中
に
直
入
し
て
、
自
ら
を
表
現
し
た
も
の
が 

衆
生
の
信
心
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、

こ
の
至
心
信
楽
は
、
(

中
略)

凡
夫
自
力
の
こ
こ
ろ
に
は
あ
ら
ず
。

(

『尊
号
真
像
銘
文
』
聖
典
五
一
ニ
頁)

と
説
か
れ
る
。

「
無
始
よ
り
已
来
」

「
無
明
海
に
流
転
し
、
諸
有
輪
に
沈 

迷
し
、
衆
苦
輪
に
繫
縛
せ
ら
れ
て
、
清
浄
の
信
楽
な
し
。
法
爾
と
し
て
真

@

実
の
信
楽
な
」
き
衆
生
の
上
に
お
こ
っ
た
浄
信
は
、
ま
さ
し
く
「
無
根
の 

信
」
で
あ
り
、
衆
生
の
上
に
発
起
し
た
心
で
あ
り
な
が
ら
、

一
つ
の
心
理 

状
態
で
は
な
く
、
衆
生
を
超
え
た
心
、
衆
生
を
し
て
衆
生
を
超
え
し
む
る

@

心
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
真
実
の
信
心
」
と
形
容
さ
れ
、
絶
対
の
他(

如

㉘
 

国 

来)

か
ら
「
回
施
」
さ
れ
た
「
如
来
の
至
心
」
「
無
碍
広
大
の
浄
信
」
「
利
他 

真
実
の
欲
生
心
」
と
実
感
さ
れ
崇
め
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

三

如
来
の
至
心
回
向
に
よ
っ
て
本
願
の
信
心(

本
願
力
回
向
成
就
の
信) 

が
成
就
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
本
願
信
心
の
願
成
就
の
文
」

諸
有
の
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一 

念
せ
ん

の
語
る
事
実
は
、

「
本
願
の
欲
生
心
成
就
の
文
」

至
心
に
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 
(
以
上
『大
無
量
寿
経
』
聖
典
二
ニ
ハ
、
二
三
三
頁) 

の
示
す
事
実
を
こ
そ
、
そ
の
根
本
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
如
来 

が

「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
」
る
が
故
に
、
衆
生
の
信
心
が
成
就
し
、
至 

心
に
回
向
し
た
ま
え
る
が
故
に
、
そ
の
信
心
は
「
か
の
無
碍
光
仏
を
称
念 

し
、
信
じ
て
安
楽
国
に
う
ま
れ
ん
と
ね
が
」
う
願
生
心
へ
と
展
開
し
て
い 

く
の
で
あ
る
。

「
他
力
の
至
心
信
楽
の
こ
こ
ろ
を
も
っ
て
、
安
楽
浄
土
に
う
ま
れ
ん
と 

お
も
え
」
と
い
う
「
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
う
」

「
欲
生
我 

国
」
の
勅
命
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
真
実
の
信
楽
を
も
っ
て
欲
生
の
体
と
す
る
な
り
。
(

「信 

巻
」
聖
典
二
三
二
頁)

あ
る
い
は
曇
鸞
に
よ
っ
て
、

願
生
安
楽
国
と
は
、
(

中
略)

天
親
菩
薩
の
帰
命
の
意
な
り
。(

『浄 

土
論
註
』
真
聖
全
一
ー
ニ
ハ
三
頁) 

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
の
一
心
帰
命
の
信
を
そ
の
成
立
根
拠
と
し
て 

必
然
的
に
展
開
す
る
一
心
願
生
の
信
に
お
い
て
成
就
す
る
。

そ
し
て
こ
の
願
生
心
は
、
決
し
て
穢
土
の
現
実
を
厭
う
て
来
生
の
実
在 

の
浄
土
を
欣
慕
す
る
現
実
逃
避
的
願
生
で
も
、

「
但
だ
彼
の
国
土
の
受
楽 

間
な
き
を
聞
き
て
、
楽
の
た
め
ゆ
え
に
生
ま
れ
ん
と
願
」
ず
る
欲
望
充
足



的
願
生
、
い
わ
ゆ
る
為
楽
願
生
で
も
な
く
、
欣
浄
の
と
こ
ろ
に
自
然
に
成 

就
す
る
厭
穢
の
心
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

曇
鸞
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
自
ら
問
答
を
立
て
て
論
究
し
て
い
る
。
 

疑
い
て
言
う
こ
こ
ろ
は
、
生
は
有
の
本
、
衆
累
の
元
為
り
。
生
を
棄 

て
て
生
を
願
ず
、
生
何
ぞ
尽
く
可
き
ゃ
。

と
い
う
問
い
に
対
し
て
曇
鸞
は
、

彼
の
浄
土
は
是
れ
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
本
願
の
無
生
の
生
な
り
。
三 

有
虚
妄
の
生
の
如
き
に
は
非
ざ
る
な
り
。
(

中
略)

生
と
言
う
は
是 

れ
得
生
の
者
の
情
な
ら
く
耳
。
(

以
上
『浄
土
論
註
』
真
聖
全
一
ー
三
二 

七
頁)

と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
こ
に
語
ら
れ
る
得
生
と
は
、

「
即
得
往
生
」
す
な
わ
ち
超
越
的
彼
岸 

で
あ
る
浄
土
の
功
徳
の
先
験
を
通
し
て
現
生
に
「
娑
婆
世
界
を
た
ち
す
て

@

て
、
流
転
生
死
を
こ
え
は
な
れ
て
ゆ
き
さ
る
」
生
が
成
就
す
る
こ
と
を
意 

味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
穢
土
の
業
を
生
き
る
身
に
お
け
る
浄
土
の
功 

徳
の
先
験
、
す
な
わ
ち
「
得
生
の
想
」
を
親
鸞
は
、
 

光
明
寺
の
和
尚
の
『
般
舟
讃
』
に
は
、

「
信
心
の
人
は
そ
の
心
す
で 

に
浄
土
に
居
す
」
と
釈
し
給
え
り
。
居
す
と
い
う
は
、
浄
土
に
、
信 

心
の
人
の
こ
こ
ろ
、

つ
ね
に
い
た
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
。(

『御
消 

息
集
』(

善
性
本)

聖
典
五
九
一
頁)

と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
「
即
得
往
生
」
は
命
終
の
一
期
に
来
生 

の
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

「
願 

生
彼
国
」
の
故
に
「
即
得
往
生
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
即
得
往
生
」 

の
故
に
「
願
生
彼
国
」
と
言
え
る
。
即
得
往
生
は
願
生
の
利
益
で
は
な
く
、

願
生
の
成
立
根
拠
で
あ
る
。
 

こ
の
往
生
の
義
を
曇
鸞
は
、

こ
の
間
の
仮
名
の
人
の
中
に
お
い
て
、
五
念
門
を
修
せ
し
む
。
前
念 

と
後
念
と
因
と
作
る
。
穢
土
の
仮
名
の
人
・
浄
土
の
仮
名
の
人
、
決 

定
し
て
ー
を
得
ず
。
決
定
し
て
異
を
得
ず
。
前

心

・
後
心
ま
た
か
く 

の
ご
と
し
。
何
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
。
も
し
一
な
ら
ば
す
な
わ
ち
因 

果
な
け
ん
。

も
し
異
な
ら
ば
す
な
わ
ち
相
続
に
あ
ら
ず
。
(

『浄
土
論 

註
』
聖
典
一
六
九
頁)

と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
穢
土
の
仮
名
の
人
と
は
、
因
の
信 

心
の
と
こ
ろ
に
果
の
浄
土
を
自
証
し
て
い
る
人
で
あ
る
。
信
心
の
人
は
、
 

そ
の
仮
名
の
語
の
示
す
よ
う
に
、
穢
土
に
お
い
て
固
定
的
に
存
在
し
て
い 

る
の
で
は
な
く
、
穢
土
に
お
い
て
浄
土
と
す
で
に
関
係
し
て
い
る
。
穢
土 

に
あ
る
身
の
事
実
は
変
わ
ら
な
い
な
が
ら
も
、
現
在
の
因
に
お
い
て
未
来 

の
果
を
先
験
し
て
い
る
。
穢
土
の
仮
名
の
人
は
、
そ
の
先
験
の
事
実
に
お 

い
て
浄
土
の
仮
名
の
人
と
同
一
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
し
、
又
有
漏
業
所 

感
の
穢
土
を
生
き
る
点
に
お
い
て
は
全
く
別
個
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
。
 

両
者
は
穢
土
と
浄
土
と
に
隔
絶
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
完
全
に
無 

関
係
で
は
な
く
、
因
果
に
お
い
て
連
続
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
信
心
の
上
に
自
証
さ
れ
先
験
さ
れ
る
浄
土
の
功
徳
と
は
、
 

『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』

の
大
経
往
生
に
挙
げ
ら
れ
る
四
種
の
功
徳
、
 

(

妙

声

・
眷

属

・
大
義
門
・
清
浄)

に
代
表
さ
れ
る
。

ま
ず
妙
声
功
徳
と
は
、

国
土
の
名
字
仏
事
を
な
す
。(

『浄
土
論
註
』
聖
典
二
ハ
ー
〜
二
頁
』) 

と
あ
る
よ
う
に
、

「
ひ
と
え
に
か
の
く
に
の
清
浄
安
楽
な
る
を
き
き
て
、



剋
念
し
て
う
ま
れ
ん
と
ね
か
う
ひ
と
と
、
ま
た
す
で
に
往
生
を
え
た
る
ひ 

と
」
す
な
わ
ち
信
心
の
人
に
成
就
す
る
「
安
楽
浄
土
の
不
可
称
・
不
可
説 

，
不
可
思
議
の
徳
」
と
し
て
の
入
正
定
聚
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

「
即
得
往
生
」
は
、
信
心
を
う
れ
ば
す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
う
。
す 

な
わ
ち
往
生
す
と
い
う
は
、
不
退
転
に
住
す
る
を
い
う
。
不
退
転
に 

住
す
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
正
定
聚
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
る
と
の
た 

ま
う
御
の
り
な
り
。

こ

れ

を

「
即
得
往
生
」

と
は
も
う
す
な
り
。
 

(

『唯
信
鈔
文
意
』
聖
典
五
四
九
〜
五
〇
頁) 

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
お
い
て
は
「
即
得
往
生
」
イ
コ
ー
ル
「
即

⑲

の
時
に
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入
る
」
こ
と
で
あ
り
「
か
な
ら
ず
無
上
大
涅 

@

槃
に
い
た
る
べ
き
身
と
な
る
」
こ
と
で
あ
る
。
如
来
清
浄
願
心
の
回
向
成 

就
で
あ
る
信
心
の
利
益
と
し
て
、
滅
度
に
必
至
す
る
道
に
衆
生
が
自
然
に 

立
た
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
妙
声
功
徳
の
不
可
思
議
な
る
成
就
で
あ 

る
。そ

し
て
妙
声
功
徳
成
就
の
正
定
聚
の
機
の
具
体
的
内
実
を
示
す
も
の
が 

次
の
眷
属
功
徳
で
あ
る
。

か
の
安
楽
国
土
は
、
こ
れ
阿
弥
陀
如
来
正
覚
浄
華
の
化
生
す
る
と
こ 

ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
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
。
眷 

属
無
量
な
り
。(

『浄
土
論
註
』
聖
典
二
ハ
二
頁) 

と
説
か
れ
て
い
る
眷
属
功
徳
の
内
実
は
、
雑
業
に
よ
っ
て
雑
生
の
世
界
を 

生
き
る
衆
生
の
上
に
自
証
せ
ら
れ
る

一
切
の
有
情
は
、

み
な
も
っ
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。(

『歎 

異
抄
』
聖
典
六
二
ハ
頁)

と
の
智
見
で
あ
る
。
各
別
の
業
に
よ
っ
て
種
々
雑
多
の
生
き
様
を
呈
し
っ 

つ
排
他
と
迎
合
と
を
繰
り
返
す
人
間
関
係
の
中
で
、
そ
の
依
止
で
あ
る
自 

力
分
別
、
他
を
私
有
化
せ
ん
と
す
る
自
我
意
識
の
破
綻
に
よ
っ
て
、
人
は
、
 

隣
人
の
上
に
、
と
も
に
「
本
願
力
を
信
楽
す
る
を
む
ね
と
す
べ
」
き
存
在 

と
し
て
の
「
凡
夫
」

の
姿
を
発
見
す
る
。
そ
の
よ
う
な
発
見
は
同
時
に
、
 

日
常
性
の
中
で
無
意
識
下
に
隠
蔽
さ
れ
た
「
生
死
を
は
な
れ
ん
」
と
い
う 

共
通
の
志
願
を
見
出
す
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
他
に
対
し
て
「
わ 

れ
ら
」
と
呼
び
掛
け
る
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

こ

の

「
わ
れ
ら
」
の
自
証
に
開
始
さ
れ
る
も
の
が
、
本
願
を

「
自
ら
信 

じ
人
を
教
え
て
信
ぜ
し
む
」
る
営
み
、
す
な
わ
ち
「
俱
会
一
処
」

へ
の
歩 

み
で
あ
る
。
こ
の
歩
み
、
す
な
わ
ち
眷
属
功
徳
の
行
証
に
お
い
て
人
は
そ 

の
孤
立
性
を
超
克
し
、
さ
ら
に
そ
こ
に
、

往
生
を
願
う
者
、
本
は
す
な
わ
ち
三
三
の
品
な
れ
ど
も
、
今
は
ー
ニ 

の
殊
な
し
。(

『浄
土
論
註
』
聖
典
二
ハ
二
頁) 

と
あ
る
よ
う
な
差
別
を
超
克
し
た
、
幻
想
に
あ
ら
ざ
る
真
の
意
味
の
平
等 

と
し
て
の
大
義
門
功
徳
が
成
就
、
自
証
さ
れ
行
証
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

こ
の
眷
属
功
徳
の
成
就
は
、

本
願
の
欲
生
心
成
就
で
あ
る
「
願
生
彼 

国
」
が
、
た
だ
単
に
自
己
一
人
が
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
の
で
な
く
、
 

「
願
わ
く
は
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
、
普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
、

@

安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
と
願
う
、
す
な
わ
ち
、
と
も
に
如
来
の
願
力
を
信 

楽
し
て
往
生
浄
土
す
る
生
を
歩
ま
ん
と
い
う
志
願
の
実
践
で
あ
る
こ
と
を 

意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
が
実
は
法
蔵
の
願
心
の
一
翼
を
荷
う
こ
と
で
あ
り
、
 

浄
土
と
は
実
に
こ
の
志
願
の
実
践
、
行
証
の
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
の
で
あ 

る
と
言
え
よ
う
。



そ
し
て
こ
の
往
生
浄
土
の
生
す
な
わ
ち
滅
度
に
必
至
す
る
道
程
と
し
て 

の
生
を
総
括
的
に
表
現
す
る
も
の
が
「
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
、」
「
す
な
わ
ち
こ
れ
煩
悩
を 

断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
」
る
と
こ
ろ
の
清
浄
功
徳
の
成
就
で
あ
る
。
こ 

の
清
浄
功
徳
は
、
煩
悩
成
就
の
事
実
に
、
そ
れ
を
否
定
す
る
分
別
の
根
本 

的
転
換
を
通
し
て
、
新
し
い
意
味
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て 

い
る
。
煩
悩
成
就
の
衆
生
が
煩
悩
を
消
し
失
わ
ぬ
ま
ま
に
、
そ
こ
に
否
定 

的
媒
介
、
す
な
わ
ち
如
来
の
本
願
に
め
ざ
め
る
為
の
必
要
不
可
欠
の
契
機 

と
し
て
の
意
味
を
、
さ
ら
に
自
己
の
根
源
的
志
願
を
実
践
し
満
足
し
て
い 

く
場
と
し
て
の
意
味
を
人
生
に
発
見
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
 

清
浄
功
徳
は
、
前
念
命
終
の
本
願
信
受
に
成
り
立
つ
後
念
即
生
の
即
得
往 

生
の
境
地
に
お
い
て
、
教
人
信
の
歩
み
を
絶
え
ず
自
信
へ
と
立
ち
帰
ら
し 

め
る
信
心
の
力
、
信
心
歓
喜
し
て
も
な
お
間
雑
す
る
自
力
の
心
、
信
心
を 

も
私
有
化
せ
ん
と
す
る
我
愛
我
慢
を
自
覚
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
信
心
自 

身
が
無
限
に
自
己
吟
味
し
て
い
く
信
の
自
証
力
を
象
徴
し
て
い
る
と
見
る 

こ
と
も
出
来
よ
う
。

結

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
の
空
過
の
生
は
、
 

空
過
を
必
然
さ
せ
る
衆
生
の
依
止
と
し
て
の
自
力
分
別
心
が
、
願
力
の
回 

向
成
就
で
あ
る
回
心
に
お
い
て
摧
破
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
浄
土
の
功 

徳
を
行
証
す
る
生
へ
と
転
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
懺
悔
さ
れ
る
べ
き
衆
生 

の
生
死
の
現
実
相
も
、
信
心
の
根
拠
で
あ
る
如
来
の
願
心
も
、
そ
し
て
行 

証
す
べ
き
浄
土
の
功
徳
も
、
い
ず
れ
も
信
心
に
お
い
て
自
覚
自
証
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
衆
生
は
「
本
願
力
を
信
楽
す
」
べ
き
存
在
で
あ
る 

と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
信
心
に
お
け
る
生
の
意
味
的
、
質
的
転
換
を
あ
ら
わ
す
も 

の
が
、本

願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば

む
な
し
く
す
ぐ
る
ひ
と
ぞ
な
き

功
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て

煩
悩
の
濁
水
へ
だ
て
な
し(

『高
僧
和
讃
』

「天
親
讃
」
聖
典
四
九
〇 

頁)

と
和
讃
さ
れ
る
不
虚
作
住
持
功
徳
の
成
就
で
あ
る
。
こ
の
宝
海
の
ご
と
く 

信
心
の
人
の
上
に
満
足
せ
ら
る
る
功
徳
と
は
、
如
来
の
願
心
を
荷
っ
た
自 

信
教
人
信
の
歩
み
と
し
て
行
証
さ
れ
る
浄
土
の
功
徳
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
 

大
涅
槃
を
超
証
す
べ
き
道
程
と
し
て
の
人
生
を
成
就
せ
し
む
る
真
如
一
実 

の
功
徳(

功

用

・
功
能)

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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