
修

善

と

自

覚

1

三
経
の
宗.

要

『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
、
そ
こ
に
開
顕
さ
れ
る
六
巻
の
名
を 

列
記
す
る
に
先
だ
っ
て

大

無

量

寿

経

爨

蠶

と
標
挙
さ
れ
る
ご
と
く
、
親
鸞
が
開
顕
し
よ
う
と
す
る
の
は
『
大 

無
量
寿
経
』

の
仏
道
で
あ
る
。
そ

の

『
大
無
量
寿
経
』
は 

如
来
の
本
願
を
説
き
て
、
経
の
宗
致
と
す
。
竅
巻) 

と
い
う
、
本
願
を
説
示
す
る
こ
と
を
宗
と
す
る
。
そ
れ
故
に
、
『
教 

行
信
証
』
の
全
体
は

衆
生' 

仏
願
の
生
起
，
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。 

こ

れ

を

「
聞
」
と
日
う
な
り
。(
信
巻) 

と
い
わ
れ
る
「
聞
」
に
摂
尽
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ

の

「
聞
」 

に
お
い
て
、
人
間
の
自
立
を
明
ら
か
に
し' 

救
済
を
明
ら
か
に
し
、
 

真
実
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
故
に
、
人

藤

嶽

明

信

 

間
を
自
立
せ
し
め
て
ゆ
か
な
い
よ
う
な
、
本
願
に
つ
い
て
の
説
明 

を
聴
く
と
い
う
様
な
事
柄
は
「
聞
」
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
人 

間
を
自
立
せ
し
め
、
救
済
し
て
ゆ
く
よ
う
な
「
聞
」
は
如
何
に
し 

て
人
間
に
獲
得
さ
れ
る
の
か
。
親

鸞

は

『
化
身
土
巻
』
に 

こ
こ
を
も
っ
て
三
経
の
真
実
は
、
選
択
本
願
を
宗
と
す
る
な 

り
。
ま
た
三
経
の
・
方
便
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
も
ろ
も
ろ
の
善 

根
を
修
す
る
を
要
と
す
る
な
り
。

と
、

三
経
の
宗
・
要
を
確
か
め
る
。

三
経
の
説
示
の
な
か
に
聞
き 

取
ら
れ
る
べ
き
は
「
宗
」
と
し
て
の
選
択
本
願
で
あ
る
。
し
か
し
、 

宗
が
宗
と
し
て
明
確
に
さ
れ
ん
が
為
に
は
修
諸
善
根
を
「
要
」
と 

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
修
諸
善
根
を
も
っ
て
選
択
本
願
が
具 

体
的
に
開
顕
さ
れ
る
場(

あ
る
い
は' 

道)

と
す
る
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
修
諸
善
根
に
お
い
て
、
選
択
本
願
は 

如
何
に
開
顕
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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生
を
摂
し
尽
く
す

修
諸
善
根
は
三
経
を
通
じ
て
の
方
便
で
あ
る
と
表
わ
さ
れ
る
が
、 

修
諸
善
根
を
顕
説
す
る
の
は
定
散
十
六
観
を
説
く
『
観
無
量
寿
経
』 

で
あ
り'設

い
我
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
菩
提
心
を
発
し
、
 

も
ろ
も
ろ
の
功
徳
を
修
し
、
心
を
至
し
発
願
し
て
、
我
が
国 

に
生
ま
れ
ん
と
欲
わ
ん
。
寿
終
の
時
に
臨
ん
で
仮
令
大
衆
と 

囲
遶
し
て
、
そ
の
人
の
前
に
現
ぜ
ず
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。
 

と
説
か
れ
る
第
十
九
願
で
あ
る
。

『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る 

ご
と
く
、
実
子
阿
闍
世
の
悪
逆
に
よ
っ
て
家
庭
が
崩
壊
し
て
ゆ
く 

な
か
で
韋
提
希
は
、

唯' 

願
わ
く
は
世
尊
、
我
が
た
め
に
広
く
憂
悩
な
き
処
を
説 

き
た
ま
え
。
我
当
に
往
生
す
べ
し
。
閻

浮

提

，
濁
悪
世
を
ば 

楽
わ
ず
。

こ
の
濁
悪
処
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
盈
満
し
て
、
 

不
善
の
聚
多
し
。
願
わ
く
は
我
、
未
来
に
悪
声
を
聞
か
じ
、
 

悪
人
を
見
じ
。
竄
経)

と
、
苦
悩
の
な
い
世
界
へ
の
往
生
を
願
い
、
そ
し
て
、
光
台
現
国 

の
十
方
の
国
土
の
な
か
よ
り

世
尊
、

こ
の
も
ろ
も
ろ
の
仏
土'

ま
た
清
浄
に
し
て
み
な
光 

明
あ
り
と
い
え
ど
も
、
我
い
ま
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
所

に
生
ま
れ
ん
と
楽
う
。
唯
、
願
わ
く
は
世
尊' 

我
に
思
惟
を 

教
え
た
ま
え
、
我
に
正
受
を
教
え
た
ま
え
。
寢
薩) 

と
、
阿
弥
陀
仏
所
を
選
び
取
る
。
十
方
の
清
浄
の
仏
国
の
中
よ
り 

究
極
的
に
清
浄
な
阿
弥
陀
仏
所
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
韋
提 

希
の
苦
悩
の
深
さ
に
、
究
極
的
に
清
浄
な
世
界
を
開
示
す
る
機
縁 

が
純
熟
し
た
こ
と
を
知
ら
れ
て
釈
尊
は
微
笑
さ
れ
る
。
韋
提
希
は 

家
庭
と
い
う
倫
理
の
世
界
へ
の
絶
望
に
お
い
て
初
め
て
「
倫
理
以 

上
」

の
世
界
を
自
分
自
身
の
問
題
と
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
深
い 

苦
悩
の
も
っ
て
い
る
深
い
意
味
を
覚
者
は
知
り
た
ま
う
の
で
あ
る
。
 

倫
理
以
上
の
世
界
、
倫
理
の
彼
岸
を
思
惟
観
察
す
る
こ
と
を
願 

う
韋
提
希
の
求
め
に
対
し
て

汝
い
ま
知
れ
り
ゃ
い
な
や' 

阿
弥
陀
仏
、 

此
を
去
り
た
ま
う 

こ
と
遠
か
ら
ず
。
汝
当
に
繫
念
し
て' 

あ
き
ら
か
に
か
の
国 

の
浄
業
成
じ
た
ま
え
る
者
を
観
ず
べ
し
。
我
い
ま
汝
が
た
め 

に' 

広
く
も
ろ
も
ろ
の
譬
を
説
か
ん
。
寢8) 

と
、
釈
尊
が
応
じ
て
説
か
れ
た
の
が
定
善
十
三
観
で
あ
る
。
倫
理 

以
上
の
世
界
を
求
め
る
韋
提
希
に
対
し
て
倫
理
以
上
の
世
界
と
し 

て
定
善
が
説
か
れ
れ
ば
そ
れ
で
充
分
な
は
ず
で
あ
る
の
に
、
釈
尊 

は
、

ま
た'

未
来
世
の
一
切
の
凡
夫
の
浄
業
を
修
せ
ん
と
欲
わ
ん 

者
を
し
て
、 

西
方
極
楽
国
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
し
め
ん
。



か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
わ
ん
者
は
、
当
に
三
福
を
修
す
べ 

し
。
寢
経)

と
、 

三
福
九
品
の
散
善
を
説
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
散
善
は' 

仏
更
に
機
を
観
じ
て
自
ら
三
福
の
行
を
開
し
た
ま
う
。(
序
分
義) 

と
い
わ
れ
る
仏
自
開
の
説
で
あ
り
、
そ
の
散
善
自
開
の
仏
意
を
善 

導
は
、正

し
く
三
福
の
行
を
観
修
す
る
こ
と
を
明
か
す
。

こ
れ
は
ー 

切
衆
生
の
機
に
二
種
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。

一
つ
に
は
定
、
 

二
つ
に
は
散
な
り
。
も
し
定
行
に
依
れ
ば
、
す
な
わ
ち
生
を 

摂
す
る
に
尽
き
ず
。
こ
れ
を
も
っ
て
如
来
、
方
便
し
て
三
福
を 

顕
開
し
て
、
も
っ
て
散
動
の
根
機
に
応
じ
た
ま
え
り
〈序
分
尊 

と
確
か
め
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
「
一
切
衆
生
の
機
に
二
種
あ
る
」 

と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
定
善
が
可
能
な
機
類
と
散
善
し
か
行
じ
え 

な
い
機
類
と
の
一
一
種
類
の
人
間
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な 

く
、
定
善
が
可
能
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
が
人
間
で
あ
る
け
れ 

ど
も
、
そ
の
思
い
が
破
ら
れ
て
み
れ
ば
、
人
間
と
は
縁
に
よ
っ
て 

心
が
散
乱
す
る
「散
動
の
根
機
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。
倫
理
的
修
善
の
破
綻
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
も
の
は
倫
理 

以
上
の
世
界
と
し
て
の
定
善
で
あ
る
が
、
し
か
し' 

定
善
を
求
め 

る
人
間
存
在
の
根
底
に
は
散
善
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ 

り
、
そ
の
散
善
の
課
題
を
解
き
尺
く
さ
ず
し
て
は
一
人
の
人
間
の

生
の
全
体
を
摂
め
尽
く
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

「
息
慮
凝
心
」
と
い
う
定
善
は' 

そ
れ
が
倫
理
以
上
の
世
思
を
志 

向
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
ど
も' 

そ
れ
は
や
は
り
人
間
の
一
行 

為
で
あ
る
。
し
か
し' 

生
を
摂
し
尽
く
す
事
柄
と
し
て
説
か
れ
る 

散

善

の

「
廃
悪
修
善
」
と
は
、
人
間
の
或
る
ひ
と
つ
の
在
り
方
で 

は
な
く'

人
間
で
あ
る
限
り
そ
れ
以
外
に
在
り
様
の
な
い
自
己
の 

全
体
と
し
て
の
在
り
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間
存 

在

は

「
遇
縁
」
と
い
う
言
葉
で
確
か
め
ら
れ
る
。
人
間
の
生
の
具 

体
性
は
出
会
い
を
自
己
の
内
実
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と 

に
あ
る
。
そ
れ
故
に
刻
々
の
場
面
を
自
己
が
ど
う
生
き
る
か
と
い 

う
課
題
に
直
面
し
な
が
ら
自
己
の
生
が
あ
る
と
い
う
存
在
が
人
間 

で
あ
る
。
縁
に
よ
っ
て
散
動
す
る
心
に
お
い
て' 

刻
々
の
場
面
を 

課
題
的
に
生
き
て
い
る
の
が
人
間
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に 

お
い
て
、
人
間
は
徹
底
し
て
倫
理
の
世
界
を
生
き
る
存
在
で
あ
り
、 

そ
の
事
を
捨
象
す
る
時' 

人
間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
具
体
性 

を
失
う
。
人
間
を
徹
底
し
て
倫
理
の
世
界
に
立
ち
帰
ら
し
め
、
し 

か
も
、
そ
の
倫
理
に
苦
悩
す
る
人
間
に
「
倫
理
以
上
の
根
拠
」
を 

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
も
っ
て
倫
理
の
世
界
を
生
き
尽
く
さ
し
め 

る
。
す
な
わ
ち' 

具
体
的
に
生
き
る
人
間
を
具
体
的
に
救
済
す
る 

と
い
う
こ
と
に
お
い
て' 

釈
尊
は
散
善
を
自
ら
開
か
れ
た
の
で
あ 

る
。
そ
の
散
善
自
開
の
仏
意
は' 

そ
れ
は
当
し
く'

徹
底
し
て
世



に
在
り
な
が
ら
し
か
も
そ
の
世
に
お
い
て
全
き
自
在
を
得
て
い
る 

世
自
在
王
仏
を
憶
念
す
る
こ
と
に
お
い
て
「
超
世
の
願
」
を
建
立 

さ
れ
た
法
蔵
菩
薩
の
願
意
で
あ
る
。

散
善
と
は
縁
に
よ
っ
て
散
動
す
る
心
の
ま
ま
に
廃
悪
修
善
を
励 

む
こ
と
で
あ
る
が' 

定
善
と
い
え
ど
も
散
動
す
る
心
を
根
拠
と
す 

る
以
上
、
そ
の
本
質
は
散
善
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
散
善 

は
三
福
九
品
と
し
て
顕
わ
さ
れ
る
が
、
そ
の
九
品
の
経
説
は
、
上 

中
下
輩
と
い
う
各
別
の
修
善
に
よ
る
各
別
の
往
生
を
説
示
し
、
勧 

励
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
散
善
は
、
自
己
が
出
会
っ
た
と
こ
ろ 

の
善
の
教
え
を
徹
底
し
て
実
行
す
る
こ
と
に
お
い
て
往
生
を
願
求 

し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

3

内

観

・
外
観

第
十
九
願
は

し
か
る
に
濁
世
の
群
萌
、
穢
悪
の
含
識
、

い
ま
し
九
十
五
種 

の
邪
道
を
出
で
て
、
半

満

・
権
実
の
法
門
に
入
る
と
い
え
ど 

も
、
真
な
る
者
は
、
は
な
は
だ
も
っ
て
難
く'

実
な
る
者
は
、
 

は
な
は
だ
も
っ
て
希
な
り
。
偽
な
る
者
は
、
は
な
は
だ
も
つ 

て
多
く
、
虚
な
る
者
は' 

は
な
は
だ
も
っ
て
滋
し
。

こ
こ
を 

も
っ
て
釈
迦
牟
尼
仏
、
福
徳
蔵
を
顕
説
し
て
群
生
海
を
誘
引 

し' 

阿
弥
陀
如
来' 

本
誓
願
を
発
し
て
あ
ま
ね
く
諸
有
海
を

化
し
た
ま
う
。
花
身
土
巻) 

と
顕
わ
さ
れ
る
ご
と
く'

あ
く
ま
で
も
外
道
を
出
て
仏
教
に
入
り 

た
る
者
の
、
仏
教
に
於
け
る
虚
偽
を
批
判
し
、
真
実
へ
と
誘
引
す 

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し' 

そ
の
虚
偽
の
批
判
と
は' 

半
満
・
権 

実
の
法
門
の
真
偽
，
優
劣
を
議
論
検
討
す
る
も
の
で
は
な
い
。
定 

散
九
品
の
教
説
に
示
さ
れ
る
ご
と
く'

自
己
の
善
と
思
う
こ
と
を 

徹
底
し
て
実
行
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て' 

自
己
自
身
に
明
ら 

か
に
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
批
判
で
あ
る
。
修
諸
功
徳
を
説
く
第 

十
九
願
の
願
意
を
親
鸞
は
、

濁
世
の
道
俗
、 

善
く
自
ら
己
が
能
を
思
量
せ
よ
と
な
り
。
 

と
頷
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 

第
十
九
願
は
、
自
己
の
分
限 

に
目
覚
め
る
と
い
う
一
点
を
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が 

っ
て
、
第
十
九
願
の
批
判
は
自
己
の
分
限
へ
の
無
知
と
い
う
一
点 

に
あ
る
。
確
か
に' 

如
何
な
る
仏
教
と
い
え
ど
も
自
己
へ
の
目
覚 

め
を
課
題
と
し
な
い
も
の
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
自
己
の
苦
悩
の 

原
因
を
外
物
や
他
人
に
見
て
ゆ
く
と
い
っ
た
外
に
向
っ
て
限
り
な 

く
拡
散
し
て
ゆ
く
外
観
道
を
転
じ
て
、
あ
く
ま
で
も
苦
悩
の
自
己 

を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
と
い
う
内
観
道
こ
そ
仏
教
の
真
面
目
で
あ 

る
。
し
か
し
、
そ
の
仏
教
に
お
い
て
、
自
己
自
身
を
救
済
す
る
程 

深
く
自
己
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
自
己
に
関 

す
る
如
何
に
深
遠
な
教
理
も
自
己
を
救
済
す
る
こ
と
が
出
来
な
か



っ
た
と
い
う
、 

そ
の
自
己
へ
の
目
覚
め
の
浅
さ
こ
そ
当
に
批
判
さ 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
の
目
覚
め
の
浅
さ
と
は
、
 

内
観
道
の
ご
と
く
装
い
な
が
ら
、
そ
の
内
実
は
外
観
道
で
し
か
在 

り
得
な
か
っ
た
と
い
う
質
の
露
呈
で
あ
る
。
深
い
自
己
へ
の
目
覚 

め
と
は
、
自
己
の
修
善
の
破
綻
と
い
う
こ
と
の
な
か
で
自
ら
が
身 

を
も
っ
て
学
び
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
柄
な
の
で
あ
る
。

ひ 

と
つ
の
修
善
が
破
綻
し
て
も
、
ま
た
別
の
修
善
へ
望
を
つ
な
い
で 

破
綻
を
誤
摩
化
し
続
け
て
ゆ
く
人
間
に
向
っ
て
定
散
九
品
の
教
え 

は
、
何
度
破
れ
続
け
よ
う
と
も
自
分
に
ま
だ
な
せ
る
と
思
う
善
が 

あ
る
限
り
、
そ
の
善
を
至
誠
の
心
を
も
っ
て
実
行
し
尽
く
せ
と
呼 

び
か
け
る
。
そ
し
て' 

呼
び
か
け
ら
れ
な
い
限
り' 

人
間
は
修
善 

の
困
難
さ
に
疲
弊
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
そ
の
実
行
と
い
う
こ
と
を 

離
れ
て
、
修
善
に
つ
い
て
机
上
の
観
念
の
操
作
を
す
る
と
い
う
こ 

と
で
事
態
を
終
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
操 

作
で
も
っ
て
、
修
善
に
挫
折
し
た
自
己
の
事
実
を
隠
蔽
し
て
ゆ
く 

と
い
う
こ
と
が
、
限
り
な
く
自
己
を
自
己
か
ら
遠
ざ
け
て
ゆ
く
。

4

自
負
心
の
無
根
拠
性 

至
誠
心
を
も
っ
て
修
善
を
尺
く
せ
と
い
う
定
散
九
品
の
呼
び
か 

け
は' 

人
間
を
し
て
下
下
品
の
機
に
到
る
ま
で
内
観
を
深
化
せ
し 

め
ず
に
は
お
か
な
い
。

「
下
品
下
生
」
と
い
う
は
、 

あ
る
い
は
衆
生
あ
り
て' 

不
善 

業
た
る
五
逆
・
十
悪
を
作
る
。
も
ろ
も
ろ
の
不
善
を
具
せ
る 

か
く
の
ご
と
き
の
愚
人' 

悪
業
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
悪
道
に 

堕
す
べ
し
。
多
劫
を
経
歴
し
て' 

苦
を
受
く
る
こ
と
窮
ま
り 

な
か
ら
ん
。
竄
経)

と
説
か
れ'

即
ち
是' 

具
に
五
逆
等
を
造
れ
る
重
罪
の
凡
夫
人
也 

と
確
か
め
ら
れ
る
下
下
品
は' 

修
善
を
目
指
し
、
修
善
の
困
難
さ 

に
苦
悩
す
る
と
こ
ろ
の
善
人
で
は
な
い
。

至
誠
心
が
徹
底
し
て
ゆ 

く
時
、
そ
こ
に
見
え
て
来
た
の
は
、
刻
々
の
場
面
を
造
悪
の
悪
人 

と
し
て
し
か
生
き
て
い
な
い
と
い
う
自
己
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の 

造
悪
の
自
己
に
怯
え
、
必
堕
地
獄
に
戦
く
悪
人
が
下
下
品
の
機
で 

あ
る
。
そ
の
悪
人
が'

汝
も
し
念
ず
る
に
能
わ
ず
は
、
無
量
寿
仏
と
称
す
べ
し 

と
い
う
善
知
識
の
教
え
の
も
と
に
仏
名
を
称
し
往
生
を
得
る
と
説 

か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
悪
人
へ
の
徹
底
し
た
目
覚
め
だ
け
が
善
知 

識
の
仰
せ
を
聞
き
得
た
の
で
あ
る
。

「
た
だ
念
仏
」

の
教
え
に
照 

射
さ
れ
る
時
、
熾
烈
な
修
善
の
道
程
を
支
え
て
い
た
も
の
は
、
定 

散
の
修
善
を
自
己
完
遂
出
来
る
も
の
と
し
て
い
た
自
負
心
で
あ
る
。 

そ
の
自
負
心
が
全
く
無
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
し
た
が
っ 

て
、
そ
の
自
負
心
を
根
拠
と
し
て
修
善
を
完
遂
し
得
る
と
思
い
、



そ
の
修
善
の
畜
積
に
よ
っ
て
倫
理
以
上
の
世
界
を
手
に
入
れ
得
る 

と
思
う
無
知
が
照
射
さ
れ
る
時' 

自
己
と
は
、
修
善
を
完
遂
し
う 

る
何
ん
の
根
拠
も
有
し
得
な
い
。

い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
竄
異
抄) 

に
他
な
ら
な
い
。

か
く
の
ご
と
き
自
己
の
分
限
へ
の
目
覚
め
の
み 

が
、
修
善
の
完
遂
・
不
完
遂
へ
の
執
着
を
払
拭
し
て' 

分
を
尽
く 

す
と
い
う
生
活
を
開
く
。
自
己
の
分
限
を
明
ら
か
に
す
る
念
仏
の 

み
が
倫
理
に
苦
悩
す
る
人
間
に
倫
理
以
上
の
世
界
を
開
き
、
徹
底 

し
て
倫
理
を
生
き
る
人
間
の
生
活
に
倫
理
以
上
の
根
拠
を
与
え
る 

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に' 

定
散
の
修
善
と
は' 

仏
説
の
勧
励
の 

も
と
に
修
善
を
尽
く
す
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
仏
名
を
聞
受
す 

る
身
に
到
る
ま
で
自
己
を
徹
底
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
歩
み 

で
あ
り
、
定
散
を
顕
説
す
る
『
観
無
量
寿
経
』

の
隠
意
は 

『
観
経
』

の
定
散
諸
機
は
「
極
重
悪
人
唯
称
弥
陀
」
と
勧
励 

し
た
ま
え
る
な
り
。
濁
世
の
道
俗
、 

善
く
自
ら
己
が
能
を
思 

量
せ
よ
と
な
り
。
知
る
べ
し
。(
化
身
土
巻) 

と
い
う
念
仏
を
勧
励
し
、
自
己
へ
の
目
覚
め
を
呼
び
か
け
る
も
の 

で
あ
る
。

5

懈

慢

界
 

「
化
身
土
巻
」

の
冒
頭
に
は

謹
ん
で
化
身
土
を
顕
さ
ば
、
仏

は

『
無
量
寿
仏
観
経
』

の
説 

の
ご
と
し
、
真
身
観
の
仏
こ
れ
な
り
。
土

は

『
観
経
』

の
浄 

土
こ
れ
な
り
。
ま

た

『
菩
薩
処
胎
経
』
等
の
説
の
ご
と
し
、
 

す
な
わ
ち
懈
慢
界
こ
れ
な
り
。
ま

た

『
大
無
量
寿
経
』

の
説 

の
ご
と
し' 

す
な
わ
ち
疑
城
胎
宮
こ
れ
な
り
。(
化
身
土
巻) 

と
、
化
身
化
土
が
顕
わ
さ
れ
る
が
、

『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
等 

に
も
示
さ
れ
る
ご
と
く'

懈
慢
界
と
は
第
十
九
願
の
世
界
を
表
わ 

し
、
疑
城
胎
宮
と
は
第
二
十
願
の
世
界
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
れ 

で
は
、
善
を
修
し
精
進
し
て
ゆ
く
第
十
九
願
は
何
故
に
懈
慢
界
と 

呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
懈
慢
界
と
は
、 

西
方
こ
の
閻
浮
提
を
去
る
こ
と
十
二
億
那
由
他
に
解
慢
界
あ 

り
。
乃
至

意
を

発
せ
る
衆
生
、
阿
弥
陀
仏
国
に
生
ま
れ
ん 

と
欲
す
る
者' 

み
な
深
く
懈
慢
国
土
に
着
し
て' 

前
進
ん
で 

阿
弥
陀
仏
国
に
生
ま
る
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
〈化
土
巻) 

と
説
か
れ
る
ご
と
く
。
阿
弥
陀
仏
国
に
向
っ
て
の
全
身
を
挙
げ
た 

精
進
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
た
だ
の
一
歩
も
阿 

弥
陀
仏
国
に
進
み
出
し
て
い
な
い
と
い
う
質
な
の
で
あ
る
。
倫
理 

的
修
善
を
以
っ
て
倫
理
以
上
の
世
界
を
求
め
、
未
覚
者
の
精
進
に 

よ
っ
て
覚
者
を
観
察
し
得
る
と
思
う
と
い
う
こ
と
が' 

相
対
有
限 

の
畜
積
に
よ
っ
て
絶
対
無
限
を
達
成
し
よ
う
と
い
う
質
な
の
で
あ 

る
。
そ
の
質
に
気
付
か
ず
し
て
な
さ
れ
て
い
る
急
走
急
作
の
修
善



の
全
体
が
急
務
を
怠
っ
て
い
る
懈
慢
界
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て 

の
唯
一
無
二
の
急
務
と
は
念
仏
申
し
て
自
己
の
分
限
を
明
ら
か
に 

し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
急
務
を
忘
却
し
て
い
る
と 

い
う
と
こ
ろ
に

我
等
の
大
迷
は
如
来
を
知
ら
ざ
る
に
あ
り
。
 

如
来
を
知
れ
ば' 

始
め
て
我
等
の
分
限
あ
る
こ
と
を
知
る
。
 

と
い
わ
れ
る
「
我
等
の
大
迷
」
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
如
来
を 

知
ら
ず' 

自
己
の
分
限
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
の
急
走
急
作
の
修
善 

は
、
大
迷
の
な
か
で
の
堂
々
巡
り
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己 

へ
の
目
覚
め
が
な
い
故
に
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
自
己
の
修
道
の 

良

・
不
良
に
一
喜
一
憂
す
る
と
い
う
高
慢
と
卑
下
慢
を
繰
り
返
え 

す
。
そ
の
大
迷
を
一
歩
越
え
出
る
こ
と
こ
そ
人
間
に
と
っ
て
の
最 

の
急
務
で
あ
り' 

そ
の
急
務
に
目
を
覚
ま
す
と
い
う
こ
と
が
欠 

落
す
る
な
ら
ば
、
如
何
に
熾
烈
な
姿
を
と
っ
た
修
道
で
あ
ろ
う
と 

懈
慢
と
言
い
切
る
と
こ
ろ
に' 

目
覚
め
る
べ
く
し
て
生
き
て
い
る 

存
在
と
し
て
人
間
に
対
応
せ
る
如
来
の
、
人
間
へ
の
絶
対
の
信
頼 

が
あ
る
。

自
己
の
分
限
と
は
、
自
己
が
修
善
を
尺
く
す
こ
と
に
お
い
て
、 

そ
の
破
綻
を
通
し
て
自
ら
の
身
に
頷
い
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
以
外 

に
知
り
よ
う
の
な
い
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
第
十
九
願
は
諸
の 

功
徳
を
修
す
る
こ
と
を
説
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

諸
行
は
廃
の
為
に
し
か
も
説
く
。
念
仏
は
立
の
た
め
に
し
か 

も
説
く
。

と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
諸
行
を
廃
捨
し
て
念
仏
に
帰
せ
し
め
ん
が 

た
め
に
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
如
来
の
悲
願
が
あ
る
故
に
、
 

誠
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
の
修
善
の
生
活
は
、
人
間
に
よ
る 

価
値
評
価
を
越
え
て
、 

諸
善
万
行
こ
と
ご
と
く 

至
心
発
願
せ
る
ゆ
え
に 

往
生
浄
土
の
方
便
の 

善
と
な
ら
ぬ
は
な
か
り
け
り(
浄
土
利
護) 

と
い
う
、
浄
土
へ
の
仮
の
路
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
何 

故
な
ら
ば
、
誠
実
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
徹
底
す
る
時' 

人
間 

は
必
ず
行
き
詰
ま
る
。
そ
の
自
己
の
行
き
詰
ま
り
に
正
直
で
あ
る 

こ
と
が
教
え
を
聞
き
開
く
機
縁
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

そ
の
行
き
詰
ま
り
を
隠
蔽
し
て
ゆ
く
限
り
、
諸
善
万
行
は
仮
の
路 

で
あ
る
が
ゆ
え
に 

聖
道
権
仮
の
方
便
に 

衆
生
ひ
さ
し
く
と
ど
ま
り
て 

諸
有
に
流
転
の
身
と
ぞ
な
る 

悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ
審
土
和

50) 

と
い
う
、
無
窮
の
流
転
に
他
な
ら
な
い
。
仮
の
路
は
、
そ
こ
を
歩



み
尽
く
す
こ
と
を
も
っ
て
出
ず
る
べ
き
路
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。 

6

信

罪

福

心

第
十
九
願
・

『
観
無
量
寿
経
』
が
修
諸
善
根
と
い
フ
こ
と
を
説 

く
の
に
対
し
て
、
第
二
十
願
・

『
阿
弥
陀
経
』
は
、

『
小
本
』
に
は
、
た
だ
真
門
を
開
き
て
方
便
の
善
な
し
。
 

と
い
わ
れ
る
よ
う
に' 

修
善
は
顕
説
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、

『
阿 

弥
陀
経
』

の
顕
義
が

「
顕
」
と
言
う
は
、
経
家
は
一
切
諸
行
の
少
善
を
嫌
貶
し
て
、
 

善

本

・
徳
本
の
真
門
を
開
示
し' 

自
利
の
一
心
を
励
ま
し
て
、
 

難
思
の
往
生
を
勧
む
。(
化
身
土
卷) 

と
い
う
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
た
だ
念
仏
」

の
教
言
の
前 

に
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」
と
い 

う
こ
と
は' 

そ
れ
は
修
善
の
挫
折
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、 

修
善
を
完
遂
す
る
如
何
な
る
根
拠
も
有
し
得
な
い
自
己
へ
の
目
覚 

め
で
あ
り
、
修
善
自
体
へ
の
明
確
な
断
念
を
意
味
す
る
も
の
で
あ 

る
。
そ
し
て' 

そ
の
明
確
な
修
善
へ
の
断
念
を
潜
っ
た
な
か
で
初 

め
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
の
が' 

人
間
の
深
い
執
心
、

「
信
罪 

福
心
」
の
問
題
で
あ
る
。

自
身
の
罪
を
深
く
自
覚
し' 

た
だ
念
仏
を
申
し
て
ゆ
く
と
い
う 

こ
と
に
決
着
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず' 

そ
の
存
在
の
う
え
に

し
か
る
に
称
名
憶
念
あ
れ
ど
も' 

無
明
な
お
存
し
て
所
願
を 

満
て
ざ
る
は
い
か
ん(
僧
巻)

と
い
う
問
い
が
湧
き
お
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
念
仏
申
す
と
い 

う
こ
と
に
お
い
て
、
修
善
へ
の
執
着
か
ら
自
己
が
解
放
さ
れ
た
存 

在
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
そ
こ
に
起
こ
る
問
い
と
は' 

名
号
を
称 

す
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
破
闇
満
願
を
要
求
す
る
と
い
う
修
善 

の
意
識
で
も
っ
て
問
わ
れ
た
問
い
で
は
な
い
。
修
善
の
か
な
わ
ぬ 

身
に
た
だ
念
仏
申
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
深
く
頷
い
た
存
在
で 

あ
り
、
た
だ
念
仏
申
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
自
己
の
人
生
は
尽 

く
さ
れ
て
ゆ
く
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、 

そ
の
念
仏
を
申
し
な
が 

ら

「
無
明
な
お
存
し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
」
と
い
う
実
感
が
湧
き 

起
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
拭
い
去
る
こ
と
の
出
来
な
い
実
感 

が' 

人
間
存
在
の
深
み
に
あ
る
問
題
を
掘
り
起
し
て
来
る
。
そ
れ 

は
、

「
定
散
の
専
心
」
と
は' 

罪
福
を
信
ず
る
心
を
も
っ
て
本
願 

力
を
願
求
す
、

こ

れ

を

「
自
力
の
専
心
」
と
名
づ
く
る
な
り
。
 

と
い
わ
れ
る
信
罪
福
心
で
あ
る
。
罪
福
と
は
、
悪
を
な
せ
ば
罪
果 

を
得
、
善
を
な
せ
ば
福
を
得
る
と
い
う
理
を
い
う
。
そ
し
て' 

そ 

の
罪
福
の
理
は
、
人
間
に
と
っ
て
あ
ら
た
め
て
問
い
直
す
必
要
も 

な
い
程
自
明
の
理
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で' 

人
間
は
罪 

福
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
信
罪
福
心
で
あ
る
。
罪
福



の
理
は
自
明
の
「
理
」
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く'

あ
ら
ゆ 

る
努
力
，
精
進
の
大
前
提
と
な
り' 

そ
れ
を
支
え
る
「
力
」
で
あ 

る
。
善
い
行
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
善
い
結
果
を
招
く
と
い
う 

こ
と
を
信
ず
れ
ば
こ
そ
修
善
に
励
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、 

幸
福
な
明
日
を
夢
み
て
一
生
懸
命
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
自 

体
が
信
罪
福
心
で
あ
り
、
幸
福
を
求
め
て
、
自
分
な
り
の
一
生
懸 

命
さ
で
生
き
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
信
罪 

福
心
で
あ
る
。

努

力

・
精
進
の
心
で
あ
り' 

向
上
心
で
あ
る
と
こ
ろ
の
信
罪
福 

心
は
何
故
に
本
願
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ 

ろ
う
か
。
信
罪
福
心
は
人
間
か
ら
し
て
み
れ
ば
肯
定
さ
れ
こ
そ
す 

れ
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
は
な
い
。
し
か
し' 

人
間
の
全
き 

自
立
、
解
放
を
願
う
本
願
に
お
い
て
信
罪
福
心
は
、
人
間
の
根
元 

的
な
罪
障
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
信 

罪
福
心
は
、
因
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
を
求
め
て
止
ま
な
い 

従
因
向
果
の
心
で
あ
り' 

従
因
向
果
の
心
は
既
に
し
て
功
利
的
で 

あ
る
。
そ
の
従
因
向
果
の
功
心
が
自
分
の
生
活
を
目
的
達
成
の
た 

め
の
手
段
と
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て' 

生
活
を
手
段
化
し
て
い
る 

こ
と
に
何
ん
の
疑
問
も
持
っ
て
い
な
い
。
そ
の
人
間
に
刻
々
の
人 

生
の
絶
対
の
尊
厳
性
に
目
覚
ま
し
め
ん
が
為
に
、
す
な
わ
ち' 

人 

生
の
刻
々
を
手
段
化
し
て
消
耗
し
て
ゆ
く
人
間
に' 

そ
の
刻
々
の

も
つ
絶
対
の
意
味
を
自
己
奪
還
せ
し
め
ん
が
為
に
、
本
願
は
信
罪 

福
心
を
根
本
罪
障
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
根
本
罪
障
と
し 

て
の
信
罪
福
心
は
、

「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」

「
た 

だ
念
仏
」
と
い
う
こ
と
を
潜
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
念 

仏
と
の
値
遇
に
お
い
て
、

一
度
自
己
の
功
利
性
を
超
克
し
た
存
在 

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず' 

そ
の
自
己
を
救
済
し
た
念
仏
ま
で
も 

私
有
化
し
、
自
己
の
救
済
の
た
め
の
手
段
と
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
 

人
間
の
功
利
性
の
根
深
さ
。
そ
の
根
深
さ
が
「
し
か
る
に
称
名
憶 

念
あ
れ
ど
も
、
無
明
な
お
存
し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
」
と
い
う
自 

己
を
突
き
あ
げ
る
疑
問
の
な
か
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
念
仏
を
手
段
化
し
、
自
己
の
生
活
を
手
段
化
し
て
ゆ
く 

と
い
う
こ
と
は
、
縁
の
な
か
で
出
会
う
す
べ
て
の
事
柄
を
手
段
化 

し
、
す
べ
て
の
人
々
を
手
段
化
し
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に 

ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
本
当
に
悲
し
み
痛
む
と
い 

う
こ
と
の
な
い
ま
ま
に' 

あ
た
か
も
母
の
胎
内
で
安
眠
す
る
胎
児 

の
ご
と
く
に
安
ら
か
に
眠
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
も
っ
て
救
済
と
し
て 

ゆ
こ
う
と
す
る
人
間
に
、
目
覚
め
こ
そ
真
実
の
救
済
で
あ
る
と
い 

う
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
に
、
本
願
は
第
二
十
願
の
世
界 

を
疑
城
胎
宮
と
し
て
顕
わ
し
て
ゆ
く
。
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疑

城

胎

宮
 

第
二
十
願
の
仏
土
は
「
疑
城
胎
宮
」
と
し
て
顕
わ
さ
れ
る
が
、
 

疑
城
胎
宮
は
『
大
無
量
寿
経
』
に 

も
し
衆
生
あ
り
て' 

疑
惑
の
心
を
も
っ
て
も
ろ
も
ろ
の
功
徳 

を
修
し
て
、
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ん
。
仏

智

，
不
思
議 

智

・
不
可
称
智
・
大
乗
広
智
・
無
等
無
倫
最
上
勝
智
を
了
ら 

ず
し
て
、

こ
の
諸
智
に
お
い
て
疑
惑
し
て
信
ぜ
ず
。
し
か
る 

に
猶
し
罪
福
を
信
じ
善
本
を
修
習
し
て
そ
の
国
に
生
ぜ
ん
と 

願
ぜ
ん
。

と
説
か
れ
る
ご
と
く
、
疑
惑
の
心
を
因
と
し
て
得
る
と
こ
ろ
の
果 

が
胎
生
で
あ
る
。
名
号
を
一
心
不
乱
に
執
持
す
る
第
二
十
願
の
仏 

土
を
疑
城
胎
宮
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
人
間
存 

在
の
深
い
疑
惑
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
深 

い
疑
惑
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
 

「
彰
」
と
言
う
は
、
真
実
難
信
の
法
を
彰
す
。

こ
れ
す
な
わ 

ち
不
可
思
議
の
願
海
を
光
闡
し
て
、
無
碍
の
大
信
心
海
に
帰 

せ
し
め
ん
と
欲
す
。
〈化
身
土
巻) 

と
い
わ
れ
る
深
い
信
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 

疑
城
胎
宮
と
は
、
そ
の
疑
惑
に
よ
っ
て 

こ
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
、
か
の
宮
殿
に
生
ま
れ
て
寿
五
百
歳
、

常
に
仏
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
。
経
法
を
聞
か
ず
。
菩
薩
・
声 

聞
聖
衆
を
見
ず
。(
大
展)

と
説
か
れ
、
ま
た

仏
智
を
疑
惑
す
る
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、

か
の
宮
殿
に
生
ま 

れ
て
、
刑
罰' 

乃
至
、

一
念
の
悪
事
あ
る
こ
と
な
し
。
但
し 

五
百
歳
の
中
に
お
い
て
三
宝
を
見
た
て
ま
つ
ら
ず
。(
大
経) 

と
説
か
れ
る
ご
と
く'

仏
に
遇
え
ず' 

法
を
聞
け
ず' 

和
合
衆
を 

見
い
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
疑
城
胎
宮
と
は
人 

間
に
と
っ
て
は'

た
と
え
ば
転
輪
聖
王
に
別
に
七
宝
の
宮
室
あ
り
て
、
種
種
に 

荘
厳
し
床
帳
を
張
設
し
て' 

も
ろ
も
ろ
の
絵
幡
を
懸
け
た
ら 

ん
が
ご
と
し
。
も
し
も
ろ
も
ろ
の
小
王
子
あ
り
て
罪
を
王
に 

得
れ
ば
、
す
な
わ
ち
か
の
宮
中
に
内
れ
て
繫
ぐ
に
金
鎖
を
も 

っ
て
せ
ん
。
飲

食

，
衣

服

・
床
褥
・
華
香
・
妓
楽
を
供
給
せ 

ん
こ
と' 

転
輪
王
の
ご
と
く
し
て
乏
少
す
る
と
こ
ろ
な
け
ん
。
 

と
譬
え
ら
れ
る
ご
と
く'

全
世
界
を
統
治
す
る
転
輪
聖
王
の
よ
う 

に
一
切
が
満
た
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、 

不
見
三
宝
と
い
う
こ
と
を
痛
み
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
な 

い
。

こ

こ

に

「
救
済
」
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
深
い
問
題
が
あ
る
。
 

第
二
十
願
の
機
は
、

し
か
れ
ば
名
を
称
す
る
に
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
を
破



し' 

能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
う
。
合
巻) 

と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
如
来
に
目
覚
め
、
自
己
に
目
覚
め
る
こ
と 

に
お
い
て
一
切
の
闇
を
破
ら
れ
、

一
切
の
志
願
を
充
満
し
た
存
在 

で
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
、
自
己
を
目
覚
ま
し
め
た
言
葉
を
も
私 

有
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
私
有
化
さ
れ
た
言
葉
は
覚
醒
の
作
用 

を
失
っ
て
、
人
間
の
分
別
に
し
か
過
ぎ
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
「無 

明
な
お
存
し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
」
と
い
う
実
感
を
、

「
自
己
と 

は
こ
れ
こ
れ
の
存
在
で
あ
る
」

「
如
来
と
は
こ
れ
こ
れ
の
存
在
で 

あ
る
」

「
世

界
(

人
間)

と
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
と
、
私
有
化 

(

分
別
化)

さ
れ
た
言
葉
で
も
っ
て
一
心
不
乱
に
自
分
に
言
い
聞 

か
せ
て
隠
蔽
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て 

安

心

・
満
足
を
得
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
人
間
は
、 

当
に
知
る
べ
し
。
そ
れ
菩
薩
あ
り
て
疑
惑
を
生
ず
る
者
は
大 

利
を
失
す
と
す
。(
大
总

と
い
わ
れ
る' 

人
間
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
も
の
を
失
な
う
の
で 

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
を
了
解
し
た
と
い
う
か
た
ち
で
仏
に
遇
う 

こ
と
を
失
い' 

自
己
を
了
解
し
た
と
い
う
か
た
ち
で
自
己
に
遇
う 

こ
と
を
失
い
、
世

界
(

人
間)

を
了
解
し
た
と
い
う
か
た
ち
で
世 

界
(

人
間)

に
遇
う
こ
と
を
失
う
。

一
心
不
乱
に
信
順
し
な
が
ら 

も
、
そ
こ
に
具
体
的
な
値
遇
が
欠
落
す
る
が
故
に
、
第
二
十
願
の 

機
は
二
不
知
・
三
不
信
と
い
う
不
信
知
と
い
う
こ
と
で
明
ら
か
に

さ
れ
、
本
願
を
疑
う
疑
と
い
う
こ
と
で
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

第
十
九
願
の
諸
行
は
、
念
仏
に
帰
せ
し
め
ん
が
た
め
に
説
か
れ 

た
も
の
で
あ
り
、
廃
捨
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か 

し
、
第
二
十
願
の
執
持
名
号
は
廃
捨
の
た
め
に
説
か
れ
た
る
も
の 

で
は
な
い
。
人
間
が
真
実
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
名
号
を
執
持 

し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
の
他
に
は
な
い
。
問
題
は' 

そ
う
い
う
名 

号
執
持
の
生
活
を
私
有
化
し
、
救
済
の
た
め
の
手
段
と
し
て
ゆ
く 

人
間
の
私
心
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
私
心
は
、

「無
明
な
お
存 

し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
」
と
い
う
実
感
に
正
直
で
あ
る
こ
と
に
お 

い
て
、
自
己
を
念
仏
者
と
し
て
誕
生
せ
し
め
た
「
よ
き
ひ
と
の
お 

お
せ
」

の
前
へ
自
己
が
限
り
な
く
帰
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
お 

い
て
常
に
超
克
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

「
た
だ
念
仏
」

の
教 

言
と
の
値
遇
は
、
如
来
に
悲
し
ま
れ
て
在
る
と
い
う
自
己
と
の
値 

遇
で
あ
る
故
に
、

「
た
だ
念
仏
」
の

教
え

は

「分
っ
た
」
と
自
己 

完
結
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
て
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

「
分
っ
た
」
と' 

教
え
か
ら
離
れ
て
一
人
立
ち
し
よ
う
と
す
る
私 

心
を
し
て
教
え
の
前
に
立
ち
返
ら
し
め
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
そ 

し
て
、
徹
底
し
て
教
言
に
立
ち
返
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て 

さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
 

た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ 

よ
。8
^
抄)



と
、
自
己
一
人
を
救
済
せ
ん
が
為
に
応
動
す
る
本
願
に
値
遇
す
る 

と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
安

心

・
満
足
の
疑
城
胎
宮
に
安
眠
し
て
い 

た
い
と
い
う
私
心
を

帰
去
来
、
他
郷
に
は
停
ま
る
べ
か
ら
ず
。(
化
身
土
卷)

と' 

他
郷
と
し
て
否
定
し
て

仏
に
従
い
て' 

本
家
に
帰
せ
よ
。(
化
身
土
卷)

と
、
人
間
を
し
て
本
願
の
仏
道
を
歩
む
存
在
と
成
ら
し
め
る
の
で 

あ
る
。

8

結 

び

真
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
正
し
く
教
言
に
値
遇
す
る
と 

い
う
一
点
に
お
い
て
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
本

願

を

「
聞
」
く
と
い 

う
こ
と
は
遇
教
に
お
い
て
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ 

の
本
願
聞
き
取
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
存
在
へ
の
目
覚
め
と
い
う

こ
と
に
お
い
て
あ
る
事
柄
で
あ
る
。

『
観
経
』
は
、
諸
行
の
修
善 

の
破
綻
に
お
い
て
念
仏
に
帰
せ
し
め
ん
が
為
に
修
諸
功
徳
を
説
き
、
 

『
阿
弥
陀
経
』
は
、
執
持
名
号
に
湧
き
起
こ
る
疑
惑
に
お
い
て
真 

実
信
心
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
為
に
一
心
不
乱
の
名
号
の
執
持
を
説 

く
。
そ
の
修
善
の
勧
励
は

濁
世
の
道
俗
、
善
く
自
ら
己
が
能
を
思
量
せ
よ
と
な
り
。
知 

る
べ
し
。(
化
身
土
巻)

と
い
う
、
自
己
の
分
限
へ
の
目
覚
め
を
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
 

正
に
刻
々
の
縁
に
お
い
て
、
自
己
に
目
覚
め
、
本
願
に
目
覚
め
て 

ゆ
く
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
遇
縁
を
生
き
る
人
間
の
根
本
問
題
で
あ 

る
。
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