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最
終
講
義源

信
の
『
往
生
要
集
』
と
叡
山
浄
土
教
の
確
立

ロ
バ
ー
ト 

 F. 

ロ
ー
ズ

は
じ
め
に

　

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
私
の
最
終
講
義
と
い
う
こ
と
で
、
多
く
の
方
々
に
ご
来
場
い
た
だ
き
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
今
日
は
「
源
信
の
『
往
生
要
集
』
と
比
叡
山
浄
土
教
の
確
立
」
と
い
う
題
目
で
、
少
し
お

話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
博
士
論
文
を
提
出
し
た
の
が
一
九
九
三
年
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
論
文
で
は
慧
心
僧
都
源
信
（
九
四
二
─
一

〇
一
七
）
の
『
一
乗
要
決
』
を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
の
『
一
乗
要
決
』
は
源
信
が
一
〇
〇
六
年
に
六
四
歳
の
年
齢
で
著
し
た
も
の
で
、

す
べ
て
の
衆
生
が
成
仏
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
も
の
で
す
。
そ
の
内
容
は
極
め
て
難
解
で
、
ほ
と
ん
ど

研
究
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
と
て
も
重
要
な
書
物
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と
、
や
は
り
源
信
を
研
究
す
る
か
ら
に
は
、
ど
う
し

て
も
源
信
の
主
著
で
あ
る
『
往
生
要
集
』
を
正
確
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
『
一
乗
要
決
』
の

研
究
は
一
旦
横
に
置
い
て
、『
往
生
要
集
』
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
理
由
で
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
日
本
浄
土
教

の
思
想
史
、
あ
る
い
は
源
信
の
浄
土
教
思
想
を
授
業
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
長
い
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
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そ
の
成
果
を
や
っ
と
二
〇
一
七
年
に
一
冊
の
本
に
ま
と
め
、
ハ
ワ
イ
大
学
プ
レ
ス
か
ら
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
二
〇
一
七
年
と

い
え
ば
、
源
信
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
丁
度
千
年
目
に
当
た
る
記
念
す
べ
き
年
で
す
が
、
そ
の
年
に
『
往
生
要
集
』
に
つ
い
て
の
本
を
出
版

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
な
に
か
不
思
議
な
ご
縁
を
感
じ
ま
す
。

　

源
信
の
時
代
の
浄
土
教
は
、
時
に
は
私
た
ち
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
法
然
や
親
鸞
の
浄
土
教
と
は
だ
い
ぶ
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

場
合
に
よ
っ
て
は
、
ず
い
ぶ
ん
違
和
感
を
持
つ
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
浄
土

教
と
は
少
し
異
な
る
浄
土
教
の
理
解
の
な
か
か
ら
、
鎌
倉
時
代
に
法
然
や
親
鸞
な
ど
の
革
新
的
な
浄
土
教
者
が
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
の
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

一
、
浄
土
教
の
伝
来
と
初
期
の
叡
山
浄
土
教

　

ま
ず
、
題
目
に
挙
げ
ま
し
た
「
叡
山
浄
土
教
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
比
叡
山
延
暦
寺
を
中
心
に
し
て
展

開
さ
れ
た
天
台
系
の
浄
土
教
を
示
し
ま
す
。
こ
の
叡
山
浄
土
教
の
確
立
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
が
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』
で
す
。
そ
し

て
、
源
信
以
降
、
比
叡
山
で
の
浄
土
教
は
、
様
々
な
形
で
展
開
し
て
い
き
ま
す
し
、
さ
ら
に
他
宗
へ
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
そ
し

て
鎌
倉
時
代
に
は
法
然
・
親
鸞
を
生
み
だ
す
母
体
と
も
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
叡
山
浄
土
教
は
、
日
本
天
台
思
想
の
発
展
だ
け
で
は
な
く
、

日
本
仏
教
全
体
に
、
あ
る
い
は
日
本
の
宗
教
史
、
ま
た
は
日
本
の
文
化
史
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
最
初
に
叡
山
浄
土
教
が
成
立
す
る
ま
で
の
歴
史
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
実
は
、
浄
土
教
が
日
本
に
い
つ
も
た
ら
さ

れ
た
の
か
は
、
あ
ま
り
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
関
し
て
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
浄
土
教
に
関
す
る
歴
史
的
に

最
も
確
実
な
最
初
の
記
述
は
、『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
記
述
か
と
い
う
と
、
六
四
〇
に
慧

隠
と
い
う
僧
侶
が
宮
中
で
『
無
量
寿
経
』
を
講
義
し
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
慧
隠
に
つ
い
て
も
、
あ
ま
り
よ
く
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
小
野
妹
子
が
率
い
る
遣
唐
使
の
一
員
と
し
て
唐
に
渡
り
、
三
十
年
以
上
も
中
国
で
勉
強
し
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
前
年
に
帰
国
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し
た
ば
か
り
で
し
た
が
、
帰
国
し
て
か
ら
一
年
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
宮
中
で
『
無
量
寿
経
』
を
講
義
し
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
浄
土
教
が
本
格
的
に
広
ま
っ
た
の
は
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
こ
の
時
代
に
浄
土
教
を
広
め
る
た
め
に
大
き

く
貢
献
し
た
の
が
、
皆
さ
ん
も
よ
く
御
存
じ
の
空
也
上
人
で
す
。
空
也
は
そ
の
生
涯
の
前
半
の
あ
い
だ
日
本
全
土
を
巡
り
、
各
地
で
修
業

し
た
り
、
あ
る
い
は
井
戸
を
掘
る
な
ど
の
慈
善
事
業
を
行
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
九
三
八
年
に
京
都
に
入
り
、
精
力
的
に
念
仏
を

人
々
に
広
め
る
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
貴
族
も
庶
民
も
含
め
て
、
多
く
の
人
々
が
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
こ
ろ
活
躍
し
た
文
人
の
慶
滋
保
胤
が
書
い
た
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
と
い
う
日
本
最
初
の
往
生
伝
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に

空
也
の
伝
記
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
伝
記
に
よ
り
ま
す
と
、
空
也
の
活
動
の
結
果
、「
世
を
挙
げ
て
念
仏
を
事
と
せ
り
」（
井
上
光

貞
・
大
曽
根
章
介
編
、『
往
生
伝
・
法
華
験
記
』、
日
本
思
想
体
系
7
、
二
九
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
世
間
の
人
々
は
み
な
念
仏
の
教
え
に

帰
依
し
て
、
念
仏
を
称
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
誇
張
し
た
表
現
で
す
け
れ
ど
も
、
空
也
が
浄
土

教
の
広
ま
り
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
保
胤
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
空
也
の
お
か
げ
で
、
浄
土
教
が
一
気
に
広

ま
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
ち
ょ
う
ど
空
也
が
京
都
で
活
躍
し
て
い
た
こ
ろ
に
、
比
叡
山
で
も
浄
土
教
に
関
す
る
書
物
を
書
く
僧
侶
が
現
れ
て
き
ま
す
。
浄

土
教
を
比
叡
山
に
も
た
ら
し
た
の
は
、
九
年
間
も
中
国
に
留
学
し
て
、
後
に
第
三
代
天
台
座
主
に
な
っ
た
円
仁
（
七
九
四
─
八
六
四
）
で
あ

る
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
円
仁
が
中
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
念
仏
は
音
楽
的
要
素
の
強
い
五
会
念
仏
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
が
後
に

「
山
の
念
仏
」
と
い
う
名
前
で
比
叡
山
の
年
中
行
事
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
比
叡
山
で
浄
土
教
に
関
す
る
論
書
が
書
か
れ
は
じ
め
た

の
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、
天
台
思
想
を
基
礎
と
し
た
浄
土
教
の
言
説
が
構
築
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
ち
ょ

う
ど
こ
の
こ
ろ
、
つ
ま
り
九
〇
〇
年
代
の
半
ば
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
時
代
、
天
台
浄
土
教
に
関
す
る
書
物
を
作
成
し
た
僧
侶
と
し
て
良
源
（
九
一
二
─
九
八
五
）、
禅
瑜
（
九
一
三
─
九
九
〇
）、
そ
し
て

千
観
（
九
一
八
─
九
八
四
）
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
ま
ず
良
源
は
第
十
八
代
天
台
座
主
に
な
っ
た
僧
侶
で
す
が
、
源
信
の
師
と
し
て
も
知
ら
れ
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て
い
ま
す
。
良
源
に
は
『
極
楽
浄
土
九
品
往
生
義
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
題
名
か
ら
知
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
『
観

無
量
寿
経
』
の
「
九
品
」
に
つ
い
て
詳
し
く
注
釈
し
た
も
の
で
す
。
次
の
禅
瑜
も
天
台
宗
の
学
僧
で
、『
阿
弥
陀
新
十
疑
』
と
い
う
興
味

深
い
書
物
を
著
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
浄
土
教
の
教
義
に
関
す
る
十
の
課
題
を
問
答
形
式
で
論
じ
た
も
の
で
、
天
台
宗
の
教
え
と
浄
土
教

の
教
え
の
相
違
点
に
つ
い
て
会
通
を
試
み
る
論
書
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
千
観
は
『
十
願
発
心
記
』
と
い
う
、
こ
れ
も
と
て
も
興
味
深
い
書
物
を
著
し
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
い

ま
す
と
、
千
観
は
そ
の
な
か
で
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
誓
う
十
願
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
十
願
が
『
十
願
発
心

記
』
の
中
心
で
す
け
れ
ど
も
、
千
観
は
そ
れ
ら
十
願
に
つ
い
て
自
ら
注
釈
し
て
、
詳
し
く
解
説
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
浄
土
の
教
え
に
関

す
る
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
考
察
を
加
え
て
い
ま
す
。
ま
た
『
極
楽
浄
土
九
品
往
生
義
』

と
『
阿
弥
陀
新
十
疑
』
に
関
し
て
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
書
か
れ
た
か
分
か
ら
な
い
の
に
対
し
て
、『
十
願
発
心
記
』
は
、
そ
の
奥
書
に
よ

り
ま
す
と
、
応
和
二
年
（
九
六
二
年
）
に
摂
津
国
の
箕
面
山
の
観
音
院
で
書
か
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
僧
の
次
の
世
代
に
活
躍
し
た
の
が
源
信
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
源
信
の
主
著
は
『
往
生
要
集
』
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
す
が
、
こ
の
『
往
生
要
集
』
は
浄
土
往
生
に
つ
い
て
体
系
的
に
、
且
つ
包
括
的
に
論
じ
た
も
の
で
、
日
本
の
浄
土
教
の
基
礎
を
作
っ

た
書
物
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
源
信
が
『
往
生
要
集
』
を
著
し
た
こ
と
で
、
浄
土
教
が
は
じ
め
て
日
本
で
市
民
権
を
得
た
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
残
り
の
時
間
で
は
、
特
に
千
観
の
『
十
願
発
心
記
』
と
源
信
の
『
往
生
要
集
』
を
中
心
に
、
こ
の
当

時
の
叡
山
浄
土
教
の
性
格
に
つ
い
て
少
し
見
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

二
、
菩
薩
行
の
一
環
と
し
て
の
浄
土
往
生

　

ま
ず
こ
の
時
代
、
比
叡
山
で
は
、
浄
土
往
生
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
言
で
い
い
ま
す
と
、
浄
土
往
生
は
菩
薩
行
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
当
然
の
こ
と
で
す
が
、



71

本
来
修
行
の
目
的
は
迷
い
の
世
界
を
超
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
源
信
は
迷
い
の
世
界
を
具
体
的
に
は
六
道
輪
廻
の
世
界
と
捉
え
、『
往

生
要
集
』
の
冒
頭
で
、
そ
れ
ら
六
道
に
迷
う
衆
生
が
受
け
る
様
々
な
苦
し
み
に
つ
い
て
克
明
に
説
い
て
い
ま
す
。『
往
生
要
集
』
と
い
え

ば
、
一
般
的
に
は
地
獄
の
苦
し
み
を
説
い
た
書
物
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
地
獄
の
苦
し
み
は
六
道
の
苦
し
み
を
説
く
な
か
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
な
迷
い
の
世
界
を
超
え
て
無
上
菩
提
を
獲
得
し
て
仏
に
な
る
─
こ
れ
が
修
行
の
目
的
で
あ
る

と
い
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
大
乗
仏
教
で
は
、
仏
果
を
得
る
た
め
に
は
長
く
厳
し
い
菩
薩
行
を
修
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
菩
薩
と
は
自
ら
の
煩
悩
を
滅
し
て
解
脱
を
得
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
衆
生
も
苦
し
み

か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
修
行
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仏
典
の
な
か
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
な
ど
を
読
む
と
、
菩
薩
は
他
者

を
苦
し
み
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
い
か
な
る
犠
牲
も
い
と
わ
な
い
修
行
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
同
様
に
天
台
宗
の
所
依
の
経
典
で

あ
り
ま
す
『
法
華
経
』
の
「
提
婆
達
多
品
」
に
は
、
釈
尊
が
前
世
で
国
王
で
あ
っ
た
と
き
、
無
上
菩
提
を
求
め
て
発
願
し
て
、
六
波
羅
蜜

を
満
足
す
る
た
め
に
厳
し
い
布
施
行
を
行
い
、「
象
馬
、
七
珍
、
国
城
、
妻
子
、
奴
婢
、
僕
従
、
頭
眼
、
髄
脳
、
身
肉
、
手
足
」（
大
正
蔵

九
、
三
四
中
）
ま
で
も
惜
し
み
な
く
他
に
施
し
た
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
天
台
宗
の
実
践
法
門
を
代
表
す
る
天
台
智
顗
（
五
三
八

─
五
九
七
）
の
『
摩
訶
止
観
』
な
ど
で
は
、
極
め
て
高
度
で
、
奥
深
い
修
行
法
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
当
時
、
自
分
た
ち
が
無
数
の
煩
悩
に
覆
わ
れ
、
様
々
な
形
で
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
菩
薩
行

に
打
ち
込
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
僧
侶
が
、
徐
々
に
増
え
て
き
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
ど
う
す
れ
ば
菩

薩
の
修
行
を
全
う
し
て
、
仏
果
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
ま
ず
は
浄
土
に
往
生
し
て
、
そ
こ
で
阿
弥
陀
仏
か
ら

直
接
教
え
を
受
け
て
、
そ
こ
で
無
生
法
忍
（
空
の
智
慧
）
を
獲
得
し
て
、
そ
の
上
で
自
由
自
在
に
菩
薩
行
を
行
い
、
仏
果
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
浄
土
教
を
受
用
し
て
、
浄
土
往
生
を
菩
薩
行
の
実
践

の
重
要
な
段
階
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
よ
う
で
す
。
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三
、
千
観
の
『
十
願
発
心
記
』
の
場
合

　

こ
の
よ
う
な
浄
土
往
生
の
理
解
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
、
千
観
の
『
十
願
発
心
記
』
で
す
。
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、

『
十
願
発
心
記
』
は
、
浄
土
往
生
を
願
っ
て
千
観
が
発
し
た
十
願
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
十
願
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
と
い
い
ま
す
と
、
最
初
の
第
一
願
で
、
千
観
は
臨
終
の
後
に
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
第
二
願
以
降
の
各
願

で
は
、
浄
土
に
往
生
し
た
後
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
菩
薩
行
を
行
っ
て
成
仏
を
求
め
る
と
誓
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
十
願
は
み
な
と
て

も
興
味
深
い
も
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
私
が
特
に
お
も
し
ろ
い
と
思
う
も
の
を
い
く
つ
か

取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
の
第
一
願
に
つ
て
で
す
が
、
こ
の
願
は
大
き
く
前
半
と
後
半
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
願
の
前
半
部
分
で
は
、「
臨
終

の
と
き
、
身
心
安
楽
に
し
て
、
彼
の
弥
陀
の
来
迎
を
蒙
り
て
、
上
品
の
蓮
台
に
往
生
せ
ん
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
文
の
な
か

に
は
、
詳
し
く
検
討
す
べ
き
問
題
が
多
々
潜
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
は
臨
終
の
と
き
に
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
期
待

す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
ま
た
上
品
で
の
往
生
を
望
ん
で
い
る
こ
と
も
、
注
目
す
べ
き
点
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
問
題
に
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
し
て
、
第
一
願
の
後
半
部
分
に
目
を
移
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
に
た
だ
我
一
人
こ
の
事
あ
ら
ん
や
。
普
く
法
界
の
一
切
衆
生
の
命
終
の
と
き
に
臨
み
、
七
日
以
前
に
預
め
時
至
る
こ
と
を
知
り
て
、

心
に
顛
倒
を
離
れ
、
心
は
正
念
に
住
し
て
善
知
識
の
教
に
遇
い
、
十
念
を
称
し
て
身
心
に
諸
の
苦
痛
な
く
、
同
じ
く
弥
陀
の
浄
土
に

生
ぜ
し
め
ん
。（
佐
藤
哲
英
著
、『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
資
料
編
、
一
九
五
上
─
下
）

こ
こ
で
千
観
は
自
分
以
外
の
人
が
臨
終
を
迎
え
る
と
き
に
、
彼
（
＝
千
観
）
は
、
そ
の
臨
終
を
迎
え
る
人
に
、
臨
終
の
七
日
前
に
臨
終
を

迎
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
伝
え
る
、
と
誓
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
そ
う
い
う
よ
う
な
誓
い
を
立
て
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
臨
終
を
迎
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え
る
人
が
、
自
ら
の
臨
終
に
つ
い
て
十
分
に
自
覚
し
覚
悟
し
て
、
心
か
ら
迷
い
を
取
り
除
き
、
臨
終
に
際
し
て
善
知
識
に
従
い
、
正
し
く

十
念
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
千
観
が
こ
の
よ
う
な
行
為
（
死
が
近
づ
い
て
い
る
人
々
に
臨
終
の
時
期
を
伝
え
る
と
い
う
行
為
）
を
菩
薩
の
利
他

行
の
表
れ
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
臨
終
を
迎
え
た
人
々
を
自
分
と
同
じ
よ
う
に
、
確
実
に
浄
土
に
往
生
さ
せ
る
─

こ
れ
も
菩
薩
の
利
他
行
で
あ
る
と
千
観
は
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
人
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
発
想
を
奇
異
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
私
に
は
と
て
も
興
味
深
い
発
想
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

次
に
、
第
二
願
か
ら
第
十
願
の
な
か
で
千
観
は
、
浄
土
に
往
生
し
た
後
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
か
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
誓
っ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
第
二
願
で
は
、
浄
土
に
往
生
し
た
後
、
速
や
か
に
娑
婆
に
還
り
、
自
ら
の
本
願
力
（
十
願
の
力
）
を
も
っ
て
、
ま
ず

有
縁
の
衆
生
を
度
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
少
し
飛
ば
し
て
、
第
五
願
で
は
無
仏
の
世
界
に
行
き
、
衆
生
を
教
化
す

る
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
第
六
願
で
は
、
十
方
世
界
の
三
災
劫
の
中
に
行
き
、
長
者
と
な
っ
て
飢
渇
に
苦
し
む
衆
生
を
救
い
、
大
医
王
と
な
っ
て
疫
疾
に
苦

し
む
衆
生
を
治
し
、
慈
善
根
の
力
を
も
っ
て
刀
兵
の
瞋
を
除
く
と
誓
わ
れ
て
い
ま
す
。「
三
災
」
と
い
う
の
は
、
世
界
が
消
滅
す
る
と
き

に
、
三
つ
の
災
い
が
起
こ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
飢
饉
と
病
気
、
そ
し
て
戦
争
で
す
。
千
観
は
こ
の
よ
う
な
三
災
に
見
舞
わ

れ
た
世
界
に
行
き
、
飢
饉
に
襲
わ
れ
て
い
る
人
々
に
対
し
て
は
、
長
者
と
な
っ
て
食
料
な
ど
を
布
施
し
て
助
け
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
同

様
に
病
気
に
苦
し
む
世
界
の
衆
生
に
は
大
医
王
に
な
っ
て
病
気
を
癒
し
、
戦
場
と
化
し
た
世
界
で
は
、
兵
士
の
怒
り
を
鎮
め
る
こ
と
で
、

戦
争
に
苦
し
ん
で
い
る
人
々
を
助
け
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
最
後
に
第
七
願
で
は
、
十
方
世
界
の
三
悪
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
）
の

衆
生
に
代
わ
っ
て
、
様
々
な
苦
し
み
を
受
け
る
と
も
誓
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
皆
、
浄
土
に
往
生
し
た
後
に
衆
生
済
度
の
菩
薩
行
を
行
う
こ
と
を
誓
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
当
時
、
娑
婆
世
界
で
は

思
う
よ
う
に
菩
薩
行
が
行
え
な
い
の
で
、
ま
ず
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
し
、
そ
こ
で
菩
薩
行
に
励
も
う
と
い
う
発
想
は
一
般
的
で
し
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た
。
こ
の
よ
う
な
発
想
こ
そ
が
、
こ
の
当
時
の
天
台
浄
土
教
の
言
説
の
中
核
を
な
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

四
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』
の
場
合

　

以
上
、
千
観
が
持
つ
浄
土
往
生
の
理
解
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
が
、
次
に
源
信
の
理
解
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

一
言
で
い
う
と
、
源
信
も
千
観
と
同
様
に
浄
土
往
生
を
最
終
目
的
で
は
な
く
、
仏
果
に
至
る
一
段
階
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
、『
往
生
要
集
』
に
見
ら
れ
る
次
の
文
章
で
す
。

応
に
知
る
べ
し
、
仏
を
念
じ
、
善
を
修
す
る
を
業
因
と
な
し
、
極
楽
に
往
生
す
る
を
華
報
と
な
し
、
大
菩
提
を
証
す
る
を
果
報
と
な

し
、
衆
生
を
利
益
す
る
を
本
懐
と
な
す
。
譬
え
ば
、
世
間
に
木
を
植
う
れ
ば
華
を
開
き
、
華
に
因
り
て
果
を
結
び
、
果
を
得
て
餐
受

す
る
が
如
し
。（
大
正
蔵
八
四
、
五
二
中
）

こ
の
内
容
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

① 

仏
を
念
じ
、
善
を
修
す
る
こ
と⇒
　

業
因　

⇒

　

木
を
植
え
る
こ
と

② 

極
楽
に
往
生
す
る
こ
と⇒

　

華
報　

⇒
　

木
に
花
が
咲
く
こ
と

③ 

大
菩
提
を
証
す
る
こ
と⇒

　

果
報　

⇒

　

華
が
散
り
、
果
実
が
で
き
る
こ
と

④ 

衆
生
を
利
益
す
る
こ
と⇒

　

本
懐　

⇒

　

果
実
を
食
べ
る
こ
と

こ
こ
で
源
信
は
①
に
あ
る
よ
う
に
、
仏
を
念
じ
、
善
を
修
す
こ
と
が
、
浄
土
往
生
す
る
因
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
譬
え
れ
ば
木
を
植
え

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
②
で
は
、
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
、
浄
土
往
生
の
報
に
当
た
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

た
た
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
報
に
は
二
種
類
あ
っ
て
、
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
は
華
報
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
木
に
華

が
咲
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
③
の
大
菩
提
を
証
す
る
（
悟
り
を
得
る
）
こ
と
は
果
報
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
が
い
わ
ば
最
終
的
な
報
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
華
が
落
ち
て
そ
こ
に
果
実
が
結
ぶ
よ
う
な
も
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の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
④
で
は
、
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
が
本
懐
─
つ
ま
り
、
浄
土
往
生
を
求
め
る
そ
も
そ
も
の

目
的
─
で
あ
り
、
果
実
を
食
べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
源
信
に
と
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
一
つ
の
大
き
な
目
的
で
す
が
、
そ
れ
は
最
終
的
な
目
的
で
は
な
く
、
最
終
的

な
目
的
は
大
菩
提
を
得
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
浄
土
往
生
を
求
め
る
の
は
、
そ
も
そ
も
衆
生
を
利
益
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ま
た
繰
り
返
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
よ
り
ま
す
と
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
最
終
目
的
で
は
な
く
、
や

は
り
最
終
目
的
は
あ
く
ま
で
も
仏
果
を
得
る
こ
と
以
外
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
浄
土
往
生
を
願
う
の
は
、
衆
生
を
利
益
す
る
た
め

な
の
で
す
。
こ
こ
で
も
浄
土
往
生
の
目
的
は
、
菩
薩
の
利
他
行
を
自
由
自
在
に
実
践
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
少
し
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
従
来
多
く
の
研
究
者
は
、
源
信
に
は
強
い
凡
夫
の
自
覚
が
あ
る
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
た
し
か
に

『
往
生
要
集
』
の
有
名
な
序
文
の
な
か
で
、
源
信
は
自
分
を
濁
世
末
代
に
生
き
る
頑
魯
の
者
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う

な
側
面
は
あ
り
ま
す
が
、
源
信
に
は
後
の
法
然
や
親
鸞
が
持
っ
て
い
た
よ
う
な
徹
底
し
た
凡
夫
の
自
覚
─
つ
ま
り
、
自
分
が
罪
悪
深
重
の

凡
夫
で
あ
る
と
い
う
強
烈
な
自
己
に
対
す
る
絶
望
感
─
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
や
は
り
源
信
に
は
法
然
や
親
鸞
の

よ
う
な
徹
底
し
た
罪
悪
感
は
顕
著
に
表
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
考
え
で
す
が
、
源
信
は
自
分
が
天
台
宗
の
僧
侶
と

し
て
本
来
修
め
る
べ
き
自
力
に
基
づ
く
菩
薩
行
は
、
こ
の
濁
世
末
代
で
は
も
は
や
修
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
実
感
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
源
信
は
、
自
己
の
能
力
の
限
界
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
自
分
は
す
で
に
自
力
の
菩

薩
行
を
修
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
反
省
し
な
が
ら
も
、
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
し
て
浄
土
に
往
生
す
れ
ば
、
必
ず
成
仏
で
き
る
と
確
信
し
て

い
ま
し
た
の
で
、
あ
る
意
味
ま
だ
ま
だ
人
間
に
対
す
る
深
い
信
頼
感
を
失
っ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
後
の
時
代
の

悲
観
的
な
人
間
観
と
は
少
し
違
う
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
源
信
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
に
は
必
ず
菩
提
心
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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五
、
浄
土
往
生
と
菩
提
心

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
菩
提
心
と
は
「
仏
果
に
到
り
、
さ
と
り
の
智
慧
を
得
よ
う
と
す
る
心
」
の
こ
と
で
す
。（
多
屋
頼
俊
、
横
超
慧
日
、

舟
橋
一
哉
編
、『
仏
教
学
辞
典
』、
四
〇
七
頁
）。
伝
統
的
に
大
乗
仏
教
で
は
、
菩
提
心
を
発
す
こ
と
を
発
菩
提
心
（
略
し
て
発
心
）
と
い
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
こ
の
菩
提
心
を
発
す
こ
と
が
、
菩
薩
行
を
修
し
て
仏
果
に
至
る
た
め
の
第
一
歩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
仏
果
に

至
る
た
め
に
不
可
欠
な
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
源
信
や
千
観
は
、
浄
土
往
生
を
菩
薩
行
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
い
る
た
め
、
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
に

は
菩
提
心
を
発
す
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
し
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
菩
提
心
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
中
国
の
曇
鸞
や
道
綽
な

ど
に
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
源
信
は
こ
れ
ら
の
祖
師
た
ち
の
考
え
を
継
承
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
ま
た
菩
提
心
を
発
す
と
き
、
菩
薩
は
自

ら
の
本
願
を
立
て
て
、
仏
果
を
得
る
た
め
に
い
か
な
る
修
行
を
行
う
か
、
あ
る
い
は
仏
果
を
得
た
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
な
浄
土
を
建
立

す
る
か
な
ど
に
つ
い
て
意
志
表
示
し
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な
願
と
し
て
四
弘
誓
願
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
四
弘
誓
願
は
天
台
智
顗
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
源
信
は
『
往
生
要
集
』
の
な
か
で
、
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
て
詳
し
く
論
じ
て
い
ま
す
。

千
観
も
『
十
願
発
心
記
』
の
な
か
で
、
先
ほ
ど
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
十
願
を
立
て
て
い
ま
す
。
と
に
か
く
叡
山
浄
土
教
で
は
菩
提
心
は

特
に
重
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
点
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

六
、
厳
し
い
行
に
堪
え
ら
れ
な
い
人
で
も
発
心
す
べ
き
こ
と

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
叡
山
浄
土
教
で
は
菩
提
心
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
当
時
、
浄
土
往
生
を
求
め
る
人
々
の
な
か
に
は
、
菩

提
心
の
必
要
性
を
承
知
し
な
が
ら
、
自
分
の
よ
う
な
凡
夫
は
本
当
に
菩
提
心
を
発
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
、
深
刻
に
悩
ん
で
い
た
人
々
が

多
く
存
在
し
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
菩
提
心
を
発
し
て
も
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
修
行
が
で
き
な
け
れ
ば
、
発
心
し
て
も
む
な
し
く
終
わ
る
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の
で
は
な
い
か
と
悩
む
人
や
、
あ
る
い
は
菩
提
心
を
発
し
て
も
、
浄
土
往
生
の
行
を
実
際
に
修
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
仏

教
を
謗
る
こ
と
に
な
り
、
還
っ
て
地
獄
に
落
ち
る
原
因
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
悩
む
人
も
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
持
つ

人
々
が
実
際
に
い
た
よ
う
で
す
。
や
は
り
、
菩
提
心
を
発
す
こ
と
は
、
と
て
も
困
難
な
求
道
の
道
に
踏
み
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

多
く
の
人
々
は
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
る
か
不
安
に
思
い
、
躊
躇
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
当
時
、
出
家
者
、
在
家
者
を
問
わ
ず
多
く
の
人
々
が
か
か
え
て
い
た
よ
う
で
、
千
観
も
源
信
も
そ
れ

を
問
題
に
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
千
観
は
『
十
願
発
心
記
』
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
提
示
し
て
い
ま
す
。

問
う
。
智
解
胸
に
満
ち
て
、
大
悲
心
に
薫
じ
、
上
求
菩
提
の
志
を
退
せ
ず
、
下
化
衆
生
の
思
い
を
抑
え
難
し
。
ま
さ
に
そ
の
時
に
至

り
て
、
こ
の
願
を
発
す
べ
し
。
今
我
れ
こ
の
身
は
底
下
の
凡
夫
、
薄
地
の
異
生
な
り
。
惑
障
は
厚
く
覆
い
、
道
心
は
永
く
隔
つ
。
か

く
の
如
き
大
願
は
我
が
境
界
に
あ
ら
ず
。
い
か
ん
ぞ
強あ

な
がち
も
っ
て
こ
の
願
を
発
し
、
あ
に
螻ろ
う

蟻ぎ

の
須
弥
を
担
い
、
蚊
虻
の
大
海
を
唼

う
に
異
ら
ん
や
。（
佐
藤
哲
英
著
、『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
資
料
編
、
一
九
〇
下
）

こ
の
問
い
で
は
、
あ
る
人
が
次
の
よ
う
な
悩
み
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
智
慧
と
慈
悲
を
持
つ
人
は
悟
り
を
求
め
よ
う
と
す
る
志
か
ら
退
く

こ
と
は
な
く
、
ま
た
衆
生
を
済
度
し
よ
う
と
思
う
心
を
禁
じ
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
智
慧
と
慈
悲
が
備
わ
っ
た
時
点
で
菩
提
心
を
発
す
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
よ
う
に
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
、
仏
道
修
行
に
は
縁
遠
い
凡
夫
は
、
ど
う
し
て
菩
提
心
を
発
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
螻
（
ら
せ
ん
状
の
貝
殻
を
も
っ
た
貝
）
や
蟻
が
須
弥
山
を
背
負
た
り
、
蚊
や
ア
ブ
が
大
海
の
水
を
飲
み
干
そ
う
と
す

る
よ
う
な
も
の
で
、
到
底
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
問
い
を
発
し
た
人
が
訴
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
問
い
に
対
し
て
千
観
は
、
智
慧
も
慈
悲
も
十
分
に
身
に
付
け
て
い
な
く
て
も
、
ま
た
厳
し
い
菩
薩
行
に
堪
え
る
自
信
を
持
っ
て
い

な
く
て
も
、
と
に
か
く
菩
提
心
を
発
す
べ
き
で
あ
る
と
答
え
ま
す
。
そ
の
答
え
の
な
か
で
、
千
観
は
ま
す
『
大
智
度
論
』
の
一
節
を
引
用

し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪
道
の
衆
生
は
罪
苦
が
多
い
た
め
発
心
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
欲
界
の
天
人
は
妙
欲
に
執
着
し
て
い
る
か
ら
、
色
界
の
天
人
は
禅
定
に
執
着
し
て
い
る
か
ら
、
そ
し
て
無
色
界
の
天
人
は
形
が
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な
い
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
菩
提
心
を
発
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
人
間
の
み
が
菩
提
心
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
人
間

と
し
て
生
ま
れ
て
も
、
善
知
識
に
遇
い
仏
法
を
聞
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
菩
提
心
を
発
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
に
は
既

に
こ
れ
ら
の
条
件
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
、
い
ま
正
に
発
心
す
る
べ
き
で
あ
る
。
今
発
心
し
な
け
れ
ば
、
今
後
も
長
く
六
道
に
輪
廻
す
る

こ
と
に
な
り
、
い
つ
ま
た
発
心
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
る
か
分
か
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
発
心
す
る
に
堪
え
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
も
、
菩

提
心
を
発
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
は
菩
提
心
を
発
す
に
堪
え
な
い
存
在
で
あ
る
と
思
っ
て
い
て
も
、
菩
提
心
を
発
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
千
観
は
強
調
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
問
答
に
続
い
て
、
千
観
は
も
う
一
つ
類
似
し
た
疑
問
を
取
り
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
、
僧
侶
の
身
で
あ
れ
ば
発
心

す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
宮
中
に
仕
え
、
妻
子
を
持
つ
白
衣
の
居
士
は
、
発
心
し
て
仏
道
修
行
に
集
中
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
し
在
家
の
ま
ま
で
敢
え
て
発
心
す
れ
ば
、
所
言
と
所
行
（
つ
ま
り
発
心
の
言
葉
と
、
実
際
の
行
動
）
は
相
反
し
て
、
結
果
的
に
は
三
宝
を

詐そ
し

る
こ
と
に
な
り
、
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
仕
事
や
家
族
に
対
す
る
責
任
を
持
つ
も
の
は
、
発

心
し
て
も
実
際
に
は
思
い
通
り
に
修
行
で
き
な
い
の
で
、
逆
に
仏
教
の
教
え
に
背
い
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
在
家
者
の
不
安

を
述
べ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
問
い
に
対
し
て
千
観
は
次
の
三
点
を
も
っ
て
答
え
て
い
ま
す
。
第
一
に
如
来
に
は
比
丘
、
比
丘
尼
、
優
婆
塞
、
優
婆
夷
の
四
種
類

の
弟
子
が
あ
る
。
ど
う
し
て
比
丘
と
比
丘
尼
だ
け
が
発
心
し
て
、
優
婆
塞
や
優
婆
夷
な
ど
の
在
家
信
者
は
発
心
す
る
必
要
は
な
い
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
か
。
出
家
者
も
在
家
者
も
、
み
な
仏
弟
子
で
あ
る
限
り
発
心
し
て
仏
道
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
仏
教
に
は
小

乗
仏
教
と
大
乗
仏
教
が
あ
る
が
、
小
乗
仏
教
の
教
え
で
は
発
心
す
れ
ば
必
ず
出
家
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
大
乗
で
は
発
心
し
て

も
、
必
ず
し
も
出
家
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
大
悲
を
以
て
衆
生
を
教
化
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
そ
し
て
第
三
に
、
現
世
に
発
心
し

て
大
願
を
発
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
直
ち
に
実
現
す
る
必
要
は
な
い
。
来
世
で
そ
れ
を
実
現
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ

の
理
由
を
挙
げ
て
、
現
世
に
お
い
て
仏
道
修
行
に
徹
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
在
家
者
で
も
、
発
心
す
べ
き
で
あ
る
と
千
観
は
論
じ
て
い
ま
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す
。（
佐
藤
哲
英
著
、『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
資
料
編
、
一
九
一
下
─
一
九
二
上
）

　

源
信
も
『
往
生
要
集
』
の
な
か
で
、
同
様
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
往
生
要
集
』
の
な
か
で
発
心
に
つ
い
て
論
じ
る

箇
所
に
出
て
く
る
問
答
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
源
信
は
「
凡
夫
は
勤
修
す
る
に
堪
え
ず
。
な
ん
ぞ
虚
し
く
（
四
弘
）
誓
願
を
発
さ
ん
や
」

（
大
正
蔵
八
四
、
四
九
下
）
と
い
う
問
い
を
設
け
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
凡
夫
は
四
弘
誓
願
を
発
し
て
も
、
そ
れ
を
実
行
に
移
す
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
願
を
発
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
疑
問
に
対
し
て
、
源
信
は
こ
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。

答
ふ
。
た
と
え
勤
修
す
る
に
堪
へ
ざ
ら
ん
も
、
猶
す
べ
か
ら
く
悲
願
を
発
す
べ
し
。
そ
の
益
の
無
量
な
る
こ
と
、
前
後
に
明
か
す
が

如
し
。
調
達
は
六
万
蔵
の
経
を
誦
せ
し
も
猶
那
落
を
免
れ
ざ
り
き
。
慈
童
は
一
念
の
悲
願
を
発
し
て
、
忽
に
兜
率
に
生
る
る
こ
と
を

得
た
り
。
則
ち
知
ん
ぬ
、
昇
沈
の
差
別
は
、
心
に
あ
っ
て
行
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
。
何
に
況
や
、
誰
の
人
か
一
生
の
中
、
一
た
び
も

南
無
仏
と
称
せ
ず
、
一
食
も
衆
生
に
施
さ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
。
す
べ
か
ら
く
、
こ
れ
ら
微
少
の
善
根
を
以
っ
て
、
皆
応
に
四
弘
の
願

行
に
摂
入
す
べ
し
。
故
に
行
と
願
と
相
応
し
て
、
虚
妄
の
願
と
は
な
ら
ざ
る
な
り
。（
大
正
蔵
八
四
、
四
九
下
）

　

つ
ま
り
、
四
弘
誓
願
を
勤
修
す
る
に
堪
え
な
い
凡
夫
で
も
、
や
は
り
発
心
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
四
弘
誓
願
を
発
す
こ
と
自
体
に
無
量
の
利
益
が
あ
る
た
め
、
四
弘
誓
願
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
も
う
一
つ
重
要
な
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
源
信
が
こ
こ
で
仏
道
修
行
に
お
い
て
「
心
」
を
重
視
し

て
い
る
点
で
す
。
あ
る
い
は
、「
心
」
と
い
う
よ
り
、「
志
」
と
い
っ
た
方
が
分
か
り
易
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
、
引
用
の
な
か

ほ
ど
に
、
人
間
が
将
来
受
け
る
果
報
は
心
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
「
行
」
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で

は
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
源
信
の
仏
教
観
全
体
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
考
え
な
の
で
す
が
、
こ
の
様
な
視
点
か
ら

菩
提
心
を
発
す
重
要
性
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
証
拠
と
し
て
、
引
用
文
で
は
調
達
（
＝
提
婆
達
多
）
や
慈
童
女
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
提
婆
達
多
は
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釈
尊
の
い
と
こ
で
あ
り
な
が
ら
、
釈
尊
を
妬
み
、
仏
教
教
団
を
分
裂
さ
せ
た
人
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
引
用
文
で
は
こ
の
提
婆
達
多
は

六
万
の
経
典
を
読
誦
し
た
け
れ
ど
も
、
悪
心
の
た
め
に
死
後
、
地
獄
に
落
ち
た
で
は
な
い
か
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
逆
に
女
性
の
求
道
者

で
あ
る
慈
童
女
は
、
苦
悩
す
る
衆
生
を
救
い
た
い
と
思
い
、
一
念
の
悲
願
を
発
し
た
た
め
に
兜
率
天
に
生
ま
れ
た
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
将
来
の
果
報
は
行
の
内
容
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
心
に
よ
っ
て
決
ま
る
た
め
、
浄
土
往
生
を
願
う

も
の
は
、
四
弘
誓
願
を
完
全
に
実
践
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
そ
れ
ら
の
願
を
必
ず
発
す
べ
き
で
あ
る
、
と
源
信
は
勧
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
続
け
て
、
ど
ん
な
人
で
も
南
無
仏
と
一
回
も
称
え
た
こ
と
の
な
い
人
は
い
な
い
し
、
同
様
に
困
っ
て
い
る
人
に
食
事
を
一
回
も
施

し
た
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
善
根
（
＝
功
徳
）
は
微
細
で
、
取
る
に
足
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
微
細
な

功
徳
で
も
、
四
弘
誓
願
と
融
合
す
る
と
、
必
ず
仏
果
に
到
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
四
弘
誓
願
を
発
し
て
も
、
そ
れ

は
虚
し
く
終
わ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
。

七
、
源
信
の
念
仏
観

　

そ
ろ
そ
ろ
時
間
が
迫
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
最
後
に
千
観
と
源
信
の
念
仏
観
に
つ
い
て
簡
単
に
お
話
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

源
信
は
『
往
生
要
集
』
の
中
で
「
往
生
の
業
は
念
仏
を
本
と
な
す
」（
大
正
蔵
八
四
、
六
七
上
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
分
か

り
ま
す
よ
う
に
、
源
信
は
念
仏
を
浄
土
往
生
の
根
本
的
な
行
と
し
て
捉
え
て
ま
し
た
。
た
だ
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
源
信
は
、
菩
提
心

を
発
す
こ
と
や
戒
律
を
守
る
こ
と
な
ど
、
念
仏
以
外
の
諸
行
も
、
念
仏
を
補
助
す
る
た
め
に
重
要
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
補
助
的
な
行
に
つ
い
て
は
、『
往
生
要
集
』
の
大
門
第
五
「
助
念
の
方
法
」
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
浄
土

往
生
の
中
心
に
な
る
の
は
念
仏
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
千
観
の
場
合
も
、『
十
願
発
心
記
』
の
な
か
で
は
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
た

め
、
正
確
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
源
信
と
同
じ
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
念
仏
と
は
ど
の
よ
う
な
行
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ま
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
千
観
の
場
合
は
あ
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ま
り
詳
し
い
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
検
討
し
ま
し
た
『
十
願
発
心
記
』
の
第
一
願
を
見
ま
す
と
、
そ
こ
で
は
臨
終
の
十
念
が

強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
千
観
が
重
視
し
て
い
た
念
仏
と
は
、
臨
終
に
行
う
「
称
名
念
仏
」
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

先
ほ
ど
禅
瑜
の
『
阿
弥
陀
新
十
疑
』
も
紹
介
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
も
念
仏
は
称
名
念
仏
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
さ
ら
に
千
観
や
禅
瑜
と
同
時
代
に
空
也
が
京
都
で
念
仏
を
広
め
て
い
ま
し
た
が
、
空
也
の
念
仏
も
同
様
に
称
名
念
仏
で
し
た
。

　

千
観
や
禅
瑜
に
比
べ
る
と
、
源
信
の
場
合
は
少
し
複
雑
で
す
。
こ
れ
が
彼
の
念
仏
観
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
源
信
は
『
往

生
要
集
』
の
中
で
念
仏
を
三
種
類
に
分
け
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
別
相
観
、
惣
相
観
と
雑
略
観
で
す
。
ご
く
簡
単
に
こ
れ
ら
の

念
仏
を
紹
介
し
ま
す
と
、
ま
ず
別
相
観
と
は
三
昧
に
入
り
阿
弥
陀
仏
を
荘
厳
す
る
三
十
二
相
を
観
察
す
る
こ
と
で
す
。（
三
十
二
相
と
い
い

な
が
ら
も
、
実
際
に
は
四
十
二
の
相
が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
理
由
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。）
次
の
惣
相
観
も
三
昧
中
に
行
う
観
想

念
仏
の
一
種
で
す
が
、
阿
弥
陀
仏
を
広
大
無
辺
な
仏
身
、
あ
る
い
は
三
身
一
体
の
仏
身
と
し
て
観
察
す
る
方
法
で
す
。
そ
し
て
最
後
の
雑

略
観
で
は
、
別
相
観
や
惣
相
観
な
ど
の
複
雑
な
観
想
念
仏
が
で
き
な
い
人
の
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
の
白
毫
を
観
想
し
た
り
、
あ
る
い
は
自

分
が
浄
土
に
往
生
す
る
姿
を
観
察
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
が
大
切
な
の
で
す
が
、
こ
の
三
種
類
の
念
仏
を
説
い
た
後
に
、
源
信
は

こ
の
よ
う
な
観
想
念
仏
を
実
践
す
る
に
堪
え
な
い
人
々
は
「
一
心
に
称
念
」
す
る
だ
け
で
も
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
源
信
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
よ
う
な
複
雑
な
念
仏
観
を
『
往
生
要
集
』
の
な
か
で
展
開
し
て
い
ま
す
。
で
は
、
源
信

の
念
仏
観
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
考
え
方
で
す
が
、
源
信
は
『
往
生
要
集
』
の
な
か
で
経
典

論
書
の
な
か
に
説
か
れ
て
い
る
様
々
な
念
仏
を
、
高
度
な
観
想
念
仏
か
ら
誰
に
で
も
容
易
に
行
え
る
称
名
念
仏
ま
で
、
包
括
的
に
、
か
つ

体
系
的
に
整
理
し
て
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
念
仏
を
体
系
的
に
整
理
す
る
と
き
、

源
信
は
念
仏
の
「
仏
を
念
ず
る
」
と
い
う
文
字
通
り
の
意
味
に
重
点
を
置
き
、
念
仏
は
基
本
的
に
は
心
の
な
か
で
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
こ

と
で
あ
る
と
理
解
し
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
経
典
論
書
の
な
か
に
説
か
れ
て
い
る
様
々
な
念
仏
を
ラ
ン
ク
付
け
し
て
、
体
系
的
に
論
じ
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て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
念
仏
を
整
理
し
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
私
の
考
え
で
す
け
れ
ど
も
、
天
台
の
止
観
の
伝
統

を
重
視
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
で
し
ょ
う
か
。
天
台
で
は
仏
教
教
義
の
研
究
と
止
観
と
い
う
瞑
想
法
を
中
心
と
し
た
仏
教
の
実
践
を
同
じ

よ
う
に
重
視
し
て
、
そ
れ
ら
を
車
の
両
輪
や
鳥
の
両
翼
に
譬
え
て
い
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
天
台
で
は
瞑
想
修
行
を
大
切

に
し
て
い
ま
す
し
、
そ
れ
を
実
践
す
る
た
め
に
『
摩
訶
止
観
』
と
い
う
優
れ
た
止
観
の
指
南
書
も
著
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
『
摩
訶
止
観
』

の
な
か
に
は
、
四
種
三
昧
と
い
う
四
種
類
の
三
昧
が
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
四
種
三
昧
の
な
か
に
は
常
行
三
昧
と
い
う
、『
般
舟
三
昧

経
』
に
基
づ
く
三
昧
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏
を
本
尊
と
し
て
行
う
三
昧
で
す
が
、
具
体
的
に
は
常
行
三
昧
堂
の
中
心
に

阿
弥
陀
仏
の
像
を
安
置
し
て
、
そ
の
周
り
を
九
十
日
間
、
横
に
な
る
こ
と
な
く
常
に
歩
き
続
け
る
行
で
す
。
そ
し
て
、
歩
き
続
け
る
あ
い

だ
は
常
に
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
え
、
心
で
は
阿
弥
陀
仏
の
お
姿
を
（
具
体
的
に
は
阿
弥
陀
仏
の
三
十
二
相
を
）
観
察
す
る
よ
う
に
と
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
を
観
想
す
る
三
昧
が
比
叡
山
の
僧
侶
の
あ
い
だ
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
源
信
は
そ
の
伝

統
に
則
り
、
念
仏
を
基
本
的
に
は
観
想
念
仏
で
あ
る
と
定
義
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
当
時
空
也
の
活
動
に
よ
っ
て
、
称
名
念
仏
を
中
心
と
し
た
浄
土
教
が
京
都
の
人
々
の
あ
い
だ
で
急
速
に
広
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

空
也
の
念
仏
は
、
そ
れ
以
前
は
あ
ま
り
広
く
支
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
当
時
、
そ
れ
は
ま
だ
新
興
宗
教
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

で
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
空
也
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
千
観
や
禅
瑜
な
ど

の
よ
う
に
、
浄
土
教
に
帰
依
し
て
、
称
名
念
仏
を
修
す
る
比
叡
山
の
僧
侶
も
徐
々
に
増
え
て
い
ま
し
た
。
後
に
述
べ
ま
す
が
、
源
信
も
称

名
念
仏
を
修
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
源
信
が
『
往
生
要
集
』
の
な
か
で
意
図
し
た
こ
と
は
、
称
名
念
仏
を
天
台

の
実
践
体
系
の
な
か
に
明
確
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
天
台
の
正
当
な
実
践
の
一
つ
と
し
て
、
天
台
の
実
践
法
門
の
な
か

に
組
み
込
む
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
き
ほ
ど
、
源
信
も
称
名
念
仏
を
実
践
し
て
い
た
と
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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源
信
の
伝
記
の
な
か
で
、
最
も
古
い
も
の
は
『
楞
厳
院
甘
五
三
昧
結
衆
過
去
帳
』（
以
下
『
過
去
帳
』
と
略
称
）
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る

源
信
伝
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
過
去
帳
』
は
九
八
六
年
に
比
叡
山
の
横
川
で
結
成
さ
れ
た
「
二
十
五
三
昧
会
」
と
い
う

念
仏
結
社
の
過
去
帳
で
す
が
、
そ
の
な
か
に
は
夢
告
な
ど
を
通
し
て
浄
土
往
生
を
遂
げ
た
と
認
め
ら
れ
た
十
七
人
の
結
縁
者
の
伝
記
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
源
信
の
伝
記
も
、
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
源
信
伝
は
源
信
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
あ
ま
り
時

間
が
経
た
な
い
と
き
に
書
か
れ
た
で
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
伝
記
の
な
か
に
は
、
源
信
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
逸
話
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
あ
る
人
が
源
信
に
観
想
念
仏

を
修
し
て
い
る
か
と
尋
ね
た
と
き
、
源
信
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
答
え
を
要
約
す
る
と
、「
そ
の
よ
う
な
高
度

な
観
想
念
仏
を
修
す
る
の
は
難
し
く
な
い
と
自
分
は
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
往
生
の
た
め
に
は
称
名
念
仏
で
足
り
る
の
で
、
阿
弥
陀
仏

の
名
号
を
称
え
る
こ
と
を
自
分
の
行
と
し
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
れ
も
非
常
に
興
味
深
い
逸
話
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
る

と
、
源
信
は
自
分
の
日
々
の
修
行
と
し
て
、『
往
生
要
集
』
の
な
か
で
詳
し
く
説
い
た
観
想
念
仏
で
は
な
く
、
称
名
念
仏
を
行
っ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

　

ち
ょ
う
ど
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
く
ら
い
で
最
終
講
義
を
終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
少
し
雑
駁
な
話
に
な
り
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。




