
正
信
偈
を
読
む

三
善
導
行

第
一
章

『
正
信
偈
』
に
つ
い
て

私
た
ち
真
宗
門
徒
が
親
し
ん
で
い
る
『
正
信
偈
』
は
親
鸞
聖
人
（
一
一
七
三
～
一
二
六
二
）
の
主

し
ょ
う
し
ん

げ

著
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
（
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
）
の
行
巻
に
あ
る
偈
文
で
す
。
正
式
に
は

き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ん
し
ょ
う

ぎ
ょ
う
の
ま
き

『
正
信
念
仏
偈
』
と
い
い
ま
す
。
私
な
り
に
読
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
先
生
方
の
お

話
や
本
を
参
考
に
し
ま
し
た
が
、
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
は
省
略
い
た
し
ま
す
。

『
正
信
偈
』
は
一
行
を
一
句
と
い
い
ま
す
。
一
句
が
七
文
字
、
全
体
で
百
二
十
句
、
八
四
〇
字
か

ら
な
る
漢
詩
で
す
。
「
偈
」
と
は
、
仏
徳
を
讃
嘆
す
る
歌
と
い
う
意
味
で
す
。
「
正
信
念
仏
」
と
は
、

げ

ぶ
っ
と
く

さ
ん
だ
ん

「
念
仏
を
正
信
す
る
」
「
正
信
の
念
仏
」
「
正
信
と
念
仏
」
と
い
う
意
味
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
「
正
信
」

と
は
「
正
し
い
信
心
」
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
願
い
（
本
願
）
が
私
に
届
い
て
信
心
と
な
り
、
そ
う
し

ほ
ん
が
ん

て
私
の
口
か
ら
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
仏
の
名
前
（
名
号
）
が
出
る
の
で
す
。
そ
れ
が
称
名
念

み
ょ
う
ご
う

し
ょ
う
み
ょ
う

仏
で
す
。

本
願
と
は
、
一
切
の
衆
生
を
救
う
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
誓
い
で
す
。
親
鸞
聖
人
が
作
ら
れ
た
和
讃

わ

さ
ん

に
、

十
方
微
塵
世
界
の

み

じ
ん

念
仏
の
衆
生
を
み
そ
な
わ
し

摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば

せ
っ
し
ゅ

阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る

と
あ
る
よ
う
に
、
摂
取
不
捨
（
摂
め
取
っ
て
捨
て
な
い
）
と
い
う
願
い
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
こ
め
ら

お
さ

れ
て
い
ま
す
。
摂
取
不
捨
を
竹
中
智
秀
先
生
は
「
見
捨
て
ず
、
嫌
わ
ず
、
選
ば
ず
」
と
表
現
さ
れ
て

い
ま
す
。

『
正
信
偈
』
の
全
体
の
構
成
を
説
明
し
ま
す
と
、
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
最
初
の
「
帰
命

無
量
寿
如
来

南
無
不
可
思
議
光
」
の
二
句
を
総
讃
と
い
い
、
帰
敬
偈
と
も
い
い
ま
す
。
仏
に
帰
依

そ
う
さ
ん

き
き
ょ
う
げ

す
る
気
持
ち
を
親
鸞
聖
人
が
述
べ
た
個
所
で
す
。
「
法
蔵
菩
薩
因
位
時
」
か
ら
が
依
経
段
と
い
っ
て
、

え
き
ょ
う
だ
ん

お
釈
迦
さ
ま
が
説
か
れ
た
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
わ
れ
が
、
主
に
『
無
量
寿
経
』
に
依
っ
て
説
明
さ
れ

て
い
ま
す
。
「
必
至
滅
度
願
成
就
」
ま
で
が
弥
陀
章
、
そ
の
次
の
「
如
来
所
以
興
出
世
」
か
ら
「
是
人

名
分
陀
利
華
」
ま
で
が
釈
迦
章
で
す
。
そ
し
て
、
「
弥
陀
仏
本
願
念
仏
」
か
ら
「
難
中
之
難
無
過
斯
」

を
結
誡
と
い
い
ま
す
。

け
っ
か
い

後
半
の
「
印
度
西
天
之
論
家
」
か
ら
を
依
釈
段
と
い
い
ま
す
。
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
の
七
人
の

え
し
ゃ
く
だ
ん

高
僧
（
龍
樹
、
天
親
、
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
源
信
、
源
空
）
が
ど
の
よ
う
に
本
願
の
教
え
を
受
け

り
ゅ
う
じ
ゅ

て
ん
じ
ん

ど
ん
ら
ん

ど
う
し
ゃ
く

ぜ
ん
ど
う

げ
ん
し
ん

げ
ん
く
う

止
め
ら
れ
た
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
後
、
「
弘
経
大
士
宗
師
等
」
か
ら
が
結
勧
と
い
っ
て
、
お

け
っ
か
ん

念
仏
の
教
え
を
勧
め
て
終
わ
り
ま
す
。

『
教
行
信
証
』
に
は
、『
正
信
偈
』
の
前
に
、

し
か
れ
ば
大
聖
の
真
言
に
帰
し
、
大
祖
の
解
釈
に
閲
し
て
、
仏
恩
の
深
遠
な
る
を
信
知
し
て
、

だ
い
し
ょ
う

し
ん
ご
ん

だ
い

そ

げ

し
ゃ
く

え
っ

ふ
っ
と
ん

じ
ん
の
ん

正
信
念
仏
偈
を
作
り
て
、
曰
わ
く

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
「
大
聖
」
と
は
お
釈
迦
さ
ま
の
こ
と
で
す
。
「
真
言
」
と
は
『
無
量
寿
経
』
の

だ
い
し
ょ
う



教
え
に
示
さ
れ
た
真
実
の
言
葉
で
す
。「
大
祖
」
と
は
七
高
僧
の
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
お
釈
迦
さ

だ
い

そ

し
ち
こ
う
そ
う

ま
か
ら
七
人
の
高
僧
を
通
し
て
真
実
の
教
え
を
い
た
だ
か
れ
た
の
で
す
。

『
正
信
偈
』
に
は
浄
土
真
宗
の
教
え
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
難
解
で
す
。
ま
た
、
な

じ
み
の
な
い
言
葉
が
多
い
で
す
し
、
仏
教
の
言
葉
は
通
常
の
意
味
と
異
な
る
も
の
も
あ
り
、
わ
か
り

に
く
い
と
思
い
ま
す
。
私
な
り
に
考
え
た
こ
と
を
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

第
二
章

総
讃
（
帰
敬
偈
）

そ
う
さ
ん

き
き
ょ
う

げ

帰
命
無
量
寿
如
来

無
量
寿
如
来
に
帰
命
し
、

南
無
不
可
思
議
光

不
可
思
議
光
に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
。

（
限
り
な
い
命
の
阿
弥
陀
仏
（
無
量
寿
如
来
）
に
お
ま
か
せ
し
ま
す
。
思
い
を
超
え
た
光
（
不
可
思

議
光
）
の
阿
弥
陀
仏
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
ま
す
）

帰
命

敬
い
信
じ
て
順
う
こ
と
。

き

み
ょ
う

し
た
が

「
南
無
」
は
「n

a
m
a
s

」
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
音
写
で
、
中
国
の
言
葉
に
訳
し
た
の
が

「
帰
命
」
で
す
。「
帰
」
は
「
し
た
が
う
」「
依
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「
帰
命
」
に
は
「
仏
の
お
お

き

み
ょ
う

よ

せ
（
命
令
）
を
敬
い
順
う
」
（
本
願
招
喚
の
勅
命
）
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
念
仏
を
称
え
て
ほ
し

し
ょ
う
か
ん

ち
ょ
く
め
い

い
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
仏
の
呼
び
か
け
（
勅
命
）
に
う
な
ず
く
こ
と
が

帰
命
で
す
。

「
阿
弥
陀
」
と
は
イ
ン
ド
の
言
葉
で
「A

m
i
t

ābh
a

」
「A

m
i
t

āyu
s

」
で
、
「
無
量
の
光
」
「
無
量
の

あ

み

だ

寿
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「
無
量
寿
」
「
不
可
思
議
光
」
「
無
碍
光
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
南

む

げ

こ
う

無
阿
弥
陀
仏
」
の
訳
が
「
帰
命
無
量
寿
如
来
」
と
「
南
無
不
可
思
議
光
」
で
す
か
ら
、
こ
の
二
句
は

同
じ
意
味
で
す
。
「
寿
」
は
時
間
、
「
光
」
は
空
間
を
表
す
と
さ
れ
ま
す
。
無
量
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀

仏
の
本
願
は
時
間
や
空
間
に
限
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
竹
中
智
秀
先
生
は
「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、

誰
に
で
も
」
と
い
う
こ
と
だ
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

私
た
ち
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
て
も
、
「
無
量
寿
」
や
「
不
可
思
議
光
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏

の
は
た
ら
き
を
い
た
だ
い
て
い
る
実
感
を
持
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
浮
世
の
泥
に
ま
み
れ
、
煩
悩

の
海
に
翻
弄
さ
れ
て
生
き
て
い
る
私
た
ち
は
、
有
名
に
な
り
た
い
、
金
儲
け
が
し
た
い
と
い
う
名
聞

み
ょ
う
も
ん

利
養
の
心
に
振
り
ま
わ
さ
れ
、
暗
闇
の
中
を
手
探
り
で
さ
ま
よ
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の

り
よ
う

よ
う
な
私
に
お
釈
迦
さ
ま
や
親
鸞
聖
人
た
ち
は
「
阿
弥
陀
仏
を
た
の
み
な
さ
い
」
「
真
実
に
生
き
る
道

を
求
め
な
さ
い
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

第
三
章

依
経
段

え
き
ょ
う
だ
ん

一

弥
陀
章

①

法
蔵
の
物
語

法
蔵
菩
薩
因
位
時

法
蔵
菩
薩
の
因
位
の
時
、
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在
世
自
在
王
仏
所

世
自
在
王
仏
の
所
に
ま
し
ま
し
て
、

覩
見
諸
仏
浄
土
因

諸
仏
の
浄
土
の
因
、

国
土
人
天
之
善
悪

国
土
人
天
の
善
悪
を
覩
見
し
て
、

建
立
無
上
殊
勝
願

無
上
殊
勝
の
願
を
建
立
し
、

超
発
希
有
大
弘
誓

希
有
の
大
弘
誓
を
超
発
せ
り
。

五
劫
思
惟
之
摂
受

五
劫
、
こ
れ
を
思
惟
し
て
摂
受
す
。

重
誓
名
声
聞
十
方

重
ね
て
誓
う
ら
く
は
、
名
声
十
方
に
聞
こ
え
ん
と
。

（
あ
る
国
の
王
が
世
自
在
王
仏
の
教
え
を
聞
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
の
国
土
の
成
り
立
ち
と
、
そ
れ
ら

の
国
や
人
々
の
善
い
と
こ
ろ
、
悪
い
と
こ
ろ
を
見
て
、
自
分
は
こ
の
よ
う
な
国
を
作
ろ
う
と
、
こ
の

上
も
な
い
願
い
を
起
こ
し
て
法
蔵
菩
薩
と
名
の
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
五
劫
と
い
う
長
い
あ
い
だ
思

惟
し
、
善
い
と
こ
ろ
を
選
び
、
悪
い
と
こ
ろ
を
捨
て
ま
し
た
。
そ
し
て
、
重
ね
て
「
私
の
名
が
十
方

に
聞
こ
え
る
よ
う
に
」
と
誓
わ
れ
ま
し
た
）

法
蔵
菩
薩

阿
弥
陀
仏
に
な
る
前
（
因
位
）
の
名
前
。

ほ
う
ぞ
う

ぼ

さ
つ

因
位

仏
に
な
る
た
め
に
行
に
励
み
、
願
を
立
て
る
段
階
の
こ
と
。
菩
薩
の
位
。
仏
の
位
が
果
位
。

い
ん

に

か

い

覩
見

よ
く
見
る
こ
と
。

と

け
ん

浄
土

仏
の
国
土
の
こ
と
。
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
極
楽
浄
土
。
安
楽
世
界
、
無
量
光
明

土
、
安
養
界
と
も
い
う
。

あ
ん
に
ょ
う
か
い

殊
勝
願
・
弘
誓

本
願
の
こ
と
。
本
誓
、
誓
願
、
弘
願
と
も
い
う
。

し
ゅ
し
ょ
う
が
ん

ぐ

ぜ
い

ほ
ん
ぜ
い

せ
い
が
ん

ぐ

が
ん

超
発

他
の
仏
よ
り
超
え
た
願
い
を
お
こ
す
こ
と
。

ち
ょ
う
ほ
つ

摂
受

摂
取
と
も
い
う
。
摂
め
と
っ
て
導
く
こ
と
。

し
ょ
う
じ
ゅ

お
さ

名
声

名
号
と
も
い
う
。
仏
の
名
前
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
。

み
ょ
う
し
ょ
う

こ
ん
な
物
語
が
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

あ
る
国
の
国
王
が
世
自
在
王
仏
の
説
法
を
聞
い
て
、
心
に
悦
び
の
気
持
ち
が
起
き
、
覚
り
を
得
よ

せ

じ

ざ
い
お
う
ぶ
つ

う
と
菩
提
心
を
起
こ
し
た
。
そ
し
て
、
国
を
捨
て
、
王
の
位
を
捨
て
、
出
家
し
て
沙
門
に
な
り
、
法

ぼ

だ
い
し
ん

し
ゃ
も
ん

ほ
う

蔵
と
名
の
っ
た
。
浄
土
を
建
立
し
て
衆
生
の
苦
を
取
り
除
こ
う
と
誓
う
法
蔵
菩
薩
の
た
め
に
、
世
自

ぞ
う在

王
仏
は
二
百
一
十
億
の
諸
仏
の
浄
土
を
見
せ
る
。
五
劫
と
い
う
途
方
も
な
く
長
い
あ
い
だ
思
惟
し
、

ご

こ
う

法
蔵
菩
薩
は
諸
仏
の
浄
土
の
善
い
と
こ
ろ
を
選
び
、
悪
い
と
こ
ろ
を
捨
て
、
四
十
八
の
願
い
を
発
し

お
こ

た
。
そ
う
し
て
極
楽
浄
土
を
建
立
し
、
法
蔵
菩
薩
は
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
南
無
阿
弥
陀

仏
と
い
う
名
前
が
十
方
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
と
い
う
誓
い
を
立
て
た
。

こ
の
阿
弥
陀
仏
の
物
語
は
実
際
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
さ
ま
は
こ
の
物
語
に

よ
っ
て
何
を
伝
え
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
阿
弥
陀
仏
の
物
語
は
お
釈
迦
さ
ま
を
モ
デ
ル
と

し
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
も
覚
り
を
求
め
て
出
家
し
、
そ
う
し
て
仏
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
仏
に
な

る
た
め
に
修
行
を
し
て
い
る
の
が
菩
薩
で
す
。
菩
薩
は
自
分
が
覚
る
こ
と
よ
り
も
、
す
べ
て
の
衆
生

を
救
う
と
い
う
願
い
を
優
先
し
ま
す
。
仏
法
の
根
本
に
は
、
す
べ
て
の
人
の
苦
悩
を
解
決
し
た
い
と

い
う
法
蔵
菩
薩
の
願
い
が
あ
る
の
で
す
。

「
浄
土
」
と
は
清
浄
国
土
を
略
し
た
も
の
で
、
仏
の
国
土
の
こ
と
で
す
。
浄
土
を
本
願
酬
報
土
と

し
ょ
う
じ
ょ
う
こ
く
ど

ほ
ん
が
ん
し
ゅ
う
ほ
う
ど
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も
い
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
国
を
作
り
た
い
と
い
う
菩
薩
の
願
い
が
成
就
し
た
の
が
浄
土
で
す
。
阿

弥
陀
仏
の
浄
土
が
極
楽
浄
土
で
す
。
浄
土
は
清
浄
な
土
で
す
か
ら
、
清
浄
な
も
の
だ
け
が
住
む
と
考

え
が
ち
で
す
が
、
選
別
し
排
除
す
る
な
ら
、
煩
悩
に
ま
み
れ
た
私
た
ち
は
往
生
で
き
な
い
こ
と
に
な

り
ま
す
。
し
か
し
、
浄
土
は
清
浄
で
は
な
い
も
の
に
よ
っ
て
穢
さ
れ
る
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど

ん
な
も
の
を
も
受
け
入
れ
、
清
浄
に
な
ら
せ
る
世
界
で
す
。

②

十
二
光

普
放
無
量
無
辺
光

あ
ま
ね
く
、
無
量
・
無
辺
光
、

無
碍
無
対
光
炎
王

無
碍
・
無
対
・
光
炎
王
、

清
浄
歓
喜
智
慧
光

清
浄
・
歓
喜
・
智
慧
光
、

不
断
難
思
無
称
光

不
断
・
難
思
・
無
称
光
、

超
日
月
光
照
塵
刹

超
日
月
光
を
放
っ
て
、
塵
刹
を
照
ら
す
。

一
切
群
生
蒙
光
照

一
切
の
群
生
、
光
照
を
蒙
る
。

（
無
量
光
、
無
辺
光
、
無
碍
光
、
無
対
光
、
光
炎
王
、
清
浄
光
、
歓
喜
光
、
智
慧
光
、
不
断
光
、
難

思
光
、
無
称
光
、
超
日
月
光
に
た
と
え
ら
れ
る
十
二
の
光
を
あ
ま
ね
く
放
ち
、
無
数
の
国
を
照
ら
す

の
で
、
一
切
の
生
き
物
（
群
生
）
は
阿
弥
陀
仏
の
光
の
さ
ま
ざ
ま
な
は
た
ら
き
を
受
け
る
の
で
す
）

塵
刹

塵
は
無
数
。
刹
は
国
土
。
国
土
の
数
が
多
い
こ
と
を
塵
に
た
と
え
る
。

じ
ん
せ
つ

群
生

迷
い
の
衆
生
の
こ
と
。

ぐ
ん
じ
ょ
う

阿
弥
陀
仏
は
さ
ま
ざ
ま
な
功
徳
の
光
で
数
限
り
な
い
国
土
を
照
ら
し
ま
す
。
十
二
光
と
い
っ
て
、

じ
ゅ
う

に

こ
う

阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
が
十
二
種
類
の
光
で
た
と
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
無
量
光
（
量
る
こ
と
の
で
き

な
い
）
、
無
辺
光
（
誰
に
も
平
等
に
照
ら
す
）
、
無
碍
光
（
さ
ま
た
げ
ら
れ
な
い
）
、
無
対
光
（
他
と
比

べ
ら
れ
な
い
）
、
光
炎
王
（
煩
悩
を
燃
や
し
尽
く
す
）
、
清
浄
光
（
貪
欲
か
ら
離
れ
さ
せ
る
）
、
歓
喜
光

と
ん
よ
く

（
瞋
恚
（
怒
り
や
妬
み
）
か
ら
離
れ
さ
せ
る
）
、
智
慧
光
（
無
明
（
道
理
に
暗
い
こ
と
）
を
破
る
）
、

し
ん

に

む
み
ょ
う

不
断
光
（
断
つ
こ
と
の
な
い
）
、
難
思
光
（
人
の
思
い
を
越
え
た
）
、
無
称
光
（
言
葉
で
説
明
で
き
な

い
）、
超
日
月
光
（
太
陽
や
月
の
光
を
超
え
た
）
の
十
二
で
す
。

③

行
と
信
と
証

本
願
名
号
正
定
業

本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り
。

至
心
信
楽
願
為
因

至
心
信
楽
の
願
を
因
と
す
。

成
等
覚
証
大
涅
槃

等
覚
を
成
り
、
大
涅
槃
を
証
す
る
こ
と
は
、

必
至
滅
度
願
成
就

必
至
滅
度
の
願
成
就
な
り
。

（
阿
弥
陀
仏
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
る
名
号
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
を
称
え
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
く

往
生
す
る
た
め
の
正
し
い
業
（
行
い
）
で
あ
り
、
至
心
信
楽
の
願
（
第
十
八
願
）
を
因
と
し
ま
す
。

そ
し
て
、
大
涅
槃
を
得
る
こ
と
は
、
必
至
滅
度
の
願
（
第
十
一
願
）
が
完
成
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
）
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正
定
業

正
し
く
往
生
が
決
定
す
る
業
（
行
為
）
の
こ
と
。

し
ょ
う
じ
ょ
う
ご
う

等
覚

①
仏
の
覚
り
。
②
覚
り
と
等
し
い
が
覚
り
で
は
な
い
。
菩
薩
の
境
地
。

と
う
が
く

涅
槃

煩
悩
の
炎
が
吹
き
消
さ
れ
た
状
態
。
覚
り
の
こ
と
。

ね

は
ん

滅
度

涅
槃
の
漢
訳
。
煩
悩
を
滅
し
て
、
覚
り
の
世
界
へ
渡
る
こ
と
。

め
つ

ど

聖
道
門

正
行

正
定
業
（
称
名
）

浄
土
門

助
業
（
読
誦
・
観
察
・
礼
拝
・
讃
歎
供
養
）

雑
行

名
号
と
は
名
前
の
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
名
前
に
は
親
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
よ

う
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
前
に
は
、
衆
生
を
救
う
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
願
い
（
本
願
）
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
名
前
を
声
に
出
し
て
称
え
る
こ
と
が
称
名
念
仏
で
す
。

仏
教
は
、
聖
道
門
（
自
力
で
覚
る
道
）
と
浄
土
門
（
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
し

し
ょ
う
ど
う
も
ん

て
仏
に
な
る
道
）
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
浄
土
門
は
さ
ら
に
、
正
行
（
浄
土
往
生
に
導
く
正
し

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

い
行
）
と
雑
行
（
正
行
以
外
の
行
）
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
正
行
に
は
五
種
あ
り
ま
す
。
正
定
業
と
は
、

ぞ
う
ぎ
ょ
う

正
し
く
往
生
が
決
ま
る
業
（
行
為
）
の
こ
と
で
、
称
名
が
正
定
業
で
す
。
読
誦
・
観
察
・
礼
拝
・
讃

し
ょ
う
み
ょ
う

ど
く
じ
ゅ

か
ん
ざ
つ

ら
い
は
い

さ
ん

嘆
供
養
の
四
つ
を
助
業
と
い
い
ま
す
。

だ
ん

く

よ
う

真
実
（
如
）
か
ら
私
へ
の
は
た
ら
き
を
如
来
（
仏
と
同
じ
意
味
）
と
い
い
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏

に
ょ
ら
い

と
い
う
名
前
と
な
っ
て
真
実
が
私
に
届
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
私
の
口
か
ら
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

声
が
出
ま
す
。
称
名
と
は
、
仏
の
よ
び
か
け
を
聞
き
（
聞
名
）
、
そ
れ
に
応
え
て
念
仏
を
称
え
る
こ

も
ん
み
ょ
う

と
で
す
。

「
至
心
信
楽
の
願
」
は
、
『
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
四
八
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
う
ち
の

し

し
ん
し
ん
ぎ
ょ
う

が
ん

第
十
八
願
の
こ
と
で
す
。「
至
心
」
と
「
信
楽
」
を
親
鸞
聖
人
は
、

如
来
の
御
ち
か
い
の
真
実
な
る
を
至
心
と
も
う
す
な
り
。
（
略
）
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
れ
ば
、
信
楽
と
も
う
す
な
り
。
（
『
尊
号

真
像
銘
文
』）

と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
真
実
は
仏
に
あ
り
ま
す
。
私
に
真
実
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
疑
い
の

心
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
阿
弥
陀
仏
の
願
い
を
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
す
か
ら
。

信
楽
は
、
仏
に
な
ら
ん
と
ね
が
う
と
も
う
す
こ
こ
ろ
な
り
。
（
『
唯
信
抄
文
意
』
）

と
あ
り
ま
す
。
「
信
楽
」
と
は
信
心
の
こ
と
で
、
「
楽
」
は
「
ね
が
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。
浄
土
真

宗
の
信
心
や
回
向
の
意
味
は
通
常
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
私
が
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
る
こ
と
が
信

心
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
私
が
起
こ
し
た
信
心
な
ら
、
人
に
よ
っ
て
信
心
は
異
な
り
ま
す
。
そ

う
で
は
な
く
、
信
心
と
は
阿
弥
陀
仏
か
ら
私
に
回
向
さ
れ
た
（
た
ま
わ
っ
た
）
ま
こ
と
の
心
で
す
。

本
願
に
こ
め
ら
れ
た
仏
の
心
を
い
た
だ
く
の
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
人
の
信
心
に
違
い
は
あ
り
ま
せ

ん
。
阿
弥
陀
仏
の
心
を
い
た
だ
き
（
信
心
）
、
念
仏
を
申
せ
ば
（
称
名
）
、
浄
土
へ
往
生
し
て
仏
に
な

る
身
（
成
仏
）
と
定
ま
る
（
正
定
聚
）
こ
と
が
誓
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

往
生
と
は
死
ぬ
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
間
違
い
で
す
。
仏
の
国
（
浄
土
）
に
生

ま
れ
る
こ
と
で
す
。
な
ぜ
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
う
か
と
い
う
と
、
私
が
仏
に
な
る
た
め
で
す
。
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で
は
、
往
生
は
い
つ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
死
ん
で
か
ら
か
、
信
心
を
い
た
だ
い
た
今
な
の
か
。
親
鸞

聖
人
は
現
生
正
定
聚
と
説
か
れ
ま
す
。
現
世
に
お
い
て
浄
土
に
往
生
し
て
仏
に
な
る
こ
と
が
定
ま
る

げ
ん
し
ょ
う
し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
往
生
が
い
つ
か
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

信
心
を
い
た
だ
く
こ
と
が
肝
心
で
す
。

真
実
信
心
は
妄
信
と
は
違
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
に
す
が
れ
ば
死
ん
で
か
ら
極
楽
に
行
け
る
と
信
じ

る
こ
と
は
、
ま
こ
と
の
信
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
は
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
の
か
、
こ
れ
で

い
い
の
か
、
そ
う
い
っ
た
問
い
を
持
つ
こ
と
に
、
仏
の
教
え
に
従
っ
て
生
き
る
仏
教
徒
と
し
て
の
歩

み
が
始
ま
る
の
で
す
。

「
等
覚
」
に
は
、
「
平
等
な
覚
り
」
、
つ
ま
り
仏
と
い
う
意
味
と
、
「
仏
の
覚
り
と
等
し
い
」
、
つ
ま

り
仏
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。「
成
等
覚
」
を
親
鸞
聖
人
は
、

じ
ょ
う
と
う
が
く

成
等
覚
と
い
う
は
、
正
定
聚
の
く
ら
い
な
り
。
（
『
尊
号
真
像
銘
文
』
）

し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。「
正
定
聚
」
と
は
、
仏
に
な
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
人
た
ち
と
い
う
意
味

で
す
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
等
覚
」
と
は
仏
と
等
し
い
、
つ
ま
り
仏
で
は
な
い
け
ど
、
仏
と
同
じ
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

第
十
一
願
の
「
必
至
滅
度
の
願
」
は
、
念
仏
を
称
え
た
者
が
正
定
聚
の
身
と
な
り
、
や
が
て
滅
度

ひ
っ

し

め
つ

ど

が
ん

に
至
る
と
誓
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
涅
槃
」
は
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
音
を
漢
字
に
当
て
は
め

た
言
葉
で
す
が
、
中
国
語
に
翻
訳
し
た
の
が
「
滅
度
」
で
す
。
「
滅
」
は
煩
悩
を
滅
し
て
仏
に
な
る
こ

と
、
そ
し
て
「
度
」
は
「
渡
る
」
で
す
か
ら
、
迷
い
の
世
界
か
ら
覚
り
の
世
界
に
渡
る
と
い
う
意
味

に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
私
が
「
渡
る
」
で
は
な

く
、
阿
弥
陀
仏
が
「
渡
す
」
で
す
。

「
滅
」
と
は
肉
体
が
滅
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
と
の
意
味
は
制
御
で
す
。
煩
悩
を
な
く

す
の
で
は
な
く
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
煩
悩
が
起
き
て
も
振
り
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
が

「
滅
」
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
阿
弥
陀
仏
の
救
い
（
浄
土
往
生
）
を
死
後
と
せ
ず
、
今
を
生
き
る
教
え

と
し
て
い
た
だ
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
は
特
に
難
解
で
す
が
、
浄
土
真
宗
の
教
え
の
基
本
が
説
か
れ
て
い
る
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。

二

釈
迦
章

①

出
世
本
懐

し
ゅ
っ
せ
ほ
ん
が
い

如
来
所
以
興
出
世

如
来
、
世
に
興
出
し
た
ま
う
ゆ
え
は
、

唯
説
弥
陀
本
願
海

た
だ
弥
陀
本
願
海
を
説
か
ん
と
な
り
。

五
濁
悪
時
群
生
海

五
濁
悪
時
の
群
生
海
、

応
信
如
来
如
実
言

如
来
如
実
の
言
を
信
ず
べ
し
。

能
発
一
念
喜
愛
心

よ
く
一
念
喜
愛
の
心
を
発
す
れ
ば
、

不
断
煩
悩
得
涅
槃

煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
な
り
。

凡
聖
逆
謗
斉
回
入

凡
聖
、
逆
謗
、
ひ
と
し
く
回
入
す
れ
ば
、

如
衆
水
入
海
一
味

衆
水
、
海
に
入
り
て
一
味
な
る
が
ご
と
し
。

（
釈
迦
如
来
が
世
に
出
ら
れ
た
の
は
、
た
だ
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
説
く
た
め
で
す
。
五
濁
悪
時
と
い

わ
れ
る
時
代
に
住
む
衆
生
は
釈
迦
如
来
の
言
葉
を
信
じ
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
教
え
を
喜
ぶ
心
が
起
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き
た
人
は
、
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
な
く
涅
槃
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
川
の
水
が
海
に
入
る
と

同
じ
味
に
な
る
よ
う
に
、
凡
夫
と
聖
人
、
五
逆
や
謗
法
の
人
も
本
願
の
海
に
入
れ
ば
等
し
く
救
わ
れ

ま
す
）

五
濁

劫
濁
（
時
代
の
汚
れ
、
災
害
や
戦
争
な
ど
）
、
見
濁
（
間
違
っ
た
思
想
が
は
び
こ
る
）
、
煩
悩

ご

じ
ょ
く

こ
う
じ
ょ
く

け
ん
じ
ょ
く

ぼ
ん
の
う

濁
（
煩
悩
が
盛
ん
に
な
る
）
、
衆
生
濁
（
人
間
の
質
の
低
下
）
、
命
濁
（
寿
命
が
短
く
な
る
）

じ
ょ
く

し
ゅ
じ
ょ
う
じ
ょ
く

み
ょ
う
じ
ょ
く

の
五
つ
の
濁
り
の
こ
と
。

喜
愛
心

阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
済
を
喜
ぶ
心
。
信
心
の
こ
と
。

凡
聖

凡
夫
と
聖
者
。

ぼ
ん
し
ょ
う

逆
謗

五
逆
罪
（
父
を
殺
す
、
母
を
殺
す
、
阿
羅
漢
を
殺
す
、
仏
の
身
を
傷
つ
け
る
、
教
団
を
和
合

ぎ
ゃ
く
ほ
う

ご
ぎ
ゃ
く
ざ
い

あ

ら

か
ん

を
破
る
）
を
犯
し
た
者
と
仏
法
を
謗
る
者
の
こ
と
。

そ
し

回
入

回
心
し
て
仏
の
教
え
に
帰
依
す
る
こ
と
。

え
に
ゅ
う

え

し
ん

衆
水

さ
ま
ざ
ま
な
川
の
水
の
こ
と
。

し
ゅ
う
す
い

お
釈
迦
さ
ま
は
な
ぜ
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
説
く
た
め
だ
と
、

親
鸞
聖
人
は
受
け
止
め
ま
し
た
。
こ
れ
を
出
世
本
懐
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
五
濁
悪
時
と
い
う
時

し
ゅ
っ
せ
ほ
ん
が
い

代
に
生
き
る
人
た
ち
は
お
釈
迦
さ
ま
の
真
実
の
言
葉
を
信
じ
な
さ
い
と
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。

お
釈
迦
さ
ま
は
菩
提
樹
の
下
で
覚
り
を
開
か
れ
た
の
で
す
が
、
自
分
が
覚
っ
た
縁
起
の
道
理

（
法
）
を
人
々
は
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
、
説
法
す
る
こ
と
を
躊
躇
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し

思
い
直
し
て
、
縁
起
の
法
を
人
々
に
説
か
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
人
を
苦
悩
か
ら
解
放

さ
せ
る
こ
と
を
誓
わ
れ
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
の
そ
の
願
い
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
し
て
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

普
通
は
、
煩
悩
を
断
つ
こ
と
が
涅
槃
、
す
な
わ
ち
仏
に
な
る
こ
と
だ
と
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

煩
悩
を
断
た
な
く
て
涅
槃
を
得
る
と
説
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
凡
夫
も
聖
者
も
、
仏
や
教
え
を
謗

る
人
も
、
信
心
を
い
た
だ
い
た
な
ら
、
我
が
身
を
た
の
む
心
が
転
じ
ら
れ
て
本
願
に
帰
入
し
、
人
生

が
往
生
極
楽
の
歩
み
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
念
仏
の
教
え
に
遇
え
ば
、
煩
悩
は
私

を
迷
い
の
世
界
か
ら
救
い
出
す
手
が
か
り
と
な
る
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
「
本
願
海
」
「
群
生
海
」
と
、
海
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
海
は
あ
ら
ゆ
る

ほ
ん
が
ん
か
い

ぐ
ん
じ
ょ
う
か
い

川
が
流
れ
込
み
、
清
濁
を
問
わ
ず
に
す
べ
て
を
等
し
く
受
け
入
れ
ま
す
。
煩
悩
の
世
界
に
生
き
、
自

分
の
思
い
通
り
に
し
よ
う
と
し
て
悩
み
苦
し
む
私
で
す
が
、
い
ろ
ん
な
川
の
水
が
海
に
入
れ
ば
す
べ

て
塩
辛
い
味
に
な
る
よ
う
に
、
誰
で
あ
ろ
う
と
仏
道
を
歩
む
者
と
な
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
迷
い

の
心
が
ひ
る
が
え
る
こ
と
を
回
心
と
い
い
ま
す
。
五
濁
と
い
う
時
代
の
娑
婆
世
界
に
生
き
る
私
た
ち

え

し
ん

の
あ
り
方
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
々
と
共
に
生
き
る
よ
う
に
転
じ
て
い

く
の
で
す
。

②

摂
取
の
光
明

摂
取
心
光
常
照
護

摂
取
の
心
光
、
常
に
照
護
し
た
ま
う
。

已
能
雖
破
無
明
闇

す
で
に
よ
く
無
明
の
闇
を
破
す
と
い
え
ど
も
、
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貪
愛
瞋
憎
之
雲
霧

貪
愛
・
瞋
憎
の
雲
霧
、

常
覆
真
実
信
心
天

常
に
真
実
信
心
の
天
に
覆
え
り
。

譬
如
日
光
覆
雲
霧

た
と
え
ば
、
日
光
の
雲
霧
に
覆
わ
る
れ
ど
も
、

雲
霧
之
下
明
無
闇

雲
霧
の
下
、
明
ら
か
に
し
て
闇
き
こ
と
な
き
が
ご
と
し
。

獲
信
見
敬
大
慶
喜

信
を
獲
れ
ば
見
て
敬
い
大
き
に
慶
喜
せ
ん
、

即
横
超
截
五
悪
趣

す
な
わ
ち
横
に
五
悪
趣
を
超
截
す
。

（
ど
ん
な
衆
生
も
摂
取
し
て
捨
て
な
い
阿
弥
陀
仏
の
光
が
常
に
照
ら
し
護
っ
て
い
る
の
で
、
す
で
に

無
明
の
闇
は
破
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
む
さ
ぼ
り
や
怒
り
、
憎
し
み
の
雲
や
霧
は
常
に
真
実
の
信

心
を
覆
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
太
陽
が
雲
や
霧
に
覆
わ
れ
て
も
、
雲
や
霧
の
下
は
光
が
届
い
て
明

る
い
の
と
同
じ
で
す
。
信
心
を
獲
れ
ば
、
見
て
敬
い
大
き
に
慶
喜
し
、
た
だ
ち
に
横
さ
ま
に
五
悪
趣

を
断
ち
切
り
ま
す
）

無
明

道
理
に
暗
い
こ
と
。
愚
か
。

む

み
ょ
う

横
超

横
は
他
力
、
超
は
速
や
か
に
覚
り
を
得
る
こ
と
。

お
う
ち
よ
う

五
悪
趣

地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
人
、
天
と
い
う
五
つ
の
迷
い
の
世
界
。
悪
趣
を
悪
道
と
も
い
う
。

ご

あ
く
し
ゅ

あ
く
ど
う

ど
ん
な
人
も
決
し
て
見
捨
て
な
い
と
い
う
摂
取
不
捨
の
願
い
は
光
で
た
と
え
ら
れ
ま
す
。
光
は
闇

を
破
り
ま
す
。
念
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
我
執
の
心
か
ら
解
き
放
た
れ
、
共
に
生
き
る
世
界
（
浄
土
）

が
開
か
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
真
実
の
教
え
に
出
遇
い
な
が
ら
も
、
む
さ
ぼ
り
や
怒
り
の
雲
や
霧

に
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
、
自
分
中
心
で
生
き
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
自
分
の
姿
に
気
づ
か

な
い
し
、
認
め
よ
う
と
も
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
頭
で
わ
か
っ
て
も
、
我
が
身
を
ど
う

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
雲
の
切
れ
間
か
ら
一
筋
の
光
が
差
し
込
ん
で
、
私
の
姿
を
照
ら
す
瞬
間
が
誰
に
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
煩
悩
に
よ
っ
て
眼
が
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
て
も
、
本
当
に
こ
れ
で
い
い
の

ま
な
こ

だ
ろ
う
か
と
、
自
分
の
生
き
方
に
疑
問
を
持
ち
、
自
分
の
身
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
時
、
光
に
出
遇
え
た
の
で
す
。

光
と
い
っ
て
も
、
昼
間
の
光
の
よ
う
に
す
べ
て
が
は
っ
き
り
見
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親

鸞
聖
人
は
、

信
心
を
え
た
る
人
を
ば
無
碍
光
仏
の
心
光
、
つ
ね
に
て
ら
し
ま
も
り
た
ま
う
ゆ
え
に
、
無
明
の

や
み
は
れ
、
生
死
の
な
が
き
よ
、
す
で
に
あ
か
つ
き
に
な
り
ぬ
と
し
る
べ
し
と
な
り
。
（
『
尊
号

真
像
銘
文
』）

と
、
暁
に
た
と
え
て
い
ま
す
。
暁
と
は
夜
明
け
前
の
光
で
す
。
ぼ
ん
や
り
と
で
も
道
は
見
え
て
き
ま

あ
か
つ
き

す
。
雲
や
霧
に
さ
え
ぎ
ら
れ
、
真
実
を
見
失
っ
て
流
さ
れ
て
生
き
る
私
で
す
が
、
阿
弥
陀
仏
の
願
い

は
私
に
届
い
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
人
間
、
天
と
い
う
五
つ
の
悪
趣
（
苦
し
み
の
世
界
）
に
生
き
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
修
羅
を
加
え
た
の
が
六
道
で
す
。
い
ず
れ
も
迷
い
の
世
界
で
す
。
死
ん
だ
後
に
業

ろ
く
ど
う

（
行
い
）
の
報
い
で
六
道
の
ど
こ
か
に
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
私
た
ち
の
生
き

方
、
社
会
の
あ
り
さ
ま
が
六
道
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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地
獄
と
は
孤
独
な
世
界
。
餓
鬼
と
は
欲
望
に
振
り
回
さ
れ
る
生
き
方
。
畜
生
と
は
寄
り
か
っ
て
生

き
て
い
る
あ
り
方
。
修
羅
と
は
争
い
の
世
界
。
人
間
は
言
葉
の
必
要
な
世
界
。
天
と
は
自
己
満
足
の

世
界
で
す
。
戦
争
、
飢
餓
は
地
獄
や
餓
鬼
を
作
り
出
し
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
六
つ
の
状
態
を
ふ
ら

ふ
ら
し
て
い
ま
す
。
物
事
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
き
は
有
頂
天
に
な
り
ま
す
が
、
思
う
に
ま
か
せ

な
い
と
奈
落
（
地
獄
）
の
底
に
沈
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

そ
う
し
た
私
た
ち
の
あ
り
方
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
念
仏
で
す
。
善
導
は
、

経
教
は
こ
れ
を
た
と
う
る
に
、
鏡
の
ご
と
し
。
（
『
観
無
量
寿
経
疏
』
）

け
い
き
ょ
う

と
、
お
経
は
私
の
姿
を
う
つ
す
鏡
の
よ
う
な
も
の
だ
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
お
経
に
よ
っ

て
真
実
に
目
覚
め
、
自
分
の
姿
を
確
か
め
る
の
で
す
。
浄
土
の
世
界
に
目
覚
め
る
こ
と
で
、
迷
い
の

世
界
を
一
気
に
飛
び
超
え
る
こ
と
を
横
超
と
い
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
我
執
の
心
が
な
く
な
る
の

お
う
ち
ょ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
仏
に
ま
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
ら
わ
れ
て
い
る
私
の
あ
り
方
に
気

づ
か
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
自
分
の
思
い
を
叶
え
る
た
め
の
呪
文
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。③

蓮
華
の
よ
う
な
人

一
切
善
悪
凡
夫
人

一
切
善
悪
の
凡
夫
人
、

聞
信
如
来
弘
誓
願

如
来
の
弘
誓
願
を
聞
信
す
れ
ば
、

仏
言
広
大
勝
解
者

仏
、
広
大
勝
解
の
者
と
言
え
り
。

是
人
名
分
陀
利
華

こ
の
人
を
分
陀
利
華
と
名
づ
く
。

（
一
切
の
善
人
や
悪
人
が
阿
弥
陀
如
来
の
弘
誓
（
本
願
）
を
聞
信
す
れ
ば
、
仏
は
勝
れ
た
智
慧
の
あ

る
者
と
ほ
め
、
分
陀
利
華
の
よ
う
な
人
と
名
づ
け
ま
す
）

勝
解

す
ぐ
れ
た
理
解
。

し
ょ
う
げ

分
陀
利
華

白
蓮
華
の
こ
と
。

ふ
ん

だ

り

け

「
一
切
善
悪
凡
夫
人
」
と
は
、
一
切
の
善
人
、
悪
人
で
あ
る
凡
夫
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
ど
ん

な
立
派
な
人
、
優
れ
た
人
で
あ
っ
て
も
み
な
凡
夫
で
す
。
「
凡
夫
」
の
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
『
一
念
多

念
文
意
』
で
、

凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
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
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
凡
夫
に
は
清
浄
な
心
、
真
実
の
心
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
「
聞
信
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
、

も
ん
し
ん

き
く
と
い
う
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
。
（
『
一
念
多
念
文
意
』
）

と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
え
を
聞
く
こ
と
が
信
心
を
い
た
だ
く
こ
と
な
の
で
す
。
普
通
、
教
え
を

聞
い
て
、
そ
う
し
て
そ
の
教
え
を
私
が
信
じ
る
こ
と
が
信
心
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
は

な
く
、
仏
さ
ま
の
教
え
を
聞
く
こ
と
が
、
同
時
に
信
心
（
仏
の
心
）
を
い
た
だ
く
こ
と
な
の
で
す
。
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念
仏
に
よ
っ
て
信
心
が
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。
も
っ
と
言
う
と
、
私
が
「
聞
く
」
と
い
う
よ
り
、「
聞

こ
え
て
く
る
」
と
い
う
ほ
う
が
正
確
だ
と
思
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
心
が
私
に
届
く
こ
と
が
信
心
を

い
た
だ
く
こ
と
で
す
か
ら
。

罪
を
作
ら
ず
に
は
生
き
て
い
け
な
い
凡
夫
の
身
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
私
た
ち
に
あ
る
で
し
ょ
う

か
。
私
自
身
、
「
自
分
が
、
自
分
が
」
と
い
う
自
分
中
心
の
あ
り
方
で
生
き
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
凡
夫

の
身
を
生
き
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
教
え
を
聞
く
人
を
白
蓮
華
の
よ
う
な
人
だ
と
お
釈
迦
さ
ま
は

ほ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
蓮
の
華
は
泥
の
中
に
あ
っ
て
、
し
か
も
泥
に
汚
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
清
浄
な

華
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
心
の
人
は
蓮
華
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
い
た
だ
い
た

者
は
、
蓮
の
花
の
よ
う
に
煩
悩
と
い
う
泥
に
染
ま
る
こ
と
な
く
、
往
生
が
決
定
す
る
身
（
正
定
聚
）

し
よ
う
じ
よ
う
じ
ゆ

と
な
る
の
で
す
。

三

結
誡

け
っ
か
い

弥
陀
仏
本
願
念
仏

弥
陀
仏
の
本
願
念
仏
は
、

邪
見
憍
慢
悪
衆
生

邪
見
憍
慢
の
悪
衆
生
、

信
楽
受
持
甚
以
難

信
楽
受
持
す
る
こ
と
、
は
な
は
だ
も
っ
て
難
し
。

難
中
之
難
無
過
斯

難
の
中
の
難
、
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
は
な
し
。

（
阿
弥
陀
仏
の
本
願
念
仏
は
、
邪
見
憍
慢
の
悪
衆
生
が
信
心
を
保
つ
こ
と
が
と
て
も
難
し
い
教
え
で

す
。
難
の
中
の
難
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
過
ぎ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
）

「
邪
見
」
と
は
間
違
っ
た
考
え
、
す
な
わ
ち
お
釈
迦
さ
ま
が
覚
ら
れ
た
縁
起
の
道
理
を
否
定
す
る

じ
ゃ
け
ん

こ
と
で
す
。
縁
と
は
条
件
で
す
。
因
（
原
因
）
に
縁
が
関
係
し
て
果
（
結
果
）
を
生
じ
ま
す
。
そ
の

縁
は
無
数
に
あ
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
条
件
が
変
わ
れ
ば
、
結
果
は
全
く
違
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、

私
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
の
中
で
た
ま
た
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
自
分

一
人
の
力
で
生
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
邪
見
で
す
。
「
憍
慢
」
と
は
、
お
ご
り
た
か
ぶ
る

き
ょ
う
ま
ん

こ
と
で
す
。
思
い
上
が
っ
て
見
下
す
心
で
す
。
世
界
は
自
分
を
中
心
に
し
て
動
い
て
い
る
と
、
ど
こ

ま
で
も
自
分
を
立
て
る
の
が
私
た
ち
で
す
。
そ
う
い
う
「
邪
見
憍
慢
」
の
人
が
「
悪
衆
生
」
で
す
。

自
分
が
し
た
こ
と
な
の
に
他
人
に
責
任
転
嫁
す
る
こ
と
は
、
幼
い
子
に
よ
く
見
ら
れ
る
自
己
防
衛

の
姿
で
す
が
、
大
人
に
な
っ
て
も
同
じ
こ
と
を
し
が
ち
で
す
。
イ
ジ
メ
や
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
に
よ
る
自

殺
が
あ
る
と
、
学
校
、
教
育
委
員
会
、
会
社
な
ど
は
み
ん
な
責
任
逃
れ
に
汲
々
と
し
ま
す
。
公
文
書

の
改
竄
、
隠
蔽
、
廃
棄
が
問
題
に
な
っ
て
も
、
結
局
は
う
や
む
や
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
政
治

が
悪
い
、
教
育
が
悪
い
、
親
が
悪
い
、
社
会
が
悪
い
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
が
悪
い
と
言
っ

た
人
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
一
番
か
わ
い
い
の
で
す
。

そ
ん
な
私
が
起
こ
す
信
心
は
あ
や
ふ
や
な
も
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
念
仏
を
称
え

れ
ば
往
生
す
る
と
、
言
葉
通
り
に
信
じ
ら
れ
る
人
は
少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
都
合
の
い

い
こ
と
は
信
じ
ま
す
が
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
だ
ま
さ
れ
た
と
怒
り
ま
す
。
仏
の
教
え
を
聞

い
て
、
そ
の
時
は
う
な
ず
い
て
も
、
無
意
識
に
自
分
の
モ
ノ
サ
シ
で
解
釈
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
私

の
「
自
分
が
」
と
い
う
思
い
が
崩
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
共
に
」
と
い
う
願
い
に
生
か
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
す
。
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第
三
章

依
釈
段

え
し
ゃ
く
だ
ん

一

総
讃

そ
う
さ
ん

印
度
西
天
之
論
家

印
度
・
西
天
の
論
家
、

中
夏
日
域
之
高
僧

中
夏
・
日
域
の
高
僧
、

顕
大
聖
興
世
正
意

大
聖
興
世
の
正
意
を
顕
し
、

明
如
来
本
誓
応
機

如
来
の
本
誓
、
機
に
応
ぜ
る
こ
と
を
明
か
す
。

（
イ
ン
ド
の
諸
師
や
、
中
国
、
日
本
の
高
僧
た
ち
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
こ
の
世
に
現
れ
た
意
義

を
顕
か
に
さ
れ
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
誓
（
本
願
）
は
救
わ
れ
る
べ
き
衆
生
に
応
じ
て
い
る
こ
と
を
明

あ
き
ら

か
し
ま
し
た
）

西
天

イ
ン
ド
の
こ
と
。

さ
い
て
ん

中
夏

中
国
の
こ
と
。

ち
ゅ
う
か

日
域

日
本
の
こ
と
。

じ
ち
い
き

大
聖

お
釈
迦
さ
ま
の
こ
と
。

だ
い
し
ょ
う

機

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
者
。

き

『
正
信
偈
』
の
後
半
は
、
イ
ン
ド
の
龍
樹
、
天
親
、
中
国
の
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
、
日
本
の
源
信
、

り
ゅ
う
じ
ゅ

て
ん
じ
ん

ど
ん
ら
ん

ど
う
し
ゃ
く

ぜ
ん
ど
う

げ
ん
し
ん

源
空
（
法
然
）
と
い
う
七
人
の
高
僧
が
相
続
さ
れ
た
本
願
念
仏
の
歴
史
が
語
ら
れ
ま
す
。
七
高
僧
は
、

げ
ん
く
う

こ
う
そ
う

一
切
の
凡
愚
こ
そ
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
（
法
）
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
衆
生
（
機
）
だ
と
明
ら
か
に
さ

れ
ま
し
た
。
私
た
ち
が
『
正
信
偈
』
の
お
勤
め
を
す
る
こ
と
は
、
本
願
念
仏
の
教
え
が
七
高
僧
を
通

し
て
親
鸞
聖
人
へ
、
そ
し
て
私
に
ま
で
届
け
ら
れ
た
こ
と
の
不
思
議
さ
、
有
り
難
さ
を
確
か
め
て
い

く
こ
と
な
の
で
す
。

二

龍
樹
章

釈
迦
如
来
楞
伽
山

釈
迦
如
来
、
楞
伽
山
に
し
て
、

為
衆
告
命
南
天
竺

衆
の
た
め
に
告
命
し
た
ま
わ
く
、
南
天
竺
に
、

龍
樹
大
士
出
於
世

龍
樹
大
士
世
に
出
で
て
、

悉
能
摧
破
有
無
見

こ
と
ご
と
く
、
よ
く
有
無
の
見
を
摧
破
せ
ん
。

宣
説
大
乗
無
上
法

大
乗
無
上
の
法
を
宣
説
し
、

証
歓
喜
地
生
安
楽

歓
喜
地
を
証
し
て
、
安
楽
に
生
ぜ
ん
、
と
。

（
お
釈
迦
さ
ま
は
楞
伽
山
で
、
南
イ
ン
ド
に
龍
樹
菩
薩
が
出
て
、
有
る
・
無
い
と
い
う
邪
見
を
破
り
、

そ
し
て
共
に
安
楽
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
大
乗
の
法
を
説
か
れ
、
歓
喜
地
と
い
う
位
に
至
る
だ
ろ

う
と
予
言
さ
れ
ま
し
た
）

楞
伽

ス
リ
ラ
ン
カ
の
こ
と
。

り
ょ
う
が

天
竺

イ
ン
ド
の
こ
と
。

て
ん
じ
く
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大
士

菩
薩
の
こ
と
。

だ
い

じ

有
無
見

有
見
と
無
見
の
こ
と
。

う

む

け
ん

歓
喜
地

仏
に
な
る
ま
で
の
位
の
一
つ
。
菩
薩
の
位
の
初
地
。

か
ん

ぎ

ぢ

安
楽

極
楽
浄
土
の
こ
と
。

お
釈
迦
さ
ま
が
説
か
れ
た
教
え
を
聞
き
、
道
理
を
覚
っ
て
仏
に
な
る
の
が
仏
教
で
す
。
お
釈
迦
さ

ま
が
入
滅
さ
れ
た
後
、
仏
教
は
多
く
の
部
派
に
分
か
れ
ま
し
た
。
部
派
仏
教
は
、
す
べ
て
存
在
に
は

ぶ

は

本
質
が
あ
る
と
し
、
事
物
を
細
か
く
分
析
す
る
学
問
的
な
教
え
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
仏
教
は
僧
院

で
生
活
す
る
僧
侶
だ
け
の
も
の
と
な
り
、
一
般
の
人
た
ち
か
ら
遊
離
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
民
衆
の
中
に
お
釈
迦
さ
ま
を
信
仰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
に
な
ら
せ
て
も
ら
う
と

い
う
救
済
の
思
想
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
、
お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
ら
れ
て
数
百
年
た
っ
た
紀

元
〇
年
ご
ろ
、
部
派
仏
教
を
批
判
し
て
自
利
利
他
円
満
を
説
く
大
乗
（
大
き
な
乗
り
物
）
仏
教
の
運

動
が
起
こ
り
ま
し
た
。
大
乗
で
は
自
利
（
自
ら
が
仏
に
な
る
こ
と
）
よ
り
も
利
他
（
他
を
救
う
こ

と
）
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
大
乗
は
、
自
ら
の
覚
り
だ
け
を
求
め
る
部
派
仏
教
を
小
乗
（
小
さ
な
乗
り

物
）
と
批
判
し
ま
し
た
。
自
分
が
覚
る
こ
と
よ
り
も
他
者
を
救
う
こ
と
を
願
う
の
が
菩
薩
で
す
。
こ

う
し
て
、
仏
教
は
一
切
衆
生
を
救
済
す
る
教
え
と
な
っ
た
の
で
す
。

南
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
龍
樹
（
一
五
〇
？
～
二
五
〇
？
）
は
縁
起
の
法
を
基
本
に
置
き
、
空
の
思

り
ゅ
う
じ
ゅ

く
う

想
を
説
き
ま
し
た
。
空
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
す
べ
て
お
互
い
が
関
係
し
合
っ
て
成
り
立
っ
て
お

り
、
他
と
無
関
係
に
常
に
実
在
す
る
存
在
は
な
い
（
無
我
）
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
有
見
」
は
常
見
と

う

け
ん

じ
ょ
う
け
ん

も
い
い
、
不
変
の
実
体
が
あ
る
と
い
う
考
え
で
す
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
物
事
は
無
常
（
常
に
変
化

す
る
）
で
す
。
「
無
見
」
は
何
も
存
在
し
な
い
と
い
う
虚
無
的
な
考
え
で
す
。
龍
樹
の
説
い
た
教
え
の

む

け
ん

流
れ
を
中
観
派
と
い
い
ま
す
。

ち
ゅ
う
が
ん

は

お
釈
迦
さ
ま
は
多
く
の
教
え
を
説
か
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
真
意
は
大
乗
仏
教
に
あ
る
と
し
た
龍
樹

菩
薩
は
、
中
国
や
日
本
で
八
宗
の
祖
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
ま
す
。
真
宗
に
と
っ
て
も
大
切
な
存
在

で
す
。

顕
示
難
行
陸
路
苦

難
行
の
陸
路
、
苦
し
き
こ
と
を
顕
示
し
て
、

信
楽
易
行
水
道
楽

易
行
の
水
道
、
楽
し
き
こ
と
を
信
楽
せ
し
む
。

（
龍
樹
は
、
難
行
道
は
陸
路
を
行
く
よ
う
に
苦
し
く
、
易
行
道
は
水
路
を
行
く
船
旅
が
楽
し
い
よ
う

な
も
の
だ
と
示
さ
れ
ま
し
た
）

龍
樹
菩
薩
は
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
「
易
行
品
」
の
中
で
、
仏
道
に
は
難
行
道
と
易
行
道
が
あ
る

じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
び

ば

し
ゃ
ろ
ん

い
ぎ
ょ
う
ほ
ん

こ
と
を
説
き
ま
し
た
。
難
行
道
と
は
、
六
波
羅
蜜
の
行
に
よ
っ
て
仏
に
な
る
道
で
す
。
陸
路
を
歩
く

ろ
く

は

ら

み
つ

こ
と
に
た
と
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
陸
路
は
険
し
い
道
や
茨
も
あ
り
、
時
に
は
獣
や
盗
賊
に
も
出
会
う

厳
し
い
道
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
易
行
道
は
難
行
道
に
耐
え
ら
れ
な
い
凡
夫
の
た
め
の
道
で
、
必

ず
歓
喜
地
と
い
う
位
に
至
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
歓
喜
地
と
は
菩
薩
の
修
行
段
階
の
一
つ
で
、
再
び

か
ん

ぎ

ぢ

三
悪
道
に
退
転
す
る
こ
と
な
く
、
必
ず
成
仏
で
き
る
こ
と
が
定
ま
る
位
で
す
。
正
定
聚
の
位
と
も
い

し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

い
ま
す
。
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私
た
ち
は
「
自
分
が
、
自
分
が
」
と
い
う
は
か
ら
い
か
ら
離
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
人
間
社
会
は
、
自

分
の
利
益
と
他
人
の
利
益
が
相
反
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
他
人
の
幸
せ
が
自
分
の
喜
び
と
な
れ
ば

い
い
の
で
す
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
他
人
の
幸
せ
を
素
直
に
喜
べ
ま
せ
ん
。
人
の
不
幸
は
蜜
の
味
と
い

う
よ
う
に
、
共
に
喜
び
共
に
悲
し
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
私
が
仏
に
な
る
こ
と
（
自
利
）
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
迷
い
の
中
を
流
転

す
る
衆
生
を
仏
道
に
導
く
こ
と
（
利
他
）
は
さ
ら
に
困
難
で
す
。
そ
ん
な
私
た
ち
に
、
広
く
衆
生
が

救
わ
れ
る
道
と
し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
ま
か
せ
る
と
い
う
お
念
仏
の
教
え
を
龍
樹
菩
薩
は
説
い
て

く
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

憶
念
弥
陀
仏
本
願

弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
れ
ば
、

自
然
即
時
入
必
定

自
然
に
即
の
時
、
必
定
に
入
る
。

唯
能
常
称
如
来
号

た
だ
よ
く
、
常
に
如
来
の
号
を
称
し
て
、

応
報
大
悲
弘
誓
恩

大
悲
弘
誓
の
恩
を
報
ず
べ
し
、
と
い
え
り
。

（
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
仏
に
な
る
こ
と
が
定
ま
る
位
に
入
り
ま
す
。
た
だ

常
に
如
来
の
名
号
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
を
称
え
て
、
大
悲
の
誓
い
の
恩
に
報
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、

と
説
か
れ
ま
し
た
）

憶
念

心
に
念
じ
て
忘
れ
な
い
こ
と
。

お
く
ね
ん

必
定

必
ず
仏
に
な
る
こ
と
が
定
ま
っ
た
位
。
正
定
聚
、
不
退
転
と
同
じ
。

ひ
つ
じ
ょ
う

如
来
号

阿
弥
陀
仏
の
名
号
（
名
前
）。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
。

「
必
定
に
入
る
」
と
は
、
不
退
転
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
不
退
転
と
は
、
仏
に
な
る
こ
と
が

定
ま
り
、
再
び
悪
趣
（
迷
い
の
世
界
）
に
退
く
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
龍
樹
菩
薩
は
、
厳

あ
く
し
ゅ

し
い
修
行
に
耐
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
た
ち
凡
夫
に
、
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

速
や
か
に
不
退
転
地
に
至
り
、
仏
の
智
慧
を
い
た
だ
く
と
い
う
易
行
道
を
示
さ
れ
た
の
で
す
。
阿
弥

陀
仏
の
本
願
に
生
き
る
道
が
明
ら
か
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
名
を
常
に
称
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
報
恩
の
心
を
新
た
に
す
る
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

三

天
親
章

天
親
菩
薩
造
論
説

天
親
菩
薩
、
論
を
造
り
て
説
か
く
、

帰
命
無
碍
光
如
来

無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
。

依
修
多
羅
顕
真
実

修
多
羅
に
依
っ
て
真
実
を
顕
し
て
、

光
闡
横
超
大
誓
願

横
超
の
大
誓
願
を
光
闡
す
。

（
天
親
菩
薩
は
『
浄
土
論
』
を
造
っ
て
、
「
私
は
無
碍
光
如
来
に
帰
依
い
た
し
ま
す
」
と
宣
言
さ
れ
ま

し
た
。
『
無
量
寿
経
』
に
よ
っ
て
真
実
を
顕
か
に
し
、
す
み
や
か
に
浄
土
に
往
生
さ
せ
よ
う
と
い
う
阿

あ
き
ら

弥
陀
仏
の
誓
願
を
説
か
れ
た
の
で
す
）

論

『
浄
土
論
』
の
こ
と
。
『
往
生
論
』
と
も
い
う
。

じ
ょ
う

ど

ろ
ん
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無
碍
光
如
来

阿
弥
陀
仏
の
こ
と
。

む

げ

こ
う
に
ょ
ら
い

修
多
羅

経
典
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
浄
土
三
部
経
（
『
無
量
寿
経
』
『
観
無
量
寿
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
）

し
ゆ

た

ら

の
こ
と
。

光
闡

広
く
説
き
の
べ
る
こ
と
。

こ
う
せ
ん天

親
（
四
〇
〇
？
～
四
八
〇
？
）
は
世
親
と
も
い
い
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
（
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
）
の

て
ん
じ
ん

せ

し
ん

人
で
す
。
兄
の
無
著
と
と
も
に
厚
く
仏
法
に
帰
依
さ
れ
ま
し
た
。
兄
弟
と
も
に
部
派
仏
教
で
出
家
し

む

じ
ゃ
く

ま
し
た
が
、
無
著
は
仏
教
の
真
髄
は
大
乗
仏
教
に
あ
る
と
、
大
乗
に
帰
依
し
ま
す
。
天
親
菩
薩
は
部

派
仏
教
の
教
え
を
考
究
し
続
け
、
大
乗
を
批
判
し
ま
し
た
が
、
無
著
に
説
得
さ
れ
、
大
乗
の
教
え
の

深
さ
に
気
づ
き
ま
し
た
。
こ
の
時
、
天
親
は
自
分
の
過
ち
を
悔
い
て
舌
を
切
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、

無
著
は
そ
の
舌
で
人
々
を
救
う
よ
う
に
と
諌
め
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
無
著
、
天
親
の
兄
弟
が
大

成
し
た
思
想
を
瑜
伽
唯
識
学
派
と
い
い
ま
す
。

ゆ

が

ゆ
い
し
き
が
く

は

多
く
の
著
書
を
残
し
た
天
親
菩
薩
は
千
部
の
論
師
と
仰
が
れ
て
い
ま
す
。
著
書
の
一
つ
が
『
無
量

む
り
ょ
う

寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』（
『
浄
土
論
』）
で
す
。
『
浄
土
論
』
の
冒
頭
で
、

じ
ゅ
き
ょ
う
う

ぱ

だ
い
し
ゃ
が
ん
し
ょ
う
げ

世
尊
、
我
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
安
楽
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。

じ
ん
じ
っ
ぽ
う

む

げ

こ
う
に
ょ
ら
い

と
、
ま
ず
阿
弥
陀
仏
へ
の
自
ら
の
帰
命
を
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
っ

て
迷
い
の
世
界
を
と
び
越
え
て
浄
土
に
往
生
す
る
（
横
超
）
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
『
無
量
寿
経
』
こ

そ
が
真
実
の
教
え
で
あ
る
と
説
か
れ
ま
し
た
。
天
親
菩
薩
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
大
乗
の
至
極
だ
と

い
わ
れ
る
礎
を
築
か
れ
た
方
な
の
で
す
。

広
由
本
願
力
回
向

広
く
本
願
力
の
回
向
に
由
っ
て
、

為
度
群
生
彰
一
心

群
生
を
度
せ
ん
が
た
め
に
、
一
心
を
彰
す
。

帰
入
功
徳
大
宝
海

功
徳
大
宝
海
に
帰
入
す
れ
ば
、

必
獲
入
大
会
衆
数

必
ず
大
会
衆
の
数
に
入
る
こ
と
を
獲
。

（
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
（
他
力
）
が
差
し
向
け
ら
れ
る
こ
と
（
回
向
）
に
よ
っ
て
一
切
衆
生
を
救
う

た
め
に
、
他
力
の
信
心
（
一
心
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
宝
の
よ
う
な
仏
の
功
徳
の
海
に
入
れ

ば
、
必
ず
浄
土
の
人
々
の
仲
間
に
入
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
）

功
徳

善
い
結
果
を
も
た
ら
す
善
い
行
為
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
名
号
の
こ
と
。

く

ど
く

度

覚
り
の
世
界
に
渡
す
こ
と
。
救
う
こ
と
。

ど大
会
衆

往
生
が
決
定
し
た
仲
間
。

だ
い

え

し
ゆ

「
回
向
」
と
は
、
普
通
は
自
分
が
積
ん
だ
功
徳
を
他
に
振
り
向
け
る
と
い
う
意
味
で
す
が
、
親
鸞

聖
人
は
如
来
回
向
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
回
向
」
の
主
語
は
私
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
で
す
。
私
た

ち
を
救
お
う
と
す
る
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
回
向
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
功
徳

を
私
た
ち
が
い
た
だ
く
の
が
如
来
回
向
で
す
。

阿
弥
陀
仏
の
衆
生
を
救
う
と
い
う
願
い
を
私
が
い
た
だ
い
た
の
が
「
一
心
」
で
す
。
「
一
心
」
は
私

が
起
こ
す
信
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
救
い
は
私
一
人
だ
け
が
救
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
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人
々
と
共
に
仏
道
を
歩
む
こ
と
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
順
っ
て
生
き
て
い
く
と
い
う
宣
言
が

し
た
が

「
我
一
心
」
と
い
う
表
白
で
す
。

私
た
ち
は
煩
悩
に
ま
み
れ
て
生
き
て
い
ま
す
。
自
ら
の
煩
悩
の
強
さ
に
気
づ
け
ば
、
我
が
身
は
仏

道
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
、
仏
の
教
え
に
背
い
て
生
き
て
い
る
私
で
あ

っ
た
と
い
う
痛
み
が
深
い
ほ
ど
、
浄
土
を
願
う
思
い
も
深
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
真
の
仏
道
が
実
現

さ
れ
る
と
、
天
親
菩
薩
は
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
『
高
僧
和
讃
』
に
、

本
願
力
に
あ
い
ぬ
れ
ば

空
し
く
過
ぐ
る
人
ぞ
な
き

功
徳
の
宝
海
満
ち
満
ち
て

煩
悩
の
濁
水
へ
だ
て
な
し

じ
よ
く
し
い

信
心
す
な
わ
ち
一
心
な
り

一
心
す
な
わ
ち
金
剛
心

金
剛
心
は
菩
提
心

こ
の
心
す
な
わ
ち
他
力
な
り

と
、
一
心
と
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
回
向
に
よ
っ
て
た
ま
わ
っ
た
信
心
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
こ

に
仏
道
を
歩
む
具
体
的
な
姿
を
表
し
て
い
ま
す
。

得
至
蓮
華
蔵
世
界

蓮
華
蔵
世
界
に
至
る
こ
と
を
得
れ
ば
、

即
証
真
如
法
性
身

す
な
わ
ち
真
如
法
性
の
身
を
証
せ
し
む
と
。

遊
煩
悩
林
現
神
通

煩
悩
の
林
に
遊
び
て
神
通
を
現
じ
、

入
生
死
薗
示
応
化

生
死
の
園
に
入
り
て
応
化
を
示
す
、
と
い
え
り
。

（
浄
土
に
至
れ
ば
、
た
だ
ち
に
真
如
法
性
と
い
う
真
実
そ
の
も
の
の
身
に
な
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
ま

す
。
煩
悩
の
林
に
遊
び
な
が
ら
、
自
由
自
在
に
不
思
議
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
迷
い
の
世
界
に
入
り
、

相
手
に
応
じ
た
教
化
を
す
る
と
説
か
れ
ま
し
た
）

蓮
華
蔵
世
界

阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
の
こ
と
。
安
養
浄
土
、
安
楽
世
界
な
ど
と
も
い
う
。

れ
ん

げ

ぞ
う

せ

か
い

真
如

真
実
そ
の
も
の
の
こ
と
。

し
ん
に
ょ

法
性

法
の
本
質
。
真
実
の
本
質
。

ほ
っ
し
ょ
う

真
如
法
性
身

覚
り
を
得
た
仏
の
こ
と
。

し
ん
に
ょ
ほ
っ
し
ょ
う
し
ん

生
死

生
ま
れ
、
死
ぬ
こ
と
。
迷
い
の
世
界
を
輪
廻
す
る
こ
と
。

し
ょ
う
じ

応
化

応
化
身
の
こ
と
。
仏
が
衆
生
に
応
じ
て
姿
を
現
す
身
の
こ
と
。

お
う

げ

お
う

げ

し
ん

極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
と
、
我
々
は
真
如
法
性
の
身
、
つ
ま
り
仏
の
覚
り
を
得
た
身
と
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
私
た
ち
が
生
き
る
娑
婆
世
界
に
戻
り
、
苦
悩
す
る
人
々
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
救
済
し
ま
す
。

私
た
ち
が
極
楽
往
生
を
願
う
の
は
、
自
分
が
救
わ
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
心
に
浄
土
が
開
か
れ
る
こ
と

で
仏
道
を
歩
む
者
と
な
り
、
そ
う
し
て
阿
弥
陀
仏
の
衆
生
済
度
（
救
済
）
の
お
手
伝
い
を
す
る
と
い

さ
い

ど

う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

と
い
っ
て
も
、
救
済
し
な
け
れ
ば
と
い
う
は
か
ら
い
が
あ
っ
て
は
我
執
に
な
り
ま
す
。
菩
薩
の
遊ゆ
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戯
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
「
煩
悩
の
林
に
遊
ぶ
」
と
い
う
こ
と
は
、
救
済
し
な
け
れ
ば
と
い
う

げと
ら
わ
れ
か
ら
離
れ
、
な
お
か
つ
自
由
自
在
に
導
く
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
「
生
死
の
園
で
応
化
を

示
す
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

四

曇
鸞
章

本
師
曇
鸞
梁
天
子

本
師
、
曇
鸞
は
、
梁
の
天
子

常
向
鸞
処
菩
薩
礼

常
に
鸞
の
と
こ
ろ
に
向
こ
う
て
菩
薩
と
礼
し
た
て
ま
つ
る
。

三
蔵
流
支
授
浄
教

三
蔵
流
支
、
浄
教
を
授
け
し
か
ば
、

焚
焼
仙
経
帰
楽
邦

仙
経
を
焚
焼
し
て
楽
邦
に
帰
し
た
ま
い
き
。

（
梁
の
皇
帝
は
曇
鸞
の
い
る
方
角
に
向
か
っ
て
常
に
礼
拝
さ
れ
ま
し
た
。
菩
提
流
支
が
『
観
無
量
寿

経
』
を
授
け
る
と
、
曇
鸞
は
道
教
の
経
典
を
焼
き
、
浄
土
の
教
え
に
帰
依
さ
れ
ま
し
た
）

梁
の
天
子

梁
の
武
帝
（
四
六
四
～
五
四
九
）
の
皇
太
子
粛
王
。

り
ょ
う

三
蔵
流
支

菩
提
流
支
の
こ
と
。

さ
ん
ぞ
う

る

し

ぼ

だ
い

る

し

浄
教

浄
土
教
の
経
典
の
こ
と
。

じ
ょ
う
き
ょ
う

仙
経

道
教
の
経
典
。

せ
ん
ぎ
ょ
う

南
北
朝
時
代
に
生
ま
れ
た
曇
鸞
（
四
七
六
～
五
四
二
）
は
、
『
大
集
経
』
と
い
う
経
典
の
註
釈
を
作

ど
ん
ら
ん

だ
い
し
っ
き
ょ
う

ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
病
気
に
な
っ
て
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
長
生
き
を

す
れ
ば
註
釈
が
完
成
で
き
る
と
考
え
、
道
教
の
長
生
不
老
の
術
を
学
ん
で
経
典
を
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

喜
び
勇
ん
で
帰
路
に
つ
い
た
曇
鸞
大
師
は
、
イ
ン
ド
か
ら
来
た
菩
提
流
支
（
？
～
五
二
七
）
と
い
う

僧
に
出
会
い
ま
す
。
菩
提
流
支
に
道
教
の
経
典
を
見
せ
、
「
中
国
に
は
長
生
不
死
の
教
え
が
あ
る
。
イ

ン
ド
に
も
あ
り
ま
す
か
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
す
る
と
菩
提
流
支
は
つ
ば
を
吐
き
、
「
長
生
き
す
る
こ
と

は
仏
教
の
求
め
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
『
観
無
量
寿
経
』
を
授
け
、
「
仏
教
に
は
無
量
寿

（
長
さ
で
量
る
必
要
の
な
い
命
）
の
教
え
が
あ
る
」
と
諭
し
ま
し
た
。
本
願
の
教
え
を
知
っ
た
曇
鸞

大
師
は
、
自
分
の
浅
は
か
さ
を
思
い
知
り
、
仙
経
を
焼
い
て
浄
土
の
教
え
に
帰
し
た
の
で
す
。

こ
の
話
は
、
私
た
ち
が
仏
教
に
何
を
求
め
て
い
る
の
か
を
深
く
考
え
さ
せ
ま
す
。
自
分
の
名
声
や

利
益
の
た
め
に
仏
教
を
学
ぶ
の
で
は
、
自
分
の
欲
を
満
た
す
た
め
に
仏
教
を
利
用
し
て
い
る
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
仏
教
は
私
た
ち
の
思
い
を
叶
え
て
く
れ
る
道
具
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
努
力
し
て
解
決
で
き

る
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
老
病
死
の
よ
う
に
自
分
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
自
分
の
力
で
何
と
か
で
き
る
は
ず
だ
と
思
い
、
ま
ま
な
ら
な
い
時
に
は
他

の
せ
い
に
し
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
や
怖
れ
の
中
に
あ
る
私
が
今
を
生
き
る
道
を
阿
弥
陀
仏
の
願

い
を
と
お
し
て
教
え
て
い
た
だ
く
の
で
す
。

天
親
菩
薩
論
註
解

天
親
菩
薩
の
『
論
』
、
註
解
し
て
、

報
土
因
果
顕
誓
願

報
土
の
因
果
、
誓
願
に
顕
す
。

往
還
回
向
由
他
力

往
・
還
の
回
向
は
他
力
に
由
る
。
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正
定
之
因
唯
信
心

正
定
の
因
は
た
だ
信
心
な
り
。

（
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
を
註
釈
し
て
、
浄
土
に
往
生
す
る
因
も
果
も
阿
弥
陀
仏
の
誓
願
に
よ
る

と
顕
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
往
相
・
還
相
の
回
向
は
阿
弥
陀
仏
の
他
力
に
よ
る
の
で
あ
り
、
往
生
が

正
し
く
定
ま
る
因
は
た
だ
信
心
だ
け
で
あ
る
と
説
か
れ
ま
し
た
）

論

『
浄
土
論
』
の
こ
と
。

報
土

菩
薩
の
願
が
完
成
し
た
浄
土
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
こ
と
。

ほ
う

ど

往
還
回
向

往
相
回
向
と
還
相
回
向
の
こ
と
。

お
う
げ
ん

え

こ
う

正
定

正
定
聚
（
仏
に
な
る
身
と
定
ま
る
位
）
の
こ
と
。

し
ょ
う
じ
ょ
う

曇
鸞
大
師
は
天
親
菩
薩
の
『
浄
土
論
』
の
註
釈
で
あ
る
『
浄
土
論
註
』
を
著
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

ど
ん
ら
ん
だ
い

し

て
ん
じ
ん

ぼ

さ
つ

浄
土
往
生
の
仏
道
こ
そ
が
大
乗
菩
薩
道
だ
と
説
か
れ
ま
し
た
。
「
回
向
」
に
は
二
種
回
向
と
い
っ
て
、

二
つ
の
相
（
す
が
た
）
が
あ
り
ま
す
。
往
相
回
向
（
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
）
と
還
相
回
向
（
衆
生

お
う
そ
う

え

こ
う

げ
ん
そ
う

え

こ
う

を
救
う
こ
と
）
で
す
。
ど
ち
ら
も
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
（
他
力
）
で
あ
っ
て
、
私
の
力
（
自
力
）

で
行
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
凡
夫
が
仏
に
な
る
道
は
、
ま
ず
は
よ
き
人
（
善
知
識
）
の
導
き
で
教
え
に
出
遇
う
こ
と

ぜ
ん

ち

し
き

（
還
相
回
向
）
で
す
。
教
え
に
出
遇
っ
た
な
ら
ば
、
自
力
の
限
界
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
に

お
ま
か
せ
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
自
分
の
歩
む
べ
き
道
が
は
っ
き
り
す
る
（
往
相
回
向
）
こ
と
で
、

迷
い
の
中
に
あ
る
人
を
見
捨
て
な
い
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
心
を
い
た
だ
き
、
仏
の
仕
事
の
お

手
伝
い
を
し
た
い
と
い
う
心
が
起
こ
る
の
で
す
（
還
相
回
向
）
。

「
他
力
」
と
は
人
ま
か
せ
だ
と
誤
解
さ
れ
が
ち
で
す
が
、「
他
」
と
は
他
人
で
は
な
く
、
本
願
の
こ

と
で
す
。
「
力
」
は
は
た
ら
き
で
す
か
ら
、
「
他
力
」
と
は
本
願
力
（
本
願
の
は
た
ら
き
）
で
す
。
親

鸞
聖
人
は
「
自
力
」
を
、

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
』
）

と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
が
」
と
い
う
心
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、

如
来
の
二
種
の
回
向
と
も
う
す
こ
と
は
、
こ
の
二
種
の
回
向
の
願
を
信
じ
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な
き

を
、
真
実
の
信
心
と
も
う
す
。
（
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
）

と
親
鸞
聖
人
は
お
手
紙
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
浄
土
往
生
（
往
相
回
向
）
も
衆
生
教
化
（
還
相
回

向
）
も
、
ど
ち
ら
も
本
願
の
は
た
ら
き
で
す
。
浄
土
に
生
ま
れ
る
身
と
定
ま
る
（
正
定
）
の
は
、
阿

し
ょ
う
じ
ょ
う

弥
陀
仏
の
ま
こ
と
の
心
（
信
心
）
を
い
た
だ
く
こ
と
が
因
と
な
る
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

惑
染
凡
夫
信
心
発

惑
染
の
凡
夫
、
信
心
発
す
れ
ば
、

証
知
生
死
即
涅
槃

生
死
即
涅
槃
な
り
と
証
知
せ
し
む
。

必
至
無
量
光
明
土

必
ず
無
量
光
明
土
に
至
れ
ば
、

諸
有
衆
生
皆
普
化

諸
有
の
衆
生
、
み
な
あ
ま
ね
く
化
す
と
い
え
り
。

（
煩
悩
に
染
っ
た
凡
夫
が
信
心
を
い
た
だ
け
ば
、
生
死
（
迷
い
）
が
そ
の
ま
ま
涅
槃
だ
と
わ
か
り
ま

す
。
浄
土
に
至
れ
ば
、
必
ず
す
べ
て
の
衆
生
を
教
化
す
る
よ
う
に
な
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
）
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惑
染

惑
は
煩
悩
の
こ
と
。
染
は
煩
悩
に
染
ま
っ
て
汚
れ
て
い
る
こ
と
。

わ
く
ぜ
ん

無
量
光
明
土

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
こ
と
。

む
り
ょ
う
こ
う
み
ょ
う
ど

諸
有
の
衆
生

あ
ら
ゆ
る
迷
い
の
衆
生
の
こ
と
。

し
ょ

う煩
悩
具
足
の
身
だ
と
思
い
知
ら
さ
れ
た
な
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
た
南
無
阿
弥
陀
仏

（
名
号
）
を
称
え
る
こ
と
が
仏
道
を
歩
む
こ
と
で
あ
り
、
生
死
（
迷
い
の
世
界
を
流
転
す
る
こ
と
）

が
そ
の
ま
ま
涅
槃
へ
の
道
だ
と
知
ら
さ
れ
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
「
諸
有
」
に
「
あ
ら
ゆ
る
」
と
注
を
つ
け
て
い
ま
す
。
迷
っ
て
い
る
凡
夫
と
迷
っ
て

い
な
い
人
が
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
迷
い
の
衆
生
で
す
。
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
争
い
が

絶
え
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
迷
い
の
姿
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
衆
生
を
教
化
し
て
導
く
の
が
仏

の
お
仕
事
で
す
。

五

道
綽
章

道
綽
決
聖
道
難
証

道
綽
、
聖
道
の
証
し
が
た
き
こ
と
を
決
し
て
、

唯
明
浄
土
可
通
入

た
だ
浄
土
の
通
入
す
べ
き
こ
と
を
明
か
す
。

万
善
自
力
貶
勤
修

万
善
の
自
力
、
勤
修
を
貶
す
。

円
満
徳
号
勧
専
称

円
満
の
徳
号
、
専
称
を
勧
む
。

（
道
綽
は
、
聖
道
門
で
は
覚
る
こ
と
は
難
し
く
、
た
だ
浄
土
門
だ
け
が
通
り
や
す
く
入
り
や
す
い
こ

と
を
明
か
に
し
ま
し
た
。
自
力
で
い
ろ
ん
な
善
を
修
め
る
こ
と
を
退
け
、
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
そ
な
え

た
南
無
阿
弥
陀
仏
を
も
っ
ぱ
ら
称
え
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
）

聖
道

聖
道
門
（
自
力
の
修
行
に
よ
っ
て
聖
者
と
な
り
、
こ
の
世
で
覚
り
を
開
く
教
え
）
の
こ
と
。

し
ょ
う
ど
う

浄
土

浄
土
門
（
浄
土
に
往
生
し
て
覚
り
を
開
く
教
え
）
の
こ
と
。

万
善

万
行
諸
善
の
略
。
念
仏
以
外
の
行
の
こ
と
。

ま
ん
ぜ
ん

徳
号

名
号
（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
の
こ
と
。

と
く
ご
う正

法
、
像
法
、
末
法
を
三
時
と
い
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
っ
た
後
も
教
え
を
行
じ
て
覚

し
ょ
う
」
ぼ
う

ぞ
う
ぼ
う

ま
っ
ぽ
う

る
人
が
い
る
正
法
の
時
代
。
教
え
を
行
じ
る
人
は
い
る
が
、
形
（
像
）
だ
け
で
覚
る
人
が
い
な
い
像

法
の
時
代
。
そ
し
て
、
教
え
に
従
っ
て
生
き
る
人
も
、
教
え
に
よ
っ
て
覚
る
人
も
い
な
い
の
が
末
法

の
時
代
で
す
。
さ
ら
に
、
教
え
す
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
が
法
滅
で
す
。
正
法
、
像
法
、
末
法
の

ほ
う
め
つ

期
間
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
道
綽
（
五
六
二
～
六
四
五
）
は
そ
れ
ぞ
れ
を
五
百
年
と
し
て
い
ま
す
。

ど
う
し
ゃ
く

末
法
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
年
か
ら
十
一
年
目
に
、
道
綽
禅
師
は
十
四
歳
で
出
家
し
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
北
周
の
武
帝
が
廃
仏
（
五
七
四
～
五
七
八
）
を
し
た
た
め
に
、
寺
院
は
破
壊
さ
れ
、
経
典
が

焼
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
道
綽
禅
師
も
還
俗
さ
せ
ら
ま
し
た
。
末
法
と
い
う
時
代
を
道
綽
禅
師
は
身

げ
ん
ぞ
く

を
も
っ
て
体
験
さ
れ
た
の
で
す
。

道
綽
禅
師
は
『
涅
槃
経
』
を
学
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
四
八
歳
の
時
、
玄
中
寺
に
詣
で
て
、
曇
鸞

大
師
の
遺
徳
を
記
し
た
碑
文
を
読
み
、
浄
土
の
教
え
に
帰
入
し
ま
し
た
。
曇
鸞
が
亡
く
な
っ
て
六
十
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年
あ
ま
り
後
の
こ
と
で
す
。
道
綽
禅
師
は
亡
く
な
る
ま
で
に
『
観
無
量
寿
経
』
の
講
釈
を
二
百
回
以

上
も
さ
れ
、
人
々
に
称
名
念
仏
を
勧
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
六
四
五
年
（
大
化
の
改
新
の
年
）
に
八

四
歳
で
命
終
さ
れ
ま
し
た
。

道
綽
禅
師
の
著
作
『
安
楽
集
』
の
中
で
、

当
今
、
末
法
に
し
て
こ
れ
五
濁
悪
世
な
り
。
た
だ
浄
土
の
一
門
あ
り
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
。

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
末
法
と
い
う
時
代
で
は
、
自
力
で
修
行
す
る
聖
道
門
の
教
え
で
は
覚
り
を
得

る
こ
と
は
難
し
く
、
浄
土
の
教
え
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
も
っ
ぱ
ら
念
仏
を
称
え
る

こ
と
を
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。

五
濁
悪
世
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
個
人
の
思
慮
分
別
や
能
力
に
頼
る
行
で
は
迷
信
邪
教
に
堕
ち
る

こ
と
に
な
る
、
聖
道
門
の
教
え
で
は
末
法
に
生
き
る
凡
夫
に
は
間
に
合
わ
な
い
。
末
法
の
世
に
入
っ

た
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
肌
で
感
じ
た
道
綽
禅
師
の
お
心
が
し
の
ば
れ
ま
す
。

三
不
三
信
誨
慇
懃

三
不
三
信
の
誨
、
慇
懃
に
し
て
、

像
末
法
滅
同
悲
引

像
末
法
滅
、
同
じ
く
悲
引
す
。

一
生
造
悪
値
弘
誓

一
生
悪
を
造
れ
ど
も
、
弘
誓
に
値
い
ぬ
れ
ば
、

至
安
養
界
証
妙
果

安
養
界
に
至
り
て
妙
果
を
証
せ
し
む
と
、
い
え
り
。

（
三
不
信
と
三
信
の
教
え
を
丁
寧
に
説
か
れ
ま
し
た
。
像
法
と
末
法
と
法
滅
と
い
う
時
代
で
も
、
念

仏
の
教
え
は
人
々
を
導
く
。
た
と
え
一
生
の
間
、
悪
を
造
っ
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
弘
誓
（
本
願
）
に

遇
え
ば
、
極
楽
浄
土
に
至
っ
て
さ
と
り
を
得
る
と
説
か
れ
ま
し
た
）

三
信

淳
心
・
一
心
・
相
続
心
の
こ
と

さ
ん
し
ん

じ
ゅ
ん
し
ん

い
っ
し
ん

そ
う
ぞ
く
し
ん

誨

教
え
の
こ
と
。

け慇
懃

懇
切
丁
寧
と
い
う
こ
と
。

お
ん
ご
ん

像
末
法
滅

像
法
、
末
法
、
法
滅
（
正
像
末
の
三
時
が
終
り
、
仏
法
が
滅
尽
す
る
時
）
の
こ
と
。

ぞ
う
ま
つ
ぽ
う
め
つ

悲
引

大
悲
に
よ
っ
て
教
え
に
導
く
こ
と
。

ひ

い
ん

安
養
界

極
楽
浄
土
の
こ
と
。

あ
ん
に
ょ
う
か
い

妙
果

覚
り
の
こ
と
。

み
ょ
う
か私

た
ち
は
念
仏
を
称
え
、
仏
の
願
い
を
憶
念
し
て
も
、
救
わ
れ
た
と
い
う
実
感
を
持
つ
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
曇
鸞
大
師
は
、
煩
悩
具
足
の
私
が
い
く
ら
念
仏
を
称
え
て
も
無
明
の
闇
が
晴
れ
な
い
の

は
、
名
号
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
信
心
は
疑
い
が
混
じ
っ
て
純
粋
で
は
な
い
の
で
、

私
の
心
が
阿
弥
陀
仏
の
心
と
一
つ
に
な
ら
な
い
か
ら
だ
と
注
意
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
相
応
し
な
い
三
不
信
（
不
淳
、
不
一
、
不
相
続
）
と
い
う
こ
と
だ
と

曇
鸞
大
師
は
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
不
淳
と
は
、
仏
の
教
え
に
深
厚
で
な
い
、
あ
や
ふ
や
な
心
で
す
。

不
一
と
は
、
信
心
が
一
つ
で
は
な
く
、
心
が
揺
れ
動
い
て
、
あ
れ
も
こ
れ
も
と
い
う
心
で
す
。
不
相

続
と
は
、
疑
い
の
心
が
雑
じ
り
、
仏
を
た
の
む
心
を
保
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
心
で
す
。

そ
う
し
た
私
た
ち
の
あ
り
方
を
親
鸞
聖
人
は
和
讃
で
、

浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
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真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し

虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て

こ

け

ふ

じ
つ

清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し

と
告
白
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
本
願
の
は
た
ら
き
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
形
で
た
ま
わ
っ
て
い
る
の
に
、
お
念
仏
一

つ
と
う
な
ず
け
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
凡
夫
に
道
綽
禅
師
は
三
信
を
ね
ん
ご
ろ
に
説
か
れ
ま
し
た
。
三

信
と
は
、
淳
心
（
あ
つ
い
心
、
純
粋
な
心
）
、
一
心
（
こ
の
こ
と
一
つ
と
い
う
心
）
、
相
続
心
（
信
が

続
く
心
）
の
こ
と
で
、
仏
さ
ま
の
お
心
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
は
弟
子
か
ら
「
知
っ
て
犯
す
罪
と
、
知
ら
ず
に
犯
す
罪
と
ど
ち
ら
が
重
い
で
し
ょ
う

か
」
と
問
わ
れ
、「
知
ら
ず
に
犯
す
罪
の
ほ
う
が
重
い
」
と
答
え
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
理
由

を
尋
ね
ら
る
と
、「
人
は
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
が
罪
悪
だ
と
い
う
自
覚
が
な
い
と
、
そ
の
罪
を
重
ね

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
罪
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
悔
い
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
無

明
ほ
ど
罪
深
い
こ
と
は
な
い｣

と
答
え
ら
れ
ま
し
た
。

仏
法
を
聞
き
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
値
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
を
造
り
続
け
る
我
が
身
だ
と
気
づ

あ

か
さ
れ
、
申
し
訳
な
い
と
頭
が
下
が
り
ま
す
。「
値
う
」
と
は
二
つ
が
ぴ
っ
た
り
合
う
と
い
う
意
味
で

も
う
あ

す
。
末
法
を
生
き
る
凡
夫
に
、
仏
に
な
る
道
、
真
実
に
目
覚
め
る
道
を
歩
ん
で
ほ
し
い
と
道
綽
禅
師

は
願
わ
れ
ま
し
た
。

六

善
導
章

善
導
独
明
仏
正
意

善
導
独
り
、
仏
の
正
意
を
明
か
せ
り
。

矜
哀
定
散
与
逆
悪

定
散
と
逆
悪
と
を
矜
哀
し
て
、

光
明
名
号
顕
因
縁

光
明
名
号
、
因
縁
を
顕
す
。

（
善
導
だ
け
が
お
釈
迦
さ
ま
の
真
意
を
明
か
に
し
ま
し
た
。
定
善
と
散
善
と
い
う
自
力
の
行
を
修
め

る
人
や
、
五
逆
や
十
悪
の
人
を
哀
れ
み
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
と
名
号
が
因
と
な
り
、
縁
と
な
っ
て
救

わ
れ
る
こ
と
を
顕
か
に
さ
れ
ま
し
た
）

定
散

定
善
と
散
善
の
こ
と
。

じ
ょ
う
さ
ん

逆
悪

五
逆
と
十
悪
の
こ
と
。

ぎ
ゃ
く
あ
く

矜
哀

深
く
哀
れ
む
こ
と

こ
う
あ
い善

導
（
六
一
三
～
六
八
一
）
は
隋
の
時
代
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
最
初
、
『
法
華
経
』
や
『
維
摩
経
』

ぜ
ん
ど
う

を
学
び
、
道
綽
禅
師
が
浄
土
教
を
弘
め
て
い
る
と
聞
い
て
弟
子
と
な
り
、
『
観
無
量
寿
経
』
の
教
え
を

学
び
ま
し
た
。
そ
う
し
て
浄
土
の
教
え
に
信
順
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
唐
の
都
の
長
安
に
戻
っ
て

僧
侶
と
俗
人
の
教
化
に
努
め
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
の
念
仏
は
観
想
念
仏
と
い
っ
て
、『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
定
善
観
と
散
善
観

じ
ょ
う
ぜ
ん
か
ん

さ
ん
ぜ
ん
か
ん

の
念
仏
で
す
。
定
善
と
は
、
精
神
を
集
中
し
て
極
楽
浄
土
を
想
い
描
き
、
阿
弥
陀
仏
を
目
の
前
に
見

る
行
で
す
。
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
も
比
叡
山
で
修
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
覚
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
散
善
は
、
散
乱
し
た
心
の
ま
ま
で
浄
土
往
生
を
願
っ
て
善
を
積
み
、
悪
を
作
ら
な
い
こ
と



- 19 -

で
す
。
ど
ち
ら
も
日
常
生
活
を
過
ご
す
人
に
は
困
難
な
道
で
す
。

善
導
大
師
は
、
古
今
楷
定
と
い
っ
て
、
『
観
無
量
寿
経
』
は
観
想
念
仏
に
よ
る
往
生
を
説
く
も
の
だ

こ

こ
ん
か
い
じ
ょ
う

と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
解
釈
を
否
定
し
、
お
釈
迦
さ
ま
が
説
こ
う
と
さ
れ
た
正
意
は
、
定
善
や
散
善

が
で
き
な
い
凡
夫
を
哀
み
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る
称
名
念
仏
の
道
を
示
す
こ
と
が
説
か
れ
て

い
る
と
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
定
善
と
散
善
の
教
え
が
説
か
れ
た
の
は
、
勧
め
る
た
め
で
は
な
く
、

実
践
で
き
な
い
こ
と
の
自
覚
を
促
し
た
の
で
す
。
「
善
導
独
り
仏
の
正
意
を
明
ら
か
に
し
た
ま
え
り
」

と
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
。

開
入
本
願
大
智
海

本
願
の
大
智
海
に
開
入
す
れ
ば
、

行
者
正
受
金
剛
心

行
者
、
正
し
く
金
剛
心
を
受
け
し
め
、

慶
喜
一
念
相
応
後

慶
喜
の
一
念
相
応
し
て
後
、

与
韋
提
等
獲
三
忍

韋
提
と
等
し
く
三
忍
を
獲
、

即
証
法
性
之
常
楽

す
な
わ
ち
法
性
の
常
楽
を
証
せ
し
む
、
と
い
え
り
。

（
本
願
の
大
い
な
る
智
慧
の
海
に
入
れ
ば
、
念
仏
を
称
え
る
行
者
は
金
剛
の
よ
う
な
信
心
を
い
た
だ

き
、
慶
び
の
心
が
お
こ
り
、
韋
提
希
と
同
じ
覚
り
を
得
て
、
物
事
の
本
質
が
常
楽
我
浄
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
）

金
剛
心

信
心
の
こ
と
。

こ
ん
ご
う
し
ん

韋
提

韋
提
希
の
こ
と
。
マ
ガ
ダ
国
の
王
妃
。『
観
無
量
寿
経
』
に
出
て
く
る
。

い

だ
い

三
忍

忍
と
は
認
識
、
覚
り
の
こ
と
。
喜
忍
、
悟
忍
、
信
忍
の
三
つ
。

さ
ん
に
ん

き

に
ん

ご

に
ん

し
ん
に
ん

法
性

法
と
は
存
在
の
こ
と
。
事
物
の
本
質
、
本
性
の
こ
と
。

ほ
っ
し
ょ
う

常
楽

涅
槃
の
徳
で
あ
る
常
楽
我
浄
の
こ
と
。

じ
ょ
う
ら
く

『
観
無
量
寿
経
』
の
冒
頭
に
は
、
マ
ガ
ダ
国
の
阿
闍
世
王
子
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
で
あ
る
提

あ

じ
ゃ

せ

だ
い

婆
達
多
に
そ
そ
の
か
さ
れ
、
父
の
頻
婆
娑
羅
王
を
牢
獄
に
閉
じ
込
め
て
殺
害
し
、
助
け
よ
う
と
し
た

ば

だ
っ

た

び
ん

ば

し
ゃ

ら

お
う

母
の
韋
提
希
を
も
幽
閉
す
る
と
い
う
悲
劇
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
絶
望
の
縁
に
立
た
さ
れ
た
韋
提
希

い

だ
い

け

は
、
憂
い
や
悩
み
の
な
い
場
所
を
お
釈
迦
さ
ま
に
求
め
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を

説
か
れ
る
の
を
聞
い
た
韋
提
希
は
、
未
来
の
衆
生
が
救
わ
れ
る
道
を
尋
ね
ま
す
。
そ
う
し
て
韋
提
希

は
三
忍
と
い
う
覚
り
を
獲
ま
し
た
。

善
導
以
前
の
解
釈
で
は
、
韋
提
希
を
「
大
権
の
聖
者
」
、
つ
ま
り
聖
者
が
方
便
（
救
う
た
め
の
手

だ
い
ご
ん

し
ょ
う
じ
ゃ

だ
て
）
と
し
て
凡
夫
と
い
う
姿
で
現
れ
た
の
で
あ
り
、『
観
無
量
寿
経
』
は
聖
者
の
た
め
の
教
え
だ
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
善
導
は
、
韋
提
希
を
「
実
業
の
凡
夫
」、
す
な
わ
ち
苦
悩
や
迷
い
を
持
つ

じ
つ
ご
う

現
実
の
人
間
で
あ
り
、
『
観
無
量
寿
経
』
は
凡
夫
の
救
い
を
説
い
た
経
典
で
あ
る
と
解
か
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
散
善
で
説
か
れ
る
九
品
（
九
種
類
）
の
往
生
の
姿
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
は
人
間
の
能
力

く

ほ
ん

や
資
質
の
優
劣
に
よ
っ
て
往
生
の
仕
方
が
違
う
と
さ
れ
て
い
た
の
を
、
善
導
大
師
は
異
な
る
縁
に
よ

っ
て
生
じ
る
生
き
方
の
違
い
で
あ
り
、
ど
ん
な
衆
生
も
等
し
く
往
生
す
る
と
説
か
れ
ま
し
た
。

七

源
信
章
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源
信
広
開
一
代
教

源
信
、
広
く
一
代
の
教
を
開
き
て
、

偏
帰
安
養
勧
一
切

ひ
と
え
に
安
養
に
帰
し
て
、
一
切
を
勧
む
。

専
雑
執
心
判
浅
深

専
雑
の
執
心
、
浅
深
を
判
じ
て
、

報
化
二
土
正
弁
立

報
化
二
土
、
正
し
く
弁
立
せ
り
。

（
源
信
は
お
釈
迦
さ
ま
が
一
代
に
説
か
れ
た
教
え
を
広
く
学
び
、
ひ
と
え
に
阿
弥
陀
仏
の
安
養
浄
土

に
往
生
す
る
教
え
に
帰
依
し
な
さ
い
と
、
一
切
の
人
々
に
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
専
修
念
仏
の
信
心
と

さ
ま
ざ
ま
な
修
行
を
す
る
雑
修
の
心
と
の
、
浅
い
深
い
を
判
別
し
、
真
実
報
土
と
方
便
化
土
と
を
区

別
さ
れ
ま
し
た
）

専
雑

専
は
専
修
、
念
仏
だ
け
を
称
え
る
こ
と
。
雑
は
雑
修
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
を
修
す
る
こ
と
。

せ
ん
ぞ
う

せ
ん
じ
ゅ

ざ
っ
し
ゅ

執
心

固
く
動
か
な
い
心
の
こ
と
。

し
ゅ
う
し
ん

報
化
二
土

真
実
報
土
と
方
便
化
土
の
こ
と
。

ほ
う

け

に

ど

弁
立

区
別
を
は
っ
き
り
す
る
こ
と
。

べ
ん
り
ゅ
う

源
信
（
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
は
、
天
慶
五
年
（
九
四
二
）
に
大
和
国
葛
城
郡
当
麻
で
生
ま
れ
ま

げ
ん
し
ん

し
た
。
七
歳
で
父
と
死
別
し
、
十
三
歳
で
出
家
し
ま
す
。
非
凡
な
才
能
を
見
せ
、
十
五
歳
で
法
華
八

講
と
い
う
宮
中
行
事
の
講
師
に
任
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
報
賞
と
し
て
布
帛
（
織
物
）
を
下
賜
さ
れ
た
の

ふ

は
く

で
、
源
信
は
母
に
喜
ん
で
も
ら
お
う
と
、
そ
の
布
を
送
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
母
は
歌
を
一
首
し
た

た
め
て
布
を
送
り
返
し
ま
し
た
。
そ
の
歌
は
、

後
の
世
を

渡
す
橋
と
ぞ
思
い
し
に

世
渡
る
僧
と

な
る
ぞ
悲
し
き

と
い
う
も
の
で
す
。
「
こ
の
世
で
苦
し
む
人
々
を
仏
さ
ま
の
世
界
に
渡
し
て
あ
げ
る
橋
の
役
目
に
な
る

と
思
っ
て
い
た
の
に
、
世
渡
り
を
す
る
僧
侶
に
な
っ
た
と
は
悲
し
い
こ
と
だ
」
と
叱
責
し
た
の
で
す
。

源
信
僧
都
は
母
の
戒
め
に
従
っ
て
名
聞
（
名
誉
欲
や
出
世
欲
）
と
利
養
（
金
銭
欲
や
所
有
欲
）
の

げ
ん
し
ん
そ
う

ず

思
い
を
断
ち
、
そ
の
後
は
比
叡
山
横
川
の
首
楞
厳
院
で
、
専
修
念
仏
を
中
心
と
す
る
天
台
教
学
の

よ

か
わ

し
ゅ
り
ょ
う
ご
ん
い
ん

領
解
を
専
ら
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
恵
心
流
と
言
い
、
そ
の
後
の
日
本
の
浄
土
教
の
源
流
と
な
り
ま

り
ょ
う
げ

え

し
ん
り
ゅ
う

し
た
。

源
信
僧
都
は
自
ら
を
「
頑
魯
（
頑
固
で
道
理
を
わ
き
ま
え
な
い
こ
と
）
の
者
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

が
ん

ろ

だ
か
ら
こ
そ
、

往
生
極
楽
の
教
行
は
、
濁
世
末
代
の
目
足
な
り

も
く
そ
く

と
、
念
仏
は
私
た
ち
の
目
や
足
の
よ
う
な
も
の
だ
と
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
お
釈
迦
さ
ま
が
一

生
を
か
け
て
説
か
れ
た
浄
土
の
教
え
を
一
切
衆
生
に
勧
め
ら
れ
た
の
で
す
。
源
信
僧
都
は
母
の
戒
め

を
深
く
胸
に
刻
み
、
す
べ
て
の
衆
生
が
往
生
極
楽
を
遂
げ
る
専
修
念
仏
の
道
を
説
い
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
念
仏
の
教
え
を
専
修
と
雑
修
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。
専
修
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に

せ
ん
じ
ゅ

ざ
っ
し
ゅ

ま
か
せ
、
た
だ
念
仏
を
申
す
こ
と
で
す
。
教
え
へ
の
堅
固
な
心
（
執
心
）
が
真
実
報
土
に
向
か
う
道

し
ん
じ
つ
ほ
う

ど

だ
と
し
ま
し
た
。
雑
修
と
は
、
念
仏
以
外
の
行
を
雑
じ
え
る
こ
と
で
す
。
雑
修
は
自
己
を
頼
む
心
が

ま

あ
る
の
で
、
往
生
を
願
う
気
持
ち
は
浅
く
、
そ
の
身
は
方
便
化
土
に
留
ま
る
と
注
意
し
て
い
ま
す
。

ほ
う
べ
ん

け

ど

浄
土
に
は
真
実
報
土
と
方
便
化
土
と
が
あ
り
ま
す
。
報
土
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
報
い
ら
れ
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た
浄
土
で
す
。
方
便
と
は
、
真
実
に
近
づ
く
た
め
の
手
だ
て
で
す
。
方
便
化
土
は
、
雑
行
雑
修
の
自

力
の
行
者
が
思
い
描
く
浄
土
で
す
。
た
と
え
ば
、
蓮
の
花
が
咲
き
、
鳥
が
き
れ
い
な
声
で
さ
え
ず
り
、

亡
く
な
っ
た
人
と
再
会
す
る
、
そ
う
い
う
浄
土
は
自
力
に
執
わ
れ
て
い
る
人
を
真
実
の
浄
土
に
導
く

と
ら

た
め
に
仮
に
示
さ
れ
た
方
便
化
土
な
の
で
す
。

極
重
悪
人
唯
称
仏

極
重
の
悪
人
は
、
た
だ
仏
を
称
す
べ
し
。

我
亦
在
彼
摂
取
中

我
ま
た
、
か
の
摂
取
の
中
に
あ
れ
ど
も
、

煩
悩
障
眼
雖
不
見

煩
悩
、
眼
を
障
え
て
見
た
て
ま
つ
ら
ず
と
い
え
ど
も
、

大
悲
無
倦
常
照
我

大
悲
倦
き
こ
と
な
く
、
常
に
我
を
照
ら
し
た
ま
う
、
と
い
え
り
。

（
罪
の
重
い
悪
人
は
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
な
さ
い
と
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
も
ま

た
、
ど
ん
な
衆
生
も
救
う
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
の
本
願
の
中
に
あ
る
が
、
し
か
し
煩
悩
に
眼
を

覆
わ
れ
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
大
悲
は
常
に
私
を
照
ら
し
て
く
だ
さ
る
と
言
わ
れ
ま

し
た
）

源
信
僧
都
に
『
往
生
要
集
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
。
経
典
や
論
（
経
典
の
注
釈
）
を
引
用
し

お
う
じ
ょ
う
よ
う
し
ゅ
う

な
が
ら
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
と
い
う
六
道
や
極
楽
の
あ
り
さ
ま
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。
も
っ
と
も
、
死
ん
だ
ら
そ
う
い
う
世
界
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た

ち
の
あ
り
方
を
六
道
で
示
し
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
凡
夫
で
あ
る
我
々
が
極
楽
往
生
す
る
に
は
、
専
ら
念
仏
を
称
え
る
し
か
な
い
と
説
か
れ

も
っ
ぱ

ま
し
た
。
極
重
悪
人
と
は
こ
の
上
も
な
い
悪
人
と
い
う
意
味
で
す
が
、
犯
罪
を
犯
す
人
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
五
逆
（
父
を
殺
す
、
母
を
殺
す
、
阿
羅
漢
を
殺
す
、
仏
身
か
ら
血
を
流
す
、
僧
伽
（
教
団
）

ご

ぎ
ゃ
く

あ

ら

か
ん

を
壊
す
）
を
犯
し
た
者
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
欲
に
ま
み
れ
、
不
平
不
満
を
抱
き
、

怒
り
の
気
持
ち
を
持
ち
、
他
者
を
妬
む
、
そ
う
い
っ
た
三
毒
（
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
）
の
煩
悩
に
振

さ
ん
ど
く

と
ん
よ
く

し
ん

に

ぐ

ち

り
回
さ
れ
て
生
き
て
い
る
私
た
ち
凡
夫
の
こ
と
で
す
。

ま
た
、
親
鸞
聖
人
が
『
唯
信
抄
文
意
』
で
、

り
ょ
う
し
・
あ
き
人
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、
み
な
、
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な

る
わ
れ
ら
な
り
。

と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
悪
人
と
は
差
別
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち

は
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
命
を
奪
っ
て
い
ま
す
。
罪
を
作
ら
な
く
て
は
生
き
て
い
け
な
い
の
で

す
。
自
分
自
身
の
本
性
に
気
が
つ
け
ば
、
仏
さ
ま
を
た
の
ま
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
親
鸞

聖
人
は
、

他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
（
『
歎
異
抄
』
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
悪
人
と
は
自
覚
の
言
葉
で
あ
り
、
他
人
を
責
め
る
言
葉
で
は
な

い
の
で
す
。

私
た
ち
が
気
づ
か
な
く
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
常
に
照
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
願

い
は
罪
の
重
さ
で
人
間
を
量
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
念
仏
を
称
え
る
時
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
中

に
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
阿
弥
陀
仏
の
願
い
に
気
づ
き
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
、
常
に
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
中
に
あ
る
と
説
か
れ
る
源
信
僧
都
の
お
心
は
、
親
鸞
聖
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人
に
受
け
継
が
れ
、
私
た
ち
に
届
い
て
い
ま
す
。

八

源
空
章

本
師
源
空
明
仏
教

本
師
・
源
空
は
、
仏
教
に
明
ら
か
に
し
て
、

憐
愍
善
悪
凡
夫
人

善
悪
の
凡
夫
人
を
憐
愍
せ
し
む
。

真
宗
教
証
興
片
州

真
宗
の
教
証
、
片
州
に
興
す
。

選
択
本
願
弘
悪
世

選
択
本
願
、
悪
世
に
弘
む
。

（
源
空
は
仏
教
を
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
善
悪
に
惑
う
凡
夫
を
哀
れ
ま
れ
、
真
宗
の
教
え
を
世
界

ま
ど

の
片
隅
に
あ
る
日
本
で
興
し
、
阿
弥
陀
仏
が
選
択
し
た
本
願
を
悪
世
に
弘
め
ら
れ
た
の
で
す
）

片
州

日
本
の
こ
と
。

へ
ん
し
ゅ
う

親
鸞
聖
人
の
師
で
あ
る
法
然
房
源
空
は
（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
）
は
美
作
国
久
米
南
条
の
稲
岡

ほ
う
ね
ん
ぼ
う
げ
ん
く
う

荘
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
の
漆
間
時
国
は
押
領
使
と
い
う
、
地
域
の
治
安
に
あ
た
る
警
察
の
よ
う
な

お
う
り
ょ
う
し

役
で
し
た
。
法
然
上
人
が
九
歳
の
時
、
敵
対
す
る
近
隣
の
武
士
に
夜
討
ち
を
か
け
ら
れ
、
非
業
の
死

を
遂
げ
ま
す
。
父
は
死
に
臨
ん
で
、
「
敵
を
恨
ん
で
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
前
世
の
宿
業
だ
。
も
し
敵

を
恨
め
ば
、
将
来
は
敵
の
子
孫
が
恨
み
、
恨
み
が
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
出
家
し
て
私

の
菩
提
を
弔
い
、
自
分
自
身
の
覚
り
を
求
め
て
ほ
し
い
」
と
遺
言
し
ま
し
た
。
復
讐
を
禁
じ
た
の
で

す
。
こ
の
法
然
上
人
の
話
か
ら
、
正
義
が
人
を
傷
つ
け
、
争
い
を
生
じ
さ
せ
る
教
え
ら
れ
ま
す
。

法
然
上
人
は
比
叡
山
に
登
り
、
天
台
宗
の
教
学
を
学
び
、
十
五
歳
で
大
乗
戒
を
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

非
凡
な
才
能
を
認
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
地
位
や
名
誉
を
競
う
僧
侶
た
ち
の
あ
り
さ
ま
を
厭
い
、
十
八

歳
で
西
塔
黒
谷
に
隠
遁
し
ま
す
。
叡
空
に
師
事
し
て
勉
学
に
励
み
、「
智
慧
第
一
の
法
然
房
」
と
称
さ

え
い
く
う

れ
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
い
く
ら
勉
強
し
、
修
行
を
し
て
も
、
覚
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
苦

し
み
あ
え
ぐ
人
た
ち
を
救
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
悩
ん
だ
法
然
上
人
は
一
切
経
を
読
み
始
め
ま
し

い
っ
さ
い
き
ょ
う

た
。
一
切
経
と
は
大
蔵
経
と
も
い
い
、
経
、
律
、
論
を
集
め
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
法
然
上
人
は
五

だ
い
ぞ
う
き
ょ
う

回
も
読
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
増
上
寺
に
あ
る
『
高
麗
大
蔵
経
』
は
全
部
で
一
五
一
八
部
六
五

九
一
巻
で
す
。

法
然
上
人
は
や
っ
と
源
信
の
『
往
生
要
集
』
の
文
章
か
ら
善
導
の
『
観
経
疏
』
を
ひ
も
と
き
、
五

か
ん
ぎ
ょ
う
し
ょ

濁
悪
世
に
衆
生
が
救
わ
れ
る
道
は
、
た
だ
口
に
念
仏
申
し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
順
う
こ
と
だ
と
い

し
た
が

う
専
修
念
仏
の
教
え
に
帰
依
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
初
め
て
浄
土
宗
を
開
か
れ
た
の
で
す
。
そ
れ

せ
ん
じ
ゅ
ね
ん
ぶ
つ

ま
で
浄
土
教
は
、
仏
教
を
理
解
で
き
な
い
人
や
修
行
が
で
き
な
い
劣
っ
た
人
の
た
め
の
教
え
だ
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
法
然
上
人
は
浄
土
教
こ
そ
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
教
え
だ
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
の

で
す
。

親
鸞
聖
人
は
二
九
歳
の
時
に
法
然
上
人
の
も
と
を
訪
れ
て
弟
子
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
三
十

五
歳
の
時
、
法
然
上
人
の
教
団
は
弾
圧
を
受
け
、
三
人
が
死
罪
、
法
然
上
人
は
土
佐
に
、
親
鸞
聖
人

は
越
後
に
流
罪
と
な
り
ま
し
た
。
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還
来
生
死
輪
転
家

生
死
輪
転
の
家
に
還
来
る
こ
と
は
、

決
以
疑
情
為
所
止

決
す
る
に
疑
情
を
も
っ
て
所
止
と
す
。

速
入
寂
静
無
為
楽

速
や
か
に
寂
静
無
為
の
楽
に
入
る
こ
と
は
、

必
以
信
心
為
能
入

必
ず
信
心
を
も
っ
て
能
入
と
す
、
と
い
え
り
。

（
流
転
す
る
家
（
迷
い
の
世
界
）
に
戻
る
の
は
疑
い
の
心
が
原
因
で
あ
る
。
速
や
か
に
寂
静
無
為
の

都
（
覚
り
の
世
界
）
に
入
る
の
は
信
心
が
必
要
だ
と
説
か
れ
ま
し
た
）

生
死
輪
転
家

生
死
も
輪
転
も
輪
廻
の
こ
と
。
迷
い
の
世
界
の
こ
と
。

し
ょ
う
じ
り
ん
て
ん

げ

所
止

迷
い
の
世
界
に
と
ど
ま
る
理
由
。

し
ょ

し

寂
静
無
為
楽

寂
静
も
無
為
も
覚
り
の
こ
と
。
楽
は
都
の
こ
と
。

じ
ゃ
く
じ
ょ
う
む
い
ら
く

能
入

入
っ
て
い
く
原
因
。

の
う
に
ゅ
う

法
然
上
人
が
書
い
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
三
心
章
に
、

せ
ん
じ
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う

さ
ん
じ
ん
し
ょ
う

当
に
知
る
べ
し
、
生
死
の
家
に
は
疑
い
を
も
っ
て
所
止
と
し
、
涅
槃
の
城
に
は
信
を
も
っ
て
能

ま
さ

し
ょ
う
じ

し
ょ

し

の
う

入
と
す
。

に
ゅ
う

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
迷
い
の
世
界
（
生
死
の
家
）
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
本

願
を
疑
う
心
が
あ
る
か
ら
だ
。
仏
の
心
を
そ
の
ま
ま
い
た
だ
く
な
ら
、
覚
り
の
世
界
（
涅
槃
の
城
）

に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
法
然
上
人
は
言
い
切
ら
れ
ま
し
た
。

法
藏
菩
薩
が
一
切
の
衆
生
を
救
う
た
め
に
念
仏
を
私
た
ち
に
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
、
そ
の
お
心
が

本
願
で
す
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
い
を
疑
い
、
自
分
の
力
で
善
根
を
積
む
こ
と
が
浄

土
に
往
生
す
る
因
と
な
る
ん
だ
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
生
死
（
輪
廻
）
す
る
生
き
方
は
そ
う
し
た

疑
い
の
心
に
あ
る
の
で
す
。
人
格
を
向
上
し
、
よ
り
よ
い
人
間
に
な
っ
て
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
思
い

が
私
た
ち
に
あ
る
た
め
、
仏
に
ま
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
て
、
内
に
虚
仮
を
懐
く
こ
と
を
得
ざ
れ
。

こ

け

い
だ

と
い
う
善
導
大
師
の
言
葉
を
、
親
鸞
聖
人
は
、

外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
内
に
虚
仮
を
懐
け
ば
な
り
。

と
読
み
替
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
貪
欲
（
む
さ
ぼ
り
）
、
瞋
恚
（
怒
り
、
妬
み
）
、
愚
痴
（
道
理
を

知
ら
な
い
）
と
い
う
煩
悩
を
な
く
そ
う
と
思
っ
て
も
、
思
っ
た
は
し
か
ら
煩
悩
が
湧
き
起
こ
り
ま
す
。

そ
ん
な
私
た
ち
が
作
る
善
や
行
は
「
雑
毒
の
善
」
「
虚
仮
の
行
」
だ
と
、
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』

ぞ
う
ど
く

こ

け

で
言
わ
れ
ま
す
。

中
に
虚
仮
を
懐
い
て
、
貪
瞋
邪
偽
、
奸
詐
百
端
に
し
て
、
悪
性
侵
め
難
し
、
事
、
蛇
蝎
に
同
じ
。

こ

け

と
ん
じ
ん
じ
ゃ

ぎ

か
ん

さ

も
も
は
し

あ
く
し
ょ
う

や

が
た

じ
ゃ
か
つ

三
業
を
起
こ
す
と
い
え
ど
も
、
名
づ
け
て
「
雑
毒
の
善
」
と
す
、
ま
た
「
虚
仮
の
行
」
と
名
づ

く
、
「
真
実
の
業
」
と
名
づ
け
ざ
る
な
り
。

い
か
に
善
い
こ
と
を
し
た
つ
も
り
で
も
、
そ
こ
に
は
煩
悩
と
い
う
毒
が
雑
じ
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
に
は
至
誠
心
（
真
実
の
心
）
、
深
心
（
信
心
）
、
回
向
発
願
心
（
善
行
を
他
の
人
に
回
向
し
て

し
じ
ょ
う
し
ん

じ
ん
し
ん

え

こ
う
ほ
つ
が
ん
し
ん

共
に
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
心
）
と
い
う
三
つ
の
心
は
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
仏
か
ら
い
た

だ
い
ま
こ
と
の
心
が
浄
土
へ
の
道
を
開
く
と
、
法
然
上
人
は
お
示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
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⑧

結
勧

け
っ
か
ん

弘
経
大
士
宗
師
等

弘
経
の
大
士
・
宗
師
等
、

拯
済
無
辺
極
濁
悪

無
辺
の
極
濁
悪
を
拯
済
し
た
ま
う
。

道
俗
時
衆
共
同
心

道
俗
時
衆
、
共
に
同
心
に
、

唯
可
信
斯
高
僧
説

た
だ
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
、
と
。

（
教
え
を
弘
め
ら
れ
た
七
人
の
菩
薩
や
宗
師
た
ち
は
、
無
数
の
濁
悪
な
衆
生
を
救
お
う
と
教
え
を
伝

え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
出
家
も
在
家
も
共
に
心
を
一
つ
に
し
て
、
た
だ
こ
の
七
人
の
高
僧
の
教
え

を
信
じ
て
く
だ
さ
い
）

宗
師

七
高
僧
の
こ
と
。

し
ゅ
う
し

極
濁
悪

極
重
の
悪
人
の
こ
と
。

ご
く
じ
ょ
く
あ
く

拯
済

拯
も
済
も
救
う
と
い
う
こ
と
。

じ
ょ
う
さ
い

道
俗

僧
侶
と
在
家
の
こ
と
。

ど
う
ぞ
く

時
衆

今
の
世
の
人
々
の
こ
と
。

じ
し
ゅ
う七

人
の
高
僧
は
仏
法
に
遇
っ
た
人
で
す
。
法
（
真
実
、
道
理
、
教
え
）
に
遇
っ
た
人
に
私
が
出
遇

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
も
法
に
遇
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
法
に
よ
っ
て
助
か
っ
た
人

に
よ
っ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
の
法
が
真
実
だ
と
証
明
さ
れ
ま
す
。
『
教
行
信
証
』
の
最
後
に
道
綽
禅
師
の

言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

前
に
生
ま
れ
ん
者
は
後
を
導
き
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
、
連
続
無
窮
に
し
て
、
願
わ

さ
き

む

ぐ
う

く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。

く

し

お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
が
私
に
ま
で
至
り
届
い
た
の
は
多
く
の
先
人
た
ち
の
お
か
げ
で
す
。
『
正
信

偈
』
に
凝
縮
し
て
説
か
れ
た
浄
土
真
宗
の
教
え
の
深
さ
を
思
う
と
、
報
恩
謝
徳
の
念
を
あ
ら
た
め
て

感
じ
ま
す
。
お
念
仏
の
教
え
を
少
し
で
も
多
く
の
人
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
私
た
ち
の
勤
め
で
す
。

以
上
を
も
っ
て
終
わ
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
不
十
分
な
こ
と
で
、
か
え
っ
て
混
乱
さ
れ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


