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内

明

本
稿
は
、
鎌
倉
佛
教
最
後
の
宗
租
た
る
時
宗
の
開
祀

一
遍
上
人
智
眞
を
、
教
育
學
的
見
地
か
ら
考
察

せ
ん
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

一

體
、
日
本
佛
教
の
開
租
の
う
ち
で
、

一
遍
上
人
ほ
ど
歴
史
に
お
い
て
無
靦
さ
れ
て
き
た
人
物
は
あ
る
ま
い
。
日
本
教
育
史

に
お
い
て
は

勿
論
の
こ
と
、
鎌
倉
佛
教
を
説
い
た
著
述
に
す
ら
、
全
く
彼
に
觸
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
状
況
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
今
日
、
時

宗

が
、
そ
の
宗
勢
著
し
く
振
る
わ
ず
、
全
國
で
四
百
箇
寺
餘
り
の
末
寺
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
弱
小
教
團

で
あ
る
た
め
、
從
來
大
教
團

出
身

の
學
徒
に
よ

つ
て
開
拓
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
の
あ
る
佛
教
史

の
研
究
は
、
今
日
強
大
な
る
教
團
に
偏

つ
て
、
時
宗
は
專
門
史
家

の

問

で
さ
え
閑
却
さ
れ
る
結
果
を
招
來
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
佛
教
史

の
上
に
お
い
て
す
ら
、
か
か
る
状
況

で
あ
つ
た
か
ら
、
從
來
教
育

機
關
と
教
育
事
實

の
探
究
に
專
ら
で
、
教
育
思
想
史

の
方
向
を
怠
り
、
た
だ
思
想

の
方
面
で
も
、
近
世
の
儒
教
に
關
し
て
は
追
究
し
、

叙
述
し
て
き
た
が
、
佛
教
に
關
し
て
は
、

こ
れ
を
全
く
閑
却
し
て
き
た
傾
向

の
あ
る
教
育
史
に
お
い
て
、

一
遍
上

人
が
登
場
し
な
い
の

も
、
さ
し
て
怪
し
む
に
足
り
な

い
こ
と
で
は
あ
つ
た
。

も

つ
と
も
、
赤
松
俊
秀
氏
が
、

「鎌
倉
時
代

の
後
期
よ
り
室
町
時
代
の
前
期
に
か
け

て
は
、
時
宗
は
禪
宗
と
列

ん
で
、
新
興
教
團
の

r
,

う
ち
で
最
も
大
き
な
勢
力
が
有
り
、

殊
に
武
士

の
心
情
を
深
く
捉
え
た
點
に
於

て
は
、

禪
宗
を
遙

か
に
凌
駕
す
る
も
の
が
あ

つ
な

」

一
遍
上
人
の
人
間
教
育
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一
六
六

と
論
じ
ら
れ
、
ま
た
、故
柳
宗
悗
氏
が
、
「多
く
の
鎌
倉
佛
教
の
租
師
た
ち
の
な
か
で
、
最
も
重
要
な

一
人
で
あ
り
な
が
ら
、
最
も
忘
れ

ω

ら
れ
て
い
る
の
は

一
遍
上
人
で
あ
る
。」
ど
し
て
、

上
人
こ
そ
念
佛
の

一
道
を
究
竟
の
頂
に
ま
で
高
め
、

淨
土
門
最
後

の
仕
上
げ
を
し

た
人
物

で
あ
る
、
と
さ
れ
て
以
來
、
時
宗
教
團
に
も
次
第
に
注
意
が
向
け
ら
れ
、
殊
に
、
河
野
憲
善
氏
や
李
田
諦
善
氏
に
よ
る
教
理
の

研

究
や
、
大
橋
俊
雄
氏

・
五
來
重
氏
ら
に
よ
る
歴
史
的
研
究
が
活
發
に
行
な
わ
れ
る
に
至

つ
て
い
る
。
し
か
も
、
近
時
、
文
學
史

の
上

に
お
い
て
は
、
金
井
清
光
氏

が

『時
衆
文
藝
研
究
』
を
著
わ
す
な
ど
、
時
衆
と
文
學

・
藝
能
に
關
す
る
精
力
的
な
研
究
活
動
を
展
開
さ

れ

て
お
り
、
こ
こ
に
時
宗
教
團
も
漸
く
學
界

の
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な

つ
た
か
の
觀
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
お
、
教
育
史

の
上
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
舊
態
は
改
ま
ら
ず
、
日
本
佛
教
を
教
育
史

の
立
場
か
ら
論
U
た

殆
ど
唯

一
の
勞
作
と
も
い
う
べ
き
、
霪

富
太
郎
氏
の

『縄

佛
教
警

思
想
の
研
究
』
は
、
彎

佛
教
の
警

思
想
を
淨
土
的

棄

思
想

・
曹
洞
的

一
乘
思
想

・
法
華
的

一
乘
思
想
の
三

つ
の
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
者
に
親
鸞

・
道

元

・
日
蓮
を
配
し
、
淨
土
思
想
の
歸
趨
を
親
鸞
聖
人
に
見
て
、

一
遍
上
人
の
教
育
思
想
に
は
殆
ど
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
教
育
史
的
に
見
て
も
、
彼

が
人
間

の
本
質
を
深
く
見
き
わ
め
、
そ
の
足
跡
天
下
に
周
く
、
人
心
を
教
養
し
、
民
衆
を
教
え
導

い
た

こ
と
は
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
重
大
意
義
を
有
す
る
。
そ
の
故
に
、
私
は
、
こ
の
論
稿
に
お
い
て
、

一
遍
上
人
に
正
當
な
る
教
育
史
的
位

置
を
與
え
て
從
來
の
偏
頗
を
矯
正
し
、
中
世
佛
教
教
育
思
想
史
に

一
つ
の
完
結
を
與
え
る
べ
く
、
彼
の
佛
教
思
想

に
内
包
せ
ら
れ
て
い

る
人
間
形
成
理
念
を
究
明
し
、
そ
の
人
間
教
育

の

一
端
を
う
か
が
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

註
ω

「
一
遍
上
人
の
時
宗
に
つ
い
て
」
、
『鎌
倉
佛
敏
の
研
究
』

一
七
三
頁
。

②

『南
無
阿
彌
陀
佛
・
一
遍
上
人
』

一
八
三
頁
。



二

思
う
に
、
佛
教
は
本
來
教
育
的
意
圏
を
も

つ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
教
説
の
う
ち
に
は
、
極

め
て
深
い
人
間
性

の
把
握
や
深
遠
な
人
間
形
成
理
念
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

一
體
、
佛
教
は
覺
の
實
踐
哲
學
と
稱
せ
ら
れ
る
ご
と
く
、
正
し
い
修
道
に
よ

つ
て
、
正
し
い
世
界
觀

・
人
生
觀
を
得
、
自
己
を
正
し
く
保
持
し
、
も

つ
て
眞
理
に
ま
で
自
己
を
形
成
し
、
覺
位

に
至
ら
し
む
る
も
の

な

の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
、
佛
教
に
あ
つ
て
は
、
形
成
さ
る
べ
き
人
間
の
本
質
の
追
究
が
極
め
て
重
要
な
分
野
を
し
め
る
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
佛
教
の
思
想
な

い
し
教
理
の
な
か
に
包
藏
さ
れ
て
い
る
人
間
形
成
理
念
に
は
極
め
て
深

い
人
間
の
本
質

へ
の
吟
味
が
な
さ
れ
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
徹
底
し
た
佛
す
な
わ
ち
覺
者

へ
の
形
成
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
佛
教
と
は
、
佛
の
教
え
で
あ

る
が
、
佛

・
佛
陀
と
な
る
教
え
で
も
あ
る
の
で
あ
り
、
人
聞
に
そ
の
至
る
べ
き
理
想
像
た
る
佛
た
る
べ
き
こ
と
を
説
く
、
人
間
教
育
の

宗
敏
と
も
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
佛
教
は
あ
く
ま
で
も
宗
教
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
人
間
形
成
の
營
み
に
お
け
る
教
育
と
の
機
能
的
差
異
は
嚴

然

と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
觀
よ
り
す
れ
ば
、
佛
教
は
、
繦
樹
者

た
る
神
を
立
て
な

い

が
故
に
、
宗
教
で
は
な
く
し
て
、
倫
理

・
道
徳
な
い
し
哲
學
理
論
に
す
ぎ
な

い
、
と
い
う
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が

ら
、
佛
教
は
あ
く
ま
で
も
歸
依
三
寳
と
い
う
宗
教
性
を
有
す
る
、
神
な
き
高
次

の
宗
教
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
佛

・
法

・
僣
の
三
寳
を

.

-
,

敬

う
と
こ
ろ
に
、
佛
教

の
信
仰
が
あ
り
、
佛
教
徒

の
立
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
故
に
、
佛
教

の
人
間
形
成
論
を
考
察
す
る
に
際
し
、
教
育
作
用

の
本
質
に
立
脚
し
て
、
佛
教

の
具
有
す
る
教
育
思
想
を
究
明
し

な
く
て
は
な
ち
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
教
育
學
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
研
究
樹
象
た
る
教
育
事
象
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
か
つ
限
定
す

一
遞
上
人
の
人
間
敏
育

一
六
七



一
六
八

る
か
と
い
う
乙
と
は
、
單
な
る
研
究
領
域
の
問
題
で
は
な
く
し
て
、
教
育
の
本
質
論
に
關
わ
る
重
大
問
題
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

佛
教
に
お
け
る
教
化
な
る
も
の
に
、

い
か
に
し
て
教
育
學
の
立
場
か
ら
切
り
込
ん
で
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
充
分

に
吟
味
し
、
檢
討

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
點
が
明
確
に
押
え
ら
れ
て
い
な
い
と
、
佛
教
に
お
け
る
宗
教
活
動
そ
れ
自
體
が
教
育
學
研
究
の
對
象

と
な
つ
て
し
ま
つ
て
、
教
育
概
念
の
混
亂
を
招
來
し
、
論
點
の
錯
亂
を
惹
起
し
て
、
眞
の
意
味
に
お
け
る
教
育
學
研
究
は
、
こ
こ
に
お

い
て
は
、
成
立
し
な
く
な
る
。
け
だ
し
、
か
よ
う
な
究
明
を
經
て
こ
そ
、
佛
教
に
お
け
る
教
化
な
る
も
の
が
、
教
育

學
研
究
の
な
か
に

②

正
し
く
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
教
育
と
は
何

で
あ
る
か
。

一
體
、
教
育
と
は
人
間
形
成

の
本
質

の
營
み
で
あ
る
。
教
育
と
は
、
人
間
が
人
間
を
人
間
に
ま
で
形
成
す
る
營

み
な
の
で
あ
る
。
人

間

は
、
こ
の
教
育
に
よ

つ
て
の
み
、
人
聞
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
本
來
的
に
教
育
さ
る
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、

人
問
は
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
も
と
も
と
人
間
と
し
て
生
を
受
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間

が
教
育
に
よ
つ
て

人
間
に
な
る
と
は
、
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
。
確

か
に
、
人
問
は
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
人
間

で
あ
り
、
た
と
え
教
育
を
受
け
ず
と
も

人
間
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
が
、
生
ま
れ
た
ま
ま
の
状
態
に
留
ま
り
、
ま
た
目
の
前
の
欲
望
を
滿
足
さ
せ

る
こ
と
に
の
み
留
ま

る
と
し
た
な
ら
ぼ
、
生
物
學
的
に
見
て
ヒ
ト
で
は
あ

つ
て
も
、
間
主
體
的
存
在
た
る
人
聞
で
は
な
い
。
實
に
、
人
問

で
あ
る
と
は
状
態

　

　

人
間
に
な
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
こ
の
故
に
、
教
育
と
は
人
間
を
そ
の
よ
う
な
生
物
的
次
元
の
状
態
か
ら
、
ま
さ
に
あ
る
べ
き
理
想
的

に
ま
で
導
き
、
眞
の
意
味
に
お
け
る
人
間
た
ら
し
め
る
意
圖
的

・
目
的
的
な
價
値
的
形
成
作
用
な
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い

て
、
教
育
の
行
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
必
ず
何
ら
か
の
あ
る
べ
き
人
聞
像
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
教

育
と
は
、
究
極
的

に
は
、
人
格
形
成
を
志
向
す
る
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
人
間
形
成
の
員
實
が
最
後

に
到
達
す
る
も
の
は
ま
さ
に
人
格
陶
冶

で
あ
り
、

望
ま
し
い
人
格
を
形
成
す
る
た
め
に
こ
そ
、

い
わ
ゆ
る
文
化
遺
産
な
り
、

就
會
樣
式
な
り
の
傳
逹
に
よ
る
、

人
間

の
文
化



　

　

　

　

　

　

化

や
祗
會
的
同
化
も
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
故
に
、
教
育
と
は
、
人
間
を
よ
り
人
間
ら
し
い
人
間
に
す
る
こ
ど
、
な
ら
せ
ち
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
を
人
間
に
ま
で
形
成
す
る
教
育

の
基
底
は
、
そ
の
客
體
た
る
人
間

の
内
的
な
自
覺
や
個
性

に
基
づ
く
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
人
間
は
、
本
來
的
に
、
生
成

・
發
展
し
ゆ
く
個
性
的
な
自
覺
的
表
現
主
體
で
あ
り
、
價
値
追
究

的

・
價
値
生
産
的
存
在
で
あ
る
。
人
間
と
は
、
自
ら
の
價
値
可
能
性
を
追
究
し
、
そ
の
固
有
の
生
得
的
能
力
の
完
成

を
目
指
す
存
在
な

の
で
あ
る
。
人
間
が
、
自
己
の
本
性
に
忠
實
に
生
き
、
人
間
に
な
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
入
間
本
來
の
姿
が
あ
る
。
こ
の
故
に
、
人

間

を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
人
間
形
成

の
營
み
は
、
あ
く
ま
で
も
、
人
間
の
こ
の
自
覺
を
助
成

・
助
長
し
、
人
間
が
そ
の
價
値
可
能
性

を
實
現
し
て
本
來

の
人
間
に
な
る
こ
と
を
、
保
證

・
促
進
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

教
育
と
い
う
人
間
形
成
の
眞
實
は
、
あ
く
ま
で
も
、
人
問
が
、
そ
の
自
覺
に
基
づ

い
て
、
自
己
自
身
の
價
値
可
能
性
を
追
究
す
る
、
・

具
體
的
な
過
程
に
結
び
付
き
、
自
ら
内
か
ら
人
間
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
、
他
か
ら
外
か
ら
助
長
し
、
促
進
し
て
、
し
か
も
、
歴
史

的

・
祗
會
的
要
求
に
照
應
し
た
あ
る
べ
き
方
向
を
示
し
、
積
極
的
に
人
間
ら
し
い
人
間
に
な
ら
せ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
人
間
は
、
生

　

コ

　

　

　

　

　

の

得
的
な
價
値
可
能
性
を
有
す
る
が
故
に
、
本
來
的
な
人
間
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
な
ら
せ
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
は
じ
め

゜
°

㈲

て
、
そ
の
可
能
性
を
實
現
し
、
眞
の
意
味
で
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
教
育
と
い
う
人
間
形
成
の
眞
實
は
、
ま
さ
に
、
生
け
る
人
間
の
具
體
的
實
存
か
ら
出
發
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
教
育

'
は
、
人
間
形
成

の
本
質

の
營
み
で
あ
る
か
ぎ
り
、
人
間
存
在
の
實
相

か
ら
離
反
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
教

育
と
い
う
營
み
は
、
ど
う
し
て
も
、
人
間
と
は
何

か
、
は
た
ま
た
、
歴
史
的

・
瓧
會
的
要
求
に
應
え
て
い
か
な
る
人
間
が
形
成
せ
ら
る

べ
き
か
、
と
い
う
こ
と

へ
の
探
究
を
お
い
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
澗
が
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
教
育
の
論
理
的
出
發

一
遍
上
人
の
人
間
敏
育

一
六
九



一
七
〇

點

は
、
ま
さ
に
、
こ
の
人
間
そ
の
も
の
の
探
究
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
實
に
、
こ
の
人
間
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、

教
育
に
と
つ
て
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、
オ
メ
ガ
な
の
で
あ
る
。

一
體
、
教
育
は
、
人
間
が
自
覺
的
に
自
己
の
價
値
可
能
性
を
追
究
し
、
實
現
し
て
い
く
過
程
に
具
體
的
に
師
し
つ
つ
、
人
間
を
、
歴

史
的

・
肚
會
的
な
要
求
に
應
ず
る
望
ま
し
い
人
間
た
ら
し
め
て
い
く
營
み
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
敏
育
は
、

一
方
に
お
い
て
は
、
獨
自

の
價
値
可
能
性
を
有
す
る
存
在

(S
ein
)
と
し
て
の
人
間
に
關
係
し
、

他
方
に
お
い
て
は
歴
史
的

・
肚
會
的
要
請
に
應
え
る
べ
き
當
爲

(S
ullen
)
と
し
て
の
人
間
像
に
關
係
し
て
い
る
、
自
己
同

一
的
な
營
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
教
育
は
、
現
實

の

人
問
と
理
想
的
人
間
像
と
の
相
關
的
な
營
爲
、
す
な
わ
ち
、
人
間
を
し
て
現
に
あ
る
自
然
的
状
態
よ
り
、
ま
さ
に
あ

る
べ
き
理
想
的
状

ω

態

に
ま
で
到
逹
せ
し
め
て
い
く
營
み
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
か
か
る
觀
點
よ
り
見
た
佛
教
は
い
か
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。

佛
教
で
は
、
入
間
が
、
自
己
の
本
質
を
徹
見
し
、
宇
宙

の
眞
理
に
目
覺
め
て
覺
位
に
入
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
普
遍
的

・
絶
封
的
な

眞
理
を
體
得
し
た
覺
者
と
な
る
こ
と
を
解
脱
と
い
う
。
し
か
も
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
、
夲
等
に
解
脱
し
、
覺
者
た

る
佛
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
間
は
、
佛
た
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
繦
對
的
な
價
値
可
能
性
と

し
て
の
佛
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
人
間
は
、
自
己
に
内
在
し
て
い
る
、
聖
な
る
價
値
た
る
佛
性

を
、
實
踐

・
修
行

に
よ

つ
て
發
現
し
、實
現
し
た
時
、覺
者
た
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
人
間
は
、す

べ
て
季
等
に
佛
た
り
う
る
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、佛
た
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、人
間
は
、個
性
的
な
自
覺
的
表
現
主
體
で
あ
り
、價
値
追
究
的
存
在

で
は
あ
る
が
、
そ
の
我
執

・
煩
惱

の
故
に
、
そ
の
追
究
は
、
日
常
的
價
値
の
次
元
に
留
ま
り
、
最
毛
根
源
的
な
人
間
の
本
質
た
る
佛
性

の

自
覺
に
は
到
達
し
え
な
い
。
こ
こ
に
、
佛
教
は
、現
存
在
と
し
て
の
人
間
に
、自
己
の
太
質
を
凝
覗
さ
せ
、
本
具
の
佛
性

の
自
覺
を
促
し
、

自
ら
内
か
ち
人
間
の
眞
實
存
た
る
佛
に
な
る
こ
と
を
目
指
さ
せ
る
と
と
も
に
、
他
か
ら
外
か
ら
刺
激
を
與
え
、
佛
と
な
ら
せ
て
い
く
の



で
あ
る
。
人
間
は
、
放
置
し
て
お
い
て
は
、
我
執
に
染
み
、
し
か
し
て
佛
性
の
自
覺
に
到
逹
し
、
そ
の
繦
對
的
な
生
得
的
價
値
た
る
佛
性

の

　

ロ

　

を
發

現

し

て
、

佛

と

な

る

こ

と

は

で
き

な

い

の

で
あ

り

、

そ

の
意

味

に
お

い

て
、

あ

く

ま

で
も

、

佛

と
な

り

う

る

と

い
う

人

間

の
可

能

　

　

　

　

　

　

性

を
基
礎
と
し
て
、
他

か
ら
外
か
ら
佛
と
な
ら
せ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
佛
教
に
お
け
る
人
間
形
成
は
、

　

む

　

あ

く

ま

で
も

、

人

間

が
、

自

己

に

と

つ
て
根

源
的

な
佛

性

の
自

覺

に

基

づ

き

、
自

發

的

に

佛

と

な

ろ

う

と

す

る

こ
と

に
即

し

て
、

そ

の

　

　

　

　

つ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

自
覺
を
助
長

・
捉
進
し
、
佛
と
な
ら
せ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
佛
と
な
り
、

か
つ
な
ら
せ
て
い
く
と
い
う
體
系
が
覺

の
實
踐

哲
學
に
他
な
ら
な
い
。
人
問
は
、
覺
者
た
る
こ
と
を
目
指
し
、

い
わ
ゆ
る
般
若

の
智
慧
を
行
得
し
て
、
覺
を
實
踐
し

て
い
っ
て
こ
そ
、

佛
性
を
發
現
し
、
眞
の
人
間
と
な
る
こ
ど
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
佛
教
の
形
成
論
は
教
育
の
體
系
そ
の
も

の
で
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
佛
教
に
お
け
る
形
成
論
は
、
ま
た
、
教
育
と
は
異
な

つ
た
面
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
教
育
は
、
有
我
を
基
盤
と
し
、
自
我
肯
定
の
方
向
に
築
か
れ
た
有

(S
ein
)

の
連
續
的
形
式

の
人
間
形
成
作
用

で
あ
り
、

佛
教
に
お
け
る
人
間
形
成
は
、
有

(Se
in
)
と
無

(N
ich
ts)
と
S
相
樹
を
超
え
た
繦
封
無

の
形
成
作
用

で
あ
る
。

無
我
の

覺

醒
を
志
向
す
る
佛
教
の
形
成
に
お
い
て
は
、
頽
廢
し
た
日
常
性
に
あ
る
現
存
在
は
全
的
に
否
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い

て
は
、
人
間
個
人
の
有
す
る
獨
自
性
や
精
神
的

・
肉
體
的
欲
求
は
否
定
し
さ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
點
、

い
わ
ゆ
る
教
育
が
、
知
情

意

の
精
神
ど
肉
體
と
の
双
方
を
全
體
的

.
統

一
的
に
、
し
か
も
健
全
に
發
逹
せ
し
め
る
、
自
我
肯
定
の
形
成
作
用
で
あ
る

の
に

對

し

て
、
沿
個
性
的
な
自
我
否
定
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
佛
教
に
あ
い
て
眞
實
の
自
己
に
非
連
續
で
あ
る
自
我

は
否
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
否
定
的
契
機
を
媒
介
と
し
、
否
定
さ
れ
た
自
己
は
、
繦
封
的
に
肯
定
さ
れ
て
眞
實
の
自
己

に
連
續
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
人
間
形
成
は
非
連
續
の
連
續
的
形
式
を
取
る
。
そ
し
て
、
更
に
は
、
教
育
が
、
可
能
態
か
ら
理
想
態

へ

一
遍
上
人
の
人
間
教
育

一
七
一



一
七
二

と

い
う
、

有

の
連

續

的

形

式

に
基

づ

く

の

に
對

し
、

佛

教

で

は
、

有

・
無

を
撥

無

し

た
、

可

能

態

師

理

想

態

と

い
う

、

師

非

の
論

理

に

よ

る
無

の
非

連

續

的

形

式

に

ま

で
徹

底

さ

れ

な

く

て
は

な

ら

な

い
の

で

あ

る
。

ま

さ

に
、

現

存

在

は
否

定

媒

介

さ

れ

て

こ

そ
、

大

き

く

肯

定

し
、

錬

成

せ

ら

れ

て
、

繦

體

的

な

生
得

的

價

値

た

る
佛

性

を
發

現

し
、

否

定

的

超

越

と
も

い
う

べ
き

解

脱

を
途

げ

て
、

眞

實

存

た

る
覺

者

た

る

こ

と

が

で

き

る

の
で

あ

る
。

實

に
、

眞

實

の
自

己

の
形

成

は
否

定

を
媒

介

と

し

て

こ

そ
成

立

す

る

の

で

あ

る
。

佛

教

に

お

け
紅

自

己
否

定

は
、

單

な

る
否

定

の

た

め

の
否

定

で

は

な

く

し

て
、

よ
り

高

次

の
肯

定

の

た

め

の

も

の

な

の

で

あ

る
。

け

だ

し
、

そ

れ

は
、

繦

封

否

定

印

繦

對

肯

定

と

い
う
、

非

連

續

の
連

續

に

よ

る
自

己

變

革

と

も

い
う

べ
き

も

の

で

あ

ろ

う
。

ま

さ

に
、

こ

の
無

の
非

連

續

觀

に

立

脚

し

た

、
否

定

の
否

定

に

よ

る
大
肯

定

と

い
う

人

間
形

成

論

に

は
、

自

我

の
思

想

を

基
調

と

し

て
築

か

れ

て

い
る
、

近

代

教

㈲

育

思

想

を

超
克

す

る
否

定

の
契

機

が
含

ま

れ

て

い
る

と

い
う

こ

と

が

で

き

よ

う
。

こ

こ
に

、

私

は

、

い
わ

ゆ

る
教

育

と

の
差

異

を

認

め

つ

つ
も

、
佛

教

に

お

け

る
形

成

作

用

を
、

可
能

態

と

し

て
の

人
間

と

理
想

態

と

し

て

の
人

間

、

す

な

わ

ち

現
實

の
人

間

と

理

想

的

人

閻
像

の
函

數

と

し

て
把

握

す

る

こ

と

に

よ

つ
て
、

あ

る
程

度

、

そ

の
内

包

す

る
教

育

意

義

を
明

ら

か

に

す

る

こ

と

が

で
き

る

と
考

え

る
。

こ

の
故

に

、
私

は

、

あ

く

ま

で

も
、

か

か

る

覗
點

に

立

っ

て
、

一
遍

上

人

の
人

間

形
成

理

念

を
考

察

せ

ん

と

す

る

の
で

あ

る

。

註
ω

水
野
弘
元
著

『
佛
敏
と
は
何

か
』

三
三
頁
參
照
。

②

な
お
、
故
宮
坂
哲
文
氏

は
、
そ

の
著

『
禪
に
お
け

る
人
間
形
成
ー
敏
育
史
的
研
究
1
』

二
頁
に
お
い
て
、
教
育
を
主
體

と
客
體

と
の
間
に
お
け
る
個

人
的
相

互
交
渉

の
問
題
に
限
定
す

る
と

い
つ
た
立
場

や
、
人
間

の
知
識
や
叡
智

の
形
式
が
文
字

.
文
章

の
學
習
を
通
じ
て
の
み
な
さ
れ
る
と
い

つ

た
立
場

か
ら
は
、
禪
林
敏
育

の
全
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、

「
人
間
は
い
か
に
し
て
敏
養
せ
ら
れ
る
か
と

い
う
敢
育
學

に

お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
最
初

の
問

い
か
ら
出
版
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
」

と

の
立
場
か
ら
、

禪
林

に
お
け
る
人
間
形
成

の
問
題
を

論

じ

ら
れ
て
い
る
。



㈹

喜
多
川
忠

一
著

『
人
間
1
そ
の
生
成
と
形
成
i
』

三
〇
～
三

一
頁
參
照
。

ω

こ

の
着

想
は
、
恩
師
結
城
陸
郎
博

士
の
御
教
示

に
據
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
唐
澤
富
太
郎
著

『
榊
馳
佛
教
敏
育
思
想

の
研
究
』

に
負
う
と

こ
ろ
が
多

い
。

㈲

這
般
の
問
題

を
論
じ
て
、
佛
敏
思
想

の
教
育
學
的
還
元

を
志
向
し
た
も

の
に
、
大
谷
時
中
氏
の
近
著

『
佛
敏
敏
育
學
研
究
序
諡
』
が
あ
る
。

な

お
、
ボ

ル
ノ
ウ

(B
o
lln
o
w
,
O
°
聞
)゚
は
、
そ
の
著

『
實
存
哲
學
と
敢
育
學
』

(E
x
ist
e
n
z
p
h
ilo
s
o
p
h
ie
a
n
d

P
a
d
a
g
o
g
ik
)
に
お
い
て
、

從
來
の
陶
冶
申
心

の
連
續
的
形
式

の
教
育
を
批
剣
し
、
教
育

に
お
け
る
非
連
續
的
形
式

の
可
能
性
を
語

つ
て
い
る
。

三

さ

て
、

一
遍

上

人

の
人
間

形
成

理

念

を
考

察

す

る
に

當

た

り

、

周
知

の
と

と

で

は

あ

る
が

、

ま

ず

そ

の
閲

歴

の
大
概

を

見

て
お

く

こ

ど

と

し

た

い
。

何

と

な

れ

ば

、

彼

は

、

入

寂

に
先

立

っ
て
所

持

の
書

籍

を

こ
と

ご

と

く

燒

却

し

た

と

傳

え

ら

れ

、
今

日

そ

の
著

述

と

し

て
は
何

ら

殘

っ
て

い
な

い

の
で

あ

つ
て
、
彼

の
思

想

を
知

る
た

め

に

は

、

弟

子

た

ち

の
記

録

し

た

『
一
遍

上

人

語

録
』

や

『
播

州

法
語

集

』

な

ど

に

よ

る
他

は
な

く

、

そ

の
缺

落

は
、

彼

が
身

を

も

つ

て
示

し

た

行
實

に

よ

つ
て
、

補

わ

れ

ね

ぼ

な

ら

な

い
か

ら

で

あ

る
。

一
遍

上

人

(
一
一
ご
二
九
1

=

一
八
九
)

は
、

伊

豫

の
豪

族

河

野

通

廣

の
子

と

し

て

生
を

受

け

た

が
、

十

歳

の
時

母

に
死

別

し

て
無

常

の

理

を
悟

り

、
途

に

同
國

天

臺

宗

繼

教

寺

の
縁

教

律

師

に

つ

い
て
出

家

し
、

建

長

三

(
一
二
五

一
)

r年

當

時

太

宰

府

に
教

線

を
張

つ
て

い
た

西

山

上

人
證

空

の
高

弟

聖

逹

上

人

を

訪

ね
、

そ

の
勸

あ

に

よ

つ

て
彼

の
法

兄

た

る
肥

前

の
華

臺

上
人

の
下

で
淨

土
教

を
學

ぶ

こ

と

一
兩

年

、

再

び
聖

逹

上
人

の
下

に
歸

り

、

首

尾

十

二
年

間

こ

こ

に

あ

つ
て
西

山

義

を
研

鑽

し
、

こ

と
ご

と
く

そ

の
祕

奥

を

究

め

る

に
至

つ
た
。

弘

長

三

(
一
二
六
三
)
年

父

の
訃

報

を
聞

き
、

伊

豫

に
歸

つ
た
彼

は
、

還

俗

し

て
家

督

を
繼

ぎ
、

俗

生
活

に
入

つ
た

の

で
あ

る

が
、

こ

の

頃

よ
り

深

刻

な

懐

疑

と
苦

惱

が
彼

を
襲

う

に
至

り

、

こ

こ

に
再

出

家

し

て
故

國

を
後

に
求

道

回

國

の
族

に
上

つ
た

の

で
あ

る
。

か
く

て
、

文

永

八

(
-一
二
七

一
)
年

春

、

彼

は
信

州

善

光

寺

に
詣

で

て

二
河
白

道

の
圖

を
寫

し

、
秋

に

は
伊

豫

に
歸

つ
て
窪

寺

に
草

庵

を
構

え

、

こ

一
邁
上
人

の
人
間
教
育

一
七
三



一
七
四

の
圖
を
前

に
三
年

の
別
時
修
行
を
積
ん
で
、

「
十
劫
正
覺
衆
生
界

一
念
往
生
彌
陀
國

十

一
不

二
證
無
生

國
界
丞
-等
坐
大
會
」

の

「
十

一
不
二
頌
」
を
表
白
し
、
こ
こ
に
過
去
二
十
餘
年
に
わ
た
る
求
道
生
活
の
歸
結
を
見
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
文
永
十

一
(
一

二
七
四
)
年
、
從
來

の
自
利

の
行
か
ら
轉
じ
て
化
他

の
巷
に
赴
か
ん
が
た
め
に
、

念
佛
勸
進

の
行
に
出
た
の
で
あ
る
。

彼
は
、
ま
ず
、

大
阪
天
王
寺
に
參
籠
し
て
自
誓
自
戒
し
、
化
他
の
決
意
を
固
め
、
衆
生
濟
度

の
た
め
に
念
佛
の
札
を
作

つ
て
、
そ
れ
を
配
り
、
結
縁

の

具

と
す
る
に
至

つ
た
。
こ
れ
が
時
宗
獨
特
の
行
儀
た
る
賦
算
の
起
こ
り
で
あ
る
。
次
い
で
、
そ
の
年
の
夏
、
高
野
山
を
經
て
、
紀
伊

の

熊
野
に
詣
で
る
途
中
、

一
律
僣
に
念
佛
の
札
を
差
し
出
し
た
と
こ
ろ
、
信
心
起
こ
ら
ず
と
受
領
を
拒
否
さ
れ
、
信
心
起
こ
ら
ず
と
も
受

け

よ
、
と
強
い
て
札
を
渡
し
た
が
、
こ
こ
に
念
佛
勸
進
と
信
不
信
の
關
係
に
つ
い
て
の
大
疑
團
に
逢
着
し
、
思
惟
す

る
も
及
ぼ
ず
、
途

に

熊
野
權
現
の
冥
慮
を
仰
ぐ

べ
く
、
本
宮
證
誠
殿
に
參
籠
所
願
す
る
に
至

つ
た
。
か
く
て
、
そ
の
夢
想
の
口
傳
に
よ

つ
て
疑
團
は
瓦
解
氷

滄

し
、
こ
こ
に
、信
不
信
も
自
力
の
は
か
ら
い
で
あ
る
、
と
の
自
覺
に
到
逹
し
、他
力
念
佛

の
深
意
を
領
解
し
て
、

そ
の
悟
道
境
を

「
六

字
名
號

一
遍
法

十
界
依
正

一
遍
體

萬
行
離
念

一
遍
證

人
中
上
々
妙
好
華
」
の

「
六
十
萬
人
頌
」
に
表
白
し
た
の
で
あ
る
。
爾
來
、

一
遍
は
、
そ
の
示
寂
に
至
る
ま
で
、

一
所
不
住
の
捨
聖
と
し
て
、
寧
日
と
て
な
く
、
道
な
き
所
を
道
と
し
て
、
南
は
大
隅

か
ら
北
は
陸

中

ま
で
、
普
く
念
佛
を
勸
進
し
て
人
心
を
教
養

し
、
人
々
を
教
え
導

い
た
の
で
あ
り
、
南
は
大
隅

か
ら
北
は
陸
中
ま
で
、
足
跡
を
印
す

①

る
所
四
十
有
餘
箇
國
に
及
び
、
そ
の
結
縁
す
る
者
二
百
五
十
萬

一
千
七
百
二
十
四
人
、
弟
葉

一
千
餘
人
と
傳
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、

か
か
る

ユ
ニ
ー
ク
な
傅
歴
を
有
す
る
彼
は
、
ど
の
よ
う
な
佛
教
思
想
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
彼

の
教
読
を
概
觀
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
遍
上
人
は
、
十
劫
の
昔
衆
生
を
濟
度
せ
ん
が
た
め
に
成
道
し
た
彌
陀
の
正
覺
も
、
極
樂
往
生
を
願
う
衆
生
の

一
念
も
差
別
は
な
く
、

紹
樹
の
名
號
に
舗
命
す
る

一
念
に
よ
つ
て
、
衆
生
は
現
身
の
ま
ま
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。
す
看

わ
ち
、
衆
生
の
往
生



は
、
十
劫
の
昔
の
佛
の
正
覺
の
刹
那
に
成
就
し
て
い
る
の
で
あ

つ
て
、
人
間

の
性
情
や
境
遇
に
よ
る
貴
賤

・
貧
富

・
賢
愚

・
善
惡

・
淨

不
淨

・
信
不
信
と
い
つ
た
も
の
に
關
わ
ら
な
い
。
こ
の
故

に
、
彼
は

「念
佛
の
行
者
は
智
慧
を
も
愚
痴
を
も
捨

〔
て
〕
、
善
惡
の
境
界
を

も
す
て
、貴
賤
高
下
の
道
理
を
も
す
て
、地
獄
を
お
そ
る
丶
心
を
も
す
て
、
極
樂
を
願
ふ
心
を
も
す
て
、
又
諸
宗

の
悟
を
も
す
て
、

一
切

②

の
事
を
す
て
丶
申

〔
す
〕
念
佛

こ
そ
、
彌
陀
超
世

の
本
願
に
は
か
な
ひ
候

へ
。」
と
読
き
、
か
よ
う
に

一
切
の
自
力

の
想
念
を
脱
離
し
て
、

繦
封
の
法
た
る
名
號
を
稱
え
る
時
、
た
だ
あ
る
も
の
は
南
無
阿
彌
陀
佛

の
六
字

の
み
で
あ
つ
て
、佛
と
我
と
の
別
は
な
く
、
ま
さ
に
機
法

一
體

・
生
佛

一
如
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
現
實

の
世
界
は
そ
の
ま
ま
繦
樹
的
世
界
と
な
り
、現
身
往
生
が
證
得
さ
れ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

け
だ
し
、
こ
の

一
遍
上
人
の
淨
土
教
に
至

つ
て
、
人
が
佛
に
封
し
て
救
濟
を
願
い
、
臨
絡
來
迎
を
期
し
て
多
念
を
行
じ
て
い
く
、
法

然
上
人
の
念
佛
と
、
佛
か
ら
人
に
封
す
る
救
濟
に
對
し
て
報
謝
し
、
李
生
に
往
生
の
業
が
成
就
す
る
こ
と
を
期
し

て

一
念

の
信
を
重
ん

じ
て
い
く
、
親
鸞
聖
人
の
念
佛
と
の
二
元
對
立
は
止
揚
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
遍
上
人
の
念
佛

に
お
い
て
は
、
佛
と
我
と
の
主
客

の

對
立
が
融
ぜ
ら
れ
、
永
遠
と
時
間
と
が

一
つ
に
な

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼

に
と

つ
て
、
夲
生
と
臨
絡
と
い
う
時
間
的
對
立
は
な
く
、

念
佛
の
今
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
彼
の
念
佛
は
、
多
念
で
も
な
く
、
信
に
重
き
を
置
く

一
念
で
も
な
く
て
、
今
日
只
今

の
念
佛
で

あ
り
、
念
々
刻
々
に
新
し
い

一
念
の
相
續
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
念
佛
か
ち

一
切

の
功
利
性
を
放
擲

し
た
無
功
徳

の
功
徳

㈲

に
徹
す
る
念
佛
な
の
で
あ
る
。
實
に
、
そ
こ
に
は

「念

々
の
稱
名
は
念
佛
が
念
佛
を
申

〔す
〕
な
り
。
」
と
い
う
、

佛
々
相
念

の
世
界

が
開

か
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
法
然
上
人
に
出
發
し
、
親
鸞
聖
人
に
よ
つ
て
發
展
せ
ら
れ
た
淨
土
教
は
、

一
遍
上
人
に
よ
つ
て
最

後

の
歸
趨
を
見
る
と
と
も
に
、
禪
と
の
邂
逅
を
も
果
た
す
に
至

る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
、

「
生
死
は
我
執

の
迷
情
、
菩
提
は
離
念

の
一

も
と

も
と

ロ

心
な
り
。
生
死
本
無
な
れ
ぼ
、
學
す
と
も
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
。
菩
提
本
無
な
れ
ば
、
行
ず
と
も
得

べ
か
ら
ず
。」
と

い
い
、
「自
受
用
と

て
い

に

い
ふ
は
、
水
が
水
を
の
み
、
火
が
火
を
燒

〔
く
〕
が
ご
と
く
、
松
は
松
、
竹
は
竹
、
其
體
を
の
れ
な
り
に
生
死
な
き
を
い
ふ
な
り
。」
と

マ
マ

一
遍
上
人
の
人
間
教
育

一
七
五



一
七
六

㈲

説

き

、

ま

た

「
い
ま

は

は

や

見

え

ず

見

も

せ
ず

色

は

い
ろ

い
ろ

な

る

い
ろ

ぞ
色

は

い
ろ

な

る
」

と
詠

ず

る

と

こ
ろ

に
、

自

力

.
他

力

の

別

は

な

い
。

け

だ

し

そ

れ

は
、

自

力

を
も

他

力

を
も

超

え

、

自

力

・
他

力

の
兩

者

の

一
如

し

た
念

佛

禪

と

も

い
う

べ
き
境

地

で

あ

る
、

　
-

と

い
わ

な

く

て

は

な

ら

な

い
。

彼

自

身

、

「
自

力

他

力

は
初

門

の
事

な

り
。

」

と

い

い
、

「
自

力

他
力

を
繦

し

、
機

法

を
繦

す

る
所

を

、

　

　

　

　

南

無

阿
彌

陀
佛

と

い

へ
り
。

」

と
述

べ
、

「
聖

道

淨

土

こ
と

ば
異

な

り

と

い

へ
ど

も

、
詮

ず

る
と

こ
ろ

こ
れ

一
な

り

。

」

と

も

語

つ
て

い
る

よ

う

に
、

彼

は

、

あ

く

ま

で

も
他

力

に
徹

す

る

こ
と

に

よ

つ
て

、

法

然

上

人

以
來

の
淨

土

教

に

一
歩

を

進

あ
、

穩

名

の

一
行

に
自

ô

力

・
他

力

を

止
揚

し

、

こ

乙
に
鎌

倉

佛

教

を

不

二

の
法

門

と

し

て

の
佛

教

本

來

の
立

場

に
還

歸

せ

し

め

た

の

で
あ

る
。

註
ω

彼
の
傳
記
と
し
て
は
、

『
一
遍
聖
繪
』
・
『
一
遍
上
人
繪
詞
傳
』
な
ど
が
あ
る
が
、
本
節

は
主
と
し
て
前
者

に
據

つ
た
。
。

②

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本

三
五
-
三
六
頁
。

㈲

同
上
書
六
三
頁
。

ω

同
上
書
三
七
頁
。

㈲

同
上
書
六
二
頁
。

㈲

同
上
書
五
三
頁
。

①

同
上
書
六
四
頁
。

㈹

同
上
書
七
三
頁
ρ

㈲

同
上
書
三
七
頁
。

⑩

柳
宗
悗
著

『
南
無
阿
彌
陀
佛

.
一
遍
上
人
』
參
照
。
本
節
は
特

に
こ
の
書

に
負
う
と
こ
ろ
が
多

い
。

四

思

う

に
、
鎌

倉

佛

教

の
開

祀

は
、

い
ず

れ
も

比

叡

山

に
登

つ
て
天

臺

の
教

學

を

研

鑽

し
、

こ

れ

に
あ

き

た
ら

ず

し

て
新

た

に
出

離

の



要
路
を
求
め
、
途
に
獨
立
し
て
新
教
義
を
開
く
に
至

つ
て
い
る
。
こ
の
故
に
、
日
本
天
臺
は
、
鎌
倉
佛
教
者
の
思
想

の
母
胎
で
あ
り
、

ま
た
背
景
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
遍
上
人
は
、
鎌
倉
佛
教
最
後

の
開
租
で
あ

つ
て
、
時
代
は
下
り
、

念
佛
停
止
の
令
下
に
あ
る
た
め
、
比
叡
山
に
は
登

つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
當
初
は
天
臺
寺
院
で
學
ん
で
お
り
、
ま
た
後

に
歸
し
た

西
山
義
は
法
然
門
流
の
う
ち
で
最
も
天
臺
義
的
性
格
の
濃
厚
な
も
の
で
あ

つ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
、
彼
の
思
想

の
根
底
に
は
や
は

り
天
臺
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
佛
教
は
、
日
本
天
臺
を
否
定
の
契
機
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
母
胎
た
る
日
本
天
臺
が
立
脚
し

て

い
た
立
場
は
い
わ
ゆ
る
本
覺
思
想
で
あ
る
。

一
體
、
本
覺
思
想
と
は
、
人
間
は
本
來
覺
れ
る
も
の
で
あ
り
、
理
想

は
人
間
の
本
來
の

面
目
に
他
な
ら
な
い
、
と
す
る
思
想
で
あ
つ
て
、
理
想
を
人
間
か
ら
遠
く
隔

つ
た
彼
方
に
認
め
て
、
そ
の
理
想
に
向

か
つ
て
修
行
し
て
、

つ

長

い
努
力
の
結
果
、
漸
く
理
想
に
到
達
し
、
始
め
て
覺
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
始
覺
思
想
に
對
す
る
。
こ
の
最
澄
に
よ
つ
て
開
か

れ
た
日
本
天
臺
は
、
元
來
始
覺
門
に
立

つ
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
開
會
思
想
に
基
づ
く
圓

・
密

・
禪

・
戒
四
宗
合

一
の
性
格
に

よ

つ
て
、
太
覺
的
な
華
嚴
思
想
を
攝
取
し
、
ま
た

『釋
摩
訶
衍
論
』
に
據

つ
て
盛
ん
に
本
覺
思
想
を
唱
え
た
眞
言
密
教
の
影
響
を
受
け
、

㈲

最
澄
没
後
次
第
に
變
容
し
、

い
わ
ゆ
る
臺
密
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
日
本
天
臺
獨
自

の
本
覺
思
想
が
成

立
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
本
覺
思
想
は
、
佛
教

の
歴
史
的

・
論
理
的
歸
結
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
の
一
面
誤
り
解
さ
れ
る
危
險
を
は
ら
ん
で
い
た
。
す
な
わ

ち
、
本
覺
思
想
は
、
繦
對
的
な
立
場

・
覺
者
た
る
佛

の
側
か
ら
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
人
間
は
、
そ
の
自
己

の
本
分

た

る
覺

性

を
、
あ
く
ま
で
も
可
能
性
と
し
て
、
行
的

・
實
踐
的
に
、
す
な
わ
ち
始
覺
的
に
開
顯
し
て
い
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
覺
性

の

開
顯
は
、
覺
性
を
妨
げ
て
い
る
煩
惱
を
排
除
し
て
い
く
こ
と
に
よ

つ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
、
人
間
は
本

來

覺
者
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
を
明
ら
か
に
知
ら
な
い
が
た
め
に
迷

つ
て
い
る
と
い
う
思
想
が
、
概
念
的

・
抽
象
的

に
も
て
あ
そ
ば
れ
、

一
遍
上
入
の
人
間
教
育

一
七
七



一
七
八

途

に
は
自
然
主
義
的
な
傾
向
に
墮
し
、
自
己
否
定
的
要
素
を
缺
落
し
て
、
道
心
形
成

へ
の
修
道
を
不
必
要
と
す
る
考

え
を
生
じ
、
自
然

外
道
に
墮
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
す
べ
て
本
覺

の
佛
で
あ
り
、
自
己
に
存
す
る
煩
惱
や
我
執

も
、
煩
惱
邸
菩
提

の
故
に
、
何
ら
斷
じ
去
り
、
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
に
至

つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
故
に
、

日
本
天
臺
は
、
李
安

末
期
に
は
、
印
身

こ
れ
佛
ど
持
戒
を
否
定
し
、
現
世

の
欲
望
を
恣
に
す
る
修
羅
場
と
化
し
て
、
全
く
思
想
的
頽
廢

を
き
た
し
、
墮
落
し

て
し
ま

つ
た
の
で
あ
る
。

鎌
倉
佛
教
者
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
日
本
天
臺
に
疑
問
を
抱
き
、
本
覺
思
想
の
缺
點
に
鑑
み
て
、
そ
の
行
き
詰
ま
り
を
體
驗
的
に
克
服

し
、
獨
自
の
個
性
的
な
教
義
を
展
開
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
鎌
倉
佛
教
に
は
、
日
本
天
臺

の
本
覺
思
想
が
そ
の
缺
を
補

つ
て
發
展
的
に
繼
承
さ
れ
、
そ
の
表
現
を
變
え
、
形
を
變
え
て
現
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

一
遍
上
人

は
、

い
か
に
天
臺

本
覺
思
想
と
關
連
し
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
缺
を
補
填

・
補
完
し
て
、
そ
の
教
義
を
打
ち
立
て
る
に
至

つ
て
い
る
か
。
佛
教
に
お
け
る
人

間
形
成
論
を
覺

の
實
踐
體
系
と
し
て
捉
え
、
も
つ
て

一
遍
上
人
の
人
間
形
成
理
念
を
考
察
せ
ん
と
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
、
自
己
の

本

分
を
説
く
本
體
論
的
な
本
覺
思
想
は
佛
敏
に
お
け
る
人
間
本
質
論
で
あ
り
、
人
間
の
教
育
可
能
論
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
こ
に

一
遍
上
人
と
天
臺
本
覺
思
想
と
の
關
連
を
概
觀
す
る
こ
と
は
、
殊
の
外
重
要
な
の
で
あ
る
。

一
遍
上
人
は
、
既
に
見
た
ご
と
く
、
伊
豫
の
天
臺
宗
繼
教
寺
の
縁
教
律
師
の
下
で
天
臺
の
教
學
を
修
學
し
、
後
西
山
上
人
證
空
の
高

弟

た
る
肥
前
の
華
臺
上
人
お
よ
び
太
宰
府
弘
西
寺
の
聖
達
上
人
の
下
で
西
山
教
義
を
學
ん
で
い
る
。

一
體
、
西
山
派
詛
善
慧
房
證
空
上

人

は
、
法
然
上
人
の
專
修
念
佛
に
歸
し
て
後
も
、
日
野
の
願
連
か
ら
天
臺
を
學
び
、
慈
圓
か
ら
臺
密
を
學
ん
で
い
る
の
で
あ

つ
て
、
そ

む

の
教
學
は
天
臺
開
會
の
理
念
に
よ

つ
て
、
法
然
上
人
の
念
佛
義
を
繼
承
し
た
も
の
で
あ
向
。
し
か
も
、
そ
の
高
弟
聖
達
上
人
が
も
と
住

し
て
い
た
筑
紫
原
山
は
、
天
滿
宮
の
別
當
と
し
て
、
中
世
勢
威
を
振
る
つ
た
天
臺
所
屬
の
原
八
坊
に
屬
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
聖
逹
上



④

人

の
西
山
義
は

一
層
天
臺
的
色
彩
が
濃
厚
な
も
の
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
故
に
、
聖
逹
上
人
に
十
二
年
間
師
事
し
た

一
遍
上

人

は
、
そ
の
西
山
義
を
逋
し
て
、
日
本
天
臺
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、か
よ
う
に
日
本
天
臺
と
接
觸
し
た

一
遍
上
人
は
、
阿
彌
陀
佛
の
第
十
八
願
を
も
つ
て
、法
藏
菩
薩
が
因
位

に

「
若
不
生
者
不
取

正
覺
」
の
誓
願
を
立
て
、
一
切
衆
生
の
往
生
を
賭
し
た
の
で
あ
る
が
、既
に
そ
の
誓
願
が
成
就
し
て
、
阿
彌
陀
佛
と
な

つ
た
以
上
、

一
切

衆

生
は
そ
の
時
既
に
往
生
を
成
就
し
た
、
と
考
え
る
。
そ
の
故
に
、彼
は
、
衆
生
は
本
來
佛
で
あ
る
、
と
の
先
驗
的
な
立
場
に
立

つ
て
い

た

の
で
あ
る
。
こ
の
點
は
、證
空
上
人
の
西
山
義
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
證
空
上
人
は
、彌
陀
の
正
覺
自
體

に
衆
生
往
生
の
願
行
が
備
わ
つ
て
い
る
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
佛
體
邸
行
説
を
読
く
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
そ
の

『
觀
經
散
善
要
義
釋
觀
門

義
鈔
』
卷
第
三
に
お

い
て
、

『觀
無
量
壽
經
』
の

コ
ニ
心
既
具
無
行
不
成
願
行
既
成
若
不
生
者
無
有
是
處
」

を
釋

し
、

「無
行
不
成

ハ

ム
ル

ヲ

ニ
ヘ

ノ

リ

ハ
リ
ヌ
レ
ハ

シ
よ
な

ス

ノ

ハ

ノ

ヲ

ヘ

ツ
レ
ハ

ノ

ト
ヘ

ノ

ノ

者
、
解

淨
レ
行

故

三
心

悟

既
備
行
業
必
可
レ
成

也
。
其
行

體

阿
彌
陀
佛

四
字

意
コ得

往
生

正
行
一

一
切

諸

行
業
、
皆

シト
ト
ィ
フ
コト

ノ

ニ、

ル

⑮

無
レ
非
二

往
生

教
行
一
得
レ
心
故
也
。
」
と
述

べ
て
、
至
誠
心

・
深
心

・
廻
向
發
願
心
の
三
心
さ
え
備
わ
れ
ば
、

一
切
の
行
業
は
皆
悉

く
阿
彌
陀
佛
の
な
か
に
統
攝
さ
れ
、
衆
生
の
行
は
佛
の
行
と
な
る
、
と
考
え
る
。
こ
の
故
に
、
彼
は
、
南
無
す
る
衆
生
は
行
體
た
る
阿

彌
陀
佛
に
既
に
備
わ

つ
て
い
る
と
し
て
、
機
功
を
繦
封
排
し
、
正
覺
往
生
同
時
不
二
の
趣
旨
を
領
解
し
さ
え
す
れ
ば
、
安
心
決
定
し
て

往

生
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
證
空
上
人
の
思
想
は
明
ら
か
に
淨
土
教
的
な
形
態
を
取

つ
て
現
象
し
た
天
臺
本

覺
思
想
に
他
な
ら
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
對
し
て
、

一
遍
上
人
は
、
佛
す
ら
衆
生
の
稱
え
る
名
號
に
成

ぜ
ら
れ
て
成
佛
し
、

衆

生
も
ま
た
名
號
に
成
ぜ
ら
れ
て
往
生
す
る
と
考
え
、
こ
の
生
佛
を
否
定
媒
介
す
る
紹
對
的
超
越
法
と
し
て
名
號

を
措
定
す
る
の
で
あ

㈲る
。
何
ら
の
否
定
媒
介
の
な

い
本
覺
的
な
西
山
義
は
觀
念
的
で
あ

つ
て
、
現
實
と

一
致
せ
ず
、
墮
落
の
危
險
性
を

は
ら
ん
で
い
る
。
こ

の
故
に
、
彼
は

「聖
道
門
は

『煩
惱
師
菩
提
生
死
印
涅
槃
』
と
談
ず
。
我
も
此
法
門
を
人
に
を
し

へ
つ
べ
け
れ
ど
も
、
當
世

の
機
根
に

一
遍
上
人
の
人
間
教
育

一
七
九



一
八
〇

tiv

を

い
て

は

か

な

ふ

べ
か
ら

ず

。

い
か

に

も
煩

惱

の
本

執

に
立

〔
ち

〕

か

へ
り

て
人

を

損

ず

べ
き

故

な

り

。

」

と

い

い
、

ま

た

「
生

死

は

マ
マ

も
と

も
と

我
執

の
迷
情
、
菩
提
は
離
念
の

一
心
な
り
。
生
死
本
無
な
れ
ば
、
學
す
と
も
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
。
菩
提
本
無
な
れ
ば
、
行
ず
と
も
得
べ

か
ら

ず

。

し

か
り

と

い

へ
ど
も

ま

な

び

ざ

る
者

は

い
よ

く

ま

よ

ひ

、

行

ぜ

ざ

る
者

は

い
よ

く

め

ぐ

る
。

此
故

に
身

を

す

て

丶
行

じ

、

㈹

心

を

つ
く

し

て
修

す

べ
し
。

(中
略
)

吾

等

ご

と

き

の
凡

夫

は

、

一
向

稱

名

の

ほ
か

に

、
出

離

の
道

を

も

と

む

べ
か

ら
ず

。

」

と

述

べ

て
、

誤

れ

る
本

覺

思

想

を

批

到

し
、
稱

名

の
實

踐

・
修

行

の
要

を
説

く
。

し

か

し

て

、
身

心
を

放

下

し

、

一
向

に
稱
名

す

る
時

、
本

然

の

覺

性

が
開

發

さ

れ

て
佛

ど
な

る

こ
と

が

で
き

る
、

と

す

る

の

で
あ

る
。

か

く

て
、
彼

は

、

「
南

無

は

始
覺

の
機

、

阿
彌

陀
佛

は
本

覺

の

㈲

法

な

り

。

し

か

れ
ば

始

本

不

二

の
南

無

阿

彌

陀

佛

な

り

。

」

と

述

べ

て

い

る
ご

と

く

、

人
間

を

本
覺

の
佛

と
認

め

つ

つ
も

、
人

間

が
始

覺

的

に
稱

名

を

行

修

し

て

い

つ
て

こ
そ

、

そ

の
覺

性

が

始

本

不

二

の
稱

名

の

位

に
顯

現

す

る

こ

と

を
強

調

し
、

こ

こ

に
西

山

義

ひ

い
て

は
天

臺

本

覺

思

想

の
缺

を

始

覺

的

な

稱

名

行

に
よ

つ
て

補

い
、

そ

れ

を

超

え

て
、

オ

リ

ジ

ナ

ル

な
教

義

を
構

築

し

た

の

で
あ

る
。

註
ω

島
地
大
等
著

『
佛
敏
大
綱
』

一
〇
1

一
三
頁
參
照
。

ω

同
上
書

一
六
、

三

1
-
三

二
頁
參
照
。

㈲

北
西
弘
論
文

「
法
然
門
下
の
分
流
」
、
赤
松
俊
秀
監
修

『
日
本
佛
数
史
』
中
世
篇

六
八
-

六
九
頁
參
照
。

ω

季
田
諦
善
著

『
時
宗
数
學
の
研
究
』
四
-
五
頁
參
照
。

㈲

『
西
山
全
書
』
第
三
卷
三
五
四
頁
。

⑥

淺
山
圓
鮮
論
文

「
一
遍
上
人

の
名
號
思
想
と
其

の
性
格
」

一
八
ー

二

一
頁
參
照
、
同
氏
校
註
『聾
編
六
條
縁
起
』
卷
末
所
收
。

ω

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本

五
七
頁
。

㈹

同
上
書

三
七
ー
三
八
頁
。

㈲

同
上
書

七
四
頁
。



五

一
體
、
人
間
を
い
か
に
見
、
ま
た
人
間
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
教
育
の
宗
教
た
る
佛
教

に
お

い
て
ま
さ
に

.

　

出
發
點
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

「
機
縁
に
隨

〔
ひ
〕
て
徒
衆
を
領
レ
、」
、

「
煩
惱
師
菩
提
生
死
印
涅
槃
」
の
法
門
を
、

「
當
世
の
機

の

根

に
を
い
て
は
か
な
ふ
べ
か
ら
兎

」
と
述

べ
て
、
隨
類
應
同
の
教
化
を
展
開
し
た

一
遍
上
人
に
あ

つ
て
も
、
そ
の
主
た
る
關
心
が
人

マ
マ

間

の
本
質
を
明
ら
め
る
こ
と
に
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
今
に
殘
る
唯

一
の
彼
の
體
系
的

な
述
作
た
る

「別
願

む

和
讃
」
は

「身
を
觀
尹
腔
硬
水

の
漑
」

(傍
點
稿
者
)
と
筆
を
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
以
下
人
聞
と
は
ま
ず
水
泡
の
ご
と
く
、
月

影

の
ご
と
く
、
何
ら
常
住
性
な
き
無
常
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
、
自
己
に
直
接
的

・
具
體
的
に
關
わ
る
、
悲
痛
腸

を
斷

つ
主
體
的
事

實

と
し
て
述

べ
て
い
る
。

・
思
う
に
、
佛
教
は
諸
行
無
常
を
い
い
、
諸
法
無
我
を
読
く
。
す

べ
て
の
も
の
は
、
相
依
相
關
し
て
生
U
、
生
成

.
流
轉
し
て
變
化
し
、

匱

久
的

・
因
定
的
な
實
體
は
何

一
つ
と
し
て
存
在
し
な
い
。
ま
し
て
や
、
人
間
は
、
四
大

・
五
蘊
假
和
合
の
存
在

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
人
間

の
心
身
は
地

・
水

・
火

・
風
の
四
大
と
色

・
受

・
想

・
行

・
識
の
五
蘊
と
が
因
縁
に
よ
つ
て
假
に
結
び
付

い
て
で
き
た
複
合

體

で
あ
り
、

一
時
的
な
因
縁
所
生
の
假
在
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

つ
て
、
決
し
て
恒
久
的
な
固
定
的
存
在
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

人
間
は
、
そ
の
日
常
性

に
お
い
て
自
己
の
有
限
性
に
目
を
覆

い
、
無
常
な
も
の
の
な
か
に
不
動
不
滅
を
求
め
て
不
老

不
死
を
願

い
、
生

へ
の
盲
執
着
に
惱
む
。
し
か
し
、
永
遠
た
ら
ん
と
し
て
も
限
界
に
突
き
當
た
り
、
滿
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、

「
お
も
ひ
と
思
ふ

.
-,

事

は

み

な

叶

は

ね
ば

こ
そ

か
な

し
け

秋

」

と

い
う

こ
と

と

な

る

の

で
あ

る
。

實

に
、

こ

の

「
ひ

き

よ

せ

て
結

べ
ぼ
草

の
庵

に

て
と

く

の

れ
ば
も
と
の
野
原
な
り
け
忽

と
も
い
う

べ
き
、

一
時
的

・
暫
定
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
、
自
ら
の
心
身
に
執
着
す
る
こ
と
が
、

一
切

一
遍
上
人

の
人
間
教
育

一
八

一



一
八
二

の
迷
妄

.
煩
惱
の
起
源
に
他
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
、
人
間
は
諸
法
の
實
椙
と
は
ほ
ど
遠
い
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
煩
惱
に
覆
わ
れ
て

生
死
に
輪
廻
し
、
そ
の
生
死
は
罪
で
あ
り
、
ま
た
惡
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、

一
,遍
上
人
は
、

「
生
死
と
い
ふ
は
妄
念
な
り
。

⑥

の

妄
執
煩
惱
は
實
體
な
し
」
と
い
い
、
ま
た

「
五
蘊

の
中
に
衆
生
を
や
ま
す
る
病
な
し
。
四
大
の
中
に
衆
生
を
な
や
ま
す
煩
惱
な
し
び

」

と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
四
大

.
五
蘊

の
因
縁
所
生
の
假
在
た
る
自
ら
の
心
身
に
執
着
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
、

一
切
の
迷
妄
も
ま
た
繦

對
的
な
も
の
で
は
な
く
、

一
時
的

・
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
實
は
空
聚
に
過
ぎ
な
い
。
故
に

「
四
大
を
べ
ち
く

に
は
な
れ
た
る
時

は
、
お
こ
す
べ
き
五
欲
も
な
く
、
作
る
べ
き
十
惡
も
な
し
。
し
か
れ
ぼ
根
本
の
四
大
あ
り
の
ま
丶
に
身
を
も
て
ぼ
、
衆
生
を
な
や
ま
す

㈹

ぼ
ん
な
う
な
し
。
」
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
實
に
、
人
間

の
肉
體
的

・
精
神
的
存
在
は
何
ら
常
住
性
な
き
存
在
で
あ
り
、
煩
惱

の
實
體

㈲

も
ま
た
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
故
に
、

一
遍
上
人
に
あ

つ
て
は
、
無
常
觀
の
表
白
に
專
ら
で
あ

つ
て
、
親
鸞
聖
人
に
お
け
る
が
ご
と
き
張

い
罪
惡
觀
は
考
え
ら

れ

て
は
い
な
い
。

そ
れ
故
、

田
村
圓
澄
氏
は
、

彼
が
臨
濟
宗
の
高
徳
法
燈
國
師
に
謁
し
、

印
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、

コ

遍
が
、
法
然
や
親
鸞
の
出
發
點
と
な
つ
た
罪
業
意
識
を
缺
如
し
、
逆
に
、
兩
者
に
稀
薄
な
無
常
觀
を
強
調
し

て
い
る
こ
と
も
、
禪

ô

の
影
響
に
よ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
秋
山
範

二
氏
も
、

一
遍
上
人
が
我
執

・
煩
惱
に
つ
い
て
多

く
語
り
、

罪
業
を
い
う
こ
と
の
少
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
れ
は
用
語
の
相
違
と
い
う
こ
と
よ
り
も

一
層
本
質
的
な
點
に
お

い
.て
、

,
ω

「
淨
土
教
徒

一
遍
の
宗
教
に
他
の
淨
土
門
流
に
相
異
す
る
何
も
の
か
を
感
じ
さ
せ
る
處
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」
と
述

べ
て
お
ら
れ
鳳

し
か
し
、
親
鸞
聖
人
に
お
け
る
が
ご
と
き
、
自
己
の
罪
業
に
封
し
て
實
存
的
に
苦
惱
す
る
と
い
つ
た
樣
子
は
見
え
ず
、
淨
土
教
通
途
の

説

を
原
義
の
ま
ま
に
使

つ
た
と
い
う
想
も
な
い
で
は
な
い
が
、
け
だ
し
、
河
野
憲
善
氏
が

「
一
遍
も
法
然
四
代
の
系

で
あ
る
か
ら
善
導

拗

散
善
義
に
い
う
現
世
罪
惡
生
死
凡
夫
と
い
う
内
觀
が
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
な

呶
。
」
と
述

べ
て
、
指
摘

さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、



「門
人
傳
説
」
の
法
語
に

「
『
自
身
現
是
罪
惡
生
死
凡
夫
乃
至
無
有
出
離
之
縁
』ど

信
じ
て
、
他
力
に
歸
す
る
時
、
種

々
の
生
死
は
と
穿

㈱

ま

る
な
り
。

い
つ
れ
の
教
に
〔
て
〕
も
、
こ
の
位
に
入

〔
り
〕
て
生
死
を
解
脱
す
る
な
り
。」
と
引
用
し
、
ま
た
、
「滔
息
法
語
」
に

「
我

等
衆
生
、
無
始
以
來
、
十
惡
五
逆
四
重
謗
法
闡
提
破
戒
破
見
等
の
無
量
無
數

の
大
罪
卑
成
就
せ
り
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
未
來
無
窮
の
生
死

㈲

に
輪
廻
し
て
、
六
道
四
生
二
十
五
有
の
間
、
諸
の
大
苦
惱
を
受

〔
く
〕

べ
き
も
の
な
り
。」

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、

や
は
り
罪
惡

深

重
の
凡
夫
を
正
機
と
す
る
淨
土
教
の
建

て
前
に
は
揺
る
ぎ
は
な

い
、
と
考
え
ら
れ
る
。

一
體
、

「
罪
悪
生
死
」

と
熟
語
さ
れ
る
ご
と

く
、
罪
は
常
に
死
と
の
相
互
限
定
に
お
い
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
生
死
の
問
題
は
罪
惡
の
問
題
と
深
く
關
わ

つ
て
い
る
。
倫
理
的

・
價

値
的
に
否
定
さ
れ
た
無
力
な
る
自
己
は
、
存
在
的
に
も
否
定
さ
れ
た
有
限
な
る
自
己
に
他
な
ら
な

い
。
生
死
の
波

に
淨
沈
し
て
い
る
こ

と
が
、
同
時
に
罪
惡
の
淵
に
悶
え
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
罪
惡
な
る
存
在
は
す
な
わ
ち
無
常
な
る
存
在
で
あ
り
、
し

か
し
て
一
遍
上
人
の
無
常
觀
は
、
罪
惡
觀
と
密
接
不
可
分
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
人
間
觀
は
、

「滄
息
法
語
」
に

「春
す
ぎ
秋
來
れ
ど
も
、
す
丶
み
難
き
は
出
離

の
要
道
。
花
を
丶
し
み
月
を
な
が
め
て
も
、
を
こ
り
や
す
き
は
輪
廻

の
妄
念
な
り
。
罪

マ
マ

障

の
山

に

は
、

い

つ
と

な

く
煩

惱

の
雲

あ

つ
く

し

て
、

佛

日

の

ひ

か
り

眼

に

さ

へ
ぎ
ら

ず

。

生
死

の
海

に

は
、

常

時

に
無

常

の
風

烈

し

く

し

て
、
眞

如

の
月

や

ど

る

事

な

し
。

生

を
受

〔
く
〕

る

に

し

た

が

ひ

て
、

苦

し

み

に

く

る

し

み

を

か
さ

ね
、

死

に
歸

す

る

に

し

た

が

ち
ま
た

す
み
か

ひ

て
、

闇

き

よ

り

く

ら

き
道

に

お

も

む

く
。

六
道

の
街

に

は
、

ま

よ

は

ぬ

處

も

な

く
、

四

生

の
扉

に

は
、

や

ど

ら

ぬ
栖

も

な

し
。

生
死

轉

變

を

ば
、

夢

と

や

い
は

ん
、

現

と

や

い
は

ん
。

こ

れ

を
有

と

い
は

ん

と

す

れ

ぼ

、
雲

と

の
ぼ

り
烟

と
滄

〔
え
〕

て
、

む

な

し

き

空

に

影

を

と

穿
む

る
人

な

し
。

無

と

い
は

ん

と

す

れ

ば

、

又

恩

愛

別

離

の
な

げ

き

心

の

内

に

と

穿
ま

り

て
、

腸

を

た

ち
魂

を

ま

ど

は

さ
ず

⑮

と

い
ふ

こ

と

な

し
。

」

と

あ

る

ご

と

く

、

罪

惡

深

重

・
無

常

迅

速

な

る

人
聞

の
現

實

に
目

を

そ

む

け

る

こ

と

な

く
、

罪

惡

生

死

の
當

相

の
ま

ま

に
把

握

し

た

も

の
で

あ

つ
た

の

で
あ

り

、

罪
業

の
深

さ

を

嘆

き

な

が

ら

も

非
痛

腸

を

斷

つ
無

常

觀

を

述

べ

て

い

る

の

で
あ

る
。

一
遍
上
人

の
人
間
教
育

一
八
三



一
八
四

思
う
に
、
人
間
に
お
い
て
最
大
の
不
安
は
死
で
あ
り
、
し
か
も
人
間
は
生
き
ん
と
し
て
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
自
己
矛
盾
的
な

存
在
で
あ
る
。
人
問
は
こ
の
世
に
投
げ
出
さ
れ
た
死

へ
の
存
在
で
あ
り
、
い
つ
滄
え
る
と
も
計
り
知
れ
な
い
、
頼
み

が
た
い
存
在
な
の

で
あ
る
。

一
遍
上
人
が

「
三
界
は
有
爲
無
常
の
境
な
る
が
故
に
、

一
切
不
定
な
り
、
幻
化
な
り
。
此
界
の
中
に
常
住
な
ら
ん
と
お
も
ひ
、

㈲

心

や
す
か
ら
ん
と
思
は
ん
は
、
た
と

へ
ば
漫
々
た
る
波

の
う

へ
に
、
船
を
ゆ
る
が
さ
で
を
か
む
と
お
も

へ
る
が
ご
と
し
。
」
と
説
く
ご

マ
マ

と

く

、

死

は

計

り

が
た

き
不

定

さ

で
人
間

に
襲

い
き

た

り

、
無

常

は

電

光

の
ご

と

く

、

朝
露

の
ご

と

き

迅

速

さ

で
念

々

に
身

に
迫

る
。

有

爲

轉

變

の
悲

し

み

は

ま

さ

に
人

ご

と

で
は

な

く

、

生

死

關
頭

に
立

つ
も

の
は

自

己
自

身

な

の

で
あ

る
。

お

よ

そ

、

こ

の
死

に
お

い

て
代

置

と

い
う

こ
と

は

不

可

能

で
あ

り
、

死

は

本
質

的

に
自

己

自
身

の
死

と

い
う

こ
と

以

外

に
は

な

い
。

し

か
し

て
、

一
遍

上

人

は

、

「
萬

事

に

い
ろ

は

ず

、

一
切

を
捨

離

し

て
、

孤

獨

獨

一
な

る
を

、

死

す

る
と

は

い
ふ

な

り
。

生

ぜ

し

も

ひ

αの

と

り

な

軌

。

死

す

る
も

獨

〔
り
〕

な

り

。

さ

れ

ぼ

人

と

共

に
住

す

る
も

獨

〔
り
〕

な

り

。

そ

ひ

は

つ
べ
き

人

な

き
故

な

り

。
」

と
説

く

。

す

な

わ

ち

、

人
間

は

生

ま

れ

る
際

に

は

一
人

で
し

か
生

ま

れ

て

こ
ず

、

ま

た
、

死

ぬ
時

も

一
人

で
し

か

死

ぬ
他

は

な

い

の

で
あ

り

、
誰

も

連

れ

だ

つ
て
は

く

れ

な

い
。

か
よ

う

に
、

人
間

は

、

生

ま

れ
落

ち

た
時

か
ら

死

ぬ
時

ま

で
、

結

局

は
單

獨

な

る
孤

獨
的

存

在

な

の

で

⑱

あ

る

。
彼

が

「
を

の
つ

か
ら
相

あ

ふ

時

も

わ

か
れ

て

も

ひ

と

り

は

い

つ
も

ひ

と

り

な

り

け

り

」

と
詠

う

所

以

で
あ

る
。

か

か
る
繦

え

が

マ
マ

た
き
憂
愁
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
獨
去
獨
來

の
孤
獨
者
は
、
逃
避
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
最
も
自
己
的
な
可
能
性
た

る
死

に
直
面
す
る
。

單

獨
な
る
自
己
は
、
無

の
深
淵

に
さ
し
か
け
ら
れ
、
死
の
悲
痛
を
人
ご
と
な
ら
ぬ
主
體
的
自
己
の
問
題
と
し
て
、
生
死
關
頭
に
立
つ
自

己
を
自
覺
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
死

の
無
規
定
的
可
能
性
は
、
他
者
の
問
題
で
は
な
く
し
て
、
獨
生
獨
死

の
主
體
的
自
己
に
關

⑲

わ
る
も
の
で
あ
り
、
孤
獨
憂
愁
は
そ
の
ま
ま
死

へ
の
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
實
に
、
こ
の
死

へ
の
道
こ
そ
が
眞
實

の
自
己

へ
の
道
で
あ
る
。
孤
獨
獨

一
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
始

め
て
、
眞
實
存
と



の
自

己

獨

一
の
關

係

が
成

立

す

る

の

で

あ

る
。

人

間

は
、

諸

縁

を
繦

つ
て
獨

住

す

る
時

、

現

世

的

・
日
常

的

な

も

の

に
支
持

せ

ら

れ

な

い
、

本
來

の
面
目

を

見

る

の
で

あ

る

。

一
切

の
日
常

性

・
李

均

性

を
剥

ぎ

取

つ
た

、

無

色

無

形

無

我

無

人

の
孤

獨

獨

一
の
極

限

に
宗

教

的

に
死

し

て
こ

そ
、

人

間

は
自

ら

と

も
離

縁

し

た
深

い
孤

獨

の
空
間

の
な

か

で
眞

實

の
自

己

に
出

會

い
、

繦

樹

的

に
生

か
さ

れ

る

の

で

あ

る

。
自

己

の
存

在

の
實

相

を

如

實

知

見

し
、

獨

生

獨

死

の
孤

獨

な

自

己

の
底

に
歸

つ

て
こ

そ
、

本

來

の
面

目

は
現

前

し
、

眞

實

の
自

ô

己

に

邂

逅

す

る

の

で
あ

る

。

一
遍

上

人

が

「
生

〔
き

〕

な

が
ら

死

し

て
靜

〔
か
〕

に
來

迎

を
持

〔
つ
〕

べ
し
」

と
説

く
所

以

で
あ

る
。

註
ω

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本

九
三
頁
。

②

同
上
書
五
七
頁
。

㈲

同
上
書

一
七
頁
。

ω

同
上
書

一
七
頁
。

㈲

『
一
休
和
尚
法
語
』
・
『
あ
だ
物
語
』
下
卷
な
ど
に
引
用
さ
れ
て
い
る
讀
人
知
ら
ず

の
歌
で
、
無
常
觀

を
表
白
し
た
も

の
と
し
て
、
人
口
に
膾
炙
さ
れ

て
い
る
。

㈲

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本
六
八
頁
。

ω

同
上
書
四

一
頁
。

㈲

「
一
遍
上
人
念
佛
安

心
抄
」
、
『
大
日
本
佛
教

全
書
』
第

六
九
冊

一
頁
。

㈲

淺
山
圓
鮮
論
文

「
一
遍
上
人
の
名
號
思
想
と
其

の
性
格
」

二
三
ー

二
四
頁
參
照
、
同
氏
柱
註
『聾
編
六
條
縁
起
』
卷
末
所
收
。

⑩

「
一
遍
と
鼬
祗
」
、
『
日
本

佛
数
思
想
史
研
究
』
淨
土
数
篇

四
〇
九
頁
。

ω

「
一
遍
の
宗
教
」
、
『
禪
家

の
思
想
と
宗
敬
』

二
八
三
-

二
八
五
頁
參
照
。

⑫

「
一
遍
敏
學

の
實
存
的
解

明
」
、
『
島
根
大
學
論
集
』
人
文
科
學
、
第

六
號

=

一九
頁
。

㈲

『
一
遍
上

人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本
六
〇
頁
。

⑭

同
上
書
三

二
頁
。

㈲

同
上
書
三
九
-

四
〇
頁
。

⑱

同
上
書

七
九
頁
。

一
遍
上
人
の
人
間
教
育

一
八
五



一
八
六

㈲

同
上
書

八
〇
1

八

一
頁
。

⑱

同
上
書

五
〇
頁
。

⑲

前
竭
河
野
憲
善
論
文
、

=

一
六
-

一
二
九
頁
參
照
。

⑳

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本

八
〇
頁
。

六

し

か

七
、

一
體

、

一
遍

上
人

に

お

い
て
、

本

來

の
面

目

と

い

い
、

眞

實

の
自

己

と

い
う

の

は
何

で
あ

る

か
。

こ

こ

に
、

彼

の
人

間

觀

は
佛

身

觀

な

い
し
佛

陀

觀

に
到

逹

し
、

そ

の
佛

に
封

す

る
觀

念

が
顧

み
ら

れ

な

く

て

は
な

ら

な

い
。

ほ
つ
し
ん

彼
は
、

「別
願
和
讃
」
に
お

い
て
、

「自
性
清
淨
法
身
は

如
々
常
住
の
佛
な
り

迷
も
悟
も
な
き
ゆ

へ
に

し
る
も
し
ら
ぬ
も
盆

は
う
じ
ん

お
う

じ
ん

ぞ
な
き

.
萬
行
圓
備

の
報
身
は

理
智
冥
合
の
佛
な
り

境
智
ふ
た
つ
も
な
き
故
に

心
念
口
稱
に
盆
ぞ
な
き

斷
惡
修
善
の
應
身
は

隨
縁
治
病

の
佛
な
り

十
惡
五
逆
の
罪
人
に

無
縁
出
離
の
盆
ぞ
な
き

名
號
酬
因
の
報
身
は

凡
夫
出
離
の
佛
な
り

十
方
衆
生
の

と
が

ロ

願

な
れ
ば

獨

〔
り
〕
も
も
る
丶
過
ぞ
な
き
」
と
、

い
わ
ゆ
る
三
身

一
報
身
説
を
展
開
す
る
。

一
體
、
永
遠
不
滅

の
宇
宙

の
理
法
を
本

體

と
す
る
法
身
佛
は
、
迷

い
も
悟
り
も
な

い
繦
封
界
の
佛
な
る
が
故
に
、
差
別
相
樹
の
世
界
に
住
す
る
凡
夫
に
は
無
縁
の
佛
で
あ
り
、

萬
善
萬
行
の
功
徳
を
重
ね
、
磨
き
積
ま
れ
た
智
徳
を
も

つ
て
眞
理
に
體
達
し
た
報
身
佛
は
、
眞
理
と
智
慧
と
が
完
全
に
融
合

一
致
し
た

覺
者
な
る
が
故
に
、
常
没
の
凡
夫
に
は
何
ら
利
盆
は
な
い
の
で
あ
り
、
煩
惱
の
惡
を
斷
ち
切
り
、
善
根
功
徳
を
修
め
た
應
身
佛
は
、
縁

に
從

っ
て
教
法
を
読
く
が
十
惡
五
逆
の
惡
人
を
正
機
と
せ
ず
、
そ
の
救
濟
に
は
盆
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
、
名
號

酬
因
の
報
身
た
る
阿
彌
陀
佛
こ
そ
が
、
そ
の
因
中
に

一
切
衆
生
救
濟
の
誓
願
を
發
し
、
萬
善
萬
行
を
修
し
て
、
そ

の
功
徳
を
名
號
に
攝

②

め
盡
し
、
誓
願
を
成
就
し
た
が
故
に
、
五
逆
重
罪
の
惡
人
を
封
機
と
す
る
の
で
あ
る
。



し
か
し
て
、

一
遍
上
人
は
、

「
阿
彌
陀
の
三
字
を
無
量
壽
と
い
ふ
な
り
。
此
壽
は
無
量
常
住
の
壽
に
し
て
不
生
不
滅
な
り
。
す
な
は

ヨ

ユ

ち

一
切

衆

生

の
壽
命

な

り
。

故

に
彌

陀

を

法
界

身

と

い
ふ

な

り
貳

」

と

も

、

「
佛

こ

そ
命

と
身

と

の

あ

る

じ

な

惣

と

も
、

更

に

「
『
從

是
西
方
過
十
萬
億
佛
土
」
と
い
ふ
事
。
實
に
十
萬
億

の
里
數
を
過

〔
ぐ
〕
る
に
は
あ
ら
ず
。
衆
生
の
享
執
の
へ
だ

て
を
さ
す
な
り
。
善

導

の
釋
に

『
職
～
竹
膜
↓
觝
踰
距之
ヲ千
里

㌔と
お
も

へ
り
』
と
い
へ
り
。
た
穿
妄
執
に
約
し
て

『過
十
萬
億
』
と
云

〔
ふ
〕
。
實
に
は
里

㈲

數
を
過

〔
ぐ
〕
る
事
な
し
。
故
に
經
に
は

『
阿
彌
陀
佛
去
此
不
遠
』
と
説

〔
け
〕
り
。
衆
生
の
心
を
さ
ら
ず
と
い
ふ
意
な
り
。」
と
も
述

べ
て
、
こ
の
阿
彌
陀
佛
こ
そ
法
界
身
た
る
も
の
で
あ
り
、
衆
生
と
は
無
縁
の
懸
繦
的
な
佛
で
は
な
く
し
て
、
衆
生

の
心
想
中
に
あ
る
佛

㈲

す
な
わ
ち
自
心
佛
で
あ
り
、
眞
實
の
自
己
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
も
、
彼
が

「
他
力
不
思
議
の
名
號
は
自
受
用
の
智
な
り
。
」
と
読
き
、

,

.

ま

た

「
阿
彌
陀
佛
は
ま
よ
ひ
悟
の
道
た
え
て
た
ぼ
名
に
か
な
ふ
い
き
佛
な
り
」
と
詠
じ
て
、
佛
體
も
ま
た
名
號
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
ご
と
く
、
名
體
は
不

二
で
あ
り
、
自
受
用
報
身
た
る
阿
彌
陀
佛
は
、
萬
行
圓
備
の
實
智
を
名
號
に
歸
納
し
て
、
衆
生
を
攝

化

す
る
に
そ
の
體
を
も
つ
て
せ
ず
宀
そ
の
名
を
も
つ
て
す
る
。

「百
利
口
語
」
に

「
南
無
阿
彌
陀
佛
の
名
號
は

過

〔
ぎ
〕
た
る
此
身

む

の
本
尊
な
念

と
あ
る
所
以

で
あ
る
。
か
く
て
、
彼
は
、
名
號
を
本
尊
と
仰
ぎ
、
南
無
阿
彌
陀
佛
の
六
字
こ
そ
眞
實
の
存
在
で
あ
る
、、

と
し
た
の
で
あ
る
。

`
し
か
る
に
、
一
遍
上
人
は
、
「
本
よ
り
已
來
、
自
己
の
本
分
は
流
轉
す
る
に
あ
ら
ず
、
唯
妄
執
が
流
轉
す
る
な
り
。
本
分
と
い
ふ
は
諸

㈲

佛

已
證
の
名
號
な
り
。
妄
執
は
所
因
も
な
く
實
體
も
な
し
。
本
不
生
な
り
。
」
と
述

べ
て
、
'衆
生
に
お
い
て
、
惡
無
限
的
に
六
道
泗
生

二
十
五
有
を
經
歴
し
、
生
死
に
輪
廻
し
て
い
る
の
は
妄
執

で
あ
り
、
自
己

の
本
分
は
流
轉
し
て
い
な
い
と
い
う
。

そ
し
て
、
無
常
遷
流

の
た
だ
な
か
に
漂
う
心
身

に
あ

つ
て
、
流
轉
し
な
い
自
己
の
本
分
と
は

「諸
佛
己
證

の
名
號
」
で
あ
る
と
し
て
、
本
覺
的

.
本
體
論
的

,

な
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
實

に
、
彼

に
あ
つ
て
は
、
衆
生
の
本
來

の
面
目
た
る
佛
性
と
は
名
號
に
他

な
ら
な
い
。

一
遍
上
人
の
人
間
歡
育

一
八
七



一
八
八

一
體
、
彼

の
領
解
を
表
白
し
た

「干

一
不

二
頌
」
に
は

「
十
劫
正
覺
衆
生
界

一
念
往
生
彌
陀
國

十

一
不

二
證
無
生

國
界
李
等

ô

坐
大
會
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、彌
陀
の
十
劫
正
覺
に
衆
生
は
既
に
往
生
し
て
い
る
の
で
あ

つ
て
、彌
陀

の
正
覺
な
く
し
で
衆

-

生

の
往
生
な
く
、衆
生
の
往
生
な
く
し
て
彌
陀
の
正
覺
も
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
り
、
佛
と
衆
生
と
を
否
定
媒
介
す

る
繦
封
的
な
法
と
し

て
名
號
が
措
定
さ
れ
て
い
る
。

一
體
、阿
彌
陀
佛
が
、
因
中
の
萬
行
功
を
六
字

に
攝
め
、正
覺
成
道
し
て
既
に
阿
彌

陀
佛
と
な
つ
た
以
上
、

一
切
衆
生
は
そ
の
際
先
驗
的
に
名
號
に
お
い
て
救
わ
れ
、
往
生
を
途
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、

「彼

の

一
切
衆
生
の
心
徳
を

ti.　i

願
力
を
も
て
、
南
無
阿
彌
陀
佛
と
成
ず
る
時
、
衆
生
の
心
徳
は
開
く
る
な
り
。
さ
れ
ぼ
名
號
は
印

〔
ち
〕
心
の
本
分
な
り
。
」
と
い
う

こ
と
と
な
る
。
彼
が
、

「
を
よ
そ
萬
法
は

一
心
な
り
と
い
へ
ど
も
、
み
つ
か
ら
そ
の
體
性
を
あ
ら
は
さ
ず
。
我

〔
が
〕
目
を
も
て
、
わ

マ
マ

が
目

を
見

る
事

を
得

ず

、

又

木

に
火

の
性

有

〔
り

〕

と

い

へ
ど

も
、

其

火

そ

の
木

を

や

く

事

を

え

ざ

る

が
ご

と

し

。

鏡

を

よ

す

れ

ぼ

、

我

〔
が
〕

目

を
も

て
我

〔
が
〕

目

を
見

る
。

こ

れ
鏡

の
ち

か
ら

な

り
。

鏡

と

い
ふ

は

、

衆

生

本
有

の
大
圓

鏡

智

の
鏡

、

諸

佛

己

證

の
名

⑫

號

な

り
。

し

か

れ

ば

、
名

號

の
鏡

を

も

て
、

本
來

の
面
目

を

見

る

べ
し

。

」

と

、

比

喩

を

も

つ
て
語

る
所

以

で
あ

る
。

か
く

し

て
、

衆

生

は
名

號

に
成

ぜ
ら

れ

て
そ

の
本

來

の
面

目

を
開

發

し
、

佛

す

ら
衆

生

の
稱

え

る
名

號

に
成

ぜ
ら

れ

て
成

佛

し

て
、

こ

こ

に
、
佛

と
衆

生

と

の

二
は

な

く

、

と

も

に
名

號

に
包

攝

さ

れ

る

の
で

あ

る
。
實

に
、
彼

に
お

い

て
、

一
切

衆

生

は
本

來

心
徳

を
備

え
、

衆

生

の
本

分

の
心

は
名

號

と
同

體

で

あ
り

、

そ

の
故

に
衆

生

は
本

來

佛

で

あ

つ
た

の
で

あ

る
。

註

ω

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本

一
八
頁
。

ω

夲
田
諦
善
著

『
時
宗
敢
學

の
研
究
』

二

一
ー

二
三
頁
參
照
。

㈹

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本

七
二
頁
。

ω

同
上
書
四
九
頁
。

㈲

同
上
書

八
二
頁
。



⑥

同
上
書
六
二
頁
。

①

同
上
書
五
六
頁
。

㈲

同
上
書

二
三
頁
。

㈲

同
上
書

六
四
頁
。

⑩

コ

遍
聖
繪
』
箜

、
殘
山
圓
鮮
校
註

編

六
條
縁
起
』
四
頁
。

qD

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本
八
二
頁
。

㈲

同
上
書
八
五
頁
。

七

し
か
し
な
が
ら
、
凡
夫
は
、
本
來
佛
で
あ
り
、
南
無
阿
彌
陀
佛
で
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
染
汚
性
を
有
す
る
衆
生
に
お
い
て
あ
る

の
が
現
實
で
あ
る
。
十
劫
正
覺

の
昔
に
往
生
し
た
は
ず
の
衆
生
が
日
常
的
事
實
に
お
い
て
救
わ
れ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、

『
法
性

　

ラ

　

　

の
都
を
ま
よ
ひ
出

〔
で
〕
」
た
が
故
に
、

「我
執
の
妄
法
に
お
ほ
は
れ
て
、
其
體
あ
ら
は
れ
が
た
」

い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う

「其

體
」
と
は
本
來

の
面
目
す
な
わ
ち
名
號
の
こ
と
で
あ
る
が
、
我
執

の
妄
法
の
た
め
に
隱
蔽
さ
れ
て
、
そ
の
眞
性
を
發
現
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

一
遍
上
人
に
お
い
て
、
人
皆
す
べ
て
本
來
阿
彌
陀
佛
で
あ
り
、
自
も
阿
彌
陀
佛
、
他
も
阿
彌
陀
佛
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
無
明

・
煩
惱

の
故
に
可
能
性
に
お
い
て
あ
る
。
し
か
し
て
、
あ
く
ま
で
も
、
覺
性

の
開
顯
は
、
そ
の
發
現
を
妨
げ
て
い
る
煩
惱
を
排
除
し
て

い
く
こ
と
に
よ
つ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
彼
は
、
生
佛
を
否
定
媒
介
す
る
繦
對
的
超
越
法
と
し

て
名
號

を

措

定

し

て
、

自
己
否
定
的
要
素
を
缺
落
し
た
師
身

こ
れ
佛
と
い
つ
た
考
え
を
、

惡
し
き
本
覺
思
想
と
し
て
斷
捨
し
、

「
五
蘊
の
中
に
衆
生

を

た
だ

や
ま
す
る
病
な
し
。
四
大
の
中
に
衆
生
を
な
や
ま
す
煩
惱
な
し
。
但
、
本
性
の

一
念
に
そ
む
き
て
五
欲
を
家
と
し
、
三
毒
を
食
と
し
て

三
惡
道
の
苦
患
を
う
く
る
事
、
自
業
自
得
果
の
道
理
な
り
。
し
か
あ
れ
ば
、
み
つ
か
ら

一
念
發
心
せ
ん
よ
り
ほ
か
に
は
、
三
世
諸
佛

の

一
遽
上
人
の
人
間
数
育

一
八
九



一
九
〇

の

慈

悲

も

す

く

ふ

こ

と
あ

た

は
ざ

る
も

の
な

り
或

」

と
も

、

「
自

受

用

と

い
ふ

は
、

水

が
水

を

の

み
、

火

が
火

を
燒

〔
く
〕

が

ご

と

く
、

松

は

松

、

竹

は

竹

、

そ

の
體

を

の

れ
な

り

に
生

死

な

き

を

い
ふ
な

り

コ

然

〔
る
〕

に
、

衆

生

、

我

執

の

一
念

に

ま

よ

ひ

し

よ
り

己

來

、

マ
マ

曁

常
没
の
凡
夫
た
り
・
爰
に
彌
陀
の
本
願
他
力
の
名
號
に
讐

ぬ
れ
ば
、
生
死
な
き
本
分
に
か

へ
る
な
り
。
こ
膣

『努
力
飜
迷
還

か
ヘ

ロ

本
家
』
と
い
ふ
な
り
。
名
號
に
歸
す
る
よ
り
外
は
、
我

〔
れ
〕
と
わ
が
本
分
本
家
に
歸
る
こ
と
有

〔
る
〕
べ
か
ら
ず
。
」
と
も
語

っ
て
、

人
間

の
本
體
論
的
な
認
識
に
立
つ
て
、
名
號
に
歸
入
し
、眞
實
の
自
己
に
回
歸
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
「塩
ハ身
に
佛
性

の

に

の
火
有

〔
り
〕
と
い
へ
ど
も
、
わ
れ
と
煩
惱

の
薪
を
燒
滅
す
る
事
類
」
く
、

「名
號

の
智
火
の
ち
か
ら
を
も
て
燒
滅
す
べ
き
」
も
の
だ
か

ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
に
と
つ
て
、
佛
性
を
發
現
し
た
る
眞
實

の
自
己
は
阿
彌
陀
佛
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
彌
陀
窪
は

「
無

　

　り

　

く

心
寂
靜
な
盈

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
彌
陀
の
ま
し
ま
す

「
極
樂
は
無
我
の
土
な
る
が
故
に
、

我
執
を
も

て
肱
往
生
」

す

る

ゆ

こ

と

が

で

き
ず

、

從

つ

て
阿

彌

陀

佛

た

る

こ

と

は

か
な

わ

ぬ

の
で

あ

る
。

否

、

そ

れ

ど

こ
ろ

か
、

「
六
識

分

別

の
妄

心
」

た

る
人

問

の

ゆ

む

ユ

く

心

は

、

「
よ

き

時

も

あ

し
き

時

も

迷
凵

で
あ

り

、

「
人

を
縛

し

て
閻

羅

の
所

に
至

ら

し

む

」

る
も

の

で
あ

つ
た

の

で
あ

る
。

か
く

し

て
、

一
遍

上

人

ば
、

「
有

心

は
生

死

の
道

、

無

心

は
涅

槃

の
城

な

り
。

生

死

を

は

な

る

、
と

い
ふ

は

心

を

は

な

る

、
を

い
ふ

あ

な
%

」
と
述

べ
、
ま
た
空
也
上
人
の

「捨

て
丶
こ
そ
」

の
言
葉
を
念
佛
の
本
質
を
語

つ
た
金
言
と
し
て
、

「
念
佛

の
行
者
は
智
慧

を
も
愚
痴
を
も
捨

〔
て
〕
、
善
惡
の
境
界
を
も
す
て
、
貴
踐
高
下
の
道
理
を
も
す
て
、
地
獄
を
お
そ
る
、
心
を
も
す
て
、
極
樂
を
願
ふ

　

心
を
も
す
て
、
又
諸
宗

の
悟
を
も
す
て
、

一
切
の
事
を
す
て
丶
申

〔
す
〕
念
佛
こ
そ
、
彌
陀
超
世
の
本
願
に
は
か
な
ひ
候

へ
。
」
と
語

つ
て
、
因
縁
所
生
の
俣
在
で
は
あ
る
が
、

一
切
の
我
執
の
根
源
ヒ
な
る
自
我
意
識
を
全
的
に
否
定
し
、
自
己
執
着

の
繋
縛
よ
り
離
腕
し

た
稱
名
行
を
強
調
し
た
。
す
な
わ
ち
、
自
力
我
執
の
妄
分
別
を
離
脱
し
、
離
分
別

・
無
所
着
の

「捨
て
、
こ
そ
」

の
境
地
で
、
無
我
無

む

心
に

「打

〔
ち
〕
あ
げ
打

〔
ち
〕
あ
げ
と
な
血

る
念
佛
こ
そ
、
彌
陀
超
世
の
本
願
に
か
な
う
も
の
で
あ
り
、
衆
生
往
生
の
正
因
で
あ



㈲

る
、

と

し

た

の

で

あ

る
。

彼

が

「
と

に

か

く

に
心

は
ま

よ

ふ
も

の
な

れ

ば
南

無

阿

彌

陀

佛

ぞ
西

へ
ゆ

く

み
ち

」

と

詠

う
所

以

で

あ

る
。

註
ω

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本
八

二
頁
。

ω

同
上
書
八

二
頁
。

㈲

同
上
書
四

一
ー

四
二
頁
。

ω

同
上
書

六
二
ー

六
三
頁
。

㈲

同
上
書

八
五
頁
。

㈲

同
上
書

八
五
頁
。

ω

同
上
書

七

一
頁
。

㈹

同
上
書

六
七
頁
。

㈲

同
上
書

六
〇
頁
。

⑩

同
上
書
八
八
頁
。

qD

同
上
書
七
八
頁
。

⑫

同
上
書
七
八
頁
。

㈱

同
上
書
三

五
ー

三
六
頁
。

⑭

同
上
書

三
六
頁
。

㈱

同
上
書
四
八
頁
。

八

7

一
體
、

一
遍
上
人
は
、

「
心
の
外
に
境
を
置

〔
き
〕
て
念
を
お
こ
す
を
迷
と
い
嗟

り
。
境
を
滅
し
て
獨

一
な
る
本
分
の
心
は
妄
念

ヱ

な
し
。
心
境
各
別
に
し
て
、
ふ
た
つ
と
お
み

し
よ
り
、
生
死
に
は
轟

す
る
な
%

」
蓄

い
、
ま
た

『
阿
彌

陀
經
』

の

「從
是
洒ゆ

方
過
十
萬
億
佛
土
」
と
い
う
句
を
釋
し
、
「
實
に
十
萬
億

の
里
數
を
過

〔
ぐ
〕

る
に
は
あ
ら
す
。
衆
生
の
妄
執

の

へ
だ
て
を
さ
す
な
り
。」

一
逼
上
人
の
人
問
教
育

一
九

一



一
九

二

　
ヒ
　
テ

ニ

ス
レ
パ

　
のこ

ニ

シ

ツ

と

示

し

て
、

い
わ

ゆ

る
己

心

淨

土

を

説

き

、

ま

た

「
菩

提

心

論

に

い

は
く

『
遇

レ

筏

逹

二

於

彼

岸

一
法

已

應

レ
捨

』

と
。

極

樂

も

、

㈲

指

方

立
相

の
分

は

、

法

已

應
捨

の
分

な

る

べ
し

。

」

と

述

べ

て
、

指

方

立
相

を

も

否

定

し

た

。

彼

に
と

つ
て
、

「
淨

土

を

立

〔
つ
〕

る

　

　
り

は
、
欣
慕

の
意
を
生
じ
、
願
往
生
の
心
を
す
丶
め
ん
が
爲
凵

で
あ
り
、

「欣
慕
の
意
を
す
～
む
る
事
は
、
所
詮
、
稱
名
の
た
血

で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
は
、
南
無
阿
彌
陀
佛
が
往
生
で
あ
る
が
故
に
、
名
號
に
は
臨
絡
も
丞
-生
も
な
く
、
三
世
常
恒
の
法
で
あ
り
、

出
る
息
入
る
息
を
待
た
な

い
、
そ
の
當
體
の

一
念
を
臨
絡
と
定
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
只
今

の
一
念

の
他
に
臨
絡

の
念
佛
は
な
い
、

　

　

と
す
る
。
し
か
し
て
、

「
答
公
朝
書
頌
」
に

コ

聲
名
號
中

三
尊
垂
化
用

十
方
衆
生
前

九
品
顯
來
迎
」
と
あ
る
ご
と
く
、
稱
名

に
よ
つ
て
自
己
の
本
分
の
顯
わ
れ
る
位
が
す
な
わ
ち
眞
實
の
來
迎
で
あ
り
、
往
生
な
の
で
あ
る
。
實
に
、
彼
に
と

つ
て
、

「往
生
と
い

　

　

ふ
事
。
往
は
理
な
り
、
生
は
智
な
り
。
理
智
契
當
す
る
を
往
生
と
い
ふ
な
り
。
」
で
あ
り
、
し
か
も

「名
號
の
位
則

〔
ち
〕
往
生
」
で

0

あ
る
か
ら
、

「
三
世
截
斷
の
名
號
に
歸
入
し
ぬ
れ
ぼ
、
無
始
無
絡
の
往
生
」
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
自
力
情
量
を
捨

て
て
彌
陀
の
名
號
と
合
致
す
れ
ぼ
、
生
佛
不
二

・
機
法

一
體
と
な

つ
て
、
こ
の
世

に
お
い
て
無
證
に
證

入
し
、
現
身

の
ま
ま
に
理
智
契
當

の
往
生
を
實
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
故
に
、

「
他
力
稱
名
の
行
者
は
、
此
身

は
し
ば
ら
く
穢
土
に

　
.

有

〔
り
〕
と
い
へ
ど
も
、

心
は
す
で
に
往
生
を
途

〔
げ
〕

て
淨
土
に
あ
り
」
、

南
無
阿
彌
陀
佛
と

一
念
歸
命
の
後

は
、

ま
さ
に
己
身

は
彌
陀
と
な
り
、
凡
夫

の
三
業
は
彌
陀
の
三
業
と
な
つ
て
、

「我
も
我
に
あ
ら
ず
。
故
に
心
も
阿
彌
陀
佛

の
御
心
、
身

の
振
舞
も
阿
彌

の

ことば

ロ

陀
の
御
振
舞
、
ご
と
ば
も
あ
み
だ
佛
の
御
言
な
れ
ば
、
生

〔
き
〕
た
る
命
も
阿
彌
陀
佛

の
御
命
」
な
の
で
あ
る
。

か
く
て
人
皆
す

べ
て

現
身
の
ま
ま
に
阿
彌
陀
佛
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
彼
が
、
後
に
時
宗

二
祀
と
な
つ
た
眞
教
上
人
を
他
阿
彌
陀
佛
と
名
付
け
た
の
を
始
あ
と

し
て
、
時
衆
に
い
わ
ゆ
る
阿
彌
陀
佛
號
を
付
與
し
た
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、

一
遍
上
人
は
、

い
わ
ゆ
る
他
力
の
師
身
成
佛
を
説

い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
天
臺
本
覺
思
想
の
影
響
を
濃
厚
に
受
け
て
、



夲

生
に
往
生
の
實
得
を
詭
く
印
便
往
生
を
唱
え
た
西
山
義
を
、
そ
の
母
胎
ど
す
る
故
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
も

つ
と
も
、
彼
の
宗

　

教

は
、
ま
た
、
眞
言
念
佛

の
影
響
を
も
強
く
受
け
て
い
る
と
さ
艦

故
吉
川
清
氏
な
ど
は
、
成
道
後

の
彼

の
立
場
は
、
法
然
門
流

の
系

む

譜

を
嗣
ぐ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
俊
乘
房
重
源

の
眞
言
念
佛
の
流
れ
に
沿
う
も
の
で
あ
る
、
と
ま
で
い
つ
て
お
ら

れ
る
の
で
あ
窯

㈲

ま

た

一
遍
上
人
が
重
源
と
同
じ
く
南
無
阿
彌
陀
佛
と
も
號
し
た
と
い
う
説
も
思

い
合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
け
だ

し
、
彼
が
他
力
の

即
身
成
佛
を
読
く
に
至

つ
た
背
景
に
は
、
あ
る
い
は
、
眞
言
密
教
の
影
響
も
少
な
か
ら
ず
あ

つ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

と
こ
謹
で
、
印
身
成
佛
と
は
い
つ
て
も
、

一
遍
上
人
に
は
、

「
淨
土
は
他
力
の
行
な
れ
ぼ
、
身
命
を
佛
に
歸
し
て
命

つ
き
て
の
ち
佛

　

性

を
證
す
。
」
ど
か
、

「厭
離
穢
土
欣
求
淨
土
の
こ
丶
ろ
ざ
し
あ
ら
ん
人
は
、
わ
が
機
の
信
不
信
淨
不
淨
有
罪
無
罪
を
論
ぜ
ず
、
た
穿

か

丶
る
不
思
議

の
名
號
を
き
丶
得
た
る
を
よ
ろ
こ
び
と
し
て
、
南
無
阿
彌
陀
佛
を
と
な

へ
て
息
た
え
命
お
は
ら
ん
時

、
必

〔
ず
〕
聖
衆

αの

;

の
來
迎
に
預

〔
り
〕
て
、
無
生
法
忍
に
か
な
ふ
べ
き
な
り
。
」
と
い
つ
た
、
通
途
の
西
方
淨
土
を
欣
求
す
る
か
の
ご

と
き
言
辭
も
見
ら

　

ふ

ロ

ユ

れ

る

の

で
あ

る
が

、
臨

牛

一
致

を

読

き

、

「
往

生

と

い
ふ

は
無

生

」

で

あ

る

と

な

し

、
「
名

號

の
外

に
往

生

な

し
d

」

と
強

く

斷

定

し

て

い
る

こ

と

か

ら

す

れ

ぱ
、

彼

の
究

極

の
説

で
は

な

く

、

善

巧

方

便

の
淺

教

読

た

る
、

い
わ

ゆ

る
教

義

門

に
止

ま

る

の

で
あ

り

、

深

教

読

ôsue_

た

る
實

義

門

よ
り

す

れ

ぼ
、

「
稱

名

の
位

が
邸

〔
ち
〕

ま

こ
と

の
來

迎
嵐

で
あ

り
、

往

生

で
あ

る

が
故

に
、
身

心

を
放

下

し

て
名

號

に

ゆ

歸

入

す

れ

ば
、

理

智

契

當

し

て
、

現

身

の
ま

ま

に
往

生

を
得

て
、

無

生
法

忍

を
證

す

る

の

で
あ

る
砲

註
ω

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩

波
文
庫
本

八
〇
頁
。

㈲

同
上
書

八
二
頁
。

㈲

同
上
書
九
〇
頁
。

④

同
上
書

六
〇
頁
。

㈲

同
上
書

六
〇
頁
。

一
遍
上
人

の
人
間
教

育

一
九
三



一
九
四

⑥

同
上
書

七
四
ー

七
五
頁
參
照
。

①

同
上
書
四
三
頁
。

㈹

同
上
書
七
〇
頁
。

㈲

同
上
書
六
〇
頁
。

⑩

同
上
書
七
四
頁
。

oo

同
上
書
七
〇
頁
。

⑱

同
上
書
三

二
頁
。

⑬

赤
松
俊
秀
論
文

「
一
遍

の
著
述
と
推
定

さ
れ
る
聖
敢
に

つ
い
て
」
、
『
鎌
倉
佛
敏

の
研
究
』

二
五
六
ー

二
五
七
頁
參
照
。

ω

『
時
衆
阿
彌
教
團

の
研
究
』

一
二
ー

一
六
、

一
五
八
ー

一
六
二
、
三
五
九
-

三
六
〇
頁
な
ど
參
照
。

㈲

金
井
清
光
論
文

「
一
遍
の
生
涯

と
宗
数
」

日
、
『
時
衆
研
究
』
第
三
六
號
二
六
頁
。

㈹

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本

三
七
頁
。

卩

⑳

同
上
書
三
四
頁
。

㈱

同
上
書
七
四
頁
。

㈹

同
上
書
三
四
頁
。

⑳

同
上
書
七

六
頁
。

⑳

寺
沼
琢
明
著

『
時
宗
綱
要
』
六

六
頁
參
照
。

九

と

こ
ろ

で
、

如

上

の
現

身

往

生

は
、

事

實

が
明

ら

か

に
す

る

と

こ

ろ

で
あ

つ
た
。

す

な

わ

ち
、

身

心

を
放

下

し

て
名

號

に
躍

入

し

、

曜

一
念
佛
に
臨

つ
て
・
我
の
轟

か
ら
靉

さ
れ
る
と
こ
乏

、
自
己
は
本
來
の
自
己
を
見
出
し
、
注
命
は
羇

的
な
畠

を
獲

ゆ

得

す
る
・

つ
ま
り
、
自
暑

定
は
單
な
る
自
己
否
定
に
な
り
絡
わ
ら
ず
、

「身
を
す

つ
る
す

つ
る
、心
を
す
て
」
る
と

?
つ
、
否
定
の
否

定

に
よ
つ
て
、
高

い
次
元
に
自
己
を
肯
定
し
、
生
か
す
こ
と
と
な
る
。
捨
て
た
は
ず
の
自
己
が
逆
に
肯
定
せ
ら
れ
て
、
活
撥
撥
地
の
實
相



の
世
界
に
蘇

る
の
で
あ
る
。

一
體
、

一
遍
上
人
は
、

「
三
心
と
は
身
心
を
捨

〔
て
〕

て
念
佛
申

〔
す
〕
よ
り
外
に
別
の
子
細
な
し
。
其
身
心
を
棄

〔
て
〕
た
る
姿

は
南
無
阿
靉

佛
癒
な
り
凶

と
述

べ
・
莪

〔
が
〕
體
を
捨

〔
て
〕

て
南
無
阿
彌
陀
佛
と
獨

一
な
る
を

一
心
不
亂
塁

ふ
な
り
。
さ
れ

　
ま

ド

ぼ
念
々
の
稱
名
は
念
佛
が
念
佛
を
申

〔
す
〕
な
呶
。
」
と
い
い
、
ま
た
、

『
大
無
量
壽
經
』
の
。

「
聞
名
欲
往
生
」
と
い
う
句
を
釋
し

て
、

「
人
の
よ
脈
に
念
佛
す
る
を
き
け
ば
、
わ
が
心
に
南
無
阿
彌
陀
佛
と
う
か
ぶ
を
聞
名
と
い
ふ
な
り
。
し
か
れ
ば
名
號
が
名
號
を
聞

　

.

く
な
り
气
」
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
衆
生
は
、
名
號
を
稱
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
往
生
し
て
阿
彌
陀
佛
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、

阿
弥
陀
仏
も
成
佛
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
稱
名
の
瞬
問
に
、
衆
生
と
阿
彌
陀
佛
と
は

一
體
と
な
り
、
し
か
し
て
衆

生
と
阿
彌
陀
佛
と
は

滄
滅
し
、た
だ
南
無
阿
彌
陀
佛
だ
け
が
殘
る
。
こ
の
故
に
、
「
念
佛
が
念
佛
を
申
」

し
、

「名
號
が
名
號
を
聞
く
」

の
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
・
も
は
や
稱
え
る
我
は
な
く
、
稱
え
ら
れ
る
名
號
と
稱
え
る
我
と
が

一
體
と
な
り
、
唯

一
念
佛
と
な
る
。
魔

も
の
は
た
だ
念
佛
の

　

靉

か
り
な
の
で
あ
る
.
ま
さ
に
、
彼
が

「華

き
靉

の
御
名
に
ぞ
生
れ
け
る
と
な

へ
す
て
薩
る
跡
の

奮

と
諺

つ
所
以
で
あ
る
.

し
か
し
て
・
彼
が

「身
心
を
放
下
し
て
無
我
無
人

の
法
に
歸
し
ぬ
れ
ば
、
自
他
彼
此
の
人
我
な
玩
」
と
説
き
、

「
と
な
ふ
れ
ば
佛
も
わ

の

れ
も
な
か
り
け
り
南
無
阿
彌
陀
佛
な
む
あ
み
だ
佛
凵
と
示
し
て
い
る
ご
と
く
、

「捨

て
丶
こ
そ
」

の
繦
對
的
自
己
否
定
に
よ
り
、
實
相

の
世
界
に
自
己
を
没
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
己
の
働
き
は
眞
理
と

一
如
し
、
行
佛
は
佛
行
と
な
り
、
機
法

一
體

.
生
佛

一
如
と
な
る
。

r
-
.

ま
さ
に
・

「阿
彌
陀
佛
は
ま
よ
ひ
悟

の
道
た
え
て
た
穿
名
に
か
な
ふ
帆
郵
沸
唄

(傍
點
稿
者
)
で
あ
り
、
そ
れ
は

一
念
歸
命

の
念
佛

の
行

者

に
他
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

①ロ

し
か
し
て
、
そ
こ
に
は
、

「命
濁
中
夭
の
無
常

の
命
を
、
不
生
不
滅

の
無
量
壽
に
歸
入
し
ぬ
れ
ば
、
生
死
あ
る
事
な
し
。
」

の
、
相

封

の
な
か
に
あ
つ
て
繦
對
に
生
き
、
時
間
的
な
世
界
が
永
遠
の
實
相
を
示
す
境
界
が
開

か
れ
る
。
實
に
、
そ
れ
は
、

「松
は
松
、
竹
は

一
遍
上
人
の
人
間
教
育

一
九
五



一
九
六

つ

て
い

ロ

竹

、
其

體

を
、の
れ

な

り

に
生

死

な

き
」

繦

封

境

で
あ

り

、

「
よ

ろ

づ

生

〔
き
〕

と

し

い
け

る
も

の
、

山

河

草
木

、

ふ

く

風

た

つ
浪

の
音

⑫

ま

で
も

、
念

佛

な

ら
ず

と

い
ふ

こ

と
な

」

き

法

界

遍

滿

の
、

自

然

と

の
感

應

道

交

の
世

界

で
あ

り

、

踊

躍

大
歡

喜

の
生

じ

る
喜
悗

の
世

界

で
あ

ρ
た

の

で
あ

る
。

註
ω

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本

六
三
頁
。

㈲

同
上
書
四
五
頁
。

㈲

同
上
書

五
八
頁
。

m田

同
卜
一耄
岡
六
ご
一頁
。

'
㈲

同
上
書
八

一
頁
。

㈲

同
上
書

五
六
頁
。

ω

同
上
書
六
五
頁
。

㈲

同
上
書
五
四
頁
。

幽
㈲

同
上
書
五
六
頁
。

⑩

同
上
書
九

二
頁
。

ω

同
上
書
六

二
頁
。

⑱

同
上
書
三
六
頁
。

十

か

く

し

て
、

一
遍

上
人

は

、
か

か

る
念

佛

世

界

に

一
人

で
も

多

く

の
衆

生

を

導

き

入

れ

る
た

め
、

一
所

不

住

の
捨

聖

と

し

て

、
「
念

佛

ω

勸

進

を

わ

が

い

の
ち
」

と

し

、
文

字

通

り

生
命

を

賭

し

て
、

一
化

十

六
年

を

日

々
を
旅

に
し

て
旅

を
栖

と

す

惹

、
捨

身

度

生

の
菩

薩

行

を
展

開

し

た

の

で
あ

る

。

す

な

わ

ち

、
彼

に
と

つ
て

、
念

佛

の
算

利

は

、
名

體

不

二
の
故

に

、
阿

彌

陀

佛

に
他

な
ら

な

い

の
で

あ
り

、
そ

ω

れ

を
與

え

る

こ

と

に

よ

つ
て
、

眞

如

法
性

の
理

に
暗

き
迷

え

る
衆

生

に

阿
彌

陀
佛

と

の
縁

を
結

ば

せ
、

「
念

佛

が
念

佛

を
申

」

す

實

相



の
世
界

に
入
ら
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
體
、
こ
こ
に
い
う
遊
行
と
は
、

「
春
の
霞
あ
ぢ
は
ひ
つ
き
ぬ
れ
ば

無
生
を
念
じ
て
永
日
を
滄
し

夕
の
雲

こ
ろ
も
た
え
ぬ
れ
ば

慚
愧
を
か
さ
ね
て
寒
夜
を
あ
か
す

か
く
て
念
佛
を
勸
進
し
給

(ひ
)
け
る
に

僣

の
行

(き
)
あ
ひ
た
り
け
る
が

七
條
の
袈
裟
の

や
ぶ
れ
た
る
を
た
て
ま

つ
れ
り
け
る
を

腰
に
ま
と
ひ
て
ロ
ハ縁
に
隨
ひ
足
泥
ま
か
せ
て
す

丶
め
あ
り
き
給

(ひ
)

け
り

山
路
に
日
く

㈲

れ
ぬ
れ
ば

苔
を
は
ら
ひ
て
露
に
ふ
し

溪
門
に
天
あ
け
ぬ
れ
ば

稍
を
わ
け
て
雲
を
ふ
む
」
と
い
う
普
賢
行
願

の
苦
行
で
あ
り
、
菩

薩
行
た
る
六
波
羅
に
配
當
す
る
な
ら
ば
忍
辱

・
精
進
に
他
な
ら
な
い
。
か
つ
ま
た
、
遊
行
に
相
師
す
る
賦
算
と
は
、

「
一
遍
の
稱
名
法

界

に
遍
じ
て
前
な
く
後
な
く

有
識
含
靈
み
な
こ
と
ぐ

く
安
樂
の
能
人

織

の
響

成
ず
る

他
力
難
思
の
密
意
を

つ
た

へ
≦

の

切

衆

生

決

定
往

生

の
記

前

を

さ

つ

く

る

も

啾
」

で

あ

り

、

六
波

羅

密

に

配

當

す

る

な

ら

ば
布

施

に

當

た

る

も

の
な

の

で
あ

る
。

實

に
、

彼

に

あ

つ
て

、

こ

の
遊

行

と

賦

算

と

は
兩

々
相

俟

つ

て
捨

身

度

生

の
普

賢

行

願

で
あ

つ
て
、

同

時

に
眞

に
自

他

を

生

か
す

、

自

利

利

他

㈲

印

一
の
菩

薩

大

行

で
あ

つ
た

の

で
あ

る

。
彼

が

遊

行

上

人

と
呼

ば

れ

、

宗

派

を

越

え

て
尊

信

さ

れ

る
所

以

で
あ

る
。

註
ω

『
一
遍
聖
繪
』
第

五
、
淺
山
圓

詳
校
註

『
墾
縮
六
條
縁

起
』

二
四
頁
。

ω
,

『
一
遍
上
人
語
録
』
、
岩
波
文
庫
本
六
三
頁
。

㈲

『
一
遍
聖
繪
』

第
四
、
淺
山
圓
詳
校

註

『聖
黼
六
條
縁
起
』

一
四
頁
。

ω

『
一
遍
聖
繪
』
第
三
、
同
上
書

一
一
頁
。

㈲

な
お
、
羽
渓
了
諦

氏
は
、

そ
の
著
『
佛
数
敏
育
學
』

三
、
四
頁
に
お
い
て
、

自
覺

に
よ

つ
て
體
認
さ
れ
た
永
遠
最
高

の
絶
對
價
値

は
、
も
と
よ
り
個

人
的

・
主
觀
的
に
局
限
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
く
、
す

べ
て

の
存
在
に
妥
當

す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
大
自
覺
に
達

す
れ
ば
、

自
ず
か
ら

そ
の
絶
對
價
値
を
普
遍
的

・
客
觀
的

に
實
現
し
よ
う
と
す

る
覺
他

の
行
を
生
む
と
し
、
孑
「
將
來
如
何

ほ
ど
人
間

の
理
念
が
高
ま

つ
て
も
、

お
そ
ら

く
こ
れ
に
超

え
た
敏
育
的
理
想
の
確
立
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
」

と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

一
遍
上
人

の
人
間
教
育

一
九
七




