
「
法
蔵
菩
薩
は
〈
も
ろ
も
ろ
の
生

Ｓ死
・
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
ん
〉
と

ご

ん

く

願
わ
れ
て
五
劫
思
惟
を
さ
れ
た
の
で

す
ね
」

「
え
え
、
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
の
生

Ｄ死
（
ま
よ
い
）
の
本
を
除
き
、
苦
し

、

み
の
根
本
を
除
き
た
い
と
願
わ
れ
て

長
い
間
思
惟
を
さ
れ
た
の
で
す
」

「
一
切
の
衆
生
の
迷
い
と
そ
の
結

Ｓ果
の
苦
し
み
を
な
く
し
て
、
さ
と
り

と
そ
の
安
ら
ぎ
を
与
え
た
い
と
の
こ

と
で
す
が
、
そ
の
道
に
つ
い
て
思
惟

が
な
さ
れ
た
の
で
す
か
」

「
生
死
・
勤
苦
の
本
を
の
ぞ
く
、

Ｄす
な
わ
ち
一
切
の
衆
生
を
仏
陀
た
ら

し
め
る
た
め
に
、
往
生
浄
土
の
道
を

思
惟
さ
れ
ま
し
た
。
浄
土
に
生
ま
れ

て
仏
陀
と
な
る
道
で
す
」

「
す
る
と
浄
土
は
、
生
ま
れ
て
仏

Ｓに
な
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
な
の
で

す
か
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
聖
人
は
浄
土

Ｄの
こ
と
を
涅
槃
界
と
い
わ
れ

『
唯
信

、

鈔
文
意

」
に
は

』

涅
槃
界
と
い
う
は
、
無
明
の
ま
ど

《い
を
ひ
る
が
え
し
て
、
無
上
涅
槃
の

さ
と
り
を
ひ
ら
く
な
り
。
界
は
、
さ

か
い
と
い
う
。
さ
と
り
を
ひ
ら
く
さ

》

か
い
な
り

と
申
さ
れ
て
い
ま
す
」

「
浄
土
と
い
う
の
は
極
楽
と
は
違

Ｓう
の
で
す
か

」
。

「
い
い
え
同
じ
で
す
。
し
か
し
極

Ｄ楽
は
、
私
た
ち
が
一
般
に
想
像
し
て

い
る
よ
う
な
安
楽
の
充
満
し
た
場
所

で
も
な
け
れ
ば
、
た
ん
に
静
寂
な
境

。

地
や
忘
我
の
世
界
で
も
あ
り
ま
せ
ん

自
他
一
如
の
さ
と
り
を
完
成
し
、
さ

と
り
の
智
慧
に
よ
っ
て
全
て
の
煩
悩

が
消
滅
し
て
い
る
真
実
の
安
ら
か
な

領
域
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

＊

「
で
は
な
ぜ
、
一
切
衆
生
を
救
う

Ｓた
め
に
往
生
浄
土
の
道
を
思
惟
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
」

「
法
蔵
菩
薩
が
な
ぜ
浄
土
往
生
の

Ｄ道
を
考
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と

は
、
私
の
よ
う
な
愚
か
な
者
に
は
と

て
も
う
か
が
い
知
れ
ま
せ
ん
。
た
だ

愚
か
な
私
な
り
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ

を
少
し
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
、

金
子
大
栄
先
生
は
常
に

浄
土
は
死
の
帰
す
る
と
こ
ろ
で
あ

《り
つ
つ
、
そ
れ
が
生
の
依
る
と
こ
ろ
と

》

な
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
浄

土
に
つ
い
て
の
大
変
尊
い
了
解
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
」

「

浄
土
は
死
の
帰
す
る
と
こ
ろ
》

Ｓ

《

と
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
」

「
大
経
に
、
迷
い
の
凡
夫
は

Ｄ

生
の
従
来
す
る
と
こ
ろ
、
死
の
趣

《

》

向
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
こ

の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
ど

こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
そ
う

し
て
ま
た
死
ん
で
ど
こ
に
お
も
む
き

向
か
う
の
か
を
知
ら
な
い
。
凡
夫
に

は
お
の
れ
の
生
前
に
も
死
後
に
も
ま

。

っ
た
く
無
知
だ
と
説
か
れ
て
い
ま
す

清
沢
満
之
先
生
も

『
朧
扇
記
』
に
中
に

ろ
う
せ
ん

い
か
に
推
考
を
つ
い
や
す
と
い
え

《ど
も
、
い
か
に
科
学
・
哲
学
に
尋

求

じ
ん
き
ゅ
う

す
と
い
え
ど
も
、
死
後
の
究
極
は
、

と
う
て
い
不
可
思
議
の
関
門
に
閉
ざ

さ
る
る
も
の
な
り
。
あ
に
死
後
の
究

極
し
か
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
生
前
の

究
極
も
ま
た
不
可
思
議
の
雲
霧
を
望

》

見
す
べ
き
の
み

。

、

と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す

す
な
わ
ち

私
が
死
ん
で
い
く
そ
の
行
く
末
も
わ

か
ら
ず
、
私
は
一
体
ど
こ
か
ら
生
ま

れ
て
て
き
た
の
か
、
何
に
も
分
か
ら

な
い
、
あ
た
か
も
雲
や
霧
に
覆
わ
れ

て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
。
し
か
も

清
沢
先
生
は
続
け
て

こ
れ
吾
人
が
進
退
と
も
に
絶
対
不

《可
思
議
の
妙
用
に
托
せ
ざ
る
べ
か
ら

た
く

》

ざ
る
ゆ
え
ん

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
」

「
だ
い
ぶ
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し

Ｓ
。

、

た

生
ま
れ
る
前
は
ど
う
だ
っ
た
か

、

ま
た
死
ん
で
い
く
先
は
ど
う
な
の
か

私
は
ほ
と
ん
ど
考
え
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
何
も

分
か
ら
な
い
で
す
ね
。
こ
と
に
〈
私

は
こ
の
世
を
終
え
て
一
体
ど
う
な
る

の
か
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
〉
と
い
う

こ
と
が
ま
っ
た
く
見
通
し
が
た
っ
て

い
な
い
ま
ま
で
す
。
清
沢
先
生
が
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
行
き
先
は
雲
霧
を

見
る
よ
う
に
不
透
明
で
す
」

「

、

Ｄ

私
の
生
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か

、

そ
し
て
死
ん
で
ど
こ
に
向
か
う
の
か

と
い
う
問
題
は
、
本
当
は
大
事
な
問

題
で
す
。
こ
こ
が
非
常
に
不
透
明
に

な
り
、
暗
く
な
っ
て
い
る
た
め
に
、

こ
の
世
の
人
生
全
体
の
見
通
し
が
立

た
ず
、
そ
の
場
限
り
の
切
り
抜
け
を

し
な
が
ら
し
か
人
生
を
送
れ
な
い
の

が
私
た
ち
の
す
が
た
で
す
。
行
く
先

が
不
可
解
で
、
不
透
明
な
死
が
待
っ

て
い
る
人
生
で
す
、
い
わ
ば
不
可
解

な
死
へ
向
か
っ
て
い
る
生
し
か
知
ら

な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
生
そ

の
も
の
が
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
〈
や

り
き
れ
な
さ
〉
に
つ
つ
ま
れ
て
い
ま

す
」

＊

「
そ
れ
な
の
に
私
た
ち
は
こ
の
世

Ｓの
中
の
救
い
ば
か
り
に
目
が
向
い
て

い
ま
す
ね
」

「
そ
う
な
ん
で
す
。
仏
教
の
救
い

Ｄ

。

は
生
と
死
を
超
え
て
い
く
救
い
で
す

い
わ
ば
永
遠
の
救
い
な
の
で
す
。
そ

れ
で
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
世
の
人
生

が
本
当
に
救
わ
れ
る
と
い
う
の
が
仏

の
教
え
で
す
。
過
去
世
、
現
世
、
来

世
と
い
う
三
世
を
含
め
て
の
救
い
で

す
。
法
蔵
菩
薩
が
衆
生
を
救
う
と
い

う
場
合
の
法
藏
様
の
視
野
は
そ
こ
ま

で
見
通
し
て
の
救
い
で
す
。
ま
た
、

そ
れ
で
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
世
の
人

」

生
が
ト
ー
タ
ル
に
救
わ
れ
る
の
で
す

「
そ
う
い
う
長
い
目
で
生
き
死
に

Ｓを
考
え
て
な
い
と
仏
法
は
何
を
言
お
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⑧

往
生
浄
土
の
意
味



う
と
し
て
い
る
の
か
何
か
よ
く
分
か

ら
な
い
し
、
人
生
全
体
に
確
か
な
見

通
し
が
立
た
な
い
の
で
す
ね
」

「
そ
う
思
い
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
が

Ｄ一
切
衆
生
を
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
よ

う
と
さ
れ
た
こ
と
も
、
そ
こ
か
ら
考

え
な
い
と
そ
の
深
い
意
味
は
い
た
だ

け
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
は
〈
こ
の
世
の
人
生
を
ど
う

生
き
て
い
く
か
だ
け
の
範
囲
〉
で
考

え
て
し
ま
う
か
ら
浄
土
往
生
と
い
う

い
わ
れ
が
理
解
し
に
く
い
の
で
す
」

＊

「
さ
っ
き
の
お
話
で
清
沢
先
生
が

Ｓ〈
死
後
の
み
な
ら
ず
、
生
前
の
究
極

も
ま
た
不
可
思
議
の
雲
霧
を
望
見
す

べ
き
の
み
〉
と
述
べ
ら
れ
た
あ
と
に

す
ぐ
、
だ
か
ら
こ
そ
〈
こ
れ
吾
人
が

進
退
と
も
に
絶
対
不
可
思
議
の
妙
用

に
托
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

、
す
な
わ

〉

ち
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
、
阿
弥
陀
仏
に

身
を
ゆ
だ
ね
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
と

仰
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
生
前
死
後

ま
で
も
問
題
に
し
た
立
場
に
立
た
れ

た
か
ら
で
す
ね
」

「
そ
う
な
ん
で
す
。
清
沢
先
生
は

Ｄ宗
教
的
な
救
い
は
こ
う
し
た
来
世
も

過
去
世
も
含
め
て
の
現
在
の
私
の
救

い
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。
で
す
か
ら
当
然
法
蔵
菩
薩

の
思
惟
は
衆
生
に
〈
永
遠
か
け
て
の

救
い
〉
を
成
就
し
た
い
と
の
思
案
で

す
。
そ
こ
を
ふ
ま
え
て
一
切
衆
生
を

浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て
、
仏
陀
た
ら

し
め
よ
う
と
の
願
い
を
起
こ
さ
れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
」

「
往
生
浄
土
と
い
う
い
わ
ば
〈
死

Ｄし
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
道
〉
を
私
た

ち
が
歩
む
こ
と
に
な
れ
ば
、
私
に
と

っ
て
浄
土
は
死
の
帰
す
る
と
こ
ろ
と

な
る
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
な
の
で
す
」

Ｓ

＊

「
で
は
次
に
、
浄
土
は
死
の
帰
す

Ｄる
と
こ
ろ
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
が
同

、

、

時
に

金
子
先
生
の
お
言
葉
で
す
と

生
の
依
る
と
こ
ろ
と
な
る
と
い
わ
れ

る
、
そ
の
関
係
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ

う
か
」

「
死
し
て
浄
土
に
帰
る
道
が
、
そ

Ｓの
ま
ま
こ
の
世
の
人
生
を
支
え
て
く

。

、

だ
さ
る
道
に
な
る
の
で
す

つ
ま
り

死
し
て
帰
る
浄
土
が
、
ま
た
こ
の
世

の
私
の
人
生
の
拠
り
処
と
な
っ
て
く

だ
さ
る
の
で
す
」

「
死
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
か

Ｄ帰
る
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
説
明

し
て
く
だ
さ
い
」

「
死
後
に
浄
土
が
あ
っ
て
、
そ
の

Ｓ浄
土
に
向
か
っ
て
一
歩
一
歩
私
が
一

人
で
歩
ん
で
行
く
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
こ
こ
に
〈
汝
を

浄
土
に
連
れ
て
行
く
〉
と
お
誓
い
く

だ
さ
る
阿
弥
陀
仏
に
受
容
さ
れ
、
阿

弥
陀
仏
と
共
に
、
阿
弥
陀
仏
に
導
か

れ
、
阿
弥
陀
仏
に
護
ら
れ
て
、
阿
弥

陀
仏
の
浄
土
へ
と
生
ま
れ
て
い
く
。

で
す
か
ら
死
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
さ

せ
て
い
た
だ
く
道
程
の
ま
ま
が
、
今

こ
こ
に
離
れ
た
ま
わ
ざ
る
阿
弥
陀
仏

に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ

に
阿
弥
陀
仏
に
今
で
あ
っ
て
い
る
安

ら
か
さ
が
あ
る
の
で
す
」

「
そ
う
す
る
と
死
ん
で
浄
土
に
生

Ｄま
れ
て
い
く
ま
ま
が
、
今
こ
こ
で
阿

弥
陀
仏
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
の
で
す

ね
」「

そ
う
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
金
子

Ｓ先
生
は
《
浄
土
は
死
の
帰
す
る
と
こ

ろ
で
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
が
生
の
依
る

と
こ
ろ
と
な
る
》
と
お
示
し
く
だ
さ

っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
な
お
浄

土
も
阿
弥
陀
仏
も
体
は
一
つ
で
す
。

大
悲
の
真
実
は
、
生
ま
れ
る
世
界
と

し
て
浄
土
と
表
現
さ
れ
ま
す
が
、
万

人
を
救
い
た
も
う
大
悲
の
働
き
と
し

て
阿
弥
陀
仏
と
表
現
さ
れ
る
の
で
す

か
ら
」

「
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と
阿
弥
陀
仏

Ｄと
は
同
じ
働
き
の
違
っ
た
表
し
方
な

の
で
す
ね
」

「

」

Ｓ

そ
う
お
聞
か
せ
頂
い
て
い
ま
す

＊

「
そ
う
す
る
と
真
宗
の
救
い
は
死

Ｄ後
に
浄
土
に
生
ま
れ
る
だ
け
の
救
い

で
は
な
く
て
、
現
在
た
だ
い
ま
の
救

い
で
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
」

「
死
後
の
問
題
と
い
う
と
す
ぐ
、

Ｓ死
ん
で
か
ら
先
の
問
題
の
よ
う
に
思

っ
て

浄
土
教
は
現
在
の
生
活
に
迂
遠

、

う

え
ん

な
教
の
よ
う
に
い
う
人
が
い
ま
す
が

こ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
す
。
死
後
の

問
題
と
い
う
の
は
死
後
に
問
題
が
あ

る
と
い
う
よ
り
は
、
死
後
を
問
題
と

す
る
〈
現
在
の
問
題
〉
な
の
で
す
。

死
後
が
不
透
明
で
あ
り
、
不
気
味
で

あ
り
、
無
意
味
で
あ
り
、
空
虚
で
あ

る
と
漠
然
と
感
覚
し
て
い
る
、
あ
る

ば
く
ぜ
ん

、

い
は
意
識
し
て
不
安
を
感
じ
て
い
る

そ
れ
は
死
後
で
は
な
く
て
現
在
の
こ

と
な
の
で
す
」

「
そ
れ
に
し
て
も
最
近
の
真
宗
の

Ｄお
説
教
で
は
死
後
に
浄
土
に
生
ま
れ

る
と
い
う
こ
と
を
説
く
こ
と
が
少
な

い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
」

「
え
え

〈
真
宗
は
死
ん
で
か
ら
先

Ｓ

、

の
救
い
で
は
な
い
。
現
在
の
人
間
の

問
題
に
対
す
る
真
実
の
拠
り
処
に
答

え
る
の
が
真
宗
で
あ
る
〉
と
い
う
こ

と
が
今
日
大
変
強
調
さ
れ
る
か
ら
で

す
。
し
か
し
死
後
の
こ
と
を
い
わ
な

い
真
宗
は
、
人
間
関
係
の
問
題
と
か

社
会
関
係
の
問
題
だ
け
に
話
が
限
定

さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
法
蔵
菩
薩
の
眼
は
し
か
し
、
そ

れ
ら
人
間
と
社
会
の
関
係
で
の
問
題

を
当
然
含
み
つ
つ
、
し
か
も
三
世
に

わ
た
っ
て
の
救
済
を
視
野
に
入
れ
て

お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
死
後
の
問

題
と
は
〈
私
の
永
遠
の
行
く
末
〉
を

問
う
現
在
の
問
題
で
す
。
人
は
意
識

的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
〈
い
っ
た

い
こ
の
私
は
結
局
ど
う
な
っ
て
い
く

の
か
〉
と
い
う
不
安
・
不
可
解
・
無

意
味
な
ど
の
憂
苦
を
心
の
底
に
抱
え

か
か

て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
現
在
た
だ

い
ま
の
精
神
の
根
本
に
あ
る
問
題
で

す
」「

そ
う
い
う
人
間
の
根
本
問
題
を

Ｄち
ゃ
ん
と
見
通
し
て
、
法
蔵
菩
薩
は

浄
土
に
生
ま
れ
る
道
を
お
示
し
に
な

っ
た
の
で
す
ね
」＊

「
そ
う
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ

Ｓの
こ
と
と
と
も
に
、
法
蔵
菩
薩
の
思

惟
の
内
容
に
衆
生
の
罪
の
問
題
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
死
と
死
後

の
問
題
と
も
関
連
し
て
い
ま
す
」

「
罪
の
問
題
と
は
」

Ｄ
「
自
分
の
姿
を
反
省
す
れ
ば
、
自

Ｓ分
が
い
か
に
煩
悩
に
ま
み
れ
て
い
る

か
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
も
そ
の
煩

悩
を
私
た
ち
が
取
り
除
く
こ
と
が
で

き
な
い
で
苦
し
ん
で
い
る
の
で
す
」

「
煩
悩
の
内
容
は
ど
う
い
っ
た
も

Ｄの
で
す
か
」

我
愛
と
貪
欲
と
怒
り
と
慢
心
と
無
痴

「

む

ち

。

と
怠
惰
と
間
違
っ
た
見
解
な
ど
で
す

こ
う
し
た
煩
悩
を
の
ぞ
く
が
で
き
な

く
て
精
神
的
に
悩
み
が
絶
え
ず
、
煩

悩
ゆ
え
他
者
を
害
し
世
界
を
悪
化
さ

せ
、
世
界
の
平
安
に
貢
献
で
き
な
い

と
い
う
苦
悩
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に

は
死
後
も
そ
の
影
響
を
ま
ぬ
が
れ
な

い
こ
と
な
ど
で
す
」

「
こ
う
し
た
罪
を
い
か
ん
と
も
す

Ｓる
こ
と
が
で
き
ず
に
、
ど
こ
ま
で
も

ひ
き
ず
っ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
苦

し
み
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
ね
」

「
え
え
、
そ
う
な
ん
で
す
。
罪
業

Ｄの
苦
し
み
と
濁
悪
の
世
を
ど
う
す
る

か
に
つ
い
て
法
蔵
菩
薩
は
思
惟
さ
れ

た
、
そ
れ
が
往
生
浄
土
の
法
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と

は
次
に
お
話
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い

ま
す
」

（
了
）

《

》

春
季
彼
岸
会

三
月
二
十
二
日

午
後
二
時
始

（
ど
な
た
で
も
ご
自
由
に

お
参
り
下
さ
い
）



仏
法
の
か
た
に
、
施
入
物
の
多
少
に
し
た
が

せ
に
ゅ
う
も
つ

い
て
、
大
小
仏
に
な
る
べ
し
と
い
う
こ
と
。
こ
の

条
、
不
可
説
な
り
、
不
可
説
な
り
。
比
興
の
こ

ひ
き
ょ
う

と
な
り
。
ま
ず
仏
に
大
小
の
分
量
を
さ
だ
め
ん

こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
や
。
か
の
安
養

浄
土
の
教
主
の
御
身
量
を
と
か
れ
て
そ
う
ろ
う

も

そ
れ
は
方
便
報
身
の
か
た
ち
な
り

法

性

、

。
ほ
っ
し
ょ
う

の
さ
と
り
を
ひ
ら
い
て
、
長
短
方
円
の
か
た
ち

に
も
あ
ら
ず
、
青
黄
赤
白
黒
の
い
ろ
を
も
は
な

れ
な
ば
、
な
に
を
も
っ
て
か
大
小
を
さ
だ
む
べ

き
や
。
念
仏
も
う
す
に
化
仏
を
み
た
て
ま
つ
る

と
い
う
こ
と
の
そ
う
ろ
う
な
る
こ
そ

「
大
念
に

、

は
大
仏
を
み
、
小
念
に
は
小
仏
を
み
る
」
と
い

、

、

え
る
が

も
し
こ
の
こ
と
わ
り
な
ん
ど
に
ば
し

ひ
き
か
け
ら
れ
そ
う
ろ
う
や
ら
ん
。
か
つ
は
ま

た
檀
波
羅
蜜
の
行
と
も
い
い
つ
べ
し
。
い
か
に
た

は

ら

み

つ

か
ら
も
の
を
仏
前
に
も
な
げ
、
師
匠
に
も
ほ
ど

こ
す
と
も
、
信
心
か
け
な
ば
、
そ
の
詮
な
し
。

一
紙
半
銭
も
、
仏
法
の
か
た
に
い
れ
ず
と
も
、

他
力
に
こ
こ
ろ
を
な
げ
て
信
心
ふ
か
く
は
、
そ

れ
こ
そ
願
の
本
意
に
て
そ
う
ら
わ
め
。
す
べ
て

仏
法
に
こ
と
を
よ
せ
て
世
間
の
欲
心
も
あ
る
ゆ

え
に
、
同
朋
を
い
い
お
ど
さ
る
る
に
や
。

（
歎
異
抄
第
十
八
章
）

（
現
代
語
訳
）

寺
や
僧
侶
な
ど
に
布
施
と
し
て
寄
進
す
る
金

品
が
多
い
か
少
な
い
か
に
よ
り
、
大
き
な
仏
と

も
な
り
、
あ
る
い
は
小
さ
な
仏
と
も
な
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
。

こ
の
こ
と
は
、
言
語
道
断
、
と
ん
で
も
な
い

こ
と
で
あ
り
、
筋
の
通
ら
な
い
話
で
す
。

ま
ず
、
仏
の
お
体
に
対
し
て
、
大
き
い
と
か

小
さ
い
と
か
を
決
め
る
こ
と
な
ど
、
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
教
典
に
阿
弥
陀
仏
の
お

体
の
大
き
さ
が
説
か
れ
て
は
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
方
便
と
し
て
示
さ
れ
た
仮
の
す
が
た
で
す
。

真
実
の
さ
と
り
を
開
い
て
、
長
い
と
か
短
い
と

、

、

か

四
角
い
と
か
丸
い
と
か
の
か
た
ち
を
超
え

ま
た
青
・
黄
・
赤
・
白
・
黒
な
ど
の
色
を
離
れ

た
仏
の
身
と
な
る
の
な
ら
、
ど
う
し
て
大
き
い

と
か
小
さ
い
と
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。

念
仏
す
る
と
、
仏
の
す
が
た
を
見
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
は

経
典
（
大
集
経
）
に

「
大
き
な
声
で
念
仏
す

、

れ
ば
大
き
な
仏
を
見
、
小
さ
な
声
で
念
仏
す
れ

ば
小
さ
な
仏
を
見
る
」
と
あ
る
の
で
す
が
、
あ

る
い
は
こ
の
説
な
ど
に
こ
じ
つ
け
て
、
大
き
な

仏
や
小
さ
な
仏
に
な
る
な
ど
と
い
う
の
で
し
ょ

う
か
。

一
方
、
そ
の
寄
進
は
、
仏
に
な
る
た
め
の
布

施
の
行
と
も
い
え
る
の
で
す
が
、
ど
れ
ほ
ど
財

、

、

宝
を
仏
前
に
さ
さ
げ

師
に
施
し
た
と
し
て
も

本
願
を
信
じ
る
心
が
欠
け
て
い
た
な
ら
、
何
の

意
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。
寺
や
僧
に
対
し
て
、
た

と
え
一
枚
の
紙
や
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
金
銭
を
寄

進
す
る
こ
と
す
ら
な
く
て
も
、
本
願
の
は
た
ら

き
に
す
べ
て
お
ま
か
せ
し
て
、
深
い
信
心
を
い

た
だ
く
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
本
願
の
お
こ
こ
ろ
に

か
な
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

結
局
、
世
俗
的
な
欲
望
も
あ
る
た
め
に
、
仏

の
教
え
に
か
こ
つ
け
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
い

い
、
同
じ
念
仏
の
仲
間
を
お
ど
さ
れ
る
の
で
し

ょ
う
か

）
。

（
語
句
の
説
明
）

施
入
物
―
―
神
仏
に
さ
さ
げ
供
え
る
物
、
寄
進

進
す
る
物
品
や
金
銭
。

不
可
説
―
―
こ
こ
で
は
、
言
語
道
断
、
ま
っ
た

く
け
し
か
ら
ん
こ
と
。

。

。

比
興
―
―
道
理
に
あ
わ
ぬ
こ
と

ナ
ン
セ
ン
ス

ひ
き
ょ
う

安
養
浄
土
の
教
主
―
―
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
。

方
便
報
身
―
―
誓
願
を
建
て
、
修
行
の
完
成
に

よ
っ
て
報
わ
れ
て
得
た
仏
身
。

法
性
―
―
現
象
と
存
在
の
真
実
の
本
性
。

方
円
―
―
四
角
形
と
円
形
。

化
仏
―
―
仏
が
神
通
力
を
も
っ
て
、
衆
生
を
済

度
す
る
た
め
に
、
衆
生
の
機
根
に
応

じ
た
姿
に
身
を
変
え
た
仏
。

檀
波
羅
蜜
の
行
―
―
布
施
行
。

は

ら

み

つ

同
朋
―
―
帰
依
す
る
法
を
同
じ
く
す
る
友
。

＊

こ
の
章
は
「
寺
や
僧
侶
な
ど
に
布
施
と
し
て

寄
進
す
る
金
品
が
多
い
か
少
な
い
か
に
よ
り
、

大
き
な
仏
と
も
な
り
、
あ
る
い
は
小
さ
な
仏
と

も
な
る
」
と
い
う
と
ん
で
も
な
い
説
に
た
い
し

て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

死
後
に
浄
土
に
生
ま
れ
て
仏
に
な
る
つ
い

て
、
こ
の
世
で
の
仏
法
に
対
す
る
布
施
や
供
物

や
寄
進
な
ど
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
多
け
れ
ば
大

た

か

き
な
仏
に
な
り
、
少
な
け
れ
ば
小
さ
な
仏
に
な

る
と
い
う
、
こ
う
い
う
話
が
当
時
ま
こ
と
し
や

か
に
い
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
唯
円
房
は
ま
ず
「
仏
に
大
小

の
分
量
を
さ
だ
め
ん
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と

批
判
を
さ
れ
ま
す
。

そ
も
そ
も
仏
に
な
る
と
い
う
の
は
「
法
性
の

さ
と
り
」
を
ひ
ら
く
こ
と
で
す
。
法
と
は
こ
の

場
合
、
一
切
の
存
在
と
か
現
象
と
い
う
意
味
で

し
ょ
う
。
性
質
は
本
性
で
す
か
ら
、
法
性
と
は

一
切
の
現
象
と
存
在
の
本
当
の
性
質
と
い
う
意

味
で
す
。
そ
う
い
う
本
性
を
仏
教
で
は
「
万
物

は
縁
起
し
て
い
る
」
と
い
い
ま
す
。
で
す
か
ら

法
性
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
は
、
そ
う
い
う
縁

起
性
と
い
う
真
実
を
さ
と
る
こ
と
だ
と
い
え
ま

し
ょ
う
。

も
の
ご
と
は
、
あ
る
い
は
存
在
は
、
縁
起
し

て
い
る
と
は
ど
う
い
う
事
態
な
の
で
し
ょ
う

か
。
縁
起
と
は
縁
に
よ
っ
て
生
起
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
も
の
は
そ
れ
自
身
の
原
因
だ

け
で
存
在
で
き
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
以
外

の
他
の
も
の
と
の
関
わ
り
（
縁
）
に
よ
っ
て
初

め
て
存
在
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

身
近
な
と
こ
ろ
で
考
察
す
れ
ば

「
私
が
今

、

こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
も
、
私

と
い
う
身
心
が
そ
れ
自
身
だ
け
で
存
在
し
得
な

い
。
他
の
も
ろ
も
ろ
の
も
の
や
働
き
を
待
っ
て

初
め
て
存
在
し
得
る
の
で
す
。
こ
れ
を
物
質
的

な
点
で
検
討
し
ま
す
と
、
た
と
え
ば
も
し
太
陽

が
な
く
な
れ
ば
、
す
ぐ
に
凍
っ
て
死
ん
で
し
ま

い
ま
す
。
も
し
空
気
が
な
け
れ
ば
私
は
五
分
と

も
た
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
両
親
が
な
か
っ
た

な
ら
私
の
誕
生
は
な
か
っ
た
。
も
し
昨
日
も
今

日
も
食
べ
て
い
な
け
れ
ば
、
立
っ
て
い
る
こ
と

も
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
衣
服
が
な
け
れ

ば
寒
さ
で
凍
え
死
ん
で
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

こ
ご

そ
ん
な
わ
け
で
私
の
存
在
は
太
陽
や
空
気
や

食
べ
物
や
衣
服
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
と
の

関
わ
り
を
離
れ
て
存
在
し
得
ま
せ
ん
。
い
わ
ば

重
々
無
尽
な
関
わ
り
の
中
で
の
み
存
在
し
得
る

の
で
す
。
だ
か
ら
「
私
」
と
い
う
も
の
を
お
さ

え
て
い
け
ば
、
世
界
全
体
ま
で
広
が
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
私
た
ち
は
、
こ
の
肉
体
的
な
身
心
だ

け
を
他
か
ら
〈
無
意
識
的
に
〉
切
り
取
っ
て
し

ま
い
、
そ
れ
を
私
と
し
て
固
定
化
し
、
あ
た
か

も
そ
れ
自
身
で
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
錯

覚
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
無
数
の
縁
の
関
わ
り

に
中
に
私
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
関
係
は
常
に
動
き
続
け
て
い
ま
す
か
ら
、
昨

日
の
私
と
今
日
の
私
は
変
化
し
続
け
て
い
て
固

定
的
な
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
縁
起
的
真
実
を
さ
と
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
実
体
的
、
固
定
的
な
物
の
見
方
、
ま
た

そ
れ
に
よ
る
執
着
を
完
全
に
離
れ
て
、
存
在
の

真
実
を
〈
無
自
性
空
〉
性
と
さ
と
り
き
る
、
そ

れ
を
〈
法
性
の
さ
と
り
〉
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。

（
続
）

第
十
八
章
第
一
講

歎
異
鈔



、 （ ） （ ）しかも さとられた縁起的真実とさとるもの 智慧 とは二つでなくて一如 一体

であるといわれます。それを自他一如のさとりともいいます。自他一如とはさとる

自身とさとられる他とが二つあるのではなくて不二一体であるという意味です。そ

ういうさとりを完成したお方を仏陀（仏）というのであります。

なお、縁起的真実とは全ての現象や存在は関係的な現象であり存在であって、も

、 。のは個々別々に存在しているのでもなければ 固定的存在しているのでもないこと

また、すべてのものは個々別々に実体的に存在して、それから関わり合うのでもな

、 、 。く 互いに関わりあって初めて存在し しかも常に変化し流動しつつあるものです

しかもさとられた真実とさとるものが同時に縁起的に成り立っているのですか

、 、 、ら さとられたものとさとるものとが別々ではなくて 不二一体であるというので

曇鸞大師はそれを一句で「真実智慧無為法身」といわれました。真実智慧（さとる

） （ ） 「 」もの と無為法身 さとられる真実 とは離れないので一息で 真実智慧無為法身

と表現されているのです。それを仮に名付けて仏というのです。こうした仏そのも

のは法身仏とも法性法身ともいわれ、色も形もない仏、ここでいう「長短方円のか

たちにもあらず、青黄赤白黒のいろをもはなれ」ているといわれています。法身仏

はいわば無限定な真実とでもいうべきものですから、大きい仏になるだの小さな仏

になるだのと、仏に大小をつけて限定して考えるのはナンセンスな話だということ

になります （了）。

ヒンズー教に改宗したというのではもちろんない。私の真宗念仏聞法はちっとも変わらないが、インドの宗教

文化に新鮮な感動をおぼえるとともに、このような原始的な生活の中で浄らかな宗教生活を送っている人たち

に魂がゆさぶられ、さわやかで温かい感じがあったので、ここに来るのが楽しみになったのである。毎月の例

会には多種多彩な人たちがやってきた。ことに神戸や大阪から幾組ものインド人商人たちがプージャ（おいの

り）に参加した。きついインドなまりの英語とヒンヅー語があちこちで飛び交い、さながらインドにいるよう

だった。インドの女性はすべてサリーを身にまとっていた。彼女たちの風貌は独特で大変気品があるようにそ

の当時の私には感じられ近づきにくかった。悪く言えば気位が高かったのだともいえる。おそらくインド本国

では多くの召使いを使って生活している夫人たちであろう。お祈りの後にはインドカレーを皆さんとともにい

ただく。


