
無
明
の
闇
を
破
す
る
ゆ
え

あ
ん

智
慧
光
仏
と
な
づ
け
た
り

一
切
諸
仏
三
乗
衆

と
も
に
嘆
誉
し
た
ま
え
り

た

ん

よ

（
語
句
）

無
明
ー
ー
ー

真
理
に
無
知
で
あ

っ
て
、
煩
悩
の
根
本
原
因
。

智
慧
光
ー
ー
ー

ア
ミ
ダ
仏
の
光

明
の
徳
の
一
つ
で
、
衆
生
の
迷
い

。

を
除
き
真
実
に
め
ざ
ま
し
め
る
光

三
乗
衆
ー
ー
ー

声
聞
、
縁
覚
、

菩
薩
と
い
う
聖
者
た
ち
。

（
現
代
語
訳
）

い
た
だ
い
た
真
実
信
心
の
智
慧

の
は
た
ら
き
は
、
暗
き
迷
い
の
心

（
無
明
）
を
破
り
、
つ
い
に
は
無

明
を
除
い
て
下
さ
る
。
こ
う
し
た

信
心
の
智
慧
と
な
っ
て
下
さ
る
ア

ミ
ダ
仏
の
徳
用
を
智
慧
光
と
名
づ

け
ら
れ
る
。
こ
の
ア
ミ
ダ
仏
の
お

徳
を
一
切
の
仏
方
や
聖
者
方
（
三

乗
衆
）
は
と
も
に
ほ
め
た
た
え
た

も
う
）

○

こ
の
ご
和
讃
は
曇
鸞
大
師
の
制

作
さ
れ
た
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
の

中
の

「
仏
光
よ
く
無
明
の
闇
を
破
す
。

ゆ
え
に
仏
を
ま
た
智
慧
光
と
な
づ

け
た
て
ま
つ
る
。
一
切
諸
仏
・
三

乗
衆
、
こ
と
ご
と
く
と
も
に
歎
誉

た

ん

よ

し
た
ま
え
り
」

の
ご
文
を
も
と
に
親
鸞
聖
人
が
う

た
わ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
ご
和
讃
か
ら
、
ア
ミ
ダ
仏

の
光
に
遇
う
人
は
、
人
生
（
あ
る

い
は
生
存
そ
の
も
の
）
の
根
本
的

な
闇
を
破
ら
れ
る
、
そ
れ
は
な
ぜ

か
と
云
う
と
、
ア
ミ
ダ
仏
の
光
の

徳
で
あ
る
智
慧
光
の
徳
を
い
た
だ

く
か
ら
だ
と
知
ら
さ
れ
ま
す
。

逆
に
、
量
り
な
き
い
の
ち
で
あ

り
光
明
で
あ
る
徳
（
ア
ミ
ダ
）
に

で
あ
わ
な
い
生
（
人
生
）
は
、
基

本
的
に
明
る
く
な
い
、
い
わ
ば
闇

だ
と
い
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

人
生
は
そ
れ
だ
け
で
は
闇
だ
と

い
う
感
覚
は
私
た
ち
に
は
直
ぐ
に

。

ピ
ン
と
こ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん

し
か
し
、
老
い
ゆ
く
身
で
あ
り
、

病
気
に
さ
い
な
ま
さ
れ
、
そ
し
て

死
の
淵
に
追
い
や
ら
れ
て
い
く
生

は
、
苦
で
あ
り
、
不
安
で
あ
り
、

空
し
さ
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う

人
生
の
基

調
は
闇
で

あ
っ
て
、

「
無
明
の

長
き
夜
」
に
い
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
人
生
の
中
で
、
家
族

の
愛
情
や
娯
楽
や
さ
ま
ざ
ま
な
好

ま
し
い
刺
戟
を
得
て
、
こ
の
人
生

苦
の
中
を
悲
喜
苦
楽
し
な
が
ら
私

た
ち
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
た
し
か
に
食
べ
る
楽
し

み
、
見
る
楽
し
み
、
ス
ポ
ー
ツ
や

仕
事
の
楽
し
み
や
お
し
ゃ
べ
り
の

楽
し
み
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の

慰
め
を
得
て
日
々
を
過
ご
し
て
い

る
の
が
私
た
ち
で
す
。
た
だ
そ
の

全
体
が
、
無
明
の
闇
の
中
だ
と
仏

様
は
見
て
お
ら
れ
、
そ
う
告
げ
て

お
ら
れ
ま
す
。

〈

〉

、

仏
教
語
で
あ
る

無
明

と
は

一
切
の
迷
い
や
煩
悩
の
根
本
原
因

で
あ
っ
て
真
実
へ
の
無
知
を
意
味

し
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
人
生
を
闇
に
し

て
い
る
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、

、

一
人
一
人
の
心
の
中
の
迷
い
の
心

、

す
な
わ
ち
無
明
に
よ
っ
て
で
あ
り

そ
の
無
明
の
心
が
人
生
全
体
を
暗

く
し
、
憂
苦
せ
し
め
て
い
る
の
だ

と
、
仏
法
で
は
教
え
ら
れ
て
い
ま

す
。と

い
う
こ
と
は
人
生
の
苦
と
か

憂
苦
と
か
闇
は
、
本
来
は
実
在
し

な
い
も
の
で
あ
り
、
迷
い
の
心
が

生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
の
が
仏
教
の
見
方
で
す
。

裏
か
ら
言
え
ば
人
生
は
救
い
が

な
い
の
で
は
な
く
て
〈
救
い
は
あ

る
〉
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
生
は

絶
望
し
な
く
て
い
い
。
生
は
（
人

生
は
）
は
明
る
く
な
り
得
る
、
ま

こ
と
の
幸
福
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
と
告
げ
て
い
る
の
が
仏
法
で
あ

り
ま
す
。

そ
れ
で
仏
法
は
、
人
生
の
憂
苦

を
生
み
出
し
て
い
る
無
明
（
迷
い

心
）
を
離
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
陀
の
教
え

は
私
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
朗
報

な
の
で
す
。
そ
の
無
明
を
離
れ
る

道
が
仏
道
で
す
。

そ
の
仏
道
に
は
、
自
ら
の
厳
し
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無
明
の
闇
を
破
す
る
ゆ
え

あ

ん

》

《
念
佛
寺
永
代
経
法
要

（
水
）

四
月
二
十
二
日

午
後
二
時
始

（
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
講
師
）

星

野

親

行

師

午

前

十

時

・

勤

行

法

話

＊
同

日

（

四

月

二

十

二

日

）

念
佛
寺
住
職
の
法
話
で
す
）

（



い
修
行
に
よ
っ
て
無
明
を
断
じ
て

悟
り
の
智
慧
を
完
成
し
て
い
こ
う

と
す
る
道
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
今
こ
こ
で
、
無
明
の
闇

が
破
ら
れ
る
道
は
、
人
間
の
修
行

の
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
ア
ミ
ダ

仏
の
光
明
（
こ
こ
で
は
智
慧
光
）

に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
法
、
す
な
わ

ち
本
願
念
仏
の
仏
法
に
つ
い
て
、

親
鸞
聖
人
は
讃
嘆
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
力
や

修
行
に
よ
っ
て
無
明
を
断
じ
る
道

は
非
常
に
難
し
く
、
容
易
に
つ
い

て
い
け
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で

す
。聖

人
は
、
私
た
ち
人
間
の
は
か

ら
い
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ア
ミ

ダ
仏
の
智
慧
光
（
光
明
）
の
力
に

よ
っ
て
無
明
の
闇
は
破
ら
れ
る
、

こ
こ
に
真
実
の
仏
法
が
あ
る
と
表

明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
ア
ミ
ダ

仏
の
光
明
に
浴
し
な
さ
い
、
光
明

に
あ
い
な
さ
い
、
光
明
（
名
号
）

を
聞
き
な
さ
い
、
と
お
勧
め
下
さ

る
の
で
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
現
代
の

日
本
で
は
、
宗
教
は
カ
ヤ
の
外
に

置
か
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
尊
い
法
が
あ
る
こ
と

が
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て
い
な
い

の
で
す
。
宗
教
は
公
の
教
育
で
は

教
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭

の
営
み
に
ま
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

自
由
主
義
諸
国
で
日
本
ほ
ど
宗

教
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
国
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
な
お
そ
れ
に
加
え

て
悪
い
こ
と
に
、
似
て
非
な
る
宗

教
な
る
も
の
が
、
宣
伝
の
力
に
よ

っ
て
は
や
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自

他
を
害
す
る
と
い
う
事
件
が
い
く

つ
か
発
生
し
た
の
で
、
宗
教
と
い

う
だ
け
で
ア
レ
ル
ギ
ー
を
も
つ
人

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
本
題
に
戻
り
ま
す

「
無
明

。

の
闇
を
破
す
る
ゆ
え
智
慧
光
仏
と

な
づ
け
た
り
」
で
、
ア
ミ
ダ
仏
の

光
明
に
ふ
れ
る
と
、
こ
の
仏
の
光

明
に
は
さ
と
り
の
智
慧
の
徳
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
私
た
ち
の
迷
い
の

本
で
あ
る
無
明
の
闇
が
破
ら
れ
る

と
、
仰
せ
ら
れ
る
の
で
す
。

で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
無
明
の
闇

は
破
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

、

私
た
ち
が
真
宗
の
教
え
を
聞
き

お
念
仏
を
申
す
よ
う
に
な
る
と
、

ア
ミ
ダ
仏
の
光
明
（
心
の
光
）
に

知
ら
ず
知
ら
ず
、
私
の
心
が
照
ら

さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
教
え
を
聞

い
て
い
る
本
人
に
は
知
ら
れ
な
く

て
も
、
教
え
に
あ
い
念
仏
す
る
こ

と
は
ア
ミ
ダ
仏
の
光
に
触
れ
て
い

る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
分

の
心
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
ど
う

。

い
う
姿
か
が
知
ら
さ
れ
て
き
ま
す

そ
う
し
て
と
う
と
う
煩
悩
の
元
で

あ
る
無
明
が
、
露
わ
と
な
っ
て
き

ま
す
。

○

真
宗
の
教
え
を
聞
く
と
、
無
明

は
ど
う
い
う
形
で
私
た
ち
に
知
ら

れ
て
く
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
ア

ミ
ダ
の
本
願
を
「
疑
う
心
」
い
わ

ば
「
仏
智
を
疑
う
心
」
と
し
て
露

わ
に
な
っ
て
き
ま
す
。

ア
ミ
ダ
仏
の
救
い
（
本
願
）
を

疑
っ
て
や
ま
な
い
心
と
し
て
無
明

は

私
た
ち
を
迷
い
の
苦
し
み

生

、

（

死
流
転
）
の
中
に
留
め
て
き
た
の

で
す
。
私
た
ち
を
生
死
流
転
せ
し

め
て
き
た
当
体
が
「
仏
智
疑
惑
」

と
し
て
、
顔
を
出
す
の
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
自
分
に
も
分
か
ら

な
か
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
ア

ミ
ダ
仏
の
教
え
（
光
）
に
あ
っ
て

聴
聞
し
、
念
仏
申
し
て
い
く
と
こ

。

ろ
に
そ
れ
が
露
わ
と
な
る
の
で
す

こ
う
し
て
本
願
を
疑
う
し
か
知

（

）

ら
な
か
っ
た
自
分
の
本
性

自
性

が
知
れ
ま
す
と
、
も
は
や
自
分
に

は
救
わ
れ
る
縁
も
手
が
か
り
も
な

い
こ
と
、
ア
ミ
ダ
仏
を
つ
か
む
こ

と
も
引
き
寄
せ
る
こ
と
も
、
ア
ミ

ダ
仏
に
手
出
し
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
自
分
で
あ
っ
た
、
す
な
わ
ち

「
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
」

で
あ
り
「
助
か
ら
ぬ
身
」
で
あ
る

。

こ
と
が
は
じ
め
て
知
れ
る
の
で
す

金
子
大
栄
先
生
の
お
話
に
よ
く

引
用
さ
れ
た
先
達
の
言
葉
に

「
疑
い
晴
ら
し
て
信
ず
る
に
あ
ら

、

」

ず

晴
れ
ざ
る
は
凡
夫
の
心
な
り

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
本
願
念

仏
の
聞
法
を
重
ね
る
と
本
願
を
疑

う
心
が
晴
れ
る
と
思
い
き
や
、
疑

い
が
晴
れ
ず
、
む
し
ろ
本
願
を
疑

う
心
が
凡
夫
の
心
の
本
性
だ
と
知

、

。

ら
さ
れ
る

と
の
思
し
召
し
で
す

「
本
願
疑
惑
の
無
明
煩
悩
」
が

私
の
本
質
で
、
ア
ミ
ダ
仏
に
反
逆

し
続
け
て
き
た
私
、
ア
ミ
ダ
仏
に

抵
抗
し
続
け
て
き
た
私
、
ア
ミ
ダ

仏
に
刃
を
む
け
続
け
て
き
た
私
、

、

そ
れ
ゆ
え
生
死
流
転
し
て
き
た
私

が
知
ら
さ
れ
る
の
で
す
。
す
な
わ

ち
「
助
か
ら
ぬ
身
」
で
あ
る
と
。

と
同
時
に
、

「
助
か
ら
ぬ

身
に
し
み
わ
た
る

み
名
の
声
」

で
、
ほ
か
な
ら
ぬ
南
無
阿
弥
陀
仏

は
そ
ん
な
本
願
疑
惑
・
謗
法
（
仏

ほ
う
ぼ
う

法
を
否
定
す
る
）
の
私
の
た
め
で

あ
っ
た
と
身
に
沁
み
て
感
ぜ
ら
れ

し

ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
ま
こ
と

「

、

に

助
か
ら
ぬ
者
を
助
け
た
ま
い

引
き
受
け
た
も
う
」
大
悲
の
お
力

で
ま
し
ま
す
と
。

ま
こ
と
に

「
た
の
め
と
は

助
か
る
縁
の

な
き
身
ぞ
と

教
え
て
救
う

弥
陀
の
喚
び
声
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に

「
そ
ん
な
者

、

を
」
と
喚
び
か
け
た
も
う
お
は
た

ら
き
が
、
耳
に
聞
こ
え
る
南
無
阿

。

弥
陀
仏
の
お
声
な
の
で
あ
り
ま
す

聖
人
の
『
仏
智
疑
惑
和
讃
』
に

仏
智
う
た
が
う
つ
み
ふ
か
し

「

こ
の
心
お
も
い
し
る
な
ら
ば

く
ゆ
る
こ
こ
ろ
を
む
ね
と
し
て

」

仏
智
の
不
思
議
を
た
の
む
べ
し

と
あ
る
通
り

〈
仏
智
を
疑
う
し
か

、

な
い
私
よ
〉
と
、
己
の
罪
を
知
ら

さ
れ
、
そ
こ
に
「
そ
の
ま
ま
な
り

の
汝
を
引
き
受
け
る
」
と
の
大
悲

の
不
思
議
に
よ
っ
て
、
不
思
議
に

。

も
疑
惑
の
心
が
破
ら
れ
る
の
で
す

す
な
わ
ち
無
明
の
闇
が
破
ら
れ
る

の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
ご
和
讃
の
〈
智
慧

光
仏
〉
の
お
言
葉
に
対
し
て
聖
人

は
左
訓
（
注
）
を
つ
け
て
お
ら
れ

ま
す
。
そ
れ
は
、

一
切
の
諸
仏
の
智
慧
を
集
め
給

「え
る
故
に
、
智
慧
光
と
申
す
。
一、

切
諸
仏
の
仏
に
な
り
給
ふ
こ
と
は

こ
の
阿
弥
陀
の
智
慧
に
て
な
り
給

」

ふ
な
り

と
あ
り
ま
す
。
ま
ず
「
一
切
諸
仏

の
仏
に
な
り
給
ふ
こ
と
は
、
こ
の

阿
弥
陀
の
智
慧
に
て
な
り
給
ふ
な

り
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ

う
か
。

そ
の
点
で
聖
人
は
、
諸
仏
た
ち

、

は
ど
う
し
て
仏
に
な
ら
れ
た
の
か

そ
れ
は
「
ア
ミ
ダ
の
智
慧
」
を
い

た
だ
い
て
仏
に
な
ら
れ
た
の
で
あ

る
、
と
仰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

ア
ミ
ダ
仏
と
は
「
無
量
の
光
明

と
無
量
の
寿
命
」
の
は
た
ら
き
、



あ
る
い
は
「
無
量
の
い
の
ち
と
智

慧
と
慈
悲
の
は
た
ら
き
」
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

一
切
の
も
ろ
も
ろ
の
仏
様
は
、

無
量
の
寿
命
と
光
明
な
る
真
実

ア
（

ミ
ダ
）
に
で
あ
っ
て
、
真
実
に
目

覚
め
ら
れ
た
お
方
だ
と
い
わ
れ
る

の
で
す
。

で
す
か
ら
一
切
の
諸
仏
を
仏
た

ら
し
め
て
い
る
よ
う
な
仏
を
ア
ミ

ダ
仏
と
申
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

お
釈
迦
様
も
ア
ミ
ダ
仏
の
智
慧
を

い
た
だ
い
て
釈
迦
仏
に
な
ら
れ
た

と
い
え
ま
す
。

量
り
な
き
い
の
ち
と
光
で
あ
る

、

〈

〉

ア
ミ
ダ

そ
れ
を
ま
た

ダ
ン
マ

と
も
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
ウ
ダ
ー
ナ
』
と
い
う
経
典
に
は

釈
尊
（
釈
迦
）
が
さ
と
り
を
開
か

れ
る
と
き
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、

実
に
ダ
ン
マ
が
熱
心
に
入
定
し
て

「い
る
修
行
者
に
顕
わ
に
な
る
と
き
、

そ
の
と
き
、
か
れ
の
一
切
の
疑
惑
は
消

（

ウ
ダ
ー
ナ

）

失
す
る
」
『

』

と
あ
っ
て
、
ダ
ン
マ
（
ア
ミ
ダ
）

が
修
行
者
で
あ
る
釈
尊
に
露
わ
と

な
っ
た
と
き
、
釈
尊
か
ら
一
切
の

疑
惑
が
消
え
て
悟
り
を
開
い
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

過
去
の
仏
た
ち
も
同
様
で
し
ょ

う
。
ア
ミ
ダ
の
い
の
ち
と
光
が
露

わ
と
な
り
顕
現
し
た
と
き
悟
り
を

開
い
て
目
覚
め
た
者
（
仏
）
と
な

ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う

「
三

。

乗
衆
」
で
あ
る
声
聞
、
縁
覚
、
菩

薩
も
そ
う
い
う
ダ
ン
マ
に
ふ
れ
た

お
方
で
あ
っ
て
諸
仏
に
連
な
る
お

方
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

声
聞
は
、
真
理
を
悟
ら
れ
た
仏

の
近
く
に
い
て
聴
聞
し
て
真
理
に

め
ざ
め
た
方
、
縁
覚
と
は
さ
ま
ざ

ま
な
縁
に
よ
っ
て
真
理
に
め
ざ
め

た
お
方
、
菩
薩
と
は
真
理
に
目
覚

め
て
自
ら
だ
け
で
な
く
積
極
的
に

他
の
者
を
救
う
て
い
こ
う
と
す
る

お
方
の
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
点
か
ら
い
う
と
、
ア

ミ
ダ
仏
（
ダ
ン
マ
）
に
ふ
れ
た
お

方
で
あ
る
法
然
聖
人
や
親
鸞
聖
人

や
蓮
如
上
人
な
ど
も
、
諸
仏
と
あ

お
が
れ
る
お
方
で
あ
る
と
い
え
ま

す
。
ま
た
弘
法
大
師
や
道
元
禅
師

や
良
寛
禅
師
な
ど
も
、
後
世
の
者

に
と
っ
て
諸
仏
に
連
な
る
お
方
と

い
っ
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
は
、
無
量
の
い
の
ち
と

智
慧
と
慈
悲
な
る
ア
ミ
ダ
は
純
粋

に
し
て
普
遍
的
な
は
た
ら
き
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
は
た
ら

き
に
で
あ
っ
た
人
た
ち
は
仏
教
の

歴
史
の
上
だ
け
で
は
な
く
、
世
界

の
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
の
中
に
多
数

出
現
し
た
と
言
え
ま
す
。
世
界
の

聖
者
や
賢
者
と
敬
わ
れ
る
方
々
は

そ
う
い
う
ア
ミ
ダ
に
ふ
れ
た
お
方

だ
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
、
孔
子
、
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト

な
ど
の
聖
人
、
さ
ま
ざ
ま
な
智
慧

あ
る
賢
者
も
ダ
ン
マ
に
触
れ
た
お

方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
過
去
だ
け
で
な
く
、
現
在

の
賢
者
や
未
来
に
出
現
す
る
で
あ

ろ
う
聖
者
や
賢
者
や
、
さ
ら
に
娑

婆
世
界
以
外
の
領
域
の
目
覚
め
た

方
々
を
含
め
る
と
、
ま
さ
に
一
切

諸
仏
は
無
数
と
も
言
え
ま
す
。

経
典
に
は
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ス

河
の
砂
ほ
ど
の
仏
が
ま
し
ま
す
と

説
か
れ

〈
諸
仏
阿
弥
陀
〉
あ
る
い

、

は
〈
無
数
の
阿
弥
陀
〉
と
も
説
か

れ
、
ア
ミ
ダ
仏
は
〈
諸
仏
の
中
の

王
〉
と
も
説
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
切
の
諸

仏
や
聖
者
方
は
、
無
明
の
闇
を
破

っ
て
下
さ
る
ア
ミ
ダ
の
光
（
こ
こ

で
は
特
に
智
慧
の
光
）
を
と
も
に

讃
嘆
し
、
お
ほ
め
に
な
ら
れ
て
い

る
と
の
ご
和
讃
で
す
。

ア
ミ
ダ
に
ふ
れ
た
方
々
は
諸
仏

と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
う

し
た
真
理
に
目
覚
め
た
お
方
た
ち

の
智
慧
は
ア
ミ
ダ
の
智
慧
に
お
さ

ま
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う

一
切
の
諸
仏
の
智

い
う
意
味
を
「

慧
を
集
め
給
え
る
故
に
、
智
慧
光
と

」
と
い
わ
れ
、
一
切
諸
仏
の

申
す

智
慧
は
ア
ミ
ダ
仏
の
智
慧
（
智
慧

光
）
に
集
約
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
し
て
み
れ
ば
、
宗
教
の
違

い
に
よ
っ
て
壁
を
作
り
、
自
分
の

宗
教
以
外
を
否
定
し
、
排
除
し
認

め
な
い
ば
か
り
か
、
宗
教
を
異
に

す
る
集
団
や
民
族
を
圧
迫
し
、
排

除
し
、
迫
害
す
る
こ
と
は
、
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

異
な
る
宗
教
の
人
た
ち
は
諸
仏

の
伝
統
の
方
で
あ
る
し
、
そ
の
伝

統
に
お
け
る
聖
者
や
賢
者
に
は
ア

ミ
ダ
の
徳
が
表
れ
て
い
る
と
言
え

ま
す
。
ア
ミ
ダ
の
功
徳
を
そ
れ
ぞ

れ
に
表
現
し
て
い
る
方
々
と
い
え

ま
し
ょ
う
。

た
だ
、
歴
史
に
現
れ
た
、
ア
ミ

ダ
仏
の
徳
を
表
現
し
て
い
る
個
性

的
な
聖
者
や
賢
者
た
ち
は
、
少
な

く
と
も
〈
人
で
あ
る
限
り

、
こ
の

〉

世
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
限
界
や
条
件

の
中
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。
と
い

う
こ
と
は
何
ら
か
の
ゆ
が
み
や
偏

り
か
ら
全
く
自
由
で
あ
る
と
は
い

え
な
い
で
し
ょ
う
。
排
他
的
に
な

っ
た
り
、
現
世
の
権
力
に
お
も
ね

っ
た
り
、
他
の
人
た
ち
を
圧
迫
し

た
り
、
自
分
た
ち
の
特
殊
な
習
慣

や
儀
礼
を
強
要
し
た
り
す
る
と
い

っ
た
、
ゆ
が
み
や
偏
り
が
起
こ
ら

な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

ア
ミ
ダ
の
徳
は
純
粋
で
普
遍
的

な
真
実
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
歴

史
上
の
人
を
通
し
て
こ
の
世
に
表

。

、

現
さ
れ
て
き
ま
す

そ
う
す
る
と

人
が
ア
ミ
ダ
の
徳
に
ふ
れ
た
と
し

て
も
、
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的

環
境
的
な
影
響
の
中
に
あ
り
、
ま

た
人
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
れ
る
性
格

に
影
響
さ
れ
ま
す
か
ら
、
人
を
通

し
て
語
ら
れ
る
言
葉
や
行
い
に
は

偏
り
が
あ
っ
た
り
、
ゆ
が
ん
だ
り

す
る
こ
と
が
あ
り
得
ま
し
ょ
う
。

高
僧
、
名
僧
と
い
わ
れ
る
人
、
賢

者
と
目
さ
れ
て
い
る
お
方
で
あ
っ

て
も
、
こ
の
世
に
生
き
る
時
、
過

ち
を
お
か
す
危
険
に
常
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
互
い
に
ア
ミ

ダ
の
徳
が
純
粋
に
現
れ
る
よ
う
に

謙
虚
に
学
び
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
意
味
か
ら
、
純
粋
で

普
遍
的
な
は
た
ら
き
は
、
こ
の
世

の
歴
史
を
超
え
て
、
し
か
も
歴
史

に
働
い
て
い
る
寿
命
無
量
・
光
明

無
量
な
る
善
き
は
た
ら
き
（
ア
ミ

ダ
）
の
み
で
あ
る
と
も
い
え
ま
し

ょ
う
。

（
了
）

〈
遠
方
法
話
予
定
〉

①
三
月
四
日
（
十
時
始

。
名
古
屋
市
、

）

名
古
屋
別
院
。
座
談
有
。

②
四
月
一
〇
日

二
時
始

・
十
一
日

四

（

）

（

時
ま
で

。
広
島
市
、
龍
善
寺
。

）

（

）
。

。

③
四
月
十
七
日

十
時
始

福
井
別
院

座
談
有
。

④
五
月
十
九
日
（
一
時
始
）
～
二
十
一
日

（
四
時
ま
で
）
福
井
別
院
。
座
談
有
。

（

）
。

。

⑤
六
月
十
三
日

十
時
始

福
井
別
院

座
談
有
。

（
詳
し
く
は
念
佛
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い
）



（

。

昭
和
五
十
八
年
九
月
八
日
の
お
便
り
の
続
き
で
す

無
相
さ
ん
七
九
歳
。
往
生
さ
れ
る
四
ヶ
月
前
の
お
便

り
で
す
）

○

、

、

、

さ
て

こ
こ
で

紀
さ
ん
の
手
紙
の
は
じ
め
に

か
え
っ
て
、
も
う
一
度
い
た
だ
く
と
、

小
生
、
六
月
頃
よ
り
何
か
、
今
ま
で
の
ハ
レ
モ
ノ

「
が
引
い
た
よ
う
に
、
聞
法
上
の
苦
が
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
信
心
が
得
た
い
、
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
た
い
と

焦
り
、
も
が
き
も
だ
え
て
い
た
気
分
が
無
く
な
っ
て
し

」

ま
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す

と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
六
月
頃
の
こ
と
で
、
そ

れ
が
七
月
三
日
の
私
へ
の
紀
さ
ん
の
手
紙
、

木
村
さ
ん
の
イ
ノ
チ
で
あ
る
「
た
だ
念
佛
し
て
」
を

一
直
線
に
歩
み
ま
す
。
た
と
い
、
多
く
の
人
が
、
そ
れ

を
真
宗
で
な
い
と
言
っ
て
も
。

の
手
紙
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

○

た
し
か
に
あ
の
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
紀
さ

ん
と
は
、
コ
ロ
ッ
と
か
わ
っ
た
の
で
す
ね
ェ
。

将
来
、
又
、
も
が
き
苦
し
む
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。

そ
れ
と
同
時
に
、
如
来
の
親
心
と
い
う
も
の
が
少

し
身
に
感
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

と
、
つ
づ
い
て
、
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
通

り
だ
ろ
う
と
、
私
に
も
わ
か
る
こ
と
で
す
。

○

と
こ
ろ
が
、
そ
の
次
ぎ
に

だ
最
近
、
仏
智
疑
惑
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し

た
て
お
り
ま
す
。
多
少
と
も
、
親
心
が
、
身
に
沁
み
て
来

た
に
も
、
か
か
わ
ら
ず
、
ふ
と
疑
い
の
心
が
出
て
ま
い

り
ま
す
。

「
本
当
に
、

如
来
様
は

私
を
引
き

受
け
て
、
下

さ
る
の
で
あ

ろ
う
か
」
と
。

そ
の
時
、

少
し
あ
わ
て
ま
す
。

し
か
し
、
以
前
の
よ
う
に
、
そ
の
途
端
に
ズ
ブ
ズ
ブ

と

た

ん

と
暗
黒
の
中
に
沈
み
落
ち
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。

と
、
そ
の
「
疑
惑
佛
智
」
ブ
リ
を
ア
リ
ノ
マ
マ
に

書
い
て
い
ま
す
ね
ェ
。
こ
う
い
う
よ
う
に
、
く
わ

し
く
書
い
て
く
れ
る
と
、
遠
く
は
な
れ
て
い
て
、

「
問
答
」
の
出
来
な
い
私
に
も
、
よ
く
わ
か
っ
て

あ
り
が
た
い
の
で
す
。○

こ
こ
で
、
紀
さ
ん
の
こ
の
「
問
い
」
を
、
ち
ょ

っ
と
は
な
れ
て
、
私
の
実
際
を
ア
リ
ノ
マ
マ
に
、

書
き
ま
す
か
ら
、
よ
く
読
ん
で
下
さ
い
。

紀
さ
ん
は

「
本
当
に
、
如
来
様
は
、
私
を
引
き
受
け
て
下
さ

る
の
で
あ
ろ
う
か
」

と
、
そ
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
の
こ
と
、
そ
の

「
思
い
」
が
問
題
に
な
る
と
の
こ
と
。

ソ
コ
で
、
私
の
思
う
と
こ
ろ
、
感
ず
る
と
こ
ろ

を
、
ア
リ
ノ
マ
マ
に
聞
い
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

○

た
び
々
々
書
く
が
、
私
は
、
大
正
十
三
年
（
二

十
才
）
の
十
一
月
三
十
日
の
夜
、
フ
ト
し
た
こ
と

が
縁
に
な
っ
て
、
自
己
内
面
の
ス
ガ
タ
が
一
切
に

見
せ
ら
れ
、
自
己
内
面
の
ア
マ
リ
の
醜
悪
さ
に
驚

い
て
、

こ
の
煩
悩
を
断
じ
て
サ
ト
リ
が
開
き
た
い

と
、
思
い
立
っ
た
の
で
あ
り
ま
す

（
今
か
ら
言

。

え
ば
、
思
い
立
た
し
め
ら
れ
た
と
い
う
ホ
カ
な
い

が
）さ

て
、
そ
の
二
十
才
か
ら
い
っ
て
今
は
七
十
九

才
、

「
往
生
」
の
こ
と

「
生
死
出
離
」
に
関
し
て
の

、

こ
と
は
、
私
に
は
、
も
う
々
々
、
絶
対
に
力
の
無

、

。

い
こ
と

私
の
力
に
は
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す

た
だ
た
だ
「
丸
々
引
き
受
け
て
、
シ
マ
ツ
つ
け

」

、

、

、

て
や
る

と
い
う

如
来
の

お
お
せ
の
ま
ま
に

如
来
の
、
よ
き
よ
う
に
し
て
い
た
だ
く
の
ほ
か
は

無
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

無
有
出
離
之
縁
の
私
に
あ
っ
て
は
ー
ー
ー
。

○

さ
て
、
紀
さ
ん
の
最
后
に
こ
う
あ
り
ま
す
。

信
後
に
も
こ
の
私
の
心
に
、
疑
惑
の
心
が
お
こ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
信
後
に
疑
惑
が
お
こ

る
と
す
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
こ
と
に

戸
惑
い
の
多
い
私
で
あ
り
ま
す
。

、

、

「

」

と
あ
り
ま
す
が

か
り
に

信
後
に

疑
惑
の
心

が
お
こ
っ
た
に
し
て
も
、
お
こ
る
に
し
て
も
、
地

獄
に
堕
ち
る
よ
り
以
上
の
大
変
な
こ
と
は
あ
り
ま

す
ま
い
。

出
離
之
縁
あ
る
こ
と
な
し
、
と
い
う
こ
と
、
以

上
に
大
変
な
こ
と
は
お
こ
り
ま
す
ま
い
。
聖
人
の

『
教
行
信
証
』
の
総
序
の
御
文
に

若
し
、
ま
た
こ
の
た
び
、
疑
網
に
覆
弊
せ
ら
れ

ふ

へ

い

、

、

、

。

な
ば

か
え
り
て

ま
た

広
劫
を
径

歴
せ
ん

き
ょ
う
り
ゃ
く

と
あ
り
ま
す
。

信
後
に
、
疑
惑
が
お
こ
る
と
し
て
も
、
ま
た
、

モ
ト
の
如
く
に

広
劫
を
径

歴
す
る
以
上
の

大

、

「

き
ょ
う
り
ゃ
く

変
な
こ
と
」
は
、
お
こ
り
ま
す
ま
い
。○

『
歎
異
抄
』
第
二
条
に
、

た
と
い
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、

念
佛
し
て
地
獄
に
堕
ち
た
り
と
も
さ
ら
に
後
悔
す

べ
か
ら
ず
候
。

そ
の
故
は
、
自
余
の
行
を
は
げ
み
て
佛
に
な
る

べ
か
り
け
る
身
が
念
佛
を
申
し
て
、
地
獄
に
堕
ち

て
候
わ
ば
こ
そ

「
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
」

、

と
い
う
後
悔
も
候
ら
わ
め
。
い
づ
れ
の
行
も
及
び

が
た
き
身
な
れ
ば
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ

か
し
。

で
あ
り
ま
す
ゆ
え

「
地
獄
一
定
」
は
一
定
す
み

、

か
で
あ
り
、
自
性
は
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
無
有
出
離

之
縁
の
、
わ
が
身
で
あ
り
ま
す
故
、
た
と
い
、
法

、

、

、

、

、

然
上
人

親
鸞
聖
人

七
高
僧

釈
迦

ミ
ダ
に

だ
ま
さ
れ
て
、
念
佛
し
て
、
地
獄
に
堕
ち
て
も
、

、

、

や
は
り

出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
で
あ
っ
て
も

「

」

。

そ
れ
以
上
の
大
変
な
こ
と

に
な
り
ま
す
ま
い

紀
さ
ん
、、

、

、

信
後
に

疑
惑
が
何
百
ペ
ン

お
こ
ろ
う
と
も

何
千
ベ
ン
、
疑
惑
が
お
こ
ろ
う
と
も
、
所
詮
、
自

性
は
、
地
獄
一
定
の
自
分
で
あ
り
、
無
有
出
離
之

縁
の
私
な
の
で
あ
り
ま
す
。

「

」

、「

」
、

大
変
な
こ
と

と
い
っ
て
も

地
獄
一
定

地
獄
ユ
キ
よ
り
大
変
な
こ
と
、
出
離
之
縁
あ
る
こ

と
無
し
、
よ
り
以
上
の
大
変
な
こ
と
は
お
こ
り
ま

す
ま
い
。

「
信
後
に
ド
レ
ホ
ド
大
変
な
こ
と
が
お
こ
っ
て

も
、
当
然
な
こ
と
」
で
あ
り
ま
す
。
地
獄
に
堕
ち

れ
ば
よ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
モ
ト
の

如
く
、
六
道
輪
廻
し
、
広
劫
を
径

歴
し
て
も
、

き
ょ
う
ら
く

よ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
モ
ト
モ
ト
そ
う
い
う

私
な
の
で
す
か
ら
。

○

と
こ
ろ
が
、
弥
陀
に
、

摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
も
う
な

「」
りの

大
慈
大
悲
の
お
力
が
あ
り
ま
す
。

信
後
に
ど
れ
ほ
ど
疑
惑
が
お
こ
ろ
う
と
も
、
ど

れ
ほ
ど
迷
お
う
と
も
、
孫
悟
空
が
、
も
う
こ
こ
ま

で
は
、
釈
迦
の
力
は
及
ぶ
ま
い
と
、
思
っ
て
も
、

釈
迦
の
手
か
ら
、
一
歩
も
出
て
い
な
か
っ
た
如
く

に
、信

後
に
ま
た
、
疑
惑
が
千
返
、
万
返
お
こ
っ
て

も
、
如
来
の
摂
取
不
捨
の
利
益
、
如
来
の
摂
取
不

捨
の
御
手
か
ら
、
こ
ぼ
れ
出
る
こ
と
は
、
出
来
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。

（
続
）

木
村
無
相
さ
ん
の
法
信

３０
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