
親
鸞
聖
人
の
言
葉
に
「
愚
悪
の

衆
生

（

信
巻

）
と
い
う
言
葉
が

」
「

」

あ
り
ま
す

聖
人
は
ご
自
分
を

愚

。

「

悪
の
者
」
と
見
て
お
ら
れ
た
と
思

い
ま
す
。

そ
こ
で
「
愚
悪
」
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
こ
の
お
言
葉
で
感
じ
ら

れ
ま
す
こ
と
は
、
ま
ず
「
自
分
は

愚
か
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
愚
か
な
者
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
単
に
自
分
は
頭
が
悪
く
て
に

ぶ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

「
愚

、

」

か
ゆ
え
に
悪
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
者

と
聖
人
は
感
じ
て
お
ら
れ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

愚
か
と
い
う
こ
と
で
聖
人
は
、

「
善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て

存
知
せ
ざ
る
な
り

（

歎
異
抄

）

」
「

」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
自

、「

、

分
は
愚
か
だ
か
ら

何
が
本
当
に

善
で
あ
る
か
何
が
悪
で
あ
る
か
が

分
か
ら
な
い
」
と
自
覚
し
て
お
ら

れ
た
と
伺
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
聖

人
は

「
如
来
の
御
こ
こ
ろ
に
よ
し
と
お

ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
お
し
た

ら
ば
こ
そ
、
善
き
を
知
り
た
る
に

て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
悪
し
と
お

ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
知
り
と
お
し
た

ら
ば
こ
そ
、
悪
し
さ
を
知
り
た
る

に
て
も
あ
ら
め
ど

（

歎
異
抄

）

」
「

」

と
も
仰
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
す

な
わ
ち

「
こ
れ
は
善
で
あ
る
。
こ

、

れ
は
悪
で
あ
る
」
と
如
来
様
が
知

り
ぬ
か
れ
て
い
る
ほ
ど
に
、
善
悪

を
見
通
せ
る
智
慧
が
私
に
あ
る
か

と
い
う
と
、
私
は
愚
か
だ
か
ら
と

て
も
「
何
が
善
で
あ
る
か
悪
で
あ

る
か
、
分
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
ど

う
し
て
も
判
断
を
あ
や
ま
り
、
い

つ
の
ま
に
か
悪
を
な
し
て
し
ま
っ

て
い
る
」
と
聖
人
は
自
覚
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
る
い
は

「
是
非
し
ら
ず
邪
正
も
わ
か
ぬ
こ

の
身
な
り

（

自
然
法
爾
章

）

」
「

」

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す

「
自
分
は

。

、

何
が
よ
こ
し
ま
な
こ
と
で
あ
る
か

何
が
正
し
い
こ
と
か
わ
か
ら
ぬ
愚

か
な
身

、
そ
れ
だ
か
ら
悪
を
ま
ぬ

」

が
れ
が
た
い
者
で
あ
る
と
自
覚
さ

れ
て
お
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

上
は
政
治
の
こ
と
か
ら
日
常
生

活
の
事
で
も
、
何
が
善
で
あ
り
悪

で
あ
る
か
見
定
め
が
つ
か
な
い
。

た
と
え
ば
シ
リ
ア
で
の
イ
ス
ラ
ム

国
と
い
う
テ
ロ
組
織
に
対
し
て
、

空
爆
を
ど
ん
ど
ん
行
う
の
が
よ
い

、

、

の
か

行
わ
な
い
の
が
い
い
の
か

分
か
ら
な
い
。
行

え
ば
罪
も
な
い
一

般
民
衆
が
ま
き
ぞ

え
に
な
り
死
傷
者

が
続
出
す
る
。
か

と
い
っ
て
手
を
出
さ
な
い
で
お
れ

ば
テ
ロ
組
織
が
拡
大
し
て
い
く
。

分
か
ら
な
い
か
ら
猶
予
し
て
お
れ

ゆ

う

よ

ば
い
い
か
と
い
う
と
、
静
観
し
て

い
る
間
に
も
事
態
は
ま
す
ま
す
悪

く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

い
か
に
宗
教
的
に
勝
れ
て
い
て

も
、
人
間
性
が
善
く
て
も
、
豊
富

な
知
識
を
も
っ
て
い
て
も
、
善
悪

の
判
断
を
あ
や
ま
ら
な
い
こ
と
は

非
常
に
難
し
い
、
そ
れ
が
凡
夫
な

の
で
し
ょ
う
。

戦
前
、
名
師
と
か
高
僧
と
い
わ

れ
て
い
る
人
た
ち
が
、
日
本
の
軍

国
主
義
政
策
に
賛
同
し
た
罪
が
現

さ
ん
ど
う

代
で
は
告
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

と
え
宗
教
的
真
理
を
知
っ
て
い
て

も
、
社
会
的
な
出
来
事
に
対
し
て

善
悪
の
見
通
し
を
つ
け
て
正
し
く

判
断
す
る
こ
と
が
い
か
に
難
し
い

か
。そ

れ
ゆ
え
ど
れ
ほ
ど
優
秀
な
知

識
人
で
も
高
僧
で
も
凡
夫
で
あ
る

か
ぎ
り
、
判
断
を
誤
っ
て
の
罪
は

免

れ
が
た
い
と
も
言
え
ま
す
。
当

ま
ぬ
が

然
、
現
在
の
私
た
ち
も
つ
ね
に

陥
お
ち
い

り
や
す
い
罪
で
も
あ
り
ま
す
。

日
常
の
さ
さ
や
か
な
こ
と
で
も

同
じ
で
す
。
子
ど
も
が
い
う
こ
と

を
き
か
な
い
場
合
に
、
そ
れ
に
対

し
て
叱
っ
た
ら
い
い
の
か
、
ほ
っ

し
か

て
お
け
ば
い
い
の
か
、
あ
る
い
は

逆
に
ほ
め
れ
ば
い
い
の
か
、
分
か

ら
な
い
。

た
だ
、
自
分
を
「
愚
か
な
身
」

と
知
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
は
決

し
て
小
さ
な
こ
と
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
自
分
は
い
つ
も
正
し
い

と
思
い
、
自
分
の
決
め
た
こ
と
に

こ
と
さ
ら
に
固
執
し
、
他
者
の
考

え
を
考
慮
せ
ず
自
分
の
考
え
を
絶

対
化
す
る
と
、
自
分
の
判
断
ミ
ス

、

に
鈍
感
に
な
り
無
反
省
に
な
っ
て

周
り
の
人
た
ち
に
苦
し
み
や
害
を

あ
た
え
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
は
こ
と
に
知
識
人
や
世
の

中
の
指
導
者
が
注
意
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

聖
人
は
「
自
然
法
爾
章
」
に
、
そ

う
い
う
世
の
中
の
指
導
者
や
知
識

人
に
対
し
て
、
自
分
を
含
め
て
、

「
善
悪
の
字
し
り
が
お
は
、
お
お

ら
ご
と
の
か
た
ち
な
り
」

と
仰
せ
ら
れ
て
い
ま
す

「
俺
は
善

。

悪
を
よ
く
知
っ
て
い
る
」
と
い
う

世
の
指
導
的
立
場
の
者
の
ご
う
慢

、

さ
が
自
か
ら
の
判
断
を
絶
対
化
し

他
の
意
見
に
耳
を
傾
け
ず
、
つ
っ

ぱ
し
っ
て
、
い
か
に
社
会
に
大
き

な
害
を
も
た
ら
し
た
か
、
近
代
の

歴
史
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然
で
す
。

「
自
分
は
愚
か
な
者
で
あ
る
と
、

自
分
の
姿
を
知
る
」
こ
と
は
大
事

。

（

）

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す

了
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安
楽
国
を
ね
が
う
ひ
と

正
定
聚
に
こ
そ
住
す
な
れ

し
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ

邪
定
不
定
聚
く
に
に
な
し

じ
ゃ
じ
ょ
う
ふ

じ

ょ

う

じ

ゅ

諸
仏
讃
嘆
し
た
ま
え
り

『
浄
土
和
讚
』

現
代
語
訳
（
本
願
を
信
じ
お
浄
土

で
あ
る
安
楽
国
に
生
ま
れ
よ
う
と

願
う
人
は
、
こ
の
世
に
い
る
間
か

ら
正
定
聚
と
い
う
、
必
ず
仏
の
さ

と
り
を
開
く
こ
と
に
定
ま
っ
た
人

び
と
の
仲
間
に
入
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
自
ら
な
す
諸
の
善
や
修
行

に
よ
っ
て
往
生
を
願
う
邪
定
聚
の

人
や
、
自
ら
が
行
じ
る
称
名
行
の

功
徳
に
よ
っ
て
生
ま
れ
よ
う
と
願

う
不
定
聚
の
人
は
、
真
実
の
浄
土

。

、

に
は
往
生
し
て
い
な
い

諸
仏
は

本
願
の
念
仏
を
信
じ
る
ば
か
り
で

正
定
聚
に
住
し
真
実
の
浄
土
に
生

）

ま
れ
る
こ
と
を
ほ
め
讃
え
ら
れ
た

＊

Ｎ

安
楽
国
を
ね
が
う
ひ
と

正

「
《

、
と
は
」

定
聚
に
こ
そ
住
す
な
れ
》

「
安
楽
国
と
は
阿
弥
陀
仏
の
お

Ｄ浄
土
の
こ
と
で
す
。
善
知
識
の
説

法
を
通
し
て

〈
煩
悩
だ
ら
け
の
汝

、

を
、
そ
の
ま
ま
な
り
で
浄
土
に
生

ま
れ
さ
せ
る
〉
と
の
阿
弥
陀
仏
の

仰
せ
を
聞
き

〈
あ
あ
有
難
い
、
そ

、

う
い
う
こ
と
で
し
た
ら
ど
う
ぞ
浄

〉

土
に
生
ま
れ
さ
せ
て
下
さ
い
ま
せ

と
、
底
抜
け
の
大
悲
に
圧
倒
さ
れ

て
、
自
分
の
心
の
善
し
悪
し
を
か

え
り
み
ず
、
仰
せ
の
ま
ま
に
信
順

し
て
い
る
人
は
、
不
思
議
な
弥
陀

の
お
助
け
を
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ

た
そ
の
時
か
ら
こ
の
世
に
お
い
て

〈
正
定
聚
〉
と
い
う
境
界
に
入
っ

て
い
る
人
で
あ
り
、
そ
の
人
は
こ

の
世
の
生
涯
を
終
え
る
と
安
楽
国

へ
生
ま
れ
る
、
と
仰
せ
ら
れ
て
い

ま
す
」

「
正
定
聚
と
は
」

Ｎ
「
ま
さ
し
く
浄
土
に
生
ま
れ
る

Ｄこ
と
の
定
ま
っ
た
方
た
ち
の
仲
間

（
聚
）
と
い
う
こ
と
で
す
」

Ｎ

邪
定
・
不
定
聚
く
に

「
で
は

《
、

》
と
は
」

に
な
し

「
浄
土
に
は
、
邪
定
聚
や
不
定

Ｄ聚
の
者
は
生
ま
れ
な
い
か
ら
、
浄

土
に
は
お
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
世
で
阿
弥
陀
仏
を
た

の
ま
ず
、
自
分
の
力
（
自
分
の
心

や
知
性
や
自
ら
の
善
行
な

ど
）
を
た
の
み
に
し
て
い
る

人
は
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
者

た
ち
の
こ
と
を
邪
定
聚
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
」

「
で
は
不
定
聚
と
は
」

Ｎ
「

我
が
名
を
称
え
る
ば
か
り
で

Ｄ

〈

助
け
る
、
そ
の
外
に
な
に
も
い
ら

ぬ
ぞ
〉
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
〈
ま

る
だ
す
け
）
の
大
悲
の
誓
約
を
聞

い
て
、
有
難
い
と
思
っ
て
お
念
仏

を
称
え
る
よ
う
に
は
な
る
の
で
す

、〈

〉

が

ま
る
だ
す
け
の
大
悲
の
お
心

が
い
ま
だ
知
ら
れ
ず
、
称
え
て
助

か
ろ
う
と
か
、
称
え
た
ら
助
け
て

下
さ
る
と
か
、
称
え
て
い
け
ば
い

つ
か
は
助
け
ら
れ
る
と
受
け
と
っ

て
、
今
こ
こ
の
私
を
ま
る
ま
る
引

き
受
け
て
下
さ
る
大
悲
の
お
ぼ
し

め
し
が
い
た
だ
け
ず
、
如
来
様
の

大
悲
が
届
か
な
い
か
ら
、
信
心
が

決
定
し
な
い
で
往
生
が
定
ま
ら
な

い
方
た
ち
の
こ
と
で
す
」

「
な
ぜ
、
正
定
聚
と
か
不
定
聚

Ｎと
か
邪
定
聚
と
か
が
説
か
れ
る
の

で
す
か
」

「
そ
れ
は
、
お
念
仏
の
教
え
を

Ｄ聞
い
て
念
仏
し
て
い
て
も
、
自
分

の
能
力
や
知
性
や
心
を
ア
テ
に
し

て
、
お
助
け
の
道
に
惑
う
こ
と
が

多
い
私
た
ち
に

〈
こ
っ
ち
へ
い
っ

、

た
ら
迷
う
よ

〈
そ
っ
ち
へ
い
く
と

〉

道
を
み
う
し
な
う
よ

〈
そ
う
い
う

〉

〉

受
け
と
り
方
は
ま
ち
が
い
で
す
よ

と
教
え
導
か
れ
る
た
め
で
す
。
迷

、

う
道
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
が

助
か
る
道
は
一
つ
で
す
。
そ
れ
は

仏
陀
・
善
知
識
に
正
確
に
教
え
て

も
ら
わ
な
い
と
分
か
ら
な
い
も
の

で
す
」

「
た
と
え
ば
ど
ん
な
道
が
迷
い

Ｎの
道
で
す
か
」

「
仏
様
に
向
か
っ
て
、
病
気
が

Ｄ治
り
ま
す
よ
う
に
と
か
、
商
売
が

繁
盛
し
ま
す
よ
う
に
と
か
、
子
ど

も
の
試
験
が
パ
ス
し
ま
す
よ
う
に

と
か
、
そ
の
よ
う
な
自
分
本
位
の

祈
願
が
中
心
に
な
る
と
、
仏
様
に

お
参
り
を
し
て
い
る
よ
う
で
も
、

そ
れ
は
自
分
の
願
望
や
欲
望
を
か

な
え
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
私

自
（

我
）
中
心
の
思
い
に
と
ど
ま
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
本
当
の

安
心
も
安
定
も
あ
り
ま
せ
ん
。
自

分
の
願
望
が
叶
う
よ
う
に
仏
様
に

祈
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
自
分
が

ど
ん
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
か

が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
私

中
心
の
立
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
仏
の

教
え
を
よ
く
聞
い
て
自
分
の
あ
や

ま
り
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
大
事
に
な
り
ま
す
」

「
他
に
は
」

Ｎ
「
た
と
え
ば
、
仏
教
の
教
え
を

Ｄ聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し
て
も
、
自

分
の
学
ん
だ
仏
教
の
知
識
を
ア
テ

に
し
た
り
、
自
分
の
考
え
な
ど
を

た
の
み
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
自

分
の
心
が
い
か
に
た
の
み
に
な
ら

ず
、
自
分
の
思
案
で
は
助
か
ら
な

い
と
い
う
、
そ
の
こ
と
が
分
か
ら

ず
に
、
い
つ
ま
で
も
自
分
の
心
に

よ
り
か
か
っ
て

阿
弥
陀
仏
が

助

、

〈

け
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
〉
と
喚
び

か
け
た
も
う
て
い
る
仰
せ
に
お
ま

か
せ
で
き
な
い
で
い
ま
す
。
そ
う

い
う
よ
う
に
自
分
を
信
頼
し
て
阿

弥
陀
仏
（
本
願
力
）
を
信
頼
し
な

い
か
ぎ
り
、
浄
土
に
は
生
ま
れ
ら

れ
な
い
。
そ
れ
は
邪
定
聚
や
不
定

聚
に
い
る
状
態
な
の
で
す
よ
と
、

教
え
て
下
さ
る
の
で
す
」

「
他
に
は
」

Ｎ
「
真
宗
の
教
え
を
聞
き
、
自
分

Ｄの
考
え
や
思
い
や
行
い
で
も
っ
て

は
助
か
ら
な
い
、
浄
土
に
生
ま
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
知
る
。
こ

ん
な
ど
う
し
て
み
よ
う
も
な
い
私

に
た
い
し
て
阿
弥
陀
仏
が
〈
そ
の

ま
ま
な
り
を
引
き
受
け
る
〉
と
の

驚
く
べ
き
大
悲
を
か
け
て
下
さ
っ

て
い
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
も
う

私
に
は
お
念
仏
一
つ
し
か
な
い
と

思
っ
て
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
、
ナ

ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
称
え
る
一
つ
の

身
に
な
る
の
で
す
。
し
か
し
な
お

自
分
の
称
え
心
や
称
え
て
い
る
念

仏
行
の
功
徳
を
あ
て
に
し
て
し
ま

い
ま
す
。
ど
う
か
す
る
と
、
称
え

て
い
れ
ば
い
つ
か
は
助
け
て
下
さ

る
と
受
け
と
っ
て
、
称
え
る
行
為

安
楽
国
を
ね
が
う
ひ
と

（
和
讚
講
話
）



を
あ
て
に
し
て
、
今
こ
こ
で
阿
弥

陀
仏
に
お
ま
か
せ
す
る
こ
と
が
な

い
。
い
わ
ば
如
来
様
の
ご
恩
一
つ

で
助
か
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い

の
で
す
」

「
そ
う
い
う
状
態
の
人
を
不
定

Ｎ聚
と
い
う
の
で
す
か
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
い
ま
だ
往

Ｄ生
が
定
ま
ら
な
い
、
そ
う
い
う
人

た
ち
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
の
側

の
み
を
な
が
め
て
、
阿
弥
陀
仏
の

本
願
を
信
頼
し
な
い
の
で
、
い
つ

ま
で
た
っ
て
も
阿
弥
陀
仏
と
の
で

あ
い
が
お
と
ず
れ
ず
、
お
念
仏
を

称
え
て
い
て
も
満
足
で
き
な
い
の

で
す
。
そ
う
い
う
状
態
の
自
分
の

姿
は
自
分
で
は
と
て
も
分
か
り
ま

せ
ん
の
で
、
聖
人
は
私
た
ち
の
あ

や
ま
り
を
お
示
し
下
さ
っ
て

〈
そ

、

、

ん
な
と
こ
ろ
で
う
ろ
う
ろ
せ
ず
に

そ
の
ま
ま
な
り
で
阿
弥
陀
様
に
引

き
受
け
て
い
た
だ
き
な
さ
い
〉
と

お
勧
め
下
さ
る
の
で
す
」

「
お
念
仏
一
つ
が
よ
り
ど
こ
ろ

Ｎで
あ
る
と
い
っ
て
も
、
な
お
自
分

を
た
の
み
に
す
る
自
力
の
心
が
こ

び
り
つ
い
て
い
て
、
阿
弥
陀
仏
を

た
の
ま
な
い
の
で
す
ね
。
ほ
ん
と

う
に
自
力
の
執
心
は
し
ぶ
と
い
で

す
ね
。
で
は
ど
う
し
た
ら
自
力
の

心
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
か
」

「
自
力
の
心
を
自
分
で
離
れ
る

Ｄ

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」

「
な
ら
ば
ど
う
し
た
ら
い
い
の

Ｎで
す
か
」

「
ど
う
も
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う

Ｄし
た
ら
う
ま
く
い
く
と
い
う
よ
う

な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
に

か
く
ど
う
に
も
な
ら
な
い
で
す
。

け
れ
ど
も
自
力
で
は
ど
う
に
も
な

ら
な
い
こ
と
を
本
当
に
ど
う
に
も

な
ら
な
い
と
知
る
の
で
す
。
だ
い

た
い
〈
ど
う
し
た
ら
〉
と
尋
ね
て

い
る
こ
と
が
い
ま
だ
に
自
分
で
ど

う
か
な
る
と
思
っ
て
い
る
証
拠
で

す
」「

自
分
で
は
ど
う
に
も
こ
う
に

Ｎも
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て
き
た
。

そ
れ
で
今
も
自
力
の
心
が
あ
り
ま

す
が
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
私
と

知
る
の
で
す
か
？
」

「
え
え
、
ど
う
に
も
自
分
の
知

Ｄ性
や
心
を
頼
み
に
す
る
自
己
信
頼

の
心
を
離
れ
る
こ
と
も
取
り
除
く

こ
と
も
で
き
な
い
私
。
そ
ん
な
私

を
私
と
知
る
こ
と
で
す
。
ま
っ
た

く
自
力
の
心
を
取
り
除
く
こ
と
が

で
き
な
い
、
ど
う
に
も
助
か
ら
ぬ

私
だ
、
と
自
分
の
本
質
を
そ
の
と

お
り
に
認
め
る
こ
と
で
す
」

「
自
力
い
っ
ぱ
い
の
心
の
私
、

Ｎこ
の
自
己
信
頼
の
心
を
取
り
除
く

こ
と
が
で
き
な
い
私
と
知
る
の
で

す
ね
」え

え
そ
う
で
す

で
す
が

知

Ｄ
「

。

〈

り
な
さ
い
〉
と
い
う
と
ま
た
〈
知

り
に
か
か
り
、
知
っ
て
お
助
け
に

あ
ず
か
り
た
い
〉
と
知
る
こ
と
に

力
を
入
れ
よ
う
と
し
ま
す
。
知
っ

て
助
け
て
い
た
だ
こ
う
と
計
ら
う

の
で
す
。
そ
う
で
な
く
て
、
た
だ

。

仰
せ
の
ま
ま
に
聞
く
ば
か
り
で
す

と
う
て
い
浄
土
に
は
生
ま
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
で
き
な
い
ど
こ

ろ
か
、
悪
道
に
し
ず
む
よ
り
ほ
か

な
い
私
と
聞
く
ば
か
り
で
す
」

「

」

Ｎ

知
れ
ば
ど
う
な
る
の
で
す
か

「
知
っ
て
ど
う
な
る
わ
け
で
も

Ｄあ
り
ま
せ
ん
。
知
っ
て
も
知
ら
な

く
て
も
ど
う
し
て
み
よ
う
も
な
い

私
の
ま
ま
で
す
。
そ
れ
が
私
の
本

質
で
す
。
そ
れ
を
そ
う
と
聞
く
ば

か
り
で
す
」

「
本
当
に
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
私

Ｎで
し
か
な
い
。
こ
こ
か
ら
出
れ
な

い
の
で
す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
あ

Ｄな
た
に
南
無
阿
弥
陀
仏
が
ど
う
仰

せ
ら
れ
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
を
聞

く
の
で
す
。
口
に
お
念
仏
と
な
っ

て
現
れ
て
下
さ
る
南
無
阿
弥
陀
仏

、

は
ど
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
か

こ
れ
を
聞
く
の
で
す
。
お
助
け
は

」

す
で
に
こ
こ
に
来
て
い
る
の
で
す

「
こ
れ
ま
で
お
聞
き
し
て
ま
す

Ｎと
、
正
定
聚
と
い
う
こ
と
は
大
事

な
こ
と
な
の
で
す
ね
」

「
え
え
。
人
生
上
の
で
き
ご
と

Ｄは
み
な
流
れ
去
っ
て
い
き
ま
す
。

全
て
過
去
へ
過
去
へ
と
過
ぎ
去
っ

て
い
き
ま
す
。
こ
の
世
も
私
の
心

も
私
の
身
体
の
状
態
も
、
み
な
変

わ
り
づ
め
で
す
。
昔
、
名
師
と
い

わ
れ
た
お
方
に
あ
る
人
が
〈
先
生

お
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
か
〉
と
お

た
ず
ね
し
た
ら

先
生
曰
わ
く

変

、

〈

わ
り
ど
う
し
じ
ゃ
〉
と
。
実
際
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
人
生
に

変
わ
ら
な
い
確
か
な
も
の
は
ど
こ

に
あ
り
ま
す
か
。
そ
れ
が
な
く
て

た
だ
流
れ
こ
ろ
が
っ
て
い
る
人
生

は
空
し
い
も
の
で
す
」

「
そ
れ
と
正
定
聚
と
ど
う
い
う

Ｎ関
係
が
あ
り
ま
す
か
」

「
今
回
は
詳
し
く
は
申
し
上
げ

Ｄら
れ
ま
せ
ん
が
、
も
は
や
流
れ
去

ら
な
い
真
実
に
ま
さ
し
く
立
ち
位

置
が
定
め
ら
れ
る
、
そ
れ
が
正
定

聚
の
す
が
た
と
い
っ
て
も
い
い
の

」

（

）

で
し
ょ
う

了

〈

〉

遠
方
法
話
予
定

＊
四
月
十
日
～
十
一
日
。
広
島
市
安
芸
区
。

龍
善
寺
。
午
後
よ
り
午
後
ま
で
。

＊
五
月
四
日
。
姫
路
市
。
西
源
寺
。
午
後
。

＊
五
月
十
九
日
～
二
十
一
日
。
福
井
別
院
。

朝
事
後
法
話
と
午
後
法
話
・
座
談

＊
五
月
二
十
三
日
。
名
古
屋
別
院
。
午
前
十

時
法
話
・
午
後
座
談
。

＊
六
月
四
日
。
福
井
別
院
。
午
前
十
時
法
話

・
午
後
座
談

＊
七
月
九
日
。
福
井
別
院
。
午
前
十
時
法
話

・
午
後
座
談

＊
七
月
十
四
日
～
十
五
日
。
石
川
県
鳳
珠
郡

穴
水
町
。
法
琳
寺
。
午
後
よ
り
午
後
ま
で
。

＊
九
月
四
日
。
岩
手
県
釜
石
市
。
寶
樹
寺
。

午
前
十
時
よ
り
正
午
ま
で
。

＊
十
月
十
三
日
～
十
五
日
。
福
井
別
院

朝
事
後
法
話
と
午
後
法
話
・
座
談

。

。

＊
十
月
二
十
三
日
～
二
十
五
日

札
幌
別
院

＊
十
一
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
四
日
。
石
川

。

。

。

県
金
沢
市

名
声
寺

午
後
か
ら
午
後
ま
で

＊
十
二
月
十
日
か
ら
十
一
日
。
姫
路
市
。

西
源
寺
。
夕
刻
か
ら
午
後
ま
で
。

詳
し
く
は
念
仏
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い
。》

《
念
佛
寺
永
代
経
法
要

（
金
）

四
月
二
十
二
日

午
後
二
時
始

先
生

法
話

丸

山

顕

子

）

（
以
前
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
で
先
生
の
歩
み
が
放
送
さ
れ
ま
し
た

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
）

（



小
生
が
十
八
才
の
時
に
、
松
並
師
に
初
め
て
お

会
い
し
て
、
２
～
３
回
松
並
師
の
居
ら
れ
た
念
仏

堂
に
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ

の
後
ず
っ
と
無
沙
汰
を
し
て
い
ま
し
て
、
大
学
卒

業
後
し
ば
ら
く
し
て
、
一
度
師
が
働
い
て
お
ら
れ

た
職
場
に
お
訪
ね
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
以
後
も
師
を
訪
ね
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
昭
和
六
十
年
（
四
十
才
）
に
兵
庫
県
尼
崎
市

西
難
波
町
に
一
軒
屋
を
借
り
て

「
西
難
波
念
仏

、

草
庵
」
と
い
う
小
さ
な
看
板
を
掛
け
て
の
生
活
を

し
は
じ
め
て
間
も
な
く
、
家
族
四
人
で
奈
良
の
明

日
香
村
に
遊
び
に
行
き
ま
し
た
。
駅
前
で
自
転
車

を
借
り
飛
鳥
時
代
の
様
々
な
遺
跡
や
遺
物
を
訪
ね

て
、
帰
路
大
回
り
を
し
て
自
転
車
で
走
っ
て
い
る

と
、
以
前
に
来
た
よ
う
な
光
景
の
通
り
に
出
ま
し

た

「
あ
あ
こ
こ
は
、
以
前
来
た
こ
と
が
あ
る
。

。
そ
う
だ
松
並
先
生
の
お
宅
の
あ
る
あ
た
り
だ
」
と

思
い
、
注
意
し
て
見
わ
た
し
ま
し
た
ら
念
仏
堂
の

。

、

近
く
に
来
て
い
ま
し
た

こ
れ
は
こ
れ
は
と
思
い

訪
ね
て
み
ま
し
た
ら
ち
ょ
う
ど
先
生
が
お
ら
れ
、

中
に
通
さ
れ
て
少
し
仏
法
の
お
話
を
お
聞
か
せ
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
お
話
が
や
は
り
徹
底
し
て

い
て
、
感
動
し
、
こ
れ
は
何
度
も
お
話
を
お
聞
か

せ
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
家
路
に
つ

き
ま
し
た
。
そ
の
後
十
年
間
ほ
ぼ
毎
月
一
回
兵
庫

県
か
ら
奈
良
ま
で
二
時
間
か
け
て
通
い
ま
し
た
。

念
仏
堂
で
は
い
つ
も
二
時
間
近
く
一
対
一
で
の
お

話
し
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
質
問

も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
本
当
に

有
り
難
か
っ
た
で
す
。

今
か
ら
思
い
ま
す
と
、
た
ま
た
ま
明
日
香
村
に

観
光
気
分
で
行
っ
た
こ
と
が
ご
縁
で
、
明
日
香
村

か
ら
少
し
離
れ
て

い
る
松
並
先
生
の

念
仏
堂
を
そ
れ
こ

そ
た
ま
た
ま
見
つ

け
、
そ
れ
が
縁
で

松
並
師
の
ご
法
縁
を
深
く
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の

は
本
当
に
不
思
議
で
す
。
お
念
仏
を
求
め
、
心
を

寄
せ
て
い
ま
す
と
、
不
思
議
で
す
が
お
念
仏
に
導

か
れ
、
あ
う
べ
き
人
に
あ
い
、
聞
く
べ
き
お
話
を

お
聞
か
せ
い
た
だ
く
の
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は

ま
さ
に
仏
様
の
お
導
き
が
深
く
厚
く
か
か
っ
て
く

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。
阿
弥
陀
様

の
不
思
議
な
お
は
か
ら
い
が
あ
る
の
で
す
ね
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母

種
種
に
善
巧
方
便
し

わ
れ
ら
が
無
上
の
信
心
を

発
起
せ
し
め
た
ま
い
け
り
」

と
『
ご
和
讃
』
に
あ
る
ご
と
く
、
種
々
さ
ま
ざ
ま

な
不
思
議
な
お
手
だ
て
や
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
、

仏
法
の
世
界
に
帰
入
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
す
ね
。

「
如
来
ま
し
ま
す
」
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
だ
け
で

も
言
え
る
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
現
実
の
人
生

生
活
の
中
で
阿
弥
陀
仏
や
観
音
菩
薩
あ
る
い
は
勢

至
菩
薩
の
お
導
き
、
い
わ
ば
「
如
来
の
お
ん
は
か

ら
い
」
を
深
く
感
じ
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

私
は
よ
く
人
に
言
う
の
で
す
が

「
と
に
か
く

、

お
念
仏
を
申
し
つ
つ
聞
法
し
て
下
さ
い
。
そ
う
す

る
と
お
念
仏
の
お
導
き
の
働
き
が
加
え
ら
れ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
仏
縁
に
恵
ま
れ
、
お
の
ず
と
仏
法
の

中
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
」
と
申
し
あ
げ

る
の
で
す
。
仏
縁
だ
け
で
な
く
て
生
計
上
の
便
宜

に
も
働
い
て
下
さ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
な
か
な

か
信
じ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
が
。

松
並
師
が
「
求
道
心
が
乏
し
い
か
ら
仏
法
が
い

た
だ
け
ま
せ
ん
と
言
っ
て
嘆
く
が
、
お
念
仏
を
申

し
て
い
る
と
、
求
道
心
の
弱
い
私
を
お
念
仏
の
方

が
私
を
引
っ
張
っ
て
下
さ
っ
て
仏
法
に
入
れ
て
下

さ
る
。
だ
か
ら
嘆
く
ひ
ま
が
あ
っ
た
ら
お
念
仏
申

し
、
お
念
仏
を
聞
き
な
さ
い
」
と
の
お
話
し
を
お

聞
き
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

念
仏
堂
は
玄
関
を
上
が
る
と
正
面
に
南
無
阿
弥

陀
仏
の
掛
け
軸
が
か
け
て
あ
り
、
そ
の
前
に
香
炉

が
置
い
て
あ
る
だ
け
の
部
屋
と
そ
の
両
脇
に
部
屋

が
あ
り
ま
す
。
裏
に
も
部
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
部

屋
に
は
何
の
か
ざ
り
も
な
く
、
ま
っ
た
く
簡
素
で

し
た
。
と
に
か
く
お
念
仏
以
外
の
一
切
の
も
の
は

省
か
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
念
佛
堂
は

村
の
念
仏
者
が
共
に
力
を
合
わ
せ
て
働
い
て
建
て

ら
れ
た
も
の
で
、
松
並
さ
ん
が
懇
志
を
集
め
て
で

き
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
念
佛
堂
で

は
毎
月
日
曜
日
に
、
村
の
内
外
の
念
仏
者
が
集
ま

っ
て
お
念
仏
を
相
続
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
机
を
か

こ
ん
で
坐
り
、
真
ん
中
に
香
炉
を
置
い
て
、
線
香

一
本
に
火
を
つ
け
て
立
て
、
線
香
が
燃
え
尽
き
る

ま
で
お
念
仏
を
称
え
る
だ
け
の
相
続
で
す
。
松
並

さ
ん
が
敢
え
て
法
話
を
す
る
と
言
う
こ
と
は
な

く
、
尋
ね
ら
れ
た
ら
お
応
え
す
る
と
い
う
風
で
し

た
。
私
は
そ
の
念
仏
会
へ
は
一
度
し
か
行
っ
た
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
詳
し
い
こ
と
は
分

か
り
ま
せ
ん
が
。
そ
の
お
念
仏
も
、
称
え
る
こ
と

に
中
心
を
お
く
の
で
は
な
く
「
お
念
仏
を
聞
く
」

と
い
う
相
続
だ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
お
念
仏
そ
の
も
の
が
阿
弥
陀
仏
の

直
説
法
で
す
か
ら
、
称
え
て
い
る
お
念
仏
を
聞
く

ま
ま
が
説
法
を
聞
い
て
い
る
、
そ
う
い
う
聞
名
念

仏
相
続
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

（
続
く
）

《
住
職
雑
感
》

こ
の
三
月
五
日
、
木
村
無
相
さ
ん
の
三
十
三
回

忌
が
福
井
県
越
前
市
の
和
上
苑
で
行
わ
れ
ま
し

た
。
藤
枝
宏
壽
師
が
発
起
人
と
な
り
、
午
後
一
時

か
ら
加
茂
淳
光
師
の
導
師
の
も
と
、
参
加
者
全
員

（
一
三
〇
名
ほ
ど
）
で
正
信
偈
の
繰
り
読
み
の
勤

行
。
無
相
さ
ん
の
生
涯
に
つ
い
て
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見

て
、
休
憩
後
、
本
願
寺
派
僧
侶
一
名
・
大
谷
派
僧

侶
（
二
名
）
他
の
派
一
名
の
若
手
僧
侶
に
よ
る
説

法
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
説
法
は
無
相
さ
ん
の
「
念

仏
詩
抄
」
の
中
で
感
銘
し
た
も
の
を
拾
い
上
げ
て

の
法
話
で
し
た
。
同
じ
真
宗
で
も
派
が
違
え
ば
説

法
の
色
合
い
が
違
う
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。
若

い
方
は
無
相
さ
ん
に
は
お
会
い
し
た
こ
と
が
な
い

中
で
、
無
相
さ
ん
の
言
葉
に
触
れ
て
下
さ
っ
た
こ

と
は
有
難
い
こ
と
で
し
た
。
そ
の
後
、
小
生
と
法

岡
師
と
他
一
名
の
短
い
感
話
で
終
了
し
ま
し
た
。

無
相
さ
ん
は
五
十
七
才
か
ら
東
本
願
寺
の
同
朋

会
館
の
門
衛
を
さ
れ
、
や
め
ら
れ
て
か
ら
は
福
井

県
に
移
ら
れ
て
老
人
ホ
ー
ム
へ
入
ら
れ
て
一
生
を

過
ご
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
に
『
念
仏
詩
抄
』
を

出
版
さ
れ
、
そ
れ
が
い
ろ
い
ろ
な
人
の
目
に
と
ま

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
ま
た
花
田
正
夫
師
の
発

行
さ
れ
て
い
た
『
慈
光
』
紙
に
毎
月
お
念
仏
の
味

わ
い
の
詩
を
載
せ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
縁
と
な
っ

て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
金
光
さ
ん
の
目
に
と
ま
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
、
無
相
さ
ん
の
お
話
し
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ

オ
で
二
回
放
送
さ
れ
ま
し
た
。
よ
う
や
く
人
に
無

相
さ
ん
の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

の
は
、
七
十
才
後
半
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

ま
で
は
東
本
願
寺
に
十
二
年
間
も
勤
め
ら
れ
ま
し

た
が
、
一
人
の
た
だ
の
信
者
さ
ん
と
い
う
だ
け
の

お
方
と
見
ら
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
無
相
さ
ん

ご
往
生
後
す
で
に
丸
三
十
二
年
に
も
な
り
ま
す

が
、
こ
の
度
の
三
十
三
回
忌
に
百
名
以
上
の
方
々

が
お
集
ま
り
に
な
っ
た
こ
と
は
無
相
さ
ん
の
お
言

葉
や
生
前
の
聞
法
の
お
姿
が
静
か
に
広
く
浸
透
し

て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
無
相
さ
ん
の
聞
法

は
と
に
か
く
「
自
分
一
人
の
上
に
ひ
た
す
ら
真
宗

を
聞
く
」
と
い
う
こ
と
に
徹
し
て
い
て
、
念
仏
の

信
心
が
自
分
の
身
に
実
感
と
な
る
ま
で
、
ご
ま
か

さ
ず
妥
協
せ
ず
、
お
念
仏
を
称
え
つ
つ
聞
き
聞
き

し
、
信
心
の
語
録
に
尋
ね
尋
ね
し
て
い
く
、
そ
う

い
う
姿
勢
を
貫
か
れ
ま
し
た
。

（
了
）

松
並
松
五
郎
師
の
こ
と
ど
も

②


