
横田慶哉和上のご著書『吾が信念』

　
満
堂
お
念
仏
の
声

　

横
田
和
上
の
ご
教
化
は
「
何
と
し
て
も
助
け
て
や
り
た
い
、
救
っ
て
や
り
た
い
」
と

い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
の
あ
り
っ
た
け
を
伝
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
和
上
の

お
説
教
に
は
い
つ
も
満
堂
、
お
念
仏
の
声
が
満
ち
て
い
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
当
時

の
ご
門
徒
の
皆
さ
ま
は
、
和
上
の
説
法
獅し

子し

吼く

に
遇
う
て
い
た
だ
い
た
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
西
方
寺
に
は
そ
う
し
た
熱
い
法
脈
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を

皆
さ
ま
に
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
か
ね
ば
と
馳
せ
参
じ
ま
し
た
。

　

和
上
は
求
め
に
応
じ
ら
れ
て
『
吾
が
信
念
』
と
い
う
法
話
集
を
著
さ
れ
ま
し
た
。

ご
当
山
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
和
上
の
法
話
は
理
解
し
や
す
い
文
章

で
、
き
っ
と
心
に
深
く
感
じ
て
下
さ
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
老
僧
か
ら
聞
い
て
耳
に

残
る
和
上
の
お
説
教
の
一
つ
に
、
子
供
心
に
も
わ
か
り
易
い
、
こ
ん
な
例
え
が
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　
人
生
の
大
き
な
問
題

　

当
時
、
和
上
の
お
住
ま
い
の
京
都
府
下
の
綴
喜
郡
上
津
屋
の
善
照
寺
の
境
内
に
、

朝
か
ら
村
の
子
供
た
ち
が
遊
び
に
来
ま
し
て
陣
取
り
遊
び
を
し
ま
す
。
こ
の
遊
び
を

ご
存
知
で
す
か
。
ジ
ャ
ン
ケ
ン
を
し
ま
し
て
、
パ
ー
で
勝
て
ば
パ
ー
で
、
同
様
に
グ
ー

や
チ
ョ
キ
で
こ
う
陣
地
を
取
っ
て
い
く
の
で
す
ね
。
今
な
ら
テ
レ
ビ
を
見
、
ゲ
ー
ム

を
す
る
の
で
し
ょ
う
が
、
当
時
は
面
白
い
遊
び
で
し
た
。
と
き
に
は
喧
嘩
腰
に
な
っ

て
、
陣
取
り
に
興
じ
る
の
で
す
。
昼
に
な
る
と
ご
飯
を
食
べ
に
帰
り
ま
す
。
し
か
し
、

大
切
な
陣
地
を
侵
さ
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
す
ぐ
に
や
っ
て
来
て
、
続
行
し
ま
す
。

喧
嘩
ま
で
し
て
「
こ
れ
は
俺
の
陣
地
や
」「
宝
物
や
」「
財
産
や
」
と
領
し
た
陣
地
も
、

日
暮
れ
近
く
暗
く
な
る
と
、
境
内
に
陣
地
を
残
し
て
わ
が
家
へ
と
帰
っ
て
行
か
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。
人
生
も
こ
れ
と
同
じ
で
す
。
財
産
も
、
学
問
も
、
名
誉
も
愛
す
る
者

も
何
も
か
も
残
し
て
死
ん
で
い
き
ま
す
。

　

し
か
し
、な
か
に
帰
れ
な
い
子
供
が
一
人
い
ま
す
。
和
上
が
「
坊
や
、早
う
お
帰
り
。

お
父
さ
ん
も
お
母
さ
ん
も
待
っ
て
お
ら
れ
る
」
と
声
を
か
け
る
と
、
シ
ク
シ
ク
泣
き

出
し
た
。
聞
い
て
み
る
と
、
今
日
は
新
し
い
服
を
着
せ
て
あ
げ
る
か
ら
、
汚
し
て
き

て
は
駄
目
よ
と
母
親
に
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
遊
び
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
間
に

真
っ
黒
に
汚
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
親
は
夕
ご
飯
を
用
意
し
て
、
待
っ
て
く
れ
て
い

る
が
、
帰
る
に
帰
れ
な
い
と
悩
み
、
泣
い
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
、
こ
ん
な
話
を
老
院
主
が
お
同
行
に
し
て
い
る
の
を
い
く

ど
も
聞
い
て
育
ち
ま
し
た
。
こ
う
し
た
和
上
の
ご
法
話
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
何
の

た
め
に
生
ま
れ
、
何
の
た
め
に
生
き
て
、
何
の
た
め
に
ど
こ
へ
死
ん
で
い
く
の
か
。

人
生
の
大
き
な
問
題
で
す
。
私
は
、
お
念
仏
の
教
え
を
聞
く
た
め
に
生
ま
れ
て
き
て
、

お
念
仏
に
生
き
て
、
こ
の
世
の
縁
が
尽
き
た
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
に
は
か

ら
わ
れ
て
浄
土
に
帰
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
が
真
宗
門
徒
の
生
き
方
だ
と
信
じ
ま

す
。

　

子
供
が
親
の
待
つ
家
に
帰
り
た
く
て
も
帰
れ
な
い
と
大
き
く
悩
む
と
い
う
の
は
、

自
ら
の
中
に
深
く
潜
む
死
の
不
安
、
あ
る
い
は
悪
の
問
題
に
煩
悶
し
、
素
直
に
親
の

も
と
に
帰
れ
な
い
、
お
念
仏
の
教
え
に
素
直
に
帰
し
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
思

い
ま
す
。
死
の
不
安
・
罪
悪
の
問
題
は
根
本
的
に
は
一
つ
の
問
題
に
帰
し
ま
す
。
こ

れ
を
真
宗
の
門
徒
は
「
後
生
の
一
大
事
」
と
捉
え
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。「
後
生
の

一
大
事
」
こ
そ
、
大
切
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　
悪
人
が
救
わ
れ
て
い
く

　

親
鸞
聖
人
が
七
五
〇
年
前
、
九
十
年
の
生
涯
を
賭
し
て
お
説
き
い
た
だ
い
た
の
は
、

ま
さ
に
、
罪
障
が
い
か
に
深
い
か
、
そ
れ
を
何
と
し
て
も
救
い
た
い
と
喚
ば
う
て
い

て
下
さ
る
真
実
の
親
さ
ま
が
お
ら
れ

る
、
そ
の
こ
と
を
お
伝
え
下
さ
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
聖
人
の
主
著
は『
教

行
信
証
』
で
あ
り
ま
す
。
今
日
、
本

書
は
稀
に
見
る
す
ぐ
れ
た
宗
教
哲
学

書
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
浄
土
真
宗
立
教
開
宗
の
書
と
も

い
わ
れ
ま
す
。
全
体
は
漢
文
。
聖
人

五
十
歳
過
ぎ
に
は
一
応
完
成
さ
れ
、
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本
日
は
、
親
鸞
聖
人
の
ご
恩
を
偲
ん
で
七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要
、
本
堂
の
平
成
大

修
復
落
慶
法
要
、
住
職
継
職
の
奉
告
法
要
、
こ
の
三
つ
の
ご
法
要
が
ご
門
徒
総
代
を

は
じ
め
皆
さ
ま
の
ご
懇
念
に
よ
り
ま
し
て
、
盛
大
か
つ
厳
粛
に
お
勤
め
に
な
ら
れ
ま

し
た
。
ま
こ
と
に
お
め
で
た
く
、
西
域
哲
英
新
住
職
、
西
域
哲
夫
前
住
職
、
ご
門
徒

の
皆
さ
ま
に
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
ご
法
義
相
続
の
道
場
と
し
て

　

は
じ
め
に
お
願
い
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
新
住
職
に
お
か
れ
て
は
、
ご
当
山
の
法
灯

を
継
い
で
ど
う
か
「
自
信
教
人
信
、
難
中
転
更
難　

大
悲
伝
普
化　

真
成
報
仏
恩
（
自

ら
信
じ
、
人
に
教
え
る
こ
と
は
難
し
い
な
か
に
更
に
難
し
い
。
あ
ま
ね
く
大
悲
を
伝

え
て
人
を
化
益
す
る
こ
と
が
、
ま
こ
と
に
仏
恩
を
報
ず
る
こ
と
で
あ
る
）」（『
往
生
礼
讃

偈
』）
の
道
を
歩
ん
で
下
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
ご
門
徒
の
皆
さ
ま

は
新
住
職
を
守
り
立
て
、
本
堂
は
聞
法
の
道
場
と
し
て
、
ご
法
義
を
ご
相
続
下
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
ご
法
要
に
際
し
ま
し
て
、
ご
招
待
を
た
ま
わ
り
、
し
ば
ら
く
の
間
ご
法
縁
を

い
た
だ
き
ま
す
こ
と
、
大
変
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
前
々
か
ら
本
日
の
ご
慶
事
を
承
っ

て
お
り
ま
し
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
思
い
返
し
て
お
り
ま
し
た
。
前
住
職
と
私
は
五
十

年
以
上
も
前
か
ら
、
ご
厚
誼
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
も
ご
老
僧
の
時
代
か

ら
お
互
い
に
親
子
三
代
に
わ
た
り
、
ご
法
義
の
上
で
親
し
く
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、こ
の
関
係
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、昭
和
の
は
じ
め
、

畿
内
は
い
う
ま
で
も
な
く
遠
く
四
国
に
至
る
ま
で
、
尊
い
阿
弥
陀
さ
ま
の
教
え
を
「
信

仰
は
体
験
に
力
あ
り
」「
本
願
他
力
の
信
仰
こ
そ
は
吾
が
信
念
で
あ
る
」
と
伝
え
て
下

さ
っ
た
故
横
田
慶
哉
和
上
に
、
私
ど
も
の
先
々
代
や
先
代
の
住
職
が
、
そ
の
ご
教
化

に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
発
端
で
あ
り
ま
す
。
先
々
代
の
ご
老
僧
も
私
方
の

老
僧
も
和
上
の
ご
教
化
に
遇
わ
な
か
っ
た
ら
、
永
劫
に
浄
土
真
実
の
教
え
に
遇
う
こ

と
は
な
か
っ
た
と
、
終
生
、
師
恩
を
慶
ん
で
お
り
ま
し
た
。
私
ど
も
は
そ
の
流
れ
を

く
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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手
当
を
し
ま
す
が
、
瘡か
さ

は
増
え
る
ば
か
り
で
す
。
王
は
「
こ
の
瘡
は
心
か
ら
生
じ
た

も
の
で
、
治
せ
る
と
い
う
者
が
い
て
も
、
治
せ
る
道
理
は
な
い
」
と
、
思
い
つ
め
ま
す
。

　

当
時
、
イ
ン
ド
で
は
六
師
外
道
と
い
い
ま
し
て
、
今
も
歴
史
に
残
る
六
人
の
自
由

思
想
家
が
い
ま
し
た
。
そ
の
弟
子
筋
に
あ
た
る
大
臣
た
ち
が
見
舞
い
に
や
っ
て
来
ま

す
。

　

最
初
に
、
月が

っ
し
ょ
う称
と
い
う
大
臣
が
来
て
た
ず
ね
ま
す
。「
王
は
な
ぜ
、
愁
え
悲
し
み
、

お
顔
色
が
す
ぐ
れ
な
い
の
か
。
身
を
病
ん
で
い
る
の
か
、心
を
病
ん
で
い
る
の
か
」
と
。

王
は
応
え
ま
す
。「
非
道
に
も
無
実
の
父
を
殺
害
し
た
。
か
つ
て
智
者
か
ら
五
逆
罪
を

犯
し
た
者
は
地
獄
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
と
聞
い
た
。
ど
う
し
て
身
心
を
苦
し
ま
ず
に
お

ら
れ
よ
う
か
。
わ
が
身
心
を
治
す
良
医
は
い
な
い
」。
大
臣
が
言
い
ま
す
。「
愁
え
悲

し
む
と
ど
ん
ど
ん
愁
え
悲
し
み
が
増
す
ば
か
り
。
眠
り
を
好
む
と
ま
す
ま
す
眠
る
。

色
を
好
み
酒
を
好
む
の
も
同
じ
。
地
獄
に
行
き
見
て
来
た
上
で
の
話
で
は
な
い
。
世

間
で
い
う
智
者
が
言
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
地
獄
は
存
在
し
な
い
」
と
、
道
徳
的
否
定

論
者
の
プ
ー
ラ
ー
ナ
・
カ
ッ
サ
パ
の
も
と
に
足
を
運
ぶ
よ
う
勧
め
ま
す
。

　

次
に
、
蔵ぞ

う
と
く徳
と
い
う
大
臣
が
た
ず
ね
ま
す
。「
な
ぜ
顔
色
悪
く
、
口
渇
き
、
声
弱
弱

し
く
、
何
を
苦
し
む
の
か
」。
王
は
言
い
ま
す
。「
悪
人
の
提だ

い

婆ば

達だ
っ

多た

に
唆
さ
れ
、
正

し
く
国
を
治
め
て
い
た
父
王
を
非
道
に
も
殺
し
た
。
そ
の
報
い
と
し
て
無
間
地
獄
に

堕
ち
る
と
聞
く
。
心
に
恐
れ
を
抱
き
苦
し
む
の
だ
」
と
。
大
臣
は
「
逆
罪
と
い
っ
て

も
罪
で
は
な
い
。
何
故
と
云
う
に
、黒
虫
が
母
の
腹
を
破
っ
て
生
ま
れ
る
の
と
同
じ
で
、

母
の
腹
を
破
っ
て
も
黒
虫
に
罪
は
な
い
。
だ
か
ら
王
が
父
王
を
殺
し
て
も
罪
は
な
い
」

と
、
宿
命
論
者
マ
ッ
カ
リ
・
ゴ
ー
サ
ー
ラ
を
訪
ね
る
よ
う
勧
め
ま
す
。

　

三
番
目
は
実じ

っ
と
く徳
と
い
う
大
臣
で
す
。「
ど
う
し
て
身
に
纏
う
飾
り
を
投
げ
出
し
、
髪

を
乱
し
て
い
る
の
か
。心
の
苦
し
み
な
の
か
、身
の
苦
し
み
な
の
か
」。王
は
言
い
ま
す
。

「
父
は
慈
愛
深
く
、
実
に
罪
の
な
い
王
で
あ
っ
た
。
私
が
生
ま
れ
る
と
き
、
占
い
師
が

将
来
こ
の
子
は
父
を
殺
す
と
予
言
し
た
が
、
大
事
に
育
て
て
く
れ
た
。
そ
の
父
を
殺

す
な
ら
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
と
聞
く
。
苦
し
ま
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
」。
大
臣
は「
悩

ま
れ
る
な
。
人
は
過
去
に
な
し
た
行
為
の
結
果
が
ま
だ
表
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。

先
王
の
過
去
の
行
為
が
原
因
で
、
先
王
が
死
ぬ
の
で
あ
れ
ば
、
先
王
を
殺
し
て
何
の

罪
が
あ
ろ
う
か
」
と
、
懐
疑
論
者
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
・
べ
ー
ラ
ッ
テ
ィ
プ
ッ
タ
の
教
え
を

聞
く
よ
う
勧
め
ま
す
。

　

四
番
目
に
悉し

っ

知ち

義ぎ

と
い
う
大
臣
が
見
舞
い
ま
す
。
王
は
「
罪
の
な
い
先
王
を
殺
害

し
た
自
分
は
遠
か
ら
ず
地
獄
に
堕
ち
る
。
わ
が
罪
を
救
う
良
医
は
な
い
」と
言
い
ま
す
。

大
臣
は
「
昔
、
羅
摩
と
い
う
王
が
父
を
殺
し
王
位
を
継
い
た
。
跋
提
大
王
・
毘
楼
真

王
…
が
そ
う
で
あ
り
、
地
獄
に
堕
ち
た
王
は
い
な
い
。
今
も
毘
瑠
璃
王
・
優
陀
邪
王

…
が
い
る
が
誰
ひ
と
り
愁
え
悩
ん
で
い
な
い
。
こ
の
世
の
生
は
人
間
と
畜
生
の
存
在

し
か
な
い
。
そ
の
生
死
は
因
縁
に
拠
ら
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
善
・
悪
と
い
う
も
の

は
な
い
」
と
言
い
、
唯
物
論
者
ア
ジ
タ
・
ケ
ー
サ
カ
ン
パ
リ
ン
を
推
薦
し
ま
す
。

　

五
番
目
は
吉き

っ
と
く徳
と
い
う
大
臣
が
来
て
、
地
獄
の
意
味
を
説
明
し
ま
す
。「
地
は
大
地

の
地
、
獄
は
破
る
意
で
、
地
獄
を
破
っ
て
も
罪
の
報
い
は
な
い
。
ま
た
、
地
は
人
間
、

獄
は
神
々
を
意
味
し
、
父
を
殺
せ
ば
人
間
や
神
々
の
世
界
に
生
ま
れ
る
。
ま
た
、
地

は
命
に
名
づ
け
、
獄
は
長
い
意
で
、
生
き
物
を
殺
せ
ば
長
い
寿
命
を
得
る
、
地
獄
は

存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
殺
害
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
。
と
い
う
の
は
不
滅

の
我
が
あ
る
な
ら
殺
す
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
不
滅
の
我
が
な
い
な
ら
殺
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
か
ら
」
と
。
こ
う
し
て
殺
害
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
。
だ
か
ら
、

そ
の
罪
は
な
い
と
述
べ
、
無
因
論
的
感
覚
論
者
パ
ク
ダ
・
カ
ッ
チ
ャ
ー
ナ
を
訪
ね
よ

と
勧
め
ま
す
。

　

六
師
外
道
の
流
れ
を
ひ
く
最
後
の
六
番
目
は
無む

所し
ょ

畏い

と
い
う
大
臣
が
来
て
、
ジ
ャ

イ
ナ
教
の
祖
ニ
ガ
ン
タ
・
ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
は
立
派
な
指
導
者
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

　

そ
の
と
き
、
仏
教
信
者
と
し
て
釈
尊
に
篤
く
帰
依
し
、
名
医
で
も
あ
っ
た
耆ぎ

ば婆
と

い
う
大
臣
が
来
て
、「
安
ら
か
に
眠
れ
て
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
ま
す
。
王
は
答
え
ま
す
。

「
私
の
病
は
重
い
。
正
し
い
父
王
を
殺
害
し
た
。
い
か
な
る
名
医
も
薬
、
呪
術
、
看
病

も
病
を
治
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
魚
が
陸
に
い
る
の
と
同
じ
だ
。
智
者
が
身
・
口
・

意
の
三
業
が
清
浄
で
な
い
な
ら
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
っ
た
。
眠
れ
な
い
。
病
を
治
す

薬
と
な
る
教
え
を
説
く
す
ぐ
れ
た
医
者
は
い
な
い
」。
耆
婆
が
言
い
ま
す
。「
よ
い
こ

と
を
言
わ
れ
た
。
王
は
罪
を
造
っ
た
が
、
心
に
深
く
罪
を
恥
じ
る
慚ざ

ん

愧ぎ

の
心
を
抱
い

て
い
る
。
諸
仏
は
二
つ
の
白
法
（
善
い
法
）
が
あ
っ
て
、
よ
く
衆
生
を
救
う
と
言
わ

れ
る
。
二
つ
と
は
慚ざ

ん

と
愧ぎ

。
慚
は
自
ら
罪
を
造
ら
ず
、
愧
は
人
に
罪
を
造
ら
せ
な
い

こ
と
。
ま
た
、慚
は
人
に
恥
じ
、愧
は
天
に
恥
じ
る
こ
と
。
無
慚
愧
は
人
と
は
言
わ
ず
、

畜
生
で
あ
る
。
王
に
は
慚
愧
が
あ
る
。
カ
ピ
ラ
城
に
仏
世
尊
と
い
う
王
の
病
を
治
す

大
良
医
が
お
ら
れ
る
」。
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七
十
歳
半
ば
ま
で
思
索
と
推す
い

敲こ
う

を
重
ね
て
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
晩
年
の
約
十
年
間
、

八
十
歳
半
ば
過
ぎ
ま
で
は
平
仮
名
交
じ
り
の
文
章
や
和
讃
、
お
手
紙
な
ど
多
く
書
か

れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
ご
著
述
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
「
悪
人
が
救
わ
れ
て
い
く
」

と
い
う
教
え
で
あ
り
ま
す
。

　

考
え
て
み
ま
す
と
、
悪
人
が
救
わ
れ
る
と
い
う
教
え
は
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
大
変
な
教
え
で
あ
り
ま
す
。
時
代
・
民
族
・
国
境
を
超
え
て
伝
播
す
る
世
界

の
三
大
宗
教
は
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
す
。
聖
書
や
コ
ー
ラ
ン
は
「
善

い
こ
と
を
す
る
・
正
し
い
こ
と
を
す
る
」
こ
と
を
教
え
ま
す
。
こ
れ
は
神
の
命
令
で

あ
り
、
神
命
背
反
は
罪
で
す
。
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
悪
人
は
救
わ
れ
ま
せ
ん
。

　

仏
教
、
そ
の
仏
教
の
中
で
も
阿
弥
陀
さ
ま
の
教
え
を
親
切
に
お
説
き
い
た
だ
い
た

の
が
親
鸞
聖
人
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
真
実
の
教
え
な
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
善

人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
と
ぐ
。
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
言
葉

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
善
人
で
さ
え
も
救
わ
れ
て
い
く
、
だ
か
ら
、
悪
人
が
救

わ
れ
な
い
は
ず
は
な
い
、
悪
人
を
こ
そ
救
う
、
こ
れ
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
心
で
あ
り

ま
す
。
他
人
な
ら
ぬ
、
自
ら
が
悪
人
で
あ
る
と
知
ら
れ
た
と
き
、
こ
の
浄
土
真
実
の

教
え
を
信
ぜ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

今
日
は
若
い
方
々
も
お
参
り
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
幼
少
の
こ
ろ
は
悪
に
対
し
て
敏

感
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
小
さ
い
こ
ろ
朝
晩
、
本
堂
に
お
参
り
し
ま
し
て
手
を

合
わ
せ
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
顔
を
見
上
げ
ま
す
。
自
分
が
何
か
後
ろ
め
た
い
悪
い
こ

と
を
し
た
日
は
お
顔
を
見
る
の
が
怖
か
っ
た
。
仏
さ
ま
は
い
つ
も
同
じ
お
顔
を
し
て

お
ら
れ
る
の
に
、
こ
っ
ち
に
問
題
が
あ
る
。
子
供
心
に
そ
う
思
い
ま
し
た
。
あ
と
で

申
し
ま
す
が
、『
涅ね

槃は
ん

経ぎ
ょ
う』
に
「
慚ざ
ん

愧ぎ

…
慚
は
人
に
羞は

づ
、
愧
は
天
に
羞
づ
。
こ
れ
を

慚
愧
と
名
づ
く
。
無
慚
愧
は
名
づ
け
て
人
と
せ
ず
、
名
づ
け
て
畜
生
と
す
」
と
あ
り

ま
す
。
人
は
年
を
重
ね
る
と
、
悪
に
対
し
て
だ
ん
だ
ん
鈍
感
に
な
り
、
自
己
肯
定
や

自
己
弁
護
に
ひ
た
す
ら
傾
斜
し
ま
す
。
慚
愧
の
心
は
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
こ
の
経

文
で
は
畜
生
に
変
わ
ら
な
い
と
さ
れ
ま
す
。
振
り
返
り
ま
す
と
、
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か

ら
足
の
つ
ま
先
に
至
る
ま
で
、
何
に
も
い
い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
ん
な
私
に
、
も
し
慚
愧
の
心
が
芽
生
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
裏
に
真
実
か

ら
の
働
き
か
け
が
あ
り
ま
す
。
自
己
と
悪
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
絶
望
的
な
自
己
に

直
面
す
る
と
き
、
悪
人
が
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
が
喚
ば
う
て
い
て
下

さ
る
真
実
の
声
な
き
声
は
、
私
ど
も
の
心
身
に
徹
到
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
和
上
の
ご
教
化
に
遇
わ
れ
た
お
同
行
は
、
仏
さ
ま
の
そ
う
し
た
浄
土
真
実
の

深
い
お
慈
悲
に
目
覚
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
先
に
申
し
上
げ
た
『
教
行
信
証
』
の
中
で
、
浄
土
真
実
の
教
え
に
よ
っ

て
救
わ
れ
る
人
と
は
い
か
な
る
人
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、『
涅
槃
経
』
を
ご
引
用
に
な
っ

て
、
救
わ
れ
難
い
人
間
（
難な

ん

化げ

の
三さ
ん

機き

）
と
し
て
五ご
ぎ
ゃ
く逆
と
謗ほ
う
ぼ
う法
と
闡せ
ん
だ
い提
の
三
種
を
あ

げ
ら
れ
ま
す
。
五
逆
と
は
父
を
殺
す
・
母
を
殺
す
・
聖
者
を
殺
す
・
仏
身
を
傷
つ
け

血
を
流
す
・
教
団
を
破
壊
す
る
、
五
つ
の
逆
罪
の
こ
と
。
謗
法
と
は
大
乗
仏
教
を
誹

謗
す
る
こ
と
。
闡
提
は
断
善
根
・
信
不
具
足
の
人
を
意
味
し
ま
す
。「
こ
の
三
種
の
人

の
病
は
重
い
。
例
え
ば
治
す
こ
と
が
出
来
ず
必
ず
死
ぬ
病
の
と
き
、
適
切
な
看
病
と

名
医
と
よ
い
薬
が
あ
る
の
と
同
じ
で
、
こ
れ
ら
の
人
は
仏
・
菩
薩
に
し
た
が
い
、
す

べ
て
を
さ
と
り
に
至
ら
せ
る
尊
い
法
を
聞
い
て
病
が
治
り
、
無
上
菩
提
心
を
起
こ
す
」

と
い
う
経
文
を
引
用
し
た
後
、
悪
人
が
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
浄
土
真
実
・
阿
弥
陀

さ
ま
の
お
慈
悲
の
尊
い
こ
と
を
鮮
明
に
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
拝
読
い
た
し
ま
す
た
び

に
深
い
感
銘
を
覚
え
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
、
阿あ

闍じ
ゃ

世せ

王
帰
仏
の
出
来
事
を
少
し
ご
紹

介
い
た
し
ま
す
。

　
負
い
目
を
抱
く
阿
闍
世
王

　

古
代
イ
ン
ド
に
マ
ガ
ダ
（
摩
伽
陀
）
と
い
う
国
が
あ
っ
て
、
首
都
は
王
舎
城
、
王

さ
ま
は
頻び

ん

婆ば

娑し
ゃ

羅ら

王
、
そ
の
お
妃
は
韋い

提だ
い

希け

夫
人
で
す
。
こ
の
お
二
人
の
間
に
生
ま

れ
た
の
が
阿あ

闍じ
ゃ

世せ

で
す
。
両
親
の
も
と
で
手
厚
く
育
て
ら
れ
た
の
で
す
が
、
阿
闍
世

は
生
き
も
の
を
好
ん
で
殺
す
な
ど
凶
悪
な
性
格
を
も
ち
、
心
に
激
し
い
怒
り
や
貪
り

を
燃
や
し
ま
す
。
現
実
に
は
い
ろ
い
ろ
な
欲
望
に
と
ら
わ
れ
、
罪
の
な
い
父
王
を
殺

し
王
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
父
を
殺
し
た
と
い
う
後
悔
の
念
に
苛
ま
れ
ま
す
。
現

代
の
言
葉
で
い
え
ば
負
い
目
を
強
く
抱
く
の
で
す
。
負
い
目
と
い
う
の
は
返
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
自
己
の
責
任
で
す
。
そ
の
結
果
、
全
身
に
で
き
も
の
が
出
来
て
、
そ

れ
が
悪
臭
を
放
ち
、
近
寄
れ
ま
せ
ん
。

　

王
と
な
っ
た
阿
闍
世
は
「
い
ま
こ
の
身
に
悪
い
報
い
を
受
け
た
。
地
獄
に
堕
ち
て

苦
し
む
の
は
遠
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
思
い
つ
め
ま
す
。
母
后
は
案
じ
て
薬
を
塗
り
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い
と
い
う
大
乗
仏
教
の
「
空
」
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
て
、
王
は
そ
の
教
え
を
真

剣
に
聞
信
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

阿
闍
世
王
は
仏
に
申
し
ま
す
。

　
　

世
尊
、
わ
れ
世
間
を
見
る
に
、
伊い

蘭ら
ん

子
よ
り
伊
蘭
樹
を
生
ず
、
伊
蘭
よ
り
栴せ
ん

檀だ
ん

　

樹
を
生
ず
る
を
ば
見
ず
。
わ
れ
い
ま
は
じ
め
て
伊
蘭
子
よ
り
栴
檀
樹
を
生
ず
る
を

　

見
る
。
伊
蘭
子
は
わ
が
身
こ
れ
な
り
。
栴
檀
樹
は
す
な
は
ち
こ
れ
わ
が
心
、
無
根

　

の
信
な
り
。
無
根
と
は
、
わ
れ
は
じ
め
て
如
来
を
恭
敬
せ
ん
こ
と
を
知
ら
ず
、
法
・

　

僧
を
信
ぜ
ず
、こ
れ
を
無
根
と
名
づ
く
。
世
尊
、わ
れ
も
し
如
来
世
尊
に
遇
は
ず
は
、

　

ま
さ
に
無む

量
り
ょ
う

阿あ

僧そ
う

祇ぎ

劫こ
う

に
お
い
て
、
大
地
獄
に
あ
り
て
無
量
の
苦
を
受
く
べ
し
。

　

わ
れ
い
ま
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
。
こ
こ
を
も
つ
て
仏
の
得
た
ま
ふ
と
こ
ろ
の
功
徳

　

を
見
た
て
ま
つ
り
、
衆
生
の
煩
悩
悪
心
を
破
壊
せ
し
む
。

　
（
世
尊
、
世
間
に
は
伊
蘭
の
種
か
ら
伊
蘭
の
樹
が
生
え
る
。
伊
蘭
の
種
か
ら
栴
檀
の
樹
の

　
生
じ
る
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
今
わ
た
し
は
伊
蘭
の
種
か
ら
栴
檀
の
樹
が
生
ず
る
の

　
を
見
た
。
伊
蘭
の
種
と
は
わ
た
し
の
こ
と
、
栴
檀
の
樹
は
わ
た
し
の
心
に
起
っ
た
無
根

　
の
信
で
あ
る
。
無
根
と
は
、
わ
た
し
は
今
ま
で
如
来
を
あ
つ
く
敬
う
こ
と
を
知
ら
ず
、　

　
教
法
や
僧
団
を
信
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
信
心
の
根
と
な
る
も
の
は
全
く

　
な
い
。
こ
れ
を
無
根
と
い
う
。
世
尊
よ
、
わ
た
し
は
若
し
如
来
世
尊
に
お
遇
い
す
る
こ

　
と
が
な
か
っ
た
ら
、
永
い
な
が
い
間
に
わ
た
り
大
地
獄
に
堕
ち
て
、
か
ぎ
り
な
い
苦
し

　
み
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
今
、
仏
を
見
た
て
ま
つ
っ
た
。
仏
が
得
ら

　
れ
た
功
徳
を
見
た
て
ま
つ
っ
て
、
衆
生
の
煩
悩
悪
心
を
絶
ち
破
り
た
い
。）

　

こ
こ
で
、
伊い

蘭ら
ん

の
樹
は
イ
ン
ド
で
は
紅
く
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
が
、
す
ご
い
悪

臭
を
放
つ
と
い
わ
れ
、
人
か
ら
嫌
悪
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
人
間
の
煩
悩
を
意
味
し
て

い
ま
す
。
栴せ

ん
だ
ん檀
の
樹
は
芳
香
を
放
ち
、
薬
に
も
な
り
ま
す
。
無
根
の
信
と
は
こ
の
煩

悩
心
か
ら
生
じ
た
信
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
如
来
を
敬
う
心
も
、教
法
を
信
じ
る
こ
と
も
、

そ
れ
を
伝
道
す
る
僧
団
を
信
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
信
心
の
根
と
な
る

も
の
は
何
一
つ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
の
に
、
信
心
が
生
じ
た
の
で
す
。「
仏
を
見
た
て

ま
つ
る
」
と
は
無
根
の
信
心
に
目
覚
め
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
聖
人
は
こ
れ
を
他
力

回
向
の
信
心
を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
阿
闍
世
王
の

心
を
根
底
か
ら
覆
す
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
転
換
の
出
来
事
が
起
こ
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
他
力
回
向
の
信
心
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
の
全
体

を
あ
げ
た
、
こ
う
し
た
宗
教
的
転
換
の
事
実
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

信
を
得
る
と
い
う
大
き
な
転
換
を
成
し
遂
げ
た
王
に
、
釈
尊
が
仰
せ
に
な
り
ま
す
。

　
　

大
王
、
善
い
か
な
善
い
か
な
、
わ
れ
い
ま
な
ん
じ
か
な
ら
ず
よ
く
衆
生
の
悪
心

　

を
破
壊
す
る
こ
と
を
知
れ
り
。

　（
王
よ
、
よ
い
よ
い
。
わ
た
し
は
い
ま
、
あ
な
た
が
必
ず
衆
生
の
悪
い
心
を
破
る
こ
と
を

　
知
っ
て
い
る
。）

　

信
を
得
た
阿
闍
世
王
が
、
こ
う
釈
尊
に
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

世
尊
、
も
し
わ
れ
あ
き
ら
か
に
よ
く
衆
生
の
も
ろ
も
ろ
の
悪
心
を
破
壊
せ
ば
、　

　

わ
れ
つ
ね
に
阿あ

鼻び

地
獄
に
あ
り
て
、
無
量
劫
の
う
ち
に
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
の
た
め
に

　

苦
悩
を
受
け
し
む
と
も
、
も
つ
て
苦
と
せ
ず
。

　（
世
尊
、
も
し
わ
た
し
が
明
ら
か
に
衆
生
の
い
ろ
い
ろ
な
悪
い
心
を
破
る
こ
と
が
出
来
る

　
な
ら
ば
、
つ
ね
に
阿
鼻
地
獄
に
あ
っ
て
、
計
り
知
れ
な
い
永
い
間
に
わ
た
り
、
あ
ら
ゆ

　
る
人
々
の
た
め
に
苦
悩
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
を
苦
し
み
と
は
い
た
し
ま

　
せ
ん
。）

　

こ
の
王
の
言
葉
に
は
深
い
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
阿
鼻
地
獄
は
五
逆
罪
や
謗

法
な
ど
重
罪
を
犯
し
た
者
が
堕
ち
る
無
間
地
獄
の
こ
と
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
た

め
に
、
そ
の
地
獄
に
堕
ち
て
苦
し
み
を
受
け
て
も
、
苦
し
み
と
し
な
い
と
い
う
王
の

信
心
は
願
作
仏
心
（
仏
に
な
ろ
う
と
願
う
心
）
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
度
衆
生
心
（
衆

生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
心
）
と
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
注
意
さ
れ

ま
す
。

　

つ
い
で
、
そ
の
こ
と
が
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
さ
れ
て
、
そ
の
時
に
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宗
教
的
精
神
へ
の
飛
躍

　

こ
こ
で
、
慚
愧
は
単
な
る
後
悔
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
的
な
感
情
と
し
て
の
後

悔
か
ら
慚
愧
へ
の
深
ま
り
に
は
宗
教
的
精
神
へ
の
飛
躍
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の

裏
に
は
超
越
的
な
真
実
か
ら
の
働
き
か
け
が
あ
り
ま
す
。
聖
人
は
後
年
、
自
ら
を
無

慚
無
愧
、
真
実
心
が
な
い
と
、
こ
う
悲
嘆
述
懐
さ
れ
た
和
讃
が
あ
り
ま
す
。

　
　

無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て　

ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も

　
　
　
　
　

弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
ふ
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（『
正
像
末
和
讃
』）

　（
人
に
恥
じ
る
心
も
な
く
、
天
に
恥
じ
る
心
も
な
い
わ
が
身
で
あ
り
、
真
実
の
心
な
く
あ

　
さ
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
如
来
の
真
実
心
か
ら
回
向
さ
れ
る
名
号
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
功

　
徳
は
わ
が
身
に
満
ち
る
の
み
な
ら
ず
、
十
方
に
満
ち
た
ま
う
。）　

　

人
に
恥
じ
る
心
も
、
天
に
恥
じ
る
心
も
な
い
私
が
慚
愧
す
る
と
い
う
の
は
、
仏
の

大
悲
の
は
た
ら
き
か
け
が
働
い
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
如
来
の
真
実
心
か
ら
回
向
さ

れ
る
名
号
の
は
た
ら
き
が
あ
る
と
う
た
わ
れ
ま
し
た
。
宗
教
的
心
情
へ
の
深
ま
り
に

は
、
超
越
的
彼
方
か
ら
の
如
来
の
真
実
心
の
は
た
ら
き
か
け
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が

他
力
回
向
の
名
号
で
あ
り
ま
す
。

　

も
と
の
『
涅
槃
経
』
に
戻
し
ま
す
。
そ
の
時
、
空
中
か
ら
声
が
聞
え
ま
す
。「
一
つ

の
逆
罪
を
犯
せ
ば
、
そ
の
報
い
を
う
け
る
。
二
つ
の
逆
罪
を
犯
す
と
、
二
倍
の
報
い

を
う
け
る
。
王
の
悪
業
は
必
ず
報
い
を
う
け
る
。
速
や
か
に
仏
の
も
と
に
行
け
。
仏

以
外
に
誰
も
救
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
汝
を
哀
れ
む
故
に
勧
め
る
。」
こ
れ
を
聞
い
た

王
は
恐
れ
を
抱
き
、
全
身
戦
慄
、
そ
し
て
聞
き
ま
す
。「
す
が
た
見
え
ず
、
声
だ
け
す

る
の
は
誰
か
。」「
我
は
汝
の
父
頻び

ん

婆ば

娑し
ゃ

羅ら

だ
。
耆ぎ

ば婆
の
言
葉
に
従
え
。
誤
っ
た
六
大

臣
の
言
葉
に
従
っ
て
は
な
ら
な
い
。」
王
は
悶
絶
し
ま
す
。

　

仏
は
王
の
た
め
に
月が

つ
あ
い
ざ
ん
ま
い

愛
三
昧
に
入
り
、
光
明
を
放
ち
ま
す
。
月
光
に
青
蓮
華
の
花

を
咲
か
せ
る
働
き
が
あ
る
よ
う
に
、
清
ら
か
な
光
明
は
全
身
の
で
き
も
の
を
た
ち
ま

ち
癒
し
ま
す
。
王
は
仏
の
も
と
へ
行
く
途
中
、
耆
婆
か
ら
聞
き
ま
す
。
王
は
心
身
を

治
す
よ
い
医
者
は
い
な
い
と
言
っ
た
の
で
、
仏
は
ま
ず
身
を
治
さ
れ
た
。
あ
と
心
を

救
わ
れ
る
の
だ
、
と
。
さ
ら
に
、
あ
る
人
に
七
人
の
子
が
い
た
と
す
る
。
中
で
一
人

の
子
が
病
む
と
、
親
の
心
は
平
等
で
あ
る
が
、
特
に
病
む
子
に
心
を
か
け
る
。
如
来

も
そ
の
通
り
、
罪
あ
る
者
に
偏
に
心
を
か
け
る
、
と
。
王
は
耆
婆
に
言
い
ま
す
。
得

道
の
人
は
地
獄
に
堕
ち
な
い
と
聞
く
。
仏
の
み
も
と
に
参
る
ま
で
、
私
を
堕
ち
な
い

よ
う
抱
い
て
く
れ
、
と
。

　「
無
根
の
信
」
生
ず
る

　

聖
人
は
仏
が
阿
闍
世
王
に
説
法
さ
れ
る
部
分
を
長
く
引
用
な
さ
い
ま
す
。
こ
こ
で

は
簡
潔
に
要
約
し
ま
す
。
王
は
罪
の
な
い
父
王
を
殺
害
し
た
か
ら
、
必
ず
地
獄
に
堕

ち
る
と
思
い
込
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
王
の
罪
に
対
す
る
思
い
（
執
着
）
を
め
ぐ
っ
て
、

比
喩
が
用
い
ら
れ
、
中
に
は
詭
弁
を
弄
し
て
ま
で
も
、
罪
と
そ
の
報
い
に
つ
い
て
の

人
間
的
自
力
的
な
強
い
執
着
心
を
取
り
除
く
仏
の
大
悲
心
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
説

法
が
展
開
し
ま
す
。
そ
う
し
た
説
法
は
す
べ
て
の
事
物
は
固
定
的
な
実
体
を
も
た
な
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尚
（
善
導
）
は
こ
れ
を
「
別
異
の
弘
願
（
一
般
の
因
果
の
道
理
に
超
え
す
ぐ
れ
た

　

他
力
救
済
の
本
願
）」
と
ほ
め
た
ま
へ
り
。
衆
生
に
か
わ
り
て
願
行
を
成
ず
る
こ
と
、

　

常
没
（
つ
ね
に
迷
い
の
世
界
に
沈
ん
で
い
る
）
の
衆
生
を
さ
き
と
し
て
善
人
に
お

　

よ
ぶ
ま
で
、
一
衆
生
の
う
え
に
も
お
よ
ば
ざ
る
と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
大
悲
満
足
す
べ 

　

か
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
安
心
決
定
鈔
』

　

後
生
の
一
大
事
に
悩
む
人
が
ひ
と
た
び
摂
取
の
光
明
に
遇
い
難
く
し
て
遇
わ
せ
て

い
た
だ
き
、
信
心
獲
得
す
る
と
き
、「
住
正
定
聚
」
の
身
に
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
で

あ
り
ま
す
。
聖
人
は
そ
の
こ
と
を
、

　
　

真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
ゑ
に
正
定
聚
の
位
に
住
す
。
こ
の
ゆ
ゑ

　

に
臨
終
（
臨
終
の
時
に
初
め
て
浄
土
往
生
が
決
定
す
る
と
い
う
臨
終
の
意
味
）
ま

　

つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
。
信
心
の
定
ま
る
と
き
往
生
ま
た
定
ま
る

　

な
り
。
来
迎
の
儀
則
（
臨
終
の
と
き
の
聖
衆
来
迎
の
儀
式
）
を
ま
た
ず
。

（『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』）

と
仰
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
真
宗
門
徒
の
生
き
方
は
こ
こ
に
極
ま
る
の
で
あ
り
、
ま

こ
と
に
有
難
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

私
ど
も
の
先
々
代
の
住
職
が
幸
い
に
し
て
横
田
和
上
に
導
か
れ
て
、
こ
の
尊
い
み

教
え
に
遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
機
縁
と
な
っ
て
、
私
た
ち
も
ご
法
縁
に
恵
ま

れ
ま
し
た
。
本
日
は
、
こ
の
慶
事
に
参
上
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
一
端
を
お
話
申
し

上
げ
ま
し
た
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

合
掌

市
川
良
哉
（
い
ち
か
わ
よ
し
や
）
師
… 

法
林
寺
住
職
・
奈
良
大
学
理
事
長
・
奈
良
大
学
名
誉
教
授
。

※
本
稿
は
記
念
法
話
に
加
筆
を
し
て
、
文
章
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
い
た
し
ま
す
。

念
発
起
す
れ
ば
正
定
の
聚
に
入
る
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
が
引
用
さ
れ
た
阿
闍
世
王
帰
仏
の
出
来
事
を
単
な
る
物
語
と
し
て
理
解

す
る
と
し
た
な
ら
ば
、殆
ど
意
味
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
物
語
で
は
な
く
、
逆
悪
の
阿

闍
世
は
現
実
の
偽
ら
ぬ
私
の
す
が
た
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
阿
闍
世
が
他
力

回
向
の
無
根
の
信
に
目
覚
め
る
と
い
う
の
は
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
虚こ

仮け

諂て
ん

偽ぎ

・
清

浄
真
実
心
の
な
い
こ
の
私
に
、
如
来
の
か
ぎ
り
な
い
慈
悲
の
働
き
か
け
が
あ
り
、
タ

ノ
ム
一
念
、大
悲
招
喚
の
お
よ
び
ご
え
の
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
る
こ
と
で
す
。こ
こ
の

と
こ
ろ
を
耳
に
聞
い
て
、
心
の
ど
ん
底
に
お
気
づ
き
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
大
悲
招
喚
の
勅
命

　

時
代
が
大
き
く
変
わ
り
、
い
か
に
長
寿
社
会
に
な
っ
て
も
人
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
死

ん
で
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
は
孤
独
で
す
。
ど
ん
な
に
科
学
や
医
学
が
進
歩
し

て
も
、
学
問
は
死
の
不
安
に
さ
ら
さ
れ
る
孤
独
な
人
間
の
心
の
問
題
を
解
決
す
る
こ

と
は
出
来
ま
せ
ん
。
お
金
も
名
誉
、
財
産
も
同
様
で
す
。
仏
世
尊
の
教
え
の
通
り
、

人
間
の
最
大
の
苦
し
み
は
老
い
て
、
病
ん
で
、
死
ん
で
い
く
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
外

面
的
に
は
人
間
の
肉
体
に
か
か
わ
る
現
象
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、

人
は
内
面
的
根
本
的
に
心
を
病
む
の
で
あ
り
ま
す
。
阿
闍
世
は
心
を
深
く
病
ん
だ
の

で
あ
り
ま
す
。
人
は
死
の
不
安
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
内
に
深
く
心
を
病
ま
ず
に

は
お
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
不
安
は
深
ま
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
終
息
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
は
じ
め
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
後
生
は
一
大
事
で
す
。

　

名
号
・
南
無
阿
弥
陀
仏
は
後
生
の
一
大
事
に
悩
む
私
に
泣
く
な
、
案
ず
る
な
、
助

け
る
こ
と
間
違
い
な
い
ぞ
よ
と
よ
ん
で
い
て
下
さ
る
大
悲
招
喚
の
勅
命
で
す
。
ま
こ

と
名
号
は
タ
ノ
メ
・
タ
ス
ク
ル
と
声
な
き
声
で
、
私
を
喚
び
た
ま
う
阿
弥
陀
さ
ま
の

よ
び
ご
え
で
す
。
そ
の
如
来
の
大
悲
は
迷
え
る
者
を
こ
そ
救
わ
ず
に
は
お
か
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。

　
　

ま
こ
と
に
往
生
せ
ん
と
お
も
は
ば
、
衆
生
こ
そ
願
を
も
お
こ
し
行
を
も
は
げ
む

　

べ
き
に
、願
行
は
菩
薩
の
と
こ
ろ
に
は
げ
み
て
、感
果
は
（
果
報
を
感
得
す
る
こ
と
）

　

わ
れ
ら
が
と
こ
ろ
に
成
ず
。
世
間
・
出
世
の
因
果
の
こ
と
わ
り
に
超
異
せ
り
。
和
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　　（
如
来
の
回
向
に
帰
入
し
て
仏
に
な
ろ
う
と
願
う
信
心
を
う
る
人
は
、
自
力
の
回
向
を
捨

　
て
き
っ
て
、
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
限
り
が
な
い
。）

　

こ
れ
ら
の
和
讃
に
つ
い
て
若
干
の
補
足
を
し
ま
す
と
、
聖
人
は
一
首
目
に
あ
る
「
大

菩
提
心
」
に
「
よ
ろ
づ
の
衆
生
を
仏
に
な
さ
ん
と
思
ふ
心
な
り
」
と
左
訓
さ
れ
、
同

様
に
「
願
作
仏
心
を
す
す
め
し
む
」
に
は
「
他
力
の
菩
提
心
な
り
。
極
楽
に
生
れ
て

仏
に
な
ら
ん
と
願
へ
と
す
す
め
た
ま
へ
る
こ
こ
ろ
な
り
」、「
願
作
仏
心
」
に
は
「
弥

陀
の
悲
願
を
ふ
か
く
信
じ
て
仏
に
な
ら
ん
と
ね
が
ふ
こ
こ
ろ
を
菩
提
心
と
ま
う
す
な

り
」、「
度
衆
生
心
」
に
は
「
よ
ろ
づ
の
有
情
を
仏
に
な
さ
ん
と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
な
り

と
し
る
べ
し
」
と
左
訓
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

二
首
目
の
「
回
向
の
信
楽
」
に
は
「
弥
陀
の
願
力
を
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
信
ず
る
を

い
ふ
な
り
」、「
大
般
涅
槃
」
に
は
「
弥
陀
如
来
と
ひ
と
し
く
さ
と
り
を
得
る
を
ま
う

す
な
り
」
と
左
訓
さ
れ
ま
す
。
三
首
目
の
「
如
来
の
回
向
」
に
は
「
弥
陀
の
本
願
を

わ
れ
ら
に
与
へ
た
ま
ひ
た
る
を
回
向
と
ま
う
す
な
り
」、「
願
作
仏
心
」
に
「
浄
土
の

大
菩
提
心
な
り
」
と
左
訓
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
和
讃
か
ら
、
願
作
仏
心
も
度

衆
生
心
も
す
べ
て
如
来
他
力
の
回
向
に
よ
る
と
さ
れ
た
の
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

　

聖
人
ご
引
用
の
経
文
に
戻
し
ま
す
。
そ
の
と
き
、
阿
闍
世
王
は
耆
婆
に
い
い
ま
す
。

　
　

耆
婆
、
わ
れ
い
ま
い
ま
だ
死
せ
ず
し
て
す
で
に
天
身
を
得
た
り
。
命
短
き
を
捨

　

て
て
長
命
を
得
、
無
常
の
身
を
捨
て
て
常
身
を
得
た
り
。
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
し

　

て
阿あ

の

耨く

多た

羅ら

三さ
ん

藐
み
ゃ
く

三さ
ん

菩ぼ

提だ
い

心し
ん

を
発
せ
し
む
。

　　（
耆
婆
よ
、
わ
た
し
は
今
死
な
な
い
先
に
、
す
で
に
清
ら
か
な
身
と
な
っ
た
。
短
い
い
の

　
ち
を
捨
て
て
長
い
い
の
ち
を
得
、
無
常
の
身
を
捨
て
て
常
住
の
身
を
得
た
。
も
ろ
も
ろ

　
の
衆
生
を
し
て
無む

上
じ
ょ
う

菩ぼ

提だ
い

心し
ん

を
起
こ
さ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。）

　

上
に
、「
い
ま
、
す
で
に
天
身
を
得
た
り
」、「
長
命
を
得
」「
常
身
を
得
た
り
」
と

い
う
如
く
、
こ
の
全
体
は
「
現
生
正
定
聚
、
住
不
退
転
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
蓮

如
上
人
が
ご
文
章
の
「
聖
人
一
流
章
」
で
い
わ
れ
た
「
一
念
発
起
入
正
定
之
聚
（
一

「
摩マ

伽ガ

陀ダ

国
の
無
量
の
人
民
、
こ
と
ご
と
く
阿
耨
多
羅
三
貘
三
菩
提
心
を
発
し
き
。
か

く
の
ご
と
き
ら
の
無
量
の
人
民
、
大
心
（
無
上
菩
提
心
）
を
発
す
る
を
も
つ
て
の
ゆ

ゑ
に
、
阿
闍
世
王
所
有
の
重
罪
す
な
は
ち
微
薄
な
る
を
得
し
む
。
王
お
よ
び
夫
人
、

後
宮
采
女
こ
と
ご
と
く
み
な
同
じ
く
阿
耨
多
羅
三
貘
三
菩
提
心
を
発
し
き
」
と
い
う

経
文
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
浄
土
の
大
菩
提
心

　

聖
人
は
ま
こ
と
の
信
を
獲
た
王
の
願
作
仏
心
は
そ
の
ま
ま
度
衆
生
心
で
あ
る
と
読

み
取
っ
て
お
ら
れ
、
こ
う
し
た
理
解
は
き
わ
め
て
独
自
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
願
作
仏
心
は
度
衆
生
心
で
あ
り
、
度
衆
生
心
は
阿
弥
陀
如
来
か
ら

の
回
向
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
如
来
他
力
の
回
向
に
帰
入
し
て
願
作
仏
心
を
う
る

人
は
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
限
り
が
な
い
と
、
次
の
よ
う
に
和
讃
を
詠
ん
で
お
ら
れ

ま
す
。

　
　

浄
土
の
大
菩
提
心
は　

願
作
仏
心
を
す
す
め
し
む

　
　
　
　

す
な
は
ち
願
作
仏
心
を
度
衆
生
心
と
名
づ
け
た
り 　
　
　
　
　
　
　
　

   

　
（『
正
像
末
和
讃
』
以
下
同
じ
）

　（
浄
土
真
実
の
大
菩
提
心
は
、
自
ら
に
仏
に
な
ろ
う
と
願
う
心
を
勧
め
ら
れ
る
。
こ
の
仏

　
に
な
ろ
う
と
願
う
心
を
、
そ
の
ま
ま
衆
生
を
救
お
う
と
思
う
心
と
い
う
。）

　
　

度
衆
生
心
と
い
ふ
こ
と
は　

弥
陀
智
願
の
回
向
な
り

　
　
　
　
　

回
向
の
信
楽
う
る
ひ
と
は　

大
般
涅
槃
を
さ
と
る
な
り

　（
衆
生
を
救
お
う
と
思
う
心
と
い
う
の
は
、
弥
陀
の
智
願
か
ら
の
回
向
で
あ
る
。
こ
の
回

　
向
の
信
心
を
う
る
人
は
仏
の
さ
と
り
を
悟
る
。）

　
　

如
来
の
回
向
に
帰
入
し
て　

願
作
仏
心
を
う
る
ひ
と
は

　
　
　
　
　

自
力
の
回
向
を
す
て
は
て
て　

利
益
有
情
は
き
は
も
な
し
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