
香
誉
祐
海
の
「
勧
修
百
万
遍
十
界
一
心
願
生
西
方
作
福
念
佛
図
説
」
に
つ
い
て 巖 

谷 

勝 

正 

 
 

  
 

は
じ
め
に 

 

「
心
」
と
い
う
文
字
を
中
心
に
十
界
を
描
い
た
「
円
頓
観
心
十
法

界
図
」
と
呼
ば
れ
る
図
画
が
、
江
戸
時
代
に
か
な
り
流
布
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
腮
尾
尚
子
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
は

『
摩
訶
止
観
』
の
所
説
に
依
っ
て
描
か
れ
た
天
台
の
教
義
を
表
し
た

も
の
で
あ
る
。
後
に
『
華
厳
経
』
の
「
若
人
欲
了
知
」
の
文
が
付
加

さ
れ
、
心
内
に
十
界
が
あ
り
心
を
省
み
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ

て
き
た
。 

 

ま
た
、
こ
の
「
円
頓
観
心
十
法
界
図
」
に
浄
土
教
義
を
取
り
入
れ

印
施
さ
れ
た
例
も
腮
尾
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
円

頓
観
心
十
法
界
図
」（
以
下
、「
十
法
界
図
（
唯
心
浄
土
）」）
に
は
、

百
万
遍
念
仏
の
普
及
勧
化
に
利
用
さ
れ
た
文
言
が
記
さ
れ
、
図
に
も

各
界
を
区
切
る
界
線
が
連
珠
の
円
で
示
さ
れ
、
念
仏
を
唱
え
る
毎
に
、

塗
り
つ
ぶ
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
来
天
台

教
義
を
伝
え
る
べ
く
図
さ
れ
た
「
円
頓
観
心
十
法
界
図
」
は
浄
土
教

へ
も
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
。 

 

今
回
解
釈
を
試
み
る
「
勧
修
百
万
遍
十
界
一
心
願
生
西
方
作
福
念

佛
図
説
」（
以
下
「
作
福
念
佛
図
説
」）
は
、「
円
頓
観
心
十
法
界
図
」

を
浄
土
教
の
中
に
受
容
し
、
さ
ら
に
百
万
遍
念
仏
を
勧
め
る
た
め
に

図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
作
福
念
佛
図
説
」
の
紹
介
も
す
で

に
腮
尾
氏
が
ゴ
ル
ド
ン
文
庫
所
蔵
の
も
の
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
お
り
、

本
稿
で
は
、
そ
の
構
成
と
教
義
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。 

 

一 

「
十
法
界
図
（
唯
心
浄
土
）」
に
つ
い
て 

  
最
初
に
、「
円
頓
観
心
十
法
界
図
」
を
そ
の
ま
ま
に
黄
檗
宗
系
と
推

測
さ
れ
る
が
、
浄
土
教
的
に
解
釈
し
た
「
十
法
界
図
（
唯
心
浄
土
）」

に
つ
い
て
そ
の
勧
化
文
の
一
部
を
引
用
し
て
お
く
。 

(

1) 



 

冒
頭
に
「
若
人
欲
了
知
」
の
文
を
引
き
、
仏
心
を
起
こ
し
て
も
一

念
に
悪
心
を
起
こ
せ
ば
地
獄
と
変
じ
、
仏
界
も
地
獄
も
た
だ
心
の
善

悪
に
在
る
と
説
く
。
そ
こ
ま
で
は
こ
の
図
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
説

明
で
あ
る
。
そ
の
後
に
付
け
加
え
て
浄
土
教
的
解
釈
を
加
え
て
い
る
。 

 

極
楽
往
生
を
遂
る
こ
と
は
此
十
界
の
図
の
道
理
を
信
す
る
よ
り

 

至
要
な
る
は
な
し 

既
に
そ
れ
吾
一
心
に
十
界
三
千
の
法
を
具

 

す
と
信
す
れ
は
十
万
億
土
の
外
の
安
養
も
吾
か
心
内
の
浄
土
な

 

れ
は
誓
願
は
此
の
唯
心
の
浄
土
に
生
せ
ん
こ
と
を
願
ひ
信
願
已

 

に
導
き
て
行
す
る
所
の
念
仏
は
我
か
本
性
の
弥
陀
如
来
な
れ
は

 

図
の
道
理
を
信
せ
は
是
真
の
融
通
念
仏
に
し
て
其
功
徳
甚
た
深

 

く
其
利
益
至
つ
て
広
し 

 

こ
の
よ
う
に
、
図
を
利
用
し
な
が
ら
百
万
遍
を
勧
め
つ
つ
も
唯
心

の
浄
土
を
説
い
て
い
る
。 

 

二 

「
作
福
念
佛
図
説
」
の
構
成 

  

目
黒
に
あ
る
祐
天
寺
を
起
立
し
た
香
誉
祐
海
（
１
６
８
２ 

～
１

７
６
０
）
が
享
保
年
間
に
制
作
し
た
「
作
福
念
佛
図
説
」
に
は
、
上

半
分
に
「
当
麻
曼
陀
羅
」
の
略
相
が
画
か
れ
、
下
半
分
に
「
円
頓
観

心
十
法
界
図
」
を
配
す
。
こ
の
「
円
頓
観
心
十
法
界
図
」
は
閉
じ
た

円
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
中
心
に
は
円
形
の
二
河
白
道
図
、
右
上
に
六

方
諸
仏
諸
菩
薩
諸
天
善
神
、
左
上
に
は
白
毫
か
ら
光
を
放
つ
弥
陀
来

迎
図
と
浄
土
宗
義
を
表
す
重
要
な
図
が
画
か
れ
て
い
る
。 

 

ま
ず
上
半
分
の
「
当
麻
曼
陀
羅
」
で
あ
る
が
、「
当
曼
中
台
三
尊
略

相
」
と
題
さ
れ
楼
閣
の
弥
陀
三
尊
の
仏
前
に
上
品
上
生
と
書
き
、
蓮

池
の
右
に
上
品
中
生
、
中
三
品
、
左
に
上
品
下
生
、
下
三
品
と
文
字

書
き
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
宝
池
九
品
生
ノ
略
」
と
す
る
。
こ
の

蓮
池
の
中
央
に
光
を
放
つ
「
心
」
の
字
が
蓮
台
に
画
か
れ
る
。
そ
の

蓮
の
茎
を
下
に
た
ど
っ
て
い
く
と
、
下
の
「
十
界
図
」
に
繋
が
っ
て

い
る
。
そ
の
茎
の
先
に
は
、
増
上
寺
第
三
十
六
世
顕
誉
祐
天
の
名
号

（
い
わ
ゆ
る
早
書
き
名
号
）
を
模
写
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
名
号

の
下
に
は
「
願
往
生
」
と
書
か
れ
、
そ
の
下
に
円
形
に
画
か
れ
た
二

河
白
道
が
あ
る
。
二
河
白
道
円
の
上
半
分
は
白
道
で
、
下
半
分
が
此

土
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
白
道
に
「
一
心
」
と
あ
っ
て
そ
の
此
土
す

な
わ
ち
娑
婆
世
界
に
ま
た
十
界
が
線
で
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
縦
の

繋
が
り
で
図
が
画
か
れ
て
い
る
。 

  
 
 

三 

図
の
制
作
意
図 

  

こ
の
図
は
あ
く
ま
で
も
作
福
念
仏
図
で
あ
っ
て
、
観
心
の
た
め
の 

(

2) 
(

3) 



  

図 1 観修百万遍十界一心願生西方作福念佛図説 



  

図 2 図 1 の中央部分 

図 3 図 1 の下段部分 



も
の
で
は
な
い
。
祐
海
は
あ
る
人
の
請
い
に
酬こ

た

え
る
た
め
に
画
い
た 

と
す
る
が
、
も
し
百
万
遍
を
勧
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
れ
ば
わ
ざ
わ

ざ
通
仏
教
的
、
天
台
的
な
十
界
図
を
画
く
必
要
は
な
い
。『
往
生
要
集
』

に
よ
る
解
釈
で
も
地
獄
と
極
楽
の
世
界
で
十
分
説
明
さ
れ
る
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
命
終
後

の
世
界
と
し
て
の
地
獄
と
極
楽
の
対
比
と
い
う
概
念
と
、
今
在
る
自

己
す
な
わ
ち
現
世
の
心
中
の
地
獄
と
仏
界
の
対
比
の
概
念
が
一
般
の

信
者
に
と
っ
て
非
常
に
わ
か
り
ず
ら
く
、
混
乱
し
て
受
け
取
ら
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
図
を
画
か
せ
た
理
由
で
あ

る
と
推
測
で
き
る
。
事
実
、
先
に
紹
介
し
た
「
十
法
界
図
（
唯
心
浄

土
）」
は
自
己
の
心
中
に
弥
陀
の
世
界
を
置
い
て
説
明
し
て
お
り
、
法

然
浄
土
教
と
し
て
は
看
過
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
。
こ
の
図
は
そ
の

よ
う
な
混
乱
を
正
そ
う
と
す
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
画
か
れ
た
も
の

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

四 

此
土
に
あ
る
十
界 

  

天
台
の
説
く
地
獄
極
楽
は
「
一
心
具
十
法
界
」
の
世
界
で
あ
り
、

心
の
働
き
が
重
視
さ
れ
る
。
六
凡
四
聖
も
人
の
煩
悩
の
断
不
断
、
す

な
わ
ち
修
行
の
成
果
を
言
う
も
の
で
あ
る
か
ら
人
の
心
の
働
き
と
解

す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
方
、
六
道
輪
廻
の
世
界
で
は
生
死
を
繰
り
返
し
、
現
世
の
因
が

後
世
の
果
と
な
る
。
浄
土
教
に
於
い
て
も
現
当
二
世
を
問
題
に
す
る

以
上
、
こ
こ
に
は
時
間
差
が
生
じ
る
。
従
っ
て
現
世
の
心
と
し
て
十

界
図
が
画
か
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
を
浄
土
教
的
に
解
釈
し
よ
う
と

し
て
も
、
自
ず
と
無
理
が
生
じ
る
。
祐
海
は
そ
の
矛
盾
を
無
く
し
、

此
土
で
の
十
界
図
と
此
土
で
の
心
行
の
図
と
往
生
浄
土
の
果
を
こ
の

一
枚
の
作
福
念
仏
図
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、
此
土
の
世
界
に
あ
た
る
十
界
図
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
天

台
の
説
で
は
、
心
を
中
心
に
し
た
円
を
十
界
に
分
け
画
か
れ
る
が
、

祐
海
の
十
界
図
で
は
上
部
を
開
け
て
中
央
に
円
形
の
二
河
白
道
図
を

置
き
、
そ
の
周
囲
に
十
界
を
配
置
し
て
い
る
。
二
河
白
道
の
円
の
下

半
分
に
今
ま
さ
に
生
き
て
い
る
自
分
の
い
る
此
土
が
画
か
れ
て
い
る

と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
二
河
白
道
の
此
土
の
世
界
に
周

囲
に
画
か
れ
た
十
界
が
線
で
結
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
此
土
す
な
わ
ち

穢
土
に
も
仏
界
が
あ
り
地
獄
が
あ
る
と
い
う
絵
に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
世
界
は
、
自
力
修
行
の
世
界
で
あ
り
、
聖
道
門
の
世
界
と
解

釈
で
き
る
。
そ
し
て
二
河
白
道
の
円
か
ら
上
方
へ
往
生
浄
土
へ
の
道

が
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
河
白
道
の
円
が
「
円
頓
観
心

十
法
界
図
」
の
「
心
」
に
相
当
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

(

4) 

(

5) 



人
の
心
に
自
力
の
十
界
を
め
ぐ
る
道
の
他
に
他
力
往
生
の
道
を
表
現

し
た
の
が
こ
の
図
の
特
徴
で
あ
り
、
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
二
河
白
道
図
の
白
道
の
中
央
に
「
一
心
」
と
画
か
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
五 
一
心
の
解
釈 

 

こ
の
一
心
に
つ
い
て
は
、
こ
の
図
の
勧
化
文
に
も
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。 

一
心
ト
ハ

衆
生
ノ

一
心
ナ
リ

（
中
略
）
願
往
生
ノ

一
心
ト
ハ

横
具
ノ

三
心 

ナ
リ

願
ニ

往
生
ヲ

心
無
ケ
レ
ハ

偽
リ

疑
ヒ

横
ニ

具
ス

三
心
ヲ

元
祖
ノ

曰
ク

下
智

愚
鈍
ノ

輩
ハ

猶
シ

暗
シ

三
心
ノ

名
義
ニ

然
称
ル

弥
陀
ノ

名
号
ヲ

者
ノ
ハ

必
ス

得
ト

往
生
ヲ

信
ス
レ
ハ

自
然
ニ

三
心
具
足
ス
ト 

 

衆
生
の
心
性
に
は
善
悪
と
も
に
有
っ
て
、
十
界
を
貫
き
鬼
仏
は
心

に
有
る
と
も
述
べ
、
乱
想
の
凡
夫
は
仏
土
を
求
め
て
も
そ
の
仏
土
に

は
生
じ
難
い
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
凡
夫
の
た
め
に
説
か
れ
た
と
こ

ろ
の
浄
土
の
一
門
の
み
あ
っ
て
通
入
す
べ
き
と
の
道
綽
の
文
句
を
挙

げ
、
願
往
生
の
一
心
を
も
っ
て
横
具
の
三
心
と
し
た
。 

 

絵
図
を
見
る
と
、
一
心
の
左
右
、
此
土
と
二
河
の
境
に
「
善
悪
性

具
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
心
（
願
往
生
心
）
を
持
た
な
い

衆
生
が
二
河
に
落
ち
ん
ば
か
り
に
さ
ま
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
心
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
二
河
白
道
を

渡
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
白
道
の
先
に
は
一
心
の
内
容
で
あ
る
「
願

往
生
」
と
書
か
れ
更
に
そ
の
上
に
六
字
名
号
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
願
往
生
の
一
心
を
横
具
の
三
心
と
し
、
称
名
を
行
と
し
て
そ
の

上
に
画
か
れ
た
九
品
蓮
台
に
往
生
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
も
の
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

六 

念
仏
の
行
者
を
守
る
も
の 

  

二
河
白
道
の
円
の
外
に
も
様
々
な
絵
が
描
か
れ
、
こ
れ
ら
は
皆
念

仏
の
行
者
を
守
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
ま
ず
右
側
に
撥
遣

教
主
の
釈
迦
如
来
の
姿
が
、「
遇
テ

善
知
識
一

聞
法
発
心
釈
迦
ハ

此
方
ヨ
リ

撥
遣
シ
玉
フ

」と
い
う
言
葉
と
と
も
に
画
か
れ
る
。そ
の
更
に
右
側
に「
僧

及
ヒ

信
男
女
善
知
識
」、
左
側
に
「
白
道
細 

願
心
微
賊
獣
六
根
等
ナ
リ

具
ニ
ハ

如
シ

疏
ノ

」
と
あ
り
、
そ
の
左
に
「
諸
悪
鬼
神
退
散
」
と
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
こ
の
二
河
白
道
の
円
に
左
上
よ
り
、
弥
陀
の
来
迎
図
が

画
か
れ
、
白
毫
か
ら
は
光
明
が
降
り
注
が
れ
て
い
る
。
右
上
に
は
、「
六

方
諸
仏
証
誠
護
念
」「
廿
五
菩
薩
諸
天
善
神
等
影
護
」
と
あ
り
、
六
方

の
諸
仏
か
ら
諸
菩
薩
諸
天
善
神
に
至
る
ま
で
影
の
如
く
に
行
者
を
護

一 

ニ 

一 
ニ 

一 

ニ 

一 

ニ 

一 

ニ 

一 

ニ 

ホ
ソ
キ
ハ 

ジ
ウ 

レ 



る
姿
を
表
し
て
い
る
。 

 
こ
れ
は
、
ま
さ
に
念
仏
の
現
益
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
十
界
図
に
こ
の
二
河
白
道
を
渡
る
行
者
の
心
行
そ
れ
に
弥
陀

の
来
迎
、
六
方
諸
仏
の
護
念
を
含
め
て
、
現
世
の
世
界
が
画
か
れ
て

い
る
。 

 

七 

往
生
と
百
万
遍 

  

下
半
分
の
此
土
す
な
わ
ち
現
世
の
世
界
よ
り
念
仏
を
通
じ
て
弥
陀

極
楽
世
界
の
宝
池
の
蓮
台
へ
と
導
か
れ
る
。
そ
の
往
生
の
果
に
つ
い

て
、
両
脇
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

右
に
「
経
ニ

上
品
ハ

直
ニ

到
テ

仏
前
ニ

生
金
台
見
仏
得
悟
ス

下
八
品
ハ

有
リ

花
開
得
益
遅
速
一

各
ノ

住
ニ

不
退
一

」、
左
に
「
疏
ニ

三
六
十
万
声
上
品
ノ

人
ナ
リ

伝
ニ

在
家
繁
務
ハ

一
万
以
上
出
家
ハ

三
万
以
上
進
メ
テ

登
ラ
シ
ム

上
上

一
ニ

」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
経
疏
を
取
意
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。 

 

右
は
、
上
品
上
生
で
は
、
す
ぐ
に
見
仏
し
て
悟
り
を
得
て
、
そ
の

他
の
八
品
で
も
遅
速
は
あ
る
が
不
退
に
住
す
と
あ
り
、
左
に
は
、
三

万
六
万
十
万
は
皆
こ
れ
上
品
人
で
あ
る
と
い
う
善
導
の
釈
と
、
伝
と

し
て
の
在
家
で
も
一
万
遍
の
日
課
を
果
た
す
も
の
は
上
品
上
生
に
登

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

お
そ
ら
く
は
こ
の
念
仏
の
数
を
出
し
て
、
勧
修
百
万
遍
と
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
百
万
遍
に
つ
い
て
は
、
法
然
上
人
の
法
語
（「
百
万

遍
の
事
」『
往
生
浄
土
用
心
』）
や
百
万
遍
知
恩
寺
の
由
緒
を
引
い
て

そ
の
勧
め
る
い
わ
れ
を
勧
化
文
に
明
示
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
十
界
図
の
右
に
「
念
仏
千
声
填
ム

一
星
ヲ

白
黄
赤
青
黒
五
次

也
」
と
あ
っ
て
、
図
の
境
界
線
の
代
わ
り
に
小
珠
が
め
ぐ
ら
せ
て
あ

り
、
す
べ
て
の
小
珠
を
塗
り
つ
ぶ
す
と
百
万
遍
に
な
る
よ
う
に
画
か

れ
て
い
る
。 

 

願
往
生
の
心
を
も
っ
て
、
日
課
一
万
遍
を
保
つ
も
の
は
上
品
上
生

し
て
弥
陀
の
仏
前
の
金
蓮
台
へ
ま
っ
す
ぐ
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き

る
と
し
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
、
蓮
台
の
上
に
注
目
す
る
と
、
光
輝
い
て
い
る
よ
う
に
「
心
」

と
い
う
文
字
が
画
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
円
頓
観
心
十
法
界
図
」

が
も
と
も
と
「
心
」
と
い
う
文
字
を
中
心
に
説
明
し
て
い
る
図
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
延
長
上
に
浄
土
教
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
本
図

の
矛
盾
が
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
見
す
る
と
往
生
す
る
も

の
と
し
て
行
者
の
心
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
図
で
あ
る
が
、
勧
化
文

の
冒
頭
に
「
勧
修
図
説
ノ

意
趣
ハ

者
酬
ニ

人
ノ

請
一

也
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
ど
う
し
て
も
「
円
頓
観
心
十
法
界
図
」
に
あ
る
「
心
」
を
説
明

(

6) 

ニ 

一 

ニ 

ニ 

ニ 

一 

(

7) 



す
る
た
め
に
、
ど
こ
か
に
画
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
も
感
じ

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
教
義
上
の
疑
義
は
ぬ
ぐ
え
な
い
の
は
事
実
で
あ

ろ
う
。  

八 
再
び
一
心
に
つ
い
て 

 

 

祐
海
は
自
己
の
著
述
の
中
で
、「
一
心
は
諸
宗
に
も
あ
る
が
み
な
心

内
の
心
性
の
こ
と
を
言
い
、
一
心
を
み
が
き
一
心
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
浄
土
教
に
お
い
て
は
『
阿
弥

陀
経
』
の
「
一
心
不
乱
」
に
あ
る
よ
う
に
、
心
外
に
法
を
求
め
浄
土

を
求
め
る
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
凡
夫
の
機
根
に
よ
る
」
と
述
べ
、
さ

ら
に 

 

我
か
一
念
の
下
に
地
獄
あ
り
、
一
念
の
上
に
浄
土
あ
り
、
悪
念
を

 

発
せ
ば
地
獄
ゑ
い
た
り
、
善
念
を
越
は
浄
土
に
い
た
る
、
此
二
つ

 

の
の
も
は
常
に
こ
こ
ろ
に
随
っ
て
相
離
す 

と
現
世
の
心
内
に
十
界
を
認
め
て
い
る
。
次
に 

 

か
り
の
世
の
果
報
を
た
の
む
は
地
獄
に
ち
か
し
、常
住
の
果
報
を

 

求
む
は
浄
土
に
近
し
、し
か
あ
れ
は
此
の
一
心
に
地
獄
も
あ
り
浄

 

土
も
あ
り
、然
る
に
仏
果
を
求
る
に
釈
尊
一
代
の
御
報
を
道
綽
禅

 

師
聖
道
浄
土
の
二
門
に
分
ち
給
ふ 

と
、
当
来
す
る
仏
果
を
求
め
る
一
心
に
も
地
獄
と
浄
土
が
あ
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
「
作
福
念
仏
図
説
」
に
込
め
ら
れ
た

思
想
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
心
内
の
浄
土
か
ら
心
外
の
浄
土

へ
の
転
換
を
巧
み
に
表
現
し
た
図
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
往
生

願
に
対
し
百
万
遍
と
い
う
行
を
併
せ
仏
果
を
成
就
さ
せ
る
た
め
の
図

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

お
わ
り
に 

 

本
稿
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
腮
尾
氏
が
平
成
十
二
年
六
月

に
祐
天
寺
に
参
詣
さ
れ
早
稲
田
大
学
図
書
館
ゴ
ル
ド
ン
文
庫
所
蔵
の

「
勧
修
百
万
遍
十
界
一
心
願
生
西
方
作
福
念
佛
図
説
」
を
紹
介
し
て

く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
後
祐
天
寺
檀
徒
個
人
宅
に
も
同
様

の
掛
け
軸
を
毎
年
お
盆
に
掛
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
比
較

す
る
機
会
を
得
た
。 

 

両
者
が
同
一
の
版
木
を
用
い
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
詳
細
な
検

討
は
で
き
て
い
な
い
が
、
ゴ
ル
ド
ン
文
庫
蔵
の
も
の
は
彩
色
さ
れ
、

特
に
名
号
と
一
心
、
心
と
い
う
文
字
が
金
文
字
で
画
か
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
も
「
祐
天
寺
蔵
板
印
施
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

彩
色
を
違
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。 

(

8) 

(

9) 



 

蓮
台
上
に
画
か
れ
た
「
心
」
と
い
う
文
字
に
教
義
的
な
問
題
を
残

す
と
は
い
え
、
百
万
遍
の
弘
通
を
目
的
に
多
く
刷
ら
れ
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
、
江
戸
時
代
中
期
に
も
ま
だ
心
内
の
仏
界
と
心
外
に
浄
土
を

求
め
る
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
で
も
あ
る
。
ま
た

稿
を
変
え
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
祐
海
著
述
の
『
愚

蒙
安
心
章
』
の
内
容
と
こ
の
図
の
関
連
も
多
く
あ
り
、
祐
海
の
長
年

に
培
わ
れ
た
思
想
が
こ
の
図
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
と

思
う
。 

 

最
後
に
、
資
料
を
提
供
く
だ
さ
っ
た
腮
尾
尚
子
先
生
、
島
崎
勇
次

氏
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

 

注 
(

1) 

腮
尾
尚
子
「『
円
頓
観
心
十
法
界
図
』
に
つ
い
て
ー
図
の
源
流
を
め
ぐ
っ
て
」

 

（『
絵
解
き
研
究
』
第
十
五
号
18
頁
） 

(

2) 

漢
字
仮
名
遣
い
は
筆
者
が
改
め
た
。 

(

3) 

十
界
図
の
左
側
に
「
中
央
名
号
模
開
山
筆
享
保
年
中
武
江
明
顕
山
二
世
祐

 

海
識
祐
天
寺
蔵
板
印
施
」
と
あ
る
。 

(

4) 

『
摩
訶
止
觀
』（『
大
正
蔵
』
四
六
巻
五
四
頁
上
） 

(

5) 

聖
冏
は
『
釈
浄
土
二
蔵
義
』（『
浄
全
』
十
二
巻
一
七
八
頁
）
に
お
い
て
十
界

 

互
具
の
義
を
認
め
て
お
り
、
宗
義
上
「
深
信
因
果
」
に
お
い
て
十
界
を
め
ぐ

 

る
因
果
を
信
じ
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。 

(

6) 

『
観
念
法
門
』（『
浄
全
』
四
巻
二
二
四
頁
上
） 

(

7) 

『
昭
法
全
』
五
六
〇
頁 

(

8) 

「
心
外
に
法
を
求
め
西
方
往
生
を
勧
る
事
」『
愚
蒙
安
心
章
』（
祐
天
寺
蔵
） 

(

9) 

「
抜
語
教
誡
」『
愚
蒙
安
心
章
』（
祐
天
寺
蔵
） 

 


