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『
仏
説
無
量
寿
経
』
よ
り 

●
汝

な
ん
じ

自
ら

み

ず

か

当
に

ま

さ

知
る

し

べ
し 

  

令
和
四
年
は
、
西
真
寺
に
と
っ
て

節
目
の
年
に
な
り
ま
し
た
。
住
職
継

職
奉
告
法
要
な
ら
び
に
前
住
職
前
坊

守
七
回
忌
法
要
を
修
行
さ
せ
て
頂

き
、
当
山
の
将
来
の
展
望
を
映
し
出

す
過
程
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

  

ま
た
、
村
上
門
徒
会
同
朋
の
会
主

催
の
聞
法
会
を
、
当
山
に
て
連
続
五

回
に
渡
り
講
話
を
実
践
、
取
次
寺
、

宗
派
を
超
え
た
求
道
活
動
を
さ
せ
て

頂
く
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

  

浄
土
真
宗
の
教
義
を
分
か
り
や
す

く
表
現
し
、
伝
え
る
と
い
う
実
践
が
、

い
か
に
難
題
で
あ
り
、
自
分
自
身
の

教
義
理
解
を
徹
底
し
て
問
わ
れ
る

日
々
を
過
ご
し
ま
し
た
。 

令
和
四
年
は
、
は
ま
な
す
墓
苑
の
新

し
い
ご
縁
も
増
え
る
一
方
で
、
奉
告
法

要
の
準
備
、
手
配
、
習
礼
等
、
法
事
や

葬
儀
も
重
な
り
、
体
調
が
悪
化
、
何
度

も
検
査
の
為
、
新
潟
大
学
病
院
に
通
う

不
安
な
日
々
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 
さ
て
、
表
題
の
「
汝
自
ら
を
当
に
知

る
べ
し
」
と
い
う
言
葉
は
、『
仏
説
無
量

寿
経
』
に
出
て
く
る
、
世
自
在
王
仏
（
せ

じ
ざ
い
お
う
ぶ
つ
）
が
法
蔵
菩
薩
（
ほ

う
ぞ
う
ぼ
さ
つ
）
に
言
っ
た
言
葉
で
、

私
が
一
番
重
要
に
受
け
止
め
て
い
る

「
お
経
の
言
葉
」
で
あ
り
ま
す
。 

 

法
蔵
菩
薩
が
、
世
自
在
王
仏
に
対
し

て
、「
悟
り
を
得
る
為
に
ど
う
か
私
に
広

く
教
え
を
説
い
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
教

え
に
従
っ
て
修
行
し
ま
す
」
と
い
う
願

い
に
対
す
る
世
自
在
王
仏
の
答
え
が

「
汝
自
当
知
」
で
し
た
。 

「
あ
な
た
自
身
を
知
っ
て
往
き
な

さ
い
」
と
い
う
態
度
は
、「
自
力
で
何

と
か
す
る
問
題
で
す
」
と
い
う
意
味

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
求
め
て

い
る
世
界
と
は
、「
内
な
る
自
己
」
に

よ
っ
て
開
か
れ
、
生
ま
れ
て
往
く
と

い
う
意
味
で
領
解
し
て
い
ま
す
。 

 

世
自
在
王
仏
に
は
、
現
代
社
会
で

も
通
じ
る
臨
床
心
理
士
、
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
の
態
度
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
態
度
に
は
、
助

言
は
一
切
し
な
い
姿
勢
が
あ
り
ま

す
。
人
に
言
わ
れ
て
行
動
し
た
と
こ

ろ
で
、
そ
の
人
本
来
の
生
き
方
な
ど
、

見
つ
け
ら
れ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ

ん
。
答
え
は
既
に
そ
の
人
自
身
の
心

の
深
淵
に
あ
る
か
ら
で
す
。 

 
仏
教
の
教
え
と
は
、
そ
の
通
り
に

し
て
く
だ
さ
い
と
強
制
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
様
々
な
苦
し
み
の

根
底
に
潜
む
自
己
の
闇
や
影
を
認
め

て
生
き
て
往
け
る
よ
う
に
な
る
に

は
、
自
分
自
身
が
自
分
に
成
る
過
程

を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
れ
が
真
実
を
辿
る
道
で
あ
り
、
主
体

的
に
生
き
る
道
筋
で
す
。 

 

私
は
、
こ
の
一
年
僧
侶
と
し
て
の
本

分
（
何
に
向
き
合
え
ば
よ
い
の
か
）
を

徹
底
し
て
内
な
る
自
己
に
問
い
続
け
、

自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
御
縁
を
頂

き
ま
し
た
。
自
ら
の
浅
は
か
さ
を
知
る

重
要
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
す
。 

 

仏
教
の
教
え
は
、
道
徳
で
は
無
く
倫

理
で
も
な
く
、
「
善
悪
の
彼
岸
」
（
ニ
ー

チ
ェ
）
に
あ
り
ま
す
。
常
に
本
当
の
私

自
身
を
問
う
と
い
う
姿
勢
を
生
み
、
自

分
で
考
え
主
体
性
を
育
む
は
た
ら
き
を

示
し
て
い
る
だ
け
で
す
。 

 

客
体
（
他
人
）
に
答
え
を
求
め
る
こ

と
よ
り
も
主
体
（
自
分
）
を
問
う
姿
勢

を
促
す
態
度
こ
そ
が
、
世
自
在
王
仏
す

な
わ
ち
仏
法
の
存
在
意
義
で
す
。 

 

 

鉄
砲
は
人
を
殺
す
が
、 

仏
法
は
人
を
生
か
す
（
高
光
大
船
） 
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４
．
親
鸞
聖
人
の
神
祇
不
拝 

 

孔
子
の
、「
人
に
仕
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
、
鬼
神
に
仕
え
る
こ
と
な
ど

出
来
る
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
思
想

に
深
く
共
感
の
念
を
持
っ
た
親
鸞
の

考
え
は
、
先
に
紹
介
し
た
為
政
者
が

神
格
化
し
た
人
間
神
や
観
念
神
を
対

象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

日
本
が
本
来
持
っ
て
い
た
自
然
に
対

す
る
畏
敬
の
念
の
こ
と
で
は
な
い
の

で
す
。 

 

現
代
の
政
治
家
の
中
で
は
、「
日
本

は
神
の
国
で
あ
る
」
と
か
、「
や
お
ろ

ず
の
神
は
日
本
古
来
ゆ
か
し
き
自
然

の
神
で
あ
り
、
日
本
人
の
体
に
染
み

付
く
神
で
あ
る
か
ら
政
教
分
離
の
原

則
は
相
当
し
な
い
」
な
ど
と
安
直
に

考
え
て
い
ま
す
。 

 

権
力
者
が
民
衆
に
刷
り
込
ん
だ
神

像
を
利
用
し
た
政
教
分
離
の
問
題

は
、
そ
れ
程
単
純
で
は
な
く
、
い
か

に
政
治
家
が
浅
は
か
で
愚
か
な
考
え

で
発
言
し
て
い
る
か
が
分
か
り
ま

す
。 

        

天
武
天
皇
の
頃
、
古
代
日
本
に
遡

れ
ば
、
仏
教
が
伝
わ
る
前
の
神
は
、

自
然
神
の
み
で
し
た
。
渡
来
系
の
民

族
が
地
方
の
豪
族
と
し
て
君
臨
し
、

そ
れ
と
同
時
に
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島

に
伝
わ
っ
た
神
話
（
天
照
も
元
は
渡

来
人
秦
氏
の
祖
神
）
を
基
に
、
権
力

者
が
都
合
よ
く
編
纂
し
た
の
が
『
古

事
記
』
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
で
あ

る
こ
と
は
既
に
周
知
の
事
実
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
そ
の
基
本
と
な
っ
た

神
も
イ
ン
ド
の
神
様
群
な
の
で
す
。

（
七
福
神
の
弁
天
、
毘
沙
門
天
、
帝

釈
天
な
ど
） 

 

こ
こ
で
権
力
者
が
統
治
に
利
用
し

た
の
は
、
人
間
が
純
粋
に
持
つ
根
本

的
な
「
聖
な
る
も
の
へ
の
欲
求
」
や

「
聖
な
る
も
の
へ
の
衝
動
」
に
対
し

て
で
し
た
。
人
間
の
持
つ
純
真
な
心

に
土
足
で
入
り
込
み
、
心
を
も
支
配

下
に
置
く
手
法
は
、
最
も
卑
劣
で
卑

し
い
、
為
政
者
が
下
す
人
権
を
無
視

す
る
行
為
で
す
。
同
じ
よ
う
に
明
治

政
府
は
こ
の
手
法
を
使
い
、
そ
の
後

の
戦
争
に
発
展
し
た
、
命
ま
で
も
国

に
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
排
他
的

差
別
的
な
行
為
な
の
で
す
。 

 

  

 

 

は
、
単
純
で
は
な
く
、
政
治
家
が
宗

教
に
対
し
て
、
如
何
に
思
慮
深
さ
が

足
り
な
い
か
、
が
理
解
で
き
ま
す
。 

 

親
鸞
は
越
後
に
流
罪
に
な
り
、
権

力
に
よ
っ
て
身
体
は
拘
束
さ
れ
、
俗

人 

藤
井
善
信
（
ふ
じ
い
よ
し
ざ
ね
）

と
し
て
半
奴
隷
の
よ
う
に
拘
束
さ
れ

ま
し
た
が
、
「
内
な
る
信
心
」
「
自
由

な
る
心
」
ま
で
は
奪
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
天
皇
か

ら
姓
名
を
与
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
非
僧
非
俗
」
の
愚
禿
と
名
告

っ
た
か
ら
で
す
。
愚
禿
と
は
阿
弥
陀

仏
か
ら
呼
ば
れ
た
名
前
な
の
で
す
。 

 

親
鸞
が
論
語
の
一
節
を
引
用
し
た

の
は
、
奴
隷
の
哲
学
者
エ
ピ
ク
テ
タ

ス
と
同
じ
境
遇
で
あ
り
、
同
じ
想
い

が
巡
ら
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

人
間
は
人
間
を
支
配
し
た
が
り
ま
す

が
、
人
間
は
人
間
の
心
ま
で
は
支
配

で
き
な
い
事
は
明
ら
か
で
す
。 

 

親
鸞
は
仏
教
者
と
し
て
、
求
道
者

と
し
て
阿
弥
陀
仏
一
仏
の
み
の
帰
依

を
立
脚
地
と
し
ま
し
た
。 

2 

も
と
よ
り
日
本
の
神
は
、
仏
法
の

守
護
者
と
し
て
そ
の
存
在
が
保
証
さ

れ
て
お
り
、
仏
ぬ
き
に
神
の
地
位
が

あ
り
え
な
い
思
想
体
系
の
中
で
は
当

然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
親
鸞
に
は
、

神
祇
の
呪
縛
は
無
く
、
仏
法
を
支
援

す
る
側
に
帰
依
す
る
こ
と
自
体
本
末

転
倒
で
し
た
。 

 

親
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
一
仏
以
外
を

対
象
と
す
る
礼
拝
は
徹
底
し
て
否
定

し
て
お
り
ま
す
が
、
権
力
者
が
、
恣

意
的
に
創
造
し
た
神
々
に
対
し
礼
拝

す
る
人
々
の
行
為
全
体
に
つ
い
て
、

否
定
す
る
つ
も
り
は
全
く
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
心
を
掌
握
す

る
為
、
人
間
を
神
格
化
す
る
行
為
に

携
わ
っ
た
支
配
者
、
権
力
者
を
徹
底

的
に
否
定
し
て
い
た
の
で
す
。 

 

念
仏
者
は
、
占
い
や
お
ま
じ
な
い
、

日
に
ち
や
方
角
の
吉
凶
を
選
ば
ず
、

迷
信
に
束
縛
さ
れ
翻
弄
さ
れ
る
生
き

方
を
す
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。
親

鸞
は
、
神
に
祈
る
必
要
も
な
く
、
祟

り
を
恐
れ
る
こ
と
も
な
い
主
体
的
な

生
き
方
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
を

我
々
に
問
い
か
け
て
い
た
の
で
す
。 

西真寺通信 令和４年夏号 

 「
私
は
神
さ
ま
も
信
じ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
い
け
な
い
の
で
す
か
」
⑪ 

―
親
鸞
の
神
祇
不
拝
か
ら
学
ぶ
戦
争
― 

阿
弥
陀
仏
は
色
も
形
も
無
い
は
た

ら
き
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

は
た
ら
き
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
親
鸞

は
、「
念
仏
者
は
、
無
礙
の
一
道
な
り
。

そ
の
い
わ
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信

心
の
行
者
に
は
、
天
神
地
祇
も
敬
伏

き
ょ
う
ぶ
く

し
、
魔
界
外
道
も
障
礙

し
ょ
う
げ

す
る
こ
と
な

し
」（『
歎
異
抄
』）
と
自
己
の
立
脚
地

を
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

次
に
親
鸞
が
救
わ
れ
た
如
来
の
は

た
ら
き
と
、
神
と
人
間
の
関
係
に
つ

い
て
考
察
し
ま
す
。 

 ５
．
人
間
と
神
の
関
係 

 
 

ニ
ー
チ
ェ
は
、「
神
は
死
ん
だ
」
と

言
い
残
し
ま
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
自

身
を
西
洋
の
ブ
ッ
ダ
と
名
乗
り
、
西

洋
は
仏
教
が
伝
わ
る
程
成
熟
し
て
い

な
い
と
い
う
程
、
仏
教
を
理
解
し
て

い
ま
し
た
。
一
方
で
、
こ
れ
迄
の
キ

リ
ス
ト
教
の
道
徳
的
価
値
観
を
否
定

し
、
魂
も
体
も
消
滅
し
て
「
無
」（
虚

無
）
に
な
り
こ
の
世
に
還
る
こ
と
を
、

「
永
劫
回
帰
」
と
し
て
語
り
ま
し
た
。 

    
権
力
者
の
神
格
化
↓ 

人
間
の
権
利
へ
の
侵
害
と
人
間
を

利
用
し
、
騙
す
行
為 

 

親
鸞
は
、
権
力
者
が
神
を
立
て
、

そ
れ
を
利
用
し
な
が
ら
民
衆
を
支
配

す
る
こ
と
、
も
し
く
は
排
除
す
る
こ

と
に
対
し
て
は
、
恥
ず
べ
き
事
傷
む

べ
き
業
（
行
い
）
と
し
て
捉
え
て
い

た
の
で
す
。 

 

親
鸞
は
教
行
信
証
の
中
で
、
後
鳥

羽
上
皇
に
よ
る
「
承
元

じ
ょ
う
げ
ん

の
法
難

ほ
う
な
ん

」
に

つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

こ
こ
を
も
っ
て
興
福
寺
の
学
徒
、

太
上

だ
い
じ
ょ
う

天
皇
諱

て
ん
の
う
い
み
な

尊 た
か

成 な
り

、
今

上

諱

き
ん
じ
ょ
う
い
み
な

為 た
め

仁 ひ
と

聖
暦

せ
い
れ
き

・
承

し
ょ
う

元
丁

げ
ん
ひ
の
と

の
卯 う

の
歳 と

し

、

仲

春

ち
ゅ
う
し
ゅ
ん

上

旬

し
ょ
う
し
ゅ
ん

の
候 こ

う

に
奏 そ

う

達 た
つ

す
。

主 し
ゅ

上
臣
下

し
ょ
う
し
ん
か

、
法
に
背 そ

む

き
義
に
違 い

し
、

忿
い
か
り

を
成
し
怨

う
ら
み

み
を
結
ぶ
。
こ
れ

に
因
っ
て
、
真
宗
興
隆

こ
う
り
ゅ
う

の
大
祖
源

た
い
そ
げ
ん

空 く
う

法
師

ほ

つ

し

、
な
ら
び
に
門
徒
数

も

ん

と

す

輩 は
い

、

罪
科

ざ

い

か

を
考
え
ず
、
猥 み

だ

尊 た
か

成 な
り

、

今

上

諱

き
ん
じ
ょ
う
い
み
な

為 た
め

仁 ひ
と

聖
暦

せ
い
れ
き

・

承
し
ょ
う

元
丁

げ
ん
ひ
の
と

の
卯 う

の
歳 と

し

、

仲

春

ち
ゅ
う
し
ゅ
ん

上

旬

し
ょ
う
し
ゅ
ん

の
候 こ

う

に
奏 そ

う

達 た
つ

す
。
主 し

ゅ

上
臣
下

し
ょ
う
し
ん
か

、
法
に
背 そ

む

き

義
に
違 い

し
、

忿
い
か
り

を
成
し

怨
う
ら
み

み
を

結
ぶ
。
こ
れ
に
因
っ
て
、
真
宗

興
隆

こ
う
り
ゅ
う

の
大
祖
源

た
い
そ
げ
ん

空 く
う

法
師

ほ

つ

し

、
な
ら
び

に
門
徒
数

も

ん

と

す

輩 は
い

、
罪
科

ざ

い

か

を
考
え
ず
、

猥 み
だ

り
が
り
が
わ
し
く
死
罪
に
坐 つ

み

す
。 

 

歴
史
上
、
こ
う
し
た
権
力
者
に
よ

る
民
衆
の
心
を
も
支
配
す
る
断
罪

は
、
罪
の
な
い
純
粋
に
信
仰
を
持
っ

た
人
間
を
排
除
す
る
残
虐
さ
の
象
徴

で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
は
、
後
鳥
羽
上

皇
は
、
五
逆
の
罪
に
相
当
す
る
と
批

判
し
て
い
ま
す
。（
五
逆
：
父
を
殺
す
、

母
を
殺
す
、
阿
羅
漢
を
殺
す
、
仏
身

を
傷
つ
け
る
、
僧
の
和
合
を
破
る
） 

そ
の
後
、
後
鳥
羽
上
皇
は
、
承
久

の
乱
で
敗
れ
、
隠
岐

お

き

の
島
に
流
さ
れ

ま
し
た
。
結
果
と
し
て
、
念
仏
者
の

首
を
は
ね
た
権
力
者
は
、
念
仏
者
と

し
て
生
涯
を
終
え
て
い
ま
す
。 

 

親
鸞
が
、
後
鳥
羽
上
皇
に
対
し
て

念
仏
の
法
難
の
際
に
受
け
た
深
い
傷

は
、
決
し
て
対
立
や
戦
争
を
促
す
恨

み
節
で
は
無
く
、
人
間
が
最
低
限
に

与
え
ら
れ
た
権
利
、
つ
ま
り
「
人
格

権
」
を
主
張
す
る
も
の
で
す
。 

 

法
然
上
人
の
弟
子
四
人
が
死
罪
、

法
然
と
親
鸞
を
含
め
た
七
人
が
流
罪

に
な
り
ま
し
た
。
興
福
寺
が
主
張
し

た
念
仏
弾
圧
と
後
鳥
羽
上
皇
の
断
罪

は
、
現
在
日
本
国
憲
法
で
保
障
さ
れ

て
い
る
「
信
教
の
自
由
」
を
奪
う
非

人
道
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
ま
せ
ん
。 

 

後
鳥
羽
上
皇
は
、
こ
の
真
実
に
目

覚
め
、
念
仏
者
に
な
っ
た
の
だ
と
私

は
思
い
ま
す
。（
次
号
に
続
く
） 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

下
に
置
く
手
法
は
、
最
も
卑
劣
で
姑

息
な
、
為
政
者
が
下
す
人
権
を
無
視

す
る
行
為
で
す
。
同
じ
よ
う
に
明
治

政
府
は
こ
の
手
法
を
使
い
、
そ
の
後

の
戦
争
に
発
展
し
た
、
命
ま
で
も
国

に
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
排
他

的
差
別
的
な
行
為
な
の
で
す
。 



3 

ユ
ン
グ
派
の
林
道
義
は
、
錬
金
術
（
卑

金
属
を
貴
金
属
に
変
え
、
不
老
不
死
を

得
る
賢
者
の
石
を
得
る
術
）
に
お
け
る

作
業
プ
ロ
セ
ス
を
例
に
、
人
間
と
神
の

関
係
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
ま
す
。 

 

「『
昇
天
』
と
は
人
間
が
神
に
な
る
こ

と
で
あ
り
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
で
は
人

間
が
プ
レ
ロ
ー
マ
界
に
帰
る
こ
と
（
中

略
）
キ
リ
ス
ト
経
の
『
マ
リ
ア
昇
天
』

も
心
理
学
的
に
は
同
様
の
意
味
を
持
つ

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
魂
の
上
昇
』
と

は
魂
が
神
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
お

り
、
仏
教
で
は
『
往
相
』
に
当
た
る
。

（
中
略
）
そ
の
夜
明
け
の
清
純
な
空
気

の
中
を
、
天
に
行
っ
て
い
た
魂
が
帰
っ

て
く
る
。『
魂
の
帰
還
』
で
あ
る
。
こ
れ

は
心
理
学
的
に
は
神
が
人
間
に
な
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
仏
教
で
は
『
往

相
』
に
対
す
る
『
還
相
』
に
当
た
る
段

階
で
あ
り
、『
十
牛
図
』
で
は
、
人
間
界

に
帰
っ
て
く
る
最
後
の
図
で
示
さ
れ

る
」（
下
線
は
筆
者
） 

 

グ
ノ
ー
シ
ス
派
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
派
で
、
極
端
な
霊
肉
二
元
論
を
持
ち

禁
欲
主
義
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

グ
ノ
ー
シ
ス
派
か
ら
派
生
し
た
マ
ニ

教
は
、
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
宗
教

で
す
。
中
国
で
マ
ニ
教
が
浄
土
教
に

吸
収
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
間
接
的

に
グ
ノ
ー
シ
ス
派
と
仏
教
と
が
比
較

さ
れ
る
こ
と
は
宗
教
学
で
は
自
然
な

こ
と
で
す
。 

 

こ
の
林
道
義
の
説
明
は
、
宗
教
学

や
心
理
学
の
専
門
用
語
が
多
く
難
解

で
は
あ
り
ま
す
が
、
重
要
な
点
に
限

れ
ば
、 

人
間
が
神
に
な
る
＝
「
往
相
」 

神
が
人
間
に
な
る
＝
「
還
相
」 

と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

宗
教
学
の
視
点
で
言
え
ば
、
神
道

の
特
徴
は
、
共
同
的
社
会
集
団
の
日

本
に
し
か
通
用
し
な
い
宗
教
で
あ

り
、
権
力
者
、
つ
ま
り
「
人
間
の
神

化
」
＝
「
往
相
」
が
指
摘
で
き
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
仏
教
に
は
「
往
相
」

と
「
還
相
」
の
は
た
ら
き
が
あ
る
よ

う
に
「
人
間
の
神
化
」
の
相
を
経
て

「
神
の
人
間
化
」
と
い
う
過
程
が
あ

る
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。
神
道
と

仏
教
の
違
い
が
こ
こ
で
理
解
で
き
る

西真寺通信 令和５年春号 

 

 

う
か
ら
、
こ
ち
ら
を
見
る
視
線
を
併
せ

持
つ
っ
て
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
僕

は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
の
視

点
と
、
向
こ
う
か
ら
の
視
線
、
そ
の
両

方
の
視
線
を
行
使
し
て
初
め
て
、
物
事

が
全
面
的
に
見
え
て
く
る
と
い
う
わ

け
で
す
」
と
説
き
、
往
還
回
向
を
次
の

よ
う
に
解
釈
し
て
い
ま
す
。 

 

往
相
：
現
実
か
ら
観
る
視
点 

還
相
：
未
来
か
ら
観
る
視
点 

往
相
＋
還
相
＝
生
死
一
如
、
全
体
性 

 

と
こ
ろ
が
、
浄
土
教
の
還
相
に
は
、

吉
本
が
言
う
「
今
の
私
」
に
対
し
て
「
現

生
」
に
は
た
ら
く
還
相
と
、
「
私
の
死

後
」
、
二
次
元
に
は
た
ら
く
還
相
と
い

う
両
方
の
解
釈
が
あ
る
の
で
す
。 

 

 

『
大
無
量
寿
経
』
の
第
十
八
願
に
あ

る
「
即
得
往
生 

住
不
退
転
」
の
「
即
」

は
「
即
時
」
「
今
」
を
示
し
、
信
心
を

得
れ
ば
現
生
に
往
生
し
、
正
定
聚
の
位

（
仏
に
成
る
菩
薩
と
等
し
い
位
）
に
つ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
正
信
偈
に 

 

往
還
回
向
由
他
力 

正
定
之
因
唯
信
心 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

と
思
い
ま
す
。
ニ
ー
チ
ェ
の
魂
と
体
が

滅
び
て
「
無
」
の
状
態
が
帰
る
「
永
劫

回
帰
」
の
思
想
も
宗
教
学
的
に
観
れ
ば

「
還
相
」
に
相
当
す
る
わ
け
で
す
。 

 
 

浄
土
教
の
教
義
で
は
、
凡
夫
が
穢
土

か
ら
浄
土
に
往
生
す
る
姿
、
浄
土
に
生

ま
れ
菩
薩
と
な
る
相
を
「
往
相
」
と
言

い
ま
す
。
対
し
て
、
菩
薩
が
浄
土
か
ら

穢
土
に
還
る
、
弥
陀
の
本
願
を
伝
え
る

為
に
娑
婆
に
還
り
衆
生
を
救
う
相
を

「
還
相
」
と
し
ま
し
た
。 

 

親
鸞
に
影
響
を
受
け
た
吉
本
隆
明

は
、「
親
鸞
が
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
に

な
ら
っ
て
〈
往
相
〉
と
〈
還
相
〉
を
説

く
と
き
、
あ
る
意
味
で
生
か
ら
死
の
方
向

へ
生
き
続
け
る
こ
と
を
〈
往
相
〉
、
生
き

つ
づ
け
な
が
ら
死
か
ら
の
眺
望
を
獲
得

す
る
こ
と
を
〈
還
相
〉
と
読
み
か
え
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
、
あ
く
ま
で
も
「
今

の
私
」
の
視
点
を
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
吉
本
は
、「
親
鸞
が
還
相
と
い
う

こ
と
で
い
っ
て
い
る
の
は
、
物
事
を
現

実
の
側
、
現
在
の
側
か
ら
見
る
視
点
に

加
え
て
、
反
対
の
方
向
か
ら
未
来
の
方
向

か
ら
と
い
い
ま
し
ょ
う
、
向
こ
う
の
ほ



は
た
ら
き
に
よ
り
「
今
の
私
」
を
補

い
、
新
た
な
気
付
き
を
与
え
、
立
脚

地
を
定
め
ま
す
。
そ
れ
は
如
来
の
「
は

た
ら
き
」
で
あ
り
、
そ
の
往
復
の
相

に
よ
る
変
化
は
、
本
質
的
に
現
生
で

も
主
体
的
な
目
覚
め
を
も
た
ら
す
こ

と
と
し
て
説
明
出
来
ま
す
。 

 

ま
た
、『
大
無
量
寿
経
』
に
あ
る
「
汝

自
当
知
」（
あ
な
た
自
身
で
知
っ
て
往

き
な
さ
い
）
も
現
生
に
お
け
る
還
相

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
今
の
自
分
を
省
み

る
過
程
が
成
立
す
る
の
で
す
。 

 

長
谷
正
當
は
、「
浄
土
は
あ
く
ま
で

も
現
世
を
超
越
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
超
越
的
浄
土
は
未
来
か
ら
現
在

の
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
到
来
し
て
来

て
い
る
。
そ
れ
を
感
得
す
る
場
を
現
生

と
す
る
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
ま

す
。
感
得
と
は
、
真
理
を
感
じ
悟
る

こ
と
を
意
味
し
、
長
谷
は
、
吉
本
の

還
相
論
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。 

 

「
今
の
私
」
が
感
得
す
る
こ
と
と

は
、
精
神
的
な
死
（
自
我
崩
壊
）、
す

な
わ
ち
自
力
無
功
、
吉
本
の
言
う
「
死

か
ら
の
眺
望
を
獲
得
す
る
」
過
程
を

感
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
が
明

ら
か
に
な
り
、
本
り 

 

ら
か
に
さ
れ
、本
当
の
自
己
を
知
り
得

る
世
界
が
、
も
た
ら
せ
ら
れ
ま
す
。 

 

長
谷
の
示
し
た
「
現
世
」
と
は
、
前

世
、
現
世
、
来
世
、
三
世
の
う
ち
の
「
現

世
」で
往
生
成
仏
が
完
結
す
る
あ
り
様

で
す
。
こ
の
「
現
世
」
往
生
は
、
即
身

成
仏
を
指
し
、
一
方
の
「
現
生
」
と
は
、

三
世
を
貫
通
包
括
す
る
世
界
観
を
意

味
し
ま
す
。 

 

「
現
世
」
往
生
で
は
、「
菩
薩
」
の

救
い
が
、
別
世
界
に
存
在
す
る
だ
け

で
、私
と
相
互
に
つ
な
が
り
遇
う
一
体

性
が
欠
け
、
乖
離
し
て
い
ま
す
。 

 

た
と
え
「
今
の
私
」
が
死
後
の
世
界

で
救
済
さ
れ
て
も
、「
今
の
私
」
が
救

わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、死
後
世
界
に
つ

な
が
り
は
無
く
、
不
安
な
ま
ま
で
す
。 

  
「
今
の
私
」
が
「
現
生
」
に
往
生
し

な
け
れ
ば
、
真
実
を
感
得
で
き
る
場
が

生
ま
れ
無
く
、死
後
の
成
仏
に
繋
が
ら

な
い
の
で
す
。往
生
を
死
後
の
世
界
に

先
送
り
す
る
よ
う
な
生
き
方
（
現
生
世

界
）
で
は
、
還
相
自
体
の
意
味
は
成
立

せ
ず
、
還
相
の
菩
薩
は
、
単
な
る
夢
物

語
の
ま
ま
に
な
る
で
し
ょ
う
。 
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こ
の
「
回
向
」
と
は
、
差
し
向
け

る
、
識
を
転
ず
る
、
形
を
変
え
て
現

れ
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
阿
弥
陀

仏
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
た
菩
薩
が
促

す
は
た
ら
き
を
示
し
ま
す
。 

 

往
還
回
向
と
い
う
他
力
は
、「
今
の

私
」
に
信
心
を
も
た
ら
し
ま
す
の
で
、

即
得
往
生
の
「
即
」
に
は
、「
今
の
私
」

と
「
菩
薩
」
と
が
同
じ
位
（
正
定
聚
）

に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
「
菩
薩
」
と
「
今
の
私
」
に

あ
る
「
即
位
」
関
係
に
は
、
主
客
を

超
え
た
一
体
性
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、

死
後
に
菩
薩
に
な
る
説
に
は
、「
今
の

私
」
と
「
菩
薩
」
に
は
、
結
び
目
（
即
）

が
無
く
、「
今
の
私
」
は
傍
観
者
で
す
。 

 

こ
の
還
相
に
対
す
る
疑
問
を
吉
本

は
、
「
未
来
か
ら
の
視
線
」
「
死
か
ら

の
眺
望
を
獲
得
す
る
」
と
し
て
、
主

体
で
あ
る
「
今
の
私
」、
つ
ま
り
「
現

生
」
に
起
こ
る
還
相
で
あ
る
と
主
張

し
た
の
で
す
。 

 

還
相
（
神
の
人
間
化
）
に
つ
い
て
、

現
生
往
生
の
説
で
あ
れ
ば
、
信
心
の

よ
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
迷
え
る

「
鋳
物
私 

 
  

親
鸞
の
言
説
に
、「
浄
土
の
真
宗
は 

証
道
今
盛
ん
な
り
。
（
中
略
）
こ
れ
専
念

証
業
の
徳
也
、
こ
れ
決
定
往
生
の
徴
な

り
」（『
教
行
信
証
』
「
後
序
」）
と
あ
り
、

故 

安
冨
信
哉
先
生
が
指
摘
す
る
通
り
、

「
今
」
と
現
在
形
を
指
し
て
い
ま
す
。
安

冨
先
生
は
、
「
往
生
を
時
の
点
と
し
て
見

る
だ
け
で
な
く
、
証
道
と
い
う
よ
う
に
連

続
的
な
道
、
あ
る
い
は
『
線
』
と
し
て
見

る
こ
と
も
で
き
る
」
と
「
今
の
私
」
と
の

つ
な
が
り
を
説
明
し
て
い
ま
す
。 

  

「
証
道
」
と
は
、
本
願
に
よ
り
浄
土
に

往
生
し
、
悟
り
を
得
る
道
を
指
し
、
そ
の

道
が
「
共
に
」
往
生
す
べ
き
身
の
世
界
と

し
て
開
か
れ
る
と
安
冨
先
生
は
示
し
て

下
さ
っ
た
の
で
す
。 

  

長
谷
正
當
も
同
様
に
「
現
生
往
生
と

は
、
如
来
に
よ
っ
て
回
向
さ
れ
た
往
生
の

道
を
、
現
生
に
お
い
て
一
歩
一
歩
歩
む
こ

と
で
あ
る
。
親
鸞
は
信
に
始
ま
り
、
究
極

に
お
い
て
「
臨
終
の
一
念
の
夕
べ
大
般
涅

槃
を
超
証
す
る
」
に
至
る
と
し
て
、
そ
の

道
を
歩
む
こ
と
を
『
難
思
議
往
生
』
と
捉

え
た
」
と
親
鸞
の
根
本
思
想
と
し
て
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。（
次
号
に
続
く
） 


