
彌

陀

の

慈

悲
森

光

好

「
　
illl
正
法

の
障
礙
を
作
れ
る
諸
有
情
を
除
き
て
、
設
し
彼
等

が

仮
令
ひ
十
返
の
念
を
発
し
て
で
も
其
仏
国

に
生
れ
ず

ん
ぽ
、

我

は
そ
の
間
は
無
上
な
る
正
等
覚
を
証
得

せ
ざ
る
べ
し
巴

「
彼
世
尊
無
量
光
の
名
号

を
聞
き
、
聞
き
己
り
て
仮
令

ひ
.一
念

の
発
起
な
り
と
も
浄
心
と
倶
行
す
る
深
心
を
以
て
念
を
発
起

せ

ば

、
皆
悉
く
無
上

な
る
正
等
覚
よ
り
退
転
せ
ざ
る
位

に
住
す
れ

ば

な
り
巴

「
舎
利
子

よ
、
善
男
子
或

は
善
女
子
は
、
彼
世
尊
無
量
寿
如
柬

の
名
号
を
聞
き
、
聞
き
己
り
て
之
を
思
惟
し
、
或

は

一
夜
、
乃

至
或

は
七
夜
、
不
散
乱
の
心
を
以
て
思
惟

せ
ん
に
、
其
善
男
子

或

は
蓼
女
子
の
臨
終

の
時
、
彼
無
量
寿
如
来
は
声
聞
衆

に
囲
繞

せ
ら
れ
、
菩

薩
衆

に
随
伴
せ
ら
れ
て
、
彼
の
臨
終
老

の
前

に
立

ち
た
ま
ふ
ぺ
し
、
其
人

は
不
顛
渕

の
念
を
以
て
死
す

べ
し
、
彼

死

し
て
、
彼
無
量
寿
如
来
の
仏
国
楽
有
世
界
に
生
ず

べ
し
巴

「
聞
う
て
い
わ
く
、
阿
彌
陀
仏
を
称
念

し
て
礼
観
し
て
、
現
世

に
い
か
な
る
功
徳
利
益

か
あ
る
や
。
答

え
て
い
わ
く
、
も
し
阿

彌
陀
仏
を
称
す

る
こ
と

一
声
す
る
に
、
す
な
わ
ち
よ
く
八
十
憶

却

の
生
死

の
重
罪
を
除
滅
す
巴

こ
れ
ら

一
連

の
文
が
、
単
純

に
観
念
的
な

思
想
体
系
で
な

い
こ
と

は
明
ら
か
な

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
濃
厚
な
、
実
践
的
色
彩

を
も

つ
体
験
的
要
素
が
多
分

に
含
ま
れ
て

い
る
。
浄
土
教

の
経
典
、

又
祖
師
達

に

一
貫

し
て
流
れ
て
い
る
思
想

体
系
は
、
常

に
念
仏

の

修
行
が
も
た
ら
す
特
殊
な
体
験

の
境
地
が

予
想
さ
れ
・て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

し
か
も
体
験
を
根
底

に
置
き
、
そ
れ

に
基
い
た
理
論
な

の
で
あ
る
。
体
鹸
と
理
論
と
は
、
微
妙
、

且

つ
有
機
的
な
椙
関

々

係

で

つ
な
が

つ
て
い
る
。
理
論
は
修
行

の
理
想

目
標
と
な
り
、
理

想
を
裏
付
け
る
も

の
と
な

つ
て
常

に
心
の
申
で
光
り
輝

い
て

い
る
。

修
業
者

は
、
こ
れ

に
導
が
れ

っ
っ
体
験

を
深
あ
る
。
体
験
が
理
論

の
鋳
型

に
嵌
め
ら
れ
る

の
み
で
な

く
、
理
論

は
ま
た
体
験
の
中

に

溶
け
込
ん

で
ゆ
く
。

こ
の
意
味
か
ら
す
れ

ば
、
両
者

は
k
-1
1
1
体

で
あ
る
。
理
論
は
体
験

に
よ
つ
て
、
不
可
分
離

に
裏
打
ち
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
点

に
こ
そ
浄
土
教
の
真
の
面

目
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
浄
土
教

の
行
　
drS
仏

{
b
u
d
d
h
�
n
u
sm
r
i
t
i

柵
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随
念

仏
〉
で
あ
り
称

名
で
あ
る
が
、
こ
の
行
が

「
慈
悲

の
願
」

よ

り
い
で
て
い
る
こ
と
に
特

に
注
意
を
向
け

て
見
た
い
。

「
仏
心
は

大
慈
悲
是
な
り
」
と
は
観
経
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
慈
悲
を

説
き

、
実
践
し

て
い
つ
た
最
初
は
何
と

い
つ
て
も
仏
陀
釈
尊

で
あ

つ
た
。

「
か
れ
等
の
た
め
に
不
死
の
門
は
開
か
れ
た
り
、
聞
か
ん
人

は

之

を
信
じ
て
解
脱
せ
よ
巴

「
法
輪
を
転
ぜ
ん
た
め
に
今
迦
耀

の
都

に
行
く
、
盲
と
な
れ
る

世
界

に
不
死

の
鼓
を
鳴
ら
さ
ん
煙

求
道

の
沙
彌
釈
尊
は
、
縁
起

の
法

(智
慧
の
光
)

に
照
し
出
さ
れ

て
不
死

(永
遠
の
生
命
)
を
得
ら
れ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
同

時

に
吾
等
衆
生

へ
の
慈
悲
と
な

つ
て
、
不
死

の
門
を
開
く
こ
と
と

な

つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
k

.死

(
a
m
a
t
a
,
a
m
r
t
a

)
が
菩

薩
思

想

の
展
開

(即

ち
仏
陀
論
の
展
開
)
に
よ
つ
て
報
身
仏
な
る

阿
彌

陀

(
餌§
二

鋤
)
仏
を
生
み
出
し
た
と
思
わ
れ
る
が

、
も
し

こ
の

こ
と
が
認
あ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
報

身
仏
は
、
限
り
な

い
慈
悲

行

、
菩

薩

の
誓
願

(
O
『
鋤
昌
帥
傷
ご
鋤
コ
鋤

)

に
報
わ
れ
て
名
付
け

ら
れ
た
仏
で
あ
る
か
ら
、
報
身
仏

の
最
た
る
阿
彌
陀
仏

も
同
時
に
、

限
り
な

い

「
願
ひ
」
と
そ

の

「
行

ひ
」
で
あ
る
慈
悲
心
を
持

つ
こ

と
と
な

る
。
阿
彌
陀
経
に

「
か

の
如
来
及
び
か

の
人

々
等

の
寿

命
の
量
は
、
実
に
無
量
な

り
、
是
の
故

に
彼
如
来
を
無
量
寿
と
名
つ
く
」

「
か
の
如

柬
の
光
は

一
切

の
仏
国

に
於

て
無
礙
な
り
、
是
り
故

に
か
の
如
来
を
無
量
光
と
名
つ
く
」

限

り

な

い
寿

da

(
a
m

i
t
a
‐
a
y
u
s

)

と

限

り

な

い
光

(
"
守

i
t
a
‐
a
b
h
a
)
を
有
す

る
仏
を
名
付
け
て
阿
彌
陀
仏
と
い
う
の

で

あ
る
が

、
こ
の
限
り
な

い
寿
命
と
光
を
体
現
し
て

い
る
阿
彌
陀

仏

は
、
ま

た
限
り
な

い
時
間
と
空
間

に
は
た
ら
き
か
け
る
智

慈
と

慈
悲
を
体
現
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
縁
起

の
光

に

照

し
出
さ
れ

た
智

慧
麒
慈
悲
と
い
う
は
た
ら
き
を
蠶

つ
て
ζ
そ
初

め
て
仏
陀

(
b
u
d
d
h
a

)
、
目
覚

め
る
者
と
云

い
得
る
か
ら
で

あ
る
。
従

つ
て
智
慧
が
光

に
喩

へ
ら
れ

る
の
も
、
縁
起

の
法

に
よ

つ
て
目
覚
め
得
た
智
慧

は
、
主
と
か
客

、
我
と
か
汝
と
い
う
相
対
'

的
な
執
著

の
世
界
を
離
れ
、
実
体
的
な
我

執
と
し
て
の
こ
だ
は
り
、

障
礙
を
一限
り
な

く
打
破
す

る
か
ら

で
あ
り

、
あ
た
か
も
日
光
が
霞
、

雲
、
闇
を
打
破
し
て
行
く
如

く
、
す
べ
て

の
有
的
な
存
在
を
批
判

し
、
否
定
し
、
打
ち
破

つ
て
行
く

か
ら
で

あ

る
。
智
慧

の
光
は

、゚'

闇

に
蔽
わ
れ
、
無
明

に
盲
ぜ
ら
れ
る
人

々
を
照

し
つ
づ
け

る
。
限
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り
な
ぎ

智
慧

の
光
は
、
限
り
な
き
相
対
の
世
界
、
即
ち
生
き
と
し

生
け
る

一
切
衆
生
の
我
執
を
も
打
破
し
て
行
く
。
智

慧
は
実

に
光

明
で
あ
る
。
こ
の
光
明
は
ま
た
は

た
ら
き
と
な

つ
て
大
悲

へ
と
農

開
さ
れ
て
行
く
。
生
き
と
し
生
け
る

一
切
衆
生
は
、
限
り
な

い
時

間

の
経

過
を
繰
り
返
し
つ
つ
長
い
長
い
歴
史
を
営
ん
で
い
る
。
そ

の
長

い
無
限
な
歴
史
の
展
開

の
中
に
あ
つ
て
亦
限
り
な
く
慈
悲
が

展
開
さ
れ
.て
行
く
。
是
の
故

に
無
量

の
寿
命
と
称
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

阿
彌
陀
経
で
は
こ
れ
が
阿
彌

陀

(
a
xn
l
t
a
)
で
あ
る
と

説
く
。

Ω。津
ρ
齢
2Ω
の
四
は
否
定
で
あ
り

ヨ
一
榊
ΩD
は

≦
5
餌

の
過
去

受
動
分

詞

「
量
ら
れ
た
る
」
で

a
m
i
t
a
は

「
量
り
な
き
」

で
あ

る
。
そ

こ
で
量
り
な
き
智
慧
と
量

り
な
き
慈
悲
が
阿
彌
陀

で
あ
る

と
い
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
阿
彌
陀

は
、
限
り
な
い
我
執

に
捉
わ
れ

て
い
る
吾

々
へ
、
限
り
な

い
慈
悲
心
を
も

つ
て
は
た
ら
き
か
け
て

い
る
。

吾

々
の
我
執

に
捉
わ
れ
て

い
る
姿
、
五
っ
の
煩
悩

に
濁
れ

た
姿

は
、
本
柬
そ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、て
は
な
ら
な

い
の
で
あ

り
、
そ

の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
阿
彌
陀
仏
の
誓
願
が

あ
り
本
願
が
あ

る
の
で
あ
る
。

「
仏
心
は
大
慈
悲
是
な
り
」
も
、
か
よ
う
な
と
こ

ろ
か
ら

い
わ
れ

る
の
で
あ
ろ
.5
。
法
然
上
人
が
選
択
集

に

り

「
正
定

の
業
と
い
ふ
ば
、
す
な
は
ち
こ
れ
仏
名
を
称
す
る
な
り
。

み
な
を
称

す
れ
ば
か
な
ら
ず
生
ず

る
こ
と
を
得
。
仏

の
本
願

に

よ
る
が
ゆ
え

に
」

と

い
わ
れ
る

の
も
、
理
論
を
超
え
て
阿
彌
陀
仏

に
帰
依
し
、
そ
の

み
な
を
称

へ
る
外
に
余
行

は
存
し
な
い
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し

て

い
る
。
仏
の
徳

に
随
つ
て
仏
を
思
惟

し
、
思
ひ
、
念
ず
る
こ
と

は
、
単

に
仏

の
み
な
を
称
す

る
こ
と
と
同
じ
で
は
な

い
。
称
名
の

意
義
は

「
絶
対
帰
依
」

で
あ
り
、
絶
対
帰

依
な
く
し
て

の
単
な
る

称

名
は
、
意
義
を
欠

く
が
故

に
無
効
で
あ

ろ
う
。
念
仏
は
深
き
思

惟

、
熱
心
な
る
探
求

の
、
及
び
大
信
心
の
成
果
で
な
く
て
は
な
ら

な

い
。
も
し
も
そ
れ
が
、
か
か
る
強
烈
な

願
求
の
成
果
で
な
か
つ

た
な
ら
、
そ
れ

は
不
断

に
か
か
る
願
求

に
よ
つ
て
強
固

に
せ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
限
り
な

い

「
願

い
」
と
眼
り
な

い

「
行
い
」

が

あ
つ
て
こ
そ
初
め
て
念
仏
と

い
わ
れ
得

る
。

も
し
か
か
る
念
仏

の
行
が
首
尾

よ
く
遂
行

せ
ら
れ

た
な
ら
ば

、
仏
道
修
行
は
終

局
に

来

て
い
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
而
し

て
終

に
は
、
す
べ
て
を

投
げ

う
つ
て
如
来

に
は
せ
参
じ
、
光
明
は

十
方
を
照
し
、
慈
悲

は

己
れ
を
も
他
を
も

つ
つ
み
願
行
は

一
体
と

な
る
。
理
論
と
体
験
は

「
絶
対
帰
依
」

を
境

と
し
て
表
裏

一
体
不

可
分
離

の
も
の
と
な
る
。

浄
土
教

に
於
け
る
行
は
、
仏
の
功
徳
を
讃

嘆
し
、
思
准
し
、
思
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い
、
念
じ

、
絶
対
帰
依

の
念
を
捧
げ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
行
が

9

こ

の

よ

う

に
し

て

生

じ

来

る

の

は

、

全

く

、

彌

陀

の

限

り

な

い
慈

悲

力

に

ょ

る

の
で

あ

る
。

入
唐
求
法
礼
行
記

に
見
る
円
仁

長
安

在
申
の
仏
教

に
つ
い
て林

照

秀

慈
覚
大
師
円
仁

は

日

本
天
台
宗
の
人
で
、
大
同
三
年
出
家
、

伝
教
大
師
を
師
に
持

ち
十
五
才

の
噂

に
師
の
門
に
入
る
。
承
和
五

年

に
遣

唐
使
藤
原
常
嗣

に
従

つ
て
入
唐
し
、
開
成
三
年
揚
州
府

に

至
り
、
到

諸

道

、

遍

謁

名

徳

、

受

学

顕

密

。
を
し
、
承
和

十
四
年

九
月
帰
朝
す
。
こ
の
入
唐
し
た
時

の
旅
行
記
が
入
唐
求
法

巡
礼
行

記
で
四
巻
か
ら
な

つ
て
い
る
。

旅
行

記
を
開
く
と
承
和
五
年
六
月
十
三
日
よ
り
筆
が

と
ら
れ
、

長
安

に
は
開
成
五
年
八
月
二
十
日
か
ら
会
昌
五
年
五
月

十
五
日
ま

で
滞
在

し
て

い
る
。

こ
の
滞
在
中
円
仁

は
、
中
国
仏
教
史
上
有
名

な

三
武

一
宗
の
法
難
と
し
て
誰
れ

に
で
も
知

ら
れ
て

い
る
。
唐
武

宗
の
廃
仏

に
出
逢

い
身
を
持

つ
て
体
験

し
、
そ
の
惨
状
を
親
し
く

見

て
仏
教

の
状
況
を
細
か
く
記
し
て

い
る
。

で
は
武
宗
の
廃
仏
に
関
係
あ

る
と
見
ら

れ
る
初
の
記
事

は
、

「

入
唐

求
法
巡
礼
行
記
」
矛
三
巻
会
昌
元
年

六
月
十

一
臼
の
条

で
あ

る
。こ

の
月

の
今
上
誕
生
日
は
慣
例

に
よ
つ
て
内
裏
で
僧

・
道
士
供

養

を
受
け

、
両
教
代
表

で
教
義
討
論
が
な

さ
れ
道
士
二
人
は
紫
衣

を

賜
わ
り
、
僧
は

一
人

も
賜
わ
ら
な

か
つ
た
。
又
南
天
竺
の
宝
月

三
蔵
、
帝

に
直
接
帰
国
許

可
願
を
さ
し
だ

し
た
の
を
越
官
罪

に
問

い
、
三
蔵

の
弟
子
達
は
棒
で
打
た
れ
三
蔵

は
帰
国
を
許

さ
れ
ず
。

こ
の
よ
う
に
、
帝

の
仏
教
攻
撃
が
な
さ

れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

翌
年
三
月
三
日

に
は

「
李
宰
相
聞

奏

僧

尼

条

疏

勅

下

、

発

遣

保

外

無

名

僧

不

許

置

童

子

沙

彌

」
と
、
宰
相

の
僧
尼
整

理
案
提
出

に
よ
り
現
状
以
上

に
僧
尼
増
加

の
出
来

ぬ
よ
う

に
し
た
。

六
月

の
今
上
誕
生
節

の
宮

廷

に
お
け

る
僧
、
道
の
御
前
講
義

に

も
、
道
士
の
み
紫
衣
を
賜
わ
る
。

十
月

の
勅

で
は
、
呪
術
や
身
上
杖
痕
な

ど
前
過
者

の
し
る
し
の

あ

る
僧
、
戒
行
を
修
せ
な

い
者
す
べ
て
還

俗
さ

せ
よ
。
又

「
若
僧

尼

有

銭

物

及

穀

斗

田

地

庄

園

収

納

官

、

如

惜

銭

財

情
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