
玄
義

分

を
通

し
て
見

た

る
善
導
大
師

～

導

師

の

淨

土

教

小

林

瑞

淨

導

師

の

歸

淨

導
師
の
思
想
の
性
宗
的
な
る
こ
ε
は
、
其
第
五
部
九
帖
を
通
し
て
明
か
に
窺
ひ
知

る
こ
ε
が
で
き
る
の
で
あ
る
が

、
歸
淨
以
前
、
其
中
孰

れ
の
宗
派
に
屬
し
聖
道
的
生
活
を
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
マ」
云
ふ
に
、
玄
義
分
に
觀
經
の
價

値
を
論
じ
て
、
所
謂

「
菩
薩
藏
收
頓
教
攝
」

な

り
Σ
し

こ
藏
の
歎
判
を
探
用
せ
ら
る
。

由
是
觀
之
、
三
論
宗
で
あ

つ
た
や
う
で
あ
る
。
尤
も
こ
藏
の
名
稱
は
多
く
の
經
論
に
あ
り
、

諸
宗
に
逋
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
三
論

宗
に
て

は
專
ら
自
宗
の
教
相
ざ
す
る
か
ら
で
あ
る
。

支
那

の
三
論
宗
に
楊
子
江
北
の
四
論
宗
ご
江
南
に
於
け
る
三
論
宗
ε
あ
り
。

そ
し
て
北
地
四
論

の
教
系
は
南
地
三
論
の
そ
れ
の
如
く
明
瞭

で
な

い
の
で
あ

る
が
、
南
都
の
古
傳
説
で
あ
る
の
か
、
宜
然
房
明
道
は
實
に
次
の
如
く
逋
べ
て
ゐ
る
。

「
北
地
派
の

祗
は
曇
鸞
大
師
に
し
て

、

道
綽
禪
師
之
を
相
承
し
、
禪
師
ざ
殆
ん
さ
同
時
に
法
朗
大
師
の
弟
子
明
勝
法
師
,
北
地
に
於
て
四
論
を
弘
め
、
蕁
師
之
を
繼
紹
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
」

ざ
。

倫
ほ
察
也
上
人
は
發
心
求
道
集
に

コ
霄
導
は
三
論
宗
の
人
師
、
念
佛
門
の
師
な
り
」

さ
明
言
せ
ら
る
。
固
よ
り
そ

の
據
る
所
不
明
で
あ
る

が
、
以

上
の
點
を
綜
合
す
れ
ば
北
地
の
四
論
宗
に
頼
り
て
修
道
せ
ら
れ
た
る
は
間
違
ひ
な
い
の
で
あ
ら
う
。

果
し
て
然
ら
ば
四
論
宗
ε
淨
土
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教
、
抑
も
奈
何
な
る
交
渉
が
あ

る
の
で
あ

る
か
。

・

史
に
徴
す
る
に
上
古
春
秋
時
代
か
ら
楊
子
江
を
境
界
線
こ
し
て
、

そ
の
南
北
の
兩
地
は
思
想
の
潮
流
大
い
に
そ
の
趣
き
を
異
に
し
て
ゐ
る

儒
教
は

北
地
の
思
想
に
し
て
、
老
莊
の
教
は
南
地
の
思
想
で
あ

る
。

北
地
の
思
想
は
謹
嚴
に
し
て
南
地
の
そ
れ
は
幽
玄
で
あ
る
。
叉
北
地
の

思
想
は
實
際
的
に
し
て
南
地

の
そ
れ
は
理
的
想
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
歴
史
の
上
下
を
通
じ
て
、
宗
教
の
み
な
ら
す
文
墨
美
術
等
に
至
る
ま

で
各

々
そ
の
特
異
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
三
論
宗
も
亦
、
江
北
に
は
智
論
の
教
理
を
加
味
せ
る
四
論
の
法
門

行
は
れ
、
江
南
は
反
之
、
理

想
的
な

る
三
論

の
研
究
盛
ん
で
あ

つ
た
。

四
論
の
中
、
三
論

は
淌
極
的
な
る
諸
法
皆
察
論
で
あ
る
が
、
智
度
論
十
住
毘
婆
娑
論
は
積
極
的
な
る
實
相
論
で
あ

る
。
淌
極
の
窮
ま
る
所

積
極
を
生
じ
、
眞
塞
の
裏
面
に
は
自
つ
か
ら
妙
有
を
孕
ら
む
眞
室
の
眞
理
を
高
潮

せ
る
三
論

に
は
、
淨
土
の
宗
教
成

立
せ
ぬ
の
で
あ
る
が
、

妙
有
の
世
界
に
は
自
つ
か
ら
指
方
立
相
の
實
際
的
法
門
現
は
れ
て
來
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

是
れ
龍
樹
菩
薩
の
智
論
等
に
淨
土
教
あ
る
所
以
で
あ
つ
て
、
亦
洗
練
さ
れ
た
る
之
れ
あ
り
て
こ
そ
、
始
め
て
人
類
の
靈
的
要
求
を
充
實
す

る
に
至

る
の
で
あ
る
。
是
に
於
て
導
師
の
歸
淨
せ
ら
れ
た
る
思
想
的
展
開
、
偶
然
な
ら
ざ
る
を
知
る
こ
ご
が
で
き
や
う
。

特
に
導
師
は
持
律
謹
嚴

の
裡
に
も
熱
情
的
性
質
の
持
主
で
あ
り
、
導
師
の
淨
土
教
に
因
縁

の
深
厚
な
り
し
こ
ε
は
諸
傳
の

一
致
す

る
所
で

あ
り
、
又
當
時
の
教
界
政
治
界
の
趨
勢
は
導
師
を
驪
つ
て
盆

々
淨
土
の
修
道
に
向
は
し
め
た
や
う
で
あ
る
。

一22一

 

二

御

疏

の

異

彩

導
師

の
淨
土
教
は
、
總
じ
て
は
三
經
般
舟
三
昧
經
等
を
所
依
ε
せ
ら
れ
た
る
も
、
正
し
く
其
敏
義
に
關
し
て
は
。

別
し
て
觀
經
を
所
依
ご

せ
ら
れ

た
。
是
れ

一
は
當
時
觀
經
の
研
鑽
熾
ん
な
り
し
ご
、

一
は
歸
淨
の
門
戸
之
に
由
り
て
開
か
れ
た
る
が
爲
め
で
あ

る
。

今
導
師

ご
同
時
若
く
は
巳
前
に
於
て
、
觀
經
を
研
究
し
之
が
註
釋
を
作
り
し
著
名
の
人

に
、
淨
影
天
台
嘉
群
を
始

ざ
し
、
靈
砧
法
常
道
闇



'
慈
恩
西
明
等
あ
り
。
皆
當
代
に
於
け
る
教
界
の
龍
象
な
る
が
、
孰
れ
も
自
己
の
立
瘍
を
基
準

ε
し
て
觀
經
を
觀
ら
れ
た
か
ら
、
未
だ

輔
人
、こ

し
て
其
眞
髓
を
發
揮
せ
ら
れ
な
か
つ
た
。
偶
々
道
綽
禪
師
あ
り
て
、
觀
經
に
據
り

「
切
經
論
を
通
依
ε
し
て

「
唯
有
淨
土

嚇
門
可
逋
入
」
路

の
義
を
顯
彰
せ
ら
れ
た
る
も
、
翁
未
だ
其
幽
玄
に
觸
れ
得
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。

茲
に
導
師
は
奮
然

ε
し
て
古
今
を
楷
定
し
。
觀
經
中
心
の
淨
土
教
を
建
設
す
べ
く
企
て
ら
れ
た
。

從
つ
て
導
師
の
御
疏
の
教
義

は
、
彼
等

が
地
論
天
台
三
論
戒
律
法
相
等

の
見
地
か
ら
考
察
せ
る
も
の
ε
全
く
其
趣
き
を
異
に
し
燦
ミ
し
て
異
彩
を
放

つ
の
で
あ
る
。

こ
者

の
觀
經
に
對
す
る
見
解
の
相
違

は
、
軈
が
て
導
師
の
教
義
の
特
徴
で
あ
る
。
其
教
義
に
於
て
、
所
謂
三
佛
の
大
悲
二
尊
の
本
懷
を
探

り
、
以
て
御
疏
の
述
作
を
大
成
せ
ら
れ
た
か
ら
、
宗
組
は

コ
四
方
の
指
南
行
者
の
目
足
な
り
」

ε
歎
じ
て
偏
依
善
導
の
宗
義
を
確
立

せ
ら
れ

記
主
叉

「覺

王
勸
化
の
網
帙
迷
徒
誘
引
の
遺
範
な
り
」

・こ
讃
ぜ
ら
る

・
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

脚轟

導
師

の
信
念

と
態
度

導
師

は
御
疏
述
作
の
前
に
方
り
て
、
七
日
を
期
し
て
日
別
阿
彌
陀
經
を
誦
す

る
こ
ε
三
偏
、
阿
彌
陀
佛
を
念
す
る
こ
ε
三
萬
偏
せ
ん
こ
ご

を
誓

ひ
、
至
心
に
所
願
し
て
曰
く

「
若
し
我
が
期
待
す
る
所
、

三
世
の
諸
佛
二
奪

の
大
悲
に
契
は
.・
、
願
く
ば
夢
定
中
に

「
切
境
界
の
諸
相

を
見

せ
し
め
給

へ
」

ε
。
乃
ち
そ
の
靈
感
を
得
て

M
檜
指
授
の
下
に
述
作
の
稿
を
竟
り
、
更
に
復
び
毎

日
護
念
經
を
誦
す
る
こ
ε
十
四
回
、

稱
名
三
萬
、
七
日
に
及
び
三
次
に
亘
り
て
不
思
議
の
靈
相
を
感
じ

「
此
義
已
請
證
定
竟

蝿
句

一
字
不
可
加
減
欲
窕
爲
者

】
如
經
法
」
ミ
墨
痕

淋
漓

ε
し
て
御
疏
の
終
り
に
書
き
添
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

,

吾
等

は
導
師
が
、
そ
の
逋
作
に
際
し
奈
何
に
眞
劍
な
り
し
か
、
叉
そ
の
内
容
の
眞
實
性
に
對
し
奈
何
に
大
な
る
確
信
を
有
せ
ら
れ
た
か
を

感
ぜ
す
に
居
ら
れ
な
い
。

想

ふ
に
、
吾
が
佛
歡
の
教
莪
は
表
面
上
如
何
に
合
理
的
な
る
も
の
も
、
决
し
て
單
に
理
論

の
爲
め
の
理
論
、
知
識
の
爲
め
の
知
識
ざ
し
て

一23一



唱
導

さ
れ
た
の
で
な
く
、

必
す
之
を
體
驗
化
し
て
骨
髓
ま
で
徹
せ
し
む
る
を
そ
の
目
標

こ
し
た
の
で
あ
る
。
之
を
逆
に
言

へ
ば
骨
髓
ま
で
徹

し
た

る
軆
驗
的
保
證
を
得
て
、
初
め
て
教
理
さ
し
て
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
導
師

は
正
さ
に
世
尊
傳
統

の
こ
の
態
度
を
保
た
れ
た
の
で
あ

る

御
疏

は
總
論

ご
本
文
解
釋
ざ
の
二
部
に
分

か
れ
、
そ
の
總
論
は
則
ち
玄
義
分
で
あ

る
。

玄
義
ε
は
、
垢
障
の
凡
夫
佛
の
願
力
に
乘
じ
て
斷
證
を
假
ら
す
、

直
に
報
土
に
入
る
の
主
張
を
始
め
ε
し
、
其
外

、
散
善
自
設
三
輩
偏
散

九
品
唯
九
等
諸
師
の
十
六
皆
定
九
品
聖
人
+
念
別
時
意
等
の
謬
解
に
對
し
て
、
其
義
深
妙
に
し
て
、
上
は
觀
經
の
奥
義
こ
算
の
教
意
に
契
ひ

下
は
凡
入
報
土
の
機
に
適
す
る
を
云
ふ
の
で
あ
る
。

此
の
玄
護
分
の
初
に
御
疏
の
序
分
た
る
十
四
行
の
偈
頌
を
掲
け
。

次
に
正
し
く
觀
經
の
玄
義
が
述

べ
ら
れ
て
あ
る
。
其
開
卷
第

一
に
於
て

「先

勸
大
衆
發
願
歸
三
寳
」

ε
殷

々
た
る
無
聲
の
洪
鐘
を
鳴
ら
し
て
吾
等
を
警
醒
し
、

そ
れ
よ
り
頌
を
結
び
て
發
願

ε
歸
敬
ε
の
意
を
叙
し

切
に
三
寳
の
加
備
を
仰
ぎ
て
願
生
淨
土
の
信
念
を
鍍
瀝
し
、
詭
偈
造
疏
の
功
徳
を
擧
け
て

一
切
衆
生
に
捧
け
ら
れ
て
あ
る
。

吾
等

は
此
の
頌
文
を
拜
誦
し
て
、
導
師

の
敬
虔
眞
摯
熟
烈
な
る
態
度
を
讃
仰
す
る
ε
倶
に
、
自
己
の
迷
妄
を
慚
愧
し
衷
心
よ
り
覺
醒
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
Σ
想
ふ
の
で
あ
る
。
發
願
歸
三
寳
の
洪
鐘
の
響
き
は
、

吾
等
が
自
我
の
妄
執
に
囚
わ
れ
人
生
の
實

相
に
醒
め
ざ
る
を
警
覺
せ
ら
れ

た
も

の
で
あ
ら
う
。

四

歸

敬

三

寶

導

師
は
か
く
吾
等
の
迷
執
を
鞭
韃
せ
ら
れ
九
の
で
あ

る
が
、
重
ね
て
十
四
行
の
中
、
七
行
の
偈
頌
を
以
て
切

々
ε
し
て
自
ら
三
寳
に
歸
敬

し
そ

の
照
鑑
を
仰
が
れ
て
あ
る
。

現
代

人
心
の
裡
に
缺
如
せ
る
も
の
は
當
さ
に
こ
の
敬
虔
眞
摯
の
信
念
で
あ
る
。
こ
の
信
念
無
き
が
故
に
瓧
會
の
綱

紀
紊
し
、
道
徳
腐
敗
し

思
想
國

難
ご
な
り
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
不
安
定
を
來
し
、
叉
加
來

の
教
徒
Σ
し
て
も
熟
あ
る
飛
躍
が
出
來
な
い
の
で
あ

ら
う
。

抑
冖も
此
の
三
寳
の
信
仰
は
、
世
尊
成
道
の
後
ベ
ナ

レ
ス
に
始
め
て
法
を
説
き
、

五
比
丘
を
濟
度
せ
ら
れ
た
る
に
淵
源
す
る
の
で
あ
る
が
、

一一24一



滅

後
に
至
り
て
盆

々
發
逹

し
,

一
面
に
は
最
も
著
遍
的
信
仰
で
あ
る
理
由
か
ら
初
期
佛
教
の

「
般
信
仰
、こ
な
り
,
念
誦
の
語
-こ
し
て
は
歸
三

寳
の
句
を
生
じ
、
佛
教
歸
依
の
儀
式
、こ
し
て
は
歸
三
寳
戒
こ
な
り
、
他
面
に
は
佛
教

々
學
の
發
展
に
件
ひ
複
雜
な
る
解

釋
を
加

ふ
る
に
至
り

減
後
教
徒
の
三
寳
觀
は
小
乘
の
三
寳
觀
ご
大
乘
の
三
寳
觀
、こ
に
分
か
れ
、

大
乘
の
三
寳
觀
中
、
更

に
三
寳

の
同
體
觀

ご
別
相
觀

・こ
な
り
、
そ

の
別

粗
觀
は
亦
理
想
的
三
寳
觀
ご
、
具
象
的
三
寳
觀

、こ
に
別
れ
た
。
此
の
分
類
は
淨
影
慈
恩
證
觀
等
の

鳳
致

せ
る
所
で
あ
る
。
吾
等
は
そ
の

奪

ふ
、こ
き
内
容
を
翫
味
し
、
先
づ
須
ら
く
斯
の
情
操
を
養
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

聖
徳

入
子
は
十
七
憲
法
第
二
條
に

「篤
く
三
寳
を
敬

へ
。

三
寳
く
」は
佛
法
倫
な
り
。
則
ち
四
生
の
終
歸
に
し
て
、
萬
國
の
極
宗
な
り
。
何

れ
の
世
、
何
れ
の
人
が
是
法
を
貴
ば

ざ
ら
ん
や
。

尤
だ
悪
な
る
は
鮮
し
能
く
教
ふ
れ
ば
之
に
從

ふ
。
そ
れ
三
寳

に
歸

せ
す
ん
ば
何
を
以
て
か

抂
れ

る
を
直
ふ
せ
む
」

ご
。
導
師
の
芳
躅
ざ
共
に
實
に
千
古
の
洪
範
で
あ
る
。

五

淨

土

の

敏

興

導
師

は
玄
義
の
序
分
に
、
世
尊
は
印
度
に
降
生
し
て

八
萬
の
法
藏
を
開
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
凡
惑
褊
攬
す

る
に
由
な
き
吾
等
の
爲
め
に

施
化
利
生
-こ
發
迹
入
源
の
淨
土
の
法
門
を
闡
明
せ
る
由
を
叙
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

そ

の
施
化
利
生
門
ご
は
、
世
尊
は
機
に
從
て
五
乘
の
法
を
詭
か
れ
た
る
も
、
其
等
の
聖
道
の
修
行
に
堪

へ
ざ
る
凡

夫
は
自
ら
隨
縁

得
度
の

法
を
撰
擇
す
る
こ
ご
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
當
さ
に
太
悲
の
本
懷
で
あ
る
如
來
の
法
門
を
詭
か
ん
ご
思
召
さ
れ
た
る

ε
き
。
會
々
王
舍

城
に

嚇
大
悲
劇
起
り
、
夫
人
切
り
に
淨
土
往
生
を
求
め
そ
の
實
踐
の
教
を
請
は
れ
た
か
ら
、
此
の
機
會
に
乘
じ
て
定
散

の
要
門
を
開
き
、
亦
如
來

の
弘

願
を
顯
彰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
如
斯
く
、
衆
生
往
生
の
内
因
、
如
來
の
壜
上
縁
等
の
法
を
詭
か
れ
た
る
を
施

化
利
生
門
ε
言
ふ
の
で

あ
る
。

發

迹
入
源
門
ご
は
、
施
化
利
生
の
言
論
を
拂
つ
て
佛
意
深
妙
の
本
源
に
歸
入
す
る
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、

本
願
の
眞
實
を
も
辨

へ
す
、
名
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號

の
利
盆
を
も
解
せ
す
、
亦
安
心
起
行
を
も
知
ら
す
,
唯
釋
迦
ω
發
遣
彌
陀
の
來
迎
を
信
じ
て
、

心
に
助
け
給

へ
ε
念
じ
、
口
に
南
無
阿
彌

陀
佛

ε
唱
ふ
る
の
で
あ

る
。
所
謂
、
單
直
仰
信
の
愚
鈍
念
佛
の
法
門

で
あ
る
。

斯
く
二
門
に
分
か
る
・
も
施
化
利
生
の
外
に
發
迹
入
源
あ

る
の
で
な
い
。
蓋
し
施
化
利
生
の
冨
語
は
佛

の
密
意
よ
り
出
つ
る
の
で
あ
る
か

ち
、
根
本
に
約
し
て
發
迹
入
源
門
・こ
言
ひ
、
枝
末
に
就
て
施
化
利
生
門
ε
云
ふ
の
で
あ

る
。

冏
組
は
教
相
第
二
重
に
於
て
、
大
に
之
を
宣
明

さ
れ
・た
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
前
者
は
顯
は
さ
れ
た
る
淨
土
の
教
義
で
あ

つ
て
、

後
者
は
そ
の
教
義
の
淵
源
を
指
す
の
で
あ
る
。
佛
の
密

意
、
佛
の
全
生
命
の
現
は
れ
で
あ
る
。

宗

教
は
之
を
吾
等
の
立
瘍
か
ら
せ
ば
單

直
仰
信
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
是
れ
蕁
師
が
散
善
義
に
信
機
信
法
の
妙
釋
を
示
し
て
深
信
の
要
を

高
唱

せ
ら
れ
、
冏
粛
が
鎭
西
の
指
導
を
奉
じ
、
教
相
第

一
重
に

「
總
依
三
經
別
依

一
經
總
依

咽
經
別
依

吋
句
」

の
判
を
な
し
、
導
師
の
淨
土

数
の
基
礎
を
炳
か
に
せ
ら
れ
た
所
以
で
あ
り
、

叉

「淨
土
宗

、こ
は
二
字
に
習
ひ
極
む
る
な
り
。
安
心
の

嚇
字
(信
)
起
行
の

N
字
(
故
)な
り
。

亦
極
め
て
は

輔
字
(
信
)な
り
」

、こ
の
口
傳
あ
る
所
以
で
あ

る
。

人

類
に
は
音
目
的
に
生
き
ん

、こ
す
る
意
志
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
,
叉
信
ぜ
ん
ε
す
る
貴
ふ
ε
き
意
志
あ
る
こ
ε
は
學
者
の
立
證
す

る
所

で
あ

る
。
導
師
は
こ
の
奪

ふ
ーこ
き
意
志
の
根
概
に
培
ひ
、

そ
の
長
養
を
計

り
盲
目
な
ら
ざ
る
眞
實
光
明
の
信
の
世
界
を
開
拓
せ
ら
れ
た
の
で

あ

る
。
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六

觀
經
の
價
値

と
内
容

導
師
は
か
く
淨
土
の
興
致
を
明
か
し
、
次
に
觀
經
の
價
値
を
批
判
し
て

「今
此
觀
經
菩
薩
蔵
收
頓
教
攝
」

な
り

ε
斷
じ
、
そ
の
内
容
に
就

て
は

「
今
此
觀
經
帥
以
觀
佛
三
昧
爲
宗
亦
以
念
佛
三
昧
爲
宗
」

ε
な
し
、

而
し
て

剛
心
に
回
願
し
て
淨
土
に
往
生
す

る
を
經
體
ε
示
さ
れ
て

ゐ
る
。



菩
薩
藏
收
た
る
所
以
は
、
小
乘
教
の
代
表

ε
も
云
ふ
べ
き
有
部
宗
に
て
は
、
他
方
の
淨
土
を
明
さ
す
、
又
上
求
菩
梶
を
詭
か
ざ
る
に
反
し

觀
經
に

は
專
ら
凡
夫
往
生
を
明
か
し
、
亦
無
上
浬
槃
を
期
す
ε
詭
く
。

既
に
他
方
の
淨
土
を
明
か
し
,
猗
ほ
佛
果
を

目
的
ε
す
れ
ば
菩
藤
藏

で
あ

る
。
頓
教
攝
な
る
は
、
淨
土
門
の
意
は
凡
夫

嚇
形
十
念
の
功
に
依
り

て
速
か
に
往
生
を
邃
ぐ
べ
し
、

ε
談
す
る
が
故
に
所
謂
歴
劫
迂
回

の
漸

教
に
非
ら
す
ε
の
意
ろ
で
あ
る
。
東

西
宗
要
に
詳
論
せ
ら
る

・
も
今
之
を
言
は
す
。
要
す

る
に
大
乘
聖
典
中
最

高
價
値
の
宗
教
な
り
、こ

决
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

更

に
觀
經
の
宗
旨
を
兩
三
昧
ε
ぜ
ら
れ
た
る
も
、
觀
佛
三
昧
は
夫
人
答
講
の
宗

に
し
て
、
念
佛
三
昧
は
自
詭
の
宗

で
あ
る
。
何
こ
な
れ
ば

觀
經
に
答
請
自
読
の
こ
門
あ
り

ミ
す
る
が
諸
師
の
解
釋
ε
殊
に
し
て
、
導
師
獨
自
の
創
見
に
屬
す
る
か
ら
で
あ
る
・

而
し
て
導
師
の
意
見
に

よ
れ
ば
、
口
稱
名
號
を
以
て
念
佛
三
昧
さ
稱
し
、
相
好
觀
を
以
て
觀
佛
三
昧
こ
せ
ら
れ
、
而
か
も
A6̀

佛
は
正
定
之
業

に
し
て
、
觀
佛
は
そ
の

助
業

に
過
ぎ
す
ご
斷
定
せ
ら
る
o

是

又
、
諸
師
の
未
だ
曾
て
言
は
ざ
る
駈
で
あ

る
の
み
幽な
ら
す
、
彼
等
は
觀
佛
念
佛
の
概
念
を
明
ら
か
に
せ
す
。
亦
寧
ろ
觀
佛
を
主
ε
し
念

佛
を

從
こ
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
毫
も
觀
經
の
眞
髓
、
三
佛
大
悲

の
眞
精
紳
に
觸
れ
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

七

定

散

二

蟇

淨
影
天
台
等
の
諸
師

は
觀
經
の
定
散

二
善
の
本
文
解
釋
に
つ
き
二
大
誤
謬
に
陷

つ
て
ゐ
る
。

叫
は
十
三
定
善
の
觀
行
九
品
、
散
善
の
行
業
倶
に
夫
人
の
致
請
マ」言
ひ
、

二
に
は
本
文
の
十
六
觀
は
悉

く
定
善
な

り
ご
視
た
る
點
で
あ
る

之
に
對
し
て
導
師
は
則
ち
定
善

剛
門
韋
提
致
諾
散
善

　
門
佛
自
詮

な
り
ε
喝
破
し
、
經
文
に
依
る
に
夫
人
は
唯
定
善
の
み
を
請
じ
て
散

善
を

乞

へ
る
こ
ε
な
し
。
導
師
は
致
請
に
關
す
る
逋
別
の
五
文
を
列
ね
て
之
を
證
し
、
更
に
夫
人
の

「
教
我
思
惟
教
我
正
受
」

ε
致
請
せ
る

思
憔

ご
は
觀
の
前
方
便
に
し
て
、
正
受
ε
は
そ
の
前
方
便
に
依
り
て
正
し
く
定
心
を
得
て
、

任
蓮
に
依
正
の
境
を
取

る
を
意
味
す
る
の
で
あ
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る
。

然
る
に
、
彼
等
は
教
我

思
惟
�

1
:
を
九
品
に
合
し
て
散
善
、こ
な
し
、
正
受
の

「
句
を
邇
じ
て
十
六
觀
に
合
し

て
定
善
-こ
な
す
も
、
華

嚴

經
の
所
謂
、
觀
經
寳
地
觀
の
文
に
照
せ
ば
、

思
惟
は
定
善
に
攝
し
て
散
善
に
非
る
こ
ε
明
白
で
あ
る
ε
し
、
進
み
て
散
善
顯
行
縁

の
本
文

を
擧

て
、
散
善
は
佛

の
自
論
な
る
を
論
證
せ
ら
る
。

要

之
、
定
善

一
門
は
世
尊
隨
他
意
の
法
門
に
し
て
、
散
善
特
に
念
佛

こ
そ
隨
自
意

の
法
門
な
り
ε
す
る
主
張
で
あ

る
。
導
師
は
こ
の
主
張

の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
爲
め
、
断
た
に
九
品
散
善
の
本
文
解
麗
に
至
り
て

所
謂
十

一
門
義

N
百
番
の
詭
明
法
を
用

ひ
前
人
未
發
の
卓
見
を

發

表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
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八

九

品

の

行

人

九
品
の
行
人
の
資
格
を
論
す
る
に
諸
師
の
詭
大
同
小
異
な
れ
ば
、
釋
義
の
高
僭
、こ
仰
が
れ
た
る
淨
影
の
詭
を
舉
け
て
論
破
し
、
以
て
觀
經

の
藁
面
目
を
發
揮
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

彼

れ
曰
く

「
上
三
品
の
行
人
は
大
乘
の
聖
者
、
中
三
品
は
倶
に
是
れ
小
乘
の
賢
聖
に
し
て
、
下
三
品
は
始
學
大
乘

の
凡
夫
な
り
」
ご
。

若

し
斯
の
詭
に
依
れ
ば
、
觀
經
は
聖
者
の
聖
典
に
し
て
冷
吾
等
凡
夫
の
宗
教
な
ら
す
。
導
師
は
是
れ
所
読
の
本
心
を
把
握
せ
ば
る
淨
影

の

誤
解

な
り

ご
し
、
二
個
の
理
由
を
示
し
て
破
斥
せ
ら
る
。

其

}
は
聖
人
は
淨
土
に
生
す

る
こ
ε
を

求
む

る
の
要
な
し

ε
の
理
由
。
其

二
は
諸
佛
の
大
悲
は
偏
に
常
沒
の
凡
夫

を
救
濟
す
る
に
あ
り
。

ざ
の
理
由

に
し
て
、
玄
義
の
本
文
に
詳
論
せ
ら
る
。

導
師

は
特
に
觀
經
九
品
の
經
文
を
引
き
來
り
て
自

諡
を
立
證
し
、

九
品
の
機
は
總
て
流
轉
の
凡
夫
な
り
ε
し
、
但
縁

に
遇
ふ
こ
ε
異
な
る

に
依
り
て
九
品
の
差
別
を
爲
す
。
則
ち

「
上
品
三
人
は
遇
大
の
凡
夫
、
中
品
三
人
は
遇
小
の
凡
夫
、
下
品
三
人
は
遇
悪
の
凡
夫
な
り
」

マ」
の

斷
案
を
下
し
て
、
淨
影
の
詭
を
否
定
し
,
最
後
に
重
ね
て
汎
く
觀
經
の
序
文
定
散

二
善
の
本
文
に
亘
り
て

十
個
の
聖
教
量
を
列
擧
し
、
啻
だ



に
散

善
九
晶
の
み
な
ら
す
、
+
三
定
善
も
又
凡
夫
の
爲
め
に
し
て
、
大
小
の
聖
人
に
關
せ
ざ
る
こ
ご
を

指
摘
し
、
善

悪

↓
切
の
凡
夫
を
し
て

專
ら
經
諡
を
信
じ
て
疑
は
す
、
如
來
の
本
願
に
乘
じ
て
同
じ
く
九
品
の
者
に
沾
は
し
め
ら
る
。

徹
底
せ
る
導
師
の
斯
の
光
闡
な
か
り
せ
ば
、
吾
等
は
永
へ
に
救
濟
の
宗
教
、

如
來
の
大
慈
悲
に
接
す

る
こ
ご
は
全
然
不
可
能
で
あ
つ
た
の

で
あ

る
。

九

如

來

の

身

土

導
師
は
、
淨
影
か
如
來
を
八
相
成
道
の
應
身
こ
せ
る
は
、
金
光
明
經
攝
大
乘
論

の
三
身
詭
の
眞
意
を

謬
解
せ
る
に
基
く
も
の
で
あ

る
。
ε

崩
蹴
し
去
り
、
進
み
て
大
乘
日
性
經
の
明
證
を
掲
け
、

大
經

の
所
説
に
由
れ
ば
、

如
來
は
因
願
果
成
の
佛
身
な
れ
ば

報
身
な
ら
ざ
る
べ
か
ら

す

ε
し
、
觀
經
上
三
晶
の
現
文
に
照
す
も
叉
疑
ふ
べ
き
な
し
。
ざ
論
證
せ
ら
れ
て
あ
る
。

如
來
の
報
身
た
る
こ
ご
は
,
道
綽
禪
師
夙
に
安
樂
集
に
読
破
し
て
彼
等

の
蒙
を
啓
か
れ
た
所
で
あ
る
が
、
之
を
聖
典
上
に
索
む
れ
ば
そ
の

確
謹
最
も
豐
富
な
る
こ
ご
は
宗
要
玄
記
等
の
指
示
す
る
如
く
で
あ

る
。
果
し
て
報
身
ご
せ
ば
、
報
身
は
常
住
に
し
て
入
滅
な
し
マ」
は
諸
經
論

の
逋
説
な
る
に
拘
ら
す
、
觀
音
授
記
經
に
は
如
來
に
入
涅
槃
の
相
あ
り
ーこ
論
か
れ
て
あ
る
Q

導
師
は
こ
の
矛
盾
を
諡
明
す
る
に
,
天

品
般
若
經
を
拉
し
來
り
て
、
報
身
の
如
來

も

一
機
の
前
に
入
滅
の
相
を
現
す

る
こ
ε
あ
り
、
授
記

經

は
唯
之
を
目
ふ
の
み
ε
し
、
凡
入
報
土
は
繩
封
に
許
す
べ
か
ら
す
ざ
の
非
難
に
對
し
て
は
、
導
師
は
熟
烈
な
る
口
吻
も
て
答
て
曰
く

「
若

し
衆

生
の
垢
障
を
論
ぜ
ば
實
に
欣
趣
し
難
し
ε
雖
も
、
正
し
く
佛
願
に
托
し
て
以
て
彊
縁

ε
な
す
に
由
り
、
五
乘
を

し
て
齊
し
く
入
ら
し
む

る
こ

ε
を
致
す
の
で
あ

る
」

ε
、
宗
家
獨
自

の
見
解
を
告
白
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

蓋

し
、
佛
教
思
想
の
發
肢
に
拌
ひ
、
現
身
佛
を
通
じ
て
法
身
佛
を
見
出
し
、
更
に
報
身
佛
を
發
見
す
る
に
至
れ
る
の
で
あ
る
が
,
吾
等
の

内
的

要
求
は
永
逋
の
生
命
ε
眞
實
の
光
明
-こ
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
,
無

量
光
の
報
身
佛
な
ら
で
は
吾
等
の
信
仰
の
對
象
,こ
な
ら
す
。
又
斯
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の
現
在

詭
法
の
報
身
佛
の
願
力
に
乘
じ
て
こ
そ
、
初

め
て
吾
等

は
永
遠
の
生
活
覺
醒
の
生
涯
に
入
る
こ
ご
が

で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
,
導
師

は
力
を
極
め
て

「
是
報
非
化
凡
入
報
土
」

の
大
義
を
高
唱
せ
ら
る

・
の
で
あ
る
。

嬾
O

別

時

意

論
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吾
等

の
宗
教
救
濟
の
聖
典
ε
し
て
、
導
師
の
深
く
私
淑
せ
ら
れ
た
る
觀
經
に
封
し
、
攝
論

一
派
の
學
徒
は
所
謂
別

時
意
方
便
説
な
り
ε
し

て
反
封

し
た
の
で
あ
る
、

そ

の
詳
細
は
文
献
の
徴
す
べ
き
も
の
な
い
の
で
あ
る
が

、
懷
感
の
記
載
す
る
所
に
據
れ
ば
、
彼
等
は
觀
經
に
念
佛

+
六
觀
等
の
修
道
を
明

か
す

も
、
是
れ
凡
夫
の
淺
行
な
れ
ば
唯
發
願
に
均
し
。

從
つ
て
攝
論
の
別
時
意
に
屬
す
べ
き
で
あ
る
。
ご
、
或
は
攝
論
中
に
は
唯
願
別
時
意

ミ
言
ふ
も
、
其
意
ろ
は
念
佛
も
亦
別
時
意
な
る
・.〕
ご
を
顯

す
ε
説
き
、
遽
に
觀
經
下

々
品
の
十
聲
稱
佛
を
以
て
方
便
説
・こ
な
し
、
た

壁
遠
生

の
爲
め
に
因
ε
な
る
の
み
,
順
次
往
生

の
果
を
引
か
す

ε
抗
撃
し
た
や
う
で
あ
る
。
然
る
に
導
師
の
意
見
に
依
れ
ば
。

斯
の
如
き
反
對
は
全

く
攝
論

そ
の
も
の

・
眞
意
に
背

け
る
牽
強
附
會
の
妄
説
な
り
。

先
づ
彼
等
の
鐵
壁
Σ
す
る
攝
論
を
觀

る
に
、
成
佛

別
時
意
論

-こ
往
生
別
時
意
論

ご
あ
り
て
、

前
者
に
於

て
は
萬
行

成
佛
を
實
論
ε
し
て
、

噸
行
成
佛
を
方
便
・こ
す
。
後
者
に
於
て
は
、
願
行

,こ
唯
願
,こ
に
別
ち
、

願
行
往
生

は
實
詭
に
し
て
,
唯
願
往
生
を
方

便
な
り
・こ
す
。
無
著
菩

薩
の
斯
の
大
綱
論
に
由
れ
ば
、
願
行
具
足
の
修
道
は
方
便
詭
な
ら
ざ
る
こ
・こ
は
勿
論
な
り
ーこ
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然

る
に
觀
經
下
々
品
の
十
念
は
願
行
具
足
の
念
佛
で
あ
る
。

何
・こ
な
れ
ば
南
無
の
二
字
に
願
あ
り
行
あ
り
。

心
に

助
け
給

へ
さ
思
ふ
は
則

ち
歸
命

亦
是
れ
發
願
回
向
の
義
な
れ
ば
、

こ
れ
願
に
し
て
ロ
に
南
無
・こ
唱

ふ
る
は
こ
れ
行
で
あ
る
。

阿
彌
陀
佛
の
四
掌
は
亦
こ
れ
行
で
あ
る

由
是
觀
乏
、
十
念
の
上
に
は
十
願
+
行
あ
り
て
具
足
す
。

さ
れ
ば
之
を
攝
論

の
所
詭
に
封
照
す

る
に
、
全
く
唯
願
無
行
の
別
時
意
の
法
門

に
非
る
こ
ε
は
昭
々
乎
ε
し
て
明
か
で
あ

る
。
特
に
方
便
読
に
對
し
て
は
、

諸
佛
の
證
誠
な
き
は

「
般
の
遖
則
で
あ

ゐ
。
而

る
に
小
經
の

嚇



日
七

日
の
念
佛
往
生
に
封

し
、
+
方
諸
佛
の
證
明
護
念
が
あ
る
の
で
あ

る
か
ら
盆

々
眞
實
了
義
の
實
詭
た
る
や
疑
ひ

な
し
。

ε
斷
じ
、
筆
鋒

鏡
,ご
く
反
駁
を
加

へ
て
當
時
の
教
界
に
反
省
を
促
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

惟

ふ
に
、
安
樂
集
中
、

破
異
見
邪
執
ε
廣
施
問
答
の
二
章
の
叙
述
を
視
る
に
、
當
時
宛
も
吾
が
冏
祗
時
代
に
禪
僭
の
批
判
を
享
け
孤
城
落

日
の
觀
あ
り
し
が
如
く
、
我
が
正
系
の
淨
土
教
に
向
ひ
多
く
の
教
義
的
迫
害
あ
り
し
が
、

攝
論
學
派
の
そ
れ
は
其

の
最
も
な
る
も
の
で
あ

つ

た
や
う
で
あ
る
。
懷

感
は

「攝
論

爰
に
傳
は
り
て
よ
り
百
有
餘
年
、
諸
徳
皆
こ
の
論

文
を
見
て
西
方
の
淨
業
を
修
せ
す
」

ε
慨
歎
し
て
ゐ
る

玄
義
分
に
特
に
別
時
意
論
あ
る
は
蓋
し
之
が
爲
め
で
あ

ら
う
。

道
綽
禪
師
等
叉
斯
の
問
題
に
對
し

釋
明
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
導
師
の
寸
鐵
人
を
殺
す
底
の
鏡
鋒
に
比
較
す
る
ri),fj?,は
、

未
だ
微
温
的

た
る
を
免
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

吾
等
斯
論
に
關
す
る
玄
莪
の
本
文
を
拜
誦
せ
ば
、
導
師
の
堂
々
た
る
態
度
ε
熟
火

の
如

き
信
念
に
感
激
を
禁
じ

得
な

い
の
で
あ
る
。

鬮

幽

導

師

の
●
自

覺

導
師

は
觀
經
を
色
讀
し
て
、
第

嚇
に
注
意
せ
ら
れ
た

る
は
其
序
分
に
論
か
れ
た
る
王
舍
城

の
悲
劇
で
あ
り
た
や
う
で
あ
る
。

こ
の
悲
劇
の
事
實
な
り
し
や
、
否
や
は
固
よ
り
知

る
由
も
が
な
で
あ
る
が
、

少
な
く
ε
も
大
經
所
諡
の
五
痛
五
燒

の
具
體
的
表
現

・こ
觀
る

の

べ
く

、
rそ
し
て
大
經
の
所
論
は
、
人
生
の
現
實
を
描
寫
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
れ
は
則
ち
そ
の
縮
圖
で
あ
つ
て

、
夫
人
は
人
生

に
惱
み

悶
ゆ
る

一
切
衆
生
を
代
表
せ
る
の
で
あ
る
ε
の
自
覺

で
あ

る
。

斯
の
自
覺

の
心
眼
を
以
て
觀
經
を
眺
め
來
れ
る
ε
き

、
夫
人
の
致
請
は
そ
の

ま

・
吾
等
の
要
請

に
し
て
、
如
來
に
關
す
る
世
尊
の
説
法
は
悉
く
凡
夫
の
爲
め
で
あ
ら
ね
ぱ
な
ら
ぬ
。

而

か
も
仔
細

に
檢
討
す
れ
ば
、
散
善
念
佛
の

嚇
法
は
隨
自
意
本
懷
の
發
露
な
の
・こ
味
到
せ
す
に
は
ゐ
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

第
七
觀
の
初
に
方

り
て
如
來
は
察
中
に
注
立
し
て
別
意
の
弘
願
を
顯
彰
し
給

ひ
世
釁
は
第
九
觀
に
至
り
て

「
光
明
遍
照
十
方
世
界
念
佛
衆
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生
攝
敢
不
捨
」

-こ
顯
は
し
、
其
他
九
品
來
迎
、

下
三
晶
の
念
佛
等
超
世
本
願
の
廣
大
な
る
を
説
か
れ
て
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

特
に
導
師
の
心

靈
の
琴
線
に
觸
れ
し
は
最
後
の
附
屬
の
經
文
で
あ

つ
て
導
師
は
途
に

「
上
來

定
散
兩
門
の
盆
を
説
く
ご
雖
も
佛
の
本
願
に
望
む
れ
ば
意
ろ
衆

生
を
し
て

蝿
向

に
彌
陀
佛
名
を
稱
せ
し
む
る
に
あ
り
」

ε
道
破
し
。
茲
に
觀
經
の
深
意
を
體
得
し
、

大
悲
の
本
懷
を

發
揚
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
oそ

れ
で
玄
義
分
に
は

「
諸
佛
の
大
悲
は
苦
あ
る
者
に
於
て
す
心
偏
に
常
沒
の
衆
生
を
愍
念
し
給
ふ
」

ε
陳
べ
、
叉

弘
願
ε
は

「
大
經
に
溌

く
が

如
く
、

叫
切
善
惡
の
凡
夫
生
す
る
こ
ε
を
得
る
は

皆
阿
彌
陀
佛
の
大
願
業
力
に
乘
じ
て
増
上
縁
こ
な
さ

璽
る
な
し
」
ε
溌
き
、
或
は
二

佛
の
方
便
を
仰
信
す
べ
き
を
明
し
て
は

「
仰
ぎ
惟
れ
ば
釋
迦
は
此
方
よ
り
發

遣
し
、
彌
陀
は
印
ち
彼
國
よ
り
來
迎
し
給

ふ
。

彼
こ
に
喚
び
此

に
遣

る
。
豈
去
ら
ざ
る
べ
け
ん
や
」
ご
仰
せ
ら
れ
て
あ
る
。

　

玄
義
の
外
の
解
釋
分
を
拜
す
る
も
到
る
所
自
解
悌
願
の
妙
釋
に
接
す

る
こ
ご
が
で
き
、

行
儀
分
の
薯
書
を
通
し
て

は
吾
等
は
導
師
自
ら
種

々
の
行
法
を
行
は
れ
た
る
を
知
る
ε
同
時
に
、
吾
が
淨
土
教
の
儀
軌
は
全
く
導
師
に
よ
り
て
完
成
せ
ら
れ
た
る
を
發

見
す
る
で
あ
ら
う
。
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I

I

l

究

竟

大

廉

先
進
の
所
設
に
よ
り
三
國
の
佛
教
を
大
觀
す
る
に
、

原
始
佛
教
は
偉
大
な
る
世
繚
の
直
接
感
化
の
下
に
、
世
尊
を
師
七

・こ
仰
ぎ
世
尊
の
如

く
安

心
立
命
し
や
う
こ
し
て
集
ま
れ
る
教
團
で
あ

つ
て
、

理
論
よ
り
も
實
行
、

詭
明
よ
り
も
味
得
、
形
式
よ
り
も
精

祕
を
重
ん
じ
た
の
で
あ

る
。
之
に
封
し
て
小
乘
教
で
は
、
原
始
佛
教
を
繼
承
し
な
が
ら

專
ら
世
象

の
遣
せ
る
經
律
を
以
て
教
團
の
生
命
た
ら
し
め
や
う
ε
し
、
從
て

之
を

整
理
し
、
註
釋
し
て
以
て
佛
教
を
し
て
教
條
的
に
確
定
し
や
う
ーこ
企
だ
て
た
の
で
あ
る
。

爲

め
に
原
始
佛
教
の
單
純
さ
が
複
雜
化
し
,

そ
の
人
絡
中
心
主
義
が
教
法
中
心
E
義
こ
な
り
、

そ
の
精
神
圭
義
が

形
式
主
義
ご
な
れ
る
結

果
、
世
箪
の
自
由
な
る
大
精
騨
よ
り
大

に
蓬
ざ
か
り
、

}
般
民
衆
に
對
し
て
直
接
の
接
觸
を
保
ち

之
を
指
導
す
る
こ

ーこ
が
で
き
な
く
な
つ
た



の
で
あ

る
。
斯
の
行
き
詰
り
を
打
開
し
て
復
び
世
尊
の
自
由
な
る
大
精
神
、

適
化
無
方
の
態
度
を
時
代
に
卸
し
て

發
揮
し
や
う
ε
の
蓮
動
を

起
し
た
の
が
實
に
印
度
に
於
け
る
大
乘
教
徒
で
あ
る
。

彼
等
は
世
尊
を
理
想
ε
し

世
尊
の
精
紳
に
選
れ
ε
云
ふ
の
を

唯

】
の
旗
幟

ε
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
小
乘
教
徒

の
淌
極
的
な
る
に
對
し
て

積
極

的
で
あ
り
、
彼
が
個
人
的
解
脱
を
目
標
ε
せ
る
に
對
し
て
之
は
肚
會
の
救
濟
を
目
的

ε
し
、

彼
の
隱
遁
的
な

る
に
對
し
て
之
は
活
動
的

で
あ

る
。
さ
れ
ば
大
乘
教
も
小
乘
教
も
共
に
原
始
佛
教
を
繼
承
し
な
が
ら
も
、

大
乘
教
は
小
乘
教
以
上
に
世
算
の
眞
意
に
迫
る
も
の
が
あ
つ

た
の
で
あ
る
。

然

る
に
そ
の
大
乘
佛
歡
が
支
那
に
傳
る
に
至
り
、

一
方
に
は
學
解
佛
教
ε
な
り

他
方
に
は
佛
教
の
眞
理
は
山
間

に
遊
履
し
戒
律
を
嚴
守
し

禪
觀

に
耽
け
る
こ
く」
に
よ
り
て
初
め
て
到
達
せ
ら
る

・
も
の
で
あ
る
ざ
の
信
仰
こ
な
り
、
爲
め
に
支
那
佛
教
は
自
つ

か
ら
僭
侶
の
專
有
物
、こ

な
り
實
際
の
行
動
は
逆
轉
し
て
小
乘
教
化
し
た
の
で
あ

る
。
尤
も
此
の
間
に
多
く
の
宗
教
が
出
沒
し
た
の
で
あ
る
が

觀
經
を
基
調
亀こ
せ
る
導

師
の
淨
土
教
の
み
が
獨
り
大
衆
の
歸
依
を
博
し
啻
だ
に
當
代
に
於
て
の
み
な
ら
す

遽
く
後
世
の
人
心
を
支
配
し
吾
が

日
本
に
於
て
は
、
宗
祕

を
逋
し
て
眞
に
魂
に
帥
し
て
國

民
生
活
の
全
體
に
喰
ひ
入
る

・
に
至

つ
た
の
で
あ
る
。
之
れ
世
象
の
本
懐
佛
陀
の
大

精
紳
が
導
師
に
績
り
て

復
活

せ
ら
れ
宗
祺
に
依
り
て
發
揚
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

吾
が
淨
土
宗
の
教
義
が
究
竟
大
乘
な
リ
ミ
冨
は
る

・
は

决
し
て
偶
然
で
な
い
。
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