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東 

慧 

明

は

じ

め

に

人
間
で
あ
る
わ
た
し
に
と
っ
て
、

「
人
間
と
は
な
に
か
」

「
わ
た
し
は
な
に
も
の
か
」
。

こ
の'

久
し
く
問
わ
れ
続
け
て
き
た
問
い
が
、 

現
代
で
は
、
あ
ら
た
め
て
新
し
く
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
失
わ
れ
た
人
間
性
の
回
復
、
人
間
の
復
権
と
い
う
課 

題
に
関
し
て
、

”
ヒ
ュ
ー
マ-
ー
ズ
ム
は' 

は
た
し
て
人
間
性
回
復
の
原
点
た
り
う
る
か"

と
い
う
問
題
提
起
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

か
つ
て

生
命
の
尊
厳
性
を
表
現
す
る
の
に
「
人
間
の
い
の
ち
は
、

地
球
よ
り
も
重
い
」

と
譬
喩
的
に
言
っ
た
人
が
あ
る
。

た
し
か
に
生 

命
は
尊
く'

か
つ
ま
た
重
い
。

そ
れ
は
、

な
に
か
他
の
も
の
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
価
値
を
も
つ
。

し
か
し
、

だ
か
ら
と 

い

っ

て

そ

れ

を

「
人
間
の
い
の
ち
の
み
が
尊
い
」

と
解
す
る
な
ら
ば
誤
り
で
あ
る
。
今
日
、
あ

ら

た

め

て

「
人
間
と
は
な
に
か
」

と
問
わ 

れ
る
の
も
、
そ
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と

こ

ろ

が

「
地
球
よ
り
も
重
い
」

と
い
う
譬
喩
に
は
、
人
間
中
心
主
義' 

人
間
優 

位
の
思
想
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は' 

そ

の

思

想

を

ひ

る

が

え

し

て

「
人
間
は
地
球
と
共
存 

す
る
」

「
人
間
は
宇
宙
と
共
に
あ
る
」

「
人
間
は
衆
生
と
し
て
生
存
す
る
」

と
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
人
間
が
人
間
か
ら
解
放
さ
れ
て' 

そ 

の
本
来
性
を
回
復
す
る
た
め
に
は
、
此
の
世
界
に
衆
生
と
し
て
共
存
す
る
こ
と
の
共
業
性
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
諸
分
野
に
お 

け
る
問
題
は
ひ
と
し
く'

わ
れ
わ
れ
人
間
に
、

そ
の
自
覚
を
う
な
が
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



古
来
、

人
間
に
独
自
な
性
質
は
、 

さ
ま
ざ
ま
に
定
義
さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
ゝ
道
具
を
作
る
人(

工
〇
ヨ
〇
穿
〇-
曾)

ゝ

考
え
る
人(

工〇
—  
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1
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ヽ
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、
苦
悩
す
る
人 

(
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0
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1
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二

〇，
口
い)

な
ど
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
考
え
る
と
い
う
こ
と 

は
、

人
間
で
あ
る
こ
と
の
基
本
条
件
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、

そ
の
場
合
、 

考
え
る
と
は
、

な
に
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る 

こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

考
え
る
と
い
う
言
葉
の
も
つ
意
味
は
極
め
て
深
い
。

人
間
を
〃
考
え
る
葦
〃
と
と
ら
え
た
パ
ス
カ
ル
は
、 

「
空
間
に
よ
っ
て
宇
宙
は
私
を
点
と
し
て
包
み
、

思
考
に
よ
っ
て
私
は
宇
宙
を
包
む
」
(

パ
ン
セ)

と
言
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
考
え
は
ゝ
近 

代
に
お
け
る
人
間
中
心
主
義
思
想
の
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
危
機
が
語
ら
れ
る
現
代
で
す
ら

 ゝ

そ
の
思
潮
に
底
流
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、 

宇
宙
を
包
む
思
考
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
宇
宙 

を
包
む
の
で
は
な
く
て
、

私
の
思
考
の
な
か
に
と
り
こ
む
こ
と
、

し
た
が
っ
て
私
の
な
か
に
と
ら
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ 

う
か
。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
人
間
的
思
考
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
か
ら
醒
め
て
、

こ
の
時
代
の
現
実
を
直 

視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
べ
て
を
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
考
の
限
界
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
無
限
の
は
た
ら
き
の
中
で
有
限
に 

め
ざ
め
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

2

，
フ
ロ
ム
は' 

さ
ら
に
人
間
で
あ
る
こ
と
の
定
義
と
し
て
、 

次
の
三
義
を
加
え
て
い
る
。

ま
ず
、

目
的
の
な
い
活
動
に
夢
中
に
な
る 

と
こ
ろ
の
遊
戯
す
る
人 

(N0111011
一

才
!
！8  )

。

ま

た

〈
イ
エ
ス
〉

と
言
う
の
み
で
は
な
く
、

と

き

に

は

〈
ノ
ー
〉

と
言
い
う
る
存
在
と
し 

て
の
拒
否
す
る
人 

^
0
3
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そ
し
て
第
三
に
、
希

望

す

る

人(

工
〇
ヨ
〇の

£

凸2
ロ
5 ) 

を

あ

げ

て

「
希
望
を
持
つ
と
は
人
間
で 

あ
る
こ
と
の
根
本
条
件
で
あ
る
。
も
し
人
間
が
す
べ
て
の
希
望
を
捨
て
た
な
ら
、

彼
は
、

そ
れ
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、

地
獄 

の
門
に
は
い
っ
た
の
だ
」(
希
望
の
革
命)

と
い
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、

こ
の
時
代
の
人
間
に
希
望
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
呼
び
か
け
の
よ 

う
で
も
あ
る
が
、

ま
た
既
に
現
代
の
人
間
が
出
口
の
な
い
地
獄
に
在
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
逆
説
で
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
ゝ
人
間
の
定
義
は
ゝ
以
上
の
ほ
か
に
も
ま
だ
多
く
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

人
間
は
、

社

会

的

・
政

治

的

・
経 

内
観
道
の
実
践 

三
ー 

ー



三
一
ニ 

済
的
な
方
面
か
ら
も
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し' 

そ
れ
ら
は' 

そ
れ
ぞ
れ
人
間
で
あ
る
こ
と
の
あ
る
面' 

あ
る
要
素
の
み
を
捉
え 

た
も
の
で
あ
っ
て
、

人
間
そ
の
も
の
を
総
体
的
に
言
い
あ
て
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
も
、

そ
れ
ら
の
諸
要
素
を
一
体
に 

束
ね
た
と
し
て
も
な
お' 

そ
こ
に
は
欠
落
す
る
な
に
か
が
残
る
。

そ
れ
は
、

そ
れ
ら
の
特
質
が
、

人
間
そ
の
も
の
を
根
源
的
に
言
い
あ
て 

た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て' 

わ
れ
わ
れ
は
、

そ
こ
に
人
間
で
あ
る
こ
と
の
原
点 
(1

<
3

&

X
〉

を
み
る
こ
と
は
で
き
な 

い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず' 

今
日
、
失
わ
れ
た
人
間
性
を
回
復
す
る
た
め
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
再
建
が
強
調
さ
れ' 

人
間
の
い
の
ち
の
尊 

重
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

そ
れ
は' 

人
間
で
あ
る
こ
と
の
外
観
の
み
を
知
っ
て
、

そ
の
全
像
を
知
ら
ぬ
も
の
と
い
わ
ね
ば 

な
ら
な
い
。

已

・
フ

ロ

ム

は

「
自
分
の
人
間
性
に
十
分
に
気
づ
く
と
は' 

テ
レ
ン
チ
ウ
ス
が
言
っ
た
よ
う
に
、
(

私
は
人
間
で
あ
る
。
人
間
の
い
か 

な
る
こ
と
も
私
に
無
縁
で
は
な
い)

と
い
う
こ
と
に
、
気
が
つ
く
こ
と
で
あ
る
」

と
い
う
。

こ
の
表
現
に
よ
っ
て
い
え
ば
、

私
に
無
縁
で 

な
い
も
の
は
、

た
だ
ひ
と
り
人
間
の
み
で
は
な
い
。

一
切
の
生
物
の
存
在
す
る
自
然
環
境
、
社
会
環
境
、

そ
の
他
な
に
ひ
と
つ
と
し
て
私 

に
無
縁
の
も
の
は
な
い
。
仏
教
に
よ
れ
ば
、

人
間
で
あ
る
私
は
、
衆
生
と
し
て
此
の
世
界
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
大
乗
の
経
典
に
説
か 

れ
る
よ
う
に
、
嶋
飛
蠕
動' 

草
木
国
土'

山
河
海
水
の
す
べ
て
が
み
な
、
わ
れ
ら
衆
生
で
あ
る
。

し
か
も
大
乗
仏
教
は' 

そ
の
衆
生
が
み
な
ひ
と
し
く
平
等
に
仏
性 

(
一
3
1
1
¢
1
6
1
13

コ
耸
ー
！ネ)

を
有
す
る
と
教
え
て
い
る
。

仏
性
は
、

い
ま 

は
ま
だ
気
づ
か
れ
な
い
で
い
る
に
し
て
も
決
し
て
無
い
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は' 

あ
ら
ゆ
る
存
在
が
、

そ
の
内
面
深
く
に
与
え
ら
れ
て
秘 

蔵
す
る
い
の
ち
の
根
源
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

人
間
が
、

そ
れ
に
め
ざ
め
て
は
じ
め
て
真
の
人
間
に
な
る
と
こ
ろ
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
至
っ
て
わ
れ
わ
れ
は' 

人
間
で
あ
る
こ
と
の
原
点
を
人
間
性 

(ー
ー
！1
1
1
1
3
11

1
1
8
±

自
の
)  

に
求
め
る
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
ぬ
、 

さ

ら

に

深

く

仏

陀

性(
0*1166113

 
:
一
外
二
不)

に
め
ざ
め
よ
と
説
く'

大
乗
仏
教
の
今
日
的
意
義
に
思
い
い
た
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、

こ
の
小
論
は' 

そ
の
よ
う
な
課
題
に
た
い
し
て
直
接
的
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
ま
た
、

そ



れ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

が' 

し
か
し
仏
教
徒
と
し
て
、

こ
の
時
代
の
問
い
か
け
に
、

い
か
に
発
言
す
る
か
。
な 

に
に
拠
り' 

な
に
を
原
理
と
し
て
、

ど
の
よ
う
に
問
題
を
解
こ
う
と
す
る
か
。

そ
の
問
い
ま
で
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、 

編

集

部

か
ら

与

え

ら

れ

た

テ

ー

マ

「
化
身
土
巻
に
つ
い
て
」

を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、

そ
の
問
い
に
た
い
す
る
答
え
の
緒
を' 

親
鸞
の
教
え 

に
求
め
よ
う
と
し
て
、

こ
の
試
論
を
書
く
こ
と
に
し
た
い
。

人
間
で
あ
る
こ
と
の
愚
か
さ

親
鸞
は
、

み
ず
か
ら
そ
の
名
を
限
定
し
て' 

生

涯

「
愚
禿
釈
の
親
鸞
」
と
名
の
っ
て
い
た
。

『
教
行
信
証
』

の
後
序
に
は
、

そ
れ
が
承 

元
の
法
難
を
契
機
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、

「
爾
れ
ば
、
已
に
僧
に
非
ず' 

俗
に
非
ず
、
是

の

故

に

「
禿
」

の
字
を
以
て
姓
と
為
す
」 

と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ

の

「
禿
」

が
、
す
で
に
僧
侶
の
世
界
を
離
れ
た
者
の
名
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
た
め
に
「
愚
」

の
字
を
つ
け
て
、
 

愚
禿
と
い
う
。
愚
禿
と
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
知
り
尺
く
し
た
自
覚
の
表
現
で
あ
る
。

し
か
し
親
鸞
は' 

も
は
や
僧
侶
で
は 

な
い
か
ら
と
い
っ
て
世
俗
の
な
か
に
埋
没
し
て
求
道
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
た
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
愚
禿
と
な
っ
て
群
卄
朋
の
大
地
に 

帰
り
、

愚
禿
を
生
き
る
こ
と
に
徹
し
て' 

そ
こ
に' 

仏
陀
・
釈
迦
の
流
れ
を
汲
む
者
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
自
覚 

を

「
釈
」

の
一
字
に
た
く
し
て
、
爾
来
、

み

ず

か

ら

の

名

を

「
愚
禿
釈
の
親
鸞
」

と
称
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
師

・
法
然
の
教
え
と
の
出
会
い
が'

親
鸞
の
個
人
的
な
救
済
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 

す
な
わ
ち
、
教
え
に
出
会
っ
た
の
は
親
鸞
で
あ
る
が
、

出
会
っ
た
教
え
は
、
親
翅
の
個
を
超
え
て
普
遍
的
で
あ
り' 

か
つ
時
を
超
え
て
永 

遠
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
が
、

承
元
の
法
難
を
機
縁
と
し
て
歴
史
の
上
に
証
明
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と

こ

ろ

で

『
愚
禿
鈔
』

に
は' 

そ
の
冒
頭
に
題
意
を
述
べ
て
、 

内
観
道
の
実
践 
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「
賢
者
の
信
を
聞
き
て
、
愚
禿
が
心
を
顕
は
す
」 

と
あ
る
。
賢
者
と
は
法
然
で
あ
り' 

愚
禿
は
親
鸞
で
あ
る
。
そ

の

師

，
法
然
に
仏
道
の
信
を
聞
く
、

そ
こ
に
人
間
で
あ
る
こ
と
の
愚
か
な 

心
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
信
心
の
智
慧
か
ら
語
ら
れ
る
言
葉
を
聞
い
て' 

人
間
の
愚
痴
の
心
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ち
ょ 

う

ど

唯

円

が

『
歎
異
抄
』

を
編
集
す
る
に
あ
た
っ
て' 

先

師
,

親
鸞
の
真
信
に
て
ら
さ
れ
つ
つ
歎
異
の
こ
こ
ろ
を
表
白
す
る
こ
と
に
共
通 

す
る
も
の
が
あ
る
。
有
縁
の
知
識
に
遇
う
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て
、
易
行
の
一
門
に
入
り' 

異
義
の
現
実
を
知
っ
て
自
見
の
覚
悟
の
あ 

や
ま
り
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

続

い

て

『
愚
禿
鈔
』

に
は
、

「
賢
者
の
信
は
、
内
は
賢
に
し
て
外
は
愚
な
り
、

愚
禿
が
心
は
、
内
は
愚
に
し
て
外
は
賢
な
り
」 

と
あ
る
。

こ
れ
を
後
か
ら
読
め
ば
、

外
面
は
い
か
に
賢
ら
し
く
あ
っ
て
も
、
内
面
に
愚
を
包
み
も
っ
て
い
る
も
の
、

こ
れ
が
愚
禿
の
人
間
性
で
あ 

る' 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
外
の
賢
と
は
、 

人
間
の
智
慧
で

あ
り
思
慮
，
分
別
の
は
か
ら
い
で
あ
る
。

こ
の
外
相
・
皮
相
の
み
し
か
知
ら 

ぬ
人
間
は
、

こ
の
智
慧
に
限
り
の
な
い
期
待
を
よ
せ
、
夢
を
抱
く
。
あ
る
い
は
ま
た
、
賢
者
で
あ
る
、
善
人
で
あ
る
と
思
い
誤
る
。

そ
れ 

は
、
あ

た

か

も

「
人
間
の
眼
は
、
自
分
の
眼
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
ぬ
ほ
ど
の
愚
か
さ
で
あ
る
。
人
間
の
は 

か
ら
い
は
、

は
か
ら
い
の
人
間
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
。

こ
の
よ
う
な
人
間
の
智
慧
は' 

愚
か
さ
に
根
ざ
す
賢
さ
で
あ
り' 

無
明
に 

お

け

る

思

慮,

分
別
で
あ
る
。

だ
か
ら
親
鸞
は
、

こ

れ

を

「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、

内
に
虚
仮
を
懐
け
ば
な 

り
」
(

信
巻)

と
い
う
の
で
あ
る
。

か

つ

て
(

一

九
七

一

年
春)' 

バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
と
対
話
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は' 

き
び
し
い
求
道
者
の
態
度
を
も
っ
て' 

神
を
求
め
る
宗
教
心
が
持
続
し
な
い
こ
と
、
悪
を
恥
じ
る
懺
悔
の
心
が
相
続
し
な
い
こ
と
が
悩
み
で
あ
る
と
語
り
、
仏
教
徒
と
し
て
の
見



外・賢
外噪

内・愚

内囈

解
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
私
は'

彼
の
真
摯
な
姿
と
な
っ
て
は
た
ら
く
ひ
た
む
き
な
道
心
に
う
た
れ
、 

深
い
敬
意
を
お
ぼ
え
つ
つ
も' 

な
お
そ
こ
に
真
面
目
さ
ゆ
え
に
苦
悩
し
て
そ
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
な
い 

で
い
る
こ
と
の
哀
し
さ
虚
し
さ
を
感
じ
て
い
た
。
そ
し
て
私
は
、
親
鸞
が' 

人
間
で
あ
る
こ
と
の
愚
か
さ 

に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

善

導

の

言

葉

を

「
内
に
虚
仮
を
懐
け
ば
な
り
」

と
読
み
か
え
た
こ
と
を
紹
介 

し
た
。

真
の
賢
者
は
、
親
鸞
に
よ
れ
ば' 

外
は
愚
ら
し
く
あ
っ
て
も
、
内
面
に
は
真
の
智
慧
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は' 

信
心
の
智
慧
の
輝 

き
が' 

人
間
の
愚
か
さ
を
照
ら
し
て
、
内
外
共
に
明
る
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
賢
者
と
愚
禿
の
内
と
外
は
、
外

賢

・
内
愚
に
相
い
応
ず
る
内
外
で
は
な
い
。
愚
禿
の
心
は'

外
賢
・
内
愚
を
外
と
し
て' 

内
な
る
賢
者
の
信
に
接
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
愚
禿
と
は' 

信
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
知
る
人
間
性
で
あ
り
、
浄
玻
璃
鏡
上
に
身
を
お
い
て 

知
る
愚
痴
の
す
が
た
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
親
鸞
は
、

た
だ
人
間
で
あ
る
こ
と
の
愚
か
さ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
愚
禿
に 

徹
し
、
愚

禿

の

地

平

を

内

に

超

え

て

「
釈
」

の
世
界
を
顕
現
す
る
人
・
愚
禿
親8

で
あ
る
。
賢
者
の
信
を
聞
い
て
、 

非
僧
非
俗
に
徹
し
、
 

僧

俗

・
賢
愚
の
相
対
す
る
人
間
界
を
外
と
す
る
人
・
釈
親8

で
あ
る
。

内
観
道
の
実
践

こ

の

よ
う

な

課
題
を
も

っ
て

『
教
行
信
証
』

の

「
化
身
土
巻
」

を
み
る
と
き' 

そ
こ
に
は
如
来
の
心
に
照
ら
さ
れ
た
人
間
の
心
が
浮
き 

ぼ
り
に
さ
れ
て
く
る
。
人
間
性
へ
の
盲
目
的
な
信
頼(

固
執)

に
も
と
ず
く
宗
教
の
実
践
と
信
仰
は' 

す
べ
て
み
な
自
力
作
善
で
あ
る
、
仏 

道
の
明
信
仏
智
の
信
に
た
い
す
る
不
了
仏
智
の
心
で
あ
り
、

そ
れ
は
罪
福
信
仰
で
あ
る
、

と
知
ら
れ
て
く
る
。

親8

は
、

『
教
行
信
証
』

の

「
教
」

「
行
」

ニ
巻
に
お
い
て' 

仏

道

の

歴

史(

教
行)

と
の
値
遇
に
よ
っ
て
真
信
を
獲
得
す
る
こ
と
を
明 

内
観
道
の
実
践 

三
一
五



三
一
六 

ら
か
に
し
、

そ

の

記

述

を

「
正
信
念
仏
偈
」

の
表
白
で
結
ん
だ
。

そ
し
て
、

そ
の
教
行
に
よ
っ
て
得
た
信
が
、

此
の
身
の
上
に
い
か
に
は 

た
ら
く
か
、

如
来
廻
向
の
信
と

は

な

に

か
と

問
う
て

「
信
巻
」

以
降
の
四
巻
を
製
作
し
た
。
そ
し
て
、

仏
道
の
歴
史
か
ら
誕
生
し
て
仏
道 

の
歴
史
を
歩
む
正
信
念
仏
の
信
念
は
、
「
無
上
の
妙
果
、

成
じ
難
き
に
あ
ら
ず
」

「
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
、

必
ず
滅
度
に
至
る
」

と
、
 

人
生
そ
の
も
の
に
無
碍
で
あ
り
、

こ
の
無
碍
の
白
道
は' 

無
限
絶
対
の
浄
土
に
直
結
す
る
と
説
か
れ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
阿
弥
陀
の
無
限 

の
光
明
海
中
に' 

方
便
化
土
の
す
が
た
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し

た

が

っ

て

『
教
行
信
証
』

の
製
作
は
、
親
煙
に
お
け
る 

仏
道
の
実
践
、

内
観
道
の
実
践
で
あ
る
。

限
り
な
く
深
く
自
己
の
内
を
問
う
歩
み
が' 

自
己
の
外
を
知
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
仏
道
の
内
観
は
、
広
く
世
界
を
観
る
こ
と
を
捨
て
て
自
己
の
内
に
と
じ
こ
も
る
こ
と
で
は
な
い
。

自
我
の
殻
に
閉
鎖
さ
れ 

た
内
に
と
ど
ま
っ
て
外
を
知
ら
ぬ
こ
と
で
は
な
い
。
内
な
る
自
我
に
よ
っ
て
外
観
す
る
こ
と
し
か
知
ら
ぬ
眼
を
転
じ
て
、
自
己
の
外
を
知 

る
こ
と
で
あ
る
。
仏
智
の
は
た
ら
き
の
な
か
で' 

愚
禿
の
自
性
を
如
来
に
そ
む
く
も
の
と
し
て
如
来
の
外
に
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。

外 

に
出
て
、

は
じ
め
て
内
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
内
に
い
た
の
で
は' 

内
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
山
に
入
っ
て
、 

山
を
見
ず
」

で
あ
る
。
賢
者
の
信
を
聞
い
て
は
じ
め
て
、
自
我
の
殻
か
ら
解
放
さ
れ
、
内
外
相
対
の
外
を
知
っ
て
は
じ
め
て
、
真
に
帰
る 

べ
き
内
に
向
う
。
内

外
-

如
の
内
か
ら
輝
く
光
の
な
か
で' 

自
己
の
外
と
内
と
を
知
っ
て
、

一
如
の
世
界
に
帰
る
も
の
と
な
る
。

そ
の
親 

鸞
の
実
践
が
、
「
化
身
土
巻
」

を
開
い
て' 

そ
こ
に
不
了
仏
智
の
罪
福
信
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

「
化
身
土
巻
」

に
よ
れ
ば' 

「
信
巻
」

に
説
く
と
こ
ろ
の
真
信
以
外
の
宗
教
心
は
す
べ
て
、
人
間
の
幸
福
追
求
の
心
の
延
長
で
あ
り
、 

そ
れ
ら
は
み
な
、

救
い
を
求
め
つ
つ
み
ず
か
ら
救
い
の
道
を
閉
ざ
す
罪
福
信
・
仏
智
を
疑
う
人
間
心
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
仏
道
の
実
践 

に
お
け
る
自
力
作
善
と' 

念
仏
す
る
心
に
ま
で
ひ
そ
む
自
力
の
執
心
が
、

き
び
し
く
批
判
さ
れ
悲
歎
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
眼 

は
さ
ら
に
即
効
的
な
現
世
利
益
を
追
求
す
る
外
道
に
ま
で
及
ん
で
い
て
、

そ
こ
に
一
貫
す
る
罪
福
信
の
誤
り
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

不
了
仏
智
の
不
は
無
、

了
は
明
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

不
了
と
は
す
な
わ
ち
無
明
で
あ
り' 

仏
智
の
光
明
は
無
明
の
闇
に
対
応



す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に' 

不
了
仏
智
の
宗
教
と
は' 

換
言
す
れ
ば' 

無
明
の
闇
の
宗
教
で
あ
る
。

そ
の
無 

明
の
宗
教
心
が
、
自
力
作
善
の
結
果
と
し
て
の
救
済
を
期
待
し
、
称
え
る
念
仏
を
己
れ
の
善
根
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
済
の
た
め
の 

手
段
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
も' 

そ
の
無
明
の
宗
教
心
は
、

人
生
の
万
般
に
わ
た
っ
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
と
き
に 

は
人
間
中
心
主
義
の
思
想
を
絶
対
視
し
て
至
福
の
楽
園
を
夢
想
し
、

ま
た
と
き
に
は
科
学
を
盲
信
し
て
幸
福
追
求
の
手
段
と
す
る
。

そ
し 

て' 

た

と

え

ば

ヤ

ン

グ

が

「
テ
レ
ビ
は
、
昔
の
神
が
み
の
子
孫
で
あ
る
」

と
い
っ
た
よ
う
な
現
代
の
神
が
み
、

こ
の
時
代
の
新
し
い
装
い 

を
凝
し
た
神
が
み
を
生
み
出
し
て' 

そ
の
支
配
下
に
身
を
ま
か
せ
る
の
で
あ
る
。

こ

の

よ

う

に

「
化
身
土
巻
」

に
は' 

如
来
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
た
闇
夜
の
光
景
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
罪
福
信
の
克 

服
さ
れ
た
す
が
た
が
、

『
歎
異
抄
』

の
第
七
条
に
は
、

「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
法
と
し
て
の
念
仏
は
、
な
に
も
の
に
も
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
一
筋
の
大
道
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て' 

念 

仏
す
る
者
は
無
碍
の
一
道
で
あ
る
。

こ
の
珠
玉
の
一
句
に
、

『
教
行
信
証
』

を
貫
流
す

る
内
観
の
実
践
・
聞
法
求
道
す
る
親
鸞
の
全
生
涯 

が
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
、

「
そ
の
い
は
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
、

天

神

・
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔

界

・
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
」 

と
あ
る
。

無
明
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
天
地
の
神
が
み
は
み
な' 

わ
れ
わ
れ
を
魔
界
や
外
道
の
世
界
に
繫
縛
す
る
悪
鬼
神
で
あ
る
。

そ
こ 

で
人
び
と
は
、
悪
魔
の
支
配
か
ら
逃
れ
幸
運
を
得
よ
う
と
し
て
万
策
を
つ
く
し
、
鬼
神
を
祠
り'

天
を
拝
み'

吉
良
日
を
視
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
反
し
て' 

正
信
念
仏
の
世
界
に
お
け
る
神
が
み
は
み
な
、
善
鬼
神
と
し
て
信
心
の
行
者
を
守
護
し
、

念
仏
す
る
ひ
と
に
敬
意
を
表 

す
る
と
い
う
。

こ
れ
が
明
信
仏
智
の
信
の
利
益
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

「
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
は 

ず
、

諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
ゆ
へ
」

に
、

無
碍
の
一
道
な
り
、
と
あ
る
。

内
観
道
の
実
践 

三
一
七



三
一
ハ 

『
観
無
量
寿
経
』

に
は' 

定
善
・
散
善
が
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
み
な
、
た
だ
念
仏
の
一
行
に
帰
着
さ
せ
る
た
め
の
方
便
教
で
あ
る
。
 

念
仏
は
、

五

逆

，
十
悪
に
も' 

ま
た
自
力
の
諸
善
に
も
無
碍
で
あ
る
。

こ
う
し
て
第
七
条
に
は'

神
と
悪
魔
、
罪
悪
と
諸
善
を
列
挙
し
て
、
 

念
仏
は' 

そ
れ
ら
一
切
の
宗
教
問
題
に
無
碍
で
あ
る
と
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
そ
の
も
の
に
無
碍
の
大
道
で
あ
る
と
明
ら
か
に
さ
れ 

る
の
で
あ
る
。

続

い

て

『
歎
異
抄
』

の
第
八
条
に
は
、

「
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
非
行
・
非
善
な
り
」

と
述
べ
て
、 

自
力
作
善
の
は
か
ら
い
を
離
れ
た
と
こ
ろ
の
絶
対
行
・
絶
対
善
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

『
阿
弥
陀
経
』

に 

は
、 

「
名
号
を
執
持
し
て
、

一
心
不
乱
で
あ
れ
」

と
勧
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
、

そ
の
一
心
も
ま
た
自
力
の
は
か
ら
い
で
あ
る
と
知
れ
と 

い
う
如
来
の
導
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
い
わ
い
に
も
念
仏
の
教
え
に
遇
い
、 

念
仏
を
も
う
す
身
と
な
り
な
が
ら
、 

称
え
る
と
こ
ろ
の
念 

仏
を
己
れ
の
善
行
と
す
る
。

そ
の
罪
に
た
い
す
る
罰
と
し
て
、
閉
さ
れ
た
自
我
の
殼
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
は
救
済
の
法
で
あ
る
。
念
仏
が
す
く
い
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の' 

す
く
い
で
あ
る
は
ず
の
念 

仏
を
も
う
し
な
が
ら
、

す
く
わ
れ
ぬ
自
己
が
あ
る
の
は
ど
う
し
て
か
。

そ
の
問
い
が
第
九
条
に
、

「
念
仏
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も
、 

踊
躍
歓
喜
の
こ
ゝ
ろ
お
ろ
そ
か
に
さ
ふ
ら
ふ
こ
と' 

ま
た
い
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
ひ
り
た
き
こ
ゝ
ろ
の 

さ
ふ
ら
は
ぬ
は' 

い

か

に

」

と
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
す
る
親
鸞
の
答
え
は
、

「
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
、
天
に
お
ど
り
地
に
お
ど
る
ほ
ど
に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を' 

よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て
、

い
よ
い
よ
往
生
は
ー 

定
と
お
も
ひ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
」

と
、

わ
れ
わ
れ
の
は
か
ら
い
の
意
表
を
衝
い
て
く
る
。

「
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を
、

よ
ろ
こ
べ
な
い
」

こ
れ
が
唯
円
の
問
題
な
の
で
あ
る
。



け

れ

ど

も

「
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
こ
ろ
を
お
さ
へ
て
ゝ
よ
ろ
こ
ば
ざ
る
は
煩
悩
の
所
為
な
り
」

と
教
え
ら
れ
て
ゝ
そ
の
不
審
も
氷
解
す
る
の 

で
あ
る
。

「
し
か
る
に
、
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、

煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、

他
力
の
悲
願
は
、

か
く
の
ご
と 

き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
知
ら
れ
て' 

い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
」

こ
の
よ
う
に' 

如
来
の
本
願
に
摂
取
さ
れ
て
は
じ
め
て' 

人
間
は
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
、

こ 

の
人
間
性
に
も
と
ず
く
宗
教
は
、

罪
福
に
ま
ど
う
無
明
の
宗
教
で
あ
る
。

親

鸞

一

人

『
教
行
信
証
』

各
巻
の
標
挙
の
文' 

な
ら
び
に
細
註
を
み
る
と
、

「
化
身
土
巻
」

の

「
至
心
発
願
之
願
、
邪
定
聚
機
」

と

「
至
心
廻
向 

之
願' 

不
定
聚
機
」
は' 

は

る

か

に

「
信
巻
」

の

「
至
心
信
楽
之
願' 

正
定
聚
之
機
」

と
対
応
し
て
い
る
。

そ

し

て

「
雙
樹
林
下
往
生
」 

と

「
難
思
往
生
」

は
、

「
証
巻
」

の

「
難
思
議
往
生
」

に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

こ

れ

に

よ

っ

て

「
化
身
土
巻
」

の
主
題
が
、
真
信
と
真

証
に
深
い
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
三
願
、

第

十

八

至

心

信

楽

之

願

第

十

九

至

心

発

願

之

願

第

二

十

至

心

廻

向

之

願

は
、

如
来
の
四
十
八
願
の
う
ち
、

こ
と
に
十
方
衆
生
の
救
済
を
誓
願
さ
れ
た
機
の
三
願
と
し
て
の
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。

親

鸞

は

「
十 

方
の
衆
生
よ
」

と

呼

び

か

け

て

「
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
招
喚
す
る
阿
弥
陀
の
本
願
を
三
度
聞
い
た
の
で
あ
る
。

内
観
道
の
実
踐 

三
一
九



三
二
〇 

と
こ
ろ
で' 

こ
の
三
願
の
次
第
が' 

第

十

八,

第
十
九
・
第
二
十
で
あ
っ
て' 

第

十

九

，
第

二

十"

第
十
八
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し 

た
い
。

『
大
無
量
寿
経
』

真

実

之

教

・
浄
土
真
宗
の
大
行
の
歴
史
は
、

至
心
信
楽
欲
生
の
真
信
を
眼
目
と
し
て
開
か
れ
る
。

そ
し
て' 

そ 

の
真
信
の
浄
鏡
に' 

至
心
発
願
欲
生
と
、

至
心
廻
向
欲
生
の
宗
教
心
が
映
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

真
実
教
を
前
提
と
し
な
い
で
ゝ
ど
う
し 

て
方
便
教
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
如
来
の
真
実
が
方
便
と
し
て
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
真
実
の
眼
が
方
便
の
意
義
を
見
開
く
の
で
あ 

る
。

し
か
し
な
が
ら
、
方
便
の
教
え
が
な
く
て
、

ど
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
真
実
に
め
ざ
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
方
便
の
は
た
ら
き
が
如 

来
の
真
実
に
導
く
の
で
あ
る
。
如
来
の
方
便
が
真
実
に
転
入
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

そ

の

た

め

に

如

来

は

『
観
無
量
寿
経
』

と

『
阿
弥
陀 

経
』
を
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。

如
来
は
、

『
観
無
量
寿
経
』

と

『
阿
弥
陀
経
』

を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て' 

わ
れ
わ
れ
の
久
遠
劫
来
の
流
転
の
歴
史
そ
の
ま
ま
に
、
方
便 

の
意
義
を
あ
た
え
ら
れ
た
。

両

経

を

説

い

て

『
大
無
量
寿
経
』

の
真
実
を
公
開
し
、
真
実
の
教
え
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

流 

転
の
そ
の
ま
ま
が' 

如
来
の
世
界
に
摂
取
さ
れ
る
道
を
示
さ
れ
た
。

こ
の
三
経
に
よ
っ
て
、
自
力
作
善
の
諸
行
を
棄
て
て
南
無
阿
弥
陀
仏 

の
一
行
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
と
教
え
、
念
仏
す
る
心
に
残
る
は
か
ら
い
を
離
れ
て
如
来
廻
向
の
行
信
道
を
歩
め
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
宗
教 

心
の
展
開
が' 

従
来
、

三
願
転
入
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
歩
み
は
、

如
来
の
本
願
に
救
わ
れ
て
愚
禿
の
人
間
性
に
め
ざ
め
る
と 

こ
ろ
の' 

愚
禿
・
釈
の
自
覚
の
歴
史
で
あ
る
。

外
賢
の
み
を
知
っ
て
内
愚
に
気
づ
か
ぬ
十
方
衆
生
が' 

賢
者
の
信
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

外
賢
・
内
愚
を
共
に
外
と
知
り' 

如
来
の 

内
の
十
方
衆
生
と
な
る
。
如
来
の
内
の
真
実
は
、
外
賢
・
内
愚
を
外
と
す
る
。
外
と
し
な
が
ら' 

如

来

の

方

便

は

「
十
方
の
衆
生
よ
」

と 

呼
び
か
け
て
衆
生
を
内
に
包
む
の
で
あ
る
。
如
来
の
世
界
に
内
外
が
あ
り
、
如
来
の
本
願
に
真
仮
が
あ
る
。
衆
生
の
世
界
に
内
外
が
あ
り
、
 

衆
生
の
自
覚
に
歩
み
が
あ
る
。
如
来
内
世
界
に
摂
取
さ
れ
て
、
親
鸞
は
、

愚
禿
釈
と
名
の
り
つ
つ' 

「
十
方
衆
生
」

の
本
願
を
、

そ
の
ー 

身

に

ひ

き

あ

て

て

「
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
聞
く
の
で
あ
る
。



『
歎
異
抄
』

の
後
序
に
は' 

聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
と
し
て
、

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、

ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。

さ
れ
ば' 

そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け 

る
身
に
て
あ
り
け
る
を' 

た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」

と
い
う
述
懐
が
記
録
さ
れ
て
あ
る
。

「
親
鸞
よ
」

と
呼
び
か
け
て
親
鸞
が
聞
く
。
語
る
の
も
親
鸞' 

聞
く
の
も
親
鸞
で
あ
る
。

こ
こ
に
宗
教
世
界
の
モ
ノ 

ロ

ー

グ(ー
!!01 1

。, 

一。
習

と

が

あ

る

。

こ
れ
が
仏
道
の
実
践
と
し
て
の
内
観
で
あ
る
。

阿

弥

陀

の

本

願

を

「
親
鸞
一
人
が
た
め
」

と
受
け
取
っ
て
、

そ
の
愚 

秃

・
釈
の
人
生
を
完
全
燃
焼
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

こ

の

親

端

一

人

を

「
親
鸞
ひ
と
り
だ
け
」

と
解
し
て 

は
な
ら
な
い
。

既
に
述
べ
た
と
お
り
親
鸞
一
人
は
、
如
来
内
に
摂
取
さ
れ
た
十
方
衆
生
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』

の
第
一
条
を
み
る
と
、
阿

弥

陀

の

本

願

は

「
罪

悪

深

重

・
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
」

と
あ
る
。

そ
の
衆
生 

が
、
第

三

条

に

は

「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
」

と
い
わ
れ' 

本

願

を

お

こ

さ

れ

た

の

は

「
悪
人
成
仏
の
た
め
」

で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
第 

九
条
に
は' 

問

者

，
唯

円

を

親

鸞

一

人

の

内

に

包

ん
で

「
他
力
の
悲
願
は
、

か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
」

と
あ
り' 

そ
の
展
開
を 

承

け

て

後

序

に

は

「
親
鸞
一
人
が
た
め
」

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し

た

が

っ

て

『
歎
異
抄
』

を
第
一
条
か
ら
順
観
す
れ
ば
、
衆
生
の
た 

め
の
本
願
は
親
鸞
一
人
に
帰
着
し
、
後
序
か
ら
逆
観
す
れ
ば' 

親
鸞
一
人
は
十
方
衆
生
を
荷
負
す
る
一
人
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

親
鸞
一
人
は
、
信
に
ま
ど
う
唯
円
を
内
に
包
ん
で
わ
れ
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
唯
円
か
ら
み
れ
ば
、

そ
の
親
鸞
は
、 

「
さ
れ
ば
か
た
じ
け
な
く
も
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
、

わ
れ
ら
が
身
の
罪
悪
の
深
き
ほ
ど
を
も
知
ら
ず
、
如
来
の
御
恩
の
高
き 

こ
と
を
も
知
ら
ず
し
て
ま
よ
へ
る
を
、 

お
も
い
知
ら
せ
ん
が
た
め
」

と
受
け
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
迷
い
は
、
自
己
を
知
ら
ず' 

如
来
を
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
愚
禿
に
め
ざ
め
ず
、

釈
の
世
界 

に
め
ざ
め
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

内
観
道
の
実
践 

三
ニ
ー



三
一
三 

ま
た
親
鸞
一
人
は' 

「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」

煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
悪
人
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
悪
と
は
、

善
悪
相
対
の 

悪
で
は
な
い
。
悪
人
と
は' 

人
間
で
あ
る
こ
と
の
自
性
で
あ
り' 

愚
禿
の
人
間
性
で
あ
る
。
 

第
三
条
で
は
、
善
人
も
往
生
が
で
き
る
と
い
う
。

し
か
し
、
善
人
の
ま
ま
で
往
生
す
る
の
で
は
な
い
。

「
自
力
作
善
の
人
は
、

ひ
と
へ 

に
他
力
を
た
の
む
こ
こ
ろ
か
け
た
る
あ
い
だ
、

弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
。

し
か
れ
ど
も
自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
へ
し
て
」
、

悪
人
・
愚 

禿
に
め
ざ
め
て
、

他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
ば
往
生
を
と
げ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ

れ

に

た

い

し

て

「
い
ず
れ
の
行
に
て
も
生
死
を 

離
る
る
こ
と
あ
る.
へ
か
ら
ず
」

と
は' 

徹
底
し
た
自
力
無
効
の
自
覚
で
あ
り
、
自
力
の
無
効
に
は' 

は
か
ら
い
の
か
げ
を
一
点
も
と
ど
め 

な
い
。

そ
れ
を
親
鸞
は
、

「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」 

と
言
う
。
他
力
を
信
ず
る
悪
人
は
、 

ま
さ
し
く
浄
土
に
生
ま
れ
る
べ
き
因
位
の
人
で
あ
る
。
悪
人
こ
そ
仏
陀
と
な
る
、 

こ
れ
が
愚
禿
釈
の 

自
覚
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に' 

親
鸞
一
人
は' 

罪

悪

深

重

・
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
で
あ
っ
て
、
衆
生
の
な
か
の
ひ
と
り
で
は
な
い
。

一
人
そ
の
ま
ま' 

衆 

生
と
し
て
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
愚
禿
は
、
個
人
的
な
認
識
と
し
て
の
愚
か
さ
で
は
な
い
。

全

人

類

・
全
衆
生
の
愚
か
さ
を
荷
負
し 

て
愚
禿
と
名
の
り' 

愚
禿
に
徹
し
て
釈
の
世
界
を
開
顕
す
る
の
で
あ
る
。
 

そ
の
世
界
の
開
か
れ
る
と
き
の
き
わ
ま
り
が
、

第
一
条
に
は
、

「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て' 

往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、

念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ 

の
お
こ
る
と
き' 

す
な
は
ち
」

と
語
ら
れ
て
い
る
。

「
思
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
」
。

一
念
の
信
が
こ 

の
人
生
に
廻
向
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は' 

人
生
の
な
か
に
ひ
と
と
き
の
信
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

ひ
と
た
び
開
発
さ
れ
た
信
の



一
念
に
、
人
生
の
す
べ
て
が
包
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
の
一
念
は' 

人
生
の
な
か
の
ひ
と
と
き
で
は
な
い
。

此
の 

人
生
の
す
べ
て
が
、

一
念
の
な
か
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
人
生
で
あ
る
。

親

席

は

『
教
行
信
証
』

の
後
序
に
、

「
慶
し
い
か
な
、
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
、
念
を
難
思
の
法
界
に
流
す
。
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
ま
こ
と
に
師
教
の
恩
厚 

を
仰
ぐ
。

慶
喜
い
よ
い
よ
至
り' 

至
孝
い
よ
い
よ
重
し
。

」

と
述
べ
て
い
る
。
愚
禿
の
身
は
此
の
宿
業
の
人
生
に
随
順
し
つ
つ
、
そ
の
信
念
は' 

す
で
に
如
来
の
世
界
に
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
如
来 

界
と
衆
生
界
を
往
還
す
る
廻
向
の
大
道' 

教
行
信
証
の
教
学
の
永
遠
で
あ
る
こ
と
を
念
じ
つ
つ
、

「
前
に
生
れ
む
者
は
後
を
導
き
、
後
に
生
れ
む
者
は
前
を
訪
へ
、
連
続
無
窮
に
し
て' 

願
は
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。

無 

辺
の
生
死
海
を
尺
く
さ
ん
が
た
め
の
故
な
り
」

と
い
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、

こ
こ
に' 

愚
禿
釈
と
い
う
名
の
人
間
と
し
て
、
人

間
で

あ
る
こ

と
を

成
就
し
た
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』

が
結 

ば
れ
る
の
で
あ
る
。

内
観
道
の
実
践

三
二
三


