
六
角
堂
夢
告
再
考

井 

上 

尚 

実

六
角
堂
夢
告
の
位
置
づ
け

宗
教
的
指
導
者
の
生
涯
は
、
そ
の
教
え
を
生
き
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
規
範
と
し
て
の
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
仏
弟
子
に 

と
っ
て
は
釈
尊
の
生
涯
が
、
目

覚

め
(

菩
提)

に
至
る
歩
み
の
最
高
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
仏
陀
の
行
実
は
、
仏
滅
後
、
弟
子
た
ち
に
よ
っ 

て
口
伝
さ
れ
て
い
た
が
、
初
期
大
乗
経
典
が
成
立
す
る
西
暦
紀
元
頃
ま
で
に
は
独
立
し
た
釈
尊
伝
と
し
て
編
纂
さ
れ
、
菩
薩
す
な
わ
ち
目 

覚
め
へ
の
道
を
歩
む
者
の
理
想
像
と
さ
れ
た
。
例

え

ば

『大
無
量
寿
経
』
序
分
に
お
い
て
、
耆
闍
崛
山
に
集
ま
っ
た
大
乗
の
菩
薩
た
ち
が 

釈
尊
の
生
涯
の
主
要
な

出
来
事
で

あ
る
八
相(

降

兜

率

・
託

胎

・
降

誕

・
出

家

・
降

魔

・
成

道

・
転

法

輪

・
入
滅)

を
繰
り
返
し
示
現
す 

る
と
い
う
の
は
、

そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

『仏
本
行
集
経
』

や

『仏
所
行
讃
』

な
ど
代
表
的
な
仏
伝
に
は
、

こ
の
八
相
を
含
め
て
、
 

そ

の

ま

ま

「
歴
史
的
事
実
」
と

は

考

え

ら

れ

な

い

「
神
話
」
的

な

「物
語
」

が
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は
偉
大
な
指
導
者
に
対
す
る
崇
敬
の 

念
の
表
れ
、
イ
ン
ド
的
想
像
力
を
発
揮
し
た
詩
的
・
象
徴
的
な
表
現
で
あ
り
、
釈
尊
の
目
覚
め
の
過
程
と
悟
り
の
意
味
を
豊
か
に
伝
え
る 

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

真
宗
の
伝
統
に
お
い
て
そ
れ
と
同
様
の
位
置
を
占
め
る
の
は
、
宗
祖
親
鸞
の
生
涯
と
そ
の
伝
承
で
あ
る
。
親
鸞
自
身
は
、
公
的
性
格
を
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も
つ
著
作
の
中
に
は
自
ら
の
生
涯
に
つ
い
て
多
く
を
記
し
て
い
な
い
が
、

『歎
異
抄
』

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
己
の
信
心
に
関
わ
る
重 

要
な
事
柄
は
面
授
の
門
弟
に
語
り
伝
え
て
お
り
、
親
鸞
滅
後
、
そ
れ
は
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
、
真
宗
門
徒
の
間
に
伝
承
さ
れ 

て
き
た
。
そ
の
最
も
初
期
の
信
頼
で
き
る
記
録
は
、
妻
の
恵
信
尼
が
、
京
都
で
親
鸞
の
最
期
を
看
取
っ
た
娘
の
覚
信
尼
に
送
っ
た
一
連
の

①
 

ゝ

手

紙
(

『恵
信
尼
消
息
』
第
三
・
四
・
五
通)

で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

昨
年
の
十
二
月
一
日
の
御
文
、
同
二
十
日
あ
ま
り
に
、
た
し
か
に
見
候
い
ぬ
。
何
よ
り
も
、
殿
の
御
往
生
、
中
々
、
は
じ
め
て
申 

す
に
お
よ
ば
ず
候
う
。
山
を
出
で
て
、
六
角
堂
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
い
て
、
後
世
を
祈
ら
せ
給
い
け
る
に
、
九
十
五
日
の
あ
か
月
、
 

聖
徳
太
子
の
文
を
む
す
び
て
、
示
現
に
あ
ず
か
ら
せ
給
い
て
候
い
け
れ
ば
、

や
が
て
そ
の
あ
か
月
、
出
で
さ
せ
給
い
て
、
後
世
の
助 

か
ら
ん
ず
る
縁
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
、
た
ず
ね
ま
い
ら
せ
て
、
法
然
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
、
又
、
六
角
堂
に
百
日
こ
も
ら
せ 

給
い
て
候
い
け
る
よ
う
に
、
又
、
百
か
日
、
降
る
に
も
照
る
に
も
、

い
か
な
る
大
事
に
も
、
参
り
て
あ
り
し
に
、
た
だ
、
後
世
の
事 

は
、
善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
い
し
を
う
け
給
わ
り
さ
だ 

め
て
候
い
し
か
ば
、
上
人
の
わ
た
ら
せ
給
わ
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
ゝ
た
と
い
悪
道
に
わ
た
ら
せ
給
う
べ
し
と
申
す 

と
も
、
世
々
生
々
に
も
迷
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
、
と
ま
で
思
い
ま
い
ら
す
る
身
な
れ
ば
と
、

よ
う
よ
う
に
人
の
申
し
候
い
し
時 

も
仰
せ
候
い
し
な
り
。
…
…
(

後
略)

長
年
に
わ
た
り
信
仰
生
活
を
共
に
し
た
夫
で
あ
り
師
で
も
あ
る
親
鸞
が
九
〇
歳
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
、
恵
信
尼
が
娘
に 

真
つ
先
に
伝
え
た
の
は
、
六
〇
年
以
上
前
の
出
来
事
で
あ
る
親
鸞
の
回
心
の
姿
で
あ
っ
た
。

「
山
を
出
で
て
」

に
始
ま
り
、
六
角
堂
参
籠 

と
法
然
上
人
と
の
出
遇
い
に
つ
い
て

語
る
言
葉
遣
い
は
『歎
異
抄
』
第
二
条
と
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
親

鸞

の

「
仰
せ
」
を
正
確
に
伝 

え
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

「
愚
禿
釈
鸞
建
仁
辛
酉
暦
棄
雑
行
兮
帰
本
願
」
と

『教
行
信
証
』
後
序
に
簡
潔
に
記
さ
れ 

た
親
鸞
の
回
心
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
形
で
口
伝
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
、

こ
の
手
紙
に
は
次
の
よ
う
な
追
伸
が
あ
り
、
回 

心

の

直

接

の

契

機

と

な

っ

た

「
御
示
現
の
文
」
、
即
ち
六
角
堂
夢
告
の
内
容
を
書
き
記
し
た
文
書
が
同
封
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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こ
の
文
ぞ
、
殿
の
比
叡
の
山
に
堂
僧
っ
と
め
て
お
わ
し
ま
し
け
る
が
、
山
を
出
で
て
、
六
角
堂
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
い
て
、
後
世
の

③
 

事
い
の
り
申
さ
せ
給
い
け
る
九
十
五
日
の
あ
か
月
の
、
御
示
現
の
文
な
り
。
御
覧
候
え
と
て
、
書
き
し
る
し
て
参
ら
せ
候
う
。 

こ
の
文
書
は
、

一

九

ニ
ー

年

に

『恵
信
尼
消
息
』

が
発
見
さ
れ
た
と
き
に
は
既
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
大
切
に
相
伝
さ 

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
同
日
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
次
の
第
四
通
が
明
示
し
て
い
る
。 

こ
の
文
を
書
き
し
る
し
て
ま
い
ら
せ
候
う
も
、
生
き
さ
せ
給
い
て
候
い
し
ほ
ど
は
、
申
し
て
も
要
候
わ
ね
ば
、
申
さ
ず
候
い
し
か
ど
、
 

今
は
、
か
か
る
人
に
て
わ
た
ら
せ
給
い
け
り
と
も
、
御
心
ば
か
り
に
も
お
ぼ
し
め
せ
と
て
、
記
し
て
ま
い
ら
せ
候
う
也
。
よ
く
書
き 

候
わ
ん
人
に
、

よ
く
書
か
せ
て
、
持
ち
ま
い
ら
せ
給
う
べ
し
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第

三

通

に

添

付

さ

れ

た

「御
示
現
の
文
」
は
、
親

鸞

が

「
こ

の
よ
う
な
人
で

い
ら

っ
し
ゃ

っ
た(

か
か
る
人
に
て
わ
た 

ら
せ
給
い
け
り)

」
と
い
う
こ
と
を
最
も
よ
く
示
す
文
書
で
あ
る
と
恵
信
尼
は
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
生
前
に
親
鸞
か 

ら
伝
授
さ
れ
、
子
供
た
ち
に
口
伝
相
続
す
る
よ
う
指
示
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
ー
旦
第
三
通
を
書
き
終
わ
っ
た
後
、
 

「
達
筆
な

人
に
清
書
し
て

も
ら

っ
て

所

持
す

る

よ
う

に(

よ
く
書
き
候
わ
ん
人
に
、

よ
く
書
か
せ
て
、
持
ち
ま
い
ら
せ
給
う
べ
し)

」
と 

念
を
押
し
、

「益

方

殿
(

覚
信
尼
の
兄)

に
も
、

こ
の
文
を
、
同
じ
心
に
、
御
伝
え
候
え
。
」
と
書
き
添
え
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
信

頼

で

き

る

史

料

で

あ

る

『恵
信
尼
消
息
』

に
よ
っ
て
位
置
づ
け
る
な
ら
、
六
角
堂
夢
告
は
親
鸞
の
生
涯
で
最
も
重
要 

な
出
来
事
で
あ
る
回
心
を
決
定
づ
け
た
直
接
的
契
機
で
あ
り
、

「御
示
現
の
文
」
は
、
そ
の
回
心
の
暗
喩
と
し
て
大
切
な
文
書
で
あ
っ
た 

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
夢
告
の
重
要
性
は
、

一
九
ニ
ー
年
に
西
本
願
寺
の
宝
庫
で
『恵
信
尼
消
息
』

が
発
見
さ
れ
る
ま
で
、
本
願
寺
の
宗
学 

で
は
十
分
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
門
徒
の
間
に
普
及
し
て

影
響
力
を
も
っ
た
親
鸞
伝
で

あ
る
覚
如
の
『親

鸞

伝

絵
(

御
伝 

鈔)

』

が
、

「
六
角
夢
想
」

の
段
を
吉
水
入
室
後
の
誤
っ
た
文
脈
に
置
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

『恵
信
尼
消
息
』

が
発
見
さ
れ
て
こ
の
誤 

り
が
明
確
に
な
っ
た
後
は
、
親
鸞
の
回
心
と
い
う
枢
要
な
文
脈
に
お
け
る
夢
告
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
真
宗
史
の
分
野
で
新
た
な
研
究
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が
進
ん
だ
。
問

題

の

「御
示
現
の
文
」

に
つ
い
て
は
、
直
接
の
史
料
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
決
定
的
な
結
論
は
出
せ
な
い
が
、
現
在
で
は
、
 

次
の
四
句
偈
文
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
。

行
者
宿
報
設
女
犯

我
成
玉
女
身
被
犯

一
生
之
間
能
荘
厳

臨
終
引
導
生
極
楽

「
行
者
が
宿
業
の
報
い
に
よ
っ
て
、
た
と
え
女
犯
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
と
き
は
私
が
玉
の
よ
う
に
美
し
い
女
の
身
と
成
っ
て
犯
さ
れ
よ 

う

。

一
生
の
間
よ
く
荘
厳
し
て
、
臨

終

に

は

引

導

し

て

極

楽

に

生

ま

れ

さ

せ

よ

う

と

い

う

字

義

の

こ

の

偈

文

は

、
親
鸞
の
高
弟
で
高 

田

派

の

祖

と

な

っ

た

真

仏

が

『親
鸞
夢
記
』

か
ら
書
写
し
て
、
自

身

の

『経
釈
文
聞
書
』

の
中
に
収
め
た
六
角
堂
の
夢
記
の
偈
の
部
分
に 

あ
た
る
。

親
鸞
夢
記
云

六
角
堂
救
世
大
菩
薩
、
示

現

顔

容

端

政

之

僧

形-

令
三
服-
著
白
納
御
袈
裟
一
端
二
座
廣
大
白
蓮1

告
ニ
命
善
信
一
言

行

者

宿

報

設

女

犯

我
成
二
玉
女
身
一
被
レ
犯

一
生
之
間
能
荘
嚴

臨

終

引

導

生

二

極

楽

一

文

救
世
菩
薩
誦
二
此
文-

言
、
此
文
吾
誓
願
、

一
切
群
生
可
二
説
聞
ー
告
命
、

因
一
斯
告
命1

數
千
萬
有
情
令
三
聞
二
之
一
覺
夢
悟
了
。 

こ
こ
に
は
、

「
六
角
堂
の
救
世
菩
薩
が
、
顔
形
の
整
っ
た
僧
の
姿
を
示
現
し
て
、
白
い
法
衣
を
身
に
つ
け
て
大
き
な
白
蓮
の
上
に
端
座
し 

て

善

信
(

親
鸞)

に
告
命
し
た
」
と
い
う
夢
告
の
情
況
描
写
と
、

「
こ
の
偈
文
は
私
の
誓
願
で
あ
る
。

こ
れ
を
一
切
群
生
に
説
き
聞
か
せ
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な
さ
い
」
と
い
う
救
世
菩
薩
の
告
命
が
記
さ
れ
て
お
り
、

「
こ
の
告
命
に
よ
っ
て
、

こ
の
こ
と
を
数
千
万
の
有
情
に
聞
か
せ
よ
う
と
覚
え 

て
夢
が
悟
め
了
っ
た
」
と
い
う
親
鸞
の
語
り
で
終
わ
っ
て
い
る
。

こ

れ

は

六

角

堂

の

救

世

菩

薩(
"

聖
徳
太
子)

の

示

現

と

し

て

『恵
信 

尼
消
息
』

の
記
述
に
対
応
し
、

「御
示
現
の
文
」
と
し
て
の
四
句
偈
文
の
文
脈
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ

の

出

典

と

な

っ

て

い

る

『親
鸞
夢
記
』

そ
の
も
の
は
現
存
し
な
い
の
で
、
親
鸞
が
い
つ
ご
ろ
六
角
堂
の
夢
記
を
著
し
た
の
か
と
い
う 

こ
と
は
判
明
し
な
い
。
真
仏
が
こ
れ
を
書
写

し
た
の
は
親
鸞
と
の
交
信
が
頻
繁
で

あ
っ
た
建
長
七
年(

一
ニ
五
五)

か
ら
真
仏
が
五
十
歳 

で

亡

く

な

る

正

嘉

二

年(

一
ニ
五
八)

三
月
の
間
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
、

八

十

三

歳

か

ら

ハ

十

五

歳

の

親

鸞

は

『皇
太
子
聖
徳
奉 

讃
』(

一
ニ
五
五)

、

『大
日
本
國
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』(

一
ニ
五
七)

、

『上
宮
太
子
御
記
』(

一
ニ
五
七)

な
ど
聖
徳
太
子
関
係
の
和
讃
や 

伝
記
を
集
中
的
に
著
し
、

そ

の

た

め

に

『六
角
堂
縁
起
』

『四
天
王
寺
御
手
印
縁
起
』

『三
宝
絵
詞
』

『文
末
子
伝
』

な
ど
を
詳
し
く
調
べ 

て
お
り
、

「
和
国
の
教
主
」
と
し
て
の
聖
徳
太
子
像
を
明
確
に
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
同
時
期
に 

真

仏

が

書

写

し

て

い

る

『皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』

に

は

「救
世
観
音
大
菩
薩
、
聖
徳
皇
と
示
現
し
て
」
と
あ
り
、
更
に
次
の
よ
う
に
、
自
ら 

の
回
心
の
背
後
に
は
、
救
世
菩
薩"

聖
徳
太
子
の
う
な
が
し
が
あ
っ
た
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
六
角
堂
の
夢
記
が
同
じ
頃
の
著 

作
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

聖
徳
皇
の
あ
わ
れ
み
て

仏
智
不
思
議
の
誓
願
に 

す
す
め
い
れ
し
め
た
ま
い
て
ぞ 

住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る 

聖
徳
皇
の
お
あ
わ
れ
み
に 

護
持
養
育
た
え
ず
し
て 

如
来
二
種
の
回
向
に
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⑩
 

す
す
め
い
れ
し
め
お
わ
し
ま
す

『経
釈
文
聞
書
』

は

真

仏

が

親

鸞

を

通

し

て

収

集(

聞
き
書
き)

し
た
と
思
わ
れ
る
経
釈
文
の
抜
き
書
き
を
集
め
た
ノ
ー
ト
の
よ
う
な 

も
の
で
、
編
集
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
に
つ
い
て
の
説
明
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
師
に
よ
る
解
説
部
分
は
記
さ
れ
て
い
な 

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
機
会
に
書
写
し
た
可
能
性
の
高
い
前
後
の
文
章
の
間
に
は
、
あ
る
程
度
の
関
連
性
が
あ
る
こ
と
が
推
測
さ 

れ
ヽ
六
角
堂
の
夢
記
の
場
合
、
そ

の

後

に

続

く

『観
世
音
菩
薩
往
生
浄
土
本
縁
経
』
と

『観
仏
三
昧
経
』

か
ら
の
引
文
が
偈
文
部
分
の
趣 

意
と
関
連
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
六
角
堂
の
夢
記
は
、

こ
れ
ら
の
経
文
に
列
せ
ら
れ
る
大
切
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ 

る
。真

仏
に
は
、
別
に
こ
の
四
句
偈
文
の
み
を
書
写
し
た
紙
片
も
存
在
し
、

そ
れ

を

端

に

貼

り

継

い

だ

紙

の

表

側

に

親

鸞

真

筆

の

「
浄
肉 

文
」

が
墨
書
さ
れ
て
い
た
。

『恵
信
尼
消
息
』
第

三

・
四

通

に

お

け

る

「御
示
現
の
文
」

の
扱
い
と
併
せ
て
考
え
る
な
ら
、
恵
信
尼
や
真 

仏
の
よ
う
な
面
授
口
伝
の
門
弟
は
、

こ
の
偈
文
を
師
の
大
切
な
文
と
し
て
所
持
し
伝
承
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

比
叡
山
横
川
に
学
ん
だ
親
鸞
は
、
七

箇

の

大

事

を

教

・
行

・
証
の
三
重
に
伝
授
す
る
天
台
恵
心
流
の
口
伝
法
門
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
る 

世
界
で
修
行
時
代
を
過
ご
し
て
お
り
、
師
が
弟
子
に
大
事
を
口
伝
え
し
、
そ
の
要
所
の
み
を
記
し
た
切
紙
を
伝
授
す
る
と
い
う
口
伝
の
形 

式
が
山
を
下
り
た
後
に
も
残
っ
て
い
て
、
回

心

と

い

う

大

事

は

「御
示
現
の
文
」
を
切
紙
の
よ
う
に
し
て
口
伝
さ
れ
た
と
い
う
想
定
が
成 

り
立
つ
。

一
般
に
切
紙
の
文
章
は
前
後
の
文
脈
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
暗
喩
に
満
ち
て
い
る
た
め
、

口
伝
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
は
理 

解
が
困
難
で
あ
る
が
、

「
御
示
現
の
文
」

の
場
合
は
内
容
が
夢
と
い
う
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
る
た
め
、

口
頭
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
で
あ 

ろ
う
暗
喩
の
解
釈
が
い
っ
そ
う
重
要
な
意
味
を
も
つ
〇

親

鸞

没

後

も

「
御
示
現
の
文
」
は
、
恵
信
尼
か
ら
覚
信
尼
へ
と
伝
え
ら
れ
た
よ
う
に
親
鸞
の
回
心
の
物
語(

口
伝)

と
共
に
相
伝
さ
れ 

た
が
、
文

書
(

切
紙)

と
し
て
書
き
記
さ
れ
た
の
が
夢
記
あ
る
い
は
そ
の
偈
文
部
分
の
み
で
あ
っ
た
た
め
、
本
来
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ 

れ
て
解
釈
さ
れ
る
危
険
を
伴
う
よ
う
に
な
っ
た
。
実
際
、
親

鸞

滅

後

三

十

四

年

に

覚

如
が

著

し

た

『親
鸞
伝
絵
』

や
、
そ
れ
と
同
時
期
あ
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る
い
は
先
行
し
て
武
蔵
国
荒
木
門
徒
の
間
に
成
立
し
た
『親
鸞
聖
人
御
因
縁
』

な
ど
最
初
期
の
伝
記
に
お
い
て
、
す
で
に
六
角
堂
夢
告
と 

そ
の
偈
文
は
回
心
の
文
脈
を
離
れ
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
本
来
の
意
味
が
永
く
失
わ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
。

『恵
信
尼
消
息
』
第 

三
通
は
、
そ
の
失
わ
れ
た
文
脈
、

口
伝
の
物
語
を
書
き
記
し
て
伝
え
て
い
る
点
で
こ
の
上
な
い
価
値
を
も
っ
た
文
書
で
あ
る
。 

初
期
真
宗
教
団
に
お
い
て
儀
式
用
に
用
い
ら
れ
た
肖
像
画
と
考
え
ら
れ
る
親
鸞
「熊
皮
御
影
」

の

右

上

に

も

「行
者
宿
報
」

の
四
句
偈 

文
が
賛
銘
と
し
て
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
の
意
味
は
、

『恵
信
尼
消
息
』

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
宗
祖
親
鸞
の
一
生
を
象 

徴
し
、

「
か
か
る
人
に
て
わ
た
ら
せ
給
い
け
り
」
と

い
う
こ

と
を

示
す

回
心
の
暗
喩
で

あ
る
か
ら
こ

そ
「御
示
現
の
文
」

が
こ
の
迫
真
性 

あ
る
肖
像
に
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
右
手
を
大
地
に
触
れ
た
接
地
印
に
よ
っ
て
悟
り
を
開
い
た
仏
陀
を
示
す
の
に
相
似
す 

る
。近

年
は
、
真
宗
史
の
み
な
ら
ず
中
世
仏
教
史
や
宗
教
学
、

「女
性
と
仏
教
」
な

ど

の

視

点

か

ら

も

こ

の

夢

告

偈

文(

所

謂

「女
犯
偈
」) 

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
た
な
文
脈
で
親
鸞
の
夢
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
知
見
を
提
供 

す
る
優
れ
た
解
釈
も
あ
る
が
、
多

く

は

「女
犯
」

「
玉
女
」

「被
犯
」
な
ど
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
語
に
執
ら
わ
れ
た
字
義
通
り
の 

理
解
で
あ
り
、

『恵
信
尼
消
息
』

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
親
鸞
の
回
心
の
暗
喩
と
し
て
の
考
察
が
十
分
で
は
な
い
。
特
に
実
証
史
学
の 

場
合
、

「御
示
現
の
文
」
を
同
定
す
る
史
料
批
判
の
方
法
と
活
発
な
論
争
に
よ
っ
て
研
究
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
き
た
が
、
夢
告
テ
キ
ス 

ト
の
読
解
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
多

義

的

な

夢

告

か

ら

豊

か

な

意

味

を

引

き

出

す

「
解
釈
」
と
い
う
よ
り
も
、
還

元

主

義

的

な

「
説 

明
」
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
近
年
の
歴
史
研
究
や
夢
告
解
釈
の
成
果
を
参
照
し
な
が
ら
、
改
め
て
六
角
堂
夢
告
の
意
味
を
問
い
直
し
て
み
た
い
一 

解
釈
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

㈠
 

親

鸞

が

六

角

堂

で

授

か

っ

た

「御
示
現
の
文
」
は

所

謂

「女
犯
偈
」

で
あ
り
、
そ
の
偈
文
の
意
味
は
、
真

仏

が

書

写

し

た

『親
鸞 

夢
記
』

の
文
脈
に
依
存
す
る
。

23



㈡
 

夢
告
解
釈
の
基
礎
と
な
る
テ
キ
ス
ト
は
、

『親
鸞
夢
記
』

か

ら

書

写

さ

れ

て

『経
釈
文
聞
書
』

に
収
め
ら
れ
た
真
仏
の
テ
キ
ス
ト 

で
あ
り
、
そ

の

本

来

の

文

脈

は

『恵
信
尼
消
息
』
第
三
通
に
記
さ
れ
て
い
る
親
鸞
の
回
心
の
物
語
で
あ
る
。

㈢
 

『恵
信
尼
消
息
』

の
記
述
の
背
後
に
は
親
鸞
自
身
に
よ
る
口
伝
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
は
、
親
鸞
が
参
籠
や
夢
を
非 

常
に
大
切
な
も
の
と
考
え
、
自
分
の
見
た
夢
を
解
釈
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
る
示
唆
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

㈣
 

若
き
親
鸞
が
夢
や
夢
告
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
り
解
釈
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
直
接
示
す
史
料
は
存
在
し
な
い
の
で
、
そ
れ
を
想 

定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
親
鸞
は
比
叡
山
で
堂
僧
を
勤
め
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
人
の
夢
記
や
参
籠
に
関
す
る
一
般
的
な 

同
時
代
史
料
の
み
な
ら
ず
、
堂
僧
の
素
養
と
し
て
の
常
行
三
昧
に
関
す
る
経
論
が
夢
を
ど
の
よ
う
に
あ
つ
か
っ
て
い
る
か
を
参
照
す
べ
き 

で
あ
る
。

㈤
 

夢
告
テ
キ
ス
ト
の
表
面
的
な
字
義
の
レ
ベ
ル
に
は
、
法
然
上
人
の
も
と
へ
行
く
こ
と
を
促
し
、

「
棄
雑
行
兮
帰
本
願
」
と
い
う
回 

心
に
つ
な
が
る
よ
う
な
意
味
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
暗
喩
と
し
て
象
徴
的
意
味
の
レ
ベ
ル
で
の
解
釈
が
必
要
で
あ
り
、
そ 

の
た
め
に
は
、

テ
キ
ス
ト
の
構
造
や
文
法
、
修
辞
の
特
徴
を
手
掛
か
り
に
、
表
面
下
の
意
味
の
層
、
埋
も
れ
て
い
る
文
脈
を
発
掘
す
る
こ 

と
が
肝
要
で
あ
る
。

盲 

二
十
九
歳
の
親
鸞
が
抱
え
て
い
た
問
題
が
何
で
あ
っ
た
の
か
と
推
察
す
る
こ
と
は
、
親
鸞
の
回
心
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
大
事 

な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
夢
告
偈
文
か
ら
直
接
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
は
、
解
釈
者
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
依
存
す
る
と
こ 

ろ
が
大
き
い
た
め
、
恣
意
的
な
読
み
込
み
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
よ
り
確
か
な
方
法
は
、
真
仏
な
ど
の
門
弟
に
書
写
を
許
し
て 

い
た
こ

と
が

明
ら

か
な

八
十
代
半
ば

の
時
点
に
『親
鸞
夢
記
』
を
置
い
て
、

そ

の

当

時

成

立

し

て

い

た

『教
行
信
証
』(

特
に
化
身
土
末 

巻)

や
聖
徳
太
子
関
係
の
和
讃
な
ど
、
他
の
著
作
に
表
れ
て
い
る
親
鸞
の
思
想
と
の
関
連
に
お
い
て
、

「後
世
を
祈
る
」
と
表
現
さ
れ
た 

こ
と
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

夢
は
多
義
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
唯
一
の
正
し
い
解
釈
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
右
の
よ
う
な
前
提
に
た
つ
小
論
が
意
図
し
て
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い
る
の
は
、
親
鸞
の
回
心
の
本
質
的
な
意
味
を
よ
り
豊
か
に
開
示
す
る
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。

夢
と
三
昧

比
叡
山
で
常
行
三
昧
堂
の
堂
僧
を
つ
と
め
て
い
た
親
鸞
に
と
っ
て
、

「夢
」
あ

る

い

は

「
暁
の
御
示
現
」

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ 

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
学
的
な
研
究
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
霊
場
に
於
け
る
参
籠
が
一
般
に
広
ま
っ
て
お
り
、
当 

時
の
人
々
に
と
っ
て
神
仏
の
夢
の
お
告
げ
は
現
代
人
に
は
理
解
で
き
な
い
ほ
ど
リ
ア
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈 

に
重
点
を
置
い
た
も
の
が
多
い
が 

こ

こ

で

は

仏

教

・
浄

土

思

想

の

文

脈

で

「
夢
」

の
も
っ
て
い
た
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
山
を
下
り 

て
、
六

角

堂

に

百

日

間

籠

も

っ
て

「後
世
を
祈
る
」

二
十
九
歳
の
親
鸞
は
、
出
家
し
て
二
十
年
に
な
る
天
台
宗
の
僧
侶
と
し
て
道
を
求
め 

て
い
た
の
で
あ
り
、
夢
の
受
け
取
り
方
に
も
世
俗
の
人
よ
り
深
い
仏
教
的
理
解
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

仏

教

の

伝

統

を

通

じ

て

「
夢
」

は
非
常
に
大
切
な
現
象
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
原
始
仏
教
以
来
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
き
た 

歴
史
が
あ
る
。
例

え

ば

『大
毘
婆
沙
論
』

に

お

い

て

「
夢
」
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

夢
と
は
、
何
の
法
を
名
づ
く
る
や
。
答
ふ
、
諸

の

睡

眠

時

の

心:

心
所
法
が
、
所
縁
に
於
て
、
転
ず
る
な
り
。
彼
れ
、
覚
め
已
り
、
 

憶
す
る
に
随
い
て
、
能
く
他
の
為
め
に
、
我
れ
已
に
夢
に
、
如
是
如
是
の
事
を
見
た
り
と
説
く
。
是
れ
を
夢
と
謂
ふ
な
り
。
問
ふ
、
 

若
し
夢
に
見
し
所
を
、
覚
め
已
り
て
、
憶
せ
ず
、
設
ひ
、
憶
す
る
も
、
他
の
為
に
説
く
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
是
を
夢
と
為
す
や
不
や
。 

答
ふ
、
彼
も
亦
、
是
れ
夢
に
し
て
、
但
、
円
満
な
ら
ざ
る
の
み
な
り
。
若
し
円
満
な
る
も
の
は
、
是
れ
ヽ
此
の
所
説
な
り
。 

夢
は
寝
て
い
る
時
に
何
ら
か
の
原
因
で
心
・
心
理
作
用
に
変
化
が
起
こ
っ
て
見
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
定
義
に
続
く
後
半
の 

「
目
覚
め
た
後
、
覚
え
て
い
て
、

こ
の
よ
う
な
事
を
見
た
と
人
に
話
す
こ
と
が
出
来
る
の
が
完
全
な
夢
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
が
重
要
で 

あ
る
。
仏
教
に
お
い
て
、
特
別
な
夢
の
内
容
を
言
葉
に
し
て
物
語
り
、
伝
え
て
い
く
伝
統
が
あ
る
の
は
、

こ

の

よ

う

な

「
他
の
為
め
に
説 

か
れ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
の
夢
の
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。
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し
か
し
、
す
べ
て
の
夢
に
語
り
伝
え
る
べ
き
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
夢
の
価
値
は
そ
れ
を
見
た
原
因
に
深
く
関
わ
る
が
、
そ
れ 

に

つ

い

て

『婆
沙
論
』

は
、
世

友

や

壽

吠

陀

書(

ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ)

の
説
を
紹
介
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。 

五
を
縁
と
し
て
所
夢
の
事
を
見
る
と
説
く
べ
し
。

一
に
は
他
引
に
由
る
。
謂
く
、
若

し

諸

天

・
諸

仙

・
神

鬼

・
呪

術

・
薬

草

・
親
勝 

の
所
念
及
び
諸
の
聖
賢
の
所
引
の
故
に
夢
み
る
な
り
。

二
に
は
、
曾
更
に
由
る
。
謂
く
、
先
に
是
の
事
を
、
見
聞
し
、
覚
知
し
、
或 

は
曾
て
、
種
種
の
事
業
を
串
習
せ
し
を
も
て
、
今
便
ち
、
夢
に
見
る
な
り
。
三
に
は
、
當
有
に
由
る
。
謂
く
、
若
し
将
に
吉
不
吉
事
、
 

有
ら
ん
と
せ
ば
法
爾
と
し
て
、
夢
中
に
先
ず
其
の
相
を
見
る
な
り
。
四
に
は
分
別
に
由
る
。
謂
く
、
若
し
思
惟
し
、
希
求
し
、
疑
慮 

せ
ば
、
即
便
ち
、
夢
に
見
る
な
り
。
五
に
は
諸
病
に
由
る
。
謂
く
、
若
し
諸
大
が
調
適
せ
ざ
る
時
は
、
便
ち
、
所
増
に
随
っ
て
、
夢 

に
彼
の
類
を
見
る
な
り
。

⑳
 

こ
の
分
類
に
よ
る
な
ら
、
意

味

の

あ

る

実

夢

は

一

の

「他
引
」
と

三

の

「當
有
」

に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

「
他
」

に
よ
っ 

て
誘
引
さ
れ
た
夢
の
う
ち
仏
・
菩

薩

の

よ

う

な

「
聖
賢
」

に
導
か
れ
た
も
の
と
、
予
兆
の
夢
の
う
ち

釈
尊
が
菩
薩
の
と
き
に
見
た
「
五
大 

夢
」

の

よ

う

に

「無
上
正
等
菩
提
の
先
兆
」
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
が
真
実
の
夢
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
 

ー
ー
の
「
曾
更
」(

過
去
の
経
験)

、

四

の

「
分
別
」(

睡
眠
前
の
意
識
の
状
態)

、

五

の

「
諸
病
」(

生
理
的
ア
ン
バ
ラ
ン
ス)

を
縁
と
す
る 

夢
は
、
原
因
が
合
理
的
に
説
明
で
き
る
分
だ
け
意
味
の
乏
し
い
虚
夢
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

親
鸞
が
六
角
堂
で
見
た
夢
に
つ
い
て
、
現

代

の

歴

史

学

者

の

多

く

は

「御
示
現
の
文
」

に

含

ま

れ

る

「女
犯
」

「
玉
女
」
な
ど
の
語
か 

ら
の
単
純
な
連
想
に
よ
っ
て
、

「
分
別
」(

姪
戒
に
疑
問
を
も
っ
て
妻
帯
す
べ
き
か
ど
う
か
考
え
て
い
た
か
ら
そ
れ
を
夢
に
見
た)

あ
る
い 

は

「
諸
病
」(

性

欲

に

悩

ん

で

い

た

の

で

「
所
増
に
随
っ
て
、
夢
に
彼
の
類
を
見
た
」)

に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
合
理
的
な
原
因
を
想
定
し 

て
い
る
が
、
も
し
そ
の
よ
う
な
原
因
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
仏
教
的
に
は
皮
相
な
虚
夢
で
あ
り
、

「他
の
為
に
説
く
」
価
値
は
な
い
。
し
か 

し
実
際
に
、
親

鸞
は

そ
れ

を

救

世

菩

薩

の

啓

示(

或
い
は
聖
徳
太
子
の
示
現)

す

な

わ

ち

「
聖
賢
所
引
」

の
実
夢
と
し
て
受
け
取
り
、
だ 

か
ら
こ
そ
法
然
上
人
の
も
と
を
訪
れ
る
と
い
う
行
動
を
起
こ
し
、
後
に
そ
の
大
切
な
夢
に
つ
い
て
恵
信
尼
や
弟
子
に
語
り
、
夢
記
に
も
著
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し
た
の
で
あ
る
。

親
鸞
が
、
仏
教
に
お
け
る
夢
の
分
類
や
理
論
を
ふ
ま
え
、
自
分
の
夢
や
他
者
の
夢
に
深
い
解
釈
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
、

『恵
信
尼
消 

息
』

に
含
ま
れ
る
夢
に
関
す
る
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
第
三
通
に
よ
れ
ば
、
恵

信

尼

が

「法
然
上
人
は
勢
至
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
」

し
な
わ
い 

㉑
 

と
い
う
こ
と
を
示
す
夢
を
見
た
と
語
っ
た
の
に
対
し
て
、
親

鸞

は

「夢
に
は
品
別
あ
ま
た
あ
る
中
に
、

こ
れ
ぞ
実
夢
に
て
あ
る
」
と
答
え 

て
い
る
が
、

こ

の

「
品
別
」
と

い

う

の

は

『大
毘
婆
沙
論
』

に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
な
仏
教
的
な
分
類
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
第
五
通
に 

は
、
親

鸞

が

風

邪
で

寝

込

ん
だ
と

き

に

見

た

『大
経
』
読
誦
の
夢
に
つ
い
て
、
そ

れ

よ

り

十

七

年

前

の

『三
部
経
』
千
部
読
誦
の
経
験
に 

ま

で

思

い

至

っ

て

「
人
の
執
心
、
自
力
の
心
は
、
よ
く
よ
く
思
慮
あ
る
べ
し
」
と
反
省
し
、
よ
う
や
く
経
を
読
む
こ
と
が
止
ま
っ
た
話
が 

㉒
 

I
 

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
親
鸞
が
夢
を
分
析
す
る
態
度
は
、

「真
実
の
教
」

の
夢
だ
か
ら
吉
夢
で
あ
る
と
か
、
風
邪
の
高
熱
が
原
因
で
あ 

る
と
し
て
済
ま
す
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
病
の
床
で
六
日
間
も
夢
の
意
味
を
考
え
抜
き
、
心
の
底
ま
で
貫
く
ほ
ど
の
潜
勢
力
を 

残

し

た

過

去

の

経

験(

串
習)

に
原
因
が
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
、

そ
の
洞
察
を
恵
信
尼
に
語
っ
て
症
状
が
消
え
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は 

親
鸞
が
五
十
九
歳
の
と
き
の
出
来
事
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
夢
と
真
剣
に
向
き
合
っ
て
分
析
し
解
釈
す
る
姿
勢
は
、
堂
僧
で
あ
っ
た
若

㉓
 

き
日
に
培
わ
れ
、
六
角
堂
夢
告
に
つ
い
て
も
、

そ
の
よ
う
な
態
度
で
受
け
取
り
解
釈
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

親
鸞
が
、
自
身
の
見
た
大
切
な
実
夢
と
し
て
語
り
記
し
て
い
る
夢
は
、
六

角

堂

夢

告

の

他

に

十

九

歳

の

「磯
長
の
夢
告
」
と
二
十
八
歳 

の

「
大
乗
院
の
夢
告
」
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
夢
を
七
十
八
歳
の
親
鸞
が
覚
信
尼
の
た
め
に
『親
鸞
夢
記
』

か
ら
ま
と
め
て 

書

写

し

た

『建
長
二
年
文
書
』(

所

謂

『三
夢
記
』)

に
よ
れ
ば
、
回
心
に
い
た
る
ま
で
の
親
鸞
の
歩
み
は
、
聖

徳

太

子

・
如

意

輪

観

音

・
 

救

世

菩

薩

を

導

き

手

と

す

る

「
聖
賢
所
引
」

の

「
當
有
」

の
夢
に
決
定
的
示
唆
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

㉕
 

こ

の

よ

う

に

「
聖
賢
」
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
導
き
を
受
け
る
夢
は
、
仏

・
菩
薩
を
見
る
三
昧
と
同
義
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
比
叡 

山
の
堂
僧
で
あ
っ
た
親
鸞
に
は
、
常

行

三

昧

を

説

く

『往
生
要
集
』

『摩
訶
止
觀
』

『般
舟
三
昧
経
』
な
ど
を
通
じ
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
と 

考
え
ら
れ
る
。
観

音

の

霊

場

で

夜

を

明

か

し

「
暁
の
示
現
」
を
待
つ
参
籠
は
、
当
時
庶
民
の
間
に
も
広
ま
っ
て
い
た
が
、
天
台
僧
で
あ
っ
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㉖
 

た

親

鸞

に

と

っ

て

は

「
も
し
覚
め
て
仏
を
見
ざ
れ
ば
、
夢
の
中
に
於
い
て
こ
れ
を
見
る
な
り
」
と
さ
れ
る
別
行
と
し
て
の
念
仏
三
昧
・
般 

舟
三
昧
で
あ
っ
た
。
六
角
堂
に
お
け
る
百
日
と
い
う
参
籠
期
間
は
常
行
三
昧
の
九
十
日
と
比
べ
て
も
長
期
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、

「
す
べ

㉗
 

か
ら
く
要
期
し
、
誓
願
す
べ
し
。
わ
が
筋
骨
を
し
て
枯
朽
せ
し
む
と
も
、

こ
の
三
昧
を
学
び
て
得
ず
は
、
終
に
休
息
せ
じ
と
」
と

『摩
訶 

止
觀
』

に
あ
る
よ
う
に
、
不
退
の
決
心
を
し
て
規
定
よ
り
更
に
長
い
期
間
を
決
め
、
死
を
覚
悟
し
た
行
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
九 

十
日
を
過
ぎ
、
よ
う
や
く
九
十
五
日
目
の
暁
に
お
と
ず
れ
た
救
世
菩
薩
の
示
現
は
、
親
鸞
が
比
叡
山
で
は
遂
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ 

た

「
他
引
」

の
三
昧
な
の
で
あ
る
。

夢
が
三
昧
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
般
舟
三
昧
の
意
義
を
伝
え
る
比
喩
と
し
て
用
い
ら 

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

『往
生
要
集
』

『摩
訶
止
觀
』

に
説
か
れ
る
常
行
三
昧
の
典
拠
と
な
る
経
典
は
『般
舟
三
昧
経
』

で
あ
る
が
、

そ
の
支 

婁
迦
讖
訳
三
巻
本
の
行
品
に
は
般
舟
三
昧
の
譬
え
が
七
つ
あ
り
、
実
に
そ
の
う
ち
の
五
つ
が
夢
の
比
喩
で
あ
る
。
そ

れ

ら

の

譬

え

は

『摩 

訶
止
觀
』

『往
生
要
集
』

に
引
か
れ
て
お
り
、
天
台
浄
土
教
の
伝
統
に
お
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
夢
の
喩
え
の
中
で
最
も
詳 

㉘
 

し

く

重

要

な

の

は

「姪
女
」

の
喩
え
で
あ
り
、

こ
の
比
喩
に
は
親
鸞
の
六
角
堂
夢
告
に
関
連
す
る
貴
重
な
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る
。

『大 

阿
弥
陀
経
』

と
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
最
古
の
大
乗
経
典
・
浄

土

経

典

で

あ

る

『般
舟
三
昧
経
』

の
中
で
、
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
浄
土
に 

往
生
す
る
教
え
が
説
か
れ
て
い
て
成
立
が
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
行
品
に
お
い
て
、
そ

の

念

仏

の

喩

え

と

し

て

「夢
の
姪
女
」

の
比
喩 

が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
特
に
重
要
で
あ
る
。

こ

の

比

喩

は

『般
舟
三
昧
経
』

の

四

種

類

の

漢

訳

の

他

に

『大
智
度
論
』
巻
第
七
に
も
詳 

し
く
引
か
れ
て
い
る
が
、
最
も
古
い
支
婁
迦
讖
訳
三
巻
本
の
行
品
を
中
心
に
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。

「夢
の
姪
女
」
の
比
喩

㉚

『般
舟
三
昧
経
』

は
、
在

家

行

者
(

菩
薩)

の

代

表

で

あ

る

感

陀

和(

バ
ド
ラ
パ
ー
ラ
、
賢
護)

が

「
菩
薩
は
ど
の
よ
う
な
三
昧
を
修
す 

る
こ
と
に
よ
っ
て
目
覚
め
の
智
慧
を
も
っ
た
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
釈
尊
に
問
い
を
発
す
る
問
事
品
第
一
か
ら
始
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ま
り
、
行

品

第

二

に

お

い
て

そ

の

答

え

と

し
て

「
現
在
諸
仏
悉
在
前
立
三
昧
」
す
な
わ
ち
般
舟
三
昧
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

「白
衣
」

の 

菩

薩

で

あ

る

感

陀

和(

賢
護)

が
対
告
者
と
な
り
、
特
に
在
家
の
行
者
が
仏
と
な
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
行
と
し
て
般
舟
三
昧
が
説
か
れ 

て
い
る
点
に
初
期
大
乗
的
特
徴
が
あ
る
。
ど

の

よ

う

に

し

た

ら

そ

の

「
現
在
の
諸
仏
悉
く
前
に
在
っ
て
立
ち
た
も
、つ
」
三
昧
が
実
現
す
る 

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
釈
尊
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

何
に
因
っ
て
か
現
在
諸
佛
悉
在
前
立
三
昧
を
致
す
や
。
是
の
如
く
颱
陀
和
、
其

れ

比

丘

・
比

丘

尼

・
優

婆

塞

・
優
婆
夷
有
り
、
持
戒 

完
具
し
、
獨
り
一
處
に
止
り
、
心
に
西
方
の
阿
彌
陀
佛
、
今
現
在
し
た
ま
う
を
念
じ
、
聞
く
所
に
隨
い
て
當
に
念
ず
べ
し
。
是
の
間 

を
去
る
こ
と
千
億
萬
佛
刹
に
し
て
其
の
國
を
須
摩
提
と
名
づ
く
。
衆
の
菩
薩
の
中
央
に
在
っ
て
經
を
説
き
た
ま
う
。

一
切
常
に
阿
彌 

陀
佛
を
念
ず
。(

中
略)

是
の
如
く
颱
陀
和
菩
薩
よ
。
若
し
は
沙
門
、
白
衣
の
所
に
て
西
方
の
阿
彌
陀
佛
刹
を
聞
き
、
當
に
彼
方
の
佛
を
念
ず
。
戒
を
缺
く
こ 

と
を
得
ず
、

一
心
に
念
ず
る
こ
と
、
若
し
は
一
晝
夜
、
若
し
は
七
日
七
夜
、
七
日
を
過
ぎ
て
以
後
、
阿
彌
陀
佛
を
見
た
て
ま
つ
る
。 

覺
に
於
い
て
見
ざ
る
も
、
夢
中
に
於
い
て
之
を
見
る
。

こ
の
よ
う
に
般
舟
三
昧
は
阿
弥
陀
仏
を
想
い
念
ず
る
念
仏
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
念
仏
三
昧
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
を
見
る
こ
と 

が
可
能
に
な
り
、
も
し
覚
め
て
い
る
時
に
見
ら
れ
な
い
と
し
て
も
夢
の
中
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
更
に
そ
れ
を
行
じ 

る

者
(

菩
薩
摩
訶
薩)

は
特
別
な
能
力
、
例
え
ば
天
眼
を
持
っ
て
見
た
り
、
神
足
を
も
っ
て
そ
の
仏
国
土 
(

須
摩
提"

極
楽
浄
土)

に
到 

っ
て
見
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、

こ
の
世
の
命
終
わ
っ
て
浄
土
に
往
生
し
て
見
る
の
で
も
な
く
、

「
便
ち
是
の
間
に
於
て
、

坐 

に
阿
彌
陀 

佛
を
見
た
て
ま
つ
り
、
所
説
の
經
を
聞
い
て
悉
く
受
得
し
、
三
昧
の
中
に
從
い
て
悉
く
能
く
具
足
し
て
人
の
爲
め
に
之
を
説
く
」
と
い
う 

の
で
あ
る
。

こ
の
説
明
を
、
先
に
と
り
あ
げ
た
夢
の
定
義
の
特
に
後
半
部
分
、

「
憶
す
る
に
随
い
て
、
能
く
他
の
為
め
に
、
我
れ
已
に
夢 

に
、
如
是
如
是
の
事
を
見
た
り
と
説
く
」
と

対

照

し

「夢
」
と

「
三
昧
」
を
置
き
換
え
て
み
る
な
ら
、
夢

が

般

舟

三

昧

，
念
仏
三
昧
の
適 

切
な
比
喩
に
な
る
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
釈
尊
が
説
か
れ
る
具
体
的
な
比
喩
が
、
次

の

「夢
の
姪
女
」

の
喩
え
で
あ
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る
。

譬
え
ば
人
有
り
、
墮
舍
利
國
の
中
に
姪
女
人
、
名
は
須
門
と
い
え
る
有
る
を
聞
く
。
若
し
復
た
人
有
り
、
姪
女
人
阿
凡
和
梨
を
聞
く
。 

若
し
復
た
人
有
り
、
優
陂
」沮
の
姪
女
人
と
作
る
を
聞
く
。
是
の
時
に
各
各
之
を
思
念
す
。
其
の
人
未
だ
曾
て
此
の
三
女
人
を
見
ず
。 

之
を
聞
い
て
姪
意
即
ち
爲
め
に
動
く
。
便
ち
夢
中
に
於
て
各
往
き
て
其
の
所
に
到
る
。
是
の
時
三
人
皆
な
羅
閲
祇
國
に
在
っ
て
同
時 

に
念
ず
。
各

、
夢
中
に
於
て
是
の
姪
女
人
の
所
に
到
り
、
與
に
共
に
棲
宿
す
。
其
の
覺
め
已
り
て
各
自
ら
之
を
念
ず
る
が
若
し
。 

阿

弥

陀

仏

を

未

だ

見

た

こ

と

の

な

い

者

が

「
聞
く
所
に
隨
い
て

」
想
い
念
じ
、

「
坐
に
見
る
」

こ
と
が
実
現
す
る
の
は
、

ヴ
ァ
イ
シ 

ヤ

ー

リ

ー(

墮
舍
利
國)

に
い
る
三
人
の
遊
女
の
こ
と
を
、
数

百

キ

ロ

も

離

れ

た

王

舎

城(

ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ
、
羅
閱
祇
國)

に
い
る
三
人
の 

男
が
聞
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
会
っ
た
こ
と
も
な
い
の
に
彼
女
た
ち
に
欲
望
を
抱
き
、
夢
の
中
で
彼
女
た
ち
の
所
に
行
き
、

一
緒
に
住
ん
で
思 

い
を
遂
げ
、
夢
か
ら
覚
め
た
後
に
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
に
譬
え
ら
れ
る
。

こ

こ

に

「
姪
女
人
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ス
マ 

ナ

ー
(

須
門)

、

ア

ー

ム

ラ

パ

ー

リ

ー(

阿
凡
和
梨)

、

ウ

ト

パ

ラ

ヴ

ァ

ル

ナ

ー(

優
陂
疽)

と
い
う
三
人
の
名
前
は
、
釈
尊
の
教
団
に
実
在 

し
た
美
し
い
容
貌
や
肌
の
色
で
有
名
な
女
性
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
譬
え
に
三
人
の
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
彼
女
た
ち
の
名
前
を 

「
聞
」

い

て

「
思
念
」
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

そ
の
優
れ
た
美
し
さ
を
聞
い
て
恋
い
焦
が
れ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
効
果
的
に
示
す
巧
み 

な
方
便
で
あ
る
。
鳩

摩

羅

什

訳

『大
智
度
論
』

に
引
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、

こ

こ

は

「各
各
聞
人
讃
三
女
人
端
正
無
比
。
晝
夜
専
念
心 

著
不
捨
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
阿
弥
陀
仏
の
名
を
聞
い
て
、
経
に
説
か
れ
讃
嘆
さ
れ
る
仏
の
功
徳
荘
厳
に
つ
い
て
思
い
、

そ
の
清 

浄
な
国
土
に
生
ま
れ
た
い
と
い
、つ
意
欲
を
生
ず
る
こ
と
の
譬
え
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ

の

「
夢
の
姪
女
」
が
飽
く
ま
で
も
比
喩
で
あ
り
解
釈
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
後
に
続
く
釈
尊
の
言
葉
が
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。 

佛

、
感
陀
和
に
告
げ
た
ま
は
く
。
我
れ
三
人
を
持
し
て
以
て
付
す
。
若
し
是
の
事
を
持
し
て
人
の
爲
め
に
經
を
説
い
て
、
此
の
慧
を 

解
し
て
不
退
轉
地
に
至
り
無
上
正
眞
道
を
得
せ
し
め
よ
。

こ
の
箇
所
は
、

一
巻
本
で
は
よ
り
明
確
に
「
我
れ
是
の
三
女
人
を
持
し
て
以
て
喩
と
為
す
。
汝

、
是
の
事
を
持
し
て
人
の
爲
に
經
を
説
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@

い
て
、
此
の
慧
を
解
し
て
不
退
轉
地
に
至
り
無
上
正
眞
道
を
得
せ
し
め
よ
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
釈
尊
は
白
衣
の
菩
薩
に
対
し
て
、

こ
の 

比
喩
を
大
切
に
覚
え
て
い
て
人
の
為
に
説
き
、

そ

の

人

が

こ

の

「
夢
の
姪
女
」

に
隠
喩
さ
れ
た
智
慧
を
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
退
転
に 

住
し
、

こ
の
上
な
い
真
実
の
目
覚
め
を
経
験
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
な
さ
い
と
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ

し

て

そ

の

「
無
上
正
眞 

道
」
を

得

た

人

は

「
よ
く
目
覚
め
た
者
」
と

い

う

意

味

の

善

覚(

ス
ヴ
ィ
ブ
ッ
ダ)

と
い
う
名
の
仏
に
な
る
で
あ
ろ
う
と̂
^

言
し
て
い
る
。 

そ

の

「
夢
の
姪
女
」

に
隠
喩
さ
れ
た
智
慧
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
直
接
説
か
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
喩
え
の
結
論
部
分
に
、
念
仏 

往
生
の
智
慧
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

是
の
如
く
颱
陀
和
よ
、
菩
薩
、
是
の
間
の
國
土
に
於
て
阿
彌
陀
佛
を
聞
い
て
數
數
念
ず
。
是
の
念
を
用
い
る
が
故
に
阿
彌
陀
佛
を
見 

た
て
ま
つ
る
。
佛
を
見
已
っ
て
從
い
て
問
い
た
て
ま
つ
る
。
當
さ
に
何
等
の
法
を
持
し
て
阿
彌
陀
佛
國
に
生
ず
べ
き
や
。
爾
の
時
に 

阿
彌
陀
佛
、
是
の
菩
薩
に
語
り
て
言
は
く
。
我
が
國
に
來
生
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
常
に
我
を
念
ず
る
に
數
數
に
し
て
、
常
に
當
さ
に 

念
を
守
り
て
休
息
有
る
こ
と
莫
か
る
べ
し
。
是
の
如
く
せ
ば
我
が
國
に
來
生
す
る
こ
と
を
得
べ
し
。
佛
の
言
は
く
。
是
の
菩
薩
是
の

@

念
佛
を
用
い
る
が
故
に
、
當
さ
に
阿
彌
陀
佛
國
に
生
ず
る
こ
と
を
得
べ
し
。

I
 

—— 

㉘

こ

こ

に
は

阿

弥

陀
仏
の
名
を

聞
い
て

念
ず

る
「
聞
名
念
仏
」
、
仏

を

目

の

あ

た

り

に

す

る

「観
想
念
仏
」
と
し
て
の
般
舟
三
昧
の
延
長 

に
、

『大
阿
弥
陀
経
』

の

影

響

と

考

え

ら

れ

る

「
称
名
念
仏
」

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
が
登
場
し
て
自
ら
浄
土
往
生
の
方
法
に

@

つ
い
て
答
え
る
箇
所
は
、

一

巻

本

で

は

「欲
來
生
者
當
念
我
名
」
と
訳
さ
れ
て
お
り
、

「
我
を
念
ず
る
」
と

い

う

の

は

「
我
が
名
を
念
ず 

る
」

こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
夢
に
喩
え
ら
れ
る
三
昧
、

「
智
慧
の
念
仏
」

が
、

い
か
な
る
力
に
よ
っ
て
成
就
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
行 

品
の
結
論
部
分
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

是
の
如
く
、
颱
陀
和
、
是
の
三
昧
は
佛
力
の
所
成
な
り
。
佛
の
威
神
を
持
っ
て
三
昧
の
中
に
於
て
立
つ
者
、
三
事
有
り
。
佛
の
威
神 

力
を
持
ち
、
佛
の
三
昧
力
を
持
ち
、
本
功
徳
力
を
持
つ
。
是
の
三
事
を
用
い
る
が
故
に
佛
を
見
る
こ
と
を
得
。
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般
舟
三
昧
、
阿
弥
陀
仏
を
憶
念
し
浄
土
に
生
ま
れ
る
念
仏
三
昧
が
成
就
す
る
の
は
、
行
者
の
自
力
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

「
仏
力
」

「
仏 

威
神
」
す
な
わ
ち
他
力
の
働
き
に
よ
る
の
で
あ
る
。

こ

れ

は

「他
引
」

の

「
無
上
正
等
菩
提
の
先
兆
」
と
な
る
夢
こ
そ
が
真
実
の
夢
で
あ 

る
と
い
う
仏
教
に
お
け
る
夢
の
理
論
に
対
応
す
る
。

『般
舟
三
昧
経
』

は
、
阿
弥
陀
仏
信
仰
と
般
若
空
思
想
が
結
び
つ
く
最
初
期
の
段
階 

に
あ
っ
て
、
ま

だ

「本
願
力
」

「
回
向
」
と
い
う
よ
う
な
術
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、

こ
こ
に
は
、
後

に

親

鸞

が

「
智
慧
の
念
仏
う 

る
こ
と
は 

法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り
」
と
詠
う
本
願
念
仏
思
想
の
萌
芽
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

「
菩
薩
は
ど
の
よ
う
な
三
昧
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
賢
護
菩
薩
の
問
い 

に

答

え

る

『般
舟
三
昧
経
』
行
品
に
は
、
、
他
力
の
三
昧
、
阿

弥

陀

仏

の

「
名
を
念
ず
る
」
念
仏
三
昧
が
、
夢
の
喩
え
に
よ
り
な
が
ら
素 

朴
な
形
で
説
か
れ
て
い
る
。
多
感
な
青
年
時
代
、
長
年
に
わ
た
り
比
叡
山
の
堂
僧
と
し
て
般
舟
三
昧
す
な
わ
ち
常
行
三
昧
の
修
学
に
勤
め 

て
き
た
二
十
九
歳
の
親
鸞
は
、
当

然

『般
舟
三
昧
経
』
を
学
び
、

そ
こ
に
説
か
れ
る
夢
の
比
喩
に
も
親
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
夢
の
比
喩
の
中
で
、
弥
陀
の
名
号
を
憶
念
す
る
念
仏
の
喩
え
と
し
て
最
も
詳
し
く
説
か
れ
る
の
が
何
故
「姪
女
」
な
の
か
と
い
う 

こ
と
は
、
親
鸞
の
回
心
を

決
定
づ
け
た
六
角
堂
夢
告
の
「御
示
現
の
文
」
が

何

故

「女
犯
偈
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
関
わ
り
、
重
要 

な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
参
照
す
べ
き
な
の
が
、

「姪
女
の
夢
」

の

喩

え

を

引

い

て

い

る

龍

樹

『大
智
度
論
』

の
文 

脈
で
あ
る
。
そ

れ

は

初

品

中

佛

土

願

釋

論

第

十

三

の

「
願
受
無
量
諸
佛
世
界
」

「念
無
量
佛
土
諸
佛
三
昧
常
現
在
前
」

に
続
い
て
、

そ
の 

般
舟
三
昧
に
よ
っ
て
菩
薩
は
ど
の
よ
う
な
功
徳
を
成
就
す
る
か
が
説
か
れ
る
箇
所
で
「能
斷
種
種
見
纏
及
諸
煩
悩
」
を
釈
す
る
文
脈
で
あ 

る
。
衆

生

に

さ

ま

ざ

ま

な

苦

し

み

を

も

た

ら

す

「
見
」

「
纏
」

「
煩
悩
」

が
定
義
分
類
さ
れ
た
結
び
に
、

「
是
の
如
き
の
諸
煩
悩
を
、
菩
薩 

は
能
く
種
種
に
方
便
し
て
自
ら
斷
ち
、
亦
能
く
巧
み
に
方
便
し
て
他
人
の
諸
煩
悩
を
斷
つ
」
と
あ
り
、

そ

の

例

と

し

て

「
姪
女
の
夢
」

の 

喩
え
が
詳
し
く
引
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
文
脈
は
、

「
姪
」
す
な
わ
ち
愛
欲
が
衆
生
の
煩
悩
の
代
表
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
、
巧
み
な 

方

便

と

し

て

「姪
女
の
夢
」
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

喩
え
の
直
前
の
煩
悩
の
分
類
に
お
い
て
は
、

「姪
」

は
内
外
二
種
類
に
分
け
た
と
き
外
に
表
れ
る
煩
悩
の
代
表
と
し
て

「外
著
者
姪
瞋
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等
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
更

に

別

の

三

分

類

で

も

「
屬
姪
屬
瞋
屬
癡
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
衆
生
を
苦
し
め
る
諸
煩
悩
の
筆
頭
と 

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
更
に
、

「
巧
み
に
方
便
し
て
他
人
の
諸
煩
悩
を
斷
つ
」
た
め
の
比
喩
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
き
、

「姪
」 

は

見

・
疑

・
慢
な
ど
の
よ
う
に
内
に
表
れ
る
も
の
よ
り
分
か
り
易
く
、
瞋

・
癡
な
ど
よ
り
も
多
く
の
人
に
切
実
な
理
解
を
も
た
ら
す
。

こ 

の
よ
う
な

煩
悩
の
根
本
と
し
て

の
「姪
」

の
性
格
は
、
釈
尊
伝
に
お
け
る
降
魔
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
最
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
菩
薩
が 

目
覚
め
て
仏
と
な
る
直
前
、
三
昧
の
中
に
現
れ
る
魔
王
波
旬
の
美
し
い
娘
た
ち
の
官
能
的
な
誘
惑
は
、
身
体
を
も
っ
て
生
存
す
る
も
の
を 

執
拗
に
悩
ま
し
、
最
後
ま
で
断
ち
が
た
い
煩
悩
と
し
て
の
愛
欲
を
象
徴
し
て
い
る
。

『大
智
度
論
』

に

引

か

れ

る

「姪
女
の
夢
」

の
喩
え
は
、
三
人
の
男
が
夢
か
ら
目
覚
め
た
後
の
部
分
に
、
中
観
の
空
の
思
想
が
よ
り
明 

瞭
な
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

「煩
悩
を
断
つ
」
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
、
巧

み

に

方

便

し

て

「煩
悩
を
菩
提
に
転
ず
る
」
と
表 

現
し
た
方
が
適
切
な
比
喩
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
部
分
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

覺
め
已
り
て
心
に
念
ず
。
彼
女
來
ら
ず
我
亦
往
か
ず
し
て
姪
事
辨
ず
る
こ
と
を
得
た
り
と
。
是
に
因
っ
て
一
切
諸
法
皆
是
の
如
き
か 

と
悟
る
。
是
に
於
い
て
往
き
て
感
陀
婆
羅
菩
薩
の
所
に
到
り
、
是
の
事
を
問
う
。
颱
陀
婆
羅
答
え
て
言
く
。
諸
法
實
に
爾
り
。
皆
念 

從
り
生
ず
と
。
是
の
如
く
種
種
に
此
の
三
人
の
爲
に
方
便
し
て
巧
み
に
諸
法
の
空
を
説
く
。
是
の
時
三
人
即
ち
阿
脾
跋
致
を
得
た
り
。 

是
の
諸
菩
薩
亦
復
是
の
如
し
。
諸
の
衆
生
の
爲
に
種
種
に
巧
に
法
を
説
き
、
諸
の
見
纏
煩
悩
を
斷
つ
。 

こ
の
よ
う
に
、
三

人

の

男

た

ち

の

煩

悩(

姪)

は
、
夢

の

中

で

の

「姪
事
」
と

そ

の

夢

の

解

釈
を

通

し
て

菩

提(

目
覚
め)

へ
と
転
ぜ 

ら
れ
る
。
そ
し
て
賢
護
菩
薩
の
巧
み
な
方
便
に
よ
り
、
彼
ら
は
煩
悩
も
含
め
て
一
切
諸
法
が
空
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
不
退
転
の
菩
薩
と 

な
る
の
で
あ
る
。

『般
舟
三
昧
経
』
行
品
の
文
脈
で
は
、
釈

尊

が

賢

護

に

「汝
、
是

の

事
(

姪
女
の
喩
え)

を
持
し
て
人
の
爲
に
經
を
説 

い
て
、
此
の
慧
を
解
し
て
不
退
轉
地
に
至
り
無
上
正
眞
道
を
得
せ
し
め
よ
」
と
命
じ
て
い
た
が
、
そ

れ

が

引

用

さ

れ

る

『大
智
度
論
』

に 

お
い
て
、
賢

護

菩

薩

は

三

人

の

男

が

見

た

「姪
女
の
夢
」

に
隠
喩
さ
れ
て
い
る
空
の
智
慧
を
説
き
明
か
し
、
彼
ら
を
煩
悩
か
ら
解
放
し
、
 

不
退
転
に
導
く
役
割
を
実
際
に
果
た
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「姪
女
の
夢
」

に

喩
え
ら
れ

る
般
舟
三
昧
・
念
仏
三
昧
を
会
得
し
た
も
の
は
、
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そ
の
喩
え
と
そ
れ
が
隠
喩
し
て
い
る
智
慧
を
説
き
広
め
、
衆
生
を
煩
悩
の
苦
し
み
か
ら
解
放
す
る
役
割
を
担
う
と
い
う
こ
と
が
、

こ
の
喩 

え
自
体
の
中
に
巧
み
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右

の

引

用

末

尾

に

「
是
の
諸
菩
薩
亦
復
是
の
如
し
。
諸
の
衆
生
の
爲
に
種
種
に
巧 

に
法
を
説
き
、
諸
の
見
纏
煩
悩
を
斷
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「姪
女
の
夢
」
を
通
し
て
不
退
転
地
に
至
っ
た
三
人
の
男
も
ま
た
、
菩
薩
と 

し
て
夢
の
比
喩
を
説
い
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
空
の
智
慧
、
智
慧
の
念
仏
は
連
続
無
窮
に
伝
承
さ
れ
、
 

衆
生
を
煩
悩
の
闇
か
ら
こ
の
上
な
い
真
実
の
目
覚
め
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
そ
の
目
覚
め
の
智
慧
が
、
煩
悩
に
苦
し
む
衆
生
に
向
か
っ
て 

近
づ
き
働
き
か
け
る
方
便
が
夢
の
喩
え
で
あ
り
、
中

で

も

「姪
女
の
夢
」

の
比
喩
な
の
で
あ
る
。

こ
の
目
覚
め
を
も
た
ら
す
智
慧
が
衆
生
の
心
に
働
き
出
る
場
・
状

態

が

「
夢
」

で

あ

り

「
三
昧
」

で
あ
る
が
、
真
実
の
夢
や
念
仏
三
昧 

は

「他
引
」

「
仏
カ
所
成
」

で
あ
り
、
行
者
の
自
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
直
接
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
三
昧
経
典
を
学
び
修
行
に
励 

ん
で
も
仏
を
見
る
こ
と
が
容
易
に
か
な
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
経
典
に
説
か
れ
る
夢
の
比
喩
が
知
識
と
し
て
薫
習
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
 

「
他
引
」

の
夢
は
見
た
い
と
思
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
受
動
す
る
側
の
行
者
に
で
き
る
の
は
、
目
覚
め
の
智
慧
が
働
き
出
や
す 

い
状
態
を
準
備
す
る
こ
と
で
あ
り
、
霊
地
に
お
け
る
参
籠
や
別
時
念
仏
は
、
そ
う
い
う
意
味
を
も
つ
行
な
の
で
あ
る
。 

天
台
僧
と
し
て
比
叡
山
で
修
行
し
て
い
た
若
き
親
鸞
が
、

「遠
く
は
枝
末
諸
方
の
霊
崛
に
詣
で
て
、
解
脱
の
径
路
を
祈
り
、
真
実
の
知 

識
を
求
む
」
と
い
う
行
動
に
出
た
の
は
、

「定
水
を
凝
ら
す
と
雖
も
識
浪
頻
り
に
動
き
、
心
月
を
観
ず
と
雖
も
妄
雲
猶
覆
う
」
と
い
う
有 

様
で
、
堂
僧
と
し
て
い
く
ら
自
力
を
尽
く
し
て
も
三
昧
が
か
な
わ
ず
、
迷
い
深
く
悟
り
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
我
が
身
に
絶
望
し
た 

か
ら
で
あ
る
。
絶
望
の
中
で
独
り
山
を
下
り
、
目
覚
め
の
智
慧
が
働
き
出
て
い
る
聖
所
に
参
籠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
仏
カ
所
成
」

の 

三
昧
、

「
聖
賢
所
引
」

の
夢
が
訪
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
聖
徳
太
子
に
因
ん
だ
磯
長
の
廟
所
や
洛
中
の
六
角
堂
に
お 

い
て
決
定
的
な
夢
告
を
得
た
背
景
に
は
、
在
家
の
菩
薩
と
し
て
和
国
に
大
乗
を
説
き
広
め
た
太
子
に
対
す
る
親
鸞
の
深
い
崇
敬
の
念
が
働 

い

て

い

た

こ

と

を

『親
鸞
夢
記
』

は
示
し
て
い
る
。
夢
殿
に
籠
も
っ
て
三
昧
を
行
じ
る
太
子
の
姿
に
、
救
世
菩
薩
の
み
な
ら
ず
、
白
衣
の 

賢
護
菩
薩
の
姿
を
も
重
ね
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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六
角
堂
夢
告
の
暗
喩

親
鸞
に
と
っ
て
、
夢
は
三
昧
と
同
義
の
重
要
な
意
味
を
も
ち
、

『般
舟
三
昧
経
』

の

「
夢
の
姪
女
」

の
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
を
憶
念
し 

浄
土
に
生
ま
れ
る
念
仏
が
隠
喩
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
見
地
か
ら
、

ふ
た
た
び
六
角
堂
夢
告
を
解
釈
し
て
み
る
と
、

こ
れ
ま
で 

明
確
で
な
か
っ
た
次
の
よ
う
な
意
味
が
顕
か
に
な
る
。

先
ず
、
救

世

菩

薩"

聖

徳

太

子

が

示

現

し

た

「女
犯
」

の
偈
文
と
法
然
上
人
の
説
か
れ
て
い
た
本
願
念
仏
の
教
え
の
結
び
つ
き
が
、
 

「
姪
女
」

の
喩
え
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
顕
か
に
な
る
。
「女
犯
」

「
玉
女
」
と

「夢
の
姪
女
」

の
連
想
は
、
六
角
堂
か
ら
吉
水
へ
向 

か
う
示
唆
と
な
る
。
宿
業
の
報
い
と
し
て
の
女
犯
は
、

一
切
衆
生
を
苦
し
め
続
け
る
煩
悩
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。
夢
告
は
、
そ
の
煩
悩
の 

空
性
を
巧
み
な
方
便
に
よ
っ
て
示
し
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
念
じ
、
本
願
力
に
乗
托
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
ず
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
、
 

迷
い
の
煩
悩
が
真
実
の
目
覚
め
に
転
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
隠
喩
し
て
い
る
。

「
行
者
宿
報
設
女
犯
」
が
親
鸞
の
個
人
的
な
性
欲
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
有
情
の
断
ち
が
た
い
宿
業
煩
悩
を
表
し
て 

い
る
こ
と
は
、

『親
鸞
夢
記
』

の

直

後

に

連

続

し

て

『経
釈
文
聞
書
』

に

書

写

さ

れ

て

い

る

『観
世
音
菩
薩
往
生
浄
土
本
縁
経
』
と

『観 

仏
三
昧
経
』

か
ら
の
引
文
を
、

一
緒
に
並
べ
て
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

觀
世
音
菩
薩
往
生
淨
土
本
緣
經
言

若
有
二
重
業
障
一
无
下 

生
二
淨
土
一
因
上
乗
二 

彌
陀
願
カ
ー
必
生
二
安
楽
國
一
又
言 

若
人
造
二
多
罪
一
應
レ
堕
二
地
獄
中
一
纔 

聞
二 

彌
陀
名
一
猛
火
為
二
清
涼
ー 

觀
佛
三
昧
經
言

无

始

已

來

无

量

罪

、
今
世
所
レ
犯
極
重
惡
、

日
日
夜
夜
所
レ
作
罪
、
念
念
歩
歩
所
レ
起
罪
、
念

佛

威

力

皆

消

滅

、
命

終

決

定

生

二
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極

楽

一

文

前
者
は
、
ど
う
し
て
観
音
菩
薩
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
か
ら
釈
迦
牟
尼
仏
の
娑
婆
世
界
に
到
来
し
、
衆
生
を
教
化
し
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
る 

働
き
を
す
る
の
か
と
い
う
理
由
を
説
い
た
短
い
経
典
か
ら
の
引
文
で
あ
る
。
そ
の
経
に
説
か
れ
る
本
生
譚
に
よ
る
と
、
前
世
の
因
縁
に
よ 

っ
て

釈
迦
・
弥

陀

・
観

音

・
勢
至
は
、
父

・
母

・
兄

・
弟
の
家
族
関
係
に
あ
り
、

一
家
の
共
同
に
よ
っ
て
大
悲
本
願
の
働
き
が
あ
る
。
そ 

れ
は
、
暗
い
井

戸

の

底

に

落
ち

て

苦

し
む

子(

衆
生)

を
救
う
た
め
に
父
親
が
濁
っ
た
井
戸
底
の
現
場
で
救
助
活
動
を
し
、
母
親
は
井
戸 

の
上
で
親
族
を
養
い
な
が
ら
落
ち
た
子
の
救
出
を
待
ち
受
け
、
両
親
の
間
を
兄
弟
が
自
在
に
連
携
し
て
救
済
が
実
現
す
る
こ
と
に
喩
え
ら 

れ
る
。
そ
の
経
典
の
末
尾
で
釈
尊
が
阿
弥
陀
仏
を
讃
え
る
偈
の
一
部
が
、
救

世

観

音

菩

薩

の

誓

願(

女
犯
偈)

の
趣
意
を
反
復
補
足
す
る 

よ
う
に
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
引
文
に
は
親
鸞
の
真
筆
が
現
存
す
る
。
後

者

の

『観
仏
三
昧
経
』

か

ら

の

引

文

は

『大
正
大
蔵 

経
』
所

収

の

『観
仏
三
昧
海
経
』

に
は
見
え
ず
、
元
の
文
脈
は
判
明
し
て
い
な
い
が
、

こ
れ
も
親
鸞
の
手
元
に
あ
っ
た
抜
き
書
き
を
真
仏 

が
一
緒
に
書
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

「
無
始
已
来
の
無
量
の
罪
、
今
世
に
犯
す
所
の
極
重
惡
、

日
日
夜
夜
に
作
る
所
の
罪
、
念
念
歩 

歩
に
起
す
所
の
罪
」
と

い

う

の

が

「
行
者
宿
報
設
女
犯
」
、

「
若
有
重
業
障
」

「
若
人
造
多
罪
」
を
敷
衍
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。 

そ

し

て

ど

ち

ら

の

経

文

も

「
弥
陀
願
力
に
乗
ず
る
こ
と
」

「念
仏
の
威
力
」

に
よ
っ
て
、
宿
業
煩
悩
の
報
い
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
必
ず 

浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
な
ら
、

『親
鸞
夢
記
』
と

『観
世
音
菩
薩
往
生
浄
土
本
縁
経
』

『観
仏 

三
昧
経
』

か
ら
の
抜
き
書
き
を
並
べ
て
親
鸞
が
真
仏
に
語
り
伝
え
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
夢
の
三
昧
の
中
に
、
六
角
堂
の
救
世
観
音
菩
薩
が
白
衣
の
僧
形
で
示
現
し
て
、
偈
文
を
誦
し
て
私
に
示
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
す
る
と 

こ
ろ
を
解
釈
す
る
な
ら
次
の
よ
う
で
あ
る
。
仏
道
を
歩
も
う
と
す
る
行
者
が
、
も
し
宿
世
の
業
の
報
い
に
よ
っ
て
愛
欲
の
よ
う
に
根
深
い 

煩
悩
を
断
て
な
い
な
ら
、
そ
の
た
め
に
犯
す
罪
の
報
い
に
苦
し
む
こ
と
な
く
、
弥
陀
の
本
願
念
仏
に
よ
っ
て
必
ず
浄
土
に
往
生
す
る
よ
う 

に
教
え
導
こ
う
。
こ
の
偈
文
を
読
誦
し
た
救
世
菩
薩
は
、

こ
れ
は
自
分
の
誓
願
で
あ
る
か
ら
、

一
切
群
生
に
説
き
聞
か
せ
な
さ
い
と
私
に 

命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
告
命
を
受
け
て
、
数
千
万
の
有
情
に
誓
願
を
聞
か
せ
よ
う
と
覚
え
た
と
こ
ろ
で
、
夢
は
悟
め
了
っ
た
。
そ
の
夢
告
が
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真
実
で
あ
る
こ
と
は
、
経
典
に
も
符
号
す
る
証
拠
が
あ
る
。
法
然
上
人
の
も
と
に
通
い
詰
め
て
聴
聞
し
た
と
こ
ろ
、
確
か
に
本
願
念
仏
の 

教
え
こ
そ
、
罪
悪
深
重
の
凡
夫
が
生
死
輪
廻
の
世
界
を
出
る
こ
と
が
か
な
う
道
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
得
た
。

こ
う
し
て
私
は
雑
行
を
棄 

て
て
本
願
に
帰
し
、
た
だ
念
仏
す
る
身
と
な
っ
た
の
だ
。
」

こ

の

よ
う

に

し
て

真

仏
な
ど

の

門
弟
に
六
角
堂
夢
告
を

語
る
こ

と
は

「他
の
爲
に
我
れ
已
に
夢
に
、
如
是
如
是
の
事
を
見
た
り
と
説 

く
」

こ
と
で
あ
り
、

そ
の
夢
の
三
昧
の
中
に

暗

喩
と

し
て

示

さ
れ

た

「女
犯
」

の
偈
文
を
解
釈
し
て
伝
え
る
こ
と
は
、

「
是

の

事
(

喩) 

を
持
し
て
人
の
爲
に
經
を
説
い
て
、
此
の
慧
を
解
し
て
不
退
轉
地
に
至
り
無
上
正
眞
道
を
得
せ
し
む
」

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に 

『般
舟
三
昧
経
』
行

品

で

釈

尊

が

「夢
の
姪
女
」

の
比
喩
を
説
い
た
と
き
に
賢
護
に
命
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

『大
智
度
論
』
佛
土
願 

釋
論
中
の
引
用
で
、
賢
護
が
三
人
の
男
の
た
め
に
実
践
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

親

鸞

が

「夢
の
姪
女
」

の
比
喩
と

の
相

応
を

意

識

し
て

『親
鸞
夢
記
』
を
著
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
量
す
る
根
拠
の
一
つ
は
、
そ
れ 

が
経
文
の
よ
う
に
整
え
ら
れ
た
形
式
を
も
っ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
夢
記
は
夢
の
記
憶
を
そ
の
ま
ま
文
字
に
記
し
た
ノ
ー
ト
で
は
な
く
、
偈 

文
を
中
心
に
編
集
構
成
さ
れ
た
漢
文
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
な

に

よ

り

も

『経
釈
文
聞
書
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
事
実
が
、

「
経
文
」 

と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
更
に
、

そ

の

中

心

で

あ

る

「
女
犯
偈
」
が
、
親
鸞
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
、
次
に
あ 

げ

る

『覚
禅
抄
』
如

意

輪

下

の

「
二
本
尊
變
二
王
玉
女
一
事
」

の
改
作
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
切
な
喩
を
巧
み
に 

説
く
た
め
に
練
り
上
げ
ら

れ

た

方

便

「
経
」

で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

又
云(

若)

發
二
邪
見
心7

姪
欲
熾
盛 

可
レ
堕
二
落
於
世7
如
意
輪
我
成
二
王
玉
女ペ

為
二
其
人
親
妻
妾
一
共
生
レ
愛
。

一
期
生
間
荘
嚴 

以
二
福
貴7

令
レ
造
二
無
邊
善
事ペ

西
方
極
楽
淨
土
令
レ
成
二
佛
道7
莫
レ
生
レ 

疑

。
云
 々

こ

の

文

を

「
女
犯
偈
」
と
対
照
す
る
と
、

「我
成
王
玉
女
」
と
い
う
表
現
な
ど
に
共
通
点
が
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
が
、

そ
の
相
違
す
る 

点

、
特

に

「
行
者
宿
報
」

と
い
う
部
分
に
、
親
鸞
が
救
世
菩
薩
か
ら
啓
示
さ
れ

た
誓
願
の
ポ
イ
ン
ト
が

あ
る
。

「
親

鸞

が

女

犯

を

『宿 

報
』
と
語
っ
た
時
、
女
犯
は
単
な
る
女
犯
で
は
な
く
、
本
人
の
意
志
を
超
え
た
、
絶
対
的
で
普
遍
的
な
あ
ら
ゆ
る
罪
業
の
象
徴
表
現
と
化
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し
た
」

の
で
あ
る
。

『覚
禅
抄
』

の
文
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
こ
と
に
は
、

そ
れ
が
東
密
の
文
献
で
あ
る
点
な
ど
に
問
題
が 

あ
る
が
、

『般
舟
三
昧
経
』

の

「
夢
の
姪
女
」

の
比
喩
を
両
者
に
共
通
す
る
祖
型
と
し
て
考
慮
に
入
れ
れ
ば
解
決
す
る
。

こ
の
よ
う
な
類 

型

的

・
相

関

的

な

思

考

・
表
現
方
法
は
、
中
世
日
本
に
あ
っ
て
は
普
通
の
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ

が

文

学

・
宗

教

・
思
想
の
世
界
で
重
要
な

@

役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
六
角
堂
の
本
尊
如
意
輪
観
音
に
関
す
る
文
献
を
渉
猟
し
て
い
る
間
に
、

「
夢
の
姪
女
」

の
比
喩
の
密 

教

化

し

た

も

の

で

あ

る

『覚
禅
抄
』

の
如
意
輪
の
文
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
し
た
文
を
目
に
と
め
、
親
鸞
は
そ
の
要
所
に
変
更
を
加
え
た 

本

歌

取

り

の

形

で

「女
犯
偈
」
を
著
し
た
と
い
う
想
定
が
可
能
で
あ
る
。
そ

れ

は

親

鸞

が

『文
末
子
伝
』

の

中

の

「
廟
窟
偈
」
を
書
写
編 

集
し
て
、

『親
鸞
夢
記
』
所

収

「磯
長
の
夢
告
」

の
偈
文
と
し
た
の
と
同
様
の
方
法
で
あ
る
。

親
鸞
の
六
角
堂
夢
告
に
つ
い
て
解
釈
す
る
場
合
、
そ
れ
は
夢"

三
昧
と
い
う
象
徴
や
比
喩
を
本
質
と
す
る
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ 

に

「
相
関
的
思
考
」

が
働
い
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
必
用
が
あ
る
。
そ

の

場

合

「宿
報
」

「
女
犯
」

「
玉
女
」
と
い
う
修
辞
的
に
突
出 

し
た
語
が
解
釈
の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
個
々
の
語
や
概
念
の
字
義
通
り
の
意
味
よ
り
も
一
層
重
要
な
の 

は
、
文
脈
の
中
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
関
係
が
表
し
て
い
る
意
味
で
あ
る
。
あ
る
象
徴
や
比
喩
が
別
の
文
脈
に
移
さ
れ
て
保
持
す
る
の
は
、
 

そ

れ

を

構

成
す

る

要

素

の

関

係(

構
造)

が
生
み
出
す
意
味
で
あ
る
。
元
の
文
脈
に
お
け
る
個
々
の
要
素
の
辞
書
的
な
意
味
で
は
な
い
。 

仏
典
に
説
か
れ
る
夢
や
譬
え
話
、

「神
話
」

や

「物
語
」
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、

そ
の
構
造
を
読
み
取
り
、

そ
れ
が
解
釈
者
に
と
っ
て
意 

味

を

も

つ

文

脈

に

「
相
関
的
思
考
」

に
よ
っ
て
移
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「女
犯
偈
」

の
場
合
、

「行
者
」
を
親
鸞
個
人
に
、

「宿 

報
設
女
犯
」
を
性
欲
の
悩
み
に
、

「
玉
女
」
を
欲
望
の
対
象
と
し
て
の
美
女
に
対
応
さ
せ
て
単
純
に
理
解
す
る
方
向
に
は
、
啓
示
と
し
て 

の
意
味
が
見
い
だ
せ
な
い
。
史
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
も
、
法
然
上
人
の
と
こ
ろ
へ
向
か
う
示
唆
が
見
い
だ
せ
な
い
の
で
『恵
信
尼 

消
息
』

が
語
る
親
鸞
の
回
心
の
過
程
を
説
明
で
き
ず
、
有
効
と
は
い
え
な
い
。

小
論
は
、
親
鸞
が
常
行
三
昧
堂
の
堂
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
着
目
し
、

『般
舟
三
昧
経
』

の
文
脈
に
お
け
る
夢
と
三
昧
に
つ
い
て 

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ

こ

に

念

仏

三

昧

の

譬

え

と

し
て

「
夢
の
姪
女
」

の
比
喩
を
見
い
だ
し
た
。

「女
犯
偈
」
と
こ
の
比
喩
を
合
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わ
せ
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
対
応
関
係
が
あ
り
、

「
行
者
」
と

「
玉
女
」

の
関
係
が
、
釈

尊

在

世

時

の

イ

ン

ド

「
王
舎
城
に
住
む
三
人
の 

男
」
と

「
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
に
住
む
三
人
の
遊
女
」
と
い
う
関
係
に
相
当
す
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
関
係
が
仏
道
の
文 

脈

に

移

さ

れ

る

と

「衆
生
」
と

「
阿
弥
陀
仏
」

の
関
係
に
重
な
り
、
他
力
の
念
仏
に
よ
る
救
済
を
巧
み
に
説
き
広
め
る
方
便
に
な
る
の
で 

あ
る
。

こ

の

よ

う

に

『般
舟
三
昧
経
』

の

「
夢
の
姪
女
」

の
比
喩
を
介
し
て
、

「
女
犯
偈
」
を
本
願
念
仏
の
暗
喩
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら 

ば
、
夢
告
を
得
た
親
鸞
が
法
然
上
人
の
も
と
へ
向
か
わ
れ
た
意
味
、

「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
回
心
の
本
質
が
、

よ
り
豊 

か
に
深
く
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お

わ

り

に

本
論
で
位
置
づ
け
た
よ
う
に
、
親
鸞
の
六
角
堂
参
籠
と
九
十
五
日
の
暁
の
夢
告
は
、
釈
尊
成
道
の
夜
の
三
昧
に
相
当
す
る
重
要
な
意
味 

を
も
っ
て
い
る
。
夢

告

の

偈

文

に

出

て

く

る

「
玉
女
」

や

「女
犯
」
は
、
釈
尊
伝
の
破
魔
品
に
お
け
る
魔
王
の
妖
艶
な
娘
た
ち
の
よ
う
に 

強
い
喚
起
力
を
も
っ
た
性
的
暗
喩
で
あ
り
、

そ

の

解

釈

に

あ

た

っ

て

は

「
目
覚
め
」(

菩

提

・
悟
り)

と
い
う
宗
教
的
文
脈
が
前
提
と
な 

る
。
降
魔
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
個
人
の
性
欲
を
論
ず
る
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆

者

は

か

つ

て

「
六
角
堂
夢
告
の
象
徴 

的
意
味
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
、

「女
犯
偈
」

か
ら
若
き
親
鸞
の
性
の
悩
み
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
異 

議
を
唱
え
た
。
今
回
、
近
年
の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
改
め
て
六
角
堂
夢
告
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
結
論
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。 

「
覺
夢
悟
了
」

と

い
う

六

角

堂

の

夢

記

の

結
び

に

表

現

さ
れ
て

い

る

の
は

、
夢
と

い
う

か
た
ち

で

本
願
力
に
遇
っ
て

遂
に
目
覚
め
た 

(

覺
・
悟
・
了)

と
い
う
末
法
濁
世
の
凡
夫
、
親
鸞
の
深
い
感
動
で
あ
る
。

註
①
 

口
伝
の
言
葉
が
文
字
に
残
さ
れ
た
伝
承
史
料
と
し
て
の
『恵
信
尼
消
息
』
の
特
性
に
つ
い
て
は
、
西
口
順
子
「
『恵
信
尼
書
状
』
私
論
」(

京
都
女
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子

大

学

『史
窓
』
四
八
号
、

一
九
九
一
年)

参
照
。

②
 

『真
宗
聖
典
』
六
一
六
〜
六
一
七
頁
。
原
文
は
仮
名
書
き
で
漢
字
の
使
用
は
限
ら
れ
て
い
る
。
か
な
表
記
の
テ
キ
ス
ト
は
『定
本
親
鸞
聖
人
全 

集
』
書
簡
篇
一
八
六
〜
一
九
二
頁
。

③
 

『真
宗
聖
典
』
六
一
ハ
頁
。
こ
の
追
っ
て
書
き
は
、
実
際
に
は
書
き
出
し
よ
り
前
の
余
白(

即
ち
手
紙
の
一
番
最
初
の
部
分)

に
書
か
れ
て
お
り
、
 

伝
達
内
容
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
。
影
印
で
軸
装
さ
れ
て
い
る
宮
崎
圓
遵
監
修
・
解

説

『恵
信
尼
文
書
』(

法
蔵
館
、

一
九
七
七
年)

参
照
。

④ 

『真
宗
聖
典
』
六
一
ハ
頁
。

⑤
 

こ
の
点
の
画
期
的
論
証
は
赤
松
俊
秀
『親
鸞
』
人
物
叢
書(

新
装
版)

四
九
〜
五
六
頁
を
参
照
。

⑥
 

平
松
令
三
編
『影
印
高
田
古
典
』
第
一
巻
真
佛
聖
人
集
、

一
ニ
五
〜
ー
ニ
七
頁
。
「経
釋
文
聞
書
」
に
つ
い
て
は
解
説
五
五
二
〜
五
五
七
頁
参
照
。

⑦
 

佐
々
木
覚
爾
「
『経
釈
文
聞
書
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
〇
巻
第
一
号(

二
〇
〇
一
年)

参
照
。
佐
々
木
氏
の
説
で
は 

正
嘉
元
年
後
半
か
ら
正
嘉
二
年
の
間
、
親
鸞
ハ
十
五
歳
。
『三
河
念
仏
相
承
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
建
長
ハ
年(

一
ニ
五
六)

に
真
仏
は
顕
智
・
専
信 

と
と
も
に
京
都
の
親
鸞
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
。

⑧
 

名

畑

崇

「親
鸞
の
太
子
観
と
そ
の
構
造
」
『大
谷
学
報
』
第
六
二
巻
第
一
号(

一
九
八
二
年)

一
〜
一
四
頁
参
照
。

⑨ 

建
長
二
年(

一
ニ
五
〇
年
、
親
鸞
七
十
八
歳)

四
月
五
日
の
日
付
を
も
つ
所
謂
『三
夢
記
』
に
、
親
鸞
自
身
に
よ
っ
て
「親
鸞
夢
記
云
」
と
し
て 

引
用
書
写
さ
れ
て
い
る
六
角
堂
の
夢
記
に
は
、
救
世
菩
薩
の
容
姿
や
服
装
な
ど
の
細
か
な
情
況
描
写
が
な
く
、
ま
た
偈
文
の
後
の
長
行
部
分
が
な
い
。
 

こ
の
頃
か
ら
ハ
十
五
歳
頃
ま
で
の
聖
徳
太
子
関
係
の
著
作
が
集
中
す
る
時
期
に
、
太
子
関
係
史
料
調
査
に
基
づ
い
て
加
筆
完
成
さ
れ
た
こ
と
が
推
定 

で
き
る
。

⑩ 

『真
宗
聖
典
』
五
〇
ハ
頁
。

⑪
 

山
田
雅
教
「六
角
堂
夢
告 

私
考
」
『真
宗
研
究
』
第
四
九
輯(

二
〇
〇
五
年)

一
六
二
〜
一
六
四
頁
に
小
串
侍
氏
の
説
を
う
け
て
指
摘
さ
れ
て 

い
る
。

⑫
 

『影
印
高
田
古
典
』
第
一
巻
、
五
三
三
頁
「
六
角
堂
夢
告
偈
文
」
及
び
解
説
六
〇
五
〜
六
〇
六
頁
。

⑬
 

天
台
口
伝
法
門
と
切
紙
相
伝
に
つ
い
て
は
、
田
村
完
誓
「恵
心
流
七
箇
法
門
三
重
伝
授
の
形
成
に
つ
い
て
」
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
八
巻
第 

一
号(

一
九
六
〇
年)

、
花
野
充
昭
「
日
本
中
古
天
台
文
献
の
考
察(

五)

——
切
紙
相
伝
に
つ
い
て
一
」
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
ハ
巻
第
二
号
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(

一
九
ハ
〇
年)

を
参
照
。
ま
た
大
久
保
良
順
「天
台
口
伝
法
門
と
浄
土
教
」
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
一
六
巻
一
号(

一
九
六
七
年)

に
よ
れ 

ば
、
念
仏
三
昧
に
つ
い
て
も
、
「止
観
七
面
決
」
の
第
七
に
出
離
生
死
の
一
面
と
し
て
「止
観
の
学
業
純
熟
す
る
者
は
、
今
生
の
内
に
弥
陀
の
内
證 

に
進
至
す
る
し
、
学
業
不
熟
の
者
は
至
心
一
念
必
得
往
生
の
本
願
に
従
っ
て
西
方
往
生
を
遂
げ
る
」
と
あ
り
、
常
行
三
昧
堂
の
堂
僧
で
あ
っ
た
青
年 

時
代
の
親
鸞
は
こ
の
よ
う
な
天
台
口
伝
法
門
の
世
界
に
お
い
て
修
学
を
続
け
た
の
で
あ
る
。
天
台
口
伝
法
門
と
天
台
浄
土
教
の
関
係
や
、
切
紙
な
ど 

の
テ
キ
ス
ト
の
問
題
に
つ
い
て
は 

1

0
4
1
1
1
1
1
6  

1

・51
1
0
1
1

卩

〇
弋
扃
ぎ
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辻
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よ
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き

す

『
ミ
よ
冷
〇
ゝ
ミ
ミ70

よ
冷
ミ0

ミ

ミ

7
6
7
0
6
7
7
2
0

说 

8

ミ

ミ

オ

ミ1
1
1
1
0

11!
も
ヨ
ボ切

〇
〇

ア!
!
！
！
一

な!"2

ミ

ヱ

ー

ミ
巴
」3
6
0

1
9
9
9
)
〉

电
，33

1
5
0

に
も
総
括
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑭
 

初
期
真
宗
に
お
け
る
夢
告
偈
文
の
伝
播
と
そ
の
過
程
に
お
け
る
解
釈
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
遠

藤

一

「中
世
仏
教
に
お
け
る
〈性
〉
—
興
福
寺
奏 

状

「剰
破
壊
為
宗
」
を
手
掛
り
と
し
て
一
」
『歴
史
評
論
』
五
一
ニ
号(

一
九
九
二
年)

二
〇
〜
二
四
頁
参
照
。
遠
藤
氏
に
よ
る
と
「女
犯
偈
」
は
、
 

荒
木
門
徒
に
お
い
て
は
「坊
守
縁
起
」
、
本
願
寺
門
徒
に
お
い
て
は
真
宗
念
仏
興
隆
の
奇
瑞
、
東
国
へ
の
伝
幡
の
予
兆
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
っ
た
。
 

⑮
 

萩

山
深

諦

『親
鸞
傳
新
考
』(

法
蔵
館
一
九
八
ハ
年)

二
六
〜
二
八
頁
参
照
。
萩
山
氏
は
、
熊
皮
の
御
影
が
「大
谷
に
最
初
に
奉
懸
さ
れ
た
最 

も
神
聖
な
親
鸞
画
像
」
で
あ
り
、
覚
信
尼
が
恵
信
尼
か
ら
伝
授
さ
れ
能
書
家
に
依
頼
し
て
浄
書
し
て
あ
っ
た
「御
示
現
の
文
」
を

「親
鸞
一
代
の
行 

履
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
」
貼
付
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

⑯
 

親

鸞

の

〈公
的
〉
肖

像

画

「安
城
の
御
影
」
と

「熊
皮
の
御
影
」
に
、
六
角
堂
参
籠
；
女
犯
偈
〉
が

「親
鸞
の
思
想
の
根
幹
と
な
る
、
宗
教
的 

メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
し
て
描
き
込
ま
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
佐

々

木

正

『親
鸞
始
記
—
隠
さ
れ
た
真
実
を
読
み
解
く
』(

筑
摩
書
房
一
九
九
七 

年)

四
六
〜
五
四
頁
参
照
。
「熊
皮
の
御
影
」
の
迫
真
の
凄
み
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
廣
瀬
杲
講
述
『正
信
偈
以
前
—
正
信
偈
を
読
む
前
に
一
』 

(

富
山
聞
光
会
編)

第

二

講(

一
九
九
一
年
四
月
一
三
日)

五
三
〜
五
四
頁
参
照
。

⑰
 

こ
れ
に
思
想
史
的
観
点
を
加
え
た
も
の
と
し
て
、
西
郷
信
綱
『古
代
人
と
夢
』(

平
凡
社
一
九
九
三
年)

九
〜
七
二
頁
、
佐

藤

弘

夫

『偽
書
の 

精
神
史 

神

仏

・
異
界
と
交
感
す
る
中
世
』(

講
談
社 

二
〇
〇
二
年)

ハ
九
〜
ー
ー
五
頁
を
参
照
。

⑱
 

『阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
三
十
七(

大
正 

第
一
五
四
五
号
、
巻
一 

ー
七 

頁
ー
九
三
色
。

⑲

同
、
頁
ー
九
三¢
1
 
一
九
四3

。

⑳
 

仏
教
に
お
け
る
夢
の
分
類
と
そ
の
虚
実
に
つ
い
て
の
理
論
は
、
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ(

旦ーー6

生
品

ー
ー
。

芻
仏
音)

の
著
作
に
定
型
化
さ
れ
て
お
り
、
そ 

れ

は

『大
毘
婆
沙
論
』

の
分
類
に
対
応
し
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は5

6
1
1

巳
ワ 

V
0
1
1
1
一
四
!
？

ゝ
ミ
き
启
ぎ
ぎ
厂
〇
き
力
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参
照
。

㉑

『真
宗
聖
典
』
六
一
七
頁
。

㉒

同
、
六
一
九
〜
六
二
〇
頁
。

㉓
 

脇
本
平
也
「親
鸞
の
夢
を
め
ぐ
っ
て
—

一
つ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
試
み
—
」
『理
想
』
四
ハ
五
号
、
九
十
六
頁
参
照
。
脇
本
氏
は
、
こ
の
五 

十
九
歳
の
と
き
の
夢
に
つ
い
て
、
武
内
義
範
氏
の
解
釈
を
引
き
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
「
『行
者
宿
報
』

の
偈
に
接
し
た
若
き
日
の
親 

鸞
に
も
、
こ
う
し
た
深
読
み
の
心
理
機
構
は
す
で
に
作
動
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
考
え
て
み
る
わ
け
で
あ
る
」
。
堂
僧
親
鸞(

範
宴) 

に
と
っ
て
の
夢
と
三
昧
の
意
味
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
は
十
分
な
根
拠
が
あ
る
。
な
お
、
大
経
読
誦
の
夢
の
武
内
義
範
氏 

の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
『浄
土
仏
教
の
思
想 

第
九
巻 

親
鸞
』(

講
談
社
、

一
九
九
一
年)

四
〇
〜
四
二
頁
参
照
。

㉔
 

こ

の

『建
長
二
年
文
書
』(

所

謂

『三
夢
記
』)

に
つ
い
て
は
、
古
田
武
彦
氏
が
従
来
の
偽
作
説
を
覆
し
、
真
作
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た(

『親 

鸞
思
想
—
そ
の
史
料
批
判
—
』
冨
山
房
一
九
七
五
年)

三
〜
三
五
頁
。
現
在
も
史
学
界
で
は
論
争
が
続
い
て
い
る
が
、
偽
作
と
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
理
由
は
乏
し
く
、
夢
の
内
容
と
い
う
点
か
ら
は
真
作
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
真
偽
論
争
に
つ
い
て
は
山
田
雅
教
「伝
親
鸞
作
『三 

夢
記
』

の
真
偽
に
つ
い
て
」(

『高
田
学
報
』
七
五
輯
、

一
九
ハ
六
年)

、
古
田
武
彦
「新

・
親
鸞
の
史
料
批
判
—
建
長
二
年
文
書(

三
夢
記)

の
信 

憑
性
に
関
し
、
山
田
論
文
に
答
え
る
一
」(

著

作

集

親

鸞

・
思
想
研
究
編
“

『親
鸞
思
想
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三
年)

九
七
九
〜
一
〇
二
三
頁
、
 

山
田
雅
教
「再
論 

伝
親
鸞
作
『三
夢
記
』
の
真
偽
に
つ
い
て
」(

『高
田
学
報
』
九
二
輯
、
二
〇
〇
四
年)

。

こ

の

『三
夢
記
』
に
つ
い
て
は
真
木
由
香
子
氏
に
よ
る
綿
密
で
優
れ
た
考
察
が
あ
る(

『親
鸞
と
パ
ウ
ロ 

異
質
の
信
』
教
文
館
、

一
九
ハ
ハ 

年)

五
二
〜
五
八
頁
。
他
に
、
河
合
隼
雄
『明
恵 

夢
を
生
き
る
』(

法
蔵
館
、

一
九
ハ
七
年)

二
六
一
〜
二
六
四
頁
、
武

内
義

範

『浄
土
仏
教
の 

思
想 

第
九
巻 

親
鸞
』
六
〇
〜
ハ
一
頁
な
ど
を
参
昭
“。
但
し
、
武
内
氏
は
第
三
の
六
角
堂
夢
告
偈
文
に
つ
い
て
は
「内
容
か
ら
い
っ
て
あ
ま
り
に 

卑
俗
で
親
鸞
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
何
ら
懺
悔
の
心
も
な
い
。
と
う
て
い
親
鸞
か
ら
出
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
は 

解
釈
が
異
な
る
。

㉕
 

坂
東
性
純
「夢
と
三
昧
〔
上
〕
」
『在
家
佛
教
』
五
三
巻
六
二
〇
号
を
参
照
。
二
〇
〇
三
年
の
講
演
の
中
で
坂
東
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

「夢
」
と
い
う
言
葉
の
持
っ
て
い
る
大
事
な
側
面
は
「
三
昧
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
お
い
て
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㉙

の
み
最
も
真
実
な
も
の
が
宿
り
、
宗
教
的
な
る
も
の
、
神
聖
な
も
の
に
出
会
え
る
場
所
で
す
ね
。
そ
う
い
う
場
所
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
時
の 

「夢
」
は

「三
昧
」
と
同
義
語
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。(

一
七
頁)

。

『往
生
要
集
』
巻
中
、
大
文
第
六
、
別
時
念
仏(

一
日
乃
至
七
日)

「若
覚
不
見
仏
、
於
夢
中
見
之
」
。

『摩
訶
止
觀
』
 

卷
第
二
上
「須
要
期
誓
願
使
我
筋
骨
枯
朽
學
是
三
昧
不
得
終
休
息
」(

大
正 

第
一
九
ー 

ー
号
、
巻
四
六 

頁
ー
二
匕)

。
 

六
角
堂
夢
告
と
こ
の
比
喩
の
連
想
に
つ
い
て
は
、
真
継
伸
彦
「《
総
論
》
親
鸞
と
現
代
」(

真
継
伸
彦
編
『〈宗
派
別
〉
日
本
の
仏
教
・
人
と
教
え 

4
 

浄
土
真
宗
』)

二
三
〜
二
四
頁
を
参
照
。
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
真
継
氏
は
夢
告
を
読
ん
で
ま
ず
連
想
す
る
こ
と
と
し
て
『摩
訶 

止
觀
』
に
引
か
れ
た
こ
の
喩
え
を
引
用
し
て
い
る
。

こ
の
比
喩
に
つ
い
て
は
『浄
土
仏
教
の
思
想
第
二
巻
観
無
量
寿
経
・
般
舟
三
昧
経
』
三
〇
四
〜
三
〇
六
頁
の
梶
山
雄
一
氏
に
よ
る
解
説
お
よ 

び
二
七
ー
〜
二
七
二
頁
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら
の
和
訳
を
参
照
。
ポ
ー
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
氏
の
『摩
訶
止
觀
』
の
英
訳
研
究
に
も
、
こ
の
比
喩
に
つ
い 

て 

の 
考
家
力 
あ
る 

一
巳 

い
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十
六
大
士 
(

十
六
正
士)

の
一
人
で
在
家
菩
薩
の
代
表
。
「善
守
」
と
も
訳
さ
れ
、
音
写
で
は
他
に
婆
陀
和
、
跋
陀
羅
婆
梨
、
跋
陀
婆
羅
な
ど
と 

表
記
さ
れ
る
。
『大
無
量
寿
経
』
の
序
文
に
は
「ま
た
賢
護
等
の
十
六
の
正
士
あ
り
に
き
ご
と
翻
訳
名
で
登
場
す
る(

『真
宗
聖
典
』
二
頁)

。

大
正 

第
四
一
八
号
、
巻
一
三 

頁
九
〇
五4

。
『國
譯
一
切
經 

大
集
部
四
』
所
収
の
望
月
信
亨
氏
の
訳
を
参
照
。
望
月
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の 

箇
所
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
の
記
述
が
、
現
存
す
る
阿
弥
陀
仏
関
係
の
文
献
中
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
阿
弥
陀
仏 

の
国
土
の
名
称
「須
摩
提
」
は
同
じ
支
婁
迦
讖
に
よ
っ
て
同
時
期(

西
暦
一
七
八
〜
一
八
九
年
頃)

に
訳
さ
れ
た
『大
阿
弥
陀
経
』
に
も
用
い
ら
れ 

る
も
の
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
ス
ク
ハ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
の
ガ
ン
ダ
ー
リ
ー
語
形
の
音
写
と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
後
半
の
「若
沙
門
白
衣
所
聞
西
方 

阿
彌
陀
佛
刹
」
の
部
分
の
読
み
方
は
、
大
正
蔵
経
の
加
点
と
異
な
る
が
望
月
訳
に
従
う
。
「於
覺
不
見
、
於
夢
中
見
之
」
の
前
半
を
条
件
節
と
し
て 

読
む
こ
と
は
、
梶
山
雄
一
氏(

前
掲
書
三
〇
〇
〜
三
〇
一
頁)

に
従
う
。
こ
の
読
み
は
『往
生
要
集
』(

巻
中
、
大
文
第
六
、
別
時
念
仏)

に
引
用 

挿
入
さ
れ
た
「
〈此
文
在
彼
経
行
品
中
〉
若
覚
不
見
仏
、
於
夢
中
見
之
」
と
一
致
す
る
。

大
正 

第
四
一
八
号
、
巻
一
三 

頁

九

〇

五

し

。
地

名

「墮
舍
利
國
」
は
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
、
「羅
閲
祇
國
」
は
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ(

王 

舎
城)

の
ガ
ン
ダ
ー
リ
ー
語
形
の
音
写
。
同
様
に
三
人
の
姪
女
の
名
前
「須
門
」
「阿
凡
和
梨
」
「優
陂
疽
」
は
そ
れ
ぞ
れ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語(

括
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弧
内
ハ
ー
リ
語)

の
ス
マ
ナ
ー
、
ア
ー
ム
ラ
ハ
ー
リ
ー(

ア
ン
バ
ハ
ー
リ
ー)

、
ウ
ト
ハ
ラ
ヴ
ァ
ル
ナ
ー(

ウ
ッ
ハ
ラ
ヴ
ァ
ン
ナ
ー)

に
あ
た
る
。
 

こ
の
三
人
は
『
テ
ー
リ
ー
・
ガ
ー
タ
—
』(

長
老
尼
偈
、
和
訳
は
中
村
元
『仏
弟
子
の
告
白
，
尼
僧
の
告
白
』)

に
詩
を
残
し
て
い
る
。
パ
ー
リ
語 

固
有
名
詞
辞
典(

〇
呈0

7
1
4

ご2
 3

—
 3
0
0

ミ
ミ
ミ̂

に
よ
れ
ば
、
最
初
の
ス
マ
ナ
ー(

美

女

・
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
花)

と
い
う
名
前
で
知
ら
れ
る 

尼
僧
は
二
人
い
て
、

一
人
は
出
家
前
の
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
ハ
ー
レ
ム
に
い
た
釈
迦
族
の
女
性
ス
マ
ナ
ー
で
、
『
テ
ー
リ
ー
・
ガ
ー
タ
—
』
第
十
四
偈 

に
、
迷
い
の
生
存
に
対
す
る
欲
を
離
れ
て
寂
静
の
者
と
し
て
歩
む
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
。
よ
り
有
名
な
の
は
コ
ー
サ
ラ
国
王
パ
ー
セ
ナ
デ
ィ
の
妹
で
、
 

祇
園
精
舎
の
奉
献
式
に
も
出
席
し
、
年
老
い
て
か
ら
出
家
し
た
ス
マ
ナ
ー
で
あ
る
。
『
テ
ー
リ
ー
・
ガ
ー
タ
ー
』
第
十
六
偈
は
、
欲
情
が
静
ま
り
安

ら
ぎ
を
得
た
彼
女
の
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
。
三

人

の

「姪
女
」
の
中
で
実
際
に
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
の
高
名
な
遊
女
で
あ
っ
た
の
は
ア
ー
ム
ラ
パ
ー 

リ

ー
(

マ
ン
ゴ
ー
守
り)

で
、
絶
世
の
美
女
と
し
て
知
ら
れ
た
彼
女
は
、
釈
尊
に
自
分
の
マ
ン
ゴ
ー
園
を
寄
進
し
て
深
く
帰
依
し
た
。

『
テ
ー 

リ
ー
・
ガ
ー
タ
—
』
に
は
、
身
体
美
の
無
常
を
詠
っ
た
彼
女
の
詩
が
十
九
偈
入
っ
て
い
る(

第
二
五
二
〜
二
七
〇
偈)

。
ウ
ト
パ
ラ
ヴ
ァ
ル
ナ
ー 

(

蓮
華
色)

は
初
期
教
団
に
お
い
て
尼
僧
の
模
範
と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
神
通
力
に
よ
っ
て
目
連
尊
者
と
並
び
称
さ
れ
た
女
性
で
あ
る
。
コ
ー
サ
ラ
国 

の
裕
福
な
家
に
生
ま
れ
、
蓮
華
の
花
芯
の
よ
う
な
色
の
美
し
い
肌
を
も
っ
こ
と
か
ら
そ
の
名
で
呼
ば
れ
た
。
そ
の
美
し
さ
ゆ
え
、
結
婚
後
も
世
間
の 

愛
欲
に
苦
し
ん
だ
末
に
出
家
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
『テ
ー
リ
ー
・
ガ
ー
タ
—
』
所
収
の
彼
女
の
詩(

第
二
ニ
四
〜
二
三
五
偈)

に
は
、
実
の
娘
と 

夫
を
共
に
す
る
巡
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
母
親
と
し
て
愛
欲
の
も
た
ら
す
苦
し
み
を
詠
っ
た
も
の
や
、

マ
ー
ラ(

魔
王)

に
対
し
て
、
そ
の 

影
響
力
に
完
全
に
打
ち
勝
っ
た
こ
と
を
宣
言
す
る
も
の
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

『大
智
度
論
』
巻

第

七(

大
正

大
正
第
四
一
八
号
、
巻
一
三

大
正
第
四
一
七
号
、
巻
一
三

大
正
第
四
一
八
号
、
巻
一
三

第
一
五
〇
九
号
、
巻
二
五
頁
ー
ー
〇
匕)

頁
九
〇
五
わ
。

頁
ハ
九
九3

頁
九
〇
五
わ
。

引
用
中
の
「菩
薩
於
是
間
國
土
聞
阿
彌
陀
佛
。
數
數
念
」
の
箇
所
は
、
隋

訳

『大
方
等
大
集
経
賢
護
分
』(

『賢
護
菩
薩
所
聞
経
』)

で

は

「其
身

常
住
此
世
界
中
。
暫
得
聞
彼
阿
彌
陀
如
來
應
供
等
正
覺
名
號
。
而
能
繫
心
相
續
思
惟
次
第
不
亂
」(

大
正 

第
四
一
六
号
、
巻
一
三 

頁
ハ
七
六

3
)

と
訳
さ
れ
て
お
り
、
「阿
彌
陀
仏
を
聞
く
」
と
い
う
の
は
、
そ

の

「名
號
を
聞
く
」
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
。

大
正 

第
四
一
七
号
、
巻
一
三 

頁
ハ
九
九4

〜
わ
。
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⑩

大
正
第
四
一
八
号
、
巻
一

三

頁

九

〇

五

：

@
 

『正
像
末
和
讃
』
第
三
四
首
、
『真
宗
聖
典
』
五
〇
三
頁

@
 

『大
智
度
論
』
巻

第

七(

大
正 

第
一
五
〇
九
号
、
巻
ー
ー
五
、
頁
ー
ー
〇&

〜
わ)

@
 

『仏
本
行
集
経
』
巻
第
二
ハ
魔
怖
菩
薩
品(

大
正 

第
一
九
〇
号
、
巻
三
、
頁
七
七
八
。
〜
七
九
六
匕
、
特
に
七
八
一
し
〜
。)

、
『仏
所
行
讃
』 

巻
第
三
破
魔
品
第
十
三(

大
正 

第
一
九
二
号
、
巻
四
、
頁
ニ
五3

〜

二

六

。
後
者
で
は
、
波
旬
の
三
人
の
娘
「欲
染
」
「能
悦
人
」
「愛
楽
」
 

は

「玉
女
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る(

頁
ー
ー
五
。)

。

逊 

大
正 

巻
ー
ー
五
、

頁
ー
ー
〇
匕
。
こ
の
箇
所
は
、
『般
舟
三
昧
経
』(

三
巻
本)

の
行
品
末
尾
で
釈
尊
が
颱
陀
和
菩
薩
に
説
い
て
い
る
空
観
・
唯 

心
観
の
教
え
を
、
『大
智
度
論
』
訳
者
の
鳩
摩
羅
什
が
喩
え
の
中
に
挿
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
梶
山
雄
一
氏
の
解
説 

(

前
掲
書
三
〇
五
〜
三
〇
六
頁)

を
参
照
。

@
 

こ

こ
で

「是
の
諸
菩
薩
」
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
直
接
的
に
は
『大
智
度
論
』
が
釈
し
て
い
る
『経
(

大
品
般
若
経)

』

の
中
の
諸 

菩
薩
で
あ
ろ
う
が
、
喩
え
の
中
の
三
人
の
男
は
般
舟
三
昧
を
会
得
し
て
空
を
悟
り
不
退
転
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
文
脈
か
ら
彼
ら
を
「是
の
諸
菩 

薩
」
に
含
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

⑯

存

覚

『歎
徳
文
』(

『真
宗
聖
典
』
七
四
四
頁)

。

物 

平
松
令
三
編
『影
印
高
田
古
典
』
第

一

巻

「経
釋
文
聞
書
」

一
ニ
八
〜
ー
ニ
九
頁
。

⑱
 

『影
印
高
田
古
典
』
第

一

巻

「経
釋
文
聞
書
」

一
三
〇
〜
ー
ー
ー 
ー
ー
頁
。

@
 

『大
日
本
続
蔵
経
』
第
一
二
号
、
巻
一
、
頁
三
六
二
〜
三
六
三
。
引
用
部
分
は
三
六
三
…

こ

の

『観
世
音
菩
薩
往
生
浄
土
本
縁
経
』
が
こ
こ
に 

引
か
れ
て
い
る
の
は
、
「も
し
極
楽
浄
土
へ
往
生
し
た
い
の
だ
っ
た
ら
、
な
ぜ
直
接
阿
弥
陀
仏
に
お
ね
が
い
し
な
か
っ
た
の
か
。
な
ぜ
阿
弥
陀
仏
を 

本
尊
と
す
る
寺
に
参
籠
し
な
か
っ
た
の
か
。
な
ぜ
阿
弥
陀
仏
の
脇
侍
で
あ
る
観
音
菩
薩
に
頼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
」(

今
井
雅
晴
「親
鸞
の
六
角
堂 

の
夢
告
に
つ
い
て
」
『中
世
仏
教
の
展
開
と
そ
の
基
盤
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
二
年
、
二
九
頁)

と
い
う
よ
う
な
疑
問
へ
の
明
白
な
答
え
が
含
意
さ 

れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

㉚
 

小

串

侍

『初
期
本
願
寺
の
研
究
』(

法
蔵
館
、

一
九
七
九
年)

六
四
〜
六
五
頁
参
照
。

㉛
 

平
松
令
三
「新
知
見
の
親
鸞
聖
人
筆
本
縁
経
要
文
」
『高
田
学
報
』
九

二

輯(

二
〇
〇
四
年)

参
照
。
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山
田
雅
教
「六
角
堂
夢
告 

私
考
」
『真
宗
研
究
』
第
四
九
輯(

二
〇
〇
五
年)

一
六
二
〜
一
六
四
頁
参
照
。
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
中
村
生
雄
氏
も
注
意
を
向
け
て
「行
者
宿
報
偈
の
前
後
で
、
言
わ
ば
そ
の
偈
の
解
釈
を
添
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
 

そ
の
後
の
思
索
の
跡
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る(

「親
鸞
の
夢
と
往
生
」
『現
代
思
想
』

一
九
ハ
五
年
六
月
臨
時
増
刊)

一
四
七

頁
。
河
合
隼
雄
氏
も
「
三
夢
記
」
に
つ
い
て

「夢
が
う
ま
く
で
き
す
ぎ
て
い
る
、
と
い
う
点
か
ら
疑
問
を
抱
い
た
人
も
多
か
っ
た
ろ
う
が

・親
鸞

の
夢
記
は
詩
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
明
恵
の

『夢
記
』
が
、
夢
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
て
い
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
余
計
に
作
為
的
な
感
じ
を

抱
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
(

『明
恵
夢
を
生
き
る
』
法
蔵
館
、

一
九
ハ
七
年)

二
六
三
頁
。

@ @ @ @

大
正 

図
像
部
巻
四 

頁
四
ハ
〇
。
こ

の

『覚
禅
抄
』

輯
(

一
九
六
三
年)

に
よ
っ
て
初
め
て
指
摘
さ
れ
た
。

の
文
と
の
関
連
は
、
名

畑

崇

「親
鸞
の
六
角
夢
想
の
偈
に
つ
い
て
」
『真
宗
研
究
』
第
八

平

雅

行

「親
鸞
と
女
犯
偈
」(

『親
鸞
と
そ
の
時
代
』
、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年)

一
〇
六
頁
〜
一
〇
七
頁
。
こ
の
相
違
点
に
大
き
な
意
味
が
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
名
畑
崇
氏
も
前
掲
論
文
の
中
で
論
じ
て
い
る
。

こ

の

『覚
禅
抄
』
参
照
説
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
山
田
雅
教
氏
の
前
掲
論
文
に
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る(

一
五
四
〜
一
五
ハ
頁)

。

阿

満

利

曆

『中
世
の
真
実 

親

鸞

・
普
遍
へ
の
道
』(

人
文
書
院
、

一
九
八
一
年)

一
ニ
ニ
〜
ー
二
三
頁
参
照
。
阿
満
氏
は
一
般
に
流
布
し
て

い
た
類
似
の
文
と
し
て
『沙
石
集
』
に
み
え
る
「色
欲
ニ
著
ス
ル
機
ニ
ハ
、
端
正
ノ
女
人
ト
ナ
リ
テ
方
便
シ
テ
道
二
入
ル
」
と

い

う

『浄

名
(

維 

摩)

経
』

の
文
も
挙
げ
て
い
る
。
中
世
日
本
の
「相
関
的
思
考
法
ち

一

冒

す

を

直
 

に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
氏
が
「如 

意
尼
と
玉
女
」
を
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
う
し
た
思
考
法
に
お
い
て
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
な
り
、
シ
ン 

ボ
ル
が
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
類
推
的
、
相
関
的
思
考
法
の
最
大
の
特
徴
は
、
シ
ン
ボ
ル
自
体
の!3
0

ぎ

巴

な(

詩
的
か 

つ

「生
成
」
的)

力
で
あ
る
。
こ
れ
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
言
う
『プ
ラ
ク
シ
ス
の
柔
軟
な
論
理
』
に
近
い
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
論
理
は
、
あ
る
認
識 

論
的
、
あ
る
い
は
シ
ン
ボ
ル
的
な
次
元
か
ら
別
の
次
元
へ
の
移
行
を
許
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

一
つ
の
文
化
、
ま
た
は
一
時
代
の
文
化
全
体 

を
継
ぎ
目
の
な
い(

シ
ー
ム
レ
ス
な)

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
い
わ
ば
イ
ン
ド
ラ
の
網
と
同
様
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
ま
と
め
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。
あ 

る
サ
ブ:

ン
ス
テ
ム
か
ら
別
の
サ
ブ:

ン
ス
テ
ム
へ
と(

意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に)

流
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
が 

避
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
シ
ス
テ
ム
全
体
に
柔
軟
性
が
与
え
ら
れ
る
ご(

一
九
九
九
年
五
月
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
仏
教
研
究
セ
ン
タ
— 

で
行
な
わ
れ
た5

^
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『文
末
子
伝
』

の
中
の
「廟
窟
偈
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
遠

藤

一

「親
鸞
と
女
性
」(

『信
の
念
仏
者 

親
鸞
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年) 

ー
ニ
ニ
〜
ー
ニ
四
頁
参
照
。
夢
と
い
う
暗
喩
を
文
章
に
表
現
す
る
こ
と
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
、
自
分
の
見
た
夢
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
情
景
を
忠
実
に
記 

録
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
真
実
な
る
法
の
働
き
、
他
力
の
表
現
と
し
て
夢
に
現
れ
た
聖
賢
の
こ
と
ば
を
、
原
典
に
依
っ
て
吟
味
し
、
そ
の
意
味 

が
正
し
く
伝
わ
る
よ
う
に
表
す
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
片
岡
了
氏
は
、
親
鸞
の
著
作
に
用
い
ら
れ
て
い
る
比
喩
表
現
を
検
討
し
、
直
喩
も
暗
喩
も 

聖
教
に
典
拠
が
あ
り
、
自
作
の
比
喩
が
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
親
鸞
が
、
仏
智
の
表
現
・
「出
世
語
」
と
し
て 

の
比
喩
を
大
切
に
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
本
義(

シ
ニ
フ
ィ
エ)

も

喩

義(

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン)

も
共
に
出
世
語
な
の
で
あ
る
。
経
典
や
祖
師 

の
こ
と
ば
に
典
拠
を
も
た
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
比
喩
を
避
け
た
の
は
、
世
俗
の
レ
ベ
ル
に
引
き
下
げ
て
本
義
が
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
図 

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。(

片

岡

了

「親
鸞
聖
人
の
文
体
」
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
六
日
の
大
谷
大
学
報
恩
講
記
念
講
演)

。
『親
鸞
夢
記
』
に
収 

め
ら
れ
た
夢
に
典
拠
が
あ
り
、
類
型
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
同
様
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

1110116  
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石
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一
 

九
九
三
年
ハ
月
、
大
谷
大
学
に
於
け
る
国
際
真
宗
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