
呼
応
の
真
宗
学

安 

冨 

信 

哉

は

じ

め

に

今

か

ら

三

十

二

年

前

の

一

九

七

六(

昭
和
五
一)

年
一
〇
月
二
〇
日
未
明
、
金
子
大
榮
先
生
は
、
九
十
五
年
の
長
い
世
寿
を
終
え
て
示 

寂
さ
れ
た
。
ご
葬
儀
は
、

一
〇
月
ニ
ニ
日
、
下
鴨
法
泉
寺
に
て
、
多
数
の
参
列
者
を
迎
え
、
し
め
や
か
に
と
り
行
わ
れ
た
。 

数
え
て
み
れ
ば
、
本
年
は
、
先
生
の
三
十
三
回
忌
の
年
に
あ
た
る
。
金
子
先
生
は
、
真
宗
教
学
の
探
究
一
筋
の
た
め
に
、
そ
の
九
十
五 

年
の
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
た
。
岩

波

文

庫

の

『教
行
信
証
』

と

『歎
異
抄
』

は
、
先
生
が
校
訂
し
、
註
を
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
が
真 

宗
学
に
関
心
を
も
っ
て
最
初
に
手
に
と
っ
た
の
も
、
金
子
先
生
の
そ
れ
ら
の
本
で
あ
る
。

一

九

六

七(

昭
和
四
二)

年

、
大
谷
大
学
大
学 

院
修
士
課
程
に
入
学
し
、
真
宗
学
を
専
攻
し
た
私
は
、
先
生
の
大
学
院
で
の
特
別
講
義
を
拝
聴
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
墨
染
め
の
衣
を
着 

て
、
教

室

で

た

ん

く

と

お

話

さ

れ

る

姿

が

記

憶

に

残

る

。
当
時
は
、
曽
我
量
深
先
生
も
健
在
で
、
曽

我

・
金
子
両
先
生
の
講
義
は
、
学 

生
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
教
員
、
学
外
の
方
々
も
聴
講
し
た
。
ま
た
金
子
先
生
の
最
晚
年
に
は
、
私
は
、
先
輩
や
同
僚
と
下
鴨
の
ご
自
宅 

で
、
お
話
を
聞
く
機
会
を
得
た
。
改
め
て
学
恩
の
深
き
こ
と
を
想
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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ー
、
善
知
識

先
生
は
、

一
ハ
八
一(

明
治
一
四)

年

、

一
月
三
日(

戸
籍
上
は
、
五
月
三
日)

、
新

潟

県

高

田(

現
上
越
市)

の
最
賢
寺
に
お
生
ま
れ
に
な 

っ
た
。
先
生
の
ご
一
生
は
、
け
っ
し
て
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
若
い
頃
に
は
病
弱
で
、

い
つ
も
死
を
覚
悟
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ 

り
、
ま
た
大
谷
大
学
の
教
壇
に
立
た
れ
て
か
ら
は
、
あ

の

歴

史

的

な

「異
安
心
」
事
件
の
渦
中
に
身
を
投
じ
て
、
し
ば
ら
く
宗
門
か
ら
追 

わ
れ
る
羽
目
に
な
っ
た
。

か
え
り
み
れ
ば
苦
難
の
多
い
一
生
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
て
越
え
て
来
た
か
解
ら
な
い
幾
山
河
で
あ
る
。
自
分
に
は
自
分
の
も
の
で 

な
い
力
が
働
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
力
は
父
祖
の
念
願
か
近
親
の
護
持
か
。

「
こ
の
身
私
有
に
あ
ら
ず
」
と
感
ぜ
し
め
ら
れ 

た
時
も
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
は
多
く
の
人
縁
・
法
縁
の
加
被
を
思
わ
し
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
れ
ど
そ
の
惣
べ
て
を
含
め
て
業
力
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

(

『聞
思
室
日
記 

続
々
』

コ
マ
文
庫
、

一
〇
六
頁) 

と
先
生
は
回
想
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
の
出
発
に
は
、
先
生
の
真
宗
大
学
で
の
学
び
が
あ
る
。
承
知
の
よ
う
に
、
真
宗
大
学
初
代
学
長
の
清
沢
満
之
先
生
は
、
真
宗
大
学
開 

校
に
あ
た
っ
て
、

本
学
は
他
の
学
校
と
は
異
り
ま
し
て
宗
教
学
校
な
る
こ
と
殊
に
仏
教
の
中
に
於
て
浄
土
真
宗
の
学
場
で
あ
り
ま
す 

即
ち
我
々
が 

信
奉
す
る
本
願
他
力
の
宗
義
に
基
き
ま
し
て
我
々
に
於
て
最
大
事
件
な
る
自
己
の
信
念
の
確
立
の
上
に
其
信
仰
を
他
に
伝
へ
る
即
ち 

自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
す
べ
き
人
物
を
養
成
す
る
の
が
本
学
の
特
質
で
あ
り
ま
す

(

「真
宗
大
学
開
校
の
辞
」
・
『清
沢
満
之
全
集
』
岩
波
書
店
、
第
七
巻
、
三
六
四
頁) 

と
述
べ
て
い
る
。
真
宗
大
学
は
、

い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
柱
と
し
て
、
世
に
有
為
な
人
材
を
輩
出
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す 

る

「
他
の
学
校
」
と
は
異
な
り
、

「自
己
の
信
念
の
確
立
の
上
に
其
信
仰
を
他
に
伝
へ
る
」

「自
信
教
人
信
の
誠
を
尽
す
べ
き
人
物
」
を
養
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成

す

る

「
浄
土
重
ヱ
示
の
学
場
」

で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
大
学
は
、
学
問
の
府
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
知
的
な
活
動
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
が
、
真
宗
大
学
は
、

ー
 

般
的
な
学
問
の
精
神
、
知
的
要
求
の
満
足
を
も
っ
て
は
尽
せ
な
い
根
源
的
な
「
学
び
の
場
」

で
あ
る
こ
と
を
、
清
沢
先
生
は
期
待
し
た
の 

で
あ
る
。

寺
川
俊
昭
氏
は
、
清
沢
満
之
が
真
宗
大
学
に
対
し
て
、

直
ち
に
親
鸞
に
直
参
し
、
親
鸞
に
学
び
、
そ
し
て
親
鸞
の
精
神
に
生
き
よ
う
と
の
明
確
な
姿
勢
を
、
大
学
の
志
願
と
し
て
表
明
し
た
。 

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り
清
沢
先
生
は
、
大
学
の
構
成
員
の
一
人
ひ
と
り
が
、
親
鸞
聖
人
の
あ
の
強
烈
な
求
道
精
神
、
学
仏
道
の
精 

神
の
中
に
生
き
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。

大
学
の
存
立
基
盤
で
あ
る
そ
の
学
道
の
精
神
を
若
き
金
子
大
榮
先
生
は
吸
収
し
た
。
金
子
先
生
は
、
清
沢
先
生
か
ら
直
接
警
策
を
受
け 

る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
真
宗
大
学
で
先
生
の
馨
咳
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
清
沢 

先
生
の
没
後
、
浩
々
洞
の
人
々
と
信
仰
の
交
わ
り
を
深
め
、

一

九

一

五(

大
正
四)

年
五
月
か
ら
、
暁
烏
敏
先
生
の
後
任
と
し
て
、

二
年 

間
、

『精
神
界
』

の
編
集
主
任
を
担
当
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
先
生
を
清
沢
門
下
と
し
て
位
置
づ
け
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
。 

こ
の
こ
と
と
同
時
に
、
金
子
先
生
の
ご
生
涯
に
お
い
て
、
曽
我
量
深
先
生
と
の
交
流
は
最
も
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
曽
我
先
生
な 

く
し
て
、
金
子
先
生
の
歩
み
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

曽
我
先
生
と
私
は
同
じ
北
国
、
越
後
で
あ
り
ま
す
る
が
、
先
生
と
知
り
合
い
に
な
り
ま
し
て
か
ら
は
、
も
う
六
十
年
以
上
に
な
り 

ま
す
。
も
っ
と
言
え
ば
、
大
学
の
学
生
時
代
か
ら
で
す
か
ら
、
ま
あ
七
十
年
と
い
っ
て
も
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
学
生
時
代 

で
は
、
先
生
と
私
と
は
五
年
違
い
で
、
先
生
は
研
究
科
、
私
は
本
科
一
年
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
頃 

か
ら
曽
我
先
生
は
兄
さ
ん
で
あ
り
、
私
は
弟
で
あ
る
、
と
い
う
気
持
ち
も
ず
っ
と
続
い
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ず
っ
と
後 

に
な
り
ま
す
と
、
私
は
曽
我
先
生
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
い
ろ
い
ろ
と
御
教
化
に
あ
づ
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
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う
な
こ
と
で
、
亡
く
な
ら
れ
ま
し
て
今
も
な
お
ヽ
何
か
寂
し
い
頼
り
な
い
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

(

「昇
道
無
窮
極
」
・
『親
鸞
教
学
』
二
〇
号
、

一
頁) 

金
子
先
生
は
、
曽
我
先
生
を
追
悼
し
た
あ
る
講
話
で
、

こ
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
お
ら
れ
る
。
七
十
年
の
交
流
と
い
う
の
は
、
普
通
の 

人
間
同
士
の
交
際
に
は
、
兄
弟
で
も
な
い
か
ぎ
り
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
単
な
る
社
交
上
の
交
わ
り
で
は
な
く 

て
、
信

仰

上

・
思
想
上
の
交
わ
り
で
あ
る
。
往

復

書

簡

の

記

録

で

あ

る

『両
眼
人
』
を
拝
読
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、

お
二
人
の
交
わ 

り
の
中
に
は
、
私
た
ち
の
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
厳
し
い
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
窺
わ
れ
る
。 

ご
承
知
の
よ
う
に
、
金
子
先
生
の
著
作
の
出
発
と
な

っ
た
の
は

、

一

九

ニ

ニ(

大
正
二)

年

に

発

行

さ

れ

た

『真
宗
の
教
義
と
其
歴 

史
』

で
あ
る
。
本
書
は
、
真
宗
の
思
想
を
新
し
い
表
現
を
も
っ
て
著
し
た
記
念
碑
的
な
著
作
と
後
代
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
金
子
先 

生
の
処
女
作
の
序
文
を
執
筆
し
て
お
ら
れ
る
の
が
曽
我
先
生
で
あ
る
。
そ
の
筆
致
は
見
事
で
あ
る
が
、
ま
た
曽
我
先
生
の
言
説
に
は
厳
し 

い
策
励
が
あ
る
。

金
子
先
生
は
、
生
涯
、
曽
我
先
生
を
兄
と
し
て
慕
い
、
ま
た
曽
我
先
生
は
、
金
子
先
生
に
対
し
て
、
弟
を
見
る
よ
う
な
ま
な
ざ
し
を
も 

っ
て
接
し
て
い
か
れ
た
。
金

子

先

生

の

教
学
を

特
徴
づ
け

る
の
は

「聞
思
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
よ
う
が
、
そ
れ
は
、
曽
我
先
生
と
い
う 

先
輩
を
も
た
れ
た
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
金
子
先
生
の
教
学
は
、

一
面
、
曽
我
先
生
へ
の
応
答
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二
、
『光
輪
鈔
』

清

沢

満

之

師

に

命

名

さ

れ

た

「
精
神
主
義
」

の

主

張

は

「宗
教
は
自
覚
の
上
に
あ
る
」
と
い
う
一
点
に
あ
る
が
、
金
子
先
生
も
ま
た
主 

体
的
自
覚
を
そ
の
教
学
の
基
礎
に
お
か
れ
て
い
る
。
先
生
は
、
か

つ

て

『浄
土
の
観
念
』(

一
九
二
五)

を
著
わ
し
、
浄
土
は
、
宗
教
的
自 

覚
の
上
に
開
か
れ
る
世
界
で
あ
る
と
し
て
、
実
体
的
な
浄
土
観
を
否
定
し
、
そ
れ
が
宗
門
か
ら
は
異
安
心
と
断
定
さ
れ
て
、
大
学
を
追
わ 

れ
る
と
い
う
結
末
を
招
い
た
。
そ
れ
は
、
実
体
化
さ
れ
た
浄
土
を
実
相
と
し
て
領
解
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
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先

生

の

絶

筆

『光
輪
鈔
』

は
、
は

じ

め

に

「
一
如
の
実
相
」
と
掲
げ
ら
れ
、
実
体
的
な
仏
教
観
を
批
判
し
て
い
る
。
先
生
が
示
寂
す
る 

三
ヶ
月
前
に
執
筆
さ
れ
た
本
稿
は
、
私
に
と
っ
て
も
想
い
出
深
き
作
品
で
あ
る
。
先
生
は
、
病
の
床
の
上
に
、
小
さ
な
机
を
置
い
て
本
稿 

を
墨
書
し
、

「
こ
れ
が
も
う
最
後
だ
。
身
体
が
い
う
こ
と
を
き
か
ぬ
」
と
仰
ら
れ
、

『親
鸞
教
学
』

の
編
集
に
携
わ
っ
て
い
た
私
た
ち
に
、
 

そ
の
原
稿
を
手
渡
さ
れ
た
。

『光
輪
鈔
』

は
、

「
上

一

如

の

実

相

」
、

「
中 

対
応
の
行
信
」
、

「
下 

光
輪
の
道
理
」

か
ら
な
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
る 

こ
と
は
多
い
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、

「
中 

対
応
の
行
信
」

で
、
近
代
の
教
学
の
伝
統
を
、
対
応
—
感
応
—
呼
応
の
上
に
み
て
お
ら
れ
る
こ 

と
で
あ
る
。
ま
ず
、

満
之
先
生
は
宗
教
と
は
有
限
と
無
限
と
の
対
応
で
あ
る
と
道
破
せ
ら
れ
た
。
有
限
よ
り
見
れ
ば
無
限
は
有
限
の
外
に
あ
り
、
無
限 

よ
り
見
れ
ば
有
限
は
無
限
の
内
に
あ
る
。

こ
れ
は
対
応
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
そ
の
対
応
と
は
、
即
ち
相
応
と
い
う
こ
と 

で
あ
ろ
う
。

そ
の
相
応
と
は
、
即

ち

『論
註
』

に
如
来
は
是
れ
実
相
身
な
り
、
是
れ
為
物
身
な
り
と
知
る
こ
と
で
あ
る
と
解
説
せ
ら
れ
て
あ
る
。 

(

中
略)

そ
の
相
応
は
対
応
で
あ
る
。
有
限
よ
り
見
れ
ば
無
限
は
有
限
の
外
に
あ
り
、
無
限
よ
り
見
れ
ば
有
限
は
無
限
の
内
に
あ
る 

と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
が
相
応
と
し
て
の
対
応
で
あ
る
。 

(

『光
輪
鈔
』
・
『親
鸞
教
学
』
二
九
号
、
二
〜
三
頁) 

と
押
え
て
お
ら
れ
る
。

清
沢
師
は
、

宗

教

の

要

は

此

の(

主
伴
互
具
の)

関
係
を
覚
了
せ
し
む
る
に
あ
り
是
れ
有
限
の
無
限
に
対
向
す
る
所
以
な
り

(

『宗
教
哲
学
骸
骨
』
第

二

章

「有
限
無
限
」
・
『清
沢
満
之
全
集
』
岩
波
書
店
、
第
一
巻'

ー
ー
頁) 

と
述
べ
る
。
西
洋
人
の
宗
教
定
義
を
尋
ね
る
中
、

お

そ
ら

く

英

語

の

。
〇
コ
の
电
。!
一
〇̂

を
受
け
と
め
る
過
程
で
、
腑
に
落
ち
る
訳
語
が 

見
出
せ
ず
、
ひ

と

ま

ず

「対
向
」
と
い
う
語
を
当
て
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
対
向
を
、
金
子
先
生
は
、
現

代

語

に

置

き

換

え

て

「
対
応
」
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と
い
っ
て
い
る
。
対
向
、
す
な
わ
ち
対
応
の
思
想
は
、
そ

の

絶

筆

『我
信
念
』

に
至
る
ま
で
、
清
沢
先
生
の
宗
教
観
の
根
本
基
想
と
し
て 

生
涯
一
貫
し
て
い
る
。

金
子
先
生
は
、
清
沢
師
が
対
応
の
思
想
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
あ
と
、

つ
ぎ
に
、
 

し
か
る
に
そ
の
相
応
は
即
ち
感
応
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
特
に
量
深
先
生
に
依
り
て
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ 

る
。
そ
れ
は
二
種
深
信
の
体
験
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

〃
自
身
を
信
ず
〃
乃
至
〃
信
を
超
え
て
願
に
帰
す
〃
と
い
う
よ
う 

な
こ
と
は
、
す
べ
て
感
応
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
る
に
そ
の
法
機
の
深
信
は
一
度
は
逆
対
応
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ 

た
。
さ
れ
ど
対
応
に
順
逆
は
な
い
。
「善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、

い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
」

そ
れ
こ
そ
感
応
と
し
て
直
接
な
る
対 

応
で
は
な
い
か
。

聖
徳
太
子
に
依
れ
ば
〃
も
し
機
、
感
ず
る
こ
と
あ
れ
ば
応
き
わ
ま
り
な
し
〃
と
道
破
せ
ら
れ
て
あ
る
。
し
か
れ
ば
対
応
に
正
逆
あ 

る
の
で
は
な
い
。
た
だ
感
応
あ
る
の
み
で
あ
る
。 

(

『光
輪
鈔
』
・
『親
鸞
教
学
』
二
九
号
、
三
頁) 

と
述
べ
、
曽
我
量
深
師
の
立
場
が
感
応
の
思
想
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
曽
我
先
生
が
い
つ
頃
か
ら
感
応
の
語
を
重
用
さ
れ
た
か
は 

分
か
ら
な
い
が
、

一

九

四

一(

昭
和
一
六)

年
五
月
三
日
、

四
日
の
両
日
に
渡
り
、
京

都

の

華

頂

会

館
で

催

さ

れ

た

金

子

先

生

の

「
還
暦 

感
謝
の
会
」

で
、
曽
我
先
生
が
、

抑
も
仏
教
と
は
何
ぞ
や
、
と
言
へ
ば
、
恐
ら
く
は
是
感
応
道
交
と
い
ふ
一
語
で
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
よ
り
外
に
何
も
な 

い
の
で
は
な
い
か
。
感
応
道
交
と
い
ふ
こ
と
が
本
当
に
分
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
で
仏
教
全
体
が
分
っ
た
と
言
っ
て
も
差
支
な
い
の
ぢ 

や
な
い
か
。
仏
教
の
綱
要
は
感
応
道
交
に
あ
り 

(

「感
応
道
交
」
・
『曽
我
量
深
選
集
』
弥
生
書
房
、
第
十
一
巻
、
ハ
二
〜
三
頁) 

と
述
べ
ら
れ
た
の
が
想
起
さ
れ
る
。
曽
我
先
生
は
、
清
沢
先
生
が
対
応
と
表
明
し
た
仏
教
の
思
想
を
、
終
始
、

「感
応
」
と
い
う
実
感
、
 

感
動
の
場
を
離
れ
ず
に
説
き
明
か
し
つ
づ
け
た
。

こ
の
曽
我
先
生
の
感
応
の
指
教
を
承
け
て
、
金
子
先
生
は
、
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こ
う
し
て
対
応
は
感
応
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
し
か
る
に
そ
の
感
応
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
こ
そ
、
呼
応
と
も
い 

う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。
本
願
に
感
応
せ
し
め
る
も
の
は
、
そ
の
本
願
は
招
喚
の
声
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
真
実
の
教
は
本
願
を 

宗
と
し
、
名
号
を
体
と
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
体
と
は
法
で
あ
り
、
宣
せ
で
あ
り
招
喚
の
勅
命
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
れ
ば 

感
応
と
い
う
も
そ
の
勅
命
を
感
じ
、
そ
れ
に
応
答
す
る
の
外
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
如
来
と
衆
生
と
の
対
応
は
相
応
感
応
呼
応 

と
し
て
身
心
に
行
証
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

(

『光
輪
鈔
』
二
親
鸞
教
学
』
二
九
号
、
三
頁) 

と
結
ん
で
お
ら
れ
る
。

こ
こ
に
清
沢
先
生
の
対
応
を
基
軸
と
し
て
、
相

応
(

曇
鸞)

、
感

応
(

曽
我)

、
呼

応
(

金
子)

の
真
宗
の
伝
統
が
確 

か
め
ら
れ
る
。
清

沢

・
曽
我
の
伝
統
を
承
け
た
金
子
先
生
の
呼
応
の
立
場
に
つ
い
て
、
寺
田
正
勝
氏
は
、
 

二

師
に
対
し
て

金
子
先
生
は

常
に
「何
故
に
」
と
問
う
。
何
故
に
対
応
や
感
応
と
い
う
こ
と
が
我
が
身
の
上
に
成
り
立
つ
の
か
と 

問
う
。
先

生

は

そ
れ

ら

の

事

実

の

根

底

に

「
呼
応
」
と

い

う

本

願

の

「
道
理
」

が
あ
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

と
指
摘
さ
れ
る
。
対
応
と
い
う
こ
と
も
感
応
と
い
う
こ
と
も
、
本
願
招
喚
の
呼
び
か
け
に
応
答
す
る
と
い
う
事
実
の
他
に
は
な
い
。
金
子 

先
生
の
生
涯
を
尽
し
た
真
宗
の
学
び
は
、
そ
れ
自
身
が
、
呼
応
と
し
て
、
身
心
に
行
証
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
、

表

現

の

方

式̂

^
^
^

己
を
通
す

金
子
先
生
の
著
述
を
拝
読
し
て
ま
ず
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
卓
越
し
た
文
章
表
現
で
あ
る
。
文
章
か
ら
与
え
ら
れ
る
印
象
は
、

そ
の
人 

の
趣
好
に
よ
る
こ
と
が
大
き
い
が
、
慈
味
あ
ふ
れ
る
先
生
の
文
章
に
惹
か
れ
る
人
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
生
の
出
世
作
と
な
っ
た 

『真
宗
の
教
義
及
び
其
歴
史
』
あ

る

い

は

『仏
教
概
論
』

は
、
と
て
も
若
い
頃
の
筆
に
な
る
と
は
思
え
な
い
風
格
を
感
じ
さ
せ
る
。
仏
教 

書
や
宗
学
の
書
と
い
え
ば
、

い
か
に
も
古
色
蒼
然
た
る
印
象
を
与
え
た
時
代
に
あ
っ
て
、
新
し
い
文
体
で
著
さ
れ
た
金
子
先
生
の
著
作
が 

出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
や
真
宗
に
関
心
が
あ
る
当
時
の
、
と
り
わ
け
若
い
人
々
に
あ
っ
て
、
金
子
先
生
の
文
章
は
大
き
な
衝
撃
で 

あ
っ
た
ろ
う
。
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
と
講
録
も
し
く
は
近
世
宗
学
の
伝
統
の
中
で
生
き
て
い
る
講
学
者
の
文
章
と
較
べ
て
み
れ
ば
、
そ
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の
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

か
つ
て
安
田
理
深
先
生
は
、

ご
自
分
が
京
都
に
出
て
、
仏
教
を
学
ぼ
う
と
志
し
た
の
は
、
金
子
先
生
の 

『仏
教
概
論
』

の
新
鮮
な
文
章
表
現
に
魅
了
さ
れ
た
か
ら
だ
、
と
述
懐
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
も
成
程
と
頷
か
れ
る
。 

そ
れ
に
加
え
て
、
金
子
先
生
の
講
義
を
想
い
起
こ
す
と
き
、
私
は
先
生
の
口
調
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
先
生
は
、

一
語
々
々
嚙 

み
し
め
る
よ
う
な
調
子
で
語
り
、
そ
の
声
は
、
ど
こ
か
念
仏
者
の
体
温
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
暖
か
み
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
、
先 

生
の
身
体
を
通
過
し
て
出
て
き
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
言
葉
の
調
子
に
、
先
生
の
人
柄
が
に
じ
み
で
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
曽
我
先
生
が 

「
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
語
尾
を
は
っ
き
り
言
い
切
る
の
に
対
し
て
、
金

子

先

生

は

「
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
余
韻
を
残
さ
れ
た
。 

そ
こ
に
金
子
先
生
の
味
わ
い
が
あ
っ
た
。

か

つ

て

例

の

「異
安
心
」
事
件
が
起
こ
っ
た
と
き
、
住
田
智
見
氏
は
、
金
子
先
生
に
対
し
て
、

「
あ
な
た
は
困
っ
た
こ
と
が
一
つ
あ
る
。

⑷
 

そ
れ
は
自
分
を
通
さ
な
い
こ
と
は
、
何
一
つ
い
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
か
ん
」
と
い
う
よ
う
に
た
し
な
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

し

か

し

「自
己
を
通
し
て
も
の
を
い
う
」
と
い
う
こ
の
姿
勢
に
、
清
沢
門
下
と
し
て
の
金
子
先
生
の
面
目
が
あ
り
、
思
考
方
式
が
あ
る 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
は
こ
の
自
己
を
通
し
て
仏
法
を
考
へ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
清
沢
式
洗
礼
と
い
ひ
、
満
之
式
訓
練
と
呼
ん
で
ゐ
る
。(

中
略)

私 

は
常
に
そ
の
満
之
式
訓
練
を
う
け
た
る
こ
と
に
於
て
喜
び
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る 

(

『く
ず
か
ご
』
文
栄
堂
、
ハ
七I
ハ
頁) 

真
宗
学
を
学
び
始
め
た
頃
、
私
は
、

よ

く

先

輩

か

ら

「自
己
を
通
し
て
も
の
を
言
え
」
と
注
意
さ
れ
た
が
、

「自
己
を
通
す
」
と
い
う 

こ
と
が
、
金
子
先
生
が
私
た
ち
に
教
え
ら
れ
た
真
宗
学
の
基
本
的
態
度
で
あ
る
と
、
改
め
て
想
わ
れ
る
。

四
、
真
言
と
解
釈

私
は
、
金
子
先
生
の
学
風
が
、

「自
己
を
通
し
た
」
も
の
で
あ
り
、

そ

こ

に

真

宗

学

に

お

け

る

「
人
」

の
回
復
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
か 

め
た
い
の
で
あ
る
。
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金
子
先
生
の
残
さ
れ
た
お
仕
事
の
ひ
と
つ
に
、
真
宗
学
の
方
法
の
探
求
が
あ
げ
ら
れ
る
。
真
宗
に
は
教
学
の
伝
統
が
あ
り
、
江
戸
時
代 

に
は
宗
学
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
。
し
か
し
明
治
に
入
っ
て
、
西
洋
か
ら
近
代
の
学
問
方
法
が
導
入
さ
れ
る
と
、
古
い
形
の
宗
学
は
、
近
代
の 

批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
は
た
し
て
宗
学
は
、
近
代
の
学
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
。
こ
の
こ
と
が
大
き
な
問
題
と 

な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
が
特
に
切
実
に
な
っ
た
の
は
、
大
谷
大
学
が
文
部
省
令
に
よ
っ
て
国
家
公
認
の
大
学
と
な
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
。 

佐

々

木

月

樵

・
大
谷
大
学
第
三
代
学
長
は
、

「真
宗
学
と
人
文
科
の
名
は
、
大
正
七
年
初
め
て
本
学
々
科
及
び
そ
の
課
程
に
使
用
し
た
所 

の
新
名
目
で
あ
る
。(

中
略)

今
後
、
益
々

学
と

し
て

そ
の
研
究
が
深

め
ら

る
、
と
同
時
に
、
ま
た
そ
れ
が
学
内
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
と 

し
て
世
間
一
般
の
宗
教
的
人
格
教
養
の
源
泉
と
な
り
得
る
こ
と
を
深
く
切
望
し
て
止
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
。
」(

「大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」)

と 

言
明
し
た
。
そ
し
て
あ
た
か
も
こ
れ
ら
に
応
え
る
よ
う
な
形
で
、
金
子
先
生
は
、

一
九
ニ
ー
ー(

大
正
ー
ー)

年
に
、

「真
宗
学
序
説
」
と
題 

し
て
講
演
さ
れ
た
。

こ
の
講
演
は
、
古
い
宗
学
が
新
し
く
真
宗
学
と
い
う
名
称
で
学
界
に
登
場
す
る
機
縁
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

真
宗
学
の
性
格
を
、

こ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
打
ち
出
し
た
論
説
は
、

こ
れ
以
後
も
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
生
は
、

こ
の
講
演
の
中 

で
、
真
宗
学
の
対
象
と
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

真
宗
の
学
問
の
対
象
は
、
大
聖
の
真
言
で
あ
る
。
大
聖
の
真
言
と
い
う
こ
と
は
、

つ
ま
り
、
釈
尊
の
言
葉
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
 

こ

の

大

聖

の

真

言

と

い

う

言

葉

は

親

鸞

聖

人

の

『教
行
信
証
』

の
な
か
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
す

な

わ

ち

『教
行
信
証
』

の 

「
行
巻
」

に
大
聖
の
真
言
、
大
祖
の
解
釈
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

こ

の

『教
行
信
証
』

の
大
聖
の
真
言
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
、
 

真
宗
の
学
問
の
対
象
で
、
大
祖
の
解
釈
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
、
真
宗
の
学
問
の
方
法
で
あ
る
。
か
よ
う
に
ま
づ
大
体
を
見
当
づ 

け
て
お
く
。

『教
行
信
証
』
を
見
る
と
、
始

め

に

「
教
巻
」
真
実
の
教
と
い
う
も
の
が
出
し
て
あ
る
。

『教
行
信
証
』
全
体
を
見
て
も
、
 

釈
尊
の
教
と
い
う
も
の
は
ず
っ
と
ゆ
き
わ
た
っ
て
お
っ
て
、

そ
れ
に
対
し
て
七
高
僧
の
解
釈
が
引
い
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
聖
の 

真
言
と
大
祖
の
解
釈
を
外
に
し
て
、
親

鸞

聖

人

の

『教
行
信
証
』

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
づ
対
象
を
大
聖
の
真
言
、
9



即
ち
、
真
実
の
言
葉
と
定
め
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
真
実
の
教
、

『大
無
量
寿
経
』

で
あ
る
。
七
高
僧
の
解
釈
は
真
宗
学
問
の
方 

法
で
あ
る
、

こ
う
い
わ
ん
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。 

(

『真
宗
学
序
説
』
文
栄
堂
、
二
八
〜
九
頁) 

申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
大

聖

の

真

言

・
大

祖

の

解

釈

の

語

は

、

『教
行
信
証
』

「行
巻
」
偈

前

の

文
(

『聖
典
』
ニ
〇
三
頁)

に
出 

て
く
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、

こ
の
金
子
先
生
の
指
摘
ほ
ど
、
真
宗
学
の
対
象
と
方
法
を
適
切
に
見
定
め
た
学
問
論
は
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。 

真
宗
研
究
に
は
、
科
学
的
研
究
あ
り
、
人
文
学
的
研
究
あ
り
、
歴
史
的
研
究
あ
り
、
と
多
様
で
あ
る
が
、
真
宗
学
は
規
範
的
研
究
で
あ 

る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
宗
学
は
、
教
理
学
で
も
、
訓
詁
学
で
も
、
歴
史
学
で
も
な
い
の
だ
と
い
う
こ

⑸

と
で
あ
る
。

学
問
が
真
理
を
対
象
と
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
真
宗
学
は
、
ど
の
よ
う
な
真
理
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
真
理
は
、
科
学 

的
真
理
で
も
客
観
的
真
理
で
も
な
く
、
宗
教
的
真
理
、
す
な
わ
ち
親
鸞
に
よ
っ
て

真
実
教
と
選
ば
れ
た
「大
聖
の
真
言
」
を
対
象
と
す
る 

と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
真
宗
学
は
、

「大
聖
の
真
言
」
を
究
極
的
真
理
と
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ

こ

に

諸

学

と

は

ち

が

っ

た

「純 

粋
真
宗
学
」(

『真
宗
学
序
説
』
三
三
頁)

の
内
実
が
あ
る
。

こ
の
対
象
論
は
、
ま
っ
た
く
当
然
な
見
解
で
あ
る
と
と
も
に
、
驚
く
ほ
ど
適
切 

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
真
宗
学
の
方
法
に
つ
い
て
、
先
生
は
、

「大
祖
の
解
釈
」

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

こ
こ
に
学
と
し
て
の
真
宗
学
の
方
法
が
述
べ 

ら
れ
る
が
、

「大
祖
の
解
釈
」
が
方
法
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
了
解
し
に
く
い
。
真
宗
学
の
研
究
主
体
が
私
た
ち
で
あ
る
以
上
、

「大
祖
の 

解
釈
」
と
い
う
よ
り
も
、
私
た
ち
自
身
が
解
釈
の
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
先
生
は
、
真
宗
学
の 

方
法
論
の
規
範
的
な
先
蹤
と
し
て
、

「
大
祖
の
解
釈
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
こ
に
解
釈
が
、
方
法
論 

と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

解
釈
と
い
う
と
、

い
か
に
も
消
極
的
方
法
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
解
釈
の
重
要
性
を
私
は
、
と
く
に
最
近
痛
感
す
る
。
西
洋 

で
は
、
解
釈
学
は
、
ひ
と
つ
の
独
立
し
た
学
問
領
域
に
な
っ
て
い
る
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
や
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
近
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代
の
解
釈
学
は
、
現
代
に
至
っ
て
、
ガ
ダ
マ
ー
や
リ
ク
ー
ル
な
ど
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
再
び
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
界
に
流
布
す
る
解
釈
学
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
解
釈
学
や
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
解
釈
学
の
伝
統
に
発
祥
す
る
こ
と 

は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
近
代
の
学
問
の
伝
統
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
金
子
先
生
は
、

『教
行
信
証
』

の
教
言
か
ら
、
 

真

宗

学

の

方

法

を

「大
祖
の
解
釈
」
と
言
い
切
ら
れ
た
。
そ
こ
に
大
き
な
意
義
の
あ
る
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

五

、

聞

思

の

道

金
子
先
生
の
真
宗
学
の
方
法
は
、
よ
り
直
接
的
に
は
、

「
聞
思
」

の
二
字
に
象
徴
さ
れ
る
。
聞
思
と
い
う
概
念
は
、
親
鸞
聖
人
が
、
 

誠
な
る
か
な
や
、
摂
取
不
捨
の
真
言
、
超
世
希
有
の
正
法
、
聞
思
し
て
遅
慮
す
る
こ
と
な
か
れ
。

(

『教
行
信
証
』
総

序

・
『聖
典
』

一
五
〇
頁) 

と
勧
励
し
、

『教
行
信
証
』

「
信
巻
」

「化
身
土
巻
」

で
、

『涅
槃
経
』
を
引
用
し
て
そ
の
語
義
を
確
か
め
た
こ
と
に
淵
源
す
る
。
こ
の
聞
思 

の
語
は
、
先
生
が
生
涯
に
お
い
て
最
も
親
し
ま
れ
た
こ
と
ば
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
先
生
の
ご
法
名
は
、
聞
思
院
釈
大
榮
で
あ
る
。

こ
の 

諡 

は
、
も
と
も
と
先
生
が
望
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
窺
わ
れ
る
。
ま
た
先
生
は
、
そ
の
書
斎
を
聞
思
室
と
呼
び
、
そ
の
最
後
の 

ご

著

書

を

『聞
思
室
日
記
』
と
題
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
先
生
は
、
聞
思
の
二
字
を
自
ら
の
学
問
、
あ
る
い
は
精
神
生
活
の
指
標
と
さ
れ
た
が
、

こ
の
聞
思
は
先
生
の
学
風
を
最
も 

よ
く
特
徴
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
精
神
主
義
の
内
観
思
惟
の
方
法
は
、
聞
思
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
先
生
の
呼
応
の
教 

学
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
先

生

の

『歎
異
抄
聞
思
録
』

や

『正
像
末
和
讃
聞
思
録
』

な
ど
は
、
先
生
の
学
問
の
性
格
を
端
的
に
表
現
し 

て
い
る
。

先
生
は
、
大
谷
大
学
の
教
壇
に
立
っ
て
以
来
、
仏
教
、

そ
し
て
真
宗
を
説
く
こ
と
は
、
聞
く
以
外
に
は
な
い
の
だ
と
悟
り
、

こ
こ
に
真 

宗
の
道
が
あ
る
と
思
い
さ
だ
め
た
と
い
わ
れ
る
。

11



い
つ
か
悟
れ
る
法
説
く
は 

聴
く
人
に
聞
く
外
な
き
を 

学
徒
は
す
で
に
師
友
に
て 

同
行
す
な
は
ち
善
親
友 

聞
思
の
道
は
広
く
し
て 

わ
が
行
く
と
こ
ろ
に
わ
れ
ら
あ
り 

聞
思
の
道
は
深
く
し
て 

わ
れ
ら
の
法
は
わ
れ
の
道 

(

「聞
思
」
『く
ず
か
ご
』

ー
ニ
五
頁) 

先
生
は
、
聞
思
が
真
宗
の
道
で
あ
る
と
強
調
し
、
あ
る
場
合
に
は
、
真
宗
は
声
聞
道
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
声
聞
は
、
大
乗
仏 

教
で
は
嫌
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
が
、

「声
聞
無
数
の
願
」(

第
十
四
願)

が
象
徴
す
る
よ
う
に
、

『大
無
量
寿
経
』

に
お
い
て
は
、
声
聞
は
浄 

土
の
聖
衆
に
数
え
ら
れ
る
。
金
子
先
生
は
、
声
聞
自
利
の
道
を
徹
底
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
お
の
ず
か
ら
菩
薩
道
が
開
か
れ
て
く
る
の
で 

あ
る
と
お
っ
し
や
っ
て
い
る
。

お

わ

り

に

現
在
、
大
谷
大
学
の
正
門
と
北
門
に
は
、
掲
示
板
の
な
か
に
い
つ
も
先
哲
の
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
伝
道
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
 

い
わ
ば
仏
教
の
大
学
と
し
て
の
自
己
確
認
の
た
め
に
こ
の
よ
う
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
夏
、
金
子
先
生
の
言
葉
が
掲
げ 

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、

い
ま
は
っ
き
り
と
は
思
い
出
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
 

仏
教
の
学
は
信
に
依
り
て
解
を
求
め
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解
に
依
り
て
信
を
満
す
も
の
で
あ
る 

(

『教
行
信
証
の
研
究
』
・
『金
子
大
榮
著
作
集
』
春
秋
社
、
第
九
巻
、

一
七
〇
頁) 

で
あ
っ
た
と
思
う
。

こ
の
言
葉
は
、
先

生

が

か

つ

て

『仏
教
概
論
』(

一
九
一
九
年
刊)

の
な
か
で
引
用
し
た

信
あ
り
て
解
な
き
は
無
明
を
長
じ

解
あ
り
て
信
な
き
は
邪
見
を
増
す 

(

澄

観

『三
聖
円
融
観
』) 

に
由
来
し
て
、
先
生
が
創
作
さ
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
信
仰
と
い
う
と
、
理
性
を
否
定
し
て
、
不
合
理
な
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
の 

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
仏
教
の
信
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
、
と
。
ど
こ
ま
で
も
道
理
を
頷
き
、
そ
の
頷
き
の
な
か
か
ら
、
疑
う
こ
と
の
で 

き
な
い
信
と
い
う
も
の
を
獲
得
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
、
信
仰
と
理
解
の
両
者
の
円
環
的
な
関
係
が
説
か
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
金
子
先
生
ご
自
身
の
生
涯
が
、
け
っ
し
て
止
ま
る
こ
と
の
な
い
信
仰
と
理
解
の
円
環
運
動
の
な
か
に
尽
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を 

想
う
。
ま
た
こ
こ
に
人
生
を
燃
焼
し
尽
さ
れ
た
と
拝
察
さ
れ
る
。

一

九

七

ー(

昭
和
四
六)

年
九
月
一
〇
日
、
私
は
、
学
友
の
蒲
池
義
秀
氏
と
先
生
の
お
宅
に
お
話
を
聞
き
に
伺
っ
た
。
先
生
は
、
九
十 

歳
を
過
ぎ
て
お
ら
れ
、
身
体
も
少
し
ご
不
自
由
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
出
さ
れ
る
が
、
私
た
ち
若
輩
を
暖
か
く
お
座
敷
に
招
じ
入
れ
て 

下
さ
っ
た
。
私
は
、
直
乂
示
学
に
中
々
近
づ
け
ず
に
、

い
つ
も
信
仰
と
疑
惑
の
間
に
揺
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
先
生
に 

率
直
に
お
尋
ね
し
た
ら
、
さ

き

の

「
信
あ
り
て
解
な
き
は
無
明
を
長
じ
、
解
あ
り
て
信
な
き
は
邪
見
を
増
す
」
と
い
う
古
語
を
引
い
て
、
 

懇
切
に
お
答
え
下
さ
っ
た
。
私
は
、
自
分
の
モ
ヤ
モ
ヤ
が
立
ち
ど
こ
ろ
に
氷
解
し
た
よ
う
な
気
が
し
て
、
足
ど
り
も
軽
く
、
先
生
の
お
宅 

を
辞
去
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
先
生
は
、
信
と
解
の
円
満
し
た
仏
者
で
あ
ら
れ
た
と
振
り
返
ら
れ
る
。

註
⑴
 

金
子
大
榮
先
生
の
人
と
思
想
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ
る
い
く
つ
か
の
解
説
が
あ
る
。
紙
数
の
制
約
上
、
本
稿
で
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た 

が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
二
、
三
挙
げ
て
お
き
た
い
。
菊

村

紀

彦

『金
子
大
榮
—
人
と
思
想
』
読
売
新
聞
社
一
九
七
五
年
、
『親
鸞
教
学
』
三
〇
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⑸⑷（3「2）⑹
号

〈追
悼
金
子
大
榮
先
生
〉
大
谷
大
学
真
宗
学
会
一
九
七
七
年
、
加
藤
弁
三
郎
『念
仏
者 

金
子
大
榮
』

コ
マ
文
庫 

在
家
仏
教
協
会
一
九
七
八
年
、
 

幡
谷
明
・
龍
渓
章
雄
「金
子
大
榮
」
『鈴
木
大
拙
曽
我
量
深 

金
子
大
榮
』
・
『浄
土
仏
教
の
思
想
』

一
五 

講
談
社
一
九
九
三
。
 

寺
川
俊
昭
『清
沢
満
之
論
』
文
栄
堂
一
九
七
三
年
一 

ー
七
頁
。

寺
田
正
勝
「追
慕 

金
子
大
榮
先
生
」
『親
鸞
教
学
』
三
〇
号
二
〇
頁
。

清
沢
満
之
先
生
に
学
ぶ
会
編
『清
沢
先
生
の
世
界
』
文
明
堂
一
九
七
五
年
九
頁
。

氣
多
雅
子
「何
の
た
め
の
真
宗
学
か
」
『真
宗
と
言
葉
』
教
学
研
究
所
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
恥9
本
願
寺
出
版
社
二
〇
〇
三
年
。
本
稿
に
お
い
て
、
氣
多 

氏
は
、
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ワ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
、
宗
教
学
を
、
規
範
的
研
究
と
記
述
的
研
究
の
二
つ
に
分
け
、
真
宗
学
の
成
立
基
盤
に
つ
い
て
論
考
さ
れ
て 

い
る
。
真
宗
学
の
最
近
の
数
少
な
い
学
問
論
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

解
釈
を
超
え
て
実
践
へ
と
い
う
方
向
は
、
若
き
求
道
者
に
よ
っ
て
推
求
さ
れ
て
い
る
。
参
昭
“、
広

瀬

明

『若
き
求
道
者
の
日
記
』
弥
生
書
房
。
広 

瀬
氏
は
、
真
宗
学
を㈠

偶
像
的
真
宗
学
、㈡

宗
教
学
的
真
宗
学
、㈢

親
鸞
的
真
宗
学
、
に
分
類
し
、
第
三
の
立
場
に
つ
い
て
、
「わ
れ
わ
れ
は
表
現
さ 

れ
た
文
字
に
つ
ま
ず
い
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
真
宗
学
を
飛
び
こ
え
て
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ 

に
は
、
訓
詁
注
釈
を
軸
と
す
る
旧
来
の
宗
学
を
批
判
し
、
解
釈
を
超
え
る
と
い
う
展
望
が
あ
る
。
私
は
、
こ
の
氏
の
見
解
を
是
と
す
る
。
し
か
し
そ 

れ
は
解
釈
を
く
ぐ
る
こ
と
を
経
て
の
事
態
で
あ
る
と
思
う
。
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