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ａ
．
近
代
真
宗
学
の
位
置

　
今
回
私
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、「
近
代
に
お
け
る
浄
土
教
研
究
│
近
代
真
宗
学
の
方
法
論
│
」
で
あ
る
。「
近
代
に
お
け
る
浄
土
教

研
究
」、「
近
代
真
宗
学
の
方
法
論
」
と
い
う
二
つ
の
題
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
主
題
と
副
題
に
共
通
す
る
の
は
「
近
代
」
と
い
う
言
葉

で
あ
る
。

　
日
本
で
近
代
と
い
う
時
代
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
だ
い
た
い
は
明
治
か
ら
昭
和
、
太
平
洋
戦
争
の
終
結
の
時

ぐ
ら
い
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
近
代
に
お
け
る
浄
土
教
研
究
」
あ
る
い
は
「
近
代
真
宗
学
」
と
言

う
場
合
に
は
、
一
般
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
明
治
か
ら
昭
和
前
期
の
間
に
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
展
開
し
た
そ
れ
ら
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、「
近
代
」
と
い
う
言
葉
で
把
握
さ
れ
る
歴
史
の
状
況
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
歴
史
状
況
と
し
て
「
近
世
」、
さ
ら
に
そ
れ
に
続

く
時
代
と
し
て
「
現
代
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
定
立
し
て
い
る
。

　
い
わ
ゆ
る
近
代
真
宗
学
は
、「
近
代
」
と
い
う
歴
史
の
状
況
と
適
合
関
係
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
一
方
で
は
、
徳
川
封
建
社
会
に
お
い

て
形
成
さ
れ
、
そ
れ
と
適
合
関
係
に
あ
っ
た
近
世
真
宗
学
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
宗
学
に
対
し
て
、
こ
れ
を
批
判
的
に
継
承
し
、
ま
た
、
そ
の

近
代
に
お
け
る
浄
土
教
研
究

│
│
近
代
真
宗
学
の
方
法
論
│
│
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問
題
性
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
の
が
近
代
の
真
宗
学
の
特
質
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
他
方
で
は
、「
近
代
」
を
支
え
て
き
た
様
々
な
原
理
が
、
そ
の
確
実
性
を
喪
失
し
て
、
人
間
や
社
会
の
現
実
を
包
み
き
れ
な
く

な
っ
た
現
代
の
諸
状
況
か
ら
、
逆
に
近
代
真
宗
学
は
批
判
的
に
問
い
直
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る①
。

ｂ
．
祖
型
と
反
覆

　
現
代
の
宗
教
研
究
は
、
承
知
の
よ
う
に
、
多
様
で
あ
る
。
人
文
学
的
な
研
究
、
あ
る
い
は
科
学
的
な
研
究
、
そ
し
て
ま
た
規
範
的
な
研

究
と
い
う
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
。
人
文
学
的
な
研
究
の
中
に
は
比
較
思
想
、
あ
る
い
は
哲
学
的
な
研
究
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
科

学
的
な
研
究
の
中
に
は
、
文
献
学
的
な
研
究
等
々
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
規
範
的
な
研
究
は
、
宗
教
と
い
う
も
の
を
言
わ
ば
信
仰
の

問
題
と
し
て
内
側
か
ら
探
究
し
て
い
く
と
言
う
か
、
そ
う
い
う
信
仰
主
体
に
関
わ
る
よ
う
な
研
究
で
あ
る
。
西
洋
で
言
え
ば
神
学
な
ど
が

そ
れ
に
あ
た
る
と
思
う
。
そ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
で
真
宗
学
は
規
範
的
な
研
究
、norm

ative study

と
い
う
領
域
に
位
置
す
る
学

問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
祖
親
鸞
が
著
わ
し
た
立
教
開
宗
の
書
『
教
行
信
証
』
を
規
範
と
し
て
、
真
宗
を
人
間
主
体
の
問
題
と
切
り
離

さ
ず
に
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
真
宗
と
は
そ
の
場
合
に
は
真
実
の
宗
で
あ
る
。「
マ
コ
ト
」「
ム
ネ
」
と
親
鸞
は
字
訓
し
て
お
ら
れ
る

（
参
照
、『
教
行
信
証
』「
行
巻
」、『
五
会
法
事
讃
』
引
文
。「
マ
コ
ト
」
は
「
真
」
の
右
訓
、「
ム
ネ
」
は
「
宗
」
の
左
訓
）。
真
宗
学
は
、
人
間
の
依

る
べ
き
「
マ
コ
ト
」
の
「
ム
ネ
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
研
究
で
あ
る
。
そ
の
研
究
の
内
容
は
様
々
な
側
面
を
包
摂
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
の
中
で
、
今
回
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、
近
代
真
宗
学
の
方
法
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
立
場
か
ら

論
議
さ
れ
、
ま
た
実
に
多
く
の
論
文
が
執
筆
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
論
議
や
諸
先
学
の
考
察
の
中
で
、「
真
宗
学
は
、
い
っ
た

い
ど
こ
か
ら
、
ま
た
誰
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
」
と
い
う
、
前
提
と
な
る
問
題
も
併
せ
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

私
は
多
く
の
方
々
と
同
じ
よ
う
に
、
真
宗
学
は
や
は
り
宗
祖
親
鸞
聖
人
と
、
そ
の
諸
著
作
、
著
述
な
ど
、
そ
れ
ら
の
述
作
の
上
に
考
え
た

い
者
の
一
人
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
真
宗
学
の
方
法
論
の
規
範
と
な
る
も
の
、
こ
れ
は
親
鸞
と
『
教
行
信
証
』
を
始
め
と
す
る
そ
の
著

3

述
に
始
原
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
観
点
に
立
つ
と
、
親
鸞
に
お
け
る
真
宗
の
学
び
は
、
近
世
の
宗
学

に
継
承
さ
れ
、
近
代
の
真
宗
学
に
再
生
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。

　
近
代
の
真
宗
学
は
、
様
々
な
面
で
近
世
の
真
宗
学
か
ら
の
脱
皮
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
、
一
方
で
は
、
近
代
の
学
問
と
し
て
宗
学
の
閉

鎖
性
を
破
っ
て
、
学
と
し
て
の
普
遍
性
を
目
指
す
と
い
う
方
向
に
向
か
う
が
、
他
方
で
は
、『
歎
異
抄
』
の
再
発
見
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

親
鸞
回
帰
の
方
向
性
・
傾
向
性
を
承
け
、
親
鸞
の
学
の
方
法
に
還
る
と
い
う
特
質
を
持
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
信
仰
の
場
面
に
お
け
る
宗
祖

親
鸞
の
再
発
見
と
と
も
に
、
宗
学
の
場
面
に
お
け
る
学
祖
親
鸞
の
再
発
見
を
も
た
ら
し
た
。

　
も
し
、
宗
教
学
者
の
エ
リ
ア
ー
デ
の
〈
祖
型
と
反
覆
〉
と
い
う
概
念
を
借
用
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
状
況
の
中
で
、
親
鸞
の
学
的

な
方
法
を
継
承
・
反
覆
し
、
再
生
し
よ
う
と
す
る
学
的
な
営
み
、
こ
れ
が
真
宗
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
う
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
私
は
だ
い
た
い
三
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
い
と
思
う
。
一
番
目
は
、「
真
宗
学
の
方
法
論
的
な

祖
型
と
し
て
の
学
祖
親
鸞
」、
二
番
目
は
、「
近
世
宗
学
に
お
け
る
方
法
論
的
祖
型
の
継
承
と
そ
の
固
定
化
」、
三
番
目
に
、「
近
代
真
宗
学

に
お
け
る
祖
型
の
再
生
と
展
開
」
で
あ
る
。
そ
う
い
う
項
目
に
沿
っ
て
近
代
真
宗
学
の
方
法
論
の
意
義
を
尋
ね
て
み
た
い
。

一
．
　
真
宗
学
の
方
法
論
的
祖
型
│
学
祖
親
鸞
│

ａ
．
救
済
真
理
の
学
び

　
近
代
に
お
け
る
親
鸞
の
再
発
見
は
、
真
宗
学
の
場
面
に
お
い
て
は
、
親
鸞
の
学
の
方
法
に
真
宗
学
の
祖
型
を
見
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。

　
親
鸞
自
身
が
学
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
総
合
的
な
見
地
か
ら
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
学
は
、
真
理
を
対
象
と
す

る
が
、
親
鸞
に
お
け
る
真
理
は
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
真
理
で
は
な
く
し
て
、
救
済
真
理
（salvific truth

）
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

学
は
、
こ
れ
を
対
象
と
し
て
、
こ
れ
を
通
し
て
、
自
ら
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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真
理
は
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
真
理
で
は
な
く
し
て
、
救
済
真
理
（salvific truth

）
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

学
は
、
こ
れ
を
対
象
と
し
て
、
こ
れ
を
通
し
て
、
自
ら
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。



4

　
仏
道
の
学
び
に
つ
い
て
、

一
切
有
情
、
智
慧
を
な
ら
ひ
ま
な
び
て
、
無
上
菩
提
に
い
た
ら
む

 

（『
弥
陀
如
来
名
号
徳
』・『
真
聖
全
』
二
│
七
三
五
）

と
、
親
鸞
は
言
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
、
智
慧
を
習
い
、
学
ん
で
、
無
上
菩
提
、
す
な
わ
ち
無
上
の
悟
り
に
至
ろ
う
と
す
る
の
で

あ
る
、
と
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
は
智
慧
を
習
い
、
学
ん
で
、
生
死
の
迷
い
を
解
脱
し
、
無
上
の
悟
り
に
至
る
と
い
う
こ
と
を
、
学
の
目
的

と
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
学
び
を
、
親
鸞
は
幼
き
日
に
比
叡
山
に
登
り
、
天
台
宗
延
暦
寺
の
僧
と
し
て
出
家
し
て
以
来
志
し
た
。

し
か
し
、
や
が
て
生
死
の
問
題
に
直
面
し
、

而
る
に
一
息
追
が
ざ
れ
ば
千
載
に
長
く
往
く
、
何
ぞ
浮
生
の
交
衆
を
貪
り
て
、
徒
に
仮
名
の
修
学
に
疲
れ
ん
。
須
ら
く
勢
利
を
抛
ち

て
直
ち
に
出
離
を
稀
う
べ
し

 

（
存
覚
『
歎
徳
文
』・『
真
聖
全
』
三
│
六
六
一
）

と
決
意
す
る
に
至
る
。
こ
こ
に
、
自
ら
の
比
叡
山
で
の
学
び
を
「
仮
名
の
修
学
」
と
位
置
づ
け
、
真
に
出
離
の
要
道
と
な
る
学
び
を
求
め

る
。
親
鸞
に
お
い
て
は
、
学
は
、「
仮
名
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
救
済
へ
と
導
か
れ
る
実
践
的
・
実
質
的
な
内
容
を
伴
う
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
か
く
し
て
、
親
鸞
は
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）、
二
十
九
歳
の
時
に
本
願
に
帰
す
る
。
そ
の
本
願
の
仏
道
こ
そ
、
一
切
衆
生
を
「
無
上
涅

槃
」、
す
な
わ
ち
究
極
の
涅
槃
に
至
ら
し
め
る
救
済
真
理
と
し
て
、
解
明
さ
れ
、
開
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、

ま
こ
と
に
、
こ
の
こ
と
は
り
に
ま
よ
へ
ら
ん
ひ
と
は
、
い
か
に
も
〳
〵
学
問
し
て
本
願
の
む
ね
を
し
る
べ
き
な
り
。

 

（『
歎
異
抄
』
第
十
二
章
・『
真
聖
全
』
二
│
七
八
〇
）

と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
道
理
が
分
か
ら
な
い
人
は
本
願
の
こ
こ
ろ
を
学
び
な
さ
い
、
と
勧
め
ら
れ
る
。
直
接
に
は
親
鸞
の
言

5

葉
で
は
な
い
が
、
親
鸞
の
意
を
よ
く
汲
ん
だ
言
葉
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
親
鸞
に
お
い
て
学
は
、
普
遍
の
救
済
へ
と
導
く
「
智
慧
」、
非
「
仮
名
」、「
本
願
」
を
内
容
と
し
て
い
る
と
確
認
さ

れ
る
。

ｂ
．
教
導
的
人
格
に
よ
る
学
び

　
で
は
、
そ
の
救
済
真
理
が
明
ら
か
に
な
る
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
。
そ
の
問
い
の
も
と
、
親
鸞
は
多
年
修
学
し
た
比
叡
山
を
降
り
、

法
然
の
教
え
に
帰
す
る
。
学が

く

解げ

往
生
は
否
定
さ
れ
、
念
仏
往
生
の
立
場
が
貫
か
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
学
問
否
定
の
立
場
に
立
つ
こ
と

を
意
味
し
な
か
っ
た
。
親
鸞
は
、
一
念
仏
者
と
い
う
側
面
と
学
道
の
人
と
い
う
両
側
面
を
持
っ
て
い
る
。

　
法
然
と
い
う
教
導
的
人
格
、
善
知
識
を
得
た
こ
と
は
、
親
鸞
に
お
い
て
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
が
、
親
鸞
は
、
法
然
の
師
教
に
従
っ

て
浄
土
三
部
経
を
学
ぶ
。
親
鸞
の
若
き
日
の
修
学
の
記
録
と
し
て
、『
観
無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
集
註
』
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
両

経
の
書
写
年
時
は
明
確
で
は
な
い
が
、
親
鸞
の
吉
水
時
代
に
お
け
る
学
習
用
の
注
記
と
さ
れ
る
。
本
書
は
、
経
典
十
二
種
、
註
疏
九
種
を

引
用
し
て
い
る
が
、
主
に
中
国
浄
土
教
の
祖
師
善
導
の
釈
義
に
基
づ
い
て
、『
観
経
』『
阿
弥
陀
経
』
の
本
文
に
註
を
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
善
導
は
、
信
に
お
い
て
は
、「
行
に
就
い
て
信
を
立
つ
」（
就
行
立
信
）
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
「
人
に
就
い
て
信
を
立

つ
」（
就
人
立
信
）
こ
と
を
大
切
な
こ
と
と
し
て
説
い
て
い
る
。
善
導
自
身
は
、
そ
の
逢
っ
た
年
は
判
然
と
し
な
い
が
、
恐
ら
く
三
十
歳
前

後
に
山
西
省
の
玄
忠
寺
に
道
綽
禅
師
を
尋
ね
て
、
そ
の
門
に
投
じ
た
。
そ
し
て
法
然
は
、
善
導
に
思
想
的
に
出
遇
い
、
親
鸞
は
法
然
に
出

会
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
師
、「
人に

ん

」
と
の
出
会
い
が
、
信
念
の
確
立
に
と
っ
て
、
ま
た
学
道
の
成
就
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
を
伝
え
て

い
る
。
親
鸞
は
、

よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
。

 

（『
歎
異
抄
』
第
二
章
・『
真
聖
全
』
二
│
七
七
四
）
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鸞
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。
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聖
全
』
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│
七
七
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と
述
懐
す
る
。
こ
の
言
葉
は
、
親
鸞
の
学
が
、
師
教
を
第
一
義
と
す
る
「
人に

ん

の
教
学
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る②
。
親
鸞
は
、
そ
の
晩

年
の
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
に
、
法
然
の
言
行
録
を
『
西
方
指
南
抄
』
と
題
し
て
集
大
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
教
導
的
人
格

と
し
て
の
法
然
を
徹
底
的
に
学
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
先
学
は
、「
今
日
の
真
宗
学
研
究
の
模
範
的
人
格
を
宗
祖
親
鸞
の
上
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い③
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
真
宗
学
の
方

法
論
的
な
祖
型
と
し
て
、
や
は
り
親
鸞
の
宗
教
的
な
人
格
、
ま
た
修
学
態
度
は
、
大
切
に
さ
れ
る
べ
き
第
一
義
的
な
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

ｃ
．
聞
思
に
よ
る
学
び

　
親
鸞
は
、
こ
の
自
ら
帰
入
し
た
本
願
の
仏
道
を
客
観
的
に
位
置
づ
け
る
べ
く
、
幾
多
の
著
述
を
撰
し
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
「
自
解
の

義
を
述
ぶ
る
の
記④
」
と
し
て
、『
愚
禿
鈔
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、『
観
無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
集
註
』
と
同
じ
よ
う
に
、

善
導
教
学
を
根
柢
に
し
つ
つ
、
法
然
の
指
教
を
確
か
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
下
一
貫
し
て
、
二
双
四
重
の
教
判
に
よ
っ
て
、
聖
浄
二
門

を
相
対
し
、
判
釈
し
て
い
る
。

　
本
書
の
冒
頭
で
親
鸞
は
、

賢
者
の
信
を
聞
き
て
　
愚
禿
が
心
を
顕
す 

（『
愚
禿
鈔
』
上
・『
真
聖
全
』
二
│
四
五
五
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
賢
者
」
と
は
、
直
接
に
は
、
親
鸞
に
お
け
る
善
知
識
た
る
法
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
間
接
に
は
、
法
然

の
思
想
を
導
き
出
し
た
善
導
を
は
じ
め
と
す
る
浄
土
門
の
祖
師
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
浄
土
三
部
経
の
教
説
の
主
た
る
釈
尊
で
あ
る
。
こ
の

「
賢
者
の
信
」
を
聞
き
、
そ
こ
に
了
解
さ
れ
た
真
理
内
容
を
、
自
覚
の
明
る
み
に
ま
で
顕
開
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
「
愚
禿
が
心
を
顕

す
」
と
言
わ
れ
る
「
顕
」
で
あ
る
。
親
鸞
の
教
学
的
営
為
は
、
こ
の
受
動
的
な
「
聞
」
と
能
動
的
な
「
顕
」
に
お
い
て
成
立
す
る
。

　
『
愚
禿
鈔
』
に
示
さ
れ
た
こ
の
「
聞
」
は
、
さ
ら
に
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
、「
聞
思
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
。『
教
行
信

証
』
の
序
文
の
中
で
、
親
鸞
は
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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
莫
れ
。

 

（『
教
行
信
証
』「
総
序
」・『
定
本
教
行
信
証
』
│
七
）

と
言
っ
て
い
る
。「
誠
な
る
か
な
や
」
と
い
う
言
葉
に
、
救
済
真
理
、
す
な
わ
ち
「
摂
取
不
捨
の
真
言
」「
超
世
希
有
の
正
法
」
に
値
遇
し

た
大
い
な
る
感
動
が
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
仏
教
の
学
徒
と
し
て
の
親
鸞
の
基
本
姿
勢
が
鮮
烈
に
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
私
た
ち
の
「
聞

思
」
す
べ
き
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。
親
鸞
は
、
浄
土
三
部
経
、
就
中
、
真
実
教
と
仰
い
だ
『
大
無
量
寿
経
』
に
対
す
る
に
、「
聞
思
」
と

い
う
方
法
を
も
っ
て
し
た
。
し
か
も
そ
の
こ
と
が
、
よ
く
『
大
無
量
寿
経
』
自
身
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
適
っ
た
の
で
あ
る⑤
。

　
こ
の
「
聞
思
」
の
語
は
、
仏
教
の
伝
統
で
は
、
聞
│
思
│
修
の
三
慧
に
淵
源
す
る
が
、
親
鸞
の
場
合
は
、『
涅
槃
経
』「
迦
葉
菩
薩
品
」

の
「
聞
思
」
の
指
教
に
よ
っ
て
い
る⑥
。『
教
行
信
証
』
全
体
を
見
る
と
、
転
訓
・
字
象
釈
・
転
声
釈
な
ど
の
解
釈
法
が
、
と
り
わ
け
「
信

巻
」
三
一
問
答
に
は
字
訓
釈
・
仏
意
釈
が
、
ま
た
「
化
身
土
巻
」
本
巻
に
は
隠
顕
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
学
的
な
方
法

の
底
に
は
、
教
説
の
真
意
を
聴
聞
し
、
思
索
す
る
と
い
う
「
聞
思
」
の
姿
勢
が
一
貫
し
て
い
る
。『
教
行
信
証
』
に
用
い
ら
れ
る
「
竊

以
」「
謹
案
」「
思
量
」「
思
念
」、
こ
れ
ら
の
語
は
い
ず
れ
も
宗
教
的
真
理
に
真
向
か
い
に
な
っ
た
親
鸞
の
「
聞
思
」
の
姿
勢
を
よ
く
示
し

て
い
る
。
親
鸞
に
お
い
て
、「
聞
」
と
「
思
」
は
不
可
分
で
あ
り
、
円
環
的
な
構
造
を
な
し
て
い
る
が
、「
聞
思
」
は
真
宗
学
の
方
法
論
的

祖
型
の
重
要
な
一
つ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
．
　
方
法
論
的
祖
型
の
継
承
と
固
定
化
│
近
世
宗
学
│

ａ
．
救
済
真
理
と
し
て
の
「
宗
乗
」
と
講
学
施
設

　
「
親
鸞
に
還
れ
」
と
い
う
声
は
、
真
宗
の
歴
史
の
中
で
度
々
掲
げ
ら
れ
た
。
そ
の
最
初
の
声
は
『
歎
異
抄
』
に
、
そ
し
て
そ
の
二
百
年

後
、
蓮
如
の
『
御
文
』、『
御
文
章
』
に
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
教
団
成
立
の
後
に
も
学
事
施
設
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
真
宗
の
救
済
真
理
が
学
的
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
は
、
天
下
を
統
一
す
る
と
、
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と
述
懐
す
る
。
こ
の
言
葉
は
、
親
鸞
の
学
が
、
師
教
を
第
一
義
と
す
る
「
人に

ん

の
教
学
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る②
。
親
鸞
は
、
そ
の
晩

年
の
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
に
、
法
然
の
言
行
録
を
『
西
方
指
南
抄
』
と
題
し
て
集
大
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
教
導
的
人
格

と
し
て
の
法
然
を
徹
底
的
に
学
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
先
学
は
、「
今
日
の
真
宗
学
研
究
の
模
範
的
人
格
を
宗
祖
親
鸞
の
上
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い③
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
真
宗
学
の
方

法
論
的
な
祖
型
と
し
て
、
や
は
り
親
鸞
の
宗
教
的
な
人
格
、
ま
た
修
学
態
度
は
、
大
切
に
さ
れ
る
べ
き
第
一
義
的
な
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

ｃ
．
聞
思
に
よ
る
学
び

　
親
鸞
は
、
こ
の
自
ら
帰
入
し
た
本
願
の
仏
道
を
客
観
的
に
位
置
づ
け
る
べ
く
、
幾
多
の
著
述
を
撰
し
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
「
自
解
の

義
を
述
ぶ
る
の
記④
」
と
し
て
、『
愚
禿
鈔
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、『
観
無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
集
註
』
と
同
じ
よ
う
に
、

善
導
教
学
を
根
柢
に
し
つ
つ
、
法
然
の
指
教
を
確
か
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
下
一
貫
し
て
、
二
双
四
重
の
教
判
に
よ
っ
て
、
聖
浄
二
門

を
相
対
し
、
判
釈
し
て
い
る
。

　
本
書
の
冒
頭
で
親
鸞
は
、

賢
者
の
信
を
聞
き
て
　
愚
禿
が
心
を
顕
す 

（『
愚
禿
鈔
』
上
・『
真
聖
全
』
二
│
四
五
五
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
賢
者
」
と
は
、
直
接
に
は
、
親
鸞
に
お
け
る
善
知
識
た
る
法
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
間
接
に
は
、
法
然

の
思
想
を
導
き
出
し
た
善
導
を
は
じ
め
と
す
る
浄
土
門
の
祖
師
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
、
浄
土
三
部
経
の
教
説
の
主
た
る
釈
尊
で
あ
る
。
こ
の

「
賢
者
の
信
」
を
聞
き
、
そ
こ
に
了
解
さ
れ
た
真
理
内
容
を
、
自
覚
の
明
る
み
に
ま
で
顕
開
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
「
愚
禿
が
心
を
顕

す
」
と
言
わ
れ
る
「
顕
」
で
あ
る
。
親
鸞
の
教
学
的
営
為
は
、
こ
の
受
動
的
な
「
聞
」
と
能
動
的
な
「
顕
」
に
お
い
て
成
立
す
る
。

　
『
愚
禿
鈔
』
に
示
さ
れ
た
こ
の
「
聞
」
は
、
さ
ら
に
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
、「
聞
思
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
。『
教
行
信

証
』
の
序
文
の
中
で
、
親
鸞
は
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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
莫
れ
。

 

（『
教
行
信
証
』「
総
序
」・『
定
本
教
行
信
証
』
│
七
）

と
言
っ
て
い
る
。「
誠
な
る
か
な
や
」
と
い
う
言
葉
に
、
救
済
真
理
、
す
な
わ
ち
「
摂
取
不
捨
の
真
言
」「
超
世
希
有
の
正
法
」
に
値
遇
し

た
大
い
な
る
感
動
が
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
仏
教
の
学
徒
と
し
て
の
親
鸞
の
基
本
姿
勢
が
鮮
烈
に
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
私
た
ち
の
「
聞

思
」
す
べ
き
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。
親
鸞
は
、
浄
土
三
部
経
、
就
中
、
真
実
教
と
仰
い
だ
『
大
無
量
寿
経
』
に
対
す
る
に
、「
聞
思
」
と

い
う
方
法
を
も
っ
て
し
た
。
し
か
も
そ
の
こ
と
が
、
よ
く
『
大
無
量
寿
経
』
自
身
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
適
っ
た
の
で
あ
る⑤
。

　
こ
の
「
聞
思
」
の
語
は
、
仏
教
の
伝
統
で
は
、
聞
│
思
│
修
の
三
慧
に
淵
源
す
る
が
、
親
鸞
の
場
合
は
、『
涅
槃
経
』「
迦
葉
菩
薩
品
」

の
「
聞
思
」
の
指
教
に
よ
っ
て
い
る⑥
。『
教
行
信
証
』
全
体
を
見
る
と
、
転
訓
・
字
象
釈
・
転
声
釈
な
ど
の
解
釈
法
が
、
と
り
わ
け
「
信

巻
」
三
一
問
答
に
は
字
訓
釈
・
仏
意
釈
が
、
ま
た
「
化
身
土
巻
」
本
巻
に
は
隠
顕
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
学
的
な
方
法

の
底
に
は
、
教
説
の
真
意
を
聴
聞
し
、
思
索
す
る
と
い
う
「
聞
思
」
の
姿
勢
が
一
貫
し
て
い
る
。『
教
行
信
証
』
に
用
い
ら
れ
る
「
竊

以
」「
謹
案
」「
思
量
」「
思
念
」、
こ
れ
ら
の
語
は
い
ず
れ
も
宗
教
的
真
理
に
真
向
か
い
に
な
っ
た
親
鸞
の
「
聞
思
」
の
姿
勢
を
よ
く
示
し

て
い
る
。
親
鸞
に
お
い
て
、「
聞
」
と
「
思
」
は
不
可
分
で
あ
り
、
円
環
的
な
構
造
を
な
し
て
い
る
が
、「
聞
思
」
は
真
宗
学
の
方
法
論
的

祖
型
の
重
要
な
一
つ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
．
　
方
法
論
的
祖
型
の
継
承
と
固
定
化
│
近
世
宗
学
│

ａ
．
救
済
真
理
と
し
て
の
「
宗
乗
」
と
講
学
施
設

　
「
親
鸞
に
還
れ
」
と
い
う
声
は
、
真
宗
の
歴
史
の
中
で
度
々
掲
げ
ら
れ
た
。
そ
の
最
初
の
声
は
『
歎
異
抄
』
に
、
そ
し
て
そ
の
二
百
年

後
、
蓮
如
の
『
御
文
』、『
御
文
章
』
に
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
教
団
成
立
の
後
に
も
学
事
施
設
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
真
宗
の
救
済
真
理
が
学
的
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
は
、
天
下
を
統
一
す
る
と
、
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仏
教
の
諸
宗
を
優
遇
し
、
特
に
学
事
を
奨
励
し
た
。
こ
の
徳
川
の
文
化
政
策
、
そ
れ
に
加
え
て
、
宗
門
内
の
異
義
の
糾
正
な
ど
を
主
要
な

機
縁
と
し
て
、
東
西
本
願
寺
は
学
林
や
学
寮
を
創
設
し
、
学
事
を
推
進
し
た
。
ま
た
、
專
修
寺
、
仏
光
寺
な
ど
か
ら
も
学
匠
が
輩
出
し
た
。

　
近
世
の
各
宗
に
お
い
て
は
、
自
宗
の
教
学
は
、
他
宗
の
余
乗
に
対
し
宗
乗
と
呼
ば
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
教
法
を
悟
り
の
彼
岸
へ
の
乗
り

物
に
喩
え
て
「
乗
」
と
し
た
。
宗
乗
の
学
び
は
、
ま
さ
に
「
自
ら
の
救
い
の
船
と
し
て
自
己
の
上
に
受
け
止
め
、
そ
の
実
践
し
た
ナ
マ
の

体
験
を
取
り
扱
う
」
こ
と
で
あ
る⑦
。
辞
典
で
は
、
宗
乗
と
宗
学
は
シ
ノ
ニ
ム
（
同
義
語
）
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ

の
宗
乗
の
学
び
が
宗
学
で
あ
る
。

　
本
願
寺
派
の
宗
乗
学
の
学
場
は
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）、
本
願
寺
の
境
内
に
学
舎
が
創
設
さ
れ
た
時
に
始
ま
る
。
光
善
寺
准
玄
が

初
代
の
講
主
と
な
っ
た
。
学
頭
は
「
能
化
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
学
舎
は
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）、「
学
林
」
と
称
さ
れ
、
こ

こ
に
宗
学
は
活
発
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
大
谷
派
は
、
本
願
寺
派
よ
り
二
十
七
年
遅
れ
て
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）、
学
舎
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
正
徳
五
年
（
一
七

一
五
）、
学
寮
に
講
師
職
が
置
か
れ
、
慧
空
・
慧
然
・
慧
琳
と
続
い
た
。
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）、
学
寮
が
高
倉
魚
棚
に
移
さ
れ
、「
高
倉

学
寮
」
と
称
さ
れ
る
。

　
「
学
林
」「
学
寮
」、
い
ず
れ
も
宗
乗
、
つ
ま
り
真
宗
の
救
済
真
理
探
究
の
学
事
機
関
で
あ
っ
た
が
、「
寛
政
異
学
の
禁
」（
一
七
九
〇
）

が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
徳
川
幕
府
の
学
問
統
制
は
厳
し
く
、
宗
学
の
場
面
で
も
研
究
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ｂ
．
教
導
的
人
格
の
制
度
化
と
そ
の
問
題

　
前
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
の
学
び
に
お
い
て
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
の
は
、
教
導
的
人
物
の
存
在
で
あ
る
。
宗
学
研
究
の
場
所

に
お
い
て
も
、
教
導
的
人
格
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。

　
本
願
寺
派
の
学
頭
で
あ
る
「
能
化
」
は
、
そ
の
語
源
は
、
教
化
を
ほ
ど
こ
す
仏
・
菩
薩
の
名
に
由
来
し
て
い
る
が
、
絶
対
的
な
権
威
を
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も
っ
て
、
宗
学
研
究
、
そ
し
て
僧
侶
（
所
化
）
の
育
成
に
従
事
し
た
。
し
か
し
、
能
化
を
宗
学
の
最
高
権
威
者
と
す
る
こ
と
に
は
弊
害
も

伴
っ
た
。

　
月
感
が
、
能
化
の
西
吟
の
『
安
楽
集
』
の
講
義
を
自
性
唯
心
説
で
あ
る
と
し
て
異
を
唱
え
た
こ
と
に
始
ま
る
法
論
「
承
応
の
鬩
牆
（
げ

き
し
ょ
う
）」、
│
│
「
鬩
牆
」
と
は
内
輪
揉
め
の
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
学
草
創
期
の
事
件
と
し
て
記
憶
さ
れ
る⑧
。
こ
の
論
争
は
内
紛
に
発

展
し
て
、
幕
府
の
介
入
を
経
て
、
学
舎
は
一
時
取
り
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
後
に
興
っ
た
「
三
業
惑
乱
」
事
件
は
、
能
化
職
の
孕
む
問
題
性
を
さ
ら
に
深
刻
に
浮
き
彫
り
に
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
学
林
の
第
八
代

能
化
職
に
あ
っ
た
智
洞
が
、
先
に
職
に
あ
っ
た
功
存
の
著
『
願
生
帰
命
弁
』
の
三
業
帰
命
の
説
を
擁
護
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
智
洞
は
、

衆
生
が
救
わ
れ
る
た
め
に
は
、
身
口
意
の
三
業
帰
命
の
心
を
あ
ら
わ
し
て
、
仏
に
向
か
っ
て
助
け
た
ま
え
と
願
い
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
唱
道
し
、
学
林
で
は
正
当
の
説
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
誤
り
と
す
る
主
張
が
安
芸
や
備
後
を
中
心
と
し
た
在
野
の
学
匠
か
ら
出
さ
れ

た
。
大
瀛
の
『
横
超
直
道
金
剛
牌
』
は
、
そ
の
主
張
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
学
林
派
は
新
義
派
と
言
わ
れ
る
人
達
で
あ
る
。

こ
の
新
義
派
と
反
学
林
派
（
古
義
派
）
の
対
立
は
激
化
し
て
、
そ
し
て
結
局
、
事
態
は
幕
府
の
介
入
に
よ
っ
て
決
着
し
て
、
本
山
は
『
願

生
帰
命
弁
』
を
絶
版
に
す
る
に
至
る
。

　
こ
の
事
件
以
来
、
本
願
寺
派
で
は
、
安
心
の
惑
乱
を
恐
れ
て
能
化
一
人
の
制
を
廃
し
て
、
改
め
て
勧
学
六
人
を
設
け
た
。
以
来
様
々
な

学
派
が
分
流
し
、
宗
学
の
研
究
は
多
彩
に
開
花
し
た
。
三
業
惑
乱
事
件
そ
の
も
の
は
非
常
に
悲
劇
的
な
事
件
で
あ
っ
た
が
、「
換
言
す
れ

ば
『
親
鸞
に
還
れ
』
の
思
想
運
動
が
こ
こ
に
果
遂
さ
れ
た
」
と
い
う
評
価
も
一
方
に
は
あ
る⑨
。
教
導
的
人
格
を
、
能
化
職
で
は
な
く
親
鸞

自
身
に
求
め
る
と
い
う
方
向
性
が
そ
れ
に
よ
っ
て
出
て
き
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
件
に
は
法
縁
と
し
て
逆
説
的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と

思
わ
れ
る⑩
。

　
他
方
、
大
谷
派
は
、
本
願
寺
派
の
三
業
惑
乱
事
件
を
教
訓
と
し
、
異
義
の
た
め
に
紛
糾
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
一
門
一
轍
に
立
ち
、
異
説

を
許
さ
ず
、
高
倉
学
寮
の
伝
統
を
守
る
こ
と
を
方
針
と
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
宗
学
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
と
り
わ
け
第
五
代
講
師
深
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仏
教
の
諸
宗
を
優
遇
し
、
特
に
学
事
を
奨
励
し
た
。
こ
の
徳
川
の
文
化
政
策
、
そ
れ
に
加
え
て
、
宗
門
内
の
異
義
の
糾
正
な
ど
を
主
要
な

機
縁
と
し
て
、
東
西
本
願
寺
は
学
林
や
学
寮
を
創
設
し
、
学
事
を
推
進
し
た
。
ま
た
、
專
修
寺
、
仏
光
寺
な
ど
か
ら
も
学
匠
が
輩
出
し
た
。

　
近
世
の
各
宗
に
お
い
て
は
、
自
宗
の
教
学
は
、
他
宗
の
余
乗
に
対
し
宗
乗
と
呼
ば
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
教
法
を
悟
り
の
彼
岸
へ
の
乗
り

物
に
喩
え
て
「
乗
」
と
し
た
。
宗
乗
の
学
び
は
、
ま
さ
に
「
自
ら
の
救
い
の
船
と
し
て
自
己
の
上
に
受
け
止
め
、
そ
の
実
践
し
た
ナ
マ
の

体
験
を
取
り
扱
う
」
こ
と
で
あ
る⑦
。
辞
典
で
は
、
宗
乗
と
宗
学
は
シ
ノ
ニ
ム
（
同
義
語
）
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ

の
宗
乗
の
学
び
が
宗
学
で
あ
る
。

　
本
願
寺
派
の
宗
乗
学
の
学
場
は
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）、
本
願
寺
の
境
内
に
学
舎
が
創
設
さ
れ
た
時
に
始
ま
る
。
光
善
寺
准
玄
が

初
代
の
講
主
と
な
っ
た
。
学
頭
は
「
能
化
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
学
舎
は
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）、「
学
林
」
と
称
さ
れ
、
こ

こ
に
宗
学
は
活
発
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
大
谷
派
は
、
本
願
寺
派
よ
り
二
十
七
年
遅
れ
て
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）、
学
舎
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
正
徳
五
年
（
一
七

一
五
）、
学
寮
に
講
師
職
が
置
か
れ
、
慧
空
・
慧
然
・
慧
琳
と
続
い
た
。
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）、
学
寮
が
高
倉
魚
棚
に
移
さ
れ
、「
高
倉

学
寮
」
と
称
さ
れ
る
。

　
「
学
林
」「
学
寮
」、
い
ず
れ
も
宗
乗
、
つ
ま
り
真
宗
の
救
済
真
理
探
究
の
学
事
機
関
で
あ
っ
た
が
、「
寛
政
異
学
の
禁
」（
一
七
九
〇
）

が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
徳
川
幕
府
の
学
問
統
制
は
厳
し
く
、
宗
学
の
場
面
で
も
研
究
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

ｂ
．
教
導
的
人
格
の
制
度
化
と
そ
の
問
題

　
前
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
の
学
び
に
お
い
て
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
の
は
、
教
導
的
人
物
の
存
在
で
あ
る
。
宗
学
研
究
の
場
所

に
お
い
て
も
、
教
導
的
人
格
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。

　
本
願
寺
派
の
学
頭
で
あ
る
「
能
化
」
は
、
そ
の
語
源
は
、
教
化
を
ほ
ど
こ
す
仏
・
菩
薩
の
名
に
由
来
し
て
い
る
が
、
絶
対
的
な
権
威
を
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も
っ
て
、
宗
学
研
究
、
そ
し
て
僧
侶
（
所
化
）
の
育
成
に
従
事
し
た
。
し
か
し
、
能
化
を
宗
学
の
最
高
権
威
者
と
す
る
こ
と
に
は
弊
害
も

伴
っ
た
。

　
月
感
が
、
能
化
の
西
吟
の
『
安
楽
集
』
の
講
義
を
自
性
唯
心
説
で
あ
る
と
し
て
異
を
唱
え
た
こ
と
に
始
ま
る
法
論
「
承
応
の
鬩
牆
（
げ

き
し
ょ
う
）」、
│
│
「
鬩
牆
」
と
は
内
輪
揉
め
の
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
学
草
創
期
の
事
件
と
し
て
記
憶
さ
れ
る⑧
。
こ
の
論
争
は
内
紛
に
発

展
し
て
、
幕
府
の
介
入
を
経
て
、
学
舎
は
一
時
取
り
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
後
に
興
っ
た
「
三
業
惑
乱
」
事
件
は
、
能
化
職
の
孕
む
問
題
性
を
さ
ら
に
深
刻
に
浮
き
彫
り
に
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
学
林
の
第
八
代

能
化
職
に
あ
っ
た
智
洞
が
、
先
に
職
に
あ
っ
た
功
存
の
著
『
願
生
帰
命
弁
』
の
三
業
帰
命
の
説
を
擁
護
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
智
洞
は
、

衆
生
が
救
わ
れ
る
た
め
に
は
、
身
口
意
の
三
業
帰
命
の
心
を
あ
ら
わ
し
て
、
仏
に
向
か
っ
て
助
け
た
ま
え
と
願
い
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
唱
道
し
、
学
林
で
は
正
当
の
説
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
誤
り
と
す
る
主
張
が
安
芸
や
備
後
を
中
心
と
し
た
在
野
の
学
匠
か
ら
出
さ
れ

た
。
大
瀛
の
『
横
超
直
道
金
剛
牌
』
は
、
そ
の
主
張
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
学
林
派
は
新
義
派
と
言
わ
れ
る
人
達
で
あ
る
。

こ
の
新
義
派
と
反
学
林
派
（
古
義
派
）
の
対
立
は
激
化
し
て
、
そ
し
て
結
局
、
事
態
は
幕
府
の
介
入
に
よ
っ
て
決
着
し
て
、
本
山
は
『
願

生
帰
命
弁
』
を
絶
版
に
す
る
に
至
る
。

　
こ
の
事
件
以
来
、
本
願
寺
派
で
は
、
安
心
の
惑
乱
を
恐
れ
て
能
化
一
人
の
制
を
廃
し
て
、
改
め
て
勧
学
六
人
を
設
け
た
。
以
来
様
々
な

学
派
が
分
流
し
、
宗
学
の
研
究
は
多
彩
に
開
花
し
た
。
三
業
惑
乱
事
件
そ
の
も
の
は
非
常
に
悲
劇
的
な
事
件
で
あ
っ
た
が
、「
換
言
す
れ

ば
『
親
鸞
に
還
れ
』
の
思
想
運
動
が
こ
こ
に
果
遂
さ
れ
た
」
と
い
う
評
価
も
一
方
に
は
あ
る⑨
。
教
導
的
人
格
を
、
能
化
職
で
は
な
く
親
鸞

自
身
に
求
め
る
と
い
う
方
向
性
が
そ
れ
に
よ
っ
て
出
て
き
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
件
に
は
法
縁
と
し
て
逆
説
的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と

思
わ
れ
る⑩
。

　
他
方
、
大
谷
派
は
、
本
願
寺
派
の
三
業
惑
乱
事
件
を
教
訓
と
し
、
異
義
の
た
め
に
紛
糾
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
一
門
一
轍
に
立
ち
、
異
説

を
許
さ
ず
、
高
倉
学
寮
の
伝
統
を
守
る
こ
と
を
方
針
と
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
宗
学
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
と
り
わ
け
第
五
代
講
師
深
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励
は
、
先
輩
の
学
説
を
大
成
し
、
大
谷
派
の
宗
学
は
隆
昌
期
を
迎
え
る
。
し
か
し
、
反
面
、
講
者
は
教
学
上
絶
対
的
な
権
威
を
持
ち
、
正

当
教
学
者
と
し
て
教
学
・
研
究
の
統
制
権
を
持
つ
に
至
っ
た
。
異
安
心
事
件
は
、
近
世
を
通
じ
て
七
十
件
あ
ま
り
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
異

安
心
事
件
に
お
い
て
、「
調
理
」
と
呼
ば
れ
る
取
り
調
べ
に
は
学
寮
の
学
僧
が
当
た
っ
た
。
こ
こ
に
、
教
導
的
人
格
の
最
高
権
威
で
あ
る

「
講
師
」
は
、
時
と
し
て
宗
教
的
真
理
へ
の
発
遣
者
と
言
う
よ
り
も
、
宗
教
的
真
理
の
裁
定
者
と
し
て
機
能
す
る
場
合
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
。

ｃ
．
聞
思
の
方
法
化
│
会
通
、
訓
詁
、
会
読
│

　
現
在
、
私
た
ち
は
近
世
宗
学
の
学
問
的
な
成
果
を
、
真
宗
各
派
の
宗
学
者
の
重
要
な
著
作
を
収
録
し
た
『
真
宗
全
書⑪
』、
あ
る
い
は
、

そ
の
『
真
宗
全
書
』
を
補
完
し
て
作
ら
れ
た
『
真
宗
叢
書⑫
』、
ま
た
、
大
谷
派
の
学
匠
の
講
義
録
を
収
録
し
て
い
る
『
真
宗
大
系⑬
』、
そ
し

て
、
こ
れ
に
続
く
『
続
真
宗
大
系⑭
』
な
ど
を
通
し
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
講
録
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、
宗
学
者
の
学
問
的

業
績
の
大
き
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。

　
従
来
、
宗
学
の
伝
統
に
お
い
て
、
本
願
寺
派
が
論
題
的
研
究
が
多
い
の
に
対
し
て
、
大
谷
派
は
隨
文
解
釈
的
傾
向
が
強
い
と
指
摘
さ
れ

る⑮
。
論
題
的
研
究
に
お
い
て
は
、
論
題
の
名
目
を
提
示
す
る
出
体
、
名
目
の
意
義
を
解
釈
す
る
釈
名
、
そ
し
て
義
相
を
弁
ず
る
、
弁
相
の

三
門
が
方
法
と
し
て
採
ら
れ
る
が
、
聖
教
に
示
さ
れ
る
相
矛
盾
す
る
内
容
を
和
会
疏
通
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
会
通
」
が
学
問
上
の

テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
弁
証
的
会
通
は
、
真
理
の
探
究
と
い
う
よ
り
も
、
教
説
相
互
の
食
い
違
い
を
概
念
的
に
整

理
・
合
理
化
す
る
と
い
う
傾
向
を
も
有
し
た
。

　
他
方
、
随
文
解
釈
に
お
い
て
は
、
経
論
釈
な
ど
の
聖
典
の
科
文
、
典
拠
、
訓
詁
註
釈
に
主
要
な
関
心
が
注
が
れ
、
そ
れ
自
身
非
常
に
精

緻
な
教
学
的
営
為
と
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
教
権
主
義
的
な
宗
門
体
制
の
中
に
あ
っ
て
、
異
解
・
異
安
心
を
恐
れ
、
自
由
な
解
釈

は
制
限
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
見
す
る
と
矛
盾
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
文
章
に
つ
い
て
、
そ
の
本
旨
を
考
え
和
会
通
釈
す
る
と
い
う
、
い
わ
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ゆ
る
「
会
釈
」
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
会
通
と
同
様
、
牽
強
付
会
と
も
言
わ
れ
か
ね
な
い
問
題
を
時
と
し
て
抱
え
た
。

　
中
で
も
、『
教
行
信
証
』
は
、
一
派
の
基
軸
と
な
る
宝
典
と
し
て
、
そ
の
講
義
は
「
会か

い

読ど
く

」
と
称
し
て
、
仲
間
内
で
攻
究
す
る
こ
と
に

限
ら
れ
た⑯
。
学
寮
の
伝
統
で
は
、『
教
行
信
証
』
を
直
接
に
講
義
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
や
『
教
行

信
証
大
意
』
が
講
義
さ
れ
、『
教
行
信
証
』
は
会
読
の
形
式
で
講
究
さ
れ
た
。
深
励
は
、
本
書
の
講
義
に
当
た
り
、
講
釈
で
は
な
く
会
読

で
あ
る
と
冒
頭
に
断
っ
て
い
る⑰
（『
広
文
類
会
読
記
』）。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、『
教
行
信
証
』
は
非
公
開
の
書
で
あ
っ
た
。

　
近
世
の
宗
学
の
聖
教
研
究
法
を
特
徴
づ
け
る
会
通
、
訓
詁
、
あ
る
い
は
会
読
は
、
親
鸞
の
「
聞
思
」
の
方
法
を
学
的
に
継
承
、
展
開
し

た
も
の
と
言
え
る
が
、
や
や
も
す
る
と
、
内
面
的
な
探
求
を
欠
い
て
形
式
化
し
、
そ
の
方
法
論
と
し
て
の
吟
味
は
、
近
代
の
到
来
を
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

三
．
　
方
法
論
的
祖
型
の
再
生
と
展
開
│
近
代
真
宗
学
│

ａ
．
救
済
真
理
と
し
て
の
「
宗
義
」
の
明
確
化

　
時
代
は
明
治
に
入
る
。
維
新
後
の
廃
仏
毀
釈
に
加
え
て
、
西
欧
諸
国
か
ら
の
新
文
明
の
流
入
や
キ
リ
ス
ト
教
の
浸
透
は
、
こ
れ
ま
で
幕

府
の
保
護
政
策
の
中
で
安
逸
の
夢
を
貪
っ
て
い
た
真
宗
教
団
を
か
つ
て
な
い
危
機
に
陥
れ
た
。
そ
う
い
う
危
機
の
中
で
、「
ひ
と
り
宗
学

界
の
み
は
固
陋
の
執
見
に
膠
着
し
て
、
そ
の
洗
礼
を
受
く
る
な
く
、
益
々
敗
残
の
哀
れ
を
と
ど
む
る⑱
」
と
い
う
事
態
に
至
る
。
そ
う
い
う

停
滞
の
中
に
留
ま
っ
て
い
た
。

　
と
り
わ
け
大
谷
派
は
、
高
倉
一
轍
に
縛
ら
れ
て
、
旧
弊
を
脱
し
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
、
事
態
を
破
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、

占
部
観
順
の
「
異
安
心
」
事
件
で
あ
る
。
占
部
は
、
先
輩
の
学
説
に
妄
従
す
る
の
で
は
な
く
、
自
由
な
立
場
に
立
っ
て
研
究
し
、『
御

文
』
の
「
タ
ノ
ム
、
タ
ス
ケ
タ
マ
ヘ
」
の
意
味
に
つ
い
て
専
ら
信
順
説
を
主
張
し
、
請
求
説
を
取
る
先
輩
と
意
見
を
異
に
し
、
結
果
、
擯

斥
処
分
を
受
け
た
。
当
時
の
大
谷
派
の
宗
学
者
は
、
こ
の
事
件
の
あ
お
り
を
受
け
て
『
御
文
』
研
究
を
主
軸
に
し
て
信
願
論
を
中
心
に
講
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励
は
、
先
輩
の
学
説
を
大
成
し
、
大
谷
派
の
宗
学
は
隆
昌
期
を
迎
え
る
。
し
か
し
、
反
面
、
講
者
は
教
学
上
絶
対
的
な
権
威
を
持
ち
、
正

当
教
学
者
と
し
て
教
学
・
研
究
の
統
制
権
を
持
つ
に
至
っ
た
。
異
安
心
事
件
は
、
近
世
を
通
じ
て
七
十
件
あ
ま
り
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
異

安
心
事
件
に
お
い
て
、「
調
理
」
と
呼
ば
れ
る
取
り
調
べ
に
は
学
寮
の
学
僧
が
当
た
っ
た
。
こ
こ
に
、
教
導
的
人
格
の
最
高
権
威
で
あ
る

「
講
師
」
は
、
時
と
し
て
宗
教
的
真
理
へ
の
発
遣
者
と
言
う
よ
り
も
、
宗
教
的
真
理
の
裁
定
者
と
し
て
機
能
す
る
場
合
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
。

ｃ
．
聞
思
の
方
法
化
│
会
通
、
訓
詁
、
会
読
│

　
現
在
、
私
た
ち
は
近
世
宗
学
の
学
問
的
な
成
果
を
、
真
宗
各
派
の
宗
学
者
の
重
要
な
著
作
を
収
録
し
た
『
真
宗
全
書⑪
』、
あ
る
い
は
、

そ
の
『
真
宗
全
書
』
を
補
完
し
て
作
ら
れ
た
『
真
宗
叢
書⑫
』、
ま
た
、
大
谷
派
の
学
匠
の
講
義
録
を
収
録
し
て
い
る
『
真
宗
大
系⑬
』、
そ
し

て
、
こ
れ
に
続
く
『
続
真
宗
大
系⑭
』
な
ど
を
通
し
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
講
録
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、
宗
学
者
の
学
問
的

業
績
の
大
き
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。

　
従
来
、
宗
学
の
伝
統
に
お
い
て
、
本
願
寺
派
が
論
題
的
研
究
が
多
い
の
に
対
し
て
、
大
谷
派
は
隨
文
解
釈
的
傾
向
が
強
い
と
指
摘
さ
れ

る⑮
。
論
題
的
研
究
に
お
い
て
は
、
論
題
の
名
目
を
提
示
す
る
出
体
、
名
目
の
意
義
を
解
釈
す
る
釈
名
、
そ
し
て
義
相
を
弁
ず
る
、
弁
相
の

三
門
が
方
法
と
し
て
採
ら
れ
る
が
、
聖
教
に
示
さ
れ
る
相
矛
盾
す
る
内
容
を
和
会
疏
通
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
会
通
」
が
学
問
上
の

テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
弁
証
的
会
通
は
、
真
理
の
探
究
と
い
う
よ
り
も
、
教
説
相
互
の
食
い
違
い
を
概
念
的
に
整

理
・
合
理
化
す
る
と
い
う
傾
向
を
も
有
し
た
。

　
他
方
、
随
文
解
釈
に
お
い
て
は
、
経
論
釈
な
ど
の
聖
典
の
科
文
、
典
拠
、
訓
詁
註
釈
に
主
要
な
関
心
が
注
が
れ
、
そ
れ
自
身
非
常
に
精

緻
な
教
学
的
営
為
と
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
教
権
主
義
的
な
宗
門
体
制
の
中
に
あ
っ
て
、
異
解
・
異
安
心
を
恐
れ
、
自
由
な
解
釈

は
制
限
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
見
す
る
と
矛
盾
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
文
章
に
つ
い
て
、
そ
の
本
旨
を
考
え
和
会
通
釈
す
る
と
い
う
、
い
わ
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ゆ
る
「
会
釈
」
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
会
通
と
同
様
、
牽
強
付
会
と
も
言
わ
れ
か
ね
な
い
問
題
を
時
と
し
て
抱
え
た
。

　
中
で
も
、『
教
行
信
証
』
は
、
一
派
の
基
軸
と
な
る
宝
典
と
し
て
、
そ
の
講
義
は
「
会か

い

読ど
く

」
と
称
し
て
、
仲
間
内
で
攻
究
す
る
こ
と
に

限
ら
れ
た⑯
。
学
寮
の
伝
統
で
は
、『
教
行
信
証
』
を
直
接
に
講
義
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
や
『
教
行

信
証
大
意
』
が
講
義
さ
れ
、『
教
行
信
証
』
は
会
読
の
形
式
で
講
究
さ
れ
た
。
深
励
は
、
本
書
の
講
義
に
当
た
り
、
講
釈
で
は
な
く
会
読

で
あ
る
と
冒
頭
に
断
っ
て
い
る⑰
（『
広
文
類
会
読
記
』）。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、『
教
行
信
証
』
は
非
公
開
の
書
で
あ
っ
た
。

　
近
世
の
宗
学
の
聖
教
研
究
法
を
特
徴
づ
け
る
会
通
、
訓
詁
、
あ
る
い
は
会
読
は
、
親
鸞
の
「
聞
思
」
の
方
法
を
学
的
に
継
承
、
展
開
し

た
も
の
と
言
え
る
が
、
や
や
も
す
る
と
、
内
面
的
な
探
求
を
欠
い
て
形
式
化
し
、
そ
の
方
法
論
と
し
て
の
吟
味
は
、
近
代
の
到
来
を
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

三
．
　
方
法
論
的
祖
型
の
再
生
と
展
開
│
近
代
真
宗
学
│

ａ
．
救
済
真
理
と
し
て
の
「
宗
義
」
の
明
確
化
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入
る
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廃
仏
毀
釈
に
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て
、
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流
入
や
キ
リ
ス
ト
教
の
浸
透
は
、
こ
れ
ま
で
幕

府
の
保
護
政
策
の
中
で
安
逸
の
夢
を
貪
っ
て
い
た
真
宗
教
団
を
か
つ
て
な
い
危
機
に
陥
れ
た
。
そ
う
い
う
危
機
の
中
で
、「
ひ
と
り
宗
学

界
の
み
は
固
陋
の
執
見
に
膠
着
し
て
、
そ
の
洗
礼
を
受
く
る
な
く
、
益
々
敗
残
の
哀
れ
を
と
ど
む
る⑱
」
と
い
う
事
態
に
至
る
。
そ
う
い
う

停
滞
の
中
に
留
ま
っ
て
い
た
。

　
と
り
わ
け
大
谷
派
は
、
高
倉
一
轍
に
縛
ら
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て
、
旧
弊
を
脱
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な
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
、
事
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を
破
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、

占
部
観
順
の
「
異
安
心
」
事
件
で
あ
る
。
占
部
は
、
先
輩
の
学
説
に
妄
従
す
る
の
で
は
な
く
、
自
由
な
立
場
に
立
っ
て
研
究
し
、『
御

文
』
の
「
タ
ノ
ム
、
タ
ス
ケ
タ
マ
ヘ
」
の
意
味
に
つ
い
て
専
ら
信
順
説
を
主
張
し
、
請
求
説
を
取
る
先
輩
と
意
見
を
異
に
し
、
結
果
、
擯

斥
処
分
を
受
け
た
。
当
時
の
大
谷
派
の
宗
学
者
は
、
こ
の
事
件
の
あ
お
り
を
受
け
て
『
御
文
』
研
究
を
主
軸
に
し
て
信
願
論
を
中
心
に
講
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究
し
た
と
い
わ
れ
る⑲
。

　
占
部
の
学
説
に
異
安
心
の
烙
印
を
押
し
た
保
守
派
の
グ
ル
ー
プ
は
、
貫
練
会
を
名
乗
る
宗
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
南
条
文
雄
な
ど
を
除

い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
宗
学
者
た
ち
が
、
こ
の
貫
練
会
に
入
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
宗
学
者
た
ち
に
対
し
て
、
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
た

の
は
、
当
時
、
宗
門
改
革
運
動
を
進
め
て
い
た
清
沢
満
之
で
あ
る
。
そ
の
社
説
に
、
清
沢
は
、

夫
れ
宗
義
と
宗
学
と
は
截
然
其
区
別
あ
り
、
決
し
て
混
同
す
べ
き
も
の
に
非
ざ
る
な
り
、
宗
義
は
宗
祖
の
建
立
に
係
り
宗
学
は
末
学

の
討
究
に
成
る
、（
中
略
）
我
真
宗
の
宗
義
は
載
せ
て
立
教
開
宗
の
聖
典
た
る
広
本
六
軸
の
中
に
在
り
、
其
文
炳
と
し
て
日
星
の
如

し

 

（「
貫
練
会
を
論
す
」『
清
沢
満
之
全
集
』（
岩
波
）
七
│
一
一
三
）

と
、
述
べ
て
い
る
。
宗
祖
に
開
顕
さ
れ
た
救
済
真
理
で
あ
る
「
宗
義
」
こ
そ
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
の
対
象
で
あ
り
、
宗
学
は

こ
れ
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
先
輩
の
学
説
を
越
え
て
「
親
鸞
に
還
れ
」
と
い
う
主
張
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的

な
骨
子
は
、
宗
義
と
宗
学
と
の
厳
密
な
区
分
に
基
づ
く
宗
学
の
相
対
化
と
偏
依
「
宗
義
」
の
立
場
の
明
確
化
の
主
張
、
お
よ
び
、
宗
学
の

自
由
討
究
の
主
張
、
こ
の
二
点
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る⑳
。

ｂ
．
浄
土
真
宗
の
学
場
と
学
風
の
形
成

　
真
宗
の
学
び
は
、「
宗
義
」
を
基
本
と
す
る
と
い
う
清
沢
の
立
場
は
、
自
ら
真
宗
大
学
の
学
監
に
就
任
し
、
建
学
の
精
神
を
披
歴
し
た

そ
の
「
開
校
の
辞
」
に
も
端
的
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
清
沢
は
、

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

0

0

0

0

0

0

0

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
、
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（「
真
宗
大
学
開
校
の
辞
」『
清
沢
満
之
全
集
』（
岩
波
）
七
│
三
六
四
、
傍
点
引
用
者
）

と
述
べ
て
い
る
。
本
山
の
主
張
を
翻
し
て
学
舎
の
東
京
移
転
を
清
沢
が
必
須
と
し
た
の
も
、
新
し
い
思
想
や
学
問
の
息
吹
に
触
れ
る
と
い

う
こ
と
と
と
も
に
、
守
旧
的
雰
囲
気
の
強
い
京
都
を
離
れ
て
、
自
由
な
宗
義
討
究
の
場
所
を
若
い
学
徒
に
提
供
す
る
と
い
う
願
い
か
ら
で

あ
っ
た
。

　
以
来
、
こ
の
確
認
は
、
第
二
代
学
長
南
条
文
雄
、
第
三
代
学
長
佐
々
木
月
樵
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
第
十
七
代
学
長

の
曽
我
量
深
は
、

大
谷
大
学
は
、
清
沢
満
之
を
父
と
し
、
南
条
文
雄
を
母
と
し
て
生
ま
れ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
本
学
の
近
代
真
宗
学
は
、
清
沢
満
之
│
曽
我
量
深
│
金
子
大
栄
を
主
要
な
流
れ
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
一

方
、
仏
教
学
は
、
南
条
文
雄
│
佐
々
木
月
樵
│
山
口
益
を
も
う
一
つ
の
主
要
な
流
れ
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。（
な
お
、
佐
々
木
が
両
者

の
学
び
の
前
提
に
宗
教
的
人
間
学anthropology

も
し
く
はhum

anities

を
想
定
し
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
清
沢
は
哲
学
を
専

攻
し
、
南
条
は
梵
語
学
を
専
攻
し
た
が
、
こ
のphilosophy

とphilology

を
特
色
と
す
る
二
つ
の
流
れ
が
合
流
し
、
あ
る
い
は
せ
め
ぎ

合
い
な
が
ら
、
大
谷
大
学
の
学
風
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

ｃ
．
方
法
論
の
検
討
│
実
験
と
実
証
│

　
先
学
は
、「
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
の
仏
教
学
は
、
一
方
で
は
宗
学
か
ら
の
脱
皮
を
め
ざ
し
て
き
た㉑
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
脱
皮
へ
の

先
駆
者
と
し
て
、
英
国
に
い
ち
早
く
留
学
し
、
西
洋
の
近
代
仏
教
学
の
文
献
学
の
方
法
論
を
修
得
し
た
南
条
文
雄
や
笠
原
研
寿
な
ど
の
先

人
た
ち
の
大
き
な
苦
労
が
偲
ば
れ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
、
近
世
宗
学
が
近
代
真
宗
学
へ
と
脱
皮
す
る
に
も
諸
先
学
の
並
々
な
ら
ぬ
苦
労
が

あ
っ
た
。

　
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
私
は
『
教
界
時
言
』
に
お
け
る
清
沢
の
論
説
「
貫
練
会
を
論
す
」
は
、
近
世
宗
学
が
近
代
真
宗
学
へ
と
脱
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究
し
た
と
い
わ
れ
る⑲
。

　
占
部
の
学
説
に
異
安
心
の
烙
印
を
押
し
た
保
守
派
の
グ
ル
ー
プ
は
、
貫
練
会
を
名
乗
る
宗
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
南
条
文
雄
な
ど
を
除

い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
宗
学
者
た
ち
が
、
こ
の
貫
練
会
に
入
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
宗
学
者
た
ち
に
対
し
て
、
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
た

の
は
、
当
時
、
宗
門
改
革
運
動
を
進
め
て
い
た
清
沢
満
之
で
あ
る
。
そ
の
社
説
に
、
清
沢
は
、

夫
れ
宗
義
と
宗
学
と
は
截
然
其
区
別
あ
り
、
決
し
て
混
同
す
べ
き
も
の
に
非
ざ
る
な
り
、
宗
義
は
宗
祖
の
建
立
に
係
り
宗
学
は
末
学

の
討
究
に
成
る
、（
中
略
）
我
真
宗
の
宗
義
は
載
せ
て
立
教
開
宗
の
聖
典
た
る
広
本
六
軸
の
中
に
在
り
、
其
文
炳
と
し
て
日
星
の
如

し

 

（「
貫
練
会
を
論
す
」『
清
沢
満
之
全
集
』（
岩
波
）
七
│
一
一
三
）

と
、
述
べ
て
い
る
。
宗
祖
に
開
顕
さ
れ
た
救
済
真
理
で
あ
る
「
宗
義
」
こ
そ
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
の
対
象
で
あ
り
、
宗
学
は

こ
れ
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
先
輩
の
学
説
を
越
え
て
「
親
鸞
に
還
れ
」
と
い
う
主
張
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的

な
骨
子
は
、
宗
義
と
宗
学
と
の
厳
密
な
区
分
に
基
づ
く
宗
学
の
相
対
化
と
偏
依
「
宗
義
」
の
立
場
の
明
確
化
の
主
張
、
お
よ
び
、
宗
学
の

自
由
討
究
の
主
張
、
こ
の
二
点
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る⑳
。

ｂ
．
浄
土
真
宗
の
学
場
と
学
風
の
形
成

　
真
宗
の
学
び
は
、「
宗
義
」
を
基
本
と
す
る
と
い
う
清
沢
の
立
場
は
、
自
ら
真
宗
大
学
の
学
監
に
就
任
し
、
建
学
の
精
神
を
披
歴
し
た

そ
の
「
開
校
の
辞
」
に
も
端
的
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
清
沢
は
、

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

0

0

0

0

0

0

0

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
、
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（「
真
宗
大
学
開
校
の
辞
」『
清
沢
満
之
全
集
』（
岩
波
）
七
│
三
六
四
、
傍
点
引
用
者
）

と
述
べ
て
い
る
。
本
山
の
主
張
を
翻
し
て
学
舎
の
東
京
移
転
を
清
沢
が
必
須
と
し
た
の
も
、
新
し
い
思
想
や
学
問
の
息
吹
に
触
れ
る
と
い

う
こ
と
と
と
も
に
、
守
旧
的
雰
囲
気
の
強
い
京
都
を
離
れ
て
、
自
由
な
宗
義
討
究
の
場
所
を
若
い
学
徒
に
提
供
す
る
と
い
う
願
い
か
ら
で

あ
っ
た
。

　
以
来
、
こ
の
確
認
は
、
第
二
代
学
長
南
条
文
雄
、
第
三
代
学
長
佐
々
木
月
樵
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
第
十
七
代
学
長

の
曽
我
量
深
は
、

大
谷
大
学
は
、
清
沢
満
之
を
父
と
し
、
南
条
文
雄
を
母
と
し
て
生
ま
れ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
本
学
の
近
代
真
宗
学
は
、
清
沢
満
之
│
曽
我
量
深
│
金
子
大
栄
を
主
要
な
流
れ
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
一

方
、
仏
教
学
は
、
南
条
文
雄
│
佐
々
木
月
樵
│
山
口
益
を
も
う
一
つ
の
主
要
な
流
れ
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。（
な
お
、
佐
々
木
が
両
者

の
学
び
の
前
提
に
宗
教
的
人
間
学anthropology

も
し
く
はhum

anities

を
想
定
し
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
清
沢
は
哲
学
を
専

攻
し
、
南
条
は
梵
語
学
を
専
攻
し
た
が
、
こ
のphilosophy

とphilology

を
特
色
と
す
る
二
つ
の
流
れ
が
合
流
し
、
あ
る
い
は
せ
め
ぎ

合
い
な
が
ら
、
大
谷
大
学
の
学
風
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

ｃ
．
方
法
論
の
検
討
│
実
験
と
実
証
│

　
先
学
は
、「
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
の
仏
教
学
は
、
一
方
で
は
宗
学
か
ら
の
脱
皮
を
め
ざ
し
て
き
た㉑
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
脱
皮
へ
の

先
駆
者
と
し
て
、
英
国
に
い
ち
早
く
留
学
し
、
西
洋
の
近
代
仏
教
学
の
文
献
学
の
方
法
論
を
修
得
し
た
南
条
文
雄
や
笠
原
研
寿
な
ど
の
先

人
た
ち
の
大
き
な
苦
労
が
偲
ば
れ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
、
近
世
宗
学
が
近
代
真
宗
学
へ
と
脱
皮
す
る
に
も
諸
先
学
の
並
々
な
ら
ぬ
苦
労
が

あ
っ
た
。

　
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
私
は
『
教
界
時
言
』
に
お
け
る
清
沢
の
論
説
「
貫
練
会
を
論
す
」
は
、
近
世
宗
学
が
近
代
真
宗
学
へ
と
脱
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皮
す
る
最
初
の
大
き
な
一
撃
と
な
っ
た
と
考
え
る
。

　
そ
れ
で
は
、
真
宗
学
の
方
法
論
に
お
い
て
、
近
世
宗
学
を
越
え
て
、
近
代
真
宗
学
が
形
成
さ
れ
る
端
緒
は
、
ど
こ
に
開
か
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
近
代
的
な
学
問
が
成
立
す
る
条
件
と
し
て
、「
実
験
」
と
「
実
証
」
と
い
う
二
つ
の
用
件
を
抜
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

近
代
真
宗
学
の
方
法
論
が
成
立
す
る
上
で
、
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
た
人
と
し
て
、
私
は
二
人
の
人
物
に
注
意
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
一
人
は
、
こ
れ
ま
で
関
説
し
た
清
沢
満
之
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
、
宗
学
の
近
代
化
を
主
張
し
た
本
願
寺
派
の
前
田
慧
雲
で
あ
る
。

　
清
沢
は
、
哲
学
を
専
攻
し
た
人
で
あ
る
が
、
観
念
的
な
思
弁
を
嫌
い
、
現
実
へ
の
肉
薄
を
絶
え
ず
志
し
た
。
若
き
日
の
「
ミ
ニ
マ
ム
・

ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
は
、
そ
の
端
的
な
例
で
あ
る
。
し
か
し
過
度
な
禁
欲
生
活
に
よ
っ
て
、
自
ら
結
核
を
病
み
、
死
生
の
問
題
に
煩
悶
し

た
。
そ
ん
な
中
で
、
古
代
ロ
ー
マ
の
哲
人
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
の
語
録
に
出
会
う
。
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
は
、
奴
隷
の
身
分
で
あ
り
、
足
に
障

害
を
も
っ
た
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
生
を
深
く
洞
察
し
、
そ
の
解
決
を
求
め
た
。
清
沢
は
、
彼
の
哲
学
に
つ
い
て
、「
空
論
空
議

に
あ
ら
ず
し
て
、
激
切
な
る
実
学
て
あ
る㉒
」
と
し
て
敬
服
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
の
上
で
の
実
験
を
通
し
た
「
激
切
な
る
実
学
」

こ
そ
、
清
沢
の
学
問
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
り
、
門
下
に
説
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
清
沢
の
方
法
は
、
親
鸞
の
聞
思
の
方
法
を
主

体
の
上
に
受
け
継
い
だ
、「
実
験
の
教
学㉓
」
で
あ
る
。
こ
の
主
体
的
・
実
存
的
な
方
法
こ
そ
、
近
代
真
宗
学
へ
の
方
向
を
切
り
開
い
た
と

い
え
よ
う
。

　
一
方
、
歴
史
学
者
の
前
田
慧
雲
は
、
そ
の
「
宗
学
研
究
法
に
就
い
て
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、「
二
百
年
も
百
五
十
年
も
以
前
の
研

究
法
に
安
ん
じ
て
、
の
ん
き
に
構
え
て
居
て
は
、
と
て
も
時
勢
に
応
じ
、
世
間
の
学
術
と
対
抗
し
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
ぬ㉔
」
と
述
べ
、
本

山
権
力
の
新
研
究
法
へ
の
不
当
な
圧
力
を
厳
し
く
批
判
し
、
い
わ
ば
宗
門
内
に
お
け
る
学
問
の
自
治
権
の
独
立
を
強
調
し
、
歴
史
的
研
究

と
哲
学
組
織
的
研
究
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
方
で
は
、
親
鸞
の
批
判
精
神
を
学
の
上
に
継
承
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
他
方
、
こ
の
実
証
的
な
研
究
方
法
に
、
宗
学
研
究
上
の
近
代
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
歴
史
的
研
究
の
提
案
は
、
西
洋

15

の
学
問
な
ら
び
に
近
代
仏
教
学
に
刺
激
さ
れ
た
新
し
い
歴
史
的
真
宗
理
解
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
法
は
、
と
く
に
後
代
の
本

願
寺
派
・
龍
谷
大
学
真
宗
学
に
お
け
る
研
究
の
主
流
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た㉕
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
代
真
宗
学
の
方
法
論
が
成
立
す
る
先
駆
的
な
意
義
を
、
私
は
、
こ
の
二
人
の
先
人
の
上
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

う
。

お
わ
り
に

ａ
．「
真
宗
学
」
の
名
称
の
成
立
と
課
題

　
以
上
、
真
宗
学
の
江
戸
期
・
近
世
か
ら
明
治
期
・
近
代
へ
の
展
開
を
簡
単
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
み
た
。
こ
れ
ま
で
の
宗
学
が
「
真
宗
学
」

と
い
う
名
で
新
し
く
出
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
正
期
に
入
り
、
東
西
の
本
願
寺
の
大
学
が
、
一
方
の
龍
谷
大
学
が
、
大
教
校
↓

大
学
林
↓
仏
教
大
学
↓
龍
谷
大
学
と
い
う
よ
う
に
移
り
、
他
方
の
大
谷
大
学
が
、
真
宗
大
学
寮
↓
真
宗
大
学
↓
真
宗
大
谷
大
学
↓
大
谷
大

学
と
移
っ
て
、
単
科
大
学
に
昇
格
し
て
か
ら
で
あ
る㉖
。

　
宗
門
立
大
学
は
、
こ
れ
ま
で
は
大
学
を
名
乗
っ
て
い
て
も
、
制
度
的
に
は
、
私
教
育
の
機
関
と
し
て
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
龍

谷
大
学
・
大
谷
大
学
は
、
文
部
省
に
認
可
さ
れ
た
大
学
と
し
て
正
式
に
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

従
来
の
「
宗
学
」
に
対
し
て
、「
真
宗
学
」
と
い
う
名
称
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
大
谷
大
学
第
三
代
学
長
佐
々
木
月
樵
は
、

今
そ
の
真
宗
学
と
人
文
科
の
名
は
、
大
正
七
年
初
め
て
本
学
学
科
及
び
そ
の
課
程
に
使
用
し
た
所
の
新
名
目
で
あ
る
。
予
は
殊
に
此

真
宗
学
の
名
が
、
何
日
と
は
な
し
に
数
年
な
ら
ず
し
て
早
く
世
間
一
般
に
通
用
さ
る
ゝ
こ
と
ゝ
な
り
し
を
悦
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 

（「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」『
佐
々
木
月
樵
全
集
』
六
│
八
二
八
）

と
、
そ
の
「
樹
立
の
精
神
」
の
講
演
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
真
宗
学
は
、
い
か
な
る
意
味
で
、
大
学
で
研
究
さ
れ

る
に
ふ
さ
わ
し
い
公
開
さ
れ
た
学
問
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
る
文
教
関
係
者
は
、
端
的
に
、
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。
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。
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、
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学
の
方
法
論
が
成
立
す
る
先
駆
的
な
意
義
を
、
私
は
、
こ
の
二
人
の
先
人
の
上
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

う
。

お
わ
り
に

ａ
．「
真
宗
学
」
の
名
称
の
成
立
と
課
題

　
以
上
、
真
宗
学
の
江
戸
期
・
近
世
か
ら
明
治
期
・
近
代
へ
の
展
開
を
簡
単
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
み
た
。
こ
れ
ま
で
の
宗
学
が
「
真
宗
学
」

と
い
う
名
で
新
し
く
出
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
正
期
に
入
り
、
東
西
の
本
願
寺
の
大
学
が
、
一
方
の
龍
谷
大
学
が
、
大
教
校
↓

大
学
林
↓
仏
教
大
学
↓
龍
谷
大
学
と
い
う
よ
う
に
移
り
、
他
方
の
大
谷
大
学
が
、
真
宗
大
学
寮
↓
真
宗
大
学
↓
真
宗
大
谷
大
学
↓
大
谷
大

学
と
移
っ
て
、
単
科
大
学
に
昇
格
し
て
か
ら
で
あ
る㉖
。

　
宗
門
立
大
学
は
、
こ
れ
ま
で
は
大
学
を
名
乗
っ
て
い
て
も
、
制
度
的
に
は
、
私
教
育
の
機
関
と
し
て
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
龍

谷
大
学
・
大
谷
大
学
は
、
文
部
省
に
認
可
さ
れ
た
大
学
と
し
て
正
式
に
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

従
来
の
「
宗
学
」
に
対
し
て
、「
真
宗
学
」
と
い
う
名
称
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
大
谷
大
学
第
三
代
学
長
佐
々
木
月
樵
は
、

今
そ
の
真
宗
学
と
人
文
科
の
名
は
、
大
正
七
年
初
め
て
本
学
学
科
及
び
そ
の
課
程
に
使
用
し
た
所
の
新
名
目
で
あ
る
。
予
は
殊
に
此

真
宗
学
の
名
が
、
何
日
と
は
な
し
に
数
年
な
ら
ず
し
て
早
く
世
間
一
般
に
通
用
さ
る
ゝ
こ
と
ゝ
な
り
し
を
悦
ぶ
も
の
で
あ
る
。

 
（「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」『
佐
々
木
月
樵
全
集
』
六
│
八
二
八
）

と
、
そ
の
「
樹
立
の
精
神
」
の
講
演
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
真
宗
学
は
、
い
か
な
る
意
味
で
、
大
学
で
研
究
さ
れ

る
に
ふ
さ
わ
し
い
公
開
さ
れ
た
学
問
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
る
文
教
関
係
者
は
、
端
的
に
、
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一
、
真
宗
と
い
う
宗
旨
は
念
仏
を
称
え
て
お
浄
土
へ
参
る
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
宗
旨
に
、
果
し
て
学
問
な
ど
す

る
必
要
が
あ
る
の
か

二
、
一
体
、
真
宗
学
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
果
し
て
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か

と
い
う
よ
う
な
疑
問
を
呈
し
た
と
い
わ
れ
る㉗
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
は
、
色
々
な
形
で
表
明
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
問

い
か
け
に
応
え
る
こ
と
は
、
龍
谷
・
大
谷
両
校
の
大
学
当
局
者
に
と
っ
て
、
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

ｂ
．『
真
宗
学
序
説
』
の
拓
い
た
地
平

　
こ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
応
答
と
し
て
、
私
は
、
金
子
大
栄
の
『
真
宗
学
序
説
』（
一
九
二
三
）
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
う
。

　
金
子
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
そ
の
人
も
真
宗
を
学
ん
だ
人
で
あ
っ
て
、
真
宗
学
を
公
開
す
る
に
は
、
親
鸞
の
学
問
を
私
た
ち
自
身
が
受
け
継

ぐ
と
い
う
発
想
へ
と
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
、
こ
れ
か
ら
の
真
宗
学
は
、
親
鸞
の
著
述
を
研
究
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
親
鸞
の
学

び
方
を
学
ぶ
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
金
子
は
、
真
宗
学
を
新
し
い
光
の
も
と
で
見
出
し
、
こ
れ
を
「
純
粋

真
宗
学
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
「
親
鸞
に
還
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
宗
学
の
場
面
で
も
度
々
課
題
化
さ
れ
た
が
、
親
鸞
の
ど
こ
に
還
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
不
透
明

の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
金
子
は
、

親
鸞
の
学
の
方
法
に
還
る

べ
き
こ
と
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
金
子
は
、
真
宗
学
は
親
鸞
の
主
著
『
教
行
信
証
』
を
直
接
の
研
究
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、『
教

行
信
証
』
が
そ
の
顕
開
す
べ
き
対
象
と
し
て
「
真
実
教
」
と
呼
ん
で
掲
げ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
を
研
究
対
象
と
す
る
の

で
あ
る
と
明
言
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、

17

ま
づ
対
象
を
大
聖
の
真
言
、
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 

（『
真
宗
学
序
説
』
二
九
頁
、
文
栄
堂
）

と
集
約
す
る
。「
大
聖
の
真
言
」
と
は
、
親
鸞
が
、
人
間
救
済
の
真
理
を
開
示
し
た
聖
典
で
あ
る
と
し
て
、『
大
無
量
寿
経
』
に
名
づ
け
た

言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、「
七
高
僧
の
解
釈
」
と
は
、
そ
の
『
大
無
量
寿
経
』
の
救
済
真
理
に
帰
依
し
、
そ
の
教
相
を
判
釈
し
た
印
度
・
中

国
・
日
本
の
三
国
七
高
祖
（
龍
樹
・
天
親
・
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
・
源
信
・
源
空
）
の
解
釈
を
指
し
示
し
て
い
る㉘
。

　
こ
の
金
子
の
指
摘
は
、
近
代
真
宗
学
の
規
範
と
な
る
べ
き
も
の
を
、
最
も
原
則
的
な
形
で
呈
示
し
た
、
と
改
め
て
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
発
想
に
立
っ
た
金
子
の
学
問
論
は
、
当
初
は
必
ず
し
も
学
界
に
認
知
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
昭
和
十
一
年
（
一

九
三
六
）
に
発
刊
さ
れ
、
現
在
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
『
真
宗
大
辞
典
』
の
「
真
宗
」
の
項
目
に
は
、
当
時
の
重
要
な
新
刊
と
思
わ
れ

る
『
真
宗
安
心
の
根
本
義
』（
石
川
舜
台
著
）、『
真
宗
教
相
学
』（
岡
村
周
薩
著
）、『
真
宗
綱
要
』（
鈴
木
法
琛
著
）
な
ど
の
諸
著
作
が
一
九
二

〇
年
代
の
成
果
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
真
宗
学
序
説
』
の
項
目
は
な
い
。

　
の
み
な
ら
ず
金
子
の
著
書
『
浄
土
の
観
念
』（
一
九
二
八
）、『
如
来
及
び
浄
土
の
観
念
』（
一
九
二
九
）
は
、
大
谷
派
の
保
守
的
な
宗
学
者

の
忌
諱
に
触
れ
、
そ
の
た
め
金
子
は
、「
異
安
心
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
、
僧
籍
剥
奪
の
後
、
大
谷
大
学
を
解
職
さ
れ
る
。
こ
の
「
異
安

心
」
事
件
は
、
近
世
宗
学
か
ら
近
代
真
宗
学
へ
の
枠
組
み
の
転
換
が
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
を
、
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

※
本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
九
月
七
日
、
大
谷
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
・
第
六
〇
回
学
術
大
会
」
に
お
け
る
記
念
講
演
の
内
容
を

原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

註①
　
寺
川
俊
昭
「
近
代
真
宗
学
の
歩
み
」（『
真
宗
教
学
研
究
』
第
二
号
、
真
宗
同
学
会
）
一
九
七
七

②
　
拙
稿
「『
人
』
の
教
学
」（『
大
法
輪
』
六
・
七
）
二
〇
〇
九
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一
、
真
宗
と
い
う
宗
旨
は
念
仏
を
称
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お
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土
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参
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、
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だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
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れ
だ
け
の
宗
旨
に
、
果
し
て
学
問
な
ど
す

る
必
要
が
あ
る
の
か
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、
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、
真
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学
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よ
う
な
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と
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し
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成
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す
る
で
あ
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よ
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な
疑
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し
た
と
い
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こ
の
よ
う
な
問
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な
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で
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と
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こ
の
問
い
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に
対
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る
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な
意
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を
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応
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と
し
て
、
私
は
、
金
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大
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宗
学
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九
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挙
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る
こ
と

が
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と
思
う
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ば
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鸞
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も
真
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を
学
ん
だ
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で
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、
真
宗
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る
に
は
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の
学
問
を
私
た
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自
身
が
受
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継
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と
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う
発
想
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と
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る
と
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、
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の
真
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は
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の
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で
は
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の
学
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を
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で
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ら
な
い
と
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う
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こ
の
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う
に
、
金
子
は
、
真
宗
学
を
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し
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光
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も
と
で
見
出
し
、
こ
れ
を
「
純
粋

真
宗
学
」
と
呼
ん
で
い
る
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「
親
鸞
に
還
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
宗
学
の
場
面
で
も
度
々
課
題
化
さ
れ
た
が
、
親
鸞
の
ど
こ
に
還
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
不
透
明

の
ま
ま
で
あ
っ
た
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こ
こ
に
金
子
は
、

親
鸞
の
学
の
方
法
に
還
る

べ
き
こ
と
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
金
子
は
、
真
宗
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は
親
鸞
の
主
著
『
教
行
信
証
』
を
直
接
の
研
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対
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と
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の
で
は
な
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開
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と
し
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「
真
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教
」
と
呼
ん
で
掲
げ
た
も
の
、
す
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『
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者
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触
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の
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、
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近
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②
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九
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③
　
大
河
内
了
悟
『
真
宗
学
原
論
』
六
〇
頁
（
教
育
新
潮
社
）
一
九
七
三

④
　
存
覚
『
歎
徳
文
』・『
真
聖
全
』
第
三
巻
、
六
六
二
頁

⑤
　
寺
川
俊
昭
「
親
鸞
に
お
け
る
学
の
特
質
」（『
親
鸞
教
学
』
33
号
）
二
〇
頁
　

⑥
　
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」「
化
身
土
巻
」・『
定
本
教
行
信
証
』
一
二
三
、
三
〇
三
頁
（
法
蔵
館
）
一
九
八
九

⑦
　
高
橋
弘
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「
浄
土
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の
諸
問
題
」（『
改
訂
増
補
　
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』
四
〇
五
頁
、
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喜
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仏
書
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四
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井
伊
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書
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真
宗
異
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館
）
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〇
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⑨
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史
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恵
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三
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乱
研
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序
説
」（『
朝
枝
善
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博
士
還
暦
記
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論
文
集
　
仏
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と
人
間
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の
研
究
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四

⑪
　
全
七
十
四
冊
、
蔵
経
書
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刊
、
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九
一
三
│
五

⑫
　
全
十
二
冊
、
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七
│
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〇
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真
宗
典
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刊
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│
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全
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四
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、
同
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九
三
六
│
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四
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大
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『
前
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書
』
一
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⑯
　
住
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智
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「『
教
行
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証
』
の
拝
読
及
び
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の
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」（『
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⑱
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史
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井
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収
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俊
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代
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の
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│
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鸞
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収
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史
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