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は
じ
め
に

　
本
誌
第
九
十
四
号
掲
載
拙
稿
「
部
落
差
別
問
題
と
真
宗
学
」
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
「
部
落
差
別
問
題
と
真
宗
学
」
を
課
題
と
す
る
こ

と
を
と
お
し
て
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
に
つ
い
て
憶
念
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
た
。
差
別
・
人
権
問
題
や
非
核
・
非
戦
の
問
題

は
も
と
よ
り
人
間
が
人
間
で
あ
る
た
め
の
課
題
が
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
顕
彰
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

そ
れ
を
視
点
と
し
て
真
宗
学
を
志
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
親
鸞
に
お
け
る
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」、
そ
の
成
就
の
原
理
と
事
実

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
　「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
に
つ
い
て

　
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
の
意
味
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
九
十
四
号
掲
載
の
拙
稿
「
部
落
差
別
問
題
と
真
宗
学
」
に
記
し

た
。『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
「
吾
当
於
世
　
為
無
上
尊
」（『
真
宗
聖
典
』
二
頁
）
と
い
う
経
言
の
「
無
上
尊
」
と
い
う
仏
語
に
導
か
れ
、
ま

親
鸞
に
お
け
る
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」

│
│
そ
の
成
就
の
原
理
と
事
実
│
│
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た
親
鸞
の
「
無
碍
光
」「
無
碍
」
の
領
解
に
導
か
れ
て
、「
唯
一
無
二
の
比
べ
よ
う
の
な
い
、
か
け
が
え
の
な
い
い
の
ち
を
す
べ
て
の
い
の

ち
と
共
に
生
か
さ
れ
て
生
き
る
一
人
の
尊
厳
、
そ
の
一
人
々
々
が
異
な
る
存
在
で
あ
り
つ
つ
、
互
い
に
そ
の
差
異
を
認
め
合
う
平
等
性
」

を
内
容
と
す
る
言
葉
と
し
て
使
用
し
、
考
察
し
て
い
る
。
人
間
の
性
、
年
齢
、
出
生
、
職
業
、
地
域
、
住
民
、
言
語
、
教
育
、
宗
教
、
思

想
、
人
種
、
民
族
等
の
差
異
は
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
な
る
も
の
と
し
て
、
本
来
は
認
め
合
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
差
異

を
認
め
な
い
こ
と
か
ら
、
迫
害
、
虐
待
、
侮
蔑
、
蔑
視
、
排
除
等
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
差
別
と
は
、
人
権
侵
害
と
は
、「
個
の
尊

厳
と
存
在
の
平
等
」
を
認
め
合
わ
な
い
で
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
侵
害
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
共
に
生
き
合
う
と
い

う
こ
と
は
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
認
め
合
い
、
保
持
し
合
う
こ
と
で
あ
る
。「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
が
成
就
す
る
と
き
、

人
間
が
人
間
と
成
り
、
共
に
生
き
合
う
も
の
と
成
る
。

　
差
別
・
人
権
問
題
、
非
核
・
非
戦
の
問
題
、
環
境
破
壊
や
さ
ま
ざ
ま
な
現
代
社
会
の
病
理
等
は
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
の
保

持
や
喪
失
、
障
碍
、
侵
害
等
に
ま
つ
わ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
は
人
間
の
社
会
を

「
見
る
」（「
見
老
病
死
　
悟
世
非
常
」
　
聖
典
三
頁
）
視
点
で
あ
り
、
人
間
の
普
遍
的
課
題
で
あ
る
と
思
う
。『
大
経
』
の
経
言
が
「
世
の
無

常
」
で
は
な
く
、「
世
の
非
常
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。「
無
上
尊
」
と
成
る
こ
と
を
妨
げ
る
「
世
の
非
常
」
が
問
題
で

あ
り
、
釈
尊
は
そ
の
「
世
の
非
常
」
を
見
て
、
求
道
に
立
ち
あ
が
っ
た
。

　
人
間
は
他
の
「
い
の
ち
」
を
摂
取
し
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
死
と
い
う
「
い
の
ち
」
の
限
界
を
持
っ
て
生

き
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
悲
し
む
べ
き
痛
む
べ
き
存
在
の
事
実
を
「
見
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
仏
智
を
も
疑
い
、

人
生
を
「
空
過
」
さ
せ
る
悲
惨
さ
を
持
つ
存
在
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
の
人
間
が
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
、
科

学
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
自
力
の
は
か
ら
い
を
駆
使
し
た
と
し
て
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
は
成
る
で
あ
ろ
う
か
。
成
る
と
考
え
て
、

成
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
成
ら
な
か
っ
た
事
実
が
、
世
界
中
に
蔓
延
す
る
差
別
問
題
、
人
権
侵
害
、
戦
争
、
環
境
破
壊
等
々
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。「
世
の
非
常
」
を
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
の
重
大
さ
と
同
時
に
難
し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

3

　
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
に
関
わ
る
と
き
に
、
我
々
が
気
づ
か
な
い
ま
ま
陥
り
や
す
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
強
者
の
論
理
」

で
あ
り
、「
健
常
者
の
論
理
」
で
あ
る
。「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
が
普
遍
的
課
題
と
成
る
と
い
う
こ
と
は
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の

平
等
」
を
問
い
と
し
て
共
有
し
合
う
関
係
性
の
中
に
お
い
て
願
い
求
め
ら
れ
て
成
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平

等
」
が
保
た
れ
る
な
ら
ば
社
会
が
安
穏
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
人
々
に
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
求
め
る
こ
と
を
意
図
的

に
社
会
的
に
流
布
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
、
即
ち
社
会
的
指
導
者
？
の
立
場
に
在
る
人
が
、
そ
の
立
場
か
ら
社
会
の
安
穏
を
意
図
的
に
民
衆

に
求
め
る
と
き
、
そ
れ
は
強
者
の
立
場
か
ら
の
発
想
、「
健
常
者
」
の
発
想
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
社
会
的
に
指
導
者
た
ら
ん
と
す
る
人

が
、
立
場
の
逆
転
を
許
さ
な
い
よ
う
な
前
提
で
民
衆
に
求
め
る
も
の
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
正
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
虚
仮
不
実
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
つ
し
か
そ
れ
は
具
現
化
す
る
こ
と
な
く
「
ス
ロ
ー
ガ
ン

化
」
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
類
す
る
過
ち
を
我
々
は
社
会
的
営
み
の
中
で
幾
度
も
繰
り
返
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
誰
が
、

何
を
、
ど
の
よ
う
に
求
め
る
の
か
が
常
に
問
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
問
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
親
鸞
に
お
け
る
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」

　
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
が
時
代
社
会
を
超
え
た
人
間
の
普
遍
的
課
題
で
あ
り
、
そ
の
主
体
と
目
的
が
問
わ
れ
る
と
考
え
る
と
き
、

重
要
な
こ
と
は
宗
教
の
は
た
ら
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
さ
し
く
宗
教
の
「
宗
」
が
、「
教
」
が
、
そ
の
「
普
遍
性
」
や
「
転
成

性
」
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
が
成
就
す
る
原
理
と
事
実
が
問
わ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
、
浄
土
真
宗
は
親
鸞
に
よ
っ
て
群
萌
に
開
か
れ
た
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
成
就
す
る
宗
教
で
あ
る
と
領
受
し
て
い
る
。

親
鸞
が
生
涯
に
お
い
て
持
続
し
た
問
い
と
求
道
は
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
の
成
就
を
願
求
し
て
共
に
生
き
合
う
も
の
と
成
る
と

い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
親
鸞
の
生
涯
と
そ
の
教
え
の
現
代
的
意
味
が
自

ら
の
中
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
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成

性
」
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
が
成
就
す
る
原
理
と
事
実
が
問
わ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
、
浄
土
真
宗
は
親
鸞
に
よ
っ
て
群
萌
に
開
か
れ
た
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
成
就
す
る
宗
教
で
あ
る
と
領
受
し
て
い
る
。

親
鸞
が
生
涯
に
お
い
て
持
続
し
た
問
い
と
求
道
は
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
の
成
就
を
願
求
し
て
共
に
生
き
合
う
も
の
と
成
る
と

い
う
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
親
鸞
の
生
涯
と
そ
の
教
え
の
現
代
的
意
味
が
自

ら
の
中
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。



4

　
そ
の
親
鸞
に
お
け
る
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
過
程
を
と
お
し
て
基
底
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た

視
座
は
、
釈
尊
の
「
慙
愧
」
の
精
神
と
親
鸞
の
「
無
慚
無
愧
」
の
精
神
で
あ
る
。

二
つ
の
白
法
あ
り
、
よ
く
衆
生
を
救
く
。
一
つ
に
は
慙
、
二
つ
に
は
愧
な
り
。「
慙
」
は
自
ら
罪
を
作
ら
ず
、「
愧
」
は
他
を
教
え
て

作
さ
し
め
ず
。「
慙
」
は
内
に
自
ら
羞
恥
す
、「
愧
」
は
発
露
し
て
人
に
向
か
う
。「
慙
」
は
人
に
羞
ず
、「
愧
」
は
天
に
羞
ず
。
こ
れ

を
「
慙
愧
」
と
名
づ
く
。「
無
慙
愧
」
は
名
づ
け
て
「
人
」
と
せ
ず
、
名
づ
け
て
「
畜
生
」
と
す
。
慙
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
な
わ

ち
よ
く
父
母
・
師
長
を
恭
敬
す
。
慙
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
、
父
母
・
兄
弟
・
姉
妹
あ
る
こ
と
を
説
く
。 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（『
教
行
信
証
』「
信
巻
」『
真
宗
聖
典
』
二
五
七
頁
）

　
こ
れ
は
、
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
引
用
し
て
い
る
『
涅
槃
経
』
の
一
文
で
あ
る
。「
慙
愧
」
無
き
も
の
は
「
人
」
と
せ
ず
、

「
慙
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
よ
く
父
母
・
師
長
を
恭
敬
す
。
慙
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
、
父
母
・
兄
弟
・
姉
妹
あ
る
こ
と
を
説
く
。」

と
い
う
こ
と
は
、
慙
愧
あ
る
が
ゆ
え
に
家
族
を
は
じ
め
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
と
の
教
説
で
あ
る
。
こ
の
釈
尊

の
教
説
か
ら
、「
慙
愧
」
あ
る
が
ゆ
え
に
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
は
成
る
、
即
ち
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
は
「
慙
愧
」
無

き
と
こ
ろ
に
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
と
の
教
説
で
あ
る
と
領
受
す
る
。

　
そ
の
釈
尊
の
教
え
の
精
神
を
大
切
に
し
た
親
鸞
が
、『
正
像
末
和
讃
』
に
、

　
　
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て

　
　
　
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も

　
　
　
弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば

　
　
　
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
う

　
　
蛇
蝎
姧
詐
の
こ
こ
ろ
に
て

　
　
　
自
力
修
善
は
か
な
う
ま
じ

5

　
　
　
如
来
の
回
向
を
た
の
ま
で
は

　
　
　
無
慚
無
愧
に
て
は
て
ぞ
せ
ん 

（『
正
像
末
和
讃
』　
聖
典
五
〇
九
頁
）

と
悲
歎
述
懐
し
て
い
る
。

　
釈
尊
の
教
え
の
精
神
を
大
切
に
し
た
親
鸞
が
、
な
ぜ
わ
が
身
を
「
無
慚
無
愧
の
身
」
と
悲
歎
述
懐
し
た
の
か
。
こ
こ
に
親
鸞
の
生
涯
の

求
道
の
精
神
と
遇
縁
、
遇
法
の
内
実
を
竊
か
に
窺
う
。

　
『
正
像
末
和
讃
』
は
親
鸞
八
十
六
歳
の
と
き
に
補
訂
さ
れ
て
い
る
が
、
い
つ
作
ら
れ
た
も
の
か
定
か
で
は
な
い
。「
無
慚
無
愧
」
と
い

う
悲
歎
述
懐
の
自
己
表
現
に
至
っ
た
の
は
晩
年
で
あ
る
と
思
う
が
、
小
論
に
お
い
て
は
、
親
鸞
の
「
無
慚
無
愧
の
身
」
と
い
う
内
観
は
、

親
鸞
が
生
涯
持
続
し
た
苦
悩
や
問
い
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
再
考
し
て
み
た
い
。

　
「
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て
　
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も
　
弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば
　
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
う
」
と

い
う
こ
と
、「
蛇
蝎
姧
詐
の
こ
こ
ろ
に
て
　
自
力
修
善
は
か
な
う
ま
じ
　
如
来
の
回
向
を
た
の
ま
で
は
　
無
慚
無
愧
に
て
は
て
ぞ
せ
ん
」

と
い
う
こ
と
は
、

一
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
。
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実

の
心
な
し
。 

（『
教
行
信
証
』「
信
巻
」　
聖
典
二
二
五
頁
）

煩
悩
具
足
の
衆
生
は
、
も
と
よ
り
真
実
の
心
な
し
、
清
浄
の
心
な
し
。
濁
悪
邪
見
の
ゆ
え
な
り
。

 

（『
尊
号
真
像
銘
文
』　
聖
典
五
一
二
頁
）

と
い
う
凡
夫
の
存
在
の
事
実
と
、「
弥
陀
の
回
向
の
御
名
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
凡
夫
の
無
明
の
闇
が
破
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
不

即
不
離
の
関
係
と
し
て
領
受
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
顕
し
て
い
る
と
解
す
る
。「
無
慚
無
愧
」
と
は
、
慙
愧
心
が
無
い
の
で
は
な
く
、
慙
愧

し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
慙
愧
が
慙
愧
に
な
ら
な
い
わ
が
身
へ
の
慙
愧
、
深
い
悲
歎
述
懐
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
本
願
の
名
号

の
回
向
あ
っ
て
の
悲
歎
で
あ
り
、「
無
慚
無
愧
の
身
」
に
対
し
て
の
「
弥
陀
の
回
向
の
御
名
」
で
あ
る
こ
と
を
顕
し
て
い
る
。「
無
慚
無
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鸞
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は
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と
思
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じ
　
如
来
の
回
向
を
た
の
ま
で
は
　
無
慚
無
愧
に
て
は
て
ぞ
せ
ん
」

と
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う
こ
と
は
、

一
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
。
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実

の
心
な
し
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（『
教
行
信
証
』「
信
巻
」　
聖
典
二
二
五
頁
）

煩
悩
具
足
の
衆
生
は
、
も
と
よ
り
真
実
の
心
な
し
、
清
浄
の
心
な
し
。
濁
悪
邪
見
の
ゆ
え
な
り
。

 

（『
尊
号
真
像
銘
文
』　
聖
典
五
一
二
頁
）

と
い
う
凡
夫
の
存
在
の
事
実
と
、「
弥
陀
の
回
向
の
御
名
」
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
凡
夫
の
無
明
の
闇
が
破
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
不

即
不
離
の
関
係
と
し
て
領
受
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
顕
し
て
い
る
と
解
す
る
。「
無
慚
無
愧
」
と
は
、
慙
愧
心
が
無
い
の
で
は
な
く
、
慙
愧

し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
慙
愧
が
慙
愧
に
な
ら
な
い
わ
が
身
へ
の
慙
愧
、
深
い
悲
歎
述
懐
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
本
願
の
名
号

の
回
向
あ
っ
て
の
悲
歎
で
あ
り
、「
無
慚
無
愧
の
身
」
に
対
し
て
の
「
弥
陀
の
回
向
の
御
名
」
で
あ
る
こ
と
を
顕
し
て
い
る
。「
無
慚
無



6

愧
」
と
い
う
慙
愧
心
は
、
自
力
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
本
願
の
名
号
の
回
向
成
就
に
よ
る
「
如
来
よ
り
た
ま
わ

り
た
る
」
心
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
無
慚
無
愧
の
身
」
と
い
う
慙
愧
は
、「
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
師
教
の
恩
厚
を
仰
ぐ
」

（『
教
行
信
証
』
後
序
　
聖
典
四
〇
〇
頁
）
こ
と
と
一
つ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
遇
縁
・
遇
法
を
と
お
し
て
の
悲
歎
述
懐
で
あ
る
。
け
っ
し
て
晩

年
の
唐
突
的
な
一
過
的
な
悲
歎
述
懐
で
は
な
い
。「
無
慚
無
愧
」
と
表
現
す
る
に
至
っ
た
問
題
意
識
と
そ
の
内
容
は
、
比
叡
山
に
お
い
て

求
道
を
は
じ
め
て
か
ら
生
涯
持
続
し
続
け
た
苦
悩
の
基
底
に
流
れ
る
も
の
で
あ
り
、
内
観
し
続
け
た
問
い
の
基
底
を
成
す
も
の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。「
無
慚
無
愧
」
と
表
現
す
る
に
至
る
悲
歎
と
同
質
の
苦
悩
と
求
道
心
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

　
　
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す 

（『
教
行
信
証
』
後
序
　
聖
典
三
九
九
頁
）

と
い
う
親
鸞
の
回
心
に
成
っ
た
と
考
え
る
。
親
鸞
は
、
諸
行
の
中
か
ら
取
捨
選
択
し
て
自
己
満
足
で
き
る
行
や
願
を
選
び
取
っ
た
の
で
は

な
い
。
そ
れ
ま
で
の
行
を
雑
行
と
し
て
棄
て
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
雑
行
と
し
て
棄
て
た
の
か
。

　
比
叡
山
に
お
い
て
修
学
、
修
行
し
て
い
る
と
き
、
比
叡
山
は
も
と
よ
り
平
安
京
の
都
全
体
は
殺
生
禁
断
思
想
、
触
穢
思
想
が
渦
巻
き
、

世
の
中
全
体
が
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
の
成
就
の
願
い
か
ら
は
遠
く
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
と
考
察
し
て
い

る
。
そ
の
現
実
に
対
し
て
、
仏
教
の
僧
で
あ
る
親
鸞
は
、
ど
の
よ
う
に
真
向
か
い
、
ど
の
よ
う
に
慙
愧
の
念
を
抱
い
て
い
る
の
か
、
と
い

う
自
ら
を
問
い
糾
す
自
ら
の
問
い
に
苛
ま
れ
る
身
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
自
ら
が
生
き
て
い
る
世
の
現
実
と
乖
離
し

な
が
ら
断
惑
証
理
の
行
に
専
念
せ
ざ
る
を
得
ぬ
身
、
慙
愧
が
慙
愧
に
な
ら
な
い
わ
が
身
、
そ
の
如
何
と
も
し
が
た
い
生
き
ざ
ま
が
、
わ
が

身
自
身
を
深
く
問
う
て
く
る
身
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
断
惑
証
理
の
行
を
修
し
て
い
る
わ
が
身
は
、
如
何
に
も
真

実
を
求
め
、
真
実
を
問
う
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
断
惑
証
理
の
行
は
一
切
衆
生
を
仏
と
成
す
真
実
の
行
た
る
の
か
、
と
実
は
真
実

か
ら
問
わ
れ
て
い
る
身
で
あ
る
の
だ
と
い
う
覚
醒
が
も
た
ら
す
苦
悶
、
そ
れ
が
親
鸞
の
比
叡
山
に
お
け
る
苦
悩
で
は
な
か
っ
た
か
。
釈
尊

の
教
え
を
学
ん
で
い
な
が
ら
も
、
慙
愧
す
べ
き
こ
と
を
慙
愧
し
え
な
い
身
、
そ
う
い
う
わ
が
身
を
羞
恥
す
る
心
が
無
い
の
で
あ
れ
ば
、
比

叡
山
を
降
り
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
釈
尊
の
教
え
に
挫
折
し
た
り
、
教
え
を
捨
て
た
の
で
あ
れ
ば
、
比
叡
山
を
降

7

り
た
親
鸞
が
な
ぜ
六
角
堂
に
参
籠
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
願
力
回
向
の
は
た
ら
き
に
よ
り
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
い
た
「
無
慚
無
愧
の

身
」
と
い
う
慙
愧
の
自
己
表
現
に
至
ら
ぬ
う
ち
に
も
内
在
し
つ
づ
け
た
同
質
の
苦
悩
。
そ
の
苦
悩
と
求
道
が
あ
っ
て
こ
そ
の
法
然
と
の
出

遇
い
、
選
択
本
願
の
念
仏
と
の
出
遇
い
で
あ
り
、「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
回
心
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
表
白
し
た
親
鸞
は
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、「
無
慚
無
愧
の
身
」
の
自
覚
を
共
に
し
、
共
に
生
き

合
う
人
々
と
の
連
帯
を
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
言
葉
で
顕
し
て
い
る
。

　
　
十
方
衆
生
と
い
う
は
、
十
方
の
よ
ろ
ず
の
衆
生
な
り
。
す
な
わ
ち
わ
れ
ら
な
り
。 

（『
尊
号
真
像
銘
文
』　
聖
典
五
二
一
頁
）

と
。「
十
方
衆
生
」
と
は
本
願
の
対
告
衆
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
本
願
の
対
告
衆
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
け
っ
し
て
、
我
一
人
の
み
、

一
人
ぽ
っ
ち
の
孤
立
し
た
存
在
で
は
な
い
。
ま
た
、

　
　
凡
夫
は
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
ら
な
り
。 

（『
一
念
多
念
文
意
』　
聖
典
五
四
四
頁
）

凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
お
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お

く
、
ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
と
、
水
火
二
河
の
た
と
え
に
あ
ら
わ
れ
た
り
。

か
か
る
あ
さ
ま
し
き
わ
れ
ら
、（
略
） 

（
同
　
聖
典
五
四
五
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
の
わ
れ
ら
と
顕
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
流
転
輪
廻
の
わ
れ
ら
」、「
ひ
さ
し
く
し
づ
め
る
わ
れ

ら
」、「
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
」、「
五
濁
悪
世
の
わ
れ
ら
」（
以
上
『
高
僧
和
讃
』）
と
表
現
し
て
い
る
が
、『
歎
異
抄
』
に
、

し
か
る
に
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
お
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
き
の

わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。 

（『
歎
異
抄
』
九
　
聖
典
六
二
九
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
の
わ
れ
ら
は
「
他
力
の
悲
願
」
の
正
機
で
あ
る
と
領
受
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
、

よ
う
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
の
、
大
小
聖
人
、
善
悪
凡
夫
の
、
み
ず
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
う
こ
こ
ろ
を
す
て
、
み
を
た
の
ま
ず
、
あ
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愧
」
と
い
う
慙
愧
心
は
、
自
力
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
本
願
の
名
号
の
回
向
成
就
に
よ
る
「
如
来
よ
り
た
ま
わ

り
た
る
」
心
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
無
慚
無
愧
の
身
」
と
い
う
慙
愧
は
、「
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
師
教
の
恩
厚
を
仰
ぐ
」

（『
教
行
信
証
』
後
序
　
聖
典
四
〇
〇
頁
）
こ
と
と
一
つ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
遇
縁
・
遇
法
を
と
お
し
て
の
悲
歎
述
懐
で
あ
る
。
け
っ
し
て
晩

年
の
唐
突
的
な
一
過
的
な
悲
歎
述
懐
で
は
な
い
。「
無
慚
無
愧
」
と
表
現
す
る
に
至
っ
た
問
題
意
識
と
そ
の
内
容
は
、
比
叡
山
に
お
い
て

求
道
を
は
じ
め
て
か
ら
生
涯
持
続
し
続
け
た
苦
悩
の
基
底
に
流
れ
る
も
の
で
あ
り
、
内
観
し
続
け
た
問
い
の
基
底
を
成
す
も
の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。「
無
慚
無
愧
」
と
表
現
す
る
に
至
る
悲
歎
と
同
質
の
苦
悩
と
求
道
心
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

　
　
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す 

（『
教
行
信
証
』
後
序
　
聖
典
三
九
九
頁
）

と
い
う
親
鸞
の
回
心
に
成
っ
た
と
考
え
る
。
親
鸞
は
、
諸
行
の
中
か
ら
取
捨
選
択
し
て
自
己
満
足
で
き
る
行
や
願
を
選
び
取
っ
た
の
で
は

な
い
。
そ
れ
ま
で
の
行
を
雑
行
と
し
て
棄
て
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
雑
行
と
し
て
棄
て
た
の
か
。

　
比
叡
山
に
お
い
て
修
学
、
修
行
し
て
い
る
と
き
、
比
叡
山
は
も
と
よ
り
平
安
京
の
都
全
体
は
殺
生
禁
断
思
想
、
触
穢
思
想
が
渦
巻
き
、

世
の
中
全
体
が
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
の
成
就
の
願
い
か
ら
は
遠
く
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
と
考
察
し
て
い

る
。
そ
の
現
実
に
対
し
て
、
仏
教
の
僧
で
あ
る
親
鸞
は
、
ど
の
よ
う
に
真
向
か
い
、
ど
の
よ
う
に
慙
愧
の
念
を
抱
い
て
い
る
の
か
、
と
い

う
自
ら
を
問
い
糾
す
自
ら
の
問
い
に
苛
ま
れ
る
身
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
自
ら
が
生
き
て
い
る
世
の
現
実
と
乖
離
し

な
が
ら
断
惑
証
理
の
行
に
専
念
せ
ざ
る
を
得
ぬ
身
、
慙
愧
が
慙
愧
に
な
ら
な
い
わ
が
身
、
そ
の
如
何
と
も
し
が
た
い
生
き
ざ
ま
が
、
わ
が

身
自
身
を
深
く
問
う
て
く
る
身
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
断
惑
証
理
の
行
を
修
し
て
い
る
わ
が
身
は
、
如
何
に
も
真

実
を
求
め
、
真
実
を
問
う
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
断
惑
証
理
の
行
は
一
切
衆
生
を
仏
と
成
す
真
実
の
行
た
る
の
か
、
と
実
は
真
実

か
ら
問
わ
れ
て
い
る
身
で
あ
る
の
だ
と
い
う
覚
醒
が
も
た
ら
す
苦
悶
、
そ
れ
が
親
鸞
の
比
叡
山
に
お
け
る
苦
悩
で
は
な
か
っ
た
か
。
釈
尊

の
教
え
を
学
ん
で
い
な
が
ら
も
、
慙
愧
す
べ
き
こ
と
を
慙
愧
し
え
な
い
身
、
そ
う
い
う
わ
が
身
を
羞
恥
す
る
心
が
無
い
の
で
あ
れ
ば
、
比

叡
山
を
降
り
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
釈
尊
の
教
え
に
挫
折
し
た
り
、
教
え
を
捨
て
た
の
で
あ
れ
ば
、
比
叡
山
を
降
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り
た
親
鸞
が
な
ぜ
六
角
堂
に
参
籠
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
願
力
回
向
の
は
た
ら
き
に
よ
り
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
い
た
「
無
慚
無
愧
の

身
」
と
い
う
慙
愧
の
自
己
表
現
に
至
ら
ぬ
う
ち
に
も
内
在
し
つ
づ
け
た
同
質
の
苦
悩
。
そ
の
苦
悩
と
求
道
が
あ
っ
て
こ
そ
の
法
然
と
の
出

遇
い
、
選
択
本
願
の
念
仏
と
の
出
遇
い
で
あ
り
、「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
回
心
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
表
白
し
た
親
鸞
は
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、「
無
慚
無
愧
の
身
」
の
自
覚
を
共
に
し
、
共
に
生
き

合
う
人
々
と
の
連
帯
を
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
言
葉
で
顕
し
て
い
る
。

　
　
十
方
衆
生
と
い
う
は
、
十
方
の
よ
ろ
ず
の
衆
生
な
り
。
す
な
わ
ち
わ
れ
ら
な
り
。 

（『
尊
号
真
像
銘
文
』　
聖
典
五
二
一
頁
）

と
。「
十
方
衆
生
」
と
は
本
願
の
対
告
衆
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
本
願
の
対
告
衆
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
け
っ
し
て
、
我
一
人
の
み
、

一
人
ぽ
っ
ち
の
孤
立
し
た
存
在
で
は
な
い
。
ま
た
、

　
　
凡
夫
は
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
ら
な
り
。 

（『
一
念
多
念
文
意
』　
聖
典
五
四
四
頁
）

凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
お
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お
お

く
、
ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
と
、
水
火
二
河
の
た
と
え
に
あ
ら
わ
れ
た
り
。

か
か
る
あ
さ
ま
し
き
わ
れ
ら
、（
略
） 

（
同
　
聖
典
五
四
五
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
の
わ
れ
ら
と
顕
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
流
転
輪
廻
の
わ
れ
ら
」、「
ひ
さ
し
く
し
づ
め
る
わ
れ

ら
」、「
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
」、「
五
濁
悪
世
の
わ
れ
ら
」（
以
上
『
高
僧
和
讃
』）
と
表
現
し
て
い
る
が
、『
歎
異
抄
』
に
、

し
か
る
に
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
お
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
き
の

わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。 

（『
歎
異
抄
』
九
　
聖
典
六
二
九
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
の
わ
れ
ら
は
「
他
力
の
悲
願
」
の
正
機
で
あ
る
と
領
受
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
、

よ
う
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
の
、
大
小
聖
人
、
善
悪
凡
夫
の
、
み
ず
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
う
こ
こ
ろ
を
す
て
、
み
を
た
の
ま
ず
、
あ
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し
き
こ
こ
ろ
を
か
え
り
み
ず
、
ひ
と
す
じ
に
、
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号

を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。
具
縛
は
、
よ
ろ
ず
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
な

り
。
煩
は
、
み
を
わ
ず
ら
わ
す
。
悩
は
、
こ
こ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
う
。
屠
は
、
よ
ろ
ず
の
い
き
た
る
も
の
を
、
こ
ろ
し
、
ほ
ふ
る

も
の
な
り
。
こ
れ
は
、
り
ょ
う
し
と
い
う
も
の
な
り
。
沽
は
、
よ
ろ
ず
の
も
の
を
、
う
り
か
う
も
の
な
り
。
こ
れ
は
、
あ
き
人
な
り
。

こ
れ
ら
を
下
類
と
い
う
な
り
。（
中
略
）。
り
ょ
う
し
・
あ
き
人
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、
み
な
、
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と

く
な
る
わ
れ
ら
な
り
。 

（『
唯
信
鈔
文
意
』　
聖
典
五
五
二
頁
）

と
記
し
、『
歎
異
抄
』
に
、

う
み
か
わ
に
、
あ
み
を
ひ
き
、
つ
り
を
し
て
、
世
を
わ
た
る
も
の
も
、
野
や
ま
に
、
し
し
を
か
り
、
と
り
を
と
り
て
、
い
の
ち
を
つ

ぐ
と
も
が
ら
も
、
あ
き
な
い
を
も
し
、
田
畠
を
つ
く
り
て
す
ぐ
る
ひ
と
も
、
た
だ
お
な
じ
こ
と
な
り
。

 

（『
歎
異
抄
』　
一
三
　
聖
典
六
三
四
頁
）

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
鸞
は
「
下
類
」
に
、
ま
た
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
き
」
存
在
に
、
そ
し
て
「
群
萌
」
に

自
己
を
見
て
、「
わ
れ
ら
」
と
名
告
っ
て
い
る
。
殺
生
禁
断
思
想
、
触
穢
思
想
が
蔓
延
す
る
時
代
社
会
に
お
い
て
「
下
類
」
と
さ
れ
る
存

在
、
石
・
瓦
・
礫
の
ご
と
き
存
在
は
、
存
在
そ
の
も
の
が
無
視
さ
れ
、
仏
教
に
縁
無
き
も
の
と
さ
れ
、
当
時
の
「
聖
道
の
諸
教
」
の
救
い

の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
一
切
衆
生
の
救
い
と
い
う
仏
教
の
精
神
に
違
背
し
、「
下
類
」
や
「
群
萌
」
を
排
除
し
た
特
定
の
人
間
の

た
め
の
宗
教
で
あ
る
「
聖
道
の
諸
教
」
は
、
宗
教
的
生
命
で
あ
る
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
喪
失
し
、
む
し
ろ
「
個
の
尊
厳
と
存

在
の
平
等
」
を
侵
害
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
非
僧
非
俗
」
と
名
告
り
、「
愚
禿
」
と
名
告
っ
た
親
鸞
は
、

す
べ
て
、
よ
き
ひ
と
、
あ
し
き
ひ
と
、
と
う
と
き
ひ
と
、
い
や
し
き
ひ
と
を
、
無
碍
光
仏
の
御
ち
か
い
に
は
、
き
ら
わ
ず
、
え
ら
ば

れ
ず
、
こ
れ
を
み
ち
び
き
た
ま
う
を
さ
き
と
し
、
む
ね
と
す
る
な
り
。
真
実
信
心
を
う
れ
ば
実
報
土
に
う
ま
る
と
お
し
え
た
ま
え
る

を
、
浄
土
真
宗
の
正
意
と
す
と
し
る
べ
し
と
な
り
。 

（『
唯
信
鈔
文
意
』　
聖
典
五
五
二
頁
）

9

と
確
信
し
、

よ
う
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
の
、
大
小
聖
人
、
善
悪
凡
夫
の
、
み
ず
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
う
こ
こ
ろ
を
す
て
、
み
を
た
の
ま
ず
、
あ

し
き
こ
こ
ろ
を
か
え
り
み
ず
、
ひ
と
す
じ
に
、
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号

を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。 
（
同
）

と
明
言
し
た
。『
歎
異
抄
』
に
は
、

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お

こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
な
り
。
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
。
た

だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
え
は
、
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
。

 

（『
歎
異
抄
』　
一
　
聖
典
六
二
六
頁
）

い
ず
れ
の
行
に
て
も
、
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
あ
わ
れ
み
た
ま
い
て
、
願
を
お
こ
し
た
ま
う
本
意
、
悪
人
成
仏

の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
っ
と
も
往
生
の
正
因
な
り
。 

（『
歎
異
抄
』　
三
　
聖
典
六
二
七
頁
）

し
か
る
に
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
お
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
き
の

わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。 

（『
歎
異
抄
』　
九
　
聖
典
六
二
九
頁
）

と
、
師
訓
が
遺
さ
れ
て
い
る
。「
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
」
と
は
、
即
ち
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
老
少
善
悪
の
人
を
選
ば
な
い
。
い
ず
れ
の
行
に
て
も
、
生
死
を
離
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
人
を
哀
れ
み
た
も
う
。
そ
の
よ
う

な
「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
」
ゆ
え
に
、「
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら

が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」
と
師
親
鸞
の
遺
教
を
伝
え
て
い
る
。

　
親
鸞
は
、「
す
べ
て
、
よ
き
ひ
と
、
あ
し
き
ひ
と
、
と
う
と
き
ひ
と
、
い
や
し
き
ひ
と
を
、
無
碍
光
仏
の
御
ち
か
い
に
は
、
き
ら
わ
ず
、

え
ら
ば
れ
ず
、
こ
れ
を
み
ち
び
き
た
ま
う
を
さ
き
と
し
、
む
ね
と
す
る
な
り
。
真
実
信
心
を
う
れ
ば
実
報
土
に
う
ま
る
と
お
し
え
た
ま
え



8

し
き
こ
こ
ろ
を
か
え
り
み
ず
、
ひ
と
す
じ
に
、
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号

を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。
具
縛
は
、
よ
ろ
ず
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
な

り
。
煩
は
、
み
を
わ
ず
ら
わ
す
。
悩
は
、
こ
こ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
う
。
屠
は
、
よ
ろ
ず
の
い
き
た
る
も
の
を
、
こ
ろ
し
、
ほ
ふ
る

も
の
な
り
。
こ
れ
は
、
り
ょ
う
し
と
い
う
も
の
な
り
。
沽
は
、
よ
ろ
ず
の
も
の
を
、
う
り
か
う
も
の
な
り
。
こ
れ
は
、
あ
き
人
な
り
。

こ
れ
ら
を
下
類
と
い
う
な
り
。（
中
略
）。
り
ょ
う
し
・
あ
き
人
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、
み
な
、
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と

く
な
る
わ
れ
ら
な
り
。 

（『
唯
信
鈔
文
意
』　
聖
典
五
五
二
頁
）

と
記
し
、『
歎
異
抄
』
に
、

う
み
か
わ
に
、
あ
み
を
ひ
き
、
つ
り
を
し
て
、
世
を
わ
た
る
も
の
も
、
野
や
ま
に
、
し
し
を
か
り
、
と
り
を
と
り
て
、
い
の
ち
を
つ

ぐ
と
も
が
ら
も
、
あ
き
な
い
を
も
し
、
田
畠
を
つ
く
り
て
す
ぐ
る
ひ
と
も
、
た
だ
お
な
じ
こ
と
な
り
。

 

（『
歎
異
抄
』　
一
三
　
聖
典
六
三
四
頁
）

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
鸞
は
「
下
類
」
に
、
ま
た
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
き
」
存
在
に
、
そ
し
て
「
群
萌
」
に

自
己
を
見
て
、「
わ
れ
ら
」
と
名
告
っ
て
い
る
。
殺
生
禁
断
思
想
、
触
穢
思
想
が
蔓
延
す
る
時
代
社
会
に
お
い
て
「
下
類
」
と
さ
れ
る
存

在
、
石
・
瓦
・
礫
の
ご
と
き
存
在
は
、
存
在
そ
の
も
の
が
無
視
さ
れ
、
仏
教
に
縁
無
き
も
の
と
さ
れ
、
当
時
の
「
聖
道
の
諸
教
」
の
救
い

の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
一
切
衆
生
の
救
い
と
い
う
仏
教
の
精
神
に
違
背
し
、「
下
類
」
や
「
群
萌
」
を
排
除
し
た
特
定
の
人
間
の

た
め
の
宗
教
で
あ
る
「
聖
道
の
諸
教
」
は
、
宗
教
的
生
命
で
あ
る
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
喪
失
し
、
む
し
ろ
「
個
の
尊
厳
と
存

在
の
平
等
」
を
侵
害
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
非
僧
非
俗
」
と
名
告
り
、「
愚
禿
」
と
名
告
っ
た
親
鸞
は
、

す
べ
て
、
よ
き
ひ
と
、
あ
し
き
ひ
と
、
と
う
と
き
ひ
と
、
い
や
し
き
ひ
と
を
、
無
碍
光
仏
の
御
ち
か
い
に
は
、
き
ら
わ
ず
、
え
ら
ば

れ
ず
、
こ
れ
を
み
ち
び
き
た
ま
う
を
さ
き
と
し
、
む
ね
と
す
る
な
り
。
真
実
信
心
を
う
れ
ば
実
報
土
に
う
ま
る
と
お
し
え
た
ま
え
る

を
、
浄
土
真
宗
の
正
意
と
す
と
し
る
べ
し
と
な
り
。 

（『
唯
信
鈔
文
意
』　
聖
典
五
五
二
頁
）

9

と
確
信
し
、

よ
う
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
の
、
大
小
聖
人
、
善
悪
凡
夫
の
、
み
ず
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
う
こ
こ
ろ
を
す
て
、
み
を
た
の
ま
ず
、
あ

し
き
こ
こ
ろ
を
か
え
り
み
ず
、
ひ
と
す
じ
に
、
具
縛
の
凡
愚
、
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号

を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。 

（
同
）

と
明
言
し
た
。『
歎
異
抄
』
に
は
、

弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お

こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
な
り
。
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
。
た

だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
え
は
、
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
。

 

（『
歎
異
抄
』　
一
　
聖
典
六
二
六
頁
）

い
ず
れ
の
行
に
て
も
、
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
あ
わ
れ
み
た
ま
い
て
、
願
を
お
こ
し
た
ま
う
本
意
、
悪
人
成
仏

の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
っ
と
も
往
生
の
正
因
な
り
。 

（『
歎
異
抄
』　
三
　
聖
典
六
二
七
頁
）

し
か
る
に
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
お
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
き
の

わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。 

（『
歎
異
抄
』　
九
　
聖
典
六
二
九
頁
）

と
、
師
訓
が
遺
さ
れ
て
い
る
。「
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
」
と
は
、
即
ち
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
老
少
善
悪
の
人
を
選
ば
な
い
。
い
ず
れ
の
行
に
て
も
、
生
死
を
離
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
人
を
哀
れ
み
た
も
う
。
そ
の
よ
う

な
「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
」
ゆ
え
に
、「
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら

が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」
と
師
親
鸞
の
遺
教
を
伝
え
て
い
る
。

　
親
鸞
は
、「
す
べ
て
、
よ
き
ひ
と
、
あ
し
き
ひ
と
、
と
う
と
き
ひ
と
、
い
や
し
き
ひ
と
を
、
無
碍
光
仏
の
御
ち
か
い
に
は
、
き
ら
わ
ず
、

え
ら
ば
れ
ず
、
こ
れ
を
み
ち
び
き
た
ま
う
を
さ
き
と
し
、
む
ね
と
す
る
な
り
。
真
実
信
心
を
う
れ
ば
実
報
土
に
う
ま
る
と
お
し
え
た
ま
え
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る
を
、
浄
土
真
宗
の
正
意
と
す
と
し
る
べ
し
と
な
り
。」（『
唯
信
鈔
文
意
』）
と
言
い
、
下
類
、
石
・
瓦
・
礫
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
が

「
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。」

（
同
）
と
言
い
き
っ
て
い
る
。「
無
碍
光
仏
」
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、「
無
上
大
涅
槃
」
に
至
る
、
こ
れ
が
「
浄
土

真
宗
の
正
意
」
で
あ
る
と
。「
す
べ
て
、
よ
き
ひ
と
、
あ
し
き
ひ
と
、
と
う
と
き
ひ
と
、
い
や
し
き
ひ
と
」
を
「
き
ら
わ
ず
」、「
え
ら
ば

ず
」、「
み
す
て
ず
」、「
こ
れ
を
み
ち
び
き
た
ま
う
を
さ
き
と
し
、
む
ね
と
す
る
」
無
碍
光
仏
の
誓
願
、
こ
の
無
碍
光
仏
の
誓
願
こ
そ
「
個

の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
成
就
す
る
誓
願
で
あ
る
。

　
三
　
そ
の
成
就
の
原
理
と
事
実

　
親
鸞
は
、「
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て
　
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も
　
弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば
　
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た

ま
う
」、「
蛇
蝎
姧
詐
の
こ
こ
ろ
に
て
　
自
力
修
善
は
か
な
う
ま
じ
　
如
来
の
回
向
を
た
の
ま
で
は
　
無
慚
無
愧
に
て
は
て
ぞ
せ
ん
」
と
悲

歎
述
懐
し
た
。
こ
こ
に
は
、「
無
慚
無
愧
の
身
」
の
「
わ
れ
ら
」
の
救
い
の
原
理
は
、「
弥
陀
の
回
向
の
御
名
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
功
徳
が
「
わ
れ
ら
」
十
方
衆
生
に
満
ち
わ
た
る
と
い
う
転
成
の
事
実
が
顕
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
。
そ
の
原
理
と
事
実
を
顕
彰
し
、
公

開
す
る
こ
と
が
、
親
鸞
が
荷
負
し
た
使
命
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
親
鸞
は
、『
教
行
信
証
』
の
冒
頭
に
、

　
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実

の
教
行
信
証
あ
り
。

　
そ
れ
、
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
。

　
こ
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
、
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と

を
い
た
す
。
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。
こ

11

こ
を
も
っ
て
、
如
来
の
本
願
を
説
き
て
、
経
の
宗
致
と
す
。
す
な
わ
ち
、
仏
の
名
号
を
も
っ
て
、
経
の
体
と
す
る
な
り
。

 

（「
教
巻
」　
聖
典
一
五
二
頁
）

と
顕
し
て
い
る
。
浄
土
の
真
実
の
教
行
信
証
の
原
理
は
「
回
向
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
真
実
の
教
は
如
来
の
本
願
を
宗
、
即
ち
要
と
し
、

仏
の
名
号
を
体
と
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
真
実
の
宗
教
は
、
如
来
の
本
願
力
の
回
向
を
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
顕
し
、

そ
の
体
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
で
あ
る
こ
と
を
表
白
し
、
そ
の
如
来
の
本
願
と
仏
の
名
号
の
関
係
を
『
教
行
信
証
』
六
巻
に
わ
た
っ
て

明
証
し
て
い
る
と
解
す
る
。
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
、
即
ち
名
号
を
施
与
す
る
弥
陀
、
真
実
の
利
、
即
ち
如
来
の
本
願
を

も
っ
て
群
萌
を
救
わ
ん
と
す
る
釈
迦
、
そ
の
弥
陀
・
釈
迦
二
尊
の
招
喚
と
発
遣
が
本
願
の
名
号
と
し
て
回
向
成
就
す
る
こ
と
を
顕
し
、
本

願
力
回
向
成
就
の
故
に
如
来
の
名
号
を
聞
信
す
る
一
念
即
時
に
正
定
聚
不
退
の
位
に
住
し
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
が
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
ま

ま
に
願
生
浄
土
の
道
を
生
き
る
者
と
成
る
こ
と
を
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
に
顕
し
た
の
で
あ
る
と
解
す
る
。
特
に
「
信
巻
」
に
お
い
て
は
、

本
願
成
就
文
の
領
解
を
と
お
し
て
本
願
力
回
向
の
原
理
を
明
証
し
た
。

　
諸
有
衆
生
　
聞
其
名
号
　
信
心
歓
喜
　
乃
至
一
念
　
至
心
回
向
　
願
生
彼
国
　
即
得
往
生
　
住
不
退
転
　
唯
除
五
逆
　
誹
謗
正
法

 

（『
大
経
』
下
巻
　
聖
典
四
四
頁
）

と
い
う
第
十
八
願
成
就
文
を
、

諸
有
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
ん
。
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
。
か
の
国
に
生
ま
れ

ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
。
た
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
、
と
。

 

（「
信
巻
」　
聖
典
二
一
二
頁
）

と
訓
じ
、『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
お
い
て
は
「
乃
至
一
念
」
で
切
っ
て
、
信
楽
釈
で
は
「
本
願
信
心
の
願
成
就
の
文
」
と
し
て
、

　
　
諸
有
の
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
ん
。 

（「
信
巻
」　
聖
典
二
二
八
頁
）

と
読
み
、
欲
生
釈
に
は
「
本
願
の
欲
生
心
成
就
の
文
」
と
し
て
、
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る
を
、
浄
土
真
宗
の
正
意
と
す
と
し
る
べ
し
と
な
り
。」（『
唯
信
鈔
文
意
』）
と
言
い
、
下
類
、
石
・
瓦
・
礫
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
が

「
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
。」

（
同
）
と
言
い
き
っ
て
い
る
。「
無
碍
光
仏
」
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、「
無
上
大
涅
槃
」
に
至
る
、
こ
れ
が
「
浄
土

真
宗
の
正
意
」
で
あ
る
と
。「
す
べ
て
、
よ
き
ひ
と
、
あ
し
き
ひ
と
、
と
う
と
き
ひ
と
、
い
や
し
き
ひ
と
」
を
「
き
ら
わ
ず
」、「
え
ら
ば

ず
」、「
み
す
て
ず
」、「
こ
れ
を
み
ち
び
き
た
ま
う
を
さ
き
と
し
、
む
ね
と
す
る
」
無
碍
光
仏
の
誓
願
、
こ
の
無
碍
光
仏
の
誓
願
こ
そ
「
個

の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
成
就
す
る
誓
願
で
あ
る
。

　
三
　
そ
の
成
就
の
原
理
と
事
実

　
親
鸞
は
、「
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て
　
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
は
な
け
れ
ど
も
　
弥
陀
の
回
向
の
御
名
な
れ
ば
　
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た

ま
う
」、「
蛇
蝎
姧
詐
の
こ
こ
ろ
に
て
　
自
力
修
善
は
か
な
う
ま
じ
　
如
来
の
回
向
を
た
の
ま
で
は
　
無
慚
無
愧
に
て
は
て
ぞ
せ
ん
」
と
悲

歎
述
懐
し
た
。
こ
こ
に
は
、「
無
慚
無
愧
の
身
」
の
「
わ
れ
ら
」
の
救
い
の
原
理
は
、「
弥
陀
の
回
向
の
御
名
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
功
徳
が
「
わ
れ
ら
」
十
方
衆
生
に
満
ち
わ
た
る
と
い
う
転
成
の
事
実
が
顕
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
。
そ
の
原
理
と
事
実
を
顕
彰
し
、
公

開
す
る
こ
と
が
、
親
鸞
が
荷
負
し
た
使
命
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
親
鸞
は
、『
教
行
信
証
』
の
冒
頭
に
、

　
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実

の
教
行
信
証
あ
り
。

　
そ
れ
、
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
。

　
こ
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
、
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と

を
い
た
す
。
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。
こ
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こ
を
も
っ
て
、
如
来
の
本
願
を
説
き
て
、
経
の
宗
致
と
す
。
す
な
わ
ち
、
仏
の
名
号
を
も
っ
て
、
経
の
体
と
す
る
な
り
。

 

（「
教
巻
」　
聖
典
一
五
二
頁
）

と
顕
し
て
い
る
。
浄
土
の
真
実
の
教
行
信
証
の
原
理
は
「
回
向
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
真
実
の
教
は
如
来
の
本
願
を
宗
、
即
ち
要
と
し
、

仏
の
名
号
を
体
と
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
真
実
の
宗
教
は
、
如
来
の
本
願
力
の
回
向
を
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
顕
し
、

そ
の
体
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
で
あ
る
こ
と
を
表
白
し
、
そ
の
如
来
の
本
願
と
仏
の
名
号
の
関
係
を
『
教
行
信
証
』
六
巻
に
わ
た
っ
て

明
証
し
て
い
る
と
解
す
る
。
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
、
即
ち
名
号
を
施
与
す
る
弥
陀
、
真
実
の
利
、
即
ち
如
来
の
本
願
を

も
っ
て
群
萌
を
救
わ
ん
と
す
る
釈
迦
、
そ
の
弥
陀
・
釈
迦
二
尊
の
招
喚
と
発
遣
が
本
願
の
名
号
と
し
て
回
向
成
就
す
る
こ
と
を
顕
し
、
本

願
力
回
向
成
就
の
故
に
如
来
の
名
号
を
聞
信
す
る
一
念
即
時
に
正
定
聚
不
退
の
位
に
住
し
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
が
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
ま

ま
に
願
生
浄
土
の
道
を
生
き
る
者
と
成
る
こ
と
を
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
に
顕
し
た
の
で
あ
る
と
解
す
る
。
特
に
「
信
巻
」
に
お
い
て
は
、

本
願
成
就
文
の
領
解
を
と
お
し
て
本
願
力
回
向
の
原
理
を
明
証
し
た
。

　
諸
有
衆
生
　
聞
其
名
号
　
信
心
歓
喜
　
乃
至
一
念
　
至
心
回
向
　
願
生
彼
国
　
即
得
往
生
　
住
不
退
転
　
唯
除
五
逆
　
誹
謗
正
法

 

（『
大
経
』
下
巻
　
聖
典
四
四
頁
）

と
い
う
第
十
八
願
成
就
文
を
、

諸
有
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
ん
。
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
。
か
の
国
に
生
ま
れ

ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
。
た
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
、
と
。

 

（「
信
巻
」　
聖
典
二
一
二
頁
）

と
訓
じ
、『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
お
い
て
は
「
乃
至
一
念
」
で
切
っ
て
、
信
楽
釈
で
は
「
本
願
信
心
の
願
成
就
の
文
」
と
し
て
、

　
　
諸
有
の
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
ん
。 

（「
信
巻
」　
聖
典
二
二
八
頁
）

と
読
み
、
欲
生
釈
に
は
「
本
願
の
欲
生
心
成
就
の
文
」
と
し
て
、
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至
心
回
向
し
た
ま
え
り
。
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
と
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法

を
除
く
。 

（
同
　
聖
典
二
三
三
頁
）

と
読
ん
で
、
こ
の
願
成
就
文
の
一
念
を
信
の
一
念
と
解
し
た
。
こ
れ
を
「
乃
至
一
念
」
で
切
る
の
で
は
な
く
、
下
の
「
至
心
回
向
」
に
連

続
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、「
そ
の
名
号
を
聞
い
て
、
信
心
歓
喜
し
て
乃
至
一
念
ま
で
も
至
心
に
回
向
し
て
、
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
と

願
い
、
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
て
不
退
転
に
住
せ
ん
」
と
な
っ
て
、「
乃
至
一
念
」
が
「
至
心
回
向
願
生
彼
国
」
に
通
じ
、
行
の
一
念

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
至
心
回
向
も
自
力
の
回
向
と
領
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
親
鸞
は
「
至
心
回
向
」
を
「
至

心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
」「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
訓
じ
、
回
向
の
主
体
は
如
来
に
あ
る
こ
と
、
本
願
の
成
就
は
本
願
の
回

向
成
就
に
よ
っ
て
真
の
本
願
成
就
の
意
義
が
あ
き
ら
か
に
な
る
こ
と
を
証
し
た
の
で
あ
る
。
本
願
成
就
文
を
詳
細
に
解
釈
し
て
い
る
『
一

念
多
念
文
意
』
に
お
い
て
は
、

「
至
心
回
向
」
と
い
う
は
、「
至
心
」
は
、
真
実
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
真
実
は
阿
弥
陀
如
来
の
御
こ
こ
ろ
な
り
。「
回
向
」
は
、
本

願
の
名
号
を
も
っ
て
十
方
の
衆
生
に
あ
た
え
た
ま
う
御
の
り
な
り
。 

（『
一
念
多
念
文
意
』　
聖
典
五
三
五
頁
）

と
解
釈
し
て
い
る
。「
回
向
は
、
本
願
の
名
号
を
も
っ
て
十
方
の
衆
生
に
あ
た
え
た
ま
う
御
の
り
な
り
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
本
願
の
名
号

の
回
向
は
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
上
に
ど
の
よ
う
に
顕
彰
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
信
巻
」（
末
）
の
願
成
就
文
の
領
解
に
は
、

聞
と
言
う
は
、
衆
生
、
仏
願
の
生
起
・
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
を
聞
と
日
う
な
り
。

 

（「
信
巻
」　
聖
典
二
四
〇
頁
）

と
説
き
、
さ
ら
に
は
『
一
念
多
念
文
意
』
に
は
、

　
　
「
聞
其
名
号
」
と
い
う
は
、
本
願
の
名
号
を
き
く
と
の
た
ま
え
る
な
り
。
き
く
と
い
う
は
、
本
願
を
き
き
て
う
た
が
う
こ
こ
ろ
な
き

　
　
を
「
聞
」
と
い
う
な
り
。
ま
た
、
き
く
と
い
う
は
信
心
を
あ
ら
わ
す
御
の
り
な
り
。 

（『
一
念
多
念
文
意
』　
聖
典
五
三
四
頁
）
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と
説
い
て
い
る
。
本
願
の
名
号
の
回
向
は
、
凡
夫
に
お
い
て
は
本
願
の
名
号
を
「
聞
く
」
と
い
う
こ
と
が
第
一
義
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本

願
の
名
号
を
聞
く
、
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、「
聞
く
」
と
い
え
ど
も
、
凡
夫
の
自
力
作
善
で
は
な
い
。
聞
く
と
は
、

聞
即
信
、
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
願
心
の
徹
底
が
あ
る
と
明
か
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
本
願
の
名
号
を
聞
く
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
。

　
親
鸞
は
、『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
、

　
　
謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
。
大
行
と
は
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。
こ
の
行

　
　
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。
か

　
　
る
が
ゆ
え
に
大
行
と
名
づ
く
。
し
か
る
に
こ
の
行
は
、
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
。 

（「
行
巻
」　
聖
典
一
五
七
頁
）

と
顕
し
て
い
る
。「
行
巻
」
の
標
挙
に
「
諸
仏
称
名
の
願
　
浄
土
真
実
の
行
　
選
択
本
願
の
行
」
と
顕
し
て
い
る
よ
う
に
、「
諸
仏
称
名
の

願
」
は
、「
浄
土
真
実
の
行
」
で
あ
る
。
大
行
は
、
浄
土
の
行
、
仏
の
行
で
あ
っ
て
、
凡
夫
が
自
ら
の
成
仏
の
た
め
に
行
ず
る
行
で
は
な

い
。
仏
が
凡
夫
の
た
め
に
凡
夫
に
回
向
す
る
「
選
択
本
願
の
行
」
で
あ
る
。
凡
夫
が
自
ら
の
行
と
し
て
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
の
で

は
な
い
。
諸
仏
が
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
十
八
願
成
就
文
の
「
聞
其
名
号
」
の
「
そ
の
名
号
」
と
は
、
第
十
七
願
成
就
文

　
　
十
方
恒
沙
の
諸
仏
如
来
、
み
な
共
に
無
量
寿
仏
の
威
神
功
徳
不
可
思
議
な
る
を
讃
嘆
し
た
ま
う
。 

（「
行
巻
」　
聖
典
一
五
八
頁
）

の
名
号
で
あ
る
。

　
名
号
即
ち
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、
摂
取
不
捨
の
大
慈
悲
心
の
無
量
光
（
智
慧
）・
無
量
寿
（
慈
悲
）
の
は
た
ら
き
を
具
足
し
た
仏
名

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
南
無
せ
よ
と
の
呼
び
か
け
、
如
来
招
喚
の
勅
命
で
あ
る
。
そ
の
本
願
の
名

号
・
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
を
、
釈
迦
・
諸
仏
が
凡
夫
に
対
し
て
阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
た
て
ま
つ
れ
と
す
す
め
る
。
如
来
招
喚
の
勅
命
と
釈

迦
発
遣
の
教
命
に
よ
っ
て
、
本
願
の
名
号
が
凡
夫
に
回
向
さ
れ
て
「
聞
其
名
号
」
即
ち
聞
名
と
し
て
成
就
し
、
阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
た
て

ま
つ
る
と
い
う
凡
夫
の
表
白
と
な
る
。
私
は
阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
も
の
で
す
、
と
い
う
名
告
り
と
成
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
仏
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至
心
回
向
し
た
ま
え
り
。
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
と
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法

を
除
く
。 

（
同
　
聖
典
二
三
三
頁
）

と
読
ん
で
、
こ
の
願
成
就
文
の
一
念
を
信
の
一
念
と
解
し
た
。
こ
れ
を
「
乃
至
一
念
」
で
切
る
の
で
は
な
く
、
下
の
「
至
心
回
向
」
に
連

続
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、「
そ
の
名
号
を
聞
い
て
、
信
心
歓
喜
し
て
乃
至
一
念
ま
で
も
至
心
に
回
向
し
て
、
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
と

願
い
、
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
て
不
退
転
に
住
せ
ん
」
と
な
っ
て
、「
乃
至
一
念
」
が
「
至
心
回
向
願
生
彼
国
」
に
通
じ
、
行
の
一
念

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
至
心
回
向
も
自
力
の
回
向
と
領
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
親
鸞
は
「
至
心
回
向
」
を
「
至

心
に
回
向
せ
し
め
た
ま
え
り
」「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
訓
じ
、
回
向
の
主
体
は
如
来
に
あ
る
こ
と
、
本
願
の
成
就
は
本
願
の
回

向
成
就
に
よ
っ
て
真
の
本
願
成
就
の
意
義
が
あ
き
ら
か
に
な
る
こ
と
を
証
し
た
の
で
あ
る
。
本
願
成
就
文
を
詳
細
に
解
釈
し
て
い
る
『
一

念
多
念
文
意
』
に
お
い
て
は
、

「
至
心
回
向
」
と
い
う
は
、「
至
心
」
は
、
真
実
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
真
実
は
阿
弥
陀
如
来
の
御
こ
こ
ろ
な
り
。「
回
向
」
は
、
本

願
の
名
号
を
も
っ
て
十
方
の
衆
生
に
あ
た
え
た
ま
う
御
の
り
な
り
。 

（『
一
念
多
念
文
意
』　
聖
典
五
三
五
頁
）

と
解
釈
し
て
い
る
。「
回
向
は
、
本
願
の
名
号
を
も
っ
て
十
方
の
衆
生
に
あ
た
え
た
ま
う
御
の
り
な
り
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
本
願
の
名
号

の
回
向
は
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
上
に
ど
の
よ
う
に
顕
彰
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
信
巻
」（
末
）
の
願
成
就
文
の
領
解
に
は
、

聞
と
言
う
は
、
衆
生
、
仏
願
の
生
起
・
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
を
聞
と
日
う
な
り
。

 

（「
信
巻
」　
聖
典
二
四
〇
頁
）

と
説
き
、
さ
ら
に
は
『
一
念
多
念
文
意
』
に
は
、

　
　
「
聞
其
名
号
」
と
い
う
は
、
本
願
の
名
号
を
き
く
と
の
た
ま
え
る
な
り
。
き
く
と
い
う
は
、
本
願
を
き
き
て
う
た
が
う
こ
こ
ろ
な
き

　
　
を
「
聞
」
と
い
う
な
り
。
ま
た
、
き
く
と
い
う
は
信
心
を
あ
ら
わ
す
御
の
り
な
り
。 

（『
一
念
多
念
文
意
』　
聖
典
五
三
四
頁
）
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と
説
い
て
い
る
。
本
願
の
名
号
の
回
向
は
、
凡
夫
に
お
い
て
は
本
願
の
名
号
を
「
聞
く
」
と
い
う
こ
と
が
第
一
義
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本

願
の
名
号
を
聞
く
、
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、「
聞
く
」
と
い
え
ど
も
、
凡
夫
の
自
力
作
善
で
は
な
い
。
聞
く
と
は
、

聞
即
信
、
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
願
心
の
徹
底
が
あ
る
と
明
か
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
本
願
の
名
号
を
聞
く
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
。

　
親
鸞
は
、『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
、

　
　
謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
。
大
行
と
は
、
す
な
わ
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。
こ
の
行

　
　
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。
か

　
　
る
が
ゆ
え
に
大
行
と
名
づ
く
。
し
か
る
に
こ
の
行
は
、
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
。 

（「
行
巻
」　
聖
典
一
五
七
頁
）

と
顕
し
て
い
る
。「
行
巻
」
の
標
挙
に
「
諸
仏
称
名
の
願
　
浄
土
真
実
の
行
　
選
択
本
願
の
行
」
と
顕
し
て
い
る
よ
う
に
、「
諸
仏
称
名
の

願
」
は
、「
浄
土
真
実
の
行
」
で
あ
る
。
大
行
は
、
浄
土
の
行
、
仏
の
行
で
あ
っ
て
、
凡
夫
が
自
ら
の
成
仏
の
た
め
に
行
ず
る
行
で
は
な

い
。
仏
が
凡
夫
の
た
め
に
凡
夫
に
回
向
す
る
「
選
択
本
願
の
行
」
で
あ
る
。
凡
夫
が
自
ら
の
行
と
し
て
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
の
で

は
な
い
。
諸
仏
が
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
十
八
願
成
就
文
の
「
聞
其
名
号
」
の
「
そ
の
名
号
」
と
は
、
第
十
七
願
成
就
文

　
　
十
方
恒
沙
の
諸
仏
如
来
、
み
な
共
に
無
量
寿
仏
の
威
神
功
徳
不
可
思
議
な
る
を
讃
嘆
し
た
ま
う
。 

（「
行
巻
」　
聖
典
一
五
八
頁
）

の
名
号
で
あ
る
。

　
名
号
即
ち
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、
摂
取
不
捨
の
大
慈
悲
心
の
無
量
光
（
智
慧
）・
無
量
寿
（
慈
悲
）
の
は
た
ら
き
を
具
足
し
た
仏
名

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
阿
弥
陀
仏
の
南
無
せ
よ
と
の
呼
び
か
け
、
如
来
招
喚
の
勅
命
で
あ
る
。
そ
の
本
願
の
名

号
・
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
を
、
釈
迦
・
諸
仏
が
凡
夫
に
対
し
て
阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
た
て
ま
つ
れ
と
す
す
め
る
。
如
来
招
喚
の
勅
命
と
釈

迦
発
遣
の
教
命
に
よ
っ
て
、
本
願
の
名
号
が
凡
夫
に
回
向
さ
れ
て
「
聞
其
名
号
」
即
ち
聞
名
と
し
て
成
就
し
、
阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
た
て

ま
つ
る
と
い
う
凡
夫
の
表
白
と
な
る
。
私
は
阿
弥
陀
仏
に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
も
の
で
す
、
と
い
う
名
告
り
と
成
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
仏
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願
と
釈
迦
・
諸
仏
の
称
名
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
聞
名
す
る
時
、
本
願
力
回
向
の
信
心
を
た
ま
わ
り
、
そ
の
真
実
信
心
の
利
益
と
し
て
現

生
正
定
聚
に
住
す
る
身
と
成
っ
た
凡
夫
は
、
報
恩
感
謝
の
念
仏
を
称
え
る
。
そ
れ
が
凡
夫
に
お
け
る
念
仏
、
報
恩
感
謝
の
称
名
念
仏
で
あ

る
。
凡
夫
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
名
を
称
え
る
前
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
、
釈
迦
・
諸
仏
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称

え
て
い
る
名
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
っ
し
て
、
無
数
の
神
仏
の
中
か
ら
凡
夫
が
自
我
関
心
を
満
た
す
神
仏
の
名
を

選
び
取
っ
た
結
果
と
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
の
で
は
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
す
る
と
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
を
聞

く
も
の
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
に
込
め
ら
れ
て
い
る
本
願
、
招
喚
の
勅
命
を
聞
い
て
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」「
無
慚
無
愧
」
の
わ
が
身

の
こ
と
を
常
に
念
じ
た
も
う
仏
の
名
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
、「
無
量
寿
如
来
に
帰
命
し
、
不
可
思
議
光
に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
」
念

仏
者
と
し
て
願
生
浄
土
の
志
願
を
歩
む
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
そ
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
の
意
味
と
願
い
を
具
足
し
、「
十
方
世

界
を
つ
く
し
て
」「
衆
生
の
煩
悩
悪
業
に
さ
え
ら
れ
ざ
る
」（『
尊
号
真
像
銘
文
』
　
聖
典
五
一
八
頁
）
尽
十
方
無
碍
の
「
光
如
来
」、
即
ち
十

字
名
号
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
を
真
仏
、
本
尊
と
し
た
（『
教
行
信
証
』「
真
仏
土
巻
」、『
尊
号
真
像
銘
文
　
本
』、『
一
念
多
念
文
意
』、

『
唯
信
鈔
文
意
』、『
御
消
息
集
』、『
改
邪
鈔
』）。

　
本
願
の
名
号
の
回
向
、
そ
の
回
向
に
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
を
親
鸞
は
「
真
実
信
心
」
と
言
う
。
信
は
「
大
信
」
す
な
わ
ち
如
来
回

向
の
信
で
あ
る
と
。

　
一
般
的
に
宗
教
に
お
い
て
眼
目
と
さ
れ
る
の
は
信
心
で
あ
ろ
う
。
信
心
の
発
起
、
信
心
の
獲
得
、
信
心
の
深
ま
り
を
求
め
る
こ
と
が
信

仰
的
な
真
面
目
さ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
信
の
真
実
性
、
清
浄
性
は
信
自
体
が
証
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
そ
の
信
の
真

実
性
、
清
浄
性
を
主
張
し
て
い
て
も
、「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
せ
ば
」、
邪
信
、
疑
信
に
変
ず
る
の
が
、
わ
れ
ら
が
信
で
あ
る
。
親
鸞

は
、

　
　
も
し
は
行
・
も
し
は
信
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。

 

（「
信
巻
」　
聖
典
二
二
三
頁
）
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と
言
い
、「
信
は
願
よ
り
生
ず
」（『
高
僧
和
讃
』　
聖
典
四
九
六
頁
）
と
領
受
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
信
の
真
実
性
、
清
浄
性
は
願
に
あ
る
と
。

願
が
真
実
、
清
浄
で
あ
れ
ば
、
そ
の
願
よ
り
生
じ
た
信
は
真
実
、
清
浄
で
あ
る
。
願
が
不
実
、
不
浄
で
あ
れ
ば
、
信
は
不
実
、
不
浄
で
あ

る
。
信
心
は
自
力
無
効
で
あ
る
こ
と
を
、
信
心
は
如
来
の
本
願
力
回
向
に
よ
り
た
ま
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
親
鸞
は
明
か
し
た
。

　
　
お
お
よ
そ
大
信
海
を
案
ず
れ
ば
、
貴
賤
・
緇
素
を
簡
ば
ず
、
男
女
・
老
少
を
謂
わ
ず
、
造
罪
の
多
少
を
問
わ
ず
、
修
行
の
久
近
を
論

　
　
ぜ
ず
、（
略
） 

（「
信
巻
」　
聖
典
二
三
六
頁
）

そ
の
信
心
は
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」、「
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
」
本
願
力
回
向
の
信
心
で
あ
る
と
。
凡
夫
の
行
信

は
凡
夫
の
教
・
信
・
行
・
証
で
は
な
く
、
選
択
本
願
の
行
信
、
本
願
力
回
向
の
教
・
行
・
信
・
証
で
あ
る
こ
と
を
明
証
し
た
、
そ
れ
が
日

本
の
宗
教
界
に
お
け
る
親
鸞
の
無
上
な
る
、
希
有
な
る
存
在
の
意
味
で
あ
る
と
思
う
。

　
本
願
の
名
号
の
回
向
に
よ
る
信
心
に
お
い
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
は
「
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
、
不

退
転
に
住
せ
ん
。」
と
本
願
成
就
文
に
は
説
く
。

　
本
願
の
名
号
の
回
向
、
そ
こ
に
た
ま
わ
る
信
心
、
そ
れ
が
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
成
就
の
原
理
で
あ
り
、
そ
の
原
理
に
よ
っ
て

「
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
」
と
い
う
事
実
が
顕
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
。

　
『
一
念
多
念
文
意
』
に
お
い
て
は
、「
至
心
回
向
」
の
解
釈
の
あ
と
に
、

「
願
生
彼
国
」
と
い
う
は
、「
願
生
」
は
、
よ
ろ
ず
の
衆
生
、
本
願
の
報
土
へ
う
ま
れ
ん
と
ね
が
え
と
な
り
。「
彼
国
」
は
、
か
の
く

に
と
い
う
。
安
楽
国
を
お
し
え
た
ま
え
る
な
り
。「
即
得
往
生
」
と
い
う
は
、「
即
」
は
、
す
な
わ
ち
と
い
う
、
と
き
を
へ
ず
、
日
を

も
へ
だ
て
ぬ
な
り
。
ま
た
即
は
、
つ
く
と
い
う
。
そ
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
り
つ
く
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。「
得
」
は
、
う
べ
き
こ
と

を
え
た
り
と
い
う
。
真
実
信
心
を
う
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
無
碍
光
仏
の
御
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
摂
取
し
て
、
す
て
た
ま
わ
ざ
る
な
り
。

「
摂
」
は
、
お
さ
め
た
ま
う
、「
取
」
は
、
む
か
え
と
る
と
、
も
う
す
な
り
。
お
さ
め
と
り
た
ま
う
と
き
、
す
な
わ
ち
、
と
き
・
日
　
　

を
も
へ
だ
て
ず
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
つ
き
さ
だ
ま
る
を
、
往
生
を
う
と
は
の
た
ま
え
る
な
り
。
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願
と
釈
迦
・
諸
仏
の
称
名
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
聞
名
す
る
時
、
本
願
力
回
向
の
信
心
を
た
ま
わ
り
、
そ
の
真
実
信
心
の
利
益
と
し
て
現

生
正
定
聚
に
住
す
る
身
と
成
っ
た
凡
夫
は
、
報
恩
感
謝
の
念
仏
を
称
え
る
。
そ
れ
が
凡
夫
に
お
け
る
念
仏
、
報
恩
感
謝
の
称
名
念
仏
で
あ

る
。
凡
夫
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
名
を
称
え
る
前
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
、
釈
迦
・
諸
仏
が
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称

え
て
い
る
名
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
っ
し
て
、
無
数
の
神
仏
の
中
か
ら
凡
夫
が
自
我
関
心
を
満
た
す
神
仏
の
名
を

選
び
取
っ
た
結
果
と
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
の
で
は
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
す
る
と
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
を
聞

く
も
の
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
に
込
め
ら
れ
て
い
る
本
願
、
招
喚
の
勅
命
を
聞
い
て
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」「
無
慚
無
愧
」
の
わ
が
身

の
こ
と
を
常
に
念
じ
た
も
う
仏
の
名
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
、「
無
量
寿
如
来
に
帰
命
し
、
不
可
思
議
光
に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
」
念

仏
者
と
し
て
願
生
浄
土
の
志
願
を
歩
む
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
そ
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
の
意
味
と
願
い
を
具
足
し
、「
十
方
世

界
を
つ
く
し
て
」「
衆
生
の
煩
悩
悪
業
に
さ
え
ら
れ
ざ
る
」（『
尊
号
真
像
銘
文
』
　
聖
典
五
一
八
頁
）
尽
十
方
無
碍
の
「
光
如
来
」、
即
ち
十

字
名
号
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
を
真
仏
、
本
尊
と
し
た
（『
教
行
信
証
』「
真
仏
土
巻
」、『
尊
号
真
像
銘
文
　
本
』、『
一
念
多
念
文
意
』、

『
唯
信
鈔
文
意
』、『
御
消
息
集
』、『
改
邪
鈔
』）。

　
本
願
の
名
号
の
回
向
、
そ
の
回
向
に
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
を
親
鸞
は
「
真
実
信
心
」
と
言
う
。
信
は
「
大
信
」
す
な
わ
ち
如
来
回

向
の
信
で
あ
る
と
。

　
一
般
的
に
宗
教
に
お
い
て
眼
目
と
さ
れ
る
の
は
信
心
で
あ
ろ
う
。
信
心
の
発
起
、
信
心
の
獲
得
、
信
心
の
深
ま
り
を
求
め
る
こ
と
が
信

仰
的
な
真
面
目
さ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
信
の
真
実
性
、
清
浄
性
は
信
自
体
が
証
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
そ
の
信
の
真

実
性
、
清
浄
性
を
主
張
し
て
い
て
も
、「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
せ
ば
」、
邪
信
、
疑
信
に
変
ず
る
の
が
、
わ
れ
ら
が
信
で
あ
る
。
親
鸞

は
、

　
　
も
し
は
行
・
も
し
は
信
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。

 

（「
信
巻
」　
聖
典
二
二
三
頁
）
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と
言
い
、「
信
は
願
よ
り
生
ず
」（『
高
僧
和
讃
』　
聖
典
四
九
六
頁
）
と
領
受
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
信
の
真
実
性
、
清
浄
性
は
願
に
あ
る
と
。

願
が
真
実
、
清
浄
で
あ
れ
ば
、
そ
の
願
よ
り
生
じ
た
信
は
真
実
、
清
浄
で
あ
る
。
願
が
不
実
、
不
浄
で
あ
れ
ば
、
信
は
不
実
、
不
浄
で
あ

る
。
信
心
は
自
力
無
効
で
あ
る
こ
と
を
、
信
心
は
如
来
の
本
願
力
回
向
に
よ
り
た
ま
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
親
鸞
は
明
か
し
た
。

　
　
お
お
よ
そ
大
信
海
を
案
ず
れ
ば
、
貴
賤
・
緇
素
を
簡
ば
ず
、
男
女
・
老
少
を
謂
わ
ず
、
造
罪
の
多
少
を
問
わ
ず
、
修
行
の
久
近
を
論

　
　
ぜ
ず
、（
略
） 

（「
信
巻
」　
聖
典
二
三
六
頁
）

そ
の
信
心
は
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」、「
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
」
本
願
力
回
向
の
信
心
で
あ
る
と
。
凡
夫
の
行
信

は
凡
夫
の
教
・
信
・
行
・
証
で
は
な
く
、
選
択
本
願
の
行
信
、
本
願
力
回
向
の
教
・
行
・
信
・
証
で
あ
る
こ
と
を
明
証
し
た
、
そ
れ
が
日

本
の
宗
教
界
に
お
け
る
親
鸞
の
無
上
な
る
、
希
有
な
る
存
在
の
意
味
で
あ
る
と
思
う
。

　
本
願
の
名
号
の
回
向
に
よ
る
信
心
に
お
い
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
は
「
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
、
不

退
転
に
住
せ
ん
。」
と
本
願
成
就
文
に
は
説
く
。

　
本
願
の
名
号
の
回
向
、
そ
こ
に
た
ま
わ
る
信
心
、
そ
れ
が
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
成
就
の
原
理
で
あ
り
、
そ
の
原
理
に
よ
っ
て

「
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
」
と
い
う
事
実
が
顕
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
。

　
『
一
念
多
念
文
意
』
に
お
い
て
は
、「
至
心
回
向
」
の
解
釈
の
あ
と
に
、

「
願
生
彼
国
」
と
い
う
は
、「
願
生
」
は
、
よ
ろ
ず
の
衆
生
、
本
願
の
報
土
へ
う
ま
れ
ん
と
ね
が
え
と
な
り
。「
彼
国
」
は
、
か
の
く

に
と
い
う
。
安
楽
国
を
お
し
え
た
ま
え
る
な
り
。「
即
得
往
生
」
と
い
う
は
、「
即
」
は
、
す
な
わ
ち
と
い
う
、
と
き
を
へ
ず
、
日
を

も
へ
だ
て
ぬ
な
り
。
ま
た
即
は
、
つ
く
と
い
う
。
そ
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
り
つ
く
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。「
得
」
は
、
う
べ
き
こ
と

を
え
た
り
と
い
う
。
真
実
信
心
を
う
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
無
碍
光
仏
の
御
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
摂
取
し
て
、
す
て
た
ま
わ
ざ
る
な
り
。

「
摂
」
は
、
お
さ
め
た
ま
う
、「
取
」
は
、
む
か
え
と
る
と
、
も
う
す
な
り
。
お
さ
め
と
り
た
ま
う
と
き
、
す
な
わ
ち
、
と
き
・
日
　
　

を
も
へ
だ
て
ず
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
つ
き
さ
だ
ま
る
を
、
往
生
を
う
と
は
の
た
ま
え
る
な
り
。
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（『
一
念
多
念
文
意
』　
聖
典
五
三
五
頁
）

す
な
わ
ち
往
生
す
と
の
た
ま
え
る
は
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
る
を
、
不
退
転
に
住
す
と
は
の
た
ま
え
る
な
り
。
こ
の
く
ら
い

に
さ
だ
ま
り
ぬ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
身
と
な
る
（
略
） 

（
同
　
聖
典
五
三
六
頁
）

と
説
く
。
真
実
信
心
の
利
益
と
し
て
、
現
生
に
「
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
」、「
か
な
ら
ず
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
身
と
な
る
」、

そ
し
て
「
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
」
道
に
立
っ
て
生
き
る
者
と
成
る
、
こ
れ
が
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
の

成
就
の
事
実
で
あ
る
と
領
受
す
る
。

四
　
そ
の
証
道

　
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
成
り
立
た
せ
る
原
理
に
よ
っ
て
、「
現
生
正
定
聚
」、「
現
生
不
退
」、「
無
上
大
涅
槃
道
」
と
い
う
成

就
の
事
実
が
顕
現
す
る
。
こ
の
こ
と
と
、『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
「
吾
当
於
世
　
為
無
上
尊
」（
聖
典
二
頁
）
と
い
う
経
言
、
さ
ら
に
「
見

老
病
死
　
悟
世
非
常
」（
聖
典
三
頁
）
と
い
う
経
言
の
「
無
上
尊
」「
世
の
非
常
」
と
が
深
く
関
わ
る
と
愚
考
す
る
。
共
に
「
無
上
尊
」
と

成
ら
ん
と
い
う
願
い
を
障
碍
す
る
「
世
の
非
常
」
に
取
り
巻
か
れ
て
生
き
て
い
る
「
わ
れ
ら
」
に
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
成

り
立
た
せ
る
原
理
に
よ
っ
て
、「
現
生
正
定
聚
」、「
現
生
不
退
」、「
無
上
大
涅
槃
道
」
と
い
う
成
就
の
事
実
が
顕
現
す
る
と
は
、
ど
の
よ

う
な
事
象
と
し
て
確
か
め
ら
れ
る
の
か
。
小
論
の
冒
頭
に
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
が
成
る
と
考
え
て
、
成
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て

成
ら
な
か
っ
た
事
実
が
、
世
界
中
に
蔓
延
す
る
差
別
問
題
、
人
権
侵
害
、
戦
争
、
環
境
破
壊
等
々
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」、「（
個
の
尊
厳

と
存
在
の
平
等
）
そ
れ
は
強
者
の
立
場
か
ら
の
発
想
、
健
常
者
の
発
想
で
、
立
場
の
逆
転
を
許
さ
な
い
よ
う
な
前
提
で
民
衆
に
求
め
る
も

の
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
正
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
虚
仮
不
実
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

し
、
い
つ
し
か
具
現
化
す
る
こ
と
な
く
ス
ロ
ー
ガ
ン
化
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
こ
の
問
い
を
、
自
ら
が
常
に
問
わ
れ
て
い

る
問
い
と
し
て
持
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
成
就
の
事
実
の
内
容
と
し
て
の
「
現
生
正
定
聚
」、「
現
生
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不
退
」、「
無
上
大
涅
槃
道
」
の
教
義
理
解
で
は
な
く
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
成
就
の
事
実
と
し
て
「
現
生
正
定
聚
」、「
現
生
不

退
」、「
無
上
大
涅
槃
道
」
が
顕
現
す
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
象
な
の
か
が
様
々
な
「
世
の
非
常
」
か
ら
問
わ
れ
て
く
る
。「
わ
れ
ら
」

が
明
ら
か
に
す
べ
き
は
、「
思
想
」
の
み
で
は
な
く
、「
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り
」（『
教
行
信
証
』
後
序
　
聖
典
三
九
八
頁
）
と
い

う
仰
せ
へ
の
慙
愧
で
あ
り
、
総
括
で
あ
り
、
展
望
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
出
遇
っ
た
ご
門
徒
の
「
親
鸞
の
教
え
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
証
を

何
か
一
つ
で
も
い
い
か
ら
身
を
も
っ
て
示
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
声
が
、
常
な
る
今
現
在
説
法
と
し
て
、
ま
さ
に
「
無
慚
無
愧
の
こ
の

身
」
に
響
い
て
く
る
。

　
第
十
八
願
文
、
そ
し
て
願
成
就
文
に
「
た
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

唯
除
と
い
う
は
、
た
だ
の
ぞ
く
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
、
誹
謗
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
ん
と
な
り
。

こ
の
ふ
た
つ
の
つ
み
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て
、
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
、
と
し
ら
せ
ん
と
な
り
。

 

（『
尊
号
真
像
銘
文
』
本
　
聖
典
五
一
三
頁
）

こ
の
唯
除
の
文
の
願
い
、
ま
た
『
浄
土
論
』
の
「
普
共
諸
衆
生
　
往
生
安
楽
国
」（
聖
典
一
三
八
頁
）、「
普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
」

と
い
う
願
い
を
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
の
成
就
を
願
う
者
は
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
願
い
と
乖
離
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
す
べ
て
、
よ
き
ひ
と
、
あ
し
き
ひ
と
、
と
う
と
き
ひ
と
、
い
や
し
き
ひ
と
」
を
「
き
ら
わ
ず
」、「
え
ら
ば
ず
」、「
み
す
て
ず
」、「
こ

れ
を
み
ち
び
き
た
ま
う
を
さ
き
と
し
、
む
ね
と
す
る
」
無
碍
光
仏
の
誓
願
、
そ
の
無
碍
光
仏
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、

煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
ま
ま
に
「
広
大
智
慧
の
名
号
」
の
回
向
に
よ
る
信
心
に
よ
っ
て
「
必
ず
無
上
大
涅
槃
に
至
る
」
道
を
共
に
生
き
合
う

身
と
成
る
、
そ
れ
は
「
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
」
に
た
ま
わ
る
無
上
の
喜
び
で
あ
る
。
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（『
一
念
多
念
文
意
』　
聖
典
五
三
五
頁
）

す
な
わ
ち
往
生
す
と
の
た
ま
え
る
は
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
る
を
、
不
退
転
に
住
す
と
は
の
た
ま
え
る
な
り
。
こ
の
く
ら
い

に
さ
だ
ま
り
ぬ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
身
と
な
る
（
略
） 

（
同
　
聖
典
五
三
六
頁
）

と
説
く
。
真
実
信
心
の
利
益
と
し
て
、
現
生
に
「
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
」、「
か
な
ら
ず
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
身
と
な
る
」、

そ
し
て
「
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
」
道
に
立
っ
て
生
き
る
者
と
成
る
、
こ
れ
が
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
の

成
就
の
事
実
で
あ
る
と
領
受
す
る
。

四
　
そ
の
証
道

　
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
成
り
立
た
せ
る
原
理
に
よ
っ
て
、「
現
生
正
定
聚
」、「
現
生
不
退
」、「
無
上
大
涅
槃
道
」
と
い
う
成

就
の
事
実
が
顕
現
す
る
。
こ
の
こ
と
と
、『
仏
説
無
量
寿
経
』
の
「
吾
当
於
世
　
為
無
上
尊
」（
聖
典
二
頁
）
と
い
う
経
言
、
さ
ら
に
「
見

老
病
死
　
悟
世
非
常
」（
聖
典
三
頁
）
と
い
う
経
言
の
「
無
上
尊
」「
世
の
非
常
」
と
が
深
く
関
わ
る
と
愚
考
す
る
。
共
に
「
無
上
尊
」
と

成
ら
ん
と
い
う
願
い
を
障
碍
す
る
「
世
の
非
常
」
に
取
り
巻
か
れ
て
生
き
て
い
る
「
わ
れ
ら
」
に
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
を
成

り
立
た
せ
る
原
理
に
よ
っ
て
、「
現
生
正
定
聚
」、「
現
生
不
退
」、「
無
上
大
涅
槃
道
」
と
い
う
成
就
の
事
実
が
顕
現
す
る
と
は
、
ど
の
よ

う
な
事
象
と
し
て
確
か
め
ら
れ
る
の
か
。
小
論
の
冒
頭
に
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
が
成
る
と
考
え
て
、
成
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て

成
ら
な
か
っ
た
事
実
が
、
世
界
中
に
蔓
延
す
る
差
別
問
題
、
人
権
侵
害
、
戦
争
、
環
境
破
壊
等
々
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」、「（
個
の
尊
厳

と
存
在
の
平
等
）
そ
れ
は
強
者
の
立
場
か
ら
の
発
想
、
健
常
者
の
発
想
で
、
立
場
の
逆
転
を
許
さ
な
い
よ
う
な
前
提
で
民
衆
に
求
め
る
も

の
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
正
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
虚
仮
不
実
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

し
、
い
つ
し
か
具
現
化
す
る
こ
と
な
く
ス
ロ
ー
ガ
ン
化
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
こ
の
問
い
を
、
自
ら
が
常
に
問
わ
れ
て
い

る
問
い
と
し
て
持
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
成
就
の
事
実
の
内
容
と
し
て
の
「
現
生
正
定
聚
」、「
現
生
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不
退
」、「
無
上
大
涅
槃
道
」
の
教
義
理
解
で
は
な
く
、「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
成
就
の
事
実
と
し
て
「
現
生
正
定
聚
」、「
現
生
不

退
」、「
無
上
大
涅
槃
道
」
が
顕
現
す
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
象
な
の
か
が
様
々
な
「
世
の
非
常
」
か
ら
問
わ
れ
て
く
る
。「
わ
れ
ら
」

が
明
ら
か
に
す
べ
き
は
、「
思
想
」
の
み
で
は
な
く
、「
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り
」（『
教
行
信
証
』
後
序
　
聖
典
三
九
八
頁
）
と
い

う
仰
せ
へ
の
慙
愧
で
あ
り
、
総
括
で
あ
り
、
展
望
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
出
遇
っ
た
ご
門
徒
の
「
親
鸞
の
教
え
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
証
を

何
か
一
つ
で
も
い
い
か
ら
身
を
も
っ
て
示
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
声
が
、
常
な
る
今
現
在
説
法
と
し
て
、
ま
さ
に
「
無
慚
無
愧
の
こ
の

身
」
に
響
い
て
く
る
。

　
第
十
八
願
文
、
そ
し
て
願
成
就
文
に
「
た
だ
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除
く
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

唯
除
と
い
う
は
、
た
だ
の
ぞ
く
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
、
誹
謗
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
ん
と
な
り
。

こ
の
ふ
た
つ
の
つ
み
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て
、
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
、
と
し
ら
せ
ん
と
な
り
。

 

（『
尊
号
真
像
銘
文
』
本
　
聖
典
五
一
三
頁
）

こ
の
唯
除
の
文
の
願
い
、
ま
た
『
浄
土
論
』
の
「
普
共
諸
衆
生
　
往
生
安
楽
国
」（
聖
典
一
三
八
頁
）、「
普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
」

と
い
う
願
い
を
「
個
の
尊
厳
と
存
在
の
平
等
」
の
成
就
を
願
う
者
は
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
願
い
と
乖
離
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
す
べ
て
、
よ
き
ひ
と
、
あ
し
き
ひ
と
、
と
う
と
き
ひ
と
、
い
や
し
き
ひ
と
」
を
「
き
ら
わ
ず
」、「
え
ら
ば
ず
」、「
み
す
て
ず
」、「
こ

れ
を
み
ち
び
き
た
ま
う
を
さ
き
と
し
、
む
ね
と
す
る
」
無
碍
光
仏
の
誓
願
、
そ
の
無
碍
光
仏
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、

煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
ま
ま
に
「
広
大
智
慧
の
名
号
」
の
回
向
に
よ
る
信
心
に
よ
っ
て
「
必
ず
無
上
大
涅
槃
に
至
る
」
道
を
共
に
生
き
合
う

身
と
成
る
、
そ
れ
は
「
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
」
に
た
ま
わ
る
無
上
の
喜
び
で
あ
る
。


