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比
叡
山
下
山

　
親
鸞
の
仏
教
の
出
発
点
は
、
何
と
い
っ
て
も
師
法
然
と
の
出
遇
い
に
始
ま
る
。
先
ず
初
め
に
そ
の
師
教
と
の
出
遇
い
を
尋
ね
て
み
た
い
。

　
親
鸞
は
九
歳
の
春
に
出
家
し
た
。
覚
如
の
『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』（
以
下
『
御
伝
鈔
』）
に
は
そ
れ
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

興
法
の
因
う
ち
に
萠
し
、
利
生
の
緣
ほ
か
に
催
し
に
よ
り
て
、
九
歳
の
春
比
阿
伯
從
三
位
範
綱
卿
于
時
、
從
四
位
上
前
若
狹
守

後
白
河
上
皇
近
臣
聖
人
養
父
前
大
僧
正

慈
圓
　
慈
鎭
和
尙
是
也

法
性
寺
殿
御
息
、
月
輪
殿
長
兄
の
貴
坊
へ
相
具
し
た
て
ま
つ
り
て
、
鬢
髮
を
剃
除
し
た
ま
ひ
き
範
宴
少
納
言
公
と
號
す
、
自
尒
以
來
し
ば
〳
〵

南
岳
天
臺
の
玄
風
を
と
ぶ
ら
ひ
て
、
ひ
ろ
く
三
觀
佛
乘
の
理
を
逹
し
、
と
こ
し
な
へ
に
楞
嚴
橫
河
の
餘
流
を
た
ゝ
へ
て
、
ふ
か
く
四

敎
圓
融
の
義
に
明
な
り 

（『
定
親
全
』
四
・
言
行
篇
2
・
四
頁
）

こ
の
文
に
よ
る
と
、
九
歳
の
親
鸞
は
養
父
で
あ
っ
た
叔
父
の
範
綱
に
つ
れ
ら
れ
て
、
慈
円
の
下
で
出
家
し
た
。
こ
の
出
家
の
事
情
は
先
学

に
よ
っ
て
い
く
つ
か
推
測
さ
れ
て
い
る
。
父
が
出
奔
し
母
が
八
歳
の
時
に
亡
く
な
り
、
範
綱
に
養
わ
れ
て
い
た
こ
と
。
八
歳
の
時
、
未
曽

有
の
養
和
の
飢
饉
が
あ
っ
た
こ
と
。
さ
ら
に
そ
の
年
に
以
仁
王
、
頼
政
の
挙
兵
が
失
敗
に
終
わ
り
、
叔
父
の
宗
業
が
以
仁
王
の
学
問
の
師

で
あ
っ
た
た
め
に
首
実
検
に
引
き
出
さ
れ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
源
平
の
戦
い
で
日
野
家
は
窮
地
に
立
た
さ
れ
、
親
鸞
の
家
庭
は

親
鸞
と
法
然
と
の
出
遇
い
　（
上
）
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崩
壊
し
た
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
興
法
の
因
う
ち
に
萌
し
、
利
生
の
縁
ほ
か
に
催
し
に
よ
り
て
」
と
覚
如
は
出
家
の
理
由
を
記

し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
親
鸞
は
事
情
に
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
出
家
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
親
鸞
が
何
歳
頃
に
比
叡
山
へ
登
っ
た
の
か
は
、
分
か
ら
な
い
。
師
の
法
然
の
登
山
は
『
源
空
聖
人
私
日
記
』
に
よ
れ
ば
「
源
覺
西
塔
北

谷
持
法
房
禪
下
、
得
業
消
息
見
給
、
奇
給
小
兒
來
、
聖
人
十
三
歳
也
。」（『
真
聖
全
』
四
・
一
五
七
頁
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
一
期
物
語
」

に
よ
れ
ば
「
幼
少
に
し
て
登
山
。（
吾
年
十
五
天
台
山
登
）」（『
昭
法
全
』
四
三
五
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
師
の
法
然
の
登
山
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
当
時
の
慣
例
は
、
十
三
歳
か
ら
十
五
歳
位
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
親
鸞
も
そ
の
頃
、
比
叡
山
に
登
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
恵

信
尼
書
簡
」
に
「
殿
の
ひ
へ
の
や
ま
に
だ
う
そ
う
つ
と
め
て
お
は
し
ま
し
け
る
が
」（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
八
六
頁
）
と
、
比
叡
山

で
の
身
分
は
常
行
三
昧
堂
の
堂
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
源
信
の
流
れ
を
汲
む
念
仏
三
昧
堂
で
実
践
と
学
問
の
両
方

に
力
を
尽
く
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
念
仏
三
昧
堂
の
勤
行
に
は
、
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
が
使
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、『
浄
土
三
部
経
』
や
源
信
の
『
往
生
要
集
』
は

言
う
ま
で
も
な
く
、『
法
華
経
』
を
中
心
と
す
る
天
台
の
教
義
に
も
精
通
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
先
の
、「
南
岳
天
台
の
玄
風
を

と
ぶ
ら
い
て
、
ひ
ろ
く
三
観
仏
乗
の
理
を
達
し
、
と
こ
し
な
え
に
楞
厳
横
河
の
余
流
を
た
た
え
て
、
ふ
か
く
四
教
円
融
の
義
に
明
ら
か
な

り
」
と
い
う
文
か
ら
も
、
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
法
然
の
浄
土
教
の
講
義
は
、
道
綽
・
善
導
に
従
っ
て
専
ら
『
観
経
』・『
阿
弥
陀
経
』

の
了
解
に
始
終
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
聞
き
取
っ
た
親
鸞
は
、
法
然
門
下
の
初
期
の
頃
か
ら
『
大
経
』
と
『
浄
土
論
』・『
論
註
』

に
依
っ
て
思
索
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（『
観
経
・
阿
弥
陀
経
集
註
』
等
の
記
述
に
依
る
）。
そ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
浄
土
教

の
思
索
は
法
然
門
下
に
入
っ
て
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
比
叡
山
時
代
に
す
で
に
『
浄
土
三
部
経
』
に
は
精
通
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
例
え
ば
『
観
経
』
の
註
釈
書
も
、
浄
影
寺
慧
遠
、
嘉
祥
寺
吉
蔵
、
天
台
智
顗
の
聖
道
門
の
諸
師
の
著
作
に
加
え
て
、
善
導
の
『
観
経

疏
』
が
あ
る
。
し
か
し
、
法
然
一
人
は
「
三
学
非
器
」
の
自
覚
を
通
し
て
他
力
の
仏
者
と
し
て
の
善
導
に
依
る
が
、
そ
れ
以
外
の
大
乗
の

仏
者
は
当
然
、
菩
薩
の
修
道
体
系
を
踏
ま
え
た
聖
道
の
諸
師
、
も
し
く
は
自
力
の
仏
者
と
し
て
の
善
導
に
依
っ
て
『
観
経
』
を
了
解
す
る
。
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浄
土
教
を
代
表
す
る
経
典
で
あ
る
『
観
経
』
で
す
ら
そ
う
で
あ
る
の
に
、
ま
し
て
比
叡
山
は
『
法
華
経
』
の
牙
城
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自

力
の
修
道
体
系
を
背
景
に
持
ち
な
が
ら
、
全
て
の
大
乗
経
典
を
了
解
し
て
い
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
叡
山
時
代
の
親
鸞
も
そ
れ
に
則
っ

て
、
修
学
に
励
み
『
浄
土
三
部
経
』
も
了
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
「
楞
厳
横
河
の
余
流
」
の
中
で
最
も
基
礎
的
な
源
信
の
『
往
生
要
集
』
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
の
文
が
、
親
鸞
に
と
っ

て
大
き
な
躓
き
の
石
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

夫
れ
往
生
極
樂
の
敎
行
は
濁
世
末
代
之
目
足
也
。
道
俗
貴
賤
誰
か
歸
せ
ざ
る
者
あ
ら
ん
。
但
し
顯
密
の
敎
法
は
其
の
文
一
に
非
ず
、

事
理
の
業
因
は
其
の
行
惟
れ
多
し
。
利
智
精
進
之
人
は
未
だ
難
し
と
爲
さ
ず
、
豫
が
如
き
頑
魯
之
者
豈
敢
て
せ
ん
や
。

 

（『
真
聖
全
』
一
・
七
二
九
頁
）

道
俗
貴
賤
を
選
ば
な
い
浄
土
教
と
利
智
精
進
の
顕
密
の
大
乗
と
は
ど
う
違
う
の
か
、
な
ぜ
源
信
は
「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
」
と
表
明
し
て

は
ば
か
ら
な
い
の
か
。
こ
の
源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
し
ろ
『
浄
土
三
部
経
』
に
し
ろ
、
向
上
的
な
自
力
の
眼
で
は
読
み
通
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
浄
土
教
と
し
て
大
乗
の
核
心
と
な
る
一
乗
の
課
題
が
、
親
鸞
に
は
ど
う
し
て
も
解
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
仏
道
は
学
問
よ
り
も
先
に
、
苦
か
ら
の
解
脱
と
い
う
人
間
の
根
源
的
な
実
践
課
題
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
自
分
の
人
生
を
受

け
止
め
ら
れ
ず
に
戸
惑
い
苦
し
み
、
自
分
の
足
で
歩
め
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
が
誰
に
で
も
あ
る
。
そ
の
苦
の
原
因
を
自
己
の
内
に
教
え

ら
れ
て
、
人
間
が
人
間
を
超
え
て
い
く
覚
り
の
道
に
立
と
う
と
す
る
、
そ
の
課
題
を
「
生
死
い
ず
べ
き
道
」
と
言
い
、
全
て
の
大
乗
経
典

は
そ
れ
に
応
え
て
覚
り
の
法
を
、
空
と
説
き
、
一
乗
と
説
き
、
浄
土
と
説
く
。
苦
し
む
こ
と
の
多
か
っ
た
親
鸞
が
比
叡
山
の
修
学
に
身
を

挺
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
苦
し
み
や
悩
み
に
釈
尊
の
経
典
が
ど
う
答
え
て
く
れ
る
の
か
、
そ
の
実
践
課
題
と
経
典
の
読
み
込
み
に
、

全
力
を
注
い
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
迷
悶
を
直
接
的
に
思
索
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
経
典
に
問
い
経
典
の
学
び
を
深
め

自
己
の
課
題
を
解
こ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
学
僧
と
し
て
の
面
目
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
叡
山
時
代
に
、『
浄
土
三
部
経
』
は
身
に
し
み
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。
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ん
。
但
し
顯
密
の
敎
法
は
其
の
文
一
に
非
ず
、

事
理
の
業
因
は
其
の
行
惟
れ
多
し
。
利
智
精
進
之
人
は
未
だ
難
し
と
爲
さ
ず
、
豫
が
如
き
頑
魯
之
者
豈
敢
て
せ
ん
や
。

 

（『
真
聖
全
』
一
・
七
二
九
頁
）

道
俗
貴
賤
を
選
ば
な
い
浄
土
教
と
利
智
精
進
の
顕
密
の
大
乗
と
は
ど
う
違
う
の
か
、
な
ぜ
源
信
は
「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
」
と
表
明
し
て

は
ば
か
ら
な
い
の
か
。
こ
の
源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
し
ろ
『
浄
土
三
部
経
』
に
し
ろ
、
向
上
的
な
自
力
の
眼
で
は
読
み
通
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
浄
土
教
と
し
て
大
乗
の
核
心
と
な
る
一
乗
の
課
題
が
、
親
鸞
に
は
ど
う
し
て
も
解
け
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
仏
道
は
学
問
よ
り
も
先
に
、
苦
か
ら
の
解
脱
と
い
う
人
間
の
根
源
的
な
実
践
課
題
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
自
分
の
人
生
を
受

け
止
め
ら
れ
ず
に
戸
惑
い
苦
し
み
、
自
分
の
足
で
歩
め
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
が
誰
に
で
も
あ
る
。
そ
の
苦
の
原
因
を
自
己
の
内
に
教
え

ら
れ
て
、
人
間
が
人
間
を
超
え
て
い
く
覚
り
の
道
に
立
と
う
と
す
る
、
そ
の
課
題
を
「
生
死
い
ず
べ
き
道
」
と
言
い
、
全
て
の
大
乗
経
典

は
そ
れ
に
応
え
て
覚
り
の
法
を
、
空
と
説
き
、
一
乗
と
説
き
、
浄
土
と
説
く
。
苦
し
む
こ
と
の
多
か
っ
た
親
鸞
が
比
叡
山
の
修
学
に
身
を

挺
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
苦
し
み
や
悩
み
に
釈
尊
の
経
典
が
ど
う
答
え
て
く
れ
る
の
か
、
そ
の
実
践
課
題
と
経
典
の
読
み
込
み
に
、

全
力
を
注
い
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
迷
悶
を
直
接
的
に
思
索
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
経
典
に
問
い
経
典
の
学
び
を
深
め

自
己
の
課
題
を
解
こ
う
と
す
る
、
そ
れ
が
学
僧
と
し
て
の
面
目
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
叡
山
時
代
に
、『
浄
土
三
部
経
』
は
身
に
し
み
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込
む
ほ
ど
読
ん
で
い
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
大
乗
の
仏
道
で
あ
る
限
り
聖
道
・
浄
土
を
通
じ
て
、
全
て
の
人
間
が
平
等
に
苦
を
超
え
る
一
乗
の
課
題
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
当
然

で
あ
る
が
、
果
の
覚
り
に
向
か
う
聖
道
門
と
は
違
っ
て
、
逆
に
因
の
本
願
の
仏
道
を
説
く
の
が
浄
土
教
で
あ
る
。
果
の
覚
り
に
向
か
う
仏

道
と
因
の
本
願
に
帰
る
仏
道
（「
選
択
集
執
筆
時
、
安
楽
・
真
観
・
証
空
と
の
問
答
」『
昭
法
全
』
七
〇
四
頁
参
照
）、
こ
の
二
つ
の
仏
道
の
差
異
が

意
図
し
て
い
る
の
は
比
叡
山
が
無
意
識
に
前
提
に
し
て
い
る
修
道
体
系
と
そ
も
そ
も
浄
土
教
と
が
異
質
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
異
質
性
を
見
抜
き
明
確
に
し
た
仏
者
が
、
純
正
浄
土
教
の
七
祖
で
あ
る
。
即
ち
上
三
祖
の
難
行
・
易
行
の
判
釈
、

下
四
祖
の
聖
道
・
浄
土
の
決
判
に
、
生
き
た
仏
者
（
実
験
の
仏
道
）
の
面
目
が
あ
る
の
で
あ
る
。
若
い
学
僧
と
し
て
の
親
鸞
も
ま
た
長
い

比
叡
山
の
修
学
の
中
で
、
大
乗
仏
教
の
根
源
的
課
題
に
逢
着
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
が
て
親
鸞
は
、
聖
道
門
の
自
力
の
修
道
体
系

で
は
、
全
て
の
人
に
実
現
す
る
一
乗
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
極
め
を
し
て
、
下
山
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
人
間
が
前
提
に
し
て
問
う

こ
と
が
で
き
な
い
自
力
性
、
即
ち
比
叡
山
の
聖
道
門
の
修
道
体
系
で
は
、
全
て
の
衆
生
の
根
源
的
な
志
願
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
と

見
定
め
る
ま
で
に
、
丸
十
五
年
以
上
の
歳
月
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
歳
月
の
中
で
親
鸞
は
、
果
に
向
か
う
仏
教
か
因
に
帰
る

仏
教
か
、
教
理
か
実
践
か
と
い
う
自
力
で
は
解
け
な
い
大
乗
仏
教
の
課
題
を
背
負
っ
て
下
山
し
た
。

　
親
鸞
は
二
十
九
歳
で
下
山
す
る
が
、
聖
道
門
と
の
決
別
が
そ
の
ま
ま
彼
の
救
い
に
は
成
ら
な
い
。「
恵
信
尼
書
簡
」
に
依
れ
ば
、

や
ま
を
い
で
ゝ
、
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
、
ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け
る
に
、
九
十
五
日
の
あ
か
月
、
し
や
う
と
く
た
い

し
の
も
ん
を
む
す
び
て
、
じ
げ
ん
に
あ
づ
か
ら
せ
給
て
候
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
あ
か
月
い
で
さ
せ
給
て
、
ご
せ
の
た
す
か
ら
ん
ず

る
え
ん
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
た
づ
ね
ま
い
ら
せ
て
、
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て 

（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
八
七
頁
）

と
、
精
神
の
闇
を
抱
え
て
六
角
堂
に
百
日
参
籠
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
参
籠
の
親
鸞
の
課
題
は
、
法
然
に
遇
い
に

行
く
か
ど
う
か
の
明
確
な
決
断
を
す
る
た
め
だ
っ
た
と
、
推
測
す
る
。

　
法
然
は
、
鎌
倉
新
仏
教
の
最
前
線
を
走
っ
た
旗
手
で
あ
る
。
親
鸞
は
彼
に
従
い
、
道
元
、
日
蓮
は
彼
に
反
発
し
て
新
仏
教
の
諸
宗
が
始

5

ま
っ
た
。
法
然
は
、
大
蔵
経
を
五
回
読
破
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
天
才
的
な
学
僧
で
あ
っ
た
が
、
四
十
三
歳
の
時
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
の

「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
」
の
文
に
よ
っ
て
「
立
ど
こ
ろ
に
余
行
を
舎
て
て
念
仏
に
帰
し
ぬ
」
と
、
浄
土
教
に
回
心
す
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
法
然
・
親
鸞
以
降
に
い
る
た
め
、
本
願
の
念
仏
と
い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
な
い
。
し
か
し
法
然
ま
で
は
、
日
本
仏

教
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
念
仏
は
常
行
三
昧
堂
の
行
道
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
諸
行
の
一
つ
で
あ
り
修
行
の
念
仏
で
あ
っ
た
。
法
然
が
廃

し
、
親
鸞
が
雑
行
と
し
て
棄
て
た
、
自
力
の
念
仏
し
か
伝
統
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
出
離
生
死
の
要
道
に
つ
い
て
、
法

然
は
日
本
仏
教
の
伝
統
の
中
で
師
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

三
學
の
ほ
か
に
わ
が
心
に
相
應
す
る
法
門
あ
り
や
。
わ
が
身
に
た
へ
た
る
修
行
や
あ
る
と
、
よ
ろ
づ
の
智
者
に
も
と
め
、
も
ろ
〳
〵

の
學
者
に
と
ぶ
ら
ふ
し
に
、
お
し
ふ
る
人
も
な
く
、
し
め
す
と
も
が
ら
も
な
し
。 

（『
真
聖
全
』
四
・
六
八
〇
頁
）

と
、
法
然
自
ら
述
懐
し
て
い
る
。
ま
た
、『
阿
弥
陀
経
釈
』
に
、

然
に
豫
昔
し
叡
峰
に
在
て
、
天
臺
之
餘
風
を
扇
ぎ
、
玉
泉
之
下
流
を
挹
、
三
觀
六
卽
に
を
い
て
疑
雲
未
だ
披
け
ず
、
四
敎
五
時
に
を

い
て
迷
闇
未
だ
曉
け
ず
。
況
や
又
異
宗
他
門
に
於
を
や
。
粤
に
善
導
所
立
の
往
生
淨
土
之
宗
に
於
、
經
論
有
と
雖
鑽
仰
す
る
に
之
人

無
し
、
疏
書
有
雖
習
學
す
る
に
之
倫
無
し
。
是
以
相
承
血
脈
の
法
に
疎
く
、
面
授
口
訣
の
義
に
乏
し
。 

（『
昭
法
全
』
一
四
六
頁
）

と
述
懐
す
る
よ
う
に
、
叡
山
の
伝
統
の
み
な
ら
ず
、
若
い
法
然
が
遊
学
し
た
南
都
に
も
、
真
言
密
教
に
も
、
善
導
流
の
弥
陀
の
本
願
の
念

仏
を
説
く
者
は
誰
一
人
と
し
て
な
か
っ
た
。
宗
教
的
に
あ
れ
ほ
ど
優
れ
た
法
然
で
あ
っ
て
も
、
四
十
三
歳
と
回
心
の
歳
が
遅
い
の
は
、
そ

の
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
比
叡
山
の
伝
統
の
中
に
も
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
凡
夫
の
自
覚
を
持
っ
た
念
仏
者
は
、
散
見
さ

れ
る
。
ま
た
、
法
然
が
『
無
量
寿
経
釈
』
や
「
法
然
上
人
御
説
法
事
」
で
、
東
大
寺
三
論
宗
の
智
光
（
七
〇
九
〜
七
八
〇
頃
）・
永
観
（
一

〇
三
三
〜
一
一
一
一
）・
珍
海
（
一
〇
九
一
〜
一
一
五
二
）
の
浄
土
教
の
伝
統
は
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
の
専
修
念
仏
を
継
承
し
て
い
る
と
褒

め
る
。
あ
た
か
も
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
雪
が
地
下
水
と
な
っ
て
地
上
に
噴
出
す
る
よ
う
に
、
日
本
仏
教
の
伝
統
の
中
に
も
、
称
名
念
仏
に
立
っ
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込
む
ほ
ど
読
ん
で
い
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
大
乗
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仏
道
で
あ
る
限
り
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道
・
浄
土
を
通
じ
て
、
全
て
の
人
間
が
平
等
に
苦
を
超
え
る
一
乗
の
課
題
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
当
然

で
あ
る
が
、
果
の
覚
り
に
向
か
う
聖
道
門
と
は
違
っ
て
、
逆
に
因
の
本
願
の
仏
道
を
説
く
の
が
浄
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で
あ
る
。
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覚
り
に
向
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仏
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願
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仏
道
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選
択
集
執
筆
時
、
安
楽
・
真
観
・
証
空
と
の
問
答
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昭
法
全
』
七
〇
四
頁
参
照
）、
こ
の
二
つ
の
仏
道
の
差
異
が

意
図
し
て
い
る
の
は
比
叡
山
が
無
意
識
に
前
提
に
し
て
い
る
修
道
体
系
と
そ
も
そ
も
浄
土
教
と
が
異
質
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
異
質
性
を
見
抜
き
明
確
に
し
た
仏
者
が
、
純
正
浄
土
教
の
七
祖
で
あ
る
。
即
ち
上
三
祖
の
難
行
・
易
行
の
判
釈
、

下
四
祖
の
聖
道
・
浄
土
の
決
判
に
、
生
き
た
仏
者
（
実
験
の
仏
道
）
の
面
目
が
あ
る
の
で
あ
る
。
若
い
学
僧
と
し
て
の
親
鸞
も
ま
た
長
い

比
叡
山
の
修
学
の
中
で
、
大
乗
仏
教
の
根
源
的
課
題
に
逢
着
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
が
て
親
鸞
は
、
聖
道
門
の
自
力
の
修
道
体
系

で
は
、
全
て
の
人
に
実
現
す
る
一
乗
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
極
め
を
し
て
、
下
山
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
人
間
が
前
提
に
し
て
問
う

こ
と
が
で
き
な
い
自
力
性
、
即
ち
比
叡
山
の
聖
道
門
の
修
道
体
系
で
は
、
全
て
の
衆
生
の
根
源
的
な
志
願
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
と

見
定
め
る
ま
で
に
、
丸
十
五
年
以
上
の
歳
月
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
歳
月
の
中
で
親
鸞
は
、
果
に
向
か
う
仏
教
か
因
に
帰
る

仏
教
か
、
教
理
か
実
践
か
と
い
う
自
力
で
は
解
け
な
い
大
乗
仏
教
の
課
題
を
背
負
っ
て
下
山
し
た
。

　
親
鸞
は
二
十
九
歳
で
下
山
す
る
が
、
聖
道
門
と
の
決
別
が
そ
の
ま
ま
彼
の
救
い
に
は
成
ら
な
い
。「
恵
信
尼
書
簡
」
に
依
れ
ば
、

や
ま
を
い
で
ゝ
、
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
、
ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け
る
に
、
九
十
五
日
の
あ
か
月
、
し
や
う
と
く
た
い

し
の
も
ん
を
む
す
び
て
、
じ
げ
ん
に
あ
づ
か
ら
せ
給
て
候
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
あ
か
月
い
で
さ
せ
給
て
、
ご
せ
の
た
す
か
ら
ん
ず

る
え
ん
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
た
づ
ね
ま
い
ら
せ
て
、
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て 

（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
八
七
頁
）

と
、
精
神
の
闇
を
抱
え
て
六
角
堂
に
百
日
参
籠
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
参
籠
の
親
鸞
の
課
題
は
、
法
然
に
遇
い
に

行
く
か
ど
う
か
の
明
確
な
決
断
を
す
る
た
め
だ
っ
た
と
、
推
測
す
る
。

　
法
然
は
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鎌
倉
新
仏
教
の
最
前
線
を
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た
旗
手
で
あ
る
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親
鸞
は
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に
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い
、
道
元
、
日
蓮
は
彼
に
反
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し
て
新
仏
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の
諸
宗
が
始
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ま
っ
た
。
法
然
は
、
大
蔵
経
を
五
回
読
破
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
天
才
的
な
学
僧
で
あ
っ
た
が
、
四
十
三
歳
の
時
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
の

「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
」
の
文
に
よ
っ
て
「
立
ど
こ
ろ
に
余
行
を
舎
て
て
念
仏
に
帰
し
ぬ
」
と
、
浄
土
教
に
回
心
す
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
法
然
・
親
鸞
以
降
に
い
る
た
め
、
本
願
の
念
仏
と
い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
な
い
。
し
か
し
法
然
ま
で
は
、
日
本
仏

教
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
念
仏
は
常
行
三
昧
堂
の
行
道
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
諸
行
の
一
つ
で
あ
り
修
行
の
念
仏
で
あ
っ
た
。
法
然
が
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し
、
親
鸞
が
雑
行
と
し
て
棄
て
た
、
自
力
の
念
仏
し
か
伝
統
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
出
離
生
死
の
要
道
に
つ
い
て
、
法

然
は
日
本
仏
教
の
伝
統
の
中
で
師
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

三
學
の
ほ
か
に
わ
が
心
に
相
應
す
る
法
門
あ
り
や
。
わ
が
身
に
た
へ
た
る
修
行
や
あ
る
と
、
よ
ろ
づ
の
智
者
に
も
と
め
、
も
ろ
〳
〵

の
學
者
に
と
ぶ
ら
ふ
し
に
、
お
し
ふ
る
人
も
な
く
、
し
め
す
と
も
が
ら
も
な
し
。 

（『
真
聖
全
』
四
・
六
八
〇
頁
）

と
、
法
然
自
ら
述
懐
し
て
い
る
。
ま
た
、『
阿
弥
陀
経
釈
』
に
、

然
に
豫
昔
し
叡
峰
に
在
て
、
天
臺
之
餘
風
を
扇
ぎ
、
玉
泉
之
下
流
を
挹
、
三
觀
六
卽
に
を
い
て
疑
雲
未
だ
披
け
ず
、
四
敎
五
時
に
を

い
て
迷
闇
未
だ
曉
け
ず
。
況
や
又
異
宗
他
門
に
於
を
や
。
粤
に
善
導
所
立
の
往
生
淨
土
之
宗
に
於
、
經
論
有
と
雖
鑽
仰
す
る
に
之
人

無
し
、
疏
書
有
雖
習
學
す
る
に
之
倫
無
し
。
是
以
相
承
血
脈
の
法
に
疎
く
、
面
授
口
訣
の
義
に
乏
し
。 

（『
昭
法
全
』
一
四
六
頁
）

と
述
懐
す
る
よ
う
に
、
叡
山
の
伝
統
の
み
な
ら
ず
、
若
い
法
然
が
遊
学
し
た
南
都
に
も
、
真
言
密
教
に
も
、
善
導
流
の
弥
陀
の
本
願
の
念

仏
を
説
く
者
は
誰
一
人
と
し
て
な
か
っ
た
。
宗
教
的
に
あ
れ
ほ
ど
優
れ
た
法
然
で
あ
っ
て
も
、
四
十
三
歳
と
回
心
の
歳
が
遅
い
の
は
、
そ

の
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
比
叡
山
の
伝
統
の
中
に
も
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
凡
夫
の
自
覚
を
持
っ
た
念
仏
者
は
、
散
見
さ

れ
る
。
ま
た
、
法
然
が
『
無
量
寿
経
釈
』
や
「
法
然
上
人
御
説
法
事
」
で
、
東
大
寺
三
論
宗
の
智
光
（
七
〇
九
〜
七
八
〇
頃
）・
永
観
（
一

〇
三
三
〜
一
一
一
一
）・
珍
海
（
一
〇
九
一
〜
一
一
五
二
）
の
浄
土
教
の
伝
統
は
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
の
専
修
念
仏
を
継
承
し
て
い
る
と
褒

め
る
。
あ
た
か
も
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
雪
が
地
下
水
と
な
っ
て
地
上
に
噴
出
す
る
よ
う
に
、
日
本
仏
教
の
伝
統
の
中
に
も
、
称
名
念
仏
に
立
っ
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た
念
仏
者
は
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
念
仏
者
は
、「
傍
に
諸
行
を
述
と
雖
も
、
正
く
は
念
仏
往
生
を
用
る
」（「
無
量
寿
経
釈
」『
昭
法
全
』

八
七
頁
）
と
法
然
が
言
う
よ
う
に
、
念
仏
に
対
す
る
廃
立
が
徹
底
せ
ず
に
、
自
ら
の
宗
の
中
で
称
名
念
仏
を
伝
え
た
の
で
あ
っ
て
、
法
然

の
よ
う
に
潔
癖
に
専
修
念
仏
一
つ
を
宗
と
し
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
法
然
は
、
道
綽
・
善
導
の
「
唐
土
の
念
仏
」
を
継
承
す
る
の
に
、

時
間
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
今
風
に
い
え
ば
、
法
然
は
求
道
心
に
支
え
ら
れ
た
徹
底
し
た
学
問
に
よ
っ
て
、
外
国
の
実
践
思

想
を
直
接
継
承
し
た
の
で
あ
る
。

　
法
然
は
四
十
三
歳
か
ら
、
東
山
吉
水
の
地
で
、
称
名
念
仏
一
つ
を
説
き
、
ひ
た
す
ら
浄
土
教
の
布
教
に
身
を
挺
し
た
。
親
鸞
と
遇
う
ま

で
に
は
、
す
で
に
二
十
五
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
た
。
そ
の
間
も
東
西
切
っ
て
の
仏
者
と
し
て
世
間
の
注
目
を
集
め
、
治
承
四
（
一
一
八

〇
）
年
に
源
平
の
戦
い
で
消
失
し
た
東
大
寺
再
興
の
大
勧
進
職
に
推
挙
さ
れ
る
が
、
固
辞
し
て
、
そ
の
栄
誉
を
弟
子
の
重
源
に
譲
っ
た
。

ま
た
文
治
二
（
一
一
八
六
）
年
に
、
叡
山
の
大
僧
都
で
あ
っ
た
顕
真
の
要
請
で
開
か
れ
た
大
原
問
答
で
は
、
山
門
の
碩
徳
三
十
人
余
り
、

南
都
の
高
僧
二
十
人
余
り
、
門
徒
も
含
め
て
三
百
人
も
の
中
で
仏
道
の
要
義
を
議
論
し
た
（
聖
覚
記
「
大
原
談
義
聞
書
」『
昭
法
全
』
一
〇
九

〇
頁
）。
一
日
一
夜
続
け
ら
れ
た
討
論
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
の
質
問
が
法
然
に
集
中
す
る
が
、
法
然
は
凡
夫
の
自
覚
に
立
っ
て
懇

切
丁
寧
に
答
え
て
い
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
そ
の
座
に
、
後
に
「
興
福
寺
奏
状
」
を
起
草
し
た
解
脱
房
貞
慶
が
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
聖
道
の
「
現
世
証
入
」
を

主
張
し
、「
往
生
以
後
の
得
悟
」
を
説
く
浄
土
教
は
劣
っ
て
い
る
、
と
非
難
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
法
然
は
、「
唯
是
自
力
他
力
持
無
。
故

現
世
證
入
萬
之
一
之
無
。」（「
大
原
談
義
聞
書
」『
昭
法
全
』
一
〇
九
六
頁
）
と
述
べ
て
、
そ
の
理
由
を
本
願
の
道
理
に
則
っ
て
丁
寧
に
答
え
て

い
る
。
法
然
に
全
く
そ
の
意
図
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、「
現
世
の
証
入
は
万
の
一
も
之
な
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
貞
慶
に
は
「
貴
房
も

例
に
漏
れ
ず
、
自
力
で
悟
っ
て
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
」
と
聞
こ
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
三
百
人
を
超
え
る
碩
学
や
門

信
徒
の
前
で
、
法
然
が
答
え
た
理
由
が
懇
切
の
上
に
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
貞
慶
は
、
仏
道
の
道
理
に
お
い
て
手
も
足

も
出
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
彼
は
法
然
を
怨
み
、「
興
福
寺
奏
状
」
を
起
草
し
て
、
世
間
の
権
力
を
利
用
し
な
が
ら
法
然
を
貶
め
る
他
は
な

7

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
「
興
福
寺
奏
状
」
に
は
、
彼
の
個
人
的
な
怨
み
が
表
に
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
第
一
　
新
宗
を
立
つ
る
の
失
。
〜
第

九
　
国
土
を
乱
る
失
。」
の
九
箇
条
を
掲
げ
て
、「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」
と
し
て
「
公
家
に
奏
し
て
以
て
勅
許
を
待
つ
」
奏
状
で
あ
る
。
そ

の
副
書
き
に
は
、「
右
件
の
源
空
、
一
門
に
偏
執
し
、
八
宗
を
都
滅
す
。
天
魔
の
所
為
、
仏
神
痛
む
べ
し
」
と
法
然
を
激
し
く
攻
撃
す
る

が
、
こ
れ
は
法
然
の
潔
癖
な
廃
立
に
由
来
す
る
聖
道
・
浄
土
の
仏
道
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
法
然
が
唐
土
の
念
仏

に
立
っ
て
廃
捨
し
た
日
本
の
八
宗
が
、
怒
り
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
仏
道
の
核
心
に
付
い
て
は
、
先
の
大
原
問
答
で
凡
夫
の
自
覚
に

徹
し
た
法
然
が
、
諄
々
と
説
い
て
、
一
堂
の
者
た
ち
が
感
服
し
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
奏
状
が
提
出
さ
れ
て
も
、
公
家
た
ち
は
法
然
を

上
人
と
尊
敬
し
て
、
念
仏
門
に
同
情
的
で
あ
っ
た
。
念
仏
停
止
は
返
っ
て
仏
道
を
妨
げ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
元
久
二
（
一
二
〇
五
）
年

十
月
に
提
出
さ
れ
た
奏
状
が
、
承
元
元
（
一
二
〇
七
）
年
二
月
に
法
難
が
断
行
さ
れ
る
ま
で
の
、
ほ
ぼ
一
年
半
留
め
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
後
鳥
羽
院
の
怒
り
を
買
っ
て
、
突
然
断
行
さ
れ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
が
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

か
く
て
南
都
北
嶺
の
訴
訟
次
第
に
と
ゞ
ま
り
、
專
修
念
佛
の
興
行
無
爲
に
す
ぐ
る
と
こ
ろ
に
、
翌
年
建
永
元
年
十
二
月
九
日
、
後
鳥

羽
院
熊
野
山
の
臨
幸
あ
り
き
。
そ
の
こ
ろ
上
人
の
門
徒
、
住
蓮
・
安
樂
寺
等
の
と
も
が
ら
、
東
山
鹿
谷
に
し
て
別
時
念
佛
を
は
じ
め
、

六
時
禮
讚
を
つ
と
む
。

　
さ
だ
ま
れ
る
ふ
し
拍
子
な
く
、
を
の
〳
〵
哀
歎
悲
の
音
曲
を
な
す
さ
ま
、
め
づ
ら
し
く
た
う
と
か
り
け
れ
ば
、
聽
衆
お
ほ
く
あ
つ

ま
り
て
、
發
心
す
る
人
も
あ
ま
た
き
こ
え
し
な
か
に
、
御
所
の
御
留
守
の
女
房
出
家
の
事
あ
り
け
る
程
に
、
還
幸
の
の
ち
、
あ
し
さ

ま
に
讒
し
申
人
や
あ
り
け
ん
。 

（『
法
然
全
集
』
別
2
・
一
〇
五
頁
）

こ
の
事
件
が
契
機
と
な
っ
て
「
興
福
寺
奏
状
」
が
正
式
に
受
理
さ
れ
、
承
元
の
法
難
が
断
行
さ
れ
る
が
、
親
鸞
は
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証

文
類
』（
以
後
『
教
行
信
証
』
と
略
す
）
の
跋
文
に
、
こ
の
法
難
は
「
忿
り
」
と
「
怨
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
明
確
に
指
摘
し
て

い
る
。
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た
念
仏
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は
い
た
。
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仏
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を
述
と
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仏
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を
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し
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外
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想
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承
し
た
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る
。
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吉
水
の
地
で
、
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念
仏
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を
説
き
、
ひ
た
す
ら
浄
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教
の
布
教
に
身
を
挺
し
た
。
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鸞
と
遇
う
ま

で
に
は
、
す
で
に
二
十
五
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
た
。
そ
の
間
も
東
西
切
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て
の
仏
者
と
し
て
世
間
の
注
目
を
集
め
、
治
承
四
（
一
一
八
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）
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に
源
平
の
戦
い
で
消
失
し
た
東
大
寺
再
興
の
大
勧
進
職
に
推
挙
さ
れ
る
が
、
固
辞
し
て
、
そ
の
栄
誉
を
弟
子
の
重
源
に
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た
。

ま
た
文
治
二
（
一
一
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に
、
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山
の
大
僧
都
で
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っ
た
顕
真
の
要
請
で
開
か
れ
た
大
原
問
答
で
は
、
山
門
の
碩
徳
三
十
人
余
り
、

南
都
の
高
僧
二
十
人
余
り
、
門
徒
も
含
め
て
三
百
人
も
の
中
で
仏
道
の
要
義
を
議
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し
た
（
聖
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記
「
大
原
談
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聞
書
」『
昭
法
全
』
一
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）。
一
日
一
夜
続
け
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れ
た
討
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は
、
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ゆ
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向
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ら
の
質
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が
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に
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る
が
、
法
然
は
凡
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の
自
覚
に
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っ
て
懇
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に
答
え
て
い
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
そ
の
座
に
、
後
に
「
興
福
寺
奏
状
」
を
起
草
し
た
解
脱
房
貞
慶
が
い
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
聖
道
の
「
現
世
証
入
」
を

主
張
し
、「
往
生
以
後
の
得
悟
」
を
説
く
浄
土
教
は
劣
っ
て
い
る
、
と
非
難
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
法
然
は
、「
唯
是
自
力
他
力
持
無
。
故

現
世
證
入
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之
一
之
無
。」（「
大
原
談
義
聞
書
」『
昭
法
全
』
一
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六
頁
）
と
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べ
て
、
そ
の
理
由
を
本
願
の
道
理
に
則
っ
て
丁
寧
に
答
え
て

い
る
。
法
然
に
全
く
そ
の
意
図
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
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現
世
の
証
入
は
万
の
一
も
之
な
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
貞
慶
に
は
「
貴
房
も

例
に
漏
れ
ず
、
自
力
で
悟
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て
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
」
と
聞
こ
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
三
百
人
を
超
え
る
碩
学
や
門

信
徒
の
前
で
、
法
然
が
答
え
た
理
由
が
懇
切
の
上
に
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
貞
慶
は
、
仏
道
の
道
理
に
お
い
て
手
も
足

も
出
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
彼
は
法
然
を
怨
み
、「
興
福
寺
奏
状
」
を
起
草
し
て
、
世
間
の
権
力
を
利
用
し
な
が
ら
法
然
を
貶
め
る
他
は
な
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か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
「
興
福
寺
奏
状
」
に
は
、
彼
の
個
人
的
な
怨
み
が
表
に
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
第
一
　
新
宗
を
立
つ
る
の
失
。
〜
第

九
　
国
土
を
乱
る
失
。」
の
九
箇
条
を
掲
げ
て
、「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」
と
し
て
「
公
家
に
奏
し
て
以
て
勅
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を
待
つ
」
奏
状
で
あ
る
。
そ

の
副
書
き
に
は
、「
右
件
の
源
空
、
一
門
に
偏
執
し
、
八
宗
を
都
滅
す
。
天
魔
の
所
為
、
仏
神
痛
む
べ
し
」
と
法
然
を
激
し
く
攻
撃
す
る

が
、
こ
れ
は
法
然
の
潔
癖
な
廃
立
に
由
来
す
る
聖
道
・
浄
土
の
仏
道
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
法
然
が
唐
土
の
念
仏

に
立
っ
て
廃
捨
し
た
日
本
の
八
宗
が
、
怒
り
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
仏
道
の
核
心
に
付
い
て
は
、
先
の
大
原
問
答
で
凡
夫
の
自
覚
に

徹
し
た
法
然
が
、
諄
々
と
説
い
て
、
一
堂
の
者
た
ち
が
感
服
し
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
奏
状
が
提
出
さ
れ
て
も
、
公
家
た
ち
は
法
然
を

上
人
と
尊
敬
し
て
、
念
仏
門
に
同
情
的
で
あ
っ
た
。
念
仏
停
止
は
返
っ
て
仏
道
を
妨
げ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
元
久
二
（
一
二
〇
五
）
年

十
月
に
提
出
さ
れ
た
奏
状
が
、
承
元
元
（
一
二
〇
七
）
年
二
月
に
法
難
が
断
行
さ
れ
る
ま
で
の
、
ほ
ぼ
一
年
半
留
め
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
後
鳥
羽
院
の
怒
り
を
買
っ
て
、
突
然
断
行
さ
れ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
が
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

か
く
て
南
都
北
嶺
の
訴
訟
次
第
に
と
ゞ
ま
り
、
專
修
念
佛
の
興
行
無
爲
に
す
ぐ
る
と
こ
ろ
に
、
翌
年
建
永
元
年
十
二
月
九
日
、
後
鳥

羽
院
熊
野
山
の
臨
幸
あ
り
き
。
そ
の
こ
ろ
上
人
の
門
徒
、
住
蓮
・
安
樂
寺
等
の
と
も
が
ら
、
東
山
鹿
谷
に
し
て
別
時
念
佛
を
は
じ
め
、

六
時
禮
讚
を
つ
と
む
。

　
さ
だ
ま
れ
る
ふ
し
拍
子
な
く
、
を
の
〳
〵
哀
歎
悲
の
音
曲
を
な
す
さ
ま
、
め
づ
ら
し
く
た
う
と
か
り
け
れ
ば
、
聽
衆
お
ほ
く
あ
つ

ま
り
て
、
發
心
す
る
人
も
あ
ま
た
き
こ
え
し
な
か
に
、
御
所
の
御
留
守
の
女
房
出
家
の
事
あ
り
け
る
程
に
、
還
幸
の
の
ち
、
あ
し
さ

ま
に
讒
し
申
人
や
あ
り
け
ん
。 

（『
法
然
全
集
』
別
2
・
一
〇
五
頁
）

こ
の
事
件
が
契
機
と
な
っ
て
「
興
福
寺
奏
状
」
が
正
式
に
受
理
さ
れ
、
承
元
の
法
難
が
断
行
さ
れ
る
が
、
親
鸞
は
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証

文
類
』（
以
後
『
教
行
信
証
』
と
略
す
）
の
跋
文
に
、
こ
の
法
難
は
「
忿
り
」
と
「
怨
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
明
確
に
指
摘
し
て

い
る
。
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天
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諱
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上
諱
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聖
曆
承
元
丁
の
卯
の
歲
仲
春
上
旬
之
候
に
奏
逹
す
　
主
上
臣
下
法
に

背
き
義
に
違
し
忿
を
成
し
怨
を
結
ふ 

（『
定
親
全
』
一
・
三
八
〇
頁
）

こ
の
「
忿
り
を
成
し
怨
を
結
ぶ
」
と
は
、
承
元
の
法
難
の
引
き
金
に
な
っ
た
住
蓮
・
安
楽
の
事
件
の
後
鳥
羽
上
皇
の
「
忿
り
」
と
、「
興

福
寺
奏
状
」
を
起
草
し
た
解
脱
房
貞
慶
の
「
怨
」
と
を
指
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
法
難
の
よ
う
に
、
出
世
間
の
真
実
を
生
き
た
法

然
に
は
道
理
に
お
い
て
敵
わ
な
い
か
ら
、
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
っ
て
も
世
間
の
大
勢
（
忿
り
と
怨
）
に
よ
っ
て
追
い
落
と
そ
う
と
す
る
。

し
か
し
そ
れ
は
明
ら
か
に
仏
道
の
道
理
に
背
い
て
い
る
。
そ
れ
を
親
鸞
は
「
法
に
背
き
義
に
違
し
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
出
世
間
と
世
間
と
の
軋
轢
は
、
こ
の
と
き
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
出
世
間
の
真
理
が
世
間
に
体
現
さ
れ
た
時
に
は
、

い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
ず
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
法
然
・
親
鸞
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
近
く
は
、
清
沢
満
之
・
曽
我
量
深
・
金

子
大
栄
が
、
い
わ
れ
の
な
い
異
安
心
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
。
出
世
間
の
道
理
に
お
い
て
歯
が
立
た
な
い
た
め
に
、
世
間
的
な
揚
げ
足
を
取

っ
て
大
勢
を
作
り
、
い
わ
れ
の
な
い
異
端
の
烙
印
を
押
し
て
排
斥
し
た
。
し
か
し
「
法
に
背
き
義
に
違
」
す
る
出
来
事
は
、
そ
の
と
き
政

治
的
に
勝
っ
た
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
実
行
す
る
人
間
の
愚
か
さ
は
何
も
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
長
い
歴
史
か
ら
見
れ
ば
何
の
意

味
も
な
い
。
歴
史
に
残
る
の
は
出
世
間
の
真
実
だ
け
で
あ
る
。
後
学
の
わ
れ
わ
れ
は
何
処
に
い
の
ち
を
懸
け
る
べ
き
か
を
、『
教
行
信

証
』
に
よ
く
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
大
原
問
答
で
の
法
然
は
、
人
間
の
愚
か
さ
を
見
抜
い
た
本
願
の
智
慧
に
よ
っ
て
、「
一
文
不
通
ノ
頑
魯
ノ
者
」「
下
智
愚
鈍
ノ

者
」「
垢
障
ノ
凡
夫
」
と
自
ら
を
表
明
す
る
。
そ
れ
に
相
応
す
る
最
上
の
法
が
、
道
綽
・
善
導
の
称
名
念
仏
で
あ
る
と
不
動
の
信
念
を
開

陳
し
て
、
大
原
に
集
ま
っ
た
道
俗
を
歓
喜
せ
し
め
た
（『
昭
法
全
』
四
七
四
頁
）。
し
か
し
そ
れ
ま
で
の
仏
教
の
伝
統
か
ら
見
れ
ば
、
愚
悪
の

凡
夫
は
救
わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
仏
教
か
ら
除
か
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
然
の
浄
土
教
に
異
端
の
烙
印
が
押
さ
れ
る
の
も
、
当
時
の

状
況
か
ら
し
て
当
然
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
恵
信
尼
が
「
し
や
う
に
ん
の
わ
た
ら
せ
給
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
、
た
と
ひ
あ
く
だ
う
に
わ
た
ら
せ
給
べ
し
と
申
と

9

も
」（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
八
八
頁
）
と
記
す
よ
う
に
、
法
然
の
浄
土
教
が
広
ま
っ
て
い
く
一
方
で
、
彼
の
念
仏
は
邪
宗
門
で
あ
る

と
い
う
噂
も
ま
た
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
親
鸞
が
三
歳
の
頃
に
法
然
は
浄
土
教
の
布
教
を
開
始
し
た
の
だ
か
ら
、
比
叡
山
時
代
の
親
鸞
が
、

有
名
な
法
然
を
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
浄
土
教
の
了
解
に
つ
い
て
悩
み
苦
し
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
親
鸞
が
十
三
歳

の
時
の
大
原
問
答
の
内
容
な
ど
か
ら
、
法
然
の
択
法
眼
が
凡
夫
の
自
覚
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
承
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

愚
癡
の
法
然
房
と
い
う
不
動
の
立
場
か
ら
、
ど
ん
な
質
問
に
も
答
え
き
っ
た
法
然
の
噂
は
、
凡
夫
の
立
場
か
ら
誰
に
も
負
け
な
か
っ
た
と

庶
民
に
ま
で
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
親
鸞
が
丸
十
五
年
間
の
叡
山
の
修
学
で
学
び
取
っ
た
こ
と
は
、
同
じ
一
乗
を
目
指
す
大
乗
仏
教
で
は
あ

っ
て
も
、『
法
華
経
』
を
中
心
と
す
る
聖
道
門
と
『
大
経
』
を
中
心
と
す
る
浄
土
教
と
の
異
質
性
で
は
な
か
ろ
う
か
。
凡
夫
の
自
覚
が
欠

落
し
た
比
叡
山
で
は
、
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
課
題
に
逢
着
し
て
親
鸞
が
下
山
し
た
の
は
、
思
想
的
に
見
て
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
吉
水
で
多
く
の
学
僧
を
初
め
と
し
て
、
庶
民
に
至
る
ま
で
称
名
念
仏
を
説
き
続
け
て
い
た
法
然
が
、
下
山
以

後
の
親
鸞
の
脳
裏
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
の
は
、
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
の
浄
土
教
は
聖
道
門
の
陰
に
隠
れ
て
、
そ
の
独
自
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
聖
道
門
と
決
別
し

て
、
道
綽
・
善
導
の
唐
土
の
念
仏
を
継
承
し
体
現
し
て
い
る
仏
者
が
い
る
。
大
原
問
答
に
よ
っ
て
智
慧
第
一
の
法
然
房
と
い
う
名
声
を
動

か
な
い
も
の
に
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
ら
は
愚
癡
の
法
然
房
と
名
告
っ
て
、
凡
夫
の
目
覚
め
を
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
そ
の
法
然

に
対
し
て
聖
道
門
の
一
大
勢
力
は
、
念
仏
一
つ
で
救
わ
れ
る
な
ど
世
間
に
媚
び
た
邪
教
で
あ
る
と
い
う
烙
印
を
押
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、

聖
道
と
浄
土
の
仏
道
の
異
質
性
が
顕
在
化
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
生
死
い
ず
べ
き
道
」
と
い
う
実
践
の
課
題
に
立
っ

て
、
法
然
の
教
え
を
聞
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
法
然
に
師
事
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、
世
間
の
権
力
に
よ

っ
て
潰
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
親
鸞
は
悩
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
私
は
、
こ
の
時
す
で
に
法
然
の
教
団
を
巡
っ
て
不
穏
な
空
気
が

流
れ
て
い
た
と
想
像
す
る
が
、
穿
ち
す
ぎ
た
推
測
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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と
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た
こ
と
な
ど
も
承
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

愚
癡
の
法
然
房
と
い
う
不
動
の
立
場
か
ら
、
ど
ん
な
質
問
に
も
答
え
き
っ
た
法
然
の
噂
は
、
凡
夫
の
立
場
か
ら
誰
に
も
負
け
な
か
っ
た
と

庶
民
に
ま
で
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
親
鸞
が
丸
十
五
年
間
の
叡
山
の
修
学
で
学
び
取
っ
た
こ
と
は
、
同
じ
一
乗
を
目
指
す
大
乗
仏
教
で
は
あ

っ
て
も
、『
法
華
経
』
を
中
心
と
す
る
聖
道
門
と
『
大
経
』
を
中
心
と
す
る
浄
土
教
と
の
異
質
性
で
は
な
か
ろ
う
か
。
凡
夫
の
自
覚
が
欠

落
し
た
比
叡
山
で
は
、
ど
う
し
て
も
解
け
な
い
課
題
に
逢
着
し
て
親
鸞
が
下
山
し
た
の
は
、
思
想
的
に
見
て
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
吉
水
で
多
く
の
学
僧
を
初
め
と
し
て
、
庶
民
に
至
る
ま
で
称
名
念
仏
を
説
き
続
け
て
い
た
法
然
が
、
下
山
以

後
の
親
鸞
の
脳
裏
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
の
は
、
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
の
浄
土
教
は
聖
道
門
の
陰
に
隠
れ
て
、
そ
の
独
自
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
聖
道
門
と
決
別
し

て
、
道
綽
・
善
導
の
唐
土
の
念
仏
を
継
承
し
体
現
し
て
い
る
仏
者
が
い
る
。
大
原
問
答
に
よ
っ
て
智
慧
第
一
の
法
然
房
と
い
う
名
声
を
動

か
な
い
も
の
に
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
ら
は
愚
癡
の
法
然
房
と
名
告
っ
て
、
凡
夫
の
目
覚
め
を
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
そ
の
法
然

に
対
し
て
聖
道
門
の
一
大
勢
力
は
、
念
仏
一
つ
で
救
わ
れ
る
な
ど
世
間
に
媚
び
た
邪
教
で
あ
る
と
い
う
烙
印
を
押
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、

聖
道
と
浄
土
の
仏
道
の
異
質
性
が
顕
在
化
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
生
死
い
ず
べ
き
道
」
と
い
う
実
践
の
課
題
に
立
っ

て
、
法
然
の
教
え
を
聞
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
法
然
に
師
事
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、
世
間
の
権
力
に
よ

っ
て
潰
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
親
鸞
は
悩
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
私
は
、
こ
の
時
す
で
に
法
然
の
教
団
を
巡
っ
て
不
穏
な
空
気
が

流
れ
て
い
た
と
想
像
す
る
が
、
穿
ち
す
ぎ
た
推
測
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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『
選
択
集
』
が
書
か
れ
た
時
期
は
、
建
久
三
（
一
一
九
二
）
年
・
法
然
六
十
歳
説
、
建
久
九
（
一
一
九
八
）
年
・
六
十
六
歳
説
、
元
久
元

（
一
二
〇
四
）
年
・
七
十
二
歳
説
と
三
説
あ
る
が
、
諸
伝
の
一
致
し
た
所
で
は
法
然
が
六
十
六
歳
の
時
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

六
十
六
歳
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
親
鸞
が
「『
選
擇
本
願
念
佛
集
』
は
、
禪
定
博
陸
月
輪
殿
兼
實

法
名
圓
照
之
敎
命
に
依
て
撰
集
せ
令
る
所
也
」（『
定

親
全
』
一
・
三
八
二
頁
）
と
記
す
よ
う
に
、
彼
が
入
室
す
る
三
年
前
に
、
九
条
兼
実
の
強
い
要
請
で
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
兼
実
は
三
顧

の
礼
を
尽
く
し
て
法
然
に
執
筆
を
懇
請
し
て
い
る
が
、
政
治
家
と
し
て
の
独
特
の
勘
で
、
後
の
度
重
な
る
法
難
を
予
見
し
て
の
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
か
。
実
際
、『
選
択
集
』
執
筆
か
ら
丸
一
年
を
置
い
た
正
治
二
（
一
二
〇
〇
）
年
五
月
十
二
日
に
は
、
鎌
倉
幕
府
が
念
仏
禁
止
令

を
出
し
て
い
る
。
そ
の
四
年
後
、
元
久
元
（
一
二
〇
四
）
年
に
は
、
延
暦
寺
の
衆
徒
が
座
主
真
性
に
専
修
念
仏
停
止
を
訴
え
て
、
元
久
の

法
難
が
起
こ
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
、『
選
択
集
』
の
要
請
は
、
全
て
の
事
情
を
察
知
し
た
九
条
兼
実
の
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

親
鸞
は
、
そ
の
兼
実
に
敬
意
を
払
っ
て
、『
教
行
信
証
』
の
末
尾
に
『
選
択
集
』
と
共
に
彼
の
名
を
挙
げ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
教
行
信
証
』
に
当
時
の
人
名
が
意
味
を
持
っ
て
記
さ
れ
る
の
は
、
法
然
以
外
、
九
条
兼
実
一
人
で
あ
る
。
法
然
の
思
想
を
『
選
択

集
』
と
い
う
書
物
と
し
て
残
し
て
く
れ
た
兼
実
に
、
親
鸞
は
甚
深
の
感
謝
を
捧
げ
、
思
想
は
著
作
に
よ
っ
て
歴
史
に
残
す
以
外
に
な
い
こ

と
を
身
に
染
み
て
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
兼
実
の
教
示
に
し
た
が
っ
て
、
や
が
て
六
十
歳
を
過
ぎ
る
頃
、
親
鸞
は
自
ら
の
思
想
を
『
教
行
信

証
』
と
し
て
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
関
東
の
門
弟
た
ち
と
別
れ
て
帰
洛
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
親
鸞
が
六
角
堂
に
参
籠
す
る
頃
の
法
然
の
教
団
に
は
、
す
で
に
不
穏
な
空
気
が
漂
っ
て
い
た
と
推
察
し
う
る
。

こ
の
時
の
親
鸞
は
、
邪
教
の
烙
印
を
押
さ
れ
て
い
る
法
然
の
下
へ
、
行
く
べ
き
か
行
か
ざ
る
べ
き
か
、
そ
れ
が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
決

断
の
た
め
の
参
籠
で
は
な
か
っ
た
か
。「
恵
信
尼
書
簡
」
で
は
、
夢
告
に
よ
っ
て
法
然
を
訪
ね
る
参
籠
の
課
題
が
、「
ご
せ
を
い
の
る
」
と

い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
世
の
救
い
は
ど
こ
に
も
な
い
、
次
の
世
の
救
い
を
祈
る
だ
け
で
あ
る
。
い
か
に
も
『
観
経
』
の
臨
終

来
迎
の
経
説
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
出
家
持
戒
を
本
と
す
る
聖
道
の
「
現
世
之
證
入
ヲ
期
ス
ル
」
道
に
敗
れ
て
、
浄
土
教
に
お

け
る
凡
夫
の
目
覚
め
と
い
う
精
神
の
夜
明
け
が
近
い
こ
と
を
告
げ
る
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
。
聖
道
か
ら
浄
土
へ
と
い
う
時
機
が
、
親
鸞
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に
お
い
て
よ
う
や
く
熟
し
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
や
が
て
百
日
の
参
籠
が
終
わ
る
「
九
十
五
日
の
あ
か
月
」
に
、「
聖
徳
太
子
の
文
を
む
す
び
て
、
示
現
に
あ
づ
か
ら
せ
給
て
候
け
れ

ば
」
と
恵
信
尼
が
伝
え
る
が
、
こ
の
示
現
の
文
が
定
説
の
よ
う
に
「
行
者
宿
報
設
女
犯
　
我
成
玉
女
身
被
犯
　
一
生
之
間
能
荘
厳
　
臨
終

引
導
生
極
楽
」
と
い
う
「
女
犯
偈
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
文
は
、
戒
律
か
ら
無
戒
へ
、
出
家
か
ら
在
家
へ
、
聖
道
か
ら
浄
土
へ
と
い

う
方
向
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
親
鸞
の
心
境
を
考
え
る
と
、
比
叡
山
か
ら
法
然
へ
の
道
を
、
聖
徳
太
子
が
夢
告
と
し
て
指
示

し
た
教
言
で
な
か
っ
た
か
。「
や
が
て
そ
の
あ
か
月
い
で
さ
せ
給
て
」
と
夢
告
の
朝
、
間
髪
を
入
れ
ず
法
然
の
下
へ
向
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

参
籠
の
課
題
が
法
然
に
教
え
を
請
う
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
書
簡
の
文
章
の
勢
い
か
ら
見
て
も
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も

そ
の
時
の
親
鸞
の
根
源
的
な
問
題
は
、『
浄
土
三
部
経
』、
特
に
『
大
経
』
の
本
願
を
ど
う
読
む
か
、
そ
の
一
点
に
凝
集
さ
れ
る
課
題
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

2
　
真
実
教

　
親
鸞
が
残
し
た
も
の
の
中
に
、
私
事
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
書
簡
類
の
中
に
さ
え
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
よ
ほ
ど
徹
底

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
親
鸞
は
著
作
か
ら
実
生
活
に
至
る
ま
で
、
公
な
る
法
の
道
理
に
相
応
し
て
生
き
る
こ
と
に
徹
し
た

仏
者
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
そ
の
公
な
る
道
理
を
親
鸞
に
開
く
こ
と
に
な
っ
た
法
然
と
の
出
遇
い
は
、
決
し
て
個
人
的

な
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。『
歎
異
抄
』
の
二
章
に
は
、
そ
れ
が
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
ゞ
念
佛
し
て
彌
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、
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
。
念
佛
は
、
ま
こ
と
に
淨
土
に
む
ま
る
ゝ
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん

べ
る
ら
ん
。
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ
て
、
念
佛
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、

さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
う
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
自
餘
の
行
も
は
げ
み
て
佛
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
、
念
佛
を
ま
ふ
し
て
地
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『
選
択
集
』
が
書
か
れ
た
時
期
は
、
建
久
三
（
一
一
九
二
）
年
・
法
然
六
十
歳
説
、
建
久
九
（
一
一
九
八
）
年
・
六
十
六
歳
説
、
元
久
元

（
一
二
〇
四
）
年
・
七
十
二
歳
説
と
三
説
あ
る
が
、
諸
伝
の
一
致
し
た
所
で
は
法
然
が
六
十
六
歳
の
時
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

六
十
六
歳
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
親
鸞
が
「『
選
擇
本
願
念
佛
集
』
は
、
禪
定
博
陸
月
輪
殿
兼
實

法
名
圓
照
之
敎
命
に
依
て
撰
集
せ
令
る
所
也
」（『
定

親
全
』
一
・
三
八
二
頁
）
と
記
す
よ
う
に
、
彼
が
入
室
す
る
三
年
前
に
、
九
条
兼
実
の
強
い
要
請
で
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
兼
実
は
三
顧

の
礼
を
尽
く
し
て
法
然
に
執
筆
を
懇
請
し
て
い
る
が
、
政
治
家
と
し
て
の
独
特
の
勘
で
、
後
の
度
重
な
る
法
難
を
予
見
し
て
の
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
か
。
実
際
、『
選
択
集
』
執
筆
か
ら
丸
一
年
を
置
い
た
正
治
二
（
一
二
〇
〇
）
年
五
月
十
二
日
に
は
、
鎌
倉
幕
府
が
念
仏
禁
止
令

を
出
し
て
い
る
。
そ
の
四
年
後
、
元
久
元
（
一
二
〇
四
）
年
に
は
、
延
暦
寺
の
衆
徒
が
座
主
真
性
に
専
修
念
仏
停
止
を
訴
え
て
、
元
久
の

法
難
が
起
こ
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
、『
選
択
集
』
の
要
請
は
、
全
て
の
事
情
を
察
知
し
た
九
条
兼
実
の
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

親
鸞
は
、
そ
の
兼
実
に
敬
意
を
払
っ
て
、『
教
行
信
証
』
の
末
尾
に
『
選
択
集
』
と
共
に
彼
の
名
を
挙
げ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
教
行
信
証
』
に
当
時
の
人
名
が
意
味
を
持
っ
て
記
さ
れ
る
の
は
、
法
然
以
外
、
九
条
兼
実
一
人
で
あ
る
。
法
然
の
思
想
を
『
選
択

集
』
と
い
う
書
物
と
し
て
残
し
て
く
れ
た
兼
実
に
、
親
鸞
は
甚
深
の
感
謝
を
捧
げ
、
思
想
は
著
作
に
よ
っ
て
歴
史
に
残
す
以
外
に
な
い
こ

と
を
身
に
染
み
て
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
兼
実
の
教
示
に
し
た
が
っ
て
、
や
が
て
六
十
歳
を
過
ぎ
る
頃
、
親
鸞
は
自
ら
の
思
想
を
『
教
行
信

証
』
と
し
て
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
関
東
の
門
弟
た
ち
と
別
れ
て
帰
洛
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
親
鸞
が
六
角
堂
に
参
籠
す
る
頃
の
法
然
の
教
団
に
は
、
す
で
に
不
穏
な
空
気
が
漂
っ
て
い
た
と
推
察
し
う
る
。

こ
の
時
の
親
鸞
は
、
邪
教
の
烙
印
を
押
さ
れ
て
い
る
法
然
の
下
へ
、
行
く
べ
き
か
行
か
ざ
る
べ
き
か
、
そ
れ
が
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
決

断
の
た
め
の
参
籠
で
は
な
か
っ
た
か
。「
恵
信
尼
書
簡
」
で
は
、
夢
告
に
よ
っ
て
法
然
を
訪
ね
る
参
籠
の
課
題
が
、「
ご
せ
を
い
の
る
」
と

い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
世
の
救
い
は
ど
こ
に
も
な
い
、
次
の
世
の
救
い
を
祈
る
だ
け
で
あ
る
。
い
か
に
も
『
観
経
』
の
臨
終

来
迎
の
経
説
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
出
家
持
戒
を
本
と
す
る
聖
道
の
「
現
世
之
證
入
ヲ
期
ス
ル
」
道
に
敗
れ
て
、
浄
土
教
に
お

け
る
凡
夫
の
目
覚
め
と
い
う
精
神
の
夜
明
け
が
近
い
こ
と
を
告
げ
る
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
。
聖
道
か
ら
浄
土
へ
と
い
う
時
機
が
、
親
鸞
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に
お
い
て
よ
う
や
く
熟
し
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
や
が
て
百
日
の
参
籠
が
終
わ
る
「
九
十
五
日
の
あ
か
月
」
に
、「
聖
徳
太
子
の
文
を
む
す
び
て
、
示
現
に
あ
づ
か
ら
せ
給
て
候
け
れ

ば
」
と
恵
信
尼
が
伝
え
る
が
、
こ
の
示
現
の
文
が
定
説
の
よ
う
に
「
行
者
宿
報
設
女
犯
　
我
成
玉
女
身
被
犯
　
一
生
之
間
能
荘
厳
　
臨
終

引
導
生
極
楽
」
と
い
う
「
女
犯
偈
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
文
は
、
戒
律
か
ら
無
戒
へ
、
出
家
か
ら
在
家
へ
、
聖
道
か
ら
浄
土
へ
と
い

う
方
向
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
親
鸞
の
心
境
を
考
え
る
と
、
比
叡
山
か
ら
法
然
へ
の
道
を
、
聖
徳
太
子
が
夢
告
と
し
て
指
示

し
た
教
言
で
な
か
っ
た
か
。「
や
が
て
そ
の
あ
か
月
い
で
さ
せ
給
て
」
と
夢
告
の
朝
、
間
髪
を
入
れ
ず
法
然
の
下
へ
向
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

参
籠
の
課
題
が
法
然
に
教
え
を
請
う
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
書
簡
の
文
章
の
勢
い
か
ら
見
て
も
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も

そ
の
時
の
親
鸞
の
根
源
的
な
問
題
は
、『
浄
土
三
部
経
』、
特
に
『
大
経
』
の
本
願
を
ど
う
読
む
か
、
そ
の
一
点
に
凝
集
さ
れ
る
課
題
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

2
　
真
実
教

　
親
鸞
が
残
し
た
も
の
の
中
に
、
私
事
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
書
簡
類
の
中
に
さ
え
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
よ
ほ
ど
徹
底

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
親
鸞
は
著
作
か
ら
実
生
活
に
至
る
ま
で
、
公
な
る
法
の
道
理
に
相
応
し
て
生
き
る
こ
と
に
徹
し
た

仏
者
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
そ
の
公
な
る
道
理
を
親
鸞
に
開
く
こ
と
に
な
っ
た
法
然
と
の
出
遇
い
は
、
決
し
て
個
人
的

な
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。『
歎
異
抄
』
の
二
章
に
は
、
そ
れ
が
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
ゞ
念
佛
し
て
彌
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、
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
。
念
佛
は
、
ま
こ
と
に
淨
土
に
む
ま
る
ゝ
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん

べ
る
ら
ん
。
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ
て
、
念
佛
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、

さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
う
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
自
餘
の
行
も
は
げ
み
て
佛
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
、
念
佛
を
ま
ふ
し
て
地



12

獄
に
も
お
ち
て
さ
ふ
ら
は
ゞ
こ
そ
、
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
と
い
ふ
後
悔
も
さ
ふ
ら
は
め
。
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な

れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
。 

（『
定
親
全
』
四
・
言
行
篇
1
・
五
頁
）

ま
た
同
じ
出
来
事
が
、「
恵
信
尼
書
簡
」
に
も
伝
え
ら
れ
る
。

ご
せ
の
た
す
か
ら
ん
ず
る
え
ん
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
た
づ
ね
ま
い
ら
せ
て
、
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
、
又
六
か
く
だ

う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
候
け
る
や
う
に
、
又
百
か
日
、
ふ
る
に
も
て
る
に
も
い
か
な
る
だ
い
事
に
も
ま
い
り
て
あ
り
し
に
、
た
ゞ

ご
せ
の
事
は
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
や
う
に
し
や
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
お
ば
、
た
だ
一
す
ぢ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し
を
、

う
け
給
は
り
さ
だ
め
て
候
し
か
ば
、
し
や
う
に
ん
の
わ
た
ら
せ
給
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
、
た
と
ひ
あ
く
だ
う
に

わ
た
ら
せ
給
べ
し
と
申
と
も
、
せ
ゝ
し
や
う
じ
や
う
に
も
ま
よ
ひ
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
と
ま
で
思
ま
い
ら
す
る
み
な
れ
ば
と
、
や

う
〳
〵
に
人
の
申
候
し
時
も
お
ほ
せ
候
し
な
り
。
　 

（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
八
七
頁
）

こ
の
「
恵
信
尼
書
簡
」
が
親
鸞
の
妻
の
聞
書
で
あ
り
、
先
の
『
歎
異
抄
』
が
弟
子
・
唯
円
の
聞
書
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
も
の
が
ど
ち
ら
も

聞
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
親
鸞
は
法
然
と
の
出
遇
い
に
つ
い
て
は
、
い
つ
も
周
り
の
人
に
語
り
聞
か
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味

で
も
、
法
然
と
の
出
遇
い
は
親
鸞
に
と
っ
て
私
事
で
は
な
く
公
な
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
を
『
教
行
信
証
』
で
は
、
い
わ
ゆ
る
後
序
に
、

然
に
愚
禿
釋
の
鸞
建
仁
辛
酉
の
曆
雜
行
を
棄
て
て
本
願
に
歸
す 

（『
定
親
全
』
一
・
三
八
一
頁
）

と
親
鸞
自
ら
、
そ
の
出
来
事
の
道
理
を
『
大
経
』
の
本
願
の
成
就
に
立
っ
て
、
見
事
に
記
し
て
い
る
。
先
の
二
つ
の
聞
き
書
き
は
、
親
鸞

の
体
験
的
な
意
味
を
伝
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、『
教
行
信
証
』
の
方
は
、
個
人
的
な
体
験
を
超
え
る
深
い
道
理
を
、『
大
経
』
の
本
願
に
帰

す
と
表
明
し
て
い
る
。
法
然
と
の
出
遇
い
を
伝
え
る
大
切
な
文
は
、
こ
の
三
文
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
依
り
な
が
ら
し
ば

ら
く
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
親
鸞
が
法
然
の
下
を
訪
ね
、
百
日
の
聞
法
の
末
に
聴
き
取
っ
た
教
え
は
、「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」

13

こ
の
一
言
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
百
日
の
法
然
の
講
説
が
こ
の
端
的
な
一
言
に
凝
集
さ
れ
、
こ
の
教
え
に
よ
っ
て
親
鸞
の
比
叡
山

か
ら
の
課
題
が
解
け
、『
大
経
』
を
読
み
通
す
眼
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
教
行
信
証
』
に
は
、
師
の
『
選
択
集
』
か
ら
の
引
文
は
、
行
巻
に
一
文
し
か
な
い
。
総
結
決
三
選
の
文
が
そ
れ
で
あ
る
。

又
云
く 

夫
れ
速
か
に
生
死
を
離
れ
む
と
欲
は
ば
二
種
の
勝
法
の
中
に
且
く
聖
道
門
を
閣
き
て
選
て
淨
土
門
に
入
れ 

淨
土
門
に
入
と

欲
は
ば
正
雜
二
行
の
中
に
且
く
諸
の
雜
行
を
抛
て
ゝ
選
て
正
行
に
歸
す
應
し 

正
行
を
修
せ
む
と
欲
は
ば
正
助
二
業
の
中
に
猶
ほ
助

業
を
傍
に
し
て
選
て
正
定
を
專
ら
す
應
し 

正
定
之
業
と
は
卽
是
佛
の
名
を
稱
す
る
な
り 

稱
名
は
必
生
を
得 

佛
の
本
願
に
依
る
が

故
に
と 

（『
定
親
全
』
一
・
六
七
頁
）

出
離
生
死
と
い
う
実
践
の
仏
道
に
お
い
て
は
、
聖
道
と
浄
土
の
選
び
、
正
行
と
雑
行
の
選
び
、
正
定
業
と
助
業
の
選
び
の
三
つ
の
選
び
が

あ
り
、
正
定
業
と
し
て
の
称
名
念
仏
に
依
っ
て
必
ず
往
生
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
の
本
願
に
依
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
を
繰
り
返
し
読

む
と
、
漢
文
と
和
文
と
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
味
は
『
歎
異
抄
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
法
然
の
教
え
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
つ
ま

り
、『
教
行
信
証
』
も
『
歎
異
抄
』
も
法
然
と
言
え
ば
、「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
教
え
一
つ
を

掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
は
、
自
力
の
聖
道
を
棄
て
て
『
大
経
』
の
説
く
本
願
の
念
仏
に
帰
せ
、
と
勧
め
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

　
人
間
は
何
事
に
お
い
て
も
、
自
力
の
向
上
的
な
考
え
方
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
全
て
の
人
間
の
前
提
で
あ
っ
て
、

無
意
識
の
本
能
と
し
て
目
標
に
向
か
っ
て
走
る
し
か
な
い
。
親
鸞
の
眉
の
つ
り
上
が
っ
た
風
貌
か
ら
、
人
一
倍
負
け
ん
気
が
強
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
、
聖
道
の
修
学
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
親
鸞
は
、
そ
れ
に
躓
い
て
比
叡
山
を
下
山
し
た
。

そ
の
親
鸞
に
対
し
て
法
然
の
教
言
は
、「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
法
華
の
学
場
と
は
全
く
逆
の
方
向

の
仏
道
を
語
っ
て
い
る
。
修
道
の
努
力
に
よ
っ
て
見
仏
を
目
指
す
山
の
念
仏
と
は
異
質
な
、
弥
陀
の
本
願
に
「
す
く
わ
れ
よ
」
と
い
う
本

願
の
念
仏
を
教
え
て
い
る
。
聖
道
が
目
指
す
止
観
行
の
成
就
と
、
弥
陀
の
本
願
に
よ
る
救
済
、
一
体
こ
の
違
い
は
何
か
。
比
叡
山
の
親
鸞
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獄
に
も
お
ち
て
さ
ふ
ら
は
ゞ
こ
そ
、
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
と
い
ふ
後
悔
も
さ
ふ
ら
は
め
。
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な

れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
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（『
定
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全
』
四
・
言
行
篇
1
・
五
頁
）

ま
た
同
じ
出
来
事
が
、「
恵
信
尼
書
簡
」
に
も
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え
ら
れ
る
。

ご
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の
た
す
か
ら
ん
ず
る
え
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に
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ま
い
ら
せ
ん
と
た
づ
ね
ま
い
ら
せ
て
、
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
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ま
い
ら
せ
て
、
又
六
か
く
だ

う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
候
け
る
や
う
に
、
又
百
か
日
、
ふ
る
に
も
て
る
に
も
い
か
な
る
だ
い
事
に
も
ま
い
り
て
あ
り
し
に
、
た
ゞ

ご
せ
の
事
は
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
や
う
に
し
や
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
お
ば
、
た
だ
一
す
ぢ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し
を
、

う
け
給
は
り
さ
だ
め
て
候
し
か
ば
、
し
や
う
に
ん
の
わ
た
ら
せ
給
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
、
た
と
ひ
あ
く
だ
う
に

わ
た
ら
せ
給
べ
し
と
申
と
も
、
せ
ゝ
し
や
う
じ
や
う
に
も
ま
よ
ひ
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
と
ま
で
思
ま
い
ら
す
る
み
な
れ
ば
と
、
や

う
〳
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に
人
の
申
候
し
時
も
お
ほ
せ
候
し
な
り
。
　 

（『
定
親
全
』
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・
書
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篇
・
一
八
七
頁
）

こ
の
「
恵
信
尼
書
簡
」
が
親
鸞
の
妻
の
聞
書
で
あ
り
、
先
の
『
歎
異
抄
』
が
弟
子
・
唯
円
の
聞
書
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
も
の
が
ど
ち
ら
も

聞
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
親
鸞
は
法
然
と
の
出
遇
い
に
つ
い
て
は
、
い
つ
も
周
り
の
人
に
語
り
聞
か
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味

で
も
、
法
然
と
の
出
遇
い
は
親
鸞
に
と
っ
て
私
事
で
は
な
く
公
な
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
を
『
教
行
信
証
』
で
は
、
い
わ
ゆ
る
後
序
に
、

然
に
愚
禿
釋
の
鸞
建
仁
辛
酉
の
曆
雜
行
を
棄
て
て
本
願
に
歸
す 

（『
定
親
全
』
一
・
三
八
一
頁
）

と
親
鸞
自
ら
、
そ
の
出
来
事
の
道
理
を
『
大
経
』
の
本
願
の
成
就
に
立
っ
て
、
見
事
に
記
し
て
い
る
。
先
の
二
つ
の
聞
き
書
き
は
、
親
鸞

の
体
験
的
な
意
味
を
伝
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、『
教
行
信
証
』
の
方
は
、
個
人
的
な
体
験
を
超
え
る
深
い
道
理
を
、『
大
経
』
の
本
願
に
帰

す
と
表
明
し
て
い
る
。
法
然
と
の
出
遇
い
を
伝
え
る
大
切
な
文
は
、
こ
の
三
文
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
依
り
な
が
ら
し
ば

ら
く
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
親
鸞
が
法
然
の
下
を
訪
ね
、
百
日
の
聞
法
の
末
に
聴
き
取
っ
た
教
え
は
、「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
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こ
の
一
言
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
百
日
の
法
然
の
講
説
が
こ
の
端
的
な
一
言
に
凝
集
さ
れ
、
こ
の
教
え
に
よ
っ
て
親
鸞
の
比
叡
山

か
ら
の
課
題
が
解
け
、『
大
経
』
を
読
み
通
す
眼
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
教
行
信
証
』
に
は
、
師
の
『
選
択
集
』
か
ら
の
引
文
は
、
行
巻
に
一
文
し
か
な
い
。
総
結
決
三
選
の
文
が
そ
れ
で
あ
る
。

又
云
く 
夫
れ
速
か
に
生
死
を
離
れ
む
と
欲
は
ば
二
種
の
勝
法
の
中
に
且
く
聖
道
門
を
閣
き
て
選
て
淨
土
門
に
入
れ 

淨
土
門
に
入
と

欲
は
ば
正
雜
二
行
の
中
に
且
く
諸
の
雜
行
を
抛
て
ゝ
選
て
正
行
に
歸
す
應
し 

正
行
を
修
せ
む
と
欲
は
ば
正
助
二
業
の
中
に
猶
ほ
助

業
を
傍
に
し
て
選
て
正
定
を
專
ら
す
應
し 

正
定
之
業
と
は
卽
是
佛
の
名
を
稱
す
る
な
り 

稱
名
は
必
生
を
得 

佛
の
本
願
に
依
る
が

故
に
と 

（『
定
親
全
』
一
・
六
七
頁
）

出
離
生
死
と
い
う
実
践
の
仏
道
に
お
い
て
は
、
聖
道
と
浄
土
の
選
び
、
正
行
と
雑
行
の
選
び
、
正
定
業
と
助
業
の
選
び
の
三
つ
の
選
び
が

あ
り
、
正
定
業
と
し
て
の
称
名
念
仏
に
依
っ
て
必
ず
往
生
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
の
本
願
に
依
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
を
繰
り
返
し
読

む
と
、
漢
文
と
和
文
と
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
味
は
『
歎
異
抄
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
法
然
の
教
え
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
つ
ま

り
、『
教
行
信
証
』
も
『
歎
異
抄
』
も
法
然
と
言
え
ば
、「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
教
え
一
つ
を

掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
は
、
自
力
の
聖
道
を
棄
て
て
『
大
経
』
の
説
く
本
願
の
念
仏
に
帰
せ
、
と
勧
め
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

　
人
間
は
何
事
に
お
い
て
も
、
自
力
の
向
上
的
な
考
え
方
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
全
て
の
人
間
の
前
提
で
あ
っ
て
、

無
意
識
の
本
能
と
し
て
目
標
に
向
か
っ
て
走
る
し
か
な
い
。
親
鸞
の
眉
の
つ
り
上
が
っ
た
風
貌
か
ら
、
人
一
倍
負
け
ん
気
が
強
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
、
聖
道
の
修
学
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
親
鸞
は
、
そ
れ
に
躓
い
て
比
叡
山
を
下
山
し
た
。

そ
の
親
鸞
に
対
し
て
法
然
の
教
言
は
、「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
法
華
の
学
場
と
は
全
く
逆
の
方
向

の
仏
道
を
語
っ
て
い
る
。
修
道
の
努
力
に
よ
っ
て
見
仏
を
目
指
す
山
の
念
仏
と
は
異
質
な
、
弥
陀
の
本
願
に
「
す
く
わ
れ
よ
」
と
い
う
本

願
の
念
仏
を
教
え
て
い
る
。
聖
道
が
目
指
す
止
観
行
の
成
就
と
、
弥
陀
の
本
願
に
よ
る
救
済
、
一
体
こ
の
違
い
は
何
か
。
比
叡
山
の
親
鸞
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の
課
題
か
ら
考
え
て
、
親
鸞
が
百
日
に
亘
る
聞
法
で
、
耳
を
澄
ま
し
て
聞
き
取
ろ
う
と
し
た
核
心
は
、
こ
の
一
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
大
乗
の
修
学
を
積
ん
だ
学
匠
な
の
だ
か
ら
、
親
鸞
は
教
理
と
し
て
聖
道
と
浄
土
の
仏
教
の
異
質
性
な
ど
比
叡
山
の
頃
か
ら
よ
く
知

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
教
理
上
の
課
題
で
は
な
く
、「
生
死
い
ず
べ
き
道
」
と
い
う
実
践
に
よ
っ
て
わ
が
身
に
実
現
し

て
く
る
仏
道
と
は
何
か
。
観
念
的
な
教
理
の
問
題
で
は
な
く
て
、『
大
経
』
の
本
願
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
身
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
。
本
願
が
働
き
出
て
く
る
身
と
は
何
か
、
そ
の
実
践
の
仏
道
の
核
心
を
聞
き
取
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
、
私
は
思
う
。

　
こ
の
親
鸞
の
長
か
っ
た
精
神
の
闇
へ
光
を
当
て
た
教
え
が
、「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
真
理

の
一
言
で
あ
っ
た
。
仏
教
で
真
実
教
と
は
、
世
間
の
役
に
立
つ
教
え
と
は
異
質
で
あ
り
、
決
定
的
に
人
間
丸
ご
と
の
目
覚
め
を
も
た
ら
す

教
言
を
意
味
す
る
。
こ
の
法
然
の
教
言
に
よ
っ
て
親
鸞
は
、『
大
経
』
の
真
実
を
聴
き
取
り
、
選
択
本
願
が
働
き
出
る
自
己
の
身
に
目
覚

め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
先
の
『
歎
異
抄
』
と
「
恵
信
尼
書
簡
」
の
文
に
は
、
こ
の
「
身
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。『
歎
異
抄
』
で
は
「
い
ず
れ

の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
で
あ
り
、「
恵
信
尼
書
簡
」
で
は
「
た
と
い
悪
道
に
わ
た
ら

せ
給
べ
し
と
申
と
も
、
世
々
生
々
に
も
迷
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
」
で
あ
る
。「
ど
ん
な
行
を
励
ん
で
も
救
わ
れ
る
身
で
は
な
い
の
で
、

地
獄
こ
そ
一
定
の
住
処
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
と
、「
法
然
の
勧
め
る
念
仏
を
称
え
て
、
た
と
え
悪
道
に
落
ち
た
と
し
て
も
何
の
後
悔
も

な
い
。
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
す
る
間
ず
っ
と
迷
っ
て
き
た
身
な
の
だ
か
ら
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
人
間
の
自
力
で

は
絶
対
に
救
わ
れ
な
い
身
の
事
実
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
共
通
の
告
白
に
、
本
願
に
よ
る
自
己
の
目
覚
め
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
如
来
の
懐
か
ら
迷
い
出
た
自
我
の
上
に
、
努
力
を
積
み
重
ね
て
も
、
如
来
の
世
界
に
届
く
は
ず
は
な
い
。
嘘
を
積
み
重
ね
て

真
実
に
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
見
当
違
い
の
努
力
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
告
白
に
は
、
如
来
の
真
実
と
衆
生
の
虚
偽
性
と
の
絶
対
断
絶

の
中
で
、「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」
を
本
願
の
智
慧
に
丸
ご
と
見
抜
か
れ
た
親
鸞
の
目
覚
め
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
自

力
無
効
の
目
覚
め
が
、
法
然
の
教
え
に
よ
っ
て
『
大
経
』
の
本
願
の
真
実
を
聞
き
取
っ
た
、
親
鸞
の
応
答
で
あ
る
。
こ
の
と
き
親
鸞
は
、
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『
大
経
』
の
本
願
力
を
自
力
無
効
の
身
に
は
っ
き
り
と
実
感
し
て
、『
教
行
信
証
』
で
は
「
雑
行
を
棄
て
て
、
本
願
に
帰
す
」
と
表
明
す

る
。
自
力
か
ら
本
願
力
へ
、
聖
道
か
ら
浄
土
へ
と
い
う
大
跳
躍
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
力
無
効
の
身
か
ら
、
本
願
に
生
か
さ

れ
る
も
の
へ
と
す
ぐ
に
は
転
換
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
大
跳
躍
に
は
、『
大
経
』
の
よ
ほ
ど
の
学
び
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

比
叡
山
の
横
川
で
の
本
願
の
学
び
が
、
親
鸞
に
は
よ
ほ
ど
徹
底
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
吉
水
入
室
後
の
親
鸞
は
、
善
導
教
学
に
則
っ
て
、
こ
の
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」
に
つ
い
て
徹
底
的
に
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

特
に
、
法
然
は
『
選
択
集
』
の
三
心
章
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
の
三
心
釈
を
中
心
に
『
観
経
』
の
三
心
を
了
解
す
る
。

そ
し
て
、

抑
又
此
經
ニ
、
具
三
心
者
、
必
生
彼
國
ト
說
ケ
リ
。
一
ハ
至
誠
心
、
二
深
心
、
三
廻
向
發
願
心
也
。
三
心
ハ
區
ニ
分
レ
タ
リ
ト
云
ヘ

ト
モ
、
要
ヲ
取
リ
詮
ヲ
撰
テ
是
ヲ
イ
ヘ
ハ
、
深
心
ヒ
ト
ツ
ヲ
サ
マ
レ
リ
。 

（『
昭
法
全
』
三
二
頁
）

と
『
三
部
経
大
意
』
で
言
う
よ
う
に
、
そ
の
中
心
を
深
心
釈
に
見
定
め
る
。
善
導
の
深
心
釈
は
、
自
力
無
効
を
表
明
す
る
機
の
深
信
と
、

そ
の
身
を
生
か
す
本
願
力
を
法
の
深
信
と
表
し
、
機
法
二
種
の
深
信
と
し
て
他
力
の
信
を
明
ら
か
に
す
る
。
善
導
は
『
観
経
』
の
三
心
の

教
え
を
全
身
で
聞
き
と
め
て
、
自
力
か
ら
本
願
力
へ
の
転
回
点
と
し
て
註
釈
す
る
の
だ
か
ら
、
法
然
が
深
心
釈
に
三
心
釈
の
核
心
が
あ
る

と
見
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
二
種
深
信
は
、
善
導
の
他
力
の
信
の
告
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
表
明
さ
れ

る
。

「
二
者
深
心
」。「
深
心
」
と
言
ふ
は
、
卽
ち
是
深
信
之
心
也
。
亦
二
種
有
り
。
一
に
は
決
定
し
て
深
く
自
身
は
現
に
是
罪
惡
生
死
の

凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
來
、
常
に
沒
し
常
に
流
轉
し
て
、
出
離
の
緣
有
る
こ
と
無
し
と
信
ず
。
二
に
は
決
定
し
て
深
く
彼
の
阿
彌
陀
佛

の
四
十
八
願
は
、
衆
生
を
攝
受
し
て
、
疑
無
く
慮
無
く
、
彼
の
願
力
に
乘
じ
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず
。

 

（『
真
聖
全
』
一
・
五
三
四
頁
）

こ
の
二
種
深
信
は
、
機
と
法
と
い
う
二
種
に
分
け
て
信
心
を
表
明
し
た
も
の
だ
か
ら
、「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」（
機
）
と
、
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の
課
題
か
ら
考
え
て
、
親
鸞
が
百
日
に
亘
る
聞
法
で
、
耳
を
澄
ま
し
て
聞
き
取
ろ
う
と
し
た
核
心
は
、
こ
の
一
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
大
乗
の
修
学
を
積
ん
だ
学
匠
な
の
だ
か
ら
、
親
鸞
は
教
理
と
し
て
聖
道
と
浄
土
の
仏
教
の
異
質
性
な
ど
比
叡
山
の
頃
か
ら
よ
く
知

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
教
理
上
の
課
題
で
は
な
く
、「
生
死
い
ず
べ
き
道
」
と
い
う
実
践
に
よ
っ
て
わ
が
身
に
実
現
し

て
く
る
仏
道
と
は
何
か
。
観
念
的
な
教
理
の
問
題
で
は
な
く
て
、『
大
経
』
の
本
願
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
身
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
。
本
願
が
働
き
出
て
く
る
身
と
は
何
か
、
そ
の
実
践
の
仏
道
の
核
心
を
聞
き
取
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
、
私
は
思
う
。

　
こ
の
親
鸞
の
長
か
っ
た
精
神
の
闇
へ
光
を
当
て
た
教
え
が
、「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
真
理

の
一
言
で
あ
っ
た
。
仏
教
で
真
実
教
と
は
、
世
間
の
役
に
立
つ
教
え
と
は
異
質
で
あ
り
、
決
定
的
に
人
間
丸
ご
と
の
目
覚
め
を
も
た
ら
す

教
言
を
意
味
す
る
。
こ
の
法
然
の
教
言
に
よ
っ
て
親
鸞
は
、『
大
経
』
の
真
実
を
聴
き
取
り
、
選
択
本
願
が
働
き
出
る
自
己
の
身
に
目
覚

め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
先
の
『
歎
異
抄
』
と
「
恵
信
尼
書
簡
」
の
文
に
は
、
こ
の
「
身
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。『
歎
異
抄
』
で
は
「
い
ず
れ

の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
で
あ
り
、「
恵
信
尼
書
簡
」
で
は
「
た
と
い
悪
道
に
わ
た
ら

せ
給
べ
し
と
申
と
も
、
世
々
生
々
に
も
迷
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
」
で
あ
る
。「
ど
ん
な
行
を
励
ん
で
も
救
わ
れ
る
身
で
は
な
い
の
で
、

地
獄
こ
そ
一
定
の
住
処
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
と
、「
法
然
の
勧
め
る
念
仏
を
称
え
て
、
た
と
え
悪
道
に
落
ち
た
と
し
て
も
何
の
後
悔
も

な
い
。
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
す
る
間
ず
っ
と
迷
っ
て
き
た
身
な
の
だ
か
ら
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
人
間
の
自
力
で

は
絶
対
に
救
わ
れ
な
い
身
の
事
実
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
共
通
の
告
白
に
、
本
願
に
よ
る
自
己
の
目
覚
め
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
如
来
の
懐
か
ら
迷
い
出
た
自
我
の
上
に
、
努
力
を
積
み
重
ね
て
も
、
如
来
の
世
界
に
届
く
は
ず
は
な
い
。
嘘
を
積
み
重
ね
て

真
実
に
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
見
当
違
い
の
努
力
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
告
白
に
は
、
如
来
の
真
実
と
衆
生
の
虚
偽
性
と
の
絶
対
断
絶

の
中
で
、「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」
を
本
願
の
智
慧
に
丸
ご
と
見
抜
か
れ
た
親
鸞
の
目
覚
め
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
自

力
無
効
の
目
覚
め
が
、
法
然
の
教
え
に
よ
っ
て
『
大
経
』
の
本
願
の
真
実
を
聞
き
取
っ
た
、
親
鸞
の
応
答
で
あ
る
。
こ
の
と
き
親
鸞
は
、
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『
大
経
』
の
本
願
力
を
自
力
無
効
の
身
に
は
っ
き
り
と
実
感
し
て
、『
教
行
信
証
』
で
は
「
雑
行
を
棄
て
て
、
本
願
に
帰
す
」
と
表
明
す

る
。
自
力
か
ら
本
願
力
へ
、
聖
道
か
ら
浄
土
へ
と
い
う
大
跳
躍
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
力
無
効
の
身
か
ら
、
本
願
に
生
か
さ

れ
る
も
の
へ
と
す
ぐ
に
は
転
換
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
大
跳
躍
に
は
、『
大
経
』
の
よ
ほ
ど
の
学
び
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

比
叡
山
の
横
川
で
の
本
願
の
学
び
が
、
親
鸞
に
は
よ
ほ
ど
徹
底
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
吉
水
入
室
後
の
親
鸞
は
、
善
導
教
学
に
則
っ
て
、
こ
の
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」
に
つ
い
て
徹
底
的
に
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

特
に
、
法
然
は
『
選
択
集
』
の
三
心
章
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
善
導
の
『
観
経
疏
』
の
三
心
釈
を
中
心
に
『
観
経
』
の
三
心
を
了
解
す
る
。

そ
し
て
、

抑
又
此
經
ニ
、
具
三
心
者
、
必
生
彼
國
ト
說
ケ
リ
。
一
ハ
至
誠
心
、
二
深
心
、
三
廻
向
發
願
心
也
。
三
心
ハ
區
ニ
分
レ
タ
リ
ト
云
ヘ

ト
モ
、
要
ヲ
取
リ
詮
ヲ
撰
テ
是
ヲ
イ
ヘ
ハ
、
深
心
ヒ
ト
ツ
ヲ
サ
マ
レ
リ
。 

（『
昭
法
全
』
三
二
頁
）

と
『
三
部
経
大
意
』
で
言
う
よ
う
に
、
そ
の
中
心
を
深
心
釈
に
見
定
め
る
。
善
導
の
深
心
釈
は
、
自
力
無
効
を
表
明
す
る
機
の
深
信
と
、

そ
の
身
を
生
か
す
本
願
力
を
法
の
深
信
と
表
し
、
機
法
二
種
の
深
信
と
し
て
他
力
の
信
を
明
ら
か
に
す
る
。
善
導
は
『
観
経
』
の
三
心
の

教
え
を
全
身
で
聞
き
と
め
て
、
自
力
か
ら
本
願
力
へ
の
転
回
点
と
し
て
註
釈
す
る
の
だ
か
ら
、
法
然
が
深
心
釈
に
三
心
釈
の
核
心
が
あ
る

と
見
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
二
種
深
信
は
、
善
導
の
他
力
の
信
の
告
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
表
明
さ
れ

る
。

「
二
者
深
心
」。「
深
心
」
と
言
ふ
は
、
卽
ち
是
深
信
之
心
也
。
亦
二
種
有
り
。
一
に
は
決
定
し
て
深
く
自
身
は
現
に
是
罪
惡
生
死
の

凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
來
、
常
に
沒
し
常
に
流
轉
し
て
、
出
離
の
緣
有
る
こ
と
無
し
と
信
ず
。
二
に
は
決
定
し
て
深
く
彼
の
阿
彌
陀
佛

の
四
十
八
願
は
、
衆
生
を
攝
受
し
て
、
疑
無
く
慮
無
く
、
彼
の
願
力
に
乘
じ
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず
。

 

（『
真
聖
全
』
一
・
五
三
四
頁
）

こ
の
二
種
深
信
は
、
機
と
法
と
い
う
二
種
に
分
け
て
信
心
を
表
明
し
た
も
の
だ
か
ら
、「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」（
機
）
と
、
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本
願
に
よ
る
目
覚
め
を
持
っ
た
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
実
感
と
し
て
実
に
よ
く
分
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
機
の
深
信
こ
そ
が
親

鸞
の
生
涯
を
貫
く
立
脚
地
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
法
然
は
『
往
生
大
要
鈔
』
で
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
教
え
る
。

ま
づ
二
種
の
信
心
を
た
つ
る
事
は
、
そ
の
お
も
む
き
こ
れ
ひ
と
つ
な
り
。（
中
略
）
心
を
と
ゞ
め
て
こ
れ
を
案
ず
る
に
、
は
じ
め
に

わ
が
身
の
ほ
ど
を
信
じ
、
の
ち
に
は
ほ
と
け
の
願
を
信
ず
る
也
。
た
ゞ
し
の
ち
の
信
心
を
決
定
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
は
じ
め
の
信

心
を
ば
あ
ぐ
る
也
。 

（『
昭
法
全
』
五
八
頁
）

と
、
何
よ
り
も
自
力
無
効
の
目
覚
め
が
大
切
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
願
の
信
を
決
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ

び
が
た
き
身
」
と
い
う
自
力
無
効
の
目
覚
め
に
よ
っ
て
、
明
確
に
本
願
の
信
に
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
力
無
効
の
目
覚
め
が
曖
昧
に

な
れ
ば
本
願
を
確
か
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
大
経
』
の
弘
願
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
衆
生
の
唯
一
の
資
格

は
、
善
導
の
言
う
機
の
深
信
で
あ
る
。
法
然
は
そ
れ
を
『
観
無
量
寿
経
釈
』
で
、
次
の
よ
う
に
も
教
え
る
。

今
此
の
經
の
三
心
（『
観
経
』
の
三
心
）
は
、
卽
ち
本
願
の
三
心
を
開
く
。
爾
る
故
は
至
心
と
は
至
誠
心
也
、
信
樂
と
は
深
心
な
り
、

欲
生
我
國
と
は
廻
向
發
願
心
な
り
。 

（『
昭
法
全
』
一
二
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
、『
観
経
』
の
三
心
は
『
大
経
』
の
本
願
の
三
心
を
領
受
す
る
た
め
に
あ
る
と
言
う
。『
観
経
』
の
三
心
は
、
機
の
深
信
に
極

ま
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
本
願
の
三
心
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
教
え
て
い
る
。
善
導
が
『
観
経
』
を
要
門
と
説
き
、『
大
経
』
を

弘
願
と
説
く
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。『
観
経
』
の
三
心
釈
の
「
具
三
心
者
　
必
生
彼
国
」
と
は
、
自
力
無
効
の
目
覚
め
を
通
し
て
本
願
を

領
受
し
、
本
願
力
に
よ
っ
て
必
ず
往
生
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
然
は
『
三
部
経
大
意
』
で
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

弘
願
者
大
經
ニ
說
カ
如
シ
。
一
切
ノ
善
惡
ノ
凡
夫
生
ル
ヽ
事
ヲ
得
ハ
、
皆
阿
彌
陀
佛
ノ
大
願
業
力
ニ
乘
シ
テ
、
增
上
緣
ト
セ
ス
ト
云

事
ナ
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
自
力
ヲ
廻
シ
テ
他
力
ニ
乘
ル
事
ハ
明
ナ
ル
モ
ノ
カ
。 

（『
昭
法
全
』
三
四
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
法
然
は
機
の
深
信
に
立
っ
て
、
本
願
力
の
往
生
を
懇
切
丁
寧
に
説
く
。
そ
こ
に
「
自
力
ヲ
回
シ
テ
他
力
ニ
乗
ル
」
と
い
う
、
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浄
土
の
仏
道
が
一
切
衆
生
に
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
聖
道
の
修
学
に
十
五
年
以
上
も
励
ん
で
き
た
親
鸞
に
と
っ
て
、
本
願
の
仏
道
に
立
て
た
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
の
喜
び
で
あ
っ
た
か
想
像
す

る
だ
け
で
胸
が
熱
く
な
る
。
一
切
の
頑
張
り
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
正
直
な
凡
夫
の
事
実
に
帰
っ
た
と
こ
ろ
に
、
不
思
議
に
も
本
願
の
方
か

ら
仏
道
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
名
号
不
思
議
、
誓
願
不
思
議
、
仏
法
不
思
議
と
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
こ
の
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
、
本
願

の
名
号
に
帰
し
た
時
の
実
感
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
法
然
門
下
の
時
に
、
こ
の
本
願
の
不
思
議
を
法
然
に
教
え
ら
れ
、
生
涯
、
そ
れ
の
解
明

に
力
を
尽
く
す
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
凡
夫
の
ま
ま
で
本
願
の
方
か
ら
仏
道
が
実
現
さ
れ
る
の
か
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
は
、
そ
の
本
願

の
不
思
議
力
の
推
究
と
い
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
と
思
う
。

　
こ
れ
ま
で
要
点
だ
け
を
尋
ね
た
が
、
特
に
善
導
の
三
心
釈
を
中
心
と
す
る
修
学
は
、
後
に
『
教
行
信
証
』
を
書
い
て
い
く
親
鸞
の
、
決

定
的
な
立
脚
地
で
あ
る
。
本
願
の
成
就
と
は
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
言
え
ば
機
の
深
信
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
択
法
眼
は
こ
こ
に
あ
る
。
例
え
ば

『
浄
土
論
註
』
の
五
念
門
を
、
法
蔵
菩
薩
の
行
と
読
み
切
っ
て
完
全
に
衆
生
の
実
践
行
を
払
拭
し
た
大
跳
躍
も
、
善
導
の
三
心
釈
の
徹
底

し
た
学
び
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
法
然
の
教
示
に
は
、
実
に
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
も
う
一
つ
機
の
深
信
に
関
し

て
、
法
然
の
決
定
的
な
教
え
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
そ
れ
は
『
観
無
量
寿
経
釈
』
に
出
て
く
る
が
、
そ
の
ま
ま
『
選
択
集
』
三
心
章
の
私
釈
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
文
で
あ
る
。

次
に
深
心
と
は
、
謂
く
深
信
之
心
な
り
。
當
に
知
る
べ
し
、
生
死
之
家
に
は
疑
を
以
て
所
止
と
爲
し
、
涅
槃
之
城
に
は
、
信
を
以
て

能
入
と
爲
す
。
故
に
今
二
種
の
信
心
を
建
立
し
て
、
九
品
の
往
生
を
決
定
す
る
者
也
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
九
六
七
頁
）

こ
れ
は
す
ぐ
分
か
る
よ
う
に
、
善
導
の
二
種
深
信
の
文
を
、
法
然
が
自
ら
の
実
感
に
立
っ
て
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
本
願
の
信

が
涅
槃
の
城
に
通
達
す
る
と
説
く
と
こ
ろ
に
、
大
乗
仏
教
の
核
心
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
善
導
の
『
観
経
疏
』
の
真
意
を
読
み
取
っ
て
述
べ

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
浄
土
門
こ
そ
大
乗
の
至
極
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
語
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
こ
の
文
を
「
正
信
偈
」
に
引
文

す
る
が
、
こ
こ
に
比
叡
山
以
来
の
親
鸞
の
大
乗
の
課
題
が
、
見
事
に
応
え
ら
れ
て
い
る
。
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本
願
に
よ
る
目
覚
め
を
持
っ
た
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
実
感
と
し
て
実
に
よ
く
分
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
機
の
深
信
こ
そ
が
親

鸞
の
生
涯
を
貫
く
立
脚
地
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
法
然
は
『
往
生
大
要
鈔
』
で
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
教
え
る
。

ま
づ
二
種
の
信
心
を
た
つ
る
事
は
、
そ
の
お
も
む
き
こ
れ
ひ
と
つ
な
り
。（
中
略
）
心
を
と
ゞ
め
て
こ
れ
を
案
ず
る
に
、
は
じ
め
に

わ
が
身
の
ほ
ど
を
信
じ
、
の
ち
に
は
ほ
と
け
の
願
を
信
ず
る
也
。
た
ゞ
し
の
ち
の
信
心
を
決
定
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
は
じ
め
の
信

心
を
ば
あ
ぐ
る
也
。 

（『
昭
法
全
』
五
八
頁
）

と
、
何
よ
り
も
自
力
無
効
の
目
覚
め
が
大
切
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
願
の
信
を
決
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ

び
が
た
き
身
」
と
い
う
自
力
無
効
の
目
覚
め
に
よ
っ
て
、
明
確
に
本
願
の
信
に
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
力
無
効
の
目
覚
め
が
曖
昧
に

な
れ
ば
本
願
を
確
か
に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
大
経
』
の
弘
願
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
衆
生
の
唯
一
の
資
格

は
、
善
導
の
言
う
機
の
深
信
で
あ
る
。
法
然
は
そ
れ
を
『
観
無
量
寿
経
釈
』
で
、
次
の
よ
う
に
も
教
え
る
。

今
此
の
經
の
三
心
（『
観
経
』
の
三
心
）
は
、
卽
ち
本
願
の
三
心
を
開
く
。
爾
る
故
は
至
心
と
は
至
誠
心
也
、
信
樂
と
は
深
心
な
り
、

欲
生
我
國
と
は
廻
向
發
願
心
な
り
。 

（『
昭
法
全
』
一
二
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
、『
観
経
』
の
三
心
は
『
大
経
』
の
本
願
の
三
心
を
領
受
す
る
た
め
に
あ
る
と
言
う
。『
観
経
』
の
三
心
は
、
機
の
深
信
に
極

ま
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
本
願
の
三
心
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
教
え
て
い
る
。
善
導
が
『
観
経
』
を
要
門
と
説
き
、『
大
経
』
を

弘
願
と
説
く
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。『
観
経
』
の
三
心
釈
の
「
具
三
心
者
　
必
生
彼
国
」
と
は
、
自
力
無
効
の
目
覚
め
を
通
し
て
本
願
を

領
受
し
、
本
願
力
に
よ
っ
て
必
ず
往
生
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
然
は
『
三
部
経
大
意
』
で
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

弘
願
者
大
經
ニ
說
カ
如
シ
。
一
切
ノ
善
惡
ノ
凡
夫
生
ル
ヽ
事
ヲ
得
ハ
、
皆
阿
彌
陀
佛
ノ
大
願
業
力
ニ
乘
シ
テ
、
增
上
緣
ト
セ
ス
ト
云

事
ナ
シ
ト
イ
ヘ
リ
。
自
力
ヲ
廻
シ
テ
他
力
ニ
乘
ル
事
ハ
明
ナ
ル
モ
ノ
カ
。 

（『
昭
法
全
』
三
四
頁
）

こ
の
よ
う
に
、
法
然
は
機
の
深
信
に
立
っ
て
、
本
願
力
の
往
生
を
懇
切
丁
寧
に
説
く
。
そ
こ
に
「
自
力
ヲ
回
シ
テ
他
力
ニ
乗
ル
」
と
い
う
、
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浄
土
の
仏
道
が
一
切
衆
生
に
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
聖
道
の
修
学
に
十
五
年
以
上
も
励
ん
で
き
た
親
鸞
に
と
っ
て
、
本
願
の
仏
道
に
立
て
た
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
の
喜
び
で
あ
っ
た
か
想
像
す

る
だ
け
で
胸
が
熱
く
な
る
。
一
切
の
頑
張
り
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
正
直
な
凡
夫
の
事
実
に
帰
っ
た
と
こ
ろ
に
、
不
思
議
に
も
本
願
の
方
か

ら
仏
道
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
名
号
不
思
議
、
誓
願
不
思
議
、
仏
法
不
思
議
と
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
こ
の
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
、
本
願

の
名
号
に
帰
し
た
時
の
実
感
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
法
然
門
下
の
時
に
、
こ
の
本
願
の
不
思
議
を
法
然
に
教
え
ら
れ
、
生
涯
、
そ
れ
の
解
明

に
力
を
尽
く
す
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
凡
夫
の
ま
ま
で
本
願
の
方
か
ら
仏
道
が
実
現
さ
れ
る
の
か
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
は
、
そ
の
本
願

の
不
思
議
力
の
推
究
と
い
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
と
思
う
。

　
こ
れ
ま
で
要
点
だ
け
を
尋
ね
た
が
、
特
に
善
導
の
三
心
釈
を
中
心
と
す
る
修
学
は
、
後
に
『
教
行
信
証
』
を
書
い
て
い
く
親
鸞
の
、
決

定
的
な
立
脚
地
で
あ
る
。
本
願
の
成
就
と
は
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
言
え
ば
機
の
深
信
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
択
法
眼
は
こ
こ
に
あ
る
。
例
え
ば

『
浄
土
論
註
』
の
五
念
門
を
、
法
蔵
菩
薩
の
行
と
読
み
切
っ
て
完
全
に
衆
生
の
実
践
行
を
払
拭
し
た
大
跳
躍
も
、
善
導
の
三
心
釈
の
徹
底

し
た
学
び
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
法
然
の
教
示
に
は
、
実
に
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
も
う
一
つ
機
の
深
信
に
関
し

て
、
法
然
の
決
定
的
な
教
え
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
そ
れ
は
『
観
無
量
寿
経
釈
』
に
出
て
く
る
が
、
そ
の
ま
ま
『
選
択
集
』
三
心
章
の
私
釈
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
文
で
あ
る
。

次
に
深
心
と
は
、
謂
く
深
信
之
心
な
り
。
當
に
知
る
べ
し
、
生
死
之
家
に
は
疑
を
以
て
所
止
と
爲
し
、
涅
槃
之
城
に
は
、
信
を
以
て

能
入
と
爲
す
。
故
に
今
二
種
の
信
心
を
建
立
し
て
、
九
品
の
往
生
を
決
定
す
る
者
也
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
九
六
七
頁
）

こ
れ
は
す
ぐ
分
か
る
よ
う
に
、
善
導
の
二
種
深
信
の
文
を
、
法
然
が
自
ら
の
実
感
に
立
っ
て
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
本
願
の
信

が
涅
槃
の
城
に
通
達
す
る
と
説
く
と
こ
ろ
に
、
大
乗
仏
教
の
核
心
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
善
導
の
『
観
経
疏
』
の
真
意
を
読
み
取
っ
て
述
べ

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
浄
土
門
こ
そ
大
乗
の
至
極
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
語
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
こ
の
文
を
「
正
信
偈
」
に
引
文

す
る
が
、
こ
こ
に
比
叡
山
以
来
の
親
鸞
の
大
乗
の
課
題
が
、
見
事
に
応
え
ら
れ
て
い
る
。
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『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
は
、「
和
朝
愚
禿
親
鸞
が
『
正
信
偈
』
の
文
」
と
題
し
て
、「
正
信
偈
」
の
核
心
と
な
る
歌
が
、
親
鸞
自
身
に
よ

っ
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
本
願
名
号
正
定
業
　
至
心
信
楽
願
為
因
　
成
等
覚
証
大
涅
槃
　
必
至
滅
度
願
成
就
」
と
「
能
発
一

念
喜
愛
心
　
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
い
う
偈
文
が
引
文
さ
れ
て
、「
正
信
偈
」
の
中
で
も
特
に
「
証
大
涅
槃
」
と
「
得
涅
槃
」
の
涅
槃
と

い
う
語
で
詠
わ
れ
る
二
箇
所
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
二
乗
の
覚
り
で
あ
っ
て
も
、
覚
り
に
は
違
い
は
な
い
。
広
く
言
え
ば
、「
こ
れ
で
い

い
」
と
い
う
人
間
の
居
直
り
で
あ
っ
て
も
、
一
種
の
諦
観
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
大
涅
槃
に
通
達
し
て
い
な
け
れ
ば
、
迷
い
で
あ
る
。

そ
の
迷
い
を
破
る
も
の
が
、
大
涅
槃
の
働
き
と
し
て
の
真
実
功
徳
で
あ
る
。
人
間
的
な
一
切
を
、
不
実
功
徳
と
見
抜
い
て
い
る
如
来
の
真

実
功
徳
へ
通
達
し
て
い
な
け
れ
ば
、
正
し
い
信
心
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
以
外
は
人
間
の
分
別
の
夢
で
あ
り
、
迷
い
で
あ
る
。
そ
れ
が
親

鸞
の
「
正
信
偈
」
の
持
つ
最
も
大
切
な
意
味
で
あ
る
。
正
し
い
信
心
と
は
涅
槃
に
ま
で
通
達
し
た
信
心
、
そ
れ
を
言
う
の
で
あ
る
。
法
然

は
善
導
の
二
種
深
信
こ
そ
、
大
涅
槃
に
通
達
し
た
他
力
の
信
で
あ
る
と
教
え
た
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
は
そ
の
他
力
の
信
に
確
か
に
現
成
し
て
く
る
大
涅
槃
の
感
動
を
、『
教
行
信
証
』
の
行
巻
で
は
、「
誓
願
一
仏
乗
」
と
展
開
し
、
さ

ら
に
信
巻
で
は
、「
必
可
超
証
大
涅
槃
」
を
踏
ま
え
て
正
定
聚
に
立
っ
た
真
仏
弟
子
釈
を
展
開
し
て
、
浄
土
真
宗
こ
そ
大
乗
の
至
極
で
あ

る
こ
と
を
顕
揚
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『
教
行
信
証
』
の
出
発
点
と
そ
の
内
容
の
修
学
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
法
然
門
下
の
時
に
既
に
あ
る
。
私
が

法
然
の
教
説
を
丁
寧
に
引
文
し
た
意
図
も
そ
こ
に
あ
る
。
生
き
た
仏
道
は
、
師
の
教
え
に
始
ま
り
、
師
の
教
え
に
帰
る
も
の
で
あ
る
と
確

信
す
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
と
き
親
鸞
は
「
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
法
然
の
一
言
に
依
っ
て
、「
い
ず
れ
の
行
も

お
よ
び
が
た
き
身
」
に
目
覚
め
、『
大
経
』
の
本
願
に
依
っ
て
『
浄
土
三
部
経
』
を
読
み
通
す
親
鸞
の
択
法
眼
が
決
定
さ
れ
た
。『
観
経
』

に
定
散
二
善
の
自
力
の
行
が
勧
め
ら
れ
、
そ
の
無
効
を
教
え
て
『
大
経
』
の
弘
願
に
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
釈
尊
の
大
悲
を
教
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
親
鸞
は
、
覚
り
に
向
か
う
聖
道
門
と
決
別
し
て
、
阿
弥
陀
の
覚
り
か
ら
人
間
に
向
か
う
本
願
の
念
仏

に
よ
っ
て
、
完
全
円
満
な
凡
夫
に
帰
り
、
た
だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
本
願
を
仰
ぐ
念
仏
者
と
し
て
、
蘇
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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は 

じ 

め 

に

　
菩
提
心
と
は
何
か
。
そ
れ
は
上
求
菩
提
・
下
化
衆
生
と
い
う
内

実
を
も
っ
た
求
道
心
、
す
な
わ
ち
「
一
切
衆
生
の
得
脱
の
道
を
、

自
身
の
道
と
し
て
求
め
て
や
ま
な
い
「
菩
薩
の
大
心
」」
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
菩
薩
の
心
で
も
っ
て
仏
道
を
歩
む
と
い
う

こ
と
は
、
自
己
の
快
楽
の
み
を
追
求
し
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
は

排
他
的
に
す
ら
な
り
兼
ね
な
い
人
間
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
、
と
て

も
及
ば
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
考
え
て
い
く
上
で
、
注
目
し
た
い
の
は
、

法
然
の
主
著
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
以
下
、『
選
択
集
』）
に
お

け
る
菩
提
心
廃
捨
の
説
示
で
あ
る
。
こ
の
菩
提
心
廃
捨
の
説
示
と

は
、『
選
択
集
』
に
お
い
て
、
念
仏
一
行
を
立
て
諸
行
を
廃
す
る

と
い
う
「
廃
立
」
の
義
を
示
す
中
で
、
諸
行
の
中
に
菩
提
心
を
含

め
て
廃
す
る
も
の
で
あ
り
、
浄
土
経
典
や
他
の
浄
土
教
の
祖
師
に

も
見
ら
れ
な
い
法
然
独
自
の
主
張
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
菩
提
心
無
く
し
て
、
仏
道
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と

は
、
仏
道
へ
の
意
欲
な
く
し
て
さ
と
り
に
至
る
と
い
う
堕
落
し
た

あ
り
方
で
は
な
い
か
。
事
実
、
華
厳
宗
の
僧
で
あ
る
明
恵
は
、

『
選
択
集
』
の
批
判
書
で
あ
る
『
摧
邪
輪
』
三
巻
と
『
摧
邪
輪
荘

厳
記
』
一
巻
を
著
し
、「
一
は
、
菩
提
心
を
撥
去
す
る
過
失
」
と
示

し
て
、『
選
択
集
』
の
菩
提
心
廃
捨
の
説
示
を
批
判
し
た
の
で
あ

る
。
本
書
に
お
い
て
、
明
恵
は
大
乗
仏
教
に
お
け
る
多
種
の
註
釈

書
や
、
道
綽
、
善
導
等
の
浄
土
教
祖
師
の
文
言
を
取
り
上
げ
て
、

菩
提
心
が
仏
道
の
正
因
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
、

発
菩
提
心
は
、
是
れ
仏
道
の
正
因
、
是
れ
体
声
な
り
。
専
念

弥
陀
は
、
是
れ
往
生
の
別
行
、
是
れ
業
声
な
り
。
汝
が
体
を

捨
て
て
業
を
取
る
は
、
火
を
離
れ
て
煙
を
求
む
る
が
ご
と
し
。

（

）
1

（

）
2

『
選
択
集
』
に
お
け
る
菩
提
心
廃
捨
の
意
義

―
―
『
摧
邪
輪
』
と
の
比
較
を
通
し
て
―
―
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