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井
教
道
氏
も
証
空
・
堯
慧
・
開
華
院
法
住
の
説
に
依
り
な
が
ら
自

身
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
廃
立
」
の
言
葉
は
天
台
教
学
の
「
廃
権
立
実
・
廃
迹
立
本
」

の
言
か
ら
な
る
。
香
月
院
深
励
『
選
択
集
講
義
』（
一
八
〇
六
年

講
述
／
一
九
七
六
年
・
法
蔵
館
刊
行
）
二
二
三
頁
参
照
。

廃
立
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
善 

裕
昭
氏
「
法
然
上
人
に
お
け

る
重
要
用
語
の
検
討
│
廃
立
│
」（
浄
土
宗
教
学
院
発
行
『
仏
教

論
叢
』
第
三
五
号
・
一
九
九
一
年
）
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

田
村
晃
祐
氏
「
法
然
『
選
択
集
』
と
最
澄
の
思
想
」『
東
洋
学

論
叢
』
印
度
哲
学
科
篇
一
九
九
四
年
（
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
第
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集
）
参
照
。

安
達
俊
英
氏
は
「
八
選
択
」
の
特
徴
を
「
釈
迦
・
諸
仏
の
念
仏

の
選
び
取
り
に
対
し
て
も
「
選
択
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
釈
迦
・
諸
仏
の
念
仏
の
選
び
取
り
と
弥
陀
の
そ
れ
と
が

同
等
の
価
値
を
持
つ
に
至
っ
た
」
と
す
る
点
に
見
て
、「
そ
も
そ

も
善
導
に
お
い
て
、
既
に
弥
陀
・
釈
迦
・
諸
仏
が
同
心
で
あ
る
こ

と
は
説
か
れ
て
い
た
が
、
弥
陀
と
釈
迦
・
諸
仏
の
関
係
は
、
弥
陀

の
四
十
八
願
に
対
し
そ
の
内
容
を
証
讃
し
、
諸
仏
は
証
勧
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
弥
陀
が
中
心
で
あ
る
。

…
中
略
…
こ
れ
に
対
し
『
選
択
集
』
の
「
八
選
択
」
で
は
、
釈

迦
・
諸
仏
の
念
仏
の
選
び
取
り
に
対
し
て
も
「
選
択
」
の
語
が
用

い
ら
れ
、
弥
陀
・
釈
迦
・
諸
仏
は
全
く
対
等
と
な
っ
て
い
る
」
と

指
摘
し
て
い
る
。「
法
然
上
人
に
お
け
る
選
択
思
想
と
助
業
観
の

展
開
」（『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
一
七
号
・
一
九
九
〇
年
）。
そ
の

他
「
八
選
択
」
の
重
要
な
論
稿
に
石
井
教
道
氏
「
選
択
集
の
阿
弥

陀
仏
論
」（『
現
代
仏
教
名
著
全
集
』
第
六
巻
所
収
『
選
択
集
の
研

究
』（
総
論
篇
）
第
七
章
）
や
藤
堂
恭
俊
氏
「
法
然
の
偏
依
善
導

と
八
種
選
択
義
」（『
法
然
上
人
研
究
』
一
所
収
・
一
九
八
三
年
）

が
あ
る
。

「
釈
迦
の
選
択
」
の
語
に
法
然
独
自
の
確
か
め
を
見
出
す
こ
と

は
で
き
る
が
、「
一
切
仏
の
総
意
に
お
け
る
念
仏
の
選
択
」
は
、

や
は
り
善
導
の
「
一
仏
の
所
化
は
す
な
わ
ち
こ
れ
一
切
仏
の
化
な

り
、
一
切
仏
の
化
は
す
な
わ
ち
こ
れ
一
仏
の
化
な
り
」（『
観
経

疏
』「
散
善
義
」）
に
依
っ
て
い
る
。
ま
た
『
法
事
讃
』
に
「
世
尊

慇
懃
に
身
子
に
告
げ
て
、
諸
仏
の
大
悲
の
同
じ
き
こ
と
を
表
知
せ

し
め
た
も
う
。」（『
真
聖
全
』
一
・
六
〇
四
頁
）
と
諸
仏
の
大
悲

が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
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延
塚
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
学
会
大
会
と
い
う
こ
と
で
、
お
話
し
す
る
機
会
を
頂
き
ま
し
て
、
大
変
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

あ
ま
り
時
間
が
な
い
の
で
す
が
、「『
教
行
信
証
』
の
核
心
」
と
い
う
、
少
し
大
き
な
テ
ー
マ
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
時
間

で
お
話
し
で
き
る
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
十
分
お
話
し
で
き
る
か
ど
う
か
心
配
な
の
で
す
が
、
今
日
は
『
教
行
信
証
』
と

い
う
親
鸞
聖
人
の
主
著
が
、
ど
う
い
う
課
題
を
も
っ
て
書
か
れ
た
の
か
。
法
然
上
人
の
『
選
択
集
』
の
課
題
を
受
け
て
書
か
れ
た
と
言
わ

れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
際
に
、『
選
択
集
』
の
ど
う
い
う
課
題
を
引
き
受
け
て
、
ど
ん
な
ふ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
を

中
心
に
し
な
が
ら
、『
教
行
信
証
』
の
核
心
の
中
の
一
つ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
、
三
一
問
答
に
つ
い
て
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
十
一
月
二
十
四
日
で
し
た
か
、
博
物
館
の
方
で
『
教
行
信
証
』
の
お
話
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
時
も
同

じ
テ
ー
マ
を
出
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
ち
ら
の
方
は
ま
た
違
っ
た
視
点
か
ら
お
話
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
二
つ
合
わ
せ
て
お

聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
少
し
は
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
か
な
と
、
思
っ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
建
暦
二
年
の
一
月
二
十
五
日
に
法
然
上
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
す
ね
。
八
十
歳
で
し
た
。
そ
の
年
の
九
月
に
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
、

主
著
で
あ
り
ま
す
『
選
択
集
』
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
公
開
さ
れ
て
す
ぐ
に
、
十
一
月
の
二
十
三
日
付
で
明
恵
房

『
教
行
信
証
』
の
核
心
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高
弁
が
、
ご
存
知
の
よ
う
に
『
摧
邪
輪
』
を
書
い
て
、『
選
択
集
』
に
対
す
る
批
判
を
公
に
す
る
わ
け
で
す
。
明
恵
は
大
変
学
力
の
あ
る

方
で
、
次
の
年
の
六
月
の
二
十
日
付
で
、『
摧
邪
輪
』
に
次
ぐ
『
摧
邪
輪
荘
厳
記
』
を
書
く
の
で
す
。
そ
の
中
で
『
選
択
集
』
の
内
容
に

つ
い
て
十
六
の
過
失
を
立
て
て
、
公
に
浄
土
門
の
思
想
を
批
判
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
明
恵
は
、『
華
厳
経
』
に
の
っ
と
っ
た
自
力
の
仏
者

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
聖
道
門
の
自
力
の
立
場
か
ら
、
法
然
の
『
選
択
集
』
を
批
判
す
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
契
機
に
し
て
、
聖

道
門
と
浄
土
門
と
の
思
想
的
な
違
い
が
顕
在
化
し
、
闘
い
が
激
し
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
四
十
歳
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
越
後
で
流
罪
が
許
さ
れ
て
す
ぐ
の
頃
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
親
鸞
の

『
教
行
信
証
』
が
い
つ
頃
書
か
れ
た
の
か
、
こ
れ
は
大
問
題
な
の
で
す
が
、
通
説
に
依
り
ま
す
と
、「
化
身
土
巻
」
に
「
我
が
元
仁
元

年
」
と
い
う
年
紀
が
、
末
法
の
時
代
の
計
算
の
基
点
に
な
る
年
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
年
は
、
親
鸞
が
五
十
二
歳
に
な

る
の
で
す
が
、
こ
の
年
は
ち
ょ
う
ど
法
然
上
人
の
十
三
回
忌
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
年
に
は
「
延
暦
寺
大
衆
解
」
と
い
う
奏
状
が
受
理
さ

れ
て
、
後
堀
川
天
皇
に
よ
っ
て
ま
た
も
念
仏
停
止
の
宣
旨
が
下
る
の
で
す
。
こ
の
比
叡
山
か
ら
の
「
延
暦
寺
大
衆
解
」
と
い
う
奏
状
は
、

「
興
福
寺
奏
状
」
が
出
さ
れ
て
か
ら
ほ
ぼ
二
十
年
た
っ
て
い
ま
す
が
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
何
年
た
っ
て
も
、
依
然

と
し
て
法
然
上
人
は
誤
解
を
受
け
た
ま
ま
な
の
で
す
。
そ
の
「
大
衆
解
」
の
一
つ
の
論
点
は
、
い
ま
だ
末
法
万
年
に
は
至
っ
て
な
い
の
だ

か
ら
、『
大
無
量
寿
経
』
が
活
躍
す
る
時
代
で
は
な
い
と
主
張
し
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
こ
と
を
盾
に
と
っ
て
、
念
仏
教
団
を
ま
た
も

弾
圧
し
た
の
で
す
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
こ
そ
が
末
法
の
兆
し
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
末
法
の
算
定
の
基
点
の
年

に
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
年
紀
に
は
、「
我
が
元
仁
元
年
」
と
「
我
が
」
と
付
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
『
教
行
信
証
』
の
構
想
が
五
十
二
歳
の
頃

に
は
、
大
体
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
四
十
歳
で
流
罪
が
許
さ
れ
て
、
そ
の

後
関
東
に
行
か
れ
ま
す
か
ら
、
そ
の
間
は
ず
っ
と
『
教
行
信
証
』
を
書
く
た
め
に
勉
強
な
さ
っ
て
、
五
十
二
歳
の
頃
に
大
体
の
構
想
が
出

来
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
六
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
京
都
に
お
帰
り
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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そ
う
す
る
と
、
親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
を
書
こ
う
と
思
い
立
た
れ
て
か
ら
、
構
想
が
出
来
上
が
る
ほ
ぼ
十
年
余
り
の
間
、
今
申
し

上
げ
ま
し
た
よ
う
に
『
摧
邪
輪
』
を
契
機
に
し
て
、
聖
道
門
と
浄
土
門
と
の
思
想
的
な
闘
い
が
ず
っ
と
続
い
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
親
鸞

が
五
十
五
歳
の
時
に
、
ま
た
も
嘉
禄
の
法
難
が
お
こ
り
ま
す
。
比
叡
山
の
定
照
と
い
う
学
僧
が
『
弾
選
択
』
を
書
い
て
、
法
然
の
弟
子
の

隆
寛
の
下
に
送
り
つ
け
た
と
、
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
隆
寛
は
そ
れ
に
反
駁
し
て
『
顕
選
択
』
を
書
き
、
そ
の
中
の
文
が
も
と
で
嘉
禄
の

法
難
が
お
こ
り
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、『
摧
邪
輪
』
が
公
に
さ
れ
て
か
ら
嘉
禄
の
法
難
が
起
こ
る
ま
で
、
思
想
的
な
闘
い
が
激
化
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
引

き
受
け
ら
れ
て
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
中
に
、「
明
恵
」
と
い

う
言
葉
も
『
摧
邪
輪
』
と
い
う
言
葉
も
一
度
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全
く
そ
の
影
響
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
少
し
無
理
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
然
、
親
鸞
は
越
後
に
い
た
と
し
て
も
、『
摧
邪
輪
』
が
出
た
こ
と
は
承
知
し
て
お
ら
れ
て
、
そ
れ
を
取
り
寄
せ
て

す
ぐ
に
貪
る
よ
う
に
読
ん
だ
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
思
想
的
な
課
題
を
引
き
受
け
て
、『
教
行
信
証
』
が
書
か
れ
た
と
考
え

る
方
が
自
然
で
し
ょ
う
。

　
『
選
択
集
』
は
、
大
乗
の
仏
教
を
称
名
念
仏
の
と
こ
ろ
に
収
斂
さ
せ
て
顕
揚
し
ま
す
。
で
す
か
ら
称
名
念
仏
一
つ
で
救
わ
れ
て
い
く
と

い
う
先
鋭
的
な
主
張
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
書
物
で
す
。
法
然
以
前
の
源
信
は
、
聖
道
門
に
立
っ
て
お
ら
れ
て
、
法
然
の
よ
う
な
浄
土

門
を
立
て
て
聖
道
門
を
廃
す
る
と
い
う
、
潔
癖
な
態
度
を
と
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
法
然
上
人
が
お
出
ま
し
に
な
る

ま
で
は
、
日
本
の
伝
統
の
中
に
法
然
の
説
く
よ
う
な
形
の
浄
土
門
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
い
わ
け
で
す
。
法
然
が
言
う
よ
う
に
道
綽
・

善
導
の
称
名
念
仏
を
継
承
し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
今
の
言
葉
で
言
え
ば
、
法
然
は
外
国
の
思
想
を
直
輸
入
し
た
、
そ
う
言
っ
て
も
い
い
天

才
的
な
仏
者
で
し
た
。
し
か
も
、
念
仏
一
つ
を
立
て
て
他
を
廃
す
る
「
廃
立
」
と
い
う
方
法
で
浄
土
門
を
立
て
た
た
め
に
、
日
本
の
八
宗

が
こ
ぞ
っ
て
総
攻
撃
を
始
め
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
大
乗
の
仏
道
は
明
恵
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
十
信
・
十
住
・
十
行
・
十
回
向
・
十
地
・
等
覚
・
妙
覚
と
い
う
、
所
謂
『
菩
薩
瓔
珞
経
』
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高
弁
が
、
ご
存
知
の
よ
う
に
『
摧
邪
輪
』
を
書
い
て
、『
選
択
集
』
に
対
す
る
批
判
を
公
に
す
る
わ
け
で
す
。
明
恵
は
大
変
学
力
の
あ
る

方
で
、
次
の
年
の
六
月
の
二
十
日
付
で
、『
摧
邪
輪
』
に
次
ぐ
『
摧
邪
輪
荘
厳
記
』
を
書
く
の
で
す
。
そ
の
中
で
『
選
択
集
』
の
内
容
に

つ
い
て
十
六
の
過
失
を
立
て
て
、
公
に
浄
土
門
の
思
想
を
批
判
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
明
恵
は
、『
華
厳
経
』
に
の
っ
と
っ
た
自
力
の
仏
者

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
聖
道
門
の
自
力
の
立
場
か
ら
、
法
然
の
『
選
択
集
』
を
批
判
す
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
契
機
に
し
て
、
聖

道
門
と
浄
土
門
と
の
思
想
的
な
違
い
が
顕
在
化
し
、
闘
い
が
激
し
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
四
十
歳
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
越
後
で
流
罪
が
許
さ
れ
て
す
ぐ
の
頃
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
親
鸞
の

『
教
行
信
証
』
が
い
つ
頃
書
か
れ
た
の
か
、
こ
れ
は
大
問
題
な
の
で
す
が
、
通
説
に
依
り
ま
す
と
、「
化
身
土
巻
」
に
「
我
が
元
仁
元

年
」
と
い
う
年
紀
が
、
末
法
の
時
代
の
計
算
の
基
点
に
な
る
年
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
年
は
、
親
鸞
が
五
十
二
歳
に
な

る
の
で
す
が
、
こ
の
年
は
ち
ょ
う
ど
法
然
上
人
の
十
三
回
忌
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
年
に
は
「
延
暦
寺
大
衆
解
」
と
い
う
奏
状
が
受
理
さ

れ
て
、
後
堀
川
天
皇
に
よ
っ
て
ま
た
も
念
仏
停
止
の
宣
旨
が
下
る
の
で
す
。
こ
の
比
叡
山
か
ら
の
「
延
暦
寺
大
衆
解
」
と
い
う
奏
状
は
、

「
興
福
寺
奏
状
」
が
出
さ
れ
て
か
ら
ほ
ぼ
二
十
年
た
っ
て
い
ま
す
が
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
何
年
た
っ
て
も
、
依
然

と
し
て
法
然
上
人
は
誤
解
を
受
け
た
ま
ま
な
の
で
す
。
そ
の
「
大
衆
解
」
の
一
つ
の
論
点
は
、
い
ま
だ
末
法
万
年
に
は
至
っ
て
な
い
の
だ

か
ら
、『
大
無
量
寿
経
』
が
活
躍
す
る
時
代
で
は
な
い
と
主
張
し
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
こ
と
を
盾
に
と
っ
て
、
念
仏
教
団
を
ま
た
も

弾
圧
し
た
の
で
す
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
こ
そ
が
末
法
の
兆
し
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
末
法
の
算
定
の
基
点
の
年

に
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
年
紀
に
は
、「
我
が
元
仁
元
年
」
と
「
我
が
」
と
付
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
『
教
行
信
証
』
の
構
想
が
五
十
二
歳
の
頃

に
は
、
大
体
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
四
十
歳
で
流
罪
が
許
さ
れ
て
、
そ
の

後
関
東
に
行
か
れ
ま
す
か
ら
、
そ
の
間
は
ず
っ
と
『
教
行
信
証
』
を
書
く
た
め
に
勉
強
な
さ
っ
て
、
五
十
二
歳
の
頃
に
大
体
の
構
想
が
出

来
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
六
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
京
都
に
お
帰
り
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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そ
う
す
る
と
、
親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
を
書
こ
う
と
思
い
立
た
れ
て
か
ら
、
構
想
が
出
来
上
が
る
ほ
ぼ
十
年
余
り
の
間
、
今
申
し

上
げ
ま
し
た
よ
う
に
『
摧
邪
輪
』
を
契
機
に
し
て
、
聖
道
門
と
浄
土
門
と
の
思
想
的
な
闘
い
が
ず
っ
と
続
い
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
親
鸞

が
五
十
五
歳
の
時
に
、
ま
た
も
嘉
禄
の
法
難
が
お
こ
り
ま
す
。
比
叡
山
の
定
照
と
い
う
学
僧
が
『
弾
選
択
』
を
書
い
て
、
法
然
の
弟
子
の

隆
寛
の
下
に
送
り
つ
け
た
と
、
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
隆
寛
は
そ
れ
に
反
駁
し
て
『
顕
選
択
』
を
書
き
、
そ
の
中
の
文
が
も
と
で
嘉
禄
の

法
難
が
お
こ
り
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、『
摧
邪
輪
』
が
公
に
さ
れ
て
か
ら
嘉
禄
の
法
難
が
起
こ
る
ま
で
、
思
想
的
な
闘
い
が
激
化
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
引

き
受
け
ら
れ
て
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
中
に
、「
明
恵
」
と
い

う
言
葉
も
『
摧
邪
輪
』
と
い
う
言
葉
も
一
度
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全
く
そ
の
影
響
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
が
少
し
無
理
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
然
、
親
鸞
は
越
後
に
い
た
と
し
て
も
、『
摧
邪
輪
』
が
出
た
こ
と
は
承
知
し
て
お
ら
れ
て
、
そ
れ
を
取
り
寄
せ
て

す
ぐ
に
貪
る
よ
う
に
読
ん
だ
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
思
想
的
な
課
題
を
引
き
受
け
て
、『
教
行
信
証
』
が
書
か
れ
た
と
考
え

る
方
が
自
然
で
し
ょ
う
。

　
『
選
択
集
』
は
、
大
乗
の
仏
教
を
称
名
念
仏
の
と
こ
ろ
に
収
斂
さ
せ
て
顕
揚
し
ま
す
。
で
す
か
ら
称
名
念
仏
一
つ
で
救
わ
れ
て
い
く
と

い
う
先
鋭
的
な
主
張
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
書
物
で
す
。
法
然
以
前
の
源
信
は
、
聖
道
門
に
立
っ
て
お
ら
れ
て
、
法
然
の
よ
う
な
浄
土

門
を
立
て
て
聖
道
門
を
廃
す
る
と
い
う
、
潔
癖
な
態
度
を
と
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
法
然
上
人
が
お
出
ま
し
に
な
る

ま
で
は
、
日
本
の
伝
統
の
中
に
法
然
の
説
く
よ
う
な
形
の
浄
土
門
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
い
わ
け
で
す
。
法
然
が
言
う
よ
う
に
道
綽
・

善
導
の
称
名
念
仏
を
継
承
し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
今
の
言
葉
で
言
え
ば
、
法
然
は
外
国
の
思
想
を
直
輸
入
し
た
、
そ
う
言
っ
て
も
い
い
天

才
的
な
仏
者
で
し
た
。
し
か
も
、
念
仏
一
つ
を
立
て
て
他
を
廃
す
る
「
廃
立
」
と
い
う
方
法
で
浄
土
門
を
立
て
た
た
め
に
、
日
本
の
八
宗

が
こ
ぞ
っ
て
総
攻
撃
を
始
め
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
大
乗
の
仏
道
は
明
恵
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
十
信
・
十
住
・
十
行
・
十
回
向
・
十
地
・
等
覚
・
妙
覚
と
い
う
、
所
謂
『
菩
薩
瓔
珞
経
』
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や
『
十
地
経
』
で
説
か
れ
る
自
力
の
修
道
体
系
（
菩
薩
道
）
が
、
背
景
に
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
明
恵
が
主
張
す
る
の
は
、
称
名
念
仏
に
よ

っ
て
大
乗
の
さ
と
り
で
あ
る
無
上
涅
槃
が
実
現
す
る
は
ず
が
な
い
。「
涅
槃
の
城
に
は
信
を
以
て
能
入
と
為
す
」（『
聖
全
』
一
・
九
六
七

頁
）
と
法
然
が
主
張
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
明
恵
は
他
力
の
信
心
（
自
力
無
効
）
が
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
大
乗
の
さ

と
り
が
手
に
入
る
と
言
わ
れ
て
も
、
全
く
不
可
解
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
明
恵
は
、
称
名
念
仏
で
は
な
く
て
菩
提
心
が
大
切
で
あ

る
と
主
張
す
る
の
で
す
。
菩
提
心
が
修
道
の
中
で
鍛
え
ら
れ
、
菩
薩
の
十
地
を
越
え
て
や
が
て
等
覚
の
金
剛
心
を
獲
て
涅
槃
を
覚
る
と
主

張
し
ま
す
。
そ
れ
は
浄
土
教
以
外
の
大
乗
仏
教
の
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
法
然
は
、
自
力
の
菩
提
心
は
い
ら
な
い
称
名

念
仏
一
つ
で
い
い
と
い
う
主
張
で
す
。
だ
か
ら
そ
れ
に
明
恵
が
全
面
攻
撃
を
す
る
わ
け
で
す
。
菩
提
心
が
な
く
て
仏
道
が
ど
こ
に
成
就
す

る
の
だ
、
称
名
念
仏
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
涅
槃
の
覚
り
が
実
現
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
明
恵
の
批
判
で
す
。
批
判
の
論
点
の
と
ら
え
方

が
非
常
に
大
雑
把
で
す
け
れ
ど
も
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
。

　
『
摧
邪
輪
荘
厳
記
』
で
は
三
つ
の
過
失
を
挙
げ
て
『
摧
邪
輪
』
と
合
わ
せ
て
十
六
の
過
失
を
立
て
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
最
も
批
判
の

中
心
に
な
る
論
点
は
、
菩
提
心
発
撫
の
過
失
で
す
。
法
然
が
菩
提
心
は
い
ら
な
い
と
言
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
誤
り
だ
と
い
う
こ

と
。
も
う
一
つ
は
、
二
河
白
道
の
比
喩
に
群
賊
悪
獣
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
を
聖
道
門
に
喩
え
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
す
。『
荘
厳

記
』
で
は
十
六
の
過
失
が
、
こ
の
二
つ
の
過
失
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
か
ら
、
こ
の
二
つ
が
明
恵
の
批
判
の
中
心
に
な
り
ま
す
。
と
く
に
菩

提
心
論
に
多
く
の
紙
数
を
費
や
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
が
明
恵
の
批
判
の
中
心
で
す
。
今
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
大
乗
の
修
道
体
系
の
中

で
は
、
菩
提
心
を
無
視
す
る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
も
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
涅
槃
を
得
る
、
そ
う
い
う
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
と
い
う
批
判
で
す
。

　
こ
れ
は
、
明
恵
の
『
選
択
集
』
に
対
す
る
激
し
い
批
判
と
し
て
出
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
よ
く
考
え
ま
す
と
、
こ
れ
は
現
在
に

も
通
じ
る
批
判
で
す
。
念
仏
が
何
の
役
に
立
つ
か
、
念
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
る
か
と
、
こ
れ
は
現
代
人
の

ほ
と
ん
ど
が
も
っ
て
い
る
疑
問
で
す
。
そ
の
意
味
で
明
恵
の
批
判
は
所
謂
人
間
の
常
識
が
い
つ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
持
っ
て
い
る
疑
問
で

49

す
。
向
上
的
な
理
性
主
義
に
立
っ
た
人
類
の
疑
問
で
す
ね
。
な
ぜ
本
願
の
念
仏
に
よ
っ
て
人
が
救
わ
れ
る
の
か
、
な
ぜ
本
願
の
念
仏
に
よ

っ
て
浄
土
に
往
生
し
、
浄
土
で
涅
槃
と
い
う
お
釈
迦
様
の
さ
と
り
と
同
じ
も
の
が
手
に
入
る
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
は
ず
が
な
い
と

い
う
の
は
現
代
で
も
通
じ
る
批
判
で
す
。
親
鸞
は
明
恵
の
批
判
を
受
け
て
、
人
類
の
課
題
を
解
こ
う
と
さ
れ
た
。
人
間
の
持
っ
て
い
る
向

上
的
な
分
別
を
超
え
る
世
界
が
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
、『
教
行
信
証
』
全
体
で
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
課
題
を
持
た
れ
た
。
で
す

か
ら
『
教
行
信
証
』
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
法
然
上
人
の
聖
道
門
を
廃
し
て
浄
土
門
を
立
て
る
「
廃
立
」
と
い
う
方
法
を
も
包
ん
で
、

も
っ
と
大
き
な
大
乗
の
仏
道
と
い
う
土
俵
で
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
人
類
の
課
題
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、『
教
行
信
証
』
を
書
い
て
い

か
れ
た
。
そ
の
中
心
は
群
萌
の
救
い
を
説
く
『
大
無
量
寿
経
』
の
真
理
性
、
こ
れ
を
『
教
行
信
証
』
で
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
な
さ
っ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
親
鸞
に
と
り
ま
し
て
は
、
明
恵
の
批
判
は
随
分
大
き
な
誤
解
で
す
。
確
か
に
称
名
念
仏
一
つ
で
往
生
浄
土
が
決
ま
る
と
、
法
然
上
人
は

仰
っ
て
い
ま
す
し
、
菩
提
心
は
い
ら
な
い
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
自
力
の
菩
提
心
に
つ
い
て
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
念
仏
を
信
じ
る
信
心
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
仏
教
は
始
ま
ら
な
い
。
法
然
上
人
の
回
心
を
決
定
し
た
善
導
の
「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
」

と
い
う
あ
の
文
章
も
、
最
後
は
「
彼
の
仏
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
法
然
が
主
張
す
る
称
名
念
仏
は
、
本
願
を
信
ず

る
信
心
と
必
ず
一
つ
と
し
て
離
れ
な
い
わ
け
で
す
。
実
際
の
法
然
上
人
そ
の
人
は
、
大
変
立
派
で
し
て
、
他
力
の
信
心
に
生
き
た
方
と
い

う
風
格
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
証
拠
に
、
法
然
上
人
の
も
の
を
読
み
ま
す
と
、
第
十
八
念
仏
往
生
の
願
を
中
心
と
し
て
、
他
の
本

願
の
推
究
が
様
々
な
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
『
選
択
集
』
の
方
が
、
法
然
の
思
想
を
第
十
八
念
仏
往
生
の
願
一
つ
に
先

鋭
化
し
て
い
る
書
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
あ
ま
り
詳
し
く
申
し
あ
げ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
本
願
は
、
法
然
上
人
は
『
選
択
集
』
以

外
の
著
作
で
、
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
本
願
を
推
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
を
信
じ
る
信
念
の
人
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。「
彼
の
仏
願
に
順
ず
る
が
故
に
」、
仏
の
本
願
に
依
っ
て
浄
土
に
往
生
し
、
本
願
の
は
た
ら
き
に
依
っ
て
涅
槃
を
得
る
の
だ
。
そ
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や
『
十
地
経
』
で
説
か
れ
る
自
力
の
修
道
体
系
（
菩
薩
道
）
が
、
背
景
に
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
明
恵
が
主
張
す
る
の
は
、
称
名
念
仏
に
よ

っ
て
大
乗
の
さ
と
り
で
あ
る
無
上
涅
槃
が
実
現
す
る
は
ず
が
な
い
。「
涅
槃
の
城
に
は
信
を
以
て
能
入
と
為
す
」（『
聖
全
』
一
・
九
六
七

頁
）
と
法
然
が
主
張
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
明
恵
は
他
力
の
信
心
（
自
力
無
効
）
が
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
大
乗
の
さ

と
り
が
手
に
入
る
と
言
わ
れ
て
も
、
全
く
不
可
解
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
明
恵
は
、
称
名
念
仏
で
は
な
く
て
菩
提
心
が
大
切
で
あ

る
と
主
張
す
る
の
で
す
。
菩
提
心
が
修
道
の
中
で
鍛
え
ら
れ
、
菩
薩
の
十
地
を
越
え
て
や
が
て
等
覚
の
金
剛
心
を
獲
て
涅
槃
を
覚
る
と
主

張
し
ま
す
。
そ
れ
は
浄
土
教
以
外
の
大
乗
仏
教
の
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
法
然
は
、
自
力
の
菩
提
心
は
い
ら
な
い
称
名

念
仏
一
つ
で
い
い
と
い
う
主
張
で
す
。
だ
か
ら
そ
れ
に
明
恵
が
全
面
攻
撃
を
す
る
わ
け
で
す
。
菩
提
心
が
な
く
て
仏
道
が
ど
こ
に
成
就
す

る
の
だ
、
称
名
念
仏
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
涅
槃
の
覚
り
が
実
現
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
明
恵
の
批
判
で
す
。
批
判
の
論
点
の
と
ら
え
方

が
非
常
に
大
雑
把
で
す
け
れ
ど
も
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
。

　
『
摧
邪
輪
荘
厳
記
』
で
は
三
つ
の
過
失
を
挙
げ
て
『
摧
邪
輪
』
と
合
わ
せ
て
十
六
の
過
失
を
立
て
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
最
も
批
判
の

中
心
に
な
る
論
点
は
、
菩
提
心
発
撫
の
過
失
で
す
。
法
然
が
菩
提
心
は
い
ら
な
い
と
言
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
誤
り
だ
と
い
う
こ

と
。
も
う
一
つ
は
、
二
河
白
道
の
比
喩
に
群
賊
悪
獣
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
を
聖
道
門
に
喩
え
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
す
。『
荘
厳

記
』
で
は
十
六
の
過
失
が
、
こ
の
二
つ
の
過
失
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
か
ら
、
こ
の
二
つ
が
明
恵
の
批
判
の
中
心
に
な
り
ま
す
。
と
く
に
菩

提
心
論
に
多
く
の
紙
数
を
費
や
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
が
明
恵
の
批
判
の
中
心
で
す
。
今
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
大
乗
の
修
道
体
系
の
中

で
は
、
菩
提
心
を
無
視
す
る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
も
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
涅
槃
を
得
る
、
そ
う
い
う
こ
と
は
考
え
ら

れ
な
い
と
い
う
批
判
で
す
。

　
こ
れ
は
、
明
恵
の
『
選
択
集
』
に
対
す
る
激
し
い
批
判
と
し
て
出
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
よ
く
考
え
ま
す
と
、
こ
れ
は
現
在
に

も
通
じ
る
批
判
で
す
。
念
仏
が
何
の
役
に
立
つ
か
、
念
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
る
か
と
、
こ
れ
は
現
代
人
の

ほ
と
ん
ど
が
も
っ
て
い
る
疑
問
で
す
。
そ
の
意
味
で
明
恵
の
批
判
は
所
謂
人
間
の
常
識
が
い
つ
の
時
代
で
あ
っ
て
も
持
っ
て
い
る
疑
問
で
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す
。
向
上
的
な
理
性
主
義
に
立
っ
た
人
類
の
疑
問
で
す
ね
。
な
ぜ
本
願
の
念
仏
に
よ
っ
て
人
が
救
わ
れ
る
の
か
、
な
ぜ
本
願
の
念
仏
に
よ

っ
て
浄
土
に
往
生
し
、
浄
土
で
涅
槃
と
い
う
お
釈
迦
様
の
さ
と
り
と
同
じ
も
の
が
手
に
入
る
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
は
ず
が
な
い
と

い
う
の
は
現
代
で
も
通
じ
る
批
判
で
す
。
親
鸞
は
明
恵
の
批
判
を
受
け
て
、
人
類
の
課
題
を
解
こ
う
と
さ
れ
た
。
人
間
の
持
っ
て
い
る
向

上
的
な
分
別
を
超
え
る
世
界
が
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
、『
教
行
信
証
』
全
体
で
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
課
題
を
持
た
れ
た
。
で
す

か
ら
『
教
行
信
証
』
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
法
然
上
人
の
聖
道
門
を
廃
し
て
浄
土
門
を
立
て
る
「
廃
立
」
と
い
う
方
法
を
も
包
ん
で
、

も
っ
と
大
き
な
大
乗
の
仏
道
と
い
う
土
俵
で
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
人
類
の
課
題
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、『
教
行
信
証
』
を
書
い
て
い

か
れ
た
。
そ
の
中
心
は
群
萌
の
救
い
を
説
く
『
大
無
量
寿
経
』
の
真
理
性
、
こ
れ
を
『
教
行
信
証
』
で
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
な
さ
っ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
親
鸞
に
と
り
ま
し
て
は
、
明
恵
の
批
判
は
随
分
大
き
な
誤
解
で
す
。
確
か
に
称
名
念
仏
一
つ
で
往
生
浄
土
が
決
ま
る
と
、
法
然
上
人
は

仰
っ
て
い
ま
す
し
、
菩
提
心
は
い
ら
な
い
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
自
力
の
菩
提
心
に
つ
い
て
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
念
仏
を
信
じ
る
信
心
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
仏
教
は
始
ま
ら
な
い
。
法
然
上
人
の
回
心
を
決
定
し
た
善
導
の
「
一
心
専
念
弥
陀
名
号
」

と
い
う
あ
の
文
章
も
、
最
後
は
「
彼
の
仏
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
法
然
が
主
張
す
る
称
名
念
仏
は
、
本
願
を
信
ず

る
信
心
と
必
ず
一
つ
と
し
て
離
れ
な
い
わ
け
で
す
。
実
際
の
法
然
上
人
そ
の
人
は
、
大
変
立
派
で
し
て
、
他
力
の
信
心
に
生
き
た
方
と
い

う
風
格
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
証
拠
に
、
法
然
上
人
の
も
の
を
読
み
ま
す
と
、
第
十
八
念
仏
往
生
の
願
を
中
心
と
し
て
、
他
の
本

願
の
推
究
が
様
々
な
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
『
選
択
集
』
の
方
が
、
法
然
の
思
想
を
第
十
八
念
仏
往
生
の
願
一
つ
に
先

鋭
化
し
て
い
る
書
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
あ
ま
り
詳
し
く
申
し
あ
げ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
本
願
は
、
法
然
上
人
は
『
選
択
集
』
以

外
の
著
作
で
、
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
本
願
を
推
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
を
信
じ
る
信
念
の
人
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。「
彼
の
仏
願
に
順
ず
る
が
故
に
」、
仏
の
本
願
に
依
っ
て
浄
土
に
往
生
し
、
本
願
の
は
た
ら
き
に
依
っ
て
涅
槃
を
得
る
の
だ
。
そ
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れ
を
感
得
す
る
の
は
当
然
名
号
を
信
じ
る
本
願
の
信
心
。
で
す
か
ら
、
法
然
上
人
を
後
ろ
で
支
え
、『
選
択
集
』
を
後
ろ
か
ら
支
え
て
い

る
も
の
は
、
法
然
の
他
力
の
信
心
に
違
い
な
い
わ
け
で
す
。

　
た
だ
法
然
上
人
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
、
特
徴
的
な
願
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
第
二
十
二
願
、
こ
れ
は
、
ど
の
著
作
に
も
そ
の
内
容
に

つ
い
て
の
言
及
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
お
そ
ら
く
、
第
二
十
二
願
の
還
相
回
向
の
問
題
は
、
そ
の
了
解
を
巡
っ
て
親
鸞
聖
人
独
自
で

思
想
的
な
ご
苦
労
を
な
さ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
二
十
願
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
法
然
上
人
は
十
分
承
知

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
源
信
の
『
往
生
要
集
』
の
講
義
が
四
篇
残
っ
て
お
り
ま
す
。『
往
生
要
集
詮
要
』『
往
生
要
集
料
簡
』『
往
生
要
集
略

料
簡
』『
往
生
要
集
釈
』
そ
の
う
ち
一
番
最
初
の
講
義
で
あ
る
『
往
生
要
集
詮
要
』
に
は
、
第
二
十
願
の
問
題
を
懐
感
の
『
群
疑
論
』
か

ら
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
二
回
、
三
回
、
四
回
と
歳
を
取
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
部
分
を
落
と
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、

法
然
上
人
は
念
仏
一
つ
を
立
て
て
浄
土
宗
を
独
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
う
い
う
使
命
と
責
任
に
立
っ
て
お
書
き
に
な
っ
た
の
が

『
選
択
集
』
で
す
。
お
わ
か
り
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
法
然
の
お
弟
子
さ
ん
は
三
百
八
十
余
名
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
全
員
本
は

聖
道
門
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
本
願
の
伝
統
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
聖
道
門
の
学
僧
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
一
つ
に
ま
と

め
て
、
浄
土
宗
を
独
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
使
命
に
立
っ
た
時
に
は
、
第
二
十
願
の
問
題
は
、
本
願
の
信
心
の
純
・
不

純
の
問
題
で
す
。
だ
か
ら
、
対
外
的
な
問
題
で
は
な
く
て
、
浄
土
門
流
内
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
追
及
し
て
い
く
と
内
輪
も
め
の
種

に
な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
問
題
を
分
か
っ
て
い
て
、
法
然
は
信
心
を
表
に
出
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
に
『
選
択
集
』
は
、
非
常
に
先
鋭
的
に
称
名
念
仏
一
つ
を
立
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
信
心
の
問
題
は
後
ろ
に
置
い
て
お
い
て
、

表
立
っ
て
議
論
は
し
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
が
信
心
同
一
の
問
答
を
法
然
門
下
で
な
さ
っ
た
時
に
、「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
と

い
う
こ
と
に
賛
同
し
た
人
は
誰
も
い
な
い
で
し
ょ
う
。
信
心
に
重
き
を
置
い
て
議
論
す
る
と
、
法
然
門
下
は
内
部
分
裂
し
ま
す
。
で
す
か

ら
、
法
然
上
人
は
十
分
承
知
の
上
で
、
称
名
念
仏
の
旗
印
の
も
と
で
、
三
百
八
十
余
名
を
結
集
し
て
、
浄
土
宗
を
独
立
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
、
法
然
が
背
負
っ
た
使
命
と
責
任
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
が
、
あ
の
独
立
の
宣
言
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書
で
あ
る
『
選
択
集
』
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
法
然
の
も
の
を
全
部
読
め
ば
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
。『
選
択
集
』
の
方
が
称
名

念
仏
一
つ
に
先
鋭
化
さ
れ
て
い
る
。『
選
択
集
』
は
王
本
願
と
し
て
第
十
八
願
一
つ
を
取
り
上
げ
る
の
で
す
が
、
法
然
そ
の
人
は
第
十
八

願
一
つ
を
取
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
第
二
十
二
願
の
内
容
に
つ
い
て
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
親
鸞
が
取
り
上
げ
る
あ
と
の
本
願
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の
立
場
で
言
う
と
、
法
然
は
菩
提
心
が
い
ら
な
い
と
確
か
に
言
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
自
力
の
菩
提
心
に

つ
い
て
言
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
願
の
信
心
に
つ
い
て
は
、
い
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
が
最
も
大
切
で
あ
る
。
念
仏
を
信
じ
る
と
い
う

本
願
の
信
心
に
、
浄
土
往
生
が
決
定
し
、
浄
土
で
涅
槃
を
得
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
大
い
な
る
誤
解
だ
と
親
鸞
聖
人
は
思
わ
れ
た
で
し
ょ

う
。
で
す
か
ら
、
今
日
お
話
し
す
る
三
一
問
答
で
す
ね
。
そ
の
「
信
巻
」
の
三
一
問
答
が
お
わ
る
と
す
ぐ
に
、
菩
提
心
に
つ
い
て
堅
（
自

力
）
と
横
（
他
力
）
の
判
釈
を
く
ぐ
っ
て
、
他
力
の
信
心
こ
そ
本
願
に
因
る
「
横
超
の
菩
提
心
」
な
の
だ
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、『
摧

邪
輪
』
の
批
判
に
応
え
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
そ
の
後
、
親
鸞
聖
人
は
「
信
の
一
念
釈
」
を
置
き
、「
行
巻
」
に
は
「
行
の
一
念
釈
」
を
記
さ
れ
ま
す
。
あ
の
こ
ろ
、
法
然
門

下
は
一
念
多
念
の
問
題
で
混
乱
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、『
教
行
信
証
』
で
一
念
釈
な
ど
を
書
け
ば
、
親
鸞
は
一
念
義
な
の
か
と
い
う

疑
問
を
持
た
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
あ
れ
を
よ
く
読
ん
で
み
ま
す
と
、
一
念
多
念
の
一
念
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

法
然
が
称
名
念
仏
を
、『
大
経
』
の
「
乃
至
一
念
」
と
い
う
言
葉
で
確
認
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
で
す
。『
選
択
集
』
で
法
然

が
取
り
上
げ
る
「
乃
至
一
念
」
が
『
大
経
』
の
下
巻
に
は
三
回
出
て
き
ま
す
。
そ
の
「
乃
至
一
念
」
を
法
然
上
人
は
全
部
称
名
念
仏
と
読

み
通
す
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
明
恵
は
そ
れ
を
全
て
称
名
念
仏
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
り
、
大
い
な
る
偏
執
で
あ
る
と
非
難
し
ま
す
。

『
大
経
』
は
信
心
を
説
く
経
典
な
の
だ
か
ら
、
称
名
念
仏
で
は
な
く
て
内
心
と
し
て
の
信
心
の
方
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
内
心
の
な
い

称
名
念
仏
は
空
念
仏
で
は
な
い
か
と
非
難
し
ま
す
。

　
親
鸞
は
そ
の
批
判
を
受
け
て
、「
行
の
一
念
釈
」・「
信
の
一
念
釈
」
を
設
け
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
法
然
が
言
っ
て
い
る
「
乃
至
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れ
を
感
得
す
る
の
は
当
然
名
号
を
信
じ
る
本
願
の
信
心
。
で
す
か
ら
、
法
然
上
人
を
後
ろ
で
支
え
、『
選
択
集
』
を
後
ろ
か
ら
支
え
て
い

る
も
の
は
、
法
然
の
他
力
の
信
心
に
違
い
な
い
わ
け
で
す
。

　
た
だ
法
然
上
人
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
、
特
徴
的
な
願
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
第
二
十
二
願
、
こ
れ
は
、
ど
の
著
作
に
も
そ
の
内
容
に

つ
い
て
の
言
及
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
お
そ
ら
く
、
第
二
十
二
願
の
還
相
回
向
の
問
題
は
、
そ
の
了
解
を
巡
っ
て
親
鸞
聖
人
独
自
で

思
想
的
な
ご
苦
労
を
な
さ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
第
二
十
願
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
法
然
上
人
は
十
分
承
知

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
源
信
の
『
往
生
要
集
』
の
講
義
が
四
篇
残
っ
て
お
り
ま
す
。『
往
生
要
集
詮
要
』『
往
生
要
集
料
簡
』『
往
生
要
集
略

料
簡
』『
往
生
要
集
釈
』
そ
の
う
ち
一
番
最
初
の
講
義
で
あ
る
『
往
生
要
集
詮
要
』
に
は
、
第
二
十
願
の
問
題
を
懐
感
の
『
群
疑
論
』
か

ら
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
二
回
、
三
回
、
四
回
と
歳
を
取
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
部
分
を
落
と
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、

法
然
上
人
は
念
仏
一
つ
を
立
て
て
浄
土
宗
を
独
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
う
い
う
使
命
と
責
任
に
立
っ
て
お
書
き
に
な
っ
た
の
が

『
選
択
集
』
で
す
。
お
わ
か
り
に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
法
然
の
お
弟
子
さ
ん
は
三
百
八
十
余
名
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
全
員
本
は

聖
道
門
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
本
願
の
伝
統
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
聖
道
門
の
学
僧
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
一
つ
に
ま
と

め
て
、
浄
土
宗
を
独
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
使
命
に
立
っ
た
時
に
は
、
第
二
十
願
の
問
題
は
、
本
願
の
信
心
の
純
・
不

純
の
問
題
で
す
。
だ
か
ら
、
対
外
的
な
問
題
で
は
な
く
て
、
浄
土
門
流
内
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
追
及
し
て
い
く
と
内
輪
も
め
の
種

に
な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
問
題
を
分
か
っ
て
い
て
、
法
然
は
信
心
を
表
に
出
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
に
『
選
択
集
』
は
、
非
常
に
先
鋭
的
に
称
名
念
仏
一
つ
を
立
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
信
心
の
問
題
は
後
ろ
に
置
い
て
お
い
て
、

表
立
っ
て
議
論
は
し
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
が
信
心
同
一
の
問
答
を
法
然
門
下
で
な
さ
っ
た
時
に
、「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
と

い
う
こ
と
に
賛
同
し
た
人
は
誰
も
い
な
い
で
し
ょ
う
。
信
心
に
重
き
を
置
い
て
議
論
す
る
と
、
法
然
門
下
は
内
部
分
裂
し
ま
す
。
で
す
か

ら
、
法
然
上
人
は
十
分
承
知
の
上
で
、
称
名
念
仏
の
旗
印
の
も
と
で
、
三
百
八
十
余
名
を
結
集
し
て
、
浄
土
宗
を
独
立
さ
せ
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
、
法
然
が
背
負
っ
た
使
命
と
責
任
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
が
、
あ
の
独
立
の
宣
言
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書
で
あ
る
『
選
択
集
』
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
法
然
の
も
の
を
全
部
読
め
ば
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
。『
選
択
集
』
の
方
が
称
名

念
仏
一
つ
に
先
鋭
化
さ
れ
て
い
る
。『
選
択
集
』
は
王
本
願
と
し
て
第
十
八
願
一
つ
を
取
り
上
げ
る
の
で
す
が
、
法
然
そ
の
人
は
第
十
八

願
一
つ
を
取
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
第
二
十
二
願
の
内
容
に
つ
い
て
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
親
鸞
が
取
り
上
げ
る
あ
と
の
本
願
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
ま
す
。

　
で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の
立
場
で
言
う
と
、
法
然
は
菩
提
心
が
い
ら
な
い
と
確
か
に
言
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
自
力
の
菩
提
心
に

つ
い
て
言
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
願
の
信
心
に
つ
い
て
は
、
い
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
が
最
も
大
切
で
あ
る
。
念
仏
を
信
じ
る
と
い
う

本
願
の
信
心
に
、
浄
土
往
生
が
決
定
し
、
浄
土
で
涅
槃
を
得
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
大
い
な
る
誤
解
だ
と
親
鸞
聖
人
は
思
わ
れ
た
で
し
ょ

う
。
で
す
か
ら
、
今
日
お
話
し
す
る
三
一
問
答
で
す
ね
。
そ
の
「
信
巻
」
の
三
一
問
答
が
お
わ
る
と
す
ぐ
に
、
菩
提
心
に
つ
い
て
堅
（
自

力
）
と
横
（
他
力
）
の
判
釈
を
く
ぐ
っ
て
、
他
力
の
信
心
こ
そ
本
願
に
因
る
「
横
超
の
菩
提
心
」
な
の
だ
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、『
摧

邪
輪
』
の
批
判
に
応
え
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
そ
の
後
、
親
鸞
聖
人
は
「
信
の
一
念
釈
」
を
置
き
、「
行
巻
」
に
は
「
行
の
一
念
釈
」
を
記
さ
れ
ま
す
。
あ
の
こ
ろ
、
法
然
門

下
は
一
念
多
念
の
問
題
で
混
乱
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、『
教
行
信
証
』
で
一
念
釈
な
ど
を
書
け
ば
、
親
鸞
は
一
念
義
な
の
か
と
い
う

疑
問
を
持
た
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
あ
れ
を
よ
く
読
ん
で
み
ま
す
と
、
一
念
多
念
の
一
念
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

法
然
が
称
名
念
仏
を
、『
大
経
』
の
「
乃
至
一
念
」
と
い
う
言
葉
で
確
認
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
で
す
。『
選
択
集
』
で
法
然

が
取
り
上
げ
る
「
乃
至
一
念
」
が
『
大
経
』
の
下
巻
に
は
三
回
出
て
き
ま
す
。
そ
の
「
乃
至
一
念
」
を
法
然
上
人
は
全
部
称
名
念
仏
と
読

み
通
す
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
明
恵
は
そ
れ
を
全
て
称
名
念
仏
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
り
、
大
い
な
る
偏
執
で
あ
る
と
非
難
し
ま
す
。

『
大
経
』
は
信
心
を
説
く
経
典
な
の
だ
か
ら
、
称
名
念
仏
で
は
な
く
て
内
心
と
し
て
の
信
心
の
方
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
内
心
の
な
い

称
名
念
仏
は
空
念
仏
で
は
な
い
か
と
非
難
し
ま
す
。

　
親
鸞
は
そ
の
批
判
を
受
け
て
、「
行
の
一
念
釈
」・「
信
の
一
念
釈
」
を
設
け
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
法
然
が
言
っ
て
い
る
「
乃
至
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一
念
」
は
、
本
願
の
念
仏
を
信
じ
る
行
の
一
念
と
信
の
一
念
と
、
二
つ
が
離
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
で
す
か
ら
、『
教
行
信
証
』
の
「
乃
至
一
念
」
の
註
釈
箇
所
を
見
ま
す
と
、
行
の
一
念
の
方
に
は
、
法
然
が
取
り
上
げ
た
「
弥

勒
付
属
の
一
念
」
の
文
章
が
出
て
き
ま
す
。
信
の
一
念
に
は
、
第
十
八
願
の
成
就
文
の
「
乃
至
一
念
」
の
文
、
そ
れ
を
行
と
信
と
二
つ
に

分
け
て
了
解
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の
行
信
は
、「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
」
と
し
て
離
れ
な
い
の
で
あ
る
と
論
証
し

て
い
か
れ
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
あ
の
辺
は
、
明
恵
を
意
識
し
な
が
ら
聖
人
が
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
わ
け
で
す
（
注
・
三
輩
章
の
「
乃
至
一
念
」
は
、
化
身
土
巻
に
自
力
の
問
題
と
し
て
親
鸞
は
取
り
上
げ
る
）。
そ
の
よ
う
に
『
摧
邪
輪
』
と
『
選

択
集
』
と
の
間
で
問
題
に
な
る
課
題
を
受
け
て
『
教
行
信
証
』
が
書
か
れ
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
『
教
行
信
証
』
は

『
選
択
集
』
か
ら
ど
の
よ
う
な
課
題
を
継
承
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ご
存
知
の
よ
う
に
、『
教
行
信
証
』
の
中
で
、『
選
択
集
』
の
文
章
が
引
文
さ
れ
る
の
は
一
箇
所
だ
け
な
の
で
す
。「
行
巻
」
に
、
龍
樹

か
ら
七
祖
が
ず
っ
と
引
用
さ
れ
ま
す
ね
。
あ
の
一
番
最
後
に
法
然
上
人
の
引
文
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
七
祖
の
引
文
で
す
か
ら
、
師
の
法

然
の
文
章
が
最
後
に
引
文
さ
れ
る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。

　
「『
選
択
本
願
念
仏
集
』
源
空
集
　
に
云
わ
く
」
と
あ
っ
て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
　
往
生
の
業
は
念
仏
を
本
と
す
」、
こ
れ
は
『
選
択

集
』
の
題
号
で
す
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、「
ま
た
云
わ
く
、
そ
れ
速
や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば
」
と
い
う
こ
の
文
章
が
一
文
引
用

さ
れ
ま
す
。
こ
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、「
正
定
の
業
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
の
名
を
称
す
る
な
り
。
称
名
は
必
ず
生
ま
る
る
こ
と
を
得
、

仏
の
本
願
に
依
る
が
ゆ
え
に
」、
こ
こ
が
と
て
も
大
事
な
文
章
で
す
ね
。
こ
れ
は
「
総
結
三
選
の
文
」
と
言
わ
れ
て
い
る
文
章
で
す
。『
選

択
集
』
の
結
釈
、
ま
と
め
の
文
章
に
な
る
わ
け
で
す
。「
そ
れ
速
や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
、

教
理
や
教
学
で
は
な
く
て
実
践
の
仏
道
と
し
て
の
救
い
、
そ
れ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
際
、
聖
道
門
と
浄
土
門
と
あ
る
け
れ

ど
も
、
浄
土
門
を
選
び
な
さ
い
、
こ
れ
が
一
つ
。
次
に
、
そ
の
行
の
中
に
正
行
と
雑
行
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
正
行
を
選
び
な
さ
い
、
こ
れ

が
一
つ
。
最
後
に
、
正
定
の
業
と
助
業
が
あ
る
、
そ
の
正
定
の
業
を
選
び
な
さ
い
、
こ
れ
が
一
つ
。
そ
れ
が
三
つ
の
選
び
で
す
か
ら
「
総
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結
三
選
の
文
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
最
後
に
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
「
正
定
の
業
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
の
名
を
称
す
る
な
り
。

称
名
は
必
ず
生
ま
る
る
こ
と
を
得
、
仏
の
本
願
に
依
る
が
ゆ
え
に
」、
こ
こ
が
と
て
も
大
事
な
の
で
す
。
つ
ま
り
実
践
と
し
て
の
生
死
い

ず
べ
き
道
、
人
類
の
救
わ
れ
る
道
は
、
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
る
の
で
す
。

　
こ
れ
が
、
親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
で
『
選
択
集
』
か
ら
一
文
引
用
さ
れ
る
文
章
で
す
が
、
意
味
は
、『
歎
異
抄
』
の
第
二
章
の

「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
「
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
」
と
同
じ
意
味
で
す
。
漢
文
で
す
け
ど
も
、

弥
陀
の
本
願
に
依
っ
て
往
生
が
決
定
す
る
、
だ
か
ら
本
願
の
念
仏
を
称
え
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、『
歎
異
抄
』
の

第
二
章
の
「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
言
葉
を
、
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
か
ら
真
実
教
と
し
て
い

た
だ
い
た
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
し
て
、
そ
の
後
に
重
要
な
御
自
釈
が
な
さ
れ
ま
す
。
こ
の
御
自
釈
は
引
用
で
は
な
く
親
鸞
聖
人
の
書
下
ろ
し
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

「
明
ら
か
に
知
り
ぬ
、
こ
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
。
大
小
の
聖
人
・
重
軽
の
悪
人
、

み
な
同
じ
く
斉
し
く
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
仏
成
仏
す
べ
し
」、
こ
の
文
章
で
す
。
仏
道
は
、
人
間
の
自
力
が
届
か
な
い
の
で
す
。

人
間
の
能
力
・
努
力
・
資
質
、
そ
ん
な
も
の
は
何
の
意
味
も
な
い
、
そ
れ
が
「
不
回
向
の
行
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
文
章
は
、「
不

回
向
の
行
」
と
い
う
語
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、
そ
こ
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
人
間
の
能
力
と
か
資
質
と
か
努
力
な
ど
は

必
要
で
な
い
、
本
願
の
名
号
一
つ
で
、
念
仏
成
仏
す
る
。「
大
小
の
聖
人
・
重
軽
の
悪
人
」
を
問
わ
な
い
で
「
み
な
同
じ
く
斉
し
く
」
大

般
涅
槃
道
と
い
う
成
仏
道
が
実
現
す
る
。
こ
れ
は
、
常
識
で
は
意
味
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
努
力
し

て
解
決
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
私
た
ち
か
ら
す
る
と
不
思
議
な
こ
と
で
す
し
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
法
然
の
説
く
念
仏
の
行
は
自

力
で
は
な
い
、
だ
か
ら
能
力
・
資
質
を
問
わ
な
い
。
優
れ
た
方
も
劣
っ
た
方
も
、
悪
人
で
あ
っ
て
も
、
人
間
的
な
資
質
を
一
切
問
わ
な
い

で
、
本
願
の
名
号
一
つ
で
念
仏
成
仏
が
決
ま
る
。
こ
の
「
仏
の
本
願
に
依
る
が
ゆ
え
に
」
と
い
う
如
来
の
本
願
の
無
理
解
こ
そ
が
、
明
恵

の
批
判
の
源
泉
に
な
り
ま
す
。
明
恵
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
の
常
識
で
は
、
な
ぜ
念
仏
成
仏
な
の
か
、
不
可
解
で
す
。
こ
の
不
回
向
の
行
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一
念
」
は
、
本
願
の
念
仏
を
信
じ
る
行
の
一
念
と
信
の
一
念
と
、
二
つ
が
離
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
で
す
か
ら
、『
教
行
信
証
』
の
「
乃
至
一
念
」
の
註
釈
箇
所
を
見
ま
す
と
、
行
の
一
念
の
方
に
は
、
法
然
が
取
り
上
げ
た
「
弥

勒
付
属
の
一
念
」
の
文
章
が
出
て
き
ま
す
。
信
の
一
念
に
は
、
第
十
八
願
の
成
就
文
の
「
乃
至
一
念
」
の
文
、
そ
れ
を
行
と
信
と
二
つ
に

分
け
て
了
解
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の
行
信
は
、「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
」
と
し
て
離
れ
な
い
の
で
あ
る
と
論
証
し

て
い
か
れ
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
あ
の
辺
は
、
明
恵
を
意
識
し
な
が
ら
聖
人
が
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
わ
け
で
す
（
注
・
三
輩
章
の
「
乃
至
一
念
」
は
、
化
身
土
巻
に
自
力
の
問
題
と
し
て
親
鸞
は
取
り
上
げ
る
）。
そ
の
よ
う
に
『
摧
邪
輪
』
と
『
選

択
集
』
と
の
間
で
問
題
に
な
る
課
題
を
受
け
て
『
教
行
信
証
』
が
書
か
れ
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
も
そ
も
『
教
行
信
証
』
は

『
選
択
集
』
か
ら
ど
の
よ
う
な
課
題
を
継
承
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ご
存
知
の
よ
う
に
、『
教
行
信
証
』
の
中
で
、『
選
択
集
』
の
文
章
が
引
文
さ
れ
る
の
は
一
箇
所
だ
け
な
の
で
す
。「
行
巻
」
に
、
龍
樹

か
ら
七
祖
が
ず
っ
と
引
用
さ
れ
ま
す
ね
。
あ
の
一
番
最
後
に
法
然
上
人
の
引
文
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
七
祖
の
引
文
で
す
か
ら
、
師
の
法

然
の
文
章
が
最
後
に
引
文
さ
れ
る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。

　
「『
選
択
本
願
念
仏
集
』
源
空
集
　
に
云
わ
く
」
と
あ
っ
て
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
　
往
生
の
業
は
念
仏
を
本
と
す
」、
こ
れ
は
『
選
択

集
』
の
題
号
で
す
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、「
ま
た
云
わ
く
、
そ
れ
速
や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば
」
と
い
う
こ
の
文
章
が
一
文
引
用

さ
れ
ま
す
。
こ
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
、「
正
定
の
業
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
の
名
を
称
す
る
な
り
。
称
名
は
必
ず
生
ま
る
る
こ
と
を
得
、

仏
の
本
願
に
依
る
が
ゆ
え
に
」、
こ
こ
が
と
て
も
大
事
な
文
章
で
す
ね
。
こ
れ
は
「
総
結
三
選
の
文
」
と
言
わ
れ
て
い
る
文
章
で
す
。『
選

択
集
』
の
結
釈
、
ま
と
め
の
文
章
に
な
る
わ
け
で
す
。「
そ
れ
速
や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
、

教
理
や
教
学
で
は
な
く
て
実
践
の
仏
道
と
し
て
の
救
い
、
そ
れ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
際
、
聖
道
門
と
浄
土
門
と
あ
る
け
れ

ど
も
、
浄
土
門
を
選
び
な
さ
い
、
こ
れ
が
一
つ
。
次
に
、
そ
の
行
の
中
に
正
行
と
雑
行
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
正
行
を
選
び
な
さ
い
、
こ
れ

が
一
つ
。
最
後
に
、
正
定
の
業
と
助
業
が
あ
る
、
そ
の
正
定
の
業
を
選
び
な
さ
い
、
こ
れ
が
一
つ
。
そ
れ
が
三
つ
の
選
び
で
す
か
ら
「
総
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結
三
選
の
文
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
最
後
に
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
「
正
定
の
業
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
の
名
を
称
す
る
な
り
。

称
名
は
必
ず
生
ま
る
る
こ
と
を
得
、
仏
の
本
願
に
依
る
が
ゆ
え
に
」、
こ
こ
が
と
て
も
大
事
な
の
で
す
。
つ
ま
り
実
践
と
し
て
の
生
死
い

ず
べ
き
道
、
人
類
の
救
わ
れ
る
道
は
、
仏
の
本
願
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
る
の
で
す
。

　
こ
れ
が
、
親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
で
『
選
択
集
』
か
ら
一
文
引
用
さ
れ
る
文
章
で
す
が
、
意
味
は
、『
歎
異
抄
』
の
第
二
章
の

「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
「
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
」
と
同
じ
意
味
で
す
。
漢
文
で
す
け
ど
も
、

弥
陀
の
本
願
に
依
っ
て
往
生
が
決
定
す
る
、
だ
か
ら
本
願
の
念
仏
を
称
え
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、『
歎
異
抄
』
の

第
二
章
の
「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
言
葉
を
、
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
か
ら
真
実
教
と
し
て
い

た
だ
い
た
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
し
て
、
そ
の
後
に
重
要
な
御
自
釈
が
な
さ
れ
ま
す
。
こ
の
御
自
釈
は
引
用
で
は
な
く
親
鸞
聖
人
の
書
下
ろ
し
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

「
明
ら
か
に
知
り
ぬ
、
こ
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
。
大
小
の
聖
人
・
重
軽
の
悪
人
、

み
な
同
じ
く
斉
し
く
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
仏
成
仏
す
べ
し
」、
こ
の
文
章
で
す
。
仏
道
は
、
人
間
の
自
力
が
届
か
な
い
の
で
す
。

人
間
の
能
力
・
努
力
・
資
質
、
そ
ん
な
も
の
は
何
の
意
味
も
な
い
、
そ
れ
が
「
不
回
向
の
行
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
文
章
は
、「
不

回
向
の
行
」
と
い
う
語
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、
そ
こ
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
人
間
の
能
力
と
か
資
質
と
か
努
力
な
ど
は

必
要
で
な
い
、
本
願
の
名
号
一
つ
で
、
念
仏
成
仏
す
る
。「
大
小
の
聖
人
・
重
軽
の
悪
人
」
を
問
わ
な
い
で
「
み
な
同
じ
く
斉
し
く
」
大

般
涅
槃
道
と
い
う
成
仏
道
が
実
現
す
る
。
こ
れ
は
、
常
識
で
は
意
味
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
努
力
し

て
解
決
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
私
た
ち
か
ら
す
る
と
不
思
議
な
こ
と
で
す
し
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
法
然
の
説
く
念
仏
の
行
は
自

力
で
は
な
い
、
だ
か
ら
能
力
・
資
質
を
問
わ
な
い
。
優
れ
た
方
も
劣
っ
た
方
も
、
悪
人
で
あ
っ
て
も
、
人
間
的
な
資
質
を
一
切
問
わ
な
い

で
、
本
願
の
名
号
一
つ
で
念
仏
成
仏
が
決
ま
る
。
こ
の
「
仏
の
本
願
に
依
る
が
ゆ
え
に
」
と
い
う
如
来
の
本
願
の
無
理
解
こ
そ
が
、
明
恵

の
批
判
の
源
泉
に
な
り
ま
す
。
明
恵
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
の
常
識
で
は
、
な
ぜ
念
仏
成
仏
な
の
か
、
不
可
解
で
す
。
こ
の
不
回
向
の
行
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を
め
ぐ
る
疑
問
を
親
鸞
聖
人
が
受
け
ら
れ
て
、『
教
行
信
証
』
で
や
が
て
、『
論
』・『
論
註
』
に
依
っ
て
本
願
力
回
向
を
開
顕
し
て
く
る
の

で
す
。
如
来
の
本
願
力
回
向
に
よ
っ
て
往
生
が
決
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
自
力
で
は
な
い
の
で
す
。「
不
回
向
の
行
」
だ
け
で
は
そ
の
意

味
が
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
如
来
の
本
願
力
回
向
に
よ
っ
て
成
仏
道
が
実
現
す
る
、
と
言
い
換
え
て
い
く
の
が
『
教
行
信
証
』
で
す
。
そ

の
課
題
と
な
る
言
葉
が
、
こ
の
「
不
回
向
の
行
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
七
祖
の
中
で
、
龍
樹
・
天
親
・
曇
鸞
の
上
三
祖
は
、『
大
経
』
に
依
ら
れ
た
祖
師
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
特
に
道
綽
・
善
導
・
源
空

の
伝
統
は
『
観
経
』
に
依
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
『
観
経
』
に
依
っ
て
お
ら
れ
て
も
、『
大
経
』
の
本
願
の
教
え
は
当
然
伝
承
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
道
綽
・
善
導
・
法
然
の
伝
統
を
よ
く
見
ま
す
と
、
本
願
力
回
向
と
い
う
形
で
は
伝
承
せ
ず
に
、「
増
上
縁
」
と
い
う
言

葉
で
本
願
力
の
は
た
ら
き
を
伝
承
い
た
し
ま
す
。
こ
の
「
増
上
縁
」
と
い
う
言
葉
は
、
曇
鸞
大
師
の
『
浄
土
論
註
』
の
一
番
最
後
に
出
て

き
ま
す
。『
論
註
』
は
、
五
念
門
を
、
礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
回
向
と
実
践
し
て
き
て
、
最
後
に
「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三

菩
提
」
と
説
か
れ
ま
す
。
衆
生
の
五
念
門
が
成
就
し
て
、
速
に
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
を
得
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
読
め
ま
す
。

『
論
』
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
礼
拝
か
ら
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
回
向
と
五
つ
の
行
を
順
々
に
行
じ
て
き
て
、
よ
う
や
く
涅
槃
を
得
る
、

と
読
め
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
る
仏
教
の
見
方
を
「
漸
教
」
と
い
い
ま
す
。
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
一
番
最
後

の
巻
末
に
き
て
、
曇
鸞
が
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
。「
漸
教
」
の
よ
う
に
見
え
る
仏
道
を
、「
頓
教
」
に
変
え
る
の
で
す
。「
頓
教
」
と

は
、
本
願
力
に
よ
っ
て
横
さ
ま
に
超
え
る
「
横
超
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
力
に
よ
っ
て
段
階
的
に
涅
槃
の
覚
り
に
近
づ
い
て
い
く
と
い

う
「
漸
教
」
の
仏
道
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
『
論
』
を
、
本
願
力
に
よ
っ
て
涅
槃
の
覚
り
を
「
速
得
る
」
と
「
頓
教
」
の
仏
道

に
転
換
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
『
論
註
』
の
「
覈
求
其
本
釈
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
そ
こ
に
、「
速
に
阿

耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
問
う
て
、「
五
門
の
行
を
修
し
て
以
て
自
利
利
他
成
就
し
た
ま
え
る
が
故

に
」
と
、
こ
う
言
っ
と
い
て
「
し
か
る
に
、
覈
に
其
の
本
を
求
む
れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
す
る
」
と
出
て
き
ま
す
ね
、
こ
こ
に

「
増
上
縁
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。「
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
す
る
」
の
だ
と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
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こ
で
は
、「
他
利
利
他
の
深
義
」
を
経
て
さ
ら
に
、
衆
生
の
仏
道
の
成
就
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
と
い
う
こ
と
を
、
第
十
八
願
、

第
十
一
願
、
第
二
十
二
願
の
三
願
を
挙
げ
て
証
明
し
ま
す
。
そ
れ
を
「
三
願
的
証
」
と
い
い
ま
す
。
そ
の
「
三
願
的
証
」
の
後
で
す
。

「
こ
れ
を
も
っ
て
他
力
を
推
す
る
に
増
上
縁
と
す
」
る
と
、
こ
こ
に
ま
た
「
増
上
縁
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
。
こ
の
「
増
上
縁
」

と
い
う
言
葉
は
実
は
、『
論
註
』
に
三
度
出
て
き
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
辺
か
ら
、『
観
経
』
の
祖
師
た
ち
は
本
願
力
を
「
増
上
縁
」
と

し
て
継
承
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
道
綽
禅
師
、
善
導
大
師
、
法
然
上
人
の
も
の
を
読
み
ま
す
と
こ
の
「
増
上

縁
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
誰
も
「
本
願
力
回
向
」
と
は
仰
ら
な
い
の
で
す
。
善
導
大
師
に
一
箇
所
く
ら
い
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
ほ
と
ん
ど
「
増
上
縁
」
で
す
。

　
『
観
経
』
は
釈
尊
が
霊
鷲
山
か
ら
人
間
の
方
に
下
り
て
き
て
、
人
間
の
分
別
に
合
わ
せ
て
そ
れ
を
尽
く
さ
せ
る
教
え
で
す
。
で
す
か
ら
、

「
衆
生
と
如
来
」、「
浄
土
と
娑
婆
」、「
宿
業
と
大
悲
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
の
相
対
分
別
に
合
わ
せ
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
「
増
上
縁
」
と
い
う
言
葉
も
そ
の
よ
う
に
了
解
さ
れ
て
、
自
分
の
全
体
を
乗
せ
支
え
て
く
れ
る
大
き
な
仏
の
働
き
と
理
解
さ
れ
ま
す
。

そ
の
限
り
相
対
的
な
外
縁
で
す
。
そ
れ
を
「
乗
彼
願
力
」
と
表
現
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
伝
統
さ
れ
た
本
願
力
を
、
親
鸞
は

『
論
』『
論
註
』
に
よ
り
な
が
ら
、「
本
願
力
回
向
」
に
転
換
し
て
明
恵
を
は
じ
め
と
す
る
常
識
的
な
人
間
の
分
別
を
破
ろ
う
と
す
る
わ
け

で
す
。

　
『
大
経
』
は
『
観
経
』
と
違
っ
て
相
対
分
別
を
破
っ
た
一
如
の
道
理
を
直
接
説
い
て
い
る
経
典
で
す
。「
衆
生
に
起
こ
っ
た
信
心
が
如

来
の
本
願
だ
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
常
識
を
超
え
て
い
ま
す
。
増
上
縁
と
い
う
外
縁
を
表
す
言
葉
で
は
な
く
て
、『
大
経
』
に
よ
る
本

願
力
回
向
と
い
う
言
葉
は
、
信
心
の
内
を
推
究
し
て
我
を
生
か
し
て
い
る
根
源
力
と
し
て
の
如
来
の
本
願
力
を
言
う
の
で
す
。
し
た
が
っ

て
本
願
力
回
向
の
推
究
は
、
信
心
の
内
因
を
問
う
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
分
別
の
理
解
を
越
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
ご
理
解
く
だ

さ
い
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
増
上
縁
を
『
大
経
』『
論
』『
論
註
』
に
よ
っ
て
本
願
力
回
向
に
位
置
づ
け
な
お
す
の
が
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
で
す
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を
め
ぐ
る
疑
問
を
親
鸞
聖
人
が
受
け
ら
れ
て
、『
教
行
信
証
』
で
や
が
て
、『
論
』・『
論
註
』
に
依
っ
て
本
願
力
回
向
を
開
顕
し
て
く
る
の

で
す
。
如
来
の
本
願
力
回
向
に
よ
っ
て
往
生
が
決
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
自
力
で
は
な
い
の
で
す
。「
不
回
向
の
行
」
だ
け
で
は
そ
の
意

味
が
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
如
来
の
本
願
力
回
向
に
よ
っ
て
成
仏
道
が
実
現
す
る
、
と
言
い
換
え
て
い
く
の
が
『
教
行
信
証
』
で
す
。
そ

の
課
題
と
な
る
言
葉
が
、
こ
の
「
不
回
向
の
行
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
七
祖
の
中
で
、
龍
樹
・
天
親
・
曇
鸞
の
上
三
祖
は
、『
大
経
』
に
依
ら
れ
た
祖
師
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
特
に
道
綽
・
善
導
・
源
空

の
伝
統
は
『
観
経
』
に
依
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
『
観
経
』
に
依
っ
て
お
ら
れ
て
も
、『
大
経
』
の
本
願
の
教
え
は
当
然
伝
承
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
道
綽
・
善
導
・
法
然
の
伝
統
を
よ
く
見
ま
す
と
、
本
願
力
回
向
と
い
う
形
で
は
伝
承
せ
ず
に
、「
増
上
縁
」
と
い
う
言

葉
で
本
願
力
の
は
た
ら
き
を
伝
承
い
た
し
ま
す
。
こ
の
「
増
上
縁
」
と
い
う
言
葉
は
、
曇
鸞
大
師
の
『
浄
土
論
註
』
の
一
番
最
後
に
出
て

き
ま
す
。『
論
註
』
は
、
五
念
門
を
、
礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
回
向
と
実
践
し
て
き
て
、
最
後
に
「
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三

菩
提
」
と
説
か
れ
ま
す
。
衆
生
の
五
念
門
が
成
就
し
て
、
速
に
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
を
得
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
読
め
ま
す
。

『
論
』
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
礼
拝
か
ら
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
回
向
と
五
つ
の
行
を
順
々
に
行
じ
て
き
て
、
よ
う
や
く
涅
槃
を
得
る
、

と
読
め
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
る
仏
教
の
見
方
を
「
漸
教
」
と
い
い
ま
す
。
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
一
番
最
後

の
巻
末
に
き
て
、
曇
鸞
が
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
。「
漸
教
」
の
よ
う
に
見
え
る
仏
道
を
、「
頓
教
」
に
変
え
る
の
で
す
。「
頓
教
」
と

は
、
本
願
力
に
よ
っ
て
横
さ
ま
に
超
え
る
「
横
超
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
力
に
よ
っ
て
段
階
的
に
涅
槃
の
覚
り
に
近
づ
い
て
い
く
と
い

う
「
漸
教
」
の
仏
道
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
『
論
』
を
、
本
願
力
に
よ
っ
て
涅
槃
の
覚
り
を
「
速
得
る
」
と
「
頓
教
」
の
仏
道

に
転
換
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
、
い
わ
ゆ
る
『
論
註
』
の
「
覈
求
其
本
釈
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
そ
こ
に
、「
速
に
阿

耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
問
う
て
、「
五
門
の
行
を
修
し
て
以
て
自
利
利
他
成
就
し
た
ま
え
る
が
故

に
」
と
、
こ
う
言
っ
と
い
て
「
し
か
る
に
、
覈
に
其
の
本
を
求
む
れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
す
る
」
と
出
て
き
ま
す
ね
、
こ
こ
に

「
増
上
縁
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。「
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
す
る
」
の
だ
と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
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こ
で
は
、「
他
利
利
他
の
深
義
」
を
経
て
さ
ら
に
、
衆
生
の
仏
道
の
成
就
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
と
い
う
こ
と
を
、
第
十
八
願
、

第
十
一
願
、
第
二
十
二
願
の
三
願
を
挙
げ
て
証
明
し
ま
す
。
そ
れ
を
「
三
願
的
証
」
と
い
い
ま
す
。
そ
の
「
三
願
的
証
」
の
後
で
す
。

「
こ
れ
を
も
っ
て
他
力
を
推
す
る
に
増
上
縁
と
す
」
る
と
、
こ
こ
に
ま
た
「
増
上
縁
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
。
こ
の
「
増
上
縁
」

と
い
う
言
葉
は
実
は
、『
論
註
』
に
三
度
出
て
き
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
辺
か
ら
、『
観
経
』
の
祖
師
た
ち
は
本
願
力
を
「
増
上
縁
」
と

し
て
継
承
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
道
綽
禅
師
、
善
導
大
師
、
法
然
上
人
の
も
の
を
読
み
ま
す
と
こ
の
「
増
上

縁
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
誰
も
「
本
願
力
回
向
」
と
は
仰
ら
な
い
の
で
す
。
善
導
大
師
に
一
箇
所
く
ら
い
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
ほ
と
ん
ど
「
増
上
縁
」
で
す
。

　
『
観
経
』
は
釈
尊
が
霊
鷲
山
か
ら
人
間
の
方
に
下
り
て
き
て
、
人
間
の
分
別
に
合
わ
せ
て
そ
れ
を
尽
く
さ
せ
る
教
え
で
す
。
で
す
か
ら
、

「
衆
生
と
如
来
」、「
浄
土
と
娑
婆
」、「
宿
業
と
大
悲
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
の
相
対
分
別
に
合
わ
せ
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
「
増
上
縁
」
と
い
う
言
葉
も
そ
の
よ
う
に
了
解
さ
れ
て
、
自
分
の
全
体
を
乗
せ
支
え
て
く
れ
る
大
き
な
仏
の
働
き
と
理
解
さ
れ
ま
す
。

そ
の
限
り
相
対
的
な
外
縁
で
す
。
そ
れ
を
「
乗
彼
願
力
」
と
表
現
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
伝
統
さ
れ
た
本
願
力
を
、
親
鸞
は

『
論
』『
論
註
』
に
よ
り
な
が
ら
、「
本
願
力
回
向
」
に
転
換
し
て
明
恵
を
は
じ
め
と
す
る
常
識
的
な
人
間
の
分
別
を
破
ろ
う
と
す
る
わ
け

で
す
。

　
『
大
経
』
は
『
観
経
』
と
違
っ
て
相
対
分
別
を
破
っ
た
一
如
の
道
理
を
直
接
説
い
て
い
る
経
典
で
す
。「
衆
生
に
起
こ
っ
た
信
心
が
如

来
の
本
願
だ
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
常
識
を
超
え
て
い
ま
す
。
増
上
縁
と
い
う
外
縁
を
表
す
言
葉
で
は
な
く
て
、『
大
経
』
に
よ
る
本

願
力
回
向
と
い
う
言
葉
は
、
信
心
の
内
を
推
究
し
て
我
を
生
か
し
て
い
る
根
源
力
と
し
て
の
如
来
の
本
願
力
を
言
う
の
で
す
。
し
た
が
っ

て
本
願
力
回
向
の
推
究
は
、
信
心
の
内
因
を
問
う
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
分
別
の
理
解
を
越
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
ご
理
解
く
だ

さ
い
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
増
上
縁
を
『
大
経
』『
論
』『
論
註
』
に
よ
っ
て
本
願
力
回
向
に
位
置
づ
け
な
お
す
の
が
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
で
す
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が
、
そ
の
際
の
課
題
が
「
不
回
向
の
行
」
と
い
う
重
要
な
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
、
後
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
す
が
、
三
一
問
答
に
実
は
そ
の
ま

ま
で
て
く
る
言
葉
で
す
か
ら
、
親
鸞
は
三
一
問
答
で
お
そ
ら
く
本
願
力
回
向
の
課
題
を
解
こ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
私
は
勉
強
不
足
で
恥
ず
か
し
い
話
で
す
が
、
法
然
上
人
の
引
文
は
、
こ
の
「
行
巻
」
の
引
文
が
一
つ
だ
と
長
い
間
思
っ
て
き
た
の
で
す
。

確
か
に
そ
う
参
考
書
な
ど
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
思
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
最
近
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ

重
要
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
正
信
偈
」
に
、「
生
死
輪
転
の
家
に
還
来
る
こ
と
は
、
決
す
る
に
疑
情
を
も
っ
て
所
止
と
す
。
速

や
か
に
寂
静
無
為
の
楽
に
入
る
こ
と
は
、
必
ず
信
心
を
も
っ
て
能
入
と
す
、
と
い
え
り
」
と
い
う
偈
で
す
。
こ
れ
は
「
正
信
偈
」
で
す
か

ら
、
語
数
を
統
一
す
る
た
め
に
多
少
の
出
入
り
は
あ
る
の
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
、
法
然
上
人
の
重
要
な
言
葉
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
、『
選
択
集
』
か
ら
の
引
文
に
当
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
法
然
の
『
選
択
集
』
の
中
で
は
、

今
私
が
申
し
上
げ
た
「
正
信
偈
」
の
文
章
は
、
実
に
重
要
な
と
こ
ろ
に
出
て
き
ま
す
。

　
法
然
上
人
あ
る
い
は
善
導
大
師
の
仏
道
の
核
心
は
、『
観
経
』「
三
心
釈
」
の
「
二
種
深
信
」
の
、
特
に
「
機
の
深
信
」
に
あ
り
ま
す
。

善
導
大
師
の
「
三
心
釈
」、
つ
ま
り
「
至
誠
心
」・「
深
心
」・「
回
向
発
願
心
」
と
い
う
、
あ
の
文
章
を
『
選
択
集
』
に
引
用
な
さ
る
の
で

す
が
、
そ
の
時
に
、
所
謂
「
深
心
釈
」
で
す
が
そ
こ
に
、「
次
に
深
心
と
い
う
は
、
謂
く
深
信
の
心
な
り
」
と
、
善
導
大
師
の
言
葉
を
ご

引
用
に
な
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
に
、
深
信
に
「
ま
た
二
種
あ
り
」
と
あ
っ
て
、
一
つ
に
は
「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫

よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
」
と
い
う
機
の
深
信
と
、
二
つ
に
は
、「
か
の
阿
弥
陀
仏
の

四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
い
な
く
慮
り
な
く
か
の
願
力
に
乗
じ
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず
」
と
い
う
法
の
深
信
が
、
出
て

く
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
法
然
上
人
は
、
機
の
深
信
と
法
の
深
信
を
「
当
に
知
る
べ
し
、
生
死
の
家
に
は
疑
い
を
も
っ
て
所
止
と
な

し
、
涅
槃
の
城
に
は
信
を
も
っ
て
能
入
と
な
す
」
と
、
ご
自
身
の
言
葉
に
完
全
に
入
れ
替
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
『
選

択
集
』
の
仏
道
の
重
要
な
核
心
に
な
る
言
葉
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ま
ず
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
先
ほ
ど
私
が
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、『
選
択
集
』
は
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
涅
槃
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が
実
現
す
る
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
と
『
摧
邪
輪
』
は
批
判
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
分
か
る
通
り
二
種
深
信
は
、
信
心
で
す
。
で

す
か
ら
大
涅
槃
を
超
証
す
る
の
は
、
明
恵
が
言
う
よ
う
に
単
純
な
称
名
念
仏
で
は
な
く
て
、
本
願
の
信
心
で
す
。
そ
こ
に
「
涅
槃
の
城
に

は
信
を
以
て
能
入
と
為
す
」
と
、
法
然
上
人
が
は
っ
き
り
書
い
て
い
る
の
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
こ
の
法
然
の
記
述
で
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
私
た
ち
は
「
涅
槃
の
現
成
」
と
か
「
空
の
さ
と
り
」

と
か
い
う
と
、
何
の
こ
と
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
何
か
浄
土
教
と
は
異
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
持
ち
ま
す
。
親
鸞
聖

人
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
な
し
、
こ
と
ば
も
た
え
た
り
」、
こ
う
言
わ
れ
る
と
と
り
つ
く
し
ま
が
な
い
か
ら
、
何

の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
法
然
上
人
は
さ
す
が
で
す
。
信
心
に
涅
槃
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
感
動
を
こ
こ
で
語

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
二
種
深
信
に
涅
槃
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
二
種
深
信
の
信
心
が
涅
槃
に
通
じ
て
い
る
と
、
言
っ

て
も
い
い
。
ま
た
逆
に
涅
槃
は
本
願
の
信
心
と
し
て
実
現
す
る
が
、
そ
の
際
、
機
の
深
信
と
法
の
深
信
を
開
く
、
と
も
理
解
で
き
ま
す
。

と
も
か
く
本
願
の
信
心
は
涅
槃
と
直
接
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
涅
槃
の
は
た
ら
き
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、

『
論
註
』
に
「
真
実
功
徳
相
」
の
解
説
が
あ
り
ま
す
。「
真
実
功
徳
相
」
は
「
真
実
」
と
「
不
実
」
を
包
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
単
純
に
言

う
と
、
機
の
深
信
、
人
間
が
愚
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
的
に
照
ら
し
出
す
は
た
ら
き
、
そ
れ
が
涅
槃
の
現
成
な
の
で
す
。
法
然
は

そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
決
定
的
に
人
間
の
愚
か
さ
を
打
ち
破
っ
て
、
涅
槃
が
現
成
し
て
く
る
、
そ
れ
が
二
種
深
信

で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。『
論
註
』
の
「
真
実
功
徳
相
」
の
釈
、
そ
れ
か
ら
善
導
の
二
種
深
信
、
さ
ら
に

法
然
上
人
の
二
種
深
信
の
了
解
、
そ
う
い
う
も
の
を
よ
く
見
ま
す
と
、
人
間
の
愚
か
さ
を
丸
ご
と
照
ら
し
出
す
真
実
の
働
き
こ
そ
涅
槃
の

現
成
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
そ
う
い
う
意
味
で
「
涅
槃
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　
そ
れ
で
特
に
、「
必
ず
信
心
を
以
て
能
入
と
す
」
と
い
う
文
章
は
も
と
も
と
は
『
大
智
度
論
』
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
。『
大
智
度
論
』

で
は
、
先
ほ
ど
の
明
恵
が
言
う
意
味
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。
菩
薩
道
は
十
信
・
十
住
・
十
行
・
十
回
向
、
十
地
、
等
覚
・
妙
覚
と

い
う
ふ
う
に
、
信
心
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
を
信
じ
る
と
い
う
信
心
が
、
仏
教
の
一
番
初
歩
的
な
出
発
点
な
の
だ
と
、
そ
れ
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が
、
そ
の
際
の
課
題
が
「
不
回
向
の
行
」
と
い
う
重
要
な
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
、
後
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
す
が
、
三
一
問
答
に
実
は
そ
の
ま

ま
で
て
く
る
言
葉
で
す
か
ら
、
親
鸞
は
三
一
問
答
で
お
そ
ら
く
本
願
力
回
向
の
課
題
を
解
こ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
私
は
勉
強
不
足
で
恥
ず
か
し
い
話
で
す
が
、
法
然
上
人
の
引
文
は
、
こ
の
「
行
巻
」
の
引
文
が
一
つ
だ
と
長
い
間
思
っ
て
き
た
の
で
す
。

確
か
に
そ
う
参
考
書
な
ど
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
思
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
最
近
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ

重
要
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
正
信
偈
」
に
、「
生
死
輪
転
の
家
に
還
来
る
こ
と
は
、
決
す
る
に
疑
情
を
も
っ
て
所
止
と
す
。
速

や
か
に
寂
静
無
為
の
楽
に
入
る
こ
と
は
、
必
ず
信
心
を
も
っ
て
能
入
と
す
、
と
い
え
り
」
と
い
う
偈
で
す
。
こ
れ
は
「
正
信
偈
」
で
す
か

ら
、
語
数
を
統
一
す
る
た
め
に
多
少
の
出
入
り
は
あ
る
の
で
す
が
、
よ
く
見
る
と
、
法
然
上
人
の
重
要
な
言
葉
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用

し
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
、『
選
択
集
』
か
ら
の
引
文
に
当
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
法
然
の
『
選
択
集
』
の
中
で
は
、

今
私
が
申
し
上
げ
た
「
正
信
偈
」
の
文
章
は
、
実
に
重
要
な
と
こ
ろ
に
出
て
き
ま
す
。

　
法
然
上
人
あ
る
い
は
善
導
大
師
の
仏
道
の
核
心
は
、『
観
経
』「
三
心
釈
」
の
「
二
種
深
信
」
の
、
特
に
「
機
の
深
信
」
に
あ
り
ま
す
。

善
導
大
師
の
「
三
心
釈
」、
つ
ま
り
「
至
誠
心
」・「
深
心
」・「
回
向
発
願
心
」
と
い
う
、
あ
の
文
章
を
『
選
択
集
』
に
引
用
な
さ
る
の
で

す
が
、
そ
の
時
に
、
所
謂
「
深
心
釈
」
で
す
が
そ
こ
に
、「
次
に
深
心
と
い
う
は
、
謂
く
深
信
の
心
な
り
」
と
、
善
導
大
師
の
言
葉
を
ご

引
用
に
な
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
に
、
深
信
に
「
ま
た
二
種
あ
り
」
と
あ
っ
て
、
一
つ
に
は
「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫

よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
」
と
い
う
機
の
深
信
と
、
二
つ
に
は
、「
か
の
阿
弥
陀
仏
の

四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
い
な
く
慮
り
な
く
か
の
願
力
に
乗
じ
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず
」
と
い
う
法
の
深
信
が
、
出
て

く
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
法
然
上
人
は
、
機
の
深
信
と
法
の
深
信
を
「
当
に
知
る
べ
し
、
生
死
の
家
に
は
疑
い
を
も
っ
て
所
止
と
な

し
、
涅
槃
の
城
に
は
信
を
も
っ
て
能
入
と
な
す
」
と
、
ご
自
身
の
言
葉
に
完
全
に
入
れ
替
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
『
選

択
集
』
の
仏
道
の
重
要
な
核
心
に
な
る
言
葉
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ま
ず
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
先
ほ
ど
私
が
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、『
選
択
集
』
は
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
涅
槃
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が
実
現
す
る
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る
と
『
摧
邪
輪
』
は
批
判
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
分
か
る
通
り
二
種
深
信
は
、
信
心
で
す
。
で

す
か
ら
大
涅
槃
を
超
証
す
る
の
は
、
明
恵
が
言
う
よ
う
に
単
純
な
称
名
念
仏
で
は
な
く
て
、
本
願
の
信
心
で
す
。
そ
こ
に
「
涅
槃
の
城
に

は
信
を
以
て
能
入
と
為
す
」
と
、
法
然
上
人
が
は
っ
き
り
書
い
て
い
る
の
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
こ
の
法
然
の
記
述
で
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
私
た
ち
は
「
涅
槃
の
現
成
」
と
か
「
空
の
さ
と
り
」

と
か
い
う
と
、
何
の
こ
と
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
何
か
浄
土
教
と
は
異
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
持
ち
ま
す
。
親
鸞
聖

人
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
な
し
、
こ
と
ば
も
た
え
た
り
」、
こ
う
言
わ
れ
る
と
と
り
つ
く
し
ま
が
な
い
か
ら
、
何

の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
法
然
上
人
は
さ
す
が
で
す
。
信
心
に
涅
槃
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
感
動
を
こ
こ
で
語

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
二
種
深
信
に
涅
槃
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
二
種
深
信
の
信
心
が
涅
槃
に
通
じ
て
い
る
と
、
言
っ

て
も
い
い
。
ま
た
逆
に
涅
槃
は
本
願
の
信
心
と
し
て
実
現
す
る
が
、
そ
の
際
、
機
の
深
信
と
法
の
深
信
を
開
く
、
と
も
理
解
で
き
ま
す
。

と
も
か
く
本
願
の
信
心
は
涅
槃
と
直
接
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
涅
槃
の
は
た
ら
き
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、

『
論
註
』
に
「
真
実
功
徳
相
」
の
解
説
が
あ
り
ま
す
。「
真
実
功
徳
相
」
は
「
真
実
」
と
「
不
実
」
を
包
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
単
純
に
言

う
と
、
機
の
深
信
、
人
間
が
愚
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
的
に
照
ら
し
出
す
は
た
ら
き
、
そ
れ
が
涅
槃
の
現
成
な
の
で
す
。
法
然
は

そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
決
定
的
に
人
間
の
愚
か
さ
を
打
ち
破
っ
て
、
涅
槃
が
現
成
し
て
く
る
、
そ
れ
が
二
種
深
信

で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。『
論
註
』
の
「
真
実
功
徳
相
」
の
釈
、
そ
れ
か
ら
善
導
の
二
種
深
信
、
さ
ら
に

法
然
上
人
の
二
種
深
信
の
了
解
、
そ
う
い
う
も
の
を
よ
く
見
ま
す
と
、
人
間
の
愚
か
さ
を
丸
ご
と
照
ら
し
出
す
真
実
の
働
き
こ
そ
涅
槃
の

現
成
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
は
そ
う
い
う
意
味
で
「
涅
槃
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　
そ
れ
で
特
に
、「
必
ず
信
心
を
以
て
能
入
と
す
」
と
い
う
文
章
は
も
と
も
と
は
『
大
智
度
論
』
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
。『
大
智
度
論
』

で
は
、
先
ほ
ど
の
明
恵
が
言
う
意
味
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。
菩
薩
道
は
十
信
・
十
住
・
十
行
・
十
回
向
、
十
地
、
等
覚
・
妙
覚
と

い
う
ふ
う
に
、
信
心
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
を
信
じ
る
と
い
う
信
心
が
、
仏
教
の
一
番
初
歩
的
な
出
発
点
な
の
だ
と
、
そ
れ
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が
や
が
て
鍛
え
ら
れ
て
、
仏
の
覚
り
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
信
心
は
、
大
乗
仏
教
の
大
前
提
な
の
だ
と
い
う
意
味
で

使
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
当
た
り
前
で
し
ょ
う
。
信
心
が
な
か
っ
た
ら
出
家
も
し
ま
せ
ん
。
信
心
が
な
か
っ
た
ら
お
釈
迦
様
の
教
え
も
聞
き

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
信
心
は
、
大
乗
仏
教
の
最
も
基
本
的
な
一
番
の
大
前
提
な
の
だ
と
い
う
意
味
で
、『
大
智
度
論
』
で
は
使
わ
れ
る
わ
け

で
す
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
言
葉
を
、
曇
鸞
は
『
論
註
』
の
最
後
に
引
用
し
、
意
味
を
転
換
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。『
論
註
』
の
「
三
願
的
証
」
の

後
に
、「
自
力
・
他
力
釈
」
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
の
後
に
「
無
量
寿
修
多
羅
の
章
句
、
こ
れ
に
よ
っ
て
義
を
解
し
竟
り
ぬ
」
と
出

て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ま
で
で
『
浄
土
論
』
の
註
釈
が
終
わ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
す
ぐ
に
「
経
の
始
に
如
是
と
称
す
る
は
、
信
を
彰

は
し
て
能
入
と
す
る
」
と
い
う
文
章
を
引
か
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
は
、
こ
の
「
経
の
始
に
如
是
と
称
す
る
は
、
信
を
も
っ
て
能
入

と
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
、『
大
智
度
論
』
が
言
っ
て
い
る
よ
う
な
、
仏
教
の
前
提
の
信
心
で
は
な
く
て
、
同
じ
文
章
を
持
っ
て
き
て
も

ま
っ
た
く
意
味
を
換
え
て
い
ま
す
。
曇
鸞
は
『
論
註
』
で
は
他
力
の
信
心
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
『
大
智
度
論
』
の
言

葉
を
、
曇
鸞
大
師
は
換
骨
奪
胎
し
て
、
他
力
の
信
心
と
い
う
意
味
に
か
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
の
重
要
な
転
換
点
が
こ
の
「
経
の
始
に

如
是
と
称
す
る
は
、
信
を
も
っ
て
能
入
と
す
る
」
と
い
う
文
章
で
す
。

　
そ
れ
を
、
法
然
が
、
先
ほ
ど
の
二
種
深
信
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、「
信
を
も
っ
て
能
入
と
す
る
」
と
い

う
言
葉
は
『
大
智
度
論
』
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
『
大
智
度
論
』、『
論
註
』、
法
然
、
親
鸞
と
継
承
さ
れ
て
い
く
言
葉
で
す
ね
。
そ
し
て

『
論
註
』
の
と
こ
ろ
で
大
き
く
自
力
か
ら
他
力
に
転
換
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
で
す
。
そ
れ
を
、
法
然
上
人

は
二
種
深
信
の
と
こ
ろ
に
、「
信
を
彰
は
し
て
能
入
と
す
る
」
と
も
っ
て
こ
ら
れ
る
の
で
す
。
法
然
は
優
れ
た
方
で
す
。
さ
す
が
だ
と
敬

服
致
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
う
け
て
、
そ
の
言
葉
を
、
親
鸞
聖
人
は
「
正
信
偈
」
で
偈
わ
れ
る
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、『
選
択
集
』
か
ら
親
鸞
聖
人
が
継
承
し
た
課
題
は
二
つ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
、「
不
回
向
」
と
い
う
こ
と
。
も
う

一
つ
は
、
信
心
に
涅
槃
が
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
点
を
、『
教
行
信
証
』
で
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
が
、

59

親
鸞
に
は
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
は
私
が
申
し
上
げ
る
と
言
う
よ
り
も
、『
尊
号
真
像
銘
文
』
を
開
き
ま
す
と
、
法
然
上
人
の
と
こ
ろ
に
は
、「
比
叡
山
延
暦
寺
宝
幢

院
黒
谷
源
空
聖
人
の
真
像
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
、
不
回
向
を
あ
ら
わ
す
「
総
結
三
選
の
文
」
と
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
「
生
死
の

家
に
は
疑
い
を
も
っ
て
所
止
と
な
し
、
涅
槃
の
城
に
は
信
を
も
っ
て
能
入
と
す
」
と
、
こ
の
二
つ
の
文
章
が
掲
げ
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら

こ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
こ
の
二
つ
の
文
章
で
『
選
択
集
』
の
課
題
を
引
き
受
け
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
実
は
、
こ
の
二
つ
が
、「
三
一
問
答
」
に
出
て
き
ま
す
。
三
一
問
答
は
、「
問
う
。
如
来
の
本
願
、
す
で
に
至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
誓
い

を
発
し
た
ま
え
り
」、
第
十
八
願
に
は
、「
至
心
に
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
、
如
来
の
願
心
が
誓
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
な
の
に
、「
何
を
も
っ
て
の
故
に
論
主
「
一
心
」
と
言
う
や
」
と
、
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
そ
の
本
願
に
応
え
た
世
親
は
、「
世
尊
我
一
心
　

帰
命
尽
十
方
　
無
碍
光
如
来
　
願
生
安
楽
国
」
と
「
一
心
」
で
応
え
た
の
か
、
こ
う
い
う
問
い
な
の
で
す
。
そ
の
問
い
に
答
え
て
、「
答

う
。
愚
鈍
の
衆
生
、
解
了
易
か
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、
弥
陀
如
来
、
三
心
を
発
し
た
ま
う
と
い
え
ど
も
、
涅
槃
の
真
因
は
た
だ
信
心
を
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

っ
て
す

0

0

0

」
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
重
要
な
言
葉
が
出
て
き
ま
す
ね
。
本
願
の
「
至
心
に
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と

い
う
こ
の
願
心
は
、
衆
生
の
方
に
届
い
た
時
に
は
、「
世
尊
我
一
心
」
と
い
う
信
心
と
し
て
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
世
親
は
そ
う
い
う

本
願
成
就
の
「
一
心
」
を
表
明
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
信
心
に
、
涅
槃
が
開
か
れ
る
か
ら
だ
と
、
こ
う
い
う
言
葉

で
三
一
問
答
は
始
ま
り
ま
す
。
よ
く
ご
承
知
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
三
一
問
答
は
、
本
願
の
名
号
に
帰
し
た
信
心
に
つ
い
て
推
究
し

て
い
る
思
索
で
す
。
で
す
か
ら
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
本
願
の
名
号
に
帰
す
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
、

今
申
し
上
げ
た
、
名
号
に
帰
し
た
信
心
に
涅
槃
の
は
た
ら
き
が
本
願
の
道
理
と
し
て
自
然
に
、
衆
生
の
方
に
沸
き
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ

は
何
故
か
を
、
信
心
の
内
に
問
う
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
先
の
外
縁
と
し
て
の
増
上
縁
と
は
少
し
違
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
三
一
問
答
の
「
至
心
釈
」
は
、
人
間
の
中
に
は
ど
こ
に
も
真
実
な
ど
な
い
。
涅
槃
の
働
き
が
名
号
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
、
虚
仮
不
実

の
私
自
身
を
照
ら
し
出
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
願
の
名
号
が
、
わ
れ
わ
れ
に
真
実
を
恵
ん
で
く
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
愚
か
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が
や
が
て
鍛
え
ら
れ
て
、
仏
の
覚
り
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
信
心
は
、
大
乗
仏
教
の
大
前
提
な
の
だ
と
い
う
意
味
で

使
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
当
た
り
前
で
し
ょ
う
。
信
心
が
な
か
っ
た
ら
出
家
も
し
ま
せ
ん
。
信
心
が
な
か
っ
た
ら
お
釈
迦
様
の
教
え
も
聞
き

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
信
心
は
、
大
乗
仏
教
の
最
も
基
本
的
な
一
番
の
大
前
提
な
の
だ
と
い
う
意
味
で
、『
大
智
度
論
』
で
は
使
わ
れ
る
わ
け

で
す
。

　
と
こ
ろ
が
そ
の
言
葉
を
、
曇
鸞
は
『
論
註
』
の
最
後
に
引
用
し
、
意
味
を
転
換
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。『
論
註
』
の
「
三
願
的
証
」
の

後
に
、「
自
力
・
他
力
釈
」
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
の
後
に
「
無
量
寿
修
多
羅
の
章
句
、
こ
れ
に
よ
っ
て
義
を
解
し
竟
り
ぬ
」
と
出

て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ま
で
で
『
浄
土
論
』
の
註
釈
が
終
わ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
す
ぐ
に
「
経
の
始
に
如
是
と
称
す
る
は
、
信
を
彰

は
し
て
能
入
と
す
る
」
と
い
う
文
章
を
引
か
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
は
、
こ
の
「
経
の
始
に
如
是
と
称
す
る
は
、
信
を
も
っ
て
能
入

と
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
、『
大
智
度
論
』
が
言
っ
て
い
る
よ
う
な
、
仏
教
の
前
提
の
信
心
で
は
な
く
て
、
同
じ
文
章
を
持
っ
て
き
て
も

ま
っ
た
く
意
味
を
換
え
て
い
ま
す
。
曇
鸞
は
『
論
註
』
で
は
他
力
の
信
心
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
『
大
智
度
論
』
の
言

葉
を
、
曇
鸞
大
師
は
換
骨
奪
胎
し
て
、
他
力
の
信
心
と
い
う
意
味
に
か
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
の
重
要
な
転
換
点
が
こ
の
「
経
の
始
に

如
是
と
称
す
る
は
、
信
を
も
っ
て
能
入
と
す
る
」
と
い
う
文
章
で
す
。

　
そ
れ
を
、
法
然
が
、
先
ほ
ど
の
二
種
深
信
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、「
信
を
も
っ
て
能
入
と
す
る
」
と
い

う
言
葉
は
『
大
智
度
論
』
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
『
大
智
度
論
』、『
論
註
』、
法
然
、
親
鸞
と
継
承
さ
れ
て
い
く
言
葉
で
す
ね
。
そ
し
て

『
論
註
』
の
と
こ
ろ
で
大
き
く
自
力
か
ら
他
力
に
転
換
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
で
す
。
そ
れ
を
、
法
然
上
人

は
二
種
深
信
の
と
こ
ろ
に
、「
信
を
彰
は
し
て
能
入
と
す
る
」
と
も
っ
て
こ
ら
れ
る
の
で
す
。
法
然
は
優
れ
た
方
で
す
。
さ
す
が
だ
と
敬

服
致
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
う
け
て
、
そ
の
言
葉
を
、
親
鸞
聖
人
は
「
正
信
偈
」
で
偈
わ
れ
る
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、『
選
択
集
』
か
ら
親
鸞
聖
人
が
継
承
し
た
課
題
は
二
つ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
、「
不
回
向
」
と
い
う
こ
と
。
も
う

一
つ
は
、
信
心
に
涅
槃
が
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
点
を
、『
教
行
信
証
』
で
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
が
、
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親
鸞
に
は
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
は
私
が
申
し
上
げ
る
と
言
う
よ
り
も
、『
尊
号
真
像
銘
文
』
を
開
き
ま
す
と
、
法
然
上
人
の
と
こ
ろ
に
は
、「
比
叡
山
延
暦
寺
宝
幢

院
黒
谷
源
空
聖
人
の
真
像
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
、
不
回
向
を
あ
ら
わ
す
「
総
結
三
選
の
文
」
と
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
「
生
死
の

家
に
は
疑
い
を
も
っ
て
所
止
と
な
し
、
涅
槃
の
城
に
は
信
を
も
っ
て
能
入
と
す
」
と
、
こ
の
二
つ
の
文
章
が
掲
げ
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら

こ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
こ
の
二
つ
の
文
章
で
『
選
択
集
』
の
課
題
を
引
き
受
け
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
実
は
、
こ
の
二
つ
が
、「
三
一
問
答
」
に
出
て
き
ま
す
。
三
一
問
答
は
、「
問
う
。
如
来
の
本
願
、
す
で
に
至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
誓
い

を
発
し
た
ま
え
り
」、
第
十
八
願
に
は
、「
至
心
に
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
、
如
来
の
願
心
が
誓
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
な
の
に
、「
何
を
も
っ
て
の
故
に
論
主
「
一
心
」
と
言
う
や
」
と
、
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
そ
の
本
願
に
応
え
た
世
親
は
、「
世
尊
我
一
心
　

帰
命
尽
十
方
　
無
碍
光
如
来
　
願
生
安
楽
国
」
と
「
一
心
」
で
応
え
た
の
か
、
こ
う
い
う
問
い
な
の
で
す
。
そ
の
問
い
に
答
え
て
、「
答

う
。
愚
鈍
の
衆
生
、
解
了
易
か
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、
弥
陀
如
来
、
三
心
を
発
し
た
ま
う
と
い
え
ど
も
、
涅
槃
の
真
因
は
た
だ
信
心
を
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

っ
て
す

0

0

0

」
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
重
要
な
言
葉
が
出
て
き
ま
す
ね
。
本
願
の
「
至
心
に
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と

い
う
こ
の
願
心
は
、
衆
生
の
方
に
届
い
た
時
に
は
、「
世
尊
我
一
心
」
と
い
う
信
心
と
し
て
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
世
親
は
そ
う
い
う

本
願
成
就
の
「
一
心
」
を
表
明
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
信
心
に
、
涅
槃
が
開
か
れ
る
か
ら
だ
と
、
こ
う
い
う
言
葉

で
三
一
問
答
は
始
ま
り
ま
す
。
よ
く
ご
承
知
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
三
一
問
答
は
、
本
願
の
名
号
に
帰
し
た
信
心
に
つ
い
て
推
究
し

て
い
る
思
索
で
す
。
で
す
か
ら
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
本
願
の
名
号
に
帰
す
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
、

今
申
し
上
げ
た
、
名
号
に
帰
し
た
信
心
に
涅
槃
の
は
た
ら
き
が
本
願
の
道
理
と
し
て
自
然
に
、
衆
生
の
方
に
沸
き
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ

は
何
故
か
を
、
信
心
の
内
に
問
う
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
先
の
外
縁
と
し
て
の
増
上
縁
と
は
少
し
違
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
三
一
問
答
の
「
至
心
釈
」
は
、
人
間
の
中
に
は
ど
こ
に
も
真
実
な
ど
な
い
。
涅
槃
の
働
き
が
名
号
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
、
虚
仮
不
実

の
私
自
身
を
照
ら
し
出
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
願
の
名
号
が
、
わ
れ
わ
れ
に
真
実
を
恵
ん
で
く
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
愚
か



60

さ
を
照
ら
し
出
す
。
そ
う
い
う
感
動
が
な
ぜ
、
本
願
の
名
号
に
帰
し
た
と
こ
ろ
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
本
願
の
道
理
を

信
心
の
中
に
問
う
て
い
る
の
で
す
。
要
す
る
に
一
言
で
い
え
ば
、
本
願
の
名
号
に
帰
し
た
信
心
に
、
な
ぜ
涅
槃
の
は
た
ら
き
が
働
き
出
て

い
る
の
で
あ
る
か
、
そ
の
不
思
議
さ
を
信
心
の
内
に
問
う
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
解
説
書
を
読
む
と
、
三
心
が
一
心
だ
と
か
、
一

が
三
、
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
解
説
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
教
理
学
の
関
心
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
念
仏
に
帰
し
た
時
に
、
救
わ
れ

た
と
い
う
感
動
の
道
理
を
本
願
に
直
接
問
う
て
い
る
の
で
す
。

　
そ
の
感
動
を
、
親
鸞
は
明
確
に
記
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。「
行
巻
」
の
「
大
行
釈
」
に
、「
謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ

り
、
大
信
あ
り
」
と
ま
ず
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。「
行
巻
」
で
す
か
ら
、「
大
信
」
を
言
う
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
が
、「
大

行
あ
り
、
大
信
あ
り
」
と
始
ま
り
ま
す
。「
大
信
」
と
い
う
信
心
こ
そ
が
如
来
の
は
た
ら
き
で
あ
る
行
を
受
け
と
る
心
で
す
か
ら
、「
行

巻
」
に
も
「
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
」
と
明
確
に
記
す
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
行
・
信
が
、
念
仏
に
帰
し
た
親
鸞
聖
人
の
立
脚

地
な
の
で
す
。
こ
れ
が
観
念
論
や
教
理
学
で
は
な
く
て
、
実
験
の
仏
道
と
し
て
大
切
な
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
の
立
脚
地
が
行
・
信
と
し
て
確
か
め
ら
れ
た
後
に
「
大
行
と
は
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
、
大
行

が
定
義
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、「
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
」、
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
「
大
行
釈
」
で
す
ね
。
大
行
の
親
鸞
独
特
の
領
解
な
の
で
す
。
大
行
に
は
「
諸
仏

称
名
の
願
」
が
、
標
挙
に
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、「
選
択
本
願
の
行
」、
こ
の
標
挙
が
法
然
か
ら
伝
統
さ
れ
た
念
仏
の
行
だ
と

い
う
意
味
で
す
。
さ
ら
に
「
浄
土
真
実
の
行
」
と
い
う
言
葉
が
も
う
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
「
浄
土
真
実
の
行
」
が
、
親
鸞
独
特
の
大

行
の
了
解
な
の
で
す
。
浄
土
の
真
実
功
徳
を
開
く
行
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
浄
土
の
真
実
功
徳
で
あ
る
涅
槃
を
開
く
行
、
そ
れ
が
大
行
な

の
で
す
。
だ
か
ら
大
行
と
は
「
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
」、
こ
う
い
う
親
鸞
独
特
の

行
の
了
解
を
い
た
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
念
仏
に
帰
し
た
信
心
に
涅
槃
が
実
現
し
て
い
る
感
動
、
凡
夫
の
ま
ま
で
な
ぜ
涅
槃
の
は
た
ら
き

が
実
現
す
る
の
か
、
そ
の
感
動
を
信
心
の
内
に
推
究
し
て
い
く
、
こ
れ
が
三
一
問
答
で
す
。
で
す
か
ら
三
一
問
答
の
最
初
に
、「
涅
槃
の
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真
因
は
た
だ
信
心
を
も
っ
て
す
」
と
い
う
大
切
な
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
こ
の
字
訓
釈
に
、
本
願
の
三
心
と
わ
れ
わ
れ
の
一
心
は
、
如
来
の
本
願
と
衆
生
の
信
心
と
位
相
は
違
う
け
れ
ど
も
、
願
力
の
回

向
に
よ
っ
て
、
本
願
の
方
が
一
心
と
し
て
成
就
し
て
く
れ
て
い
る
。
本
願
の
三
心
と
衆
生
の
一
心
と
は
、
位
相
は
違
っ
て
も
同
質
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
尋
ね
当
て
て
い
き
ま
す
。
そ
の
根
拠
は
、
本
願
の
三
心
で
あ
る
至
心
、
信
楽
、
欲
生
は
疑
蓋
無
雑
と
い
う
言
葉
、
つ
ま
り

真
実
で
一
貫
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
信
楽
に
凝
集
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
こ
ち
ら
か
ら
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
信
心
は
、
人
間
が
愚

か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
こ
ま
で
も
見
抜
い
て
や
ま
な
い
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
名
号
に
帰
す
る
と
い
う
信
心
な
の
で
す
。
こ
の
字

訓
釈
で
は
、
如
来
の
三
心
も
衆
生
の
一
心
も
、
如
来
の
真
実
に
貫
徹
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
て
如
来
の
真
実
が
わ
れ
わ
れ
の
信
心
と
し
て
実
現
す
る
の
か
、
そ
の
回
向
の
道
理
を
推
究
し
よ
う
と
す
る
の
が
、

次
の
「
仏
意
釈
」
に
な
り
ま
す
。
本
願
が
自
力
無
効
の
目
覚
め
と
即
一
に
信
心
と
し
て
成
就
し
た
、
こ
れ
は
分
か
る
。
だ
け
ど
、
ど
う
し

て
そ
う
な
る
の
か
、
そ
の
本
願
の
道
理
を
「
仏
意
釈
」
の
と
こ
ろ
で
問
お
う
と
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
三
一
問
答
は
、
親
鸞
聖
人
の
本

願
に
帰
す
る
と
い
う
感
動
で
す
。
で
す
か
ら
第
十
八
の
本
願
の
成
就
文
に
立
っ
て
推
究
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
本
願
の
成
就
文
を
、
仏
意
釈
の
と
こ
ろ
で
二
つ
に
わ
け
る
で
し
ょ
う
。「
あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
い
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、

乃
至
一
念
せ
ん
」、
そ
れ
が
前
半
で
す
。
そ
こ
は
至
心
・
信
楽
の
成
就
で
す
。「
至
心
釈
」
に
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
」
と
、
人
間
の
ど
こ
を
見
て
も
、

真
実
な
ど
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
、「
こ
こ
を
も
っ
て
」
と
う
け
て
「
如
来
、
一
切
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
憫
し
て
」
と
、
真
実
心
を
も
っ
て

本
願
を
建
て
た
も
う
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。
真
実
と
不
実
と
の
対
応
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
、「
信
楽
釈
」
に
な
る
と
今
度
は
、
対

応
を
超
え
て
し
ま
っ
て
、
如
来
の
大
悲
に
よ
っ
て
法
蔵
菩
薩
が
一
切
苦
悩
の
群
生
海
に
身
を
捨
て
て
、
わ
れ
わ
れ
と
一
つ
に
な
っ
て
、
信

心
と
し
て
名
乗
り
出
て
く
れ
た
と
い
う
如
来
の
大
悲
が
推
究
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
本
願
の
成
就
文
に
立

っ
て
、
信
楽
の
一
心
と
し
て
、
如
来
真
実
の
大
悲
が
実
現
し
て
く
る
、
こ
う
い
う
こ
と
が
「
至
心
・
信
楽
釈
」
の
と
こ
ろ
で
言
わ
れ
て
く
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さ
を
照
ら
し
出
す
。
そ
う
い
う
感
動
が
な
ぜ
、
本
願
の
名
号
に
帰
し
た
と
こ
ろ
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
本
願
の
道
理
を

信
心
の
中
に
問
う
て
い
る
の
で
す
。
要
す
る
に
一
言
で
い
え
ば
、
本
願
の
名
号
に
帰
し
た
信
心
に
、
な
ぜ
涅
槃
の
は
た
ら
き
が
働
き
出
て

い
る
の
で
あ
る
か
、
そ
の
不
思
議
さ
を
信
心
の
内
に
問
う
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
解
説
書
を
読
む
と
、
三
心
が
一
心
だ
と
か
、
一

が
三
、
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
解
説
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
教
理
学
の
関
心
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
念
仏
に
帰
し
た
時
に
、
救
わ
れ

た
と
い
う
感
動
の
道
理
を
本
願
に
直
接
問
う
て
い
る
の
で
す
。

　
そ
の
感
動
を
、
親
鸞
は
明
確
に
記
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。「
行
巻
」
の
「
大
行
釈
」
に
、「
謹
ん
で
往
相
の
回
向
を
案
ず
る
に
、
大
行
あ

り
、
大
信
あ
り
」
と
ま
ず
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。「
行
巻
」
で
す
か
ら
、「
大
信
」
を
言
う
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
が
、「
大

行
あ
り
、
大
信
あ
り
」
と
始
ま
り
ま
す
。「
大
信
」
と
い
う
信
心
こ
そ
が
如
来
の
は
た
ら
き
で
あ
る
行
を
受
け
と
る
心
で
す
か
ら
、「
行

巻
」
に
も
「
大
行
あ
り
、
大
信
あ
り
」
と
明
確
に
記
す
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
行
・
信
が
、
念
仏
に
帰
し
た
親
鸞
聖
人
の
立
脚

地
な
の
で
す
。
こ
れ
が
観
念
論
や
教
理
学
で
は
な
く
て
、
実
験
の
仏
道
と
し
て
大
切
な
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
の
立
脚
地
が
行
・
信
と
し
て
確
か
め
ら
れ
た
後
に
「
大
行
と
は
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
、
大
行

が
定
義
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、「
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
」、
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
「
大
行
釈
」
で
す
ね
。
大
行
の
親
鸞
独
特
の
領
解
な
の
で
す
。
大
行
に
は
「
諸
仏

称
名
の
願
」
が
、
標
挙
に
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、「
選
択
本
願
の
行
」、
こ
の
標
挙
が
法
然
か
ら
伝
統
さ
れ
た
念
仏
の
行
だ
と

い
う
意
味
で
す
。
さ
ら
に
「
浄
土
真
実
の
行
」
と
い
う
言
葉
が
も
う
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
「
浄
土
真
実
の
行
」
が
、
親
鸞
独
特
の
大

行
の
了
解
な
の
で
す
。
浄
土
の
真
実
功
徳
を
開
く
行
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
浄
土
の
真
実
功
徳
で
あ
る
涅
槃
を
開
く
行
、
そ
れ
が
大
行
な

の
で
す
。
だ
か
ら
大
行
と
は
「
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
」、
こ
う
い
う
親
鸞
独
特
の

行
の
了
解
を
い
た
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
念
仏
に
帰
し
た
信
心
に
涅
槃
が
実
現
し
て
い
る
感
動
、
凡
夫
の
ま
ま
で
な
ぜ
涅
槃
の
は
た
ら
き

が
実
現
す
る
の
か
、
そ
の
感
動
を
信
心
の
内
に
推
究
し
て
い
く
、
こ
れ
が
三
一
問
答
で
す
。
で
す
か
ら
三
一
問
答
の
最
初
に
、「
涅
槃
の
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真
因
は
た
だ
信
心
を
も
っ
て
す
」
と
い
う
大
切
な
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
こ
の
字
訓
釈
に
、
本
願
の
三
心
と
わ
れ
わ
れ
の
一
心
は
、
如
来
の
本
願
と
衆
生
の
信
心
と
位
相
は
違
う
け
れ
ど
も
、
願
力
の
回

向
に
よ
っ
て
、
本
願
の
方
が
一
心
と
し
て
成
就
し
て
く
れ
て
い
る
。
本
願
の
三
心
と
衆
生
の
一
心
と
は
、
位
相
は
違
っ
て
も
同
質
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
尋
ね
当
て
て
い
き
ま
す
。
そ
の
根
拠
は
、
本
願
の
三
心
で
あ
る
至
心
、
信
楽
、
欲
生
は
疑
蓋
無
雑
と
い
う
言
葉
、
つ
ま
り

真
実
で
一
貫
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
信
楽
に
凝
集
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
こ
ち
ら
か
ら
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
信
心
は
、
人
間
が
愚

か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
こ
ま
で
も
見
抜
い
て
や
ま
な
い
真
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
名
号
に
帰
す
る
と
い
う
信
心
な
の
で
す
。
こ
の
字

訓
釈
で
は
、
如
来
の
三
心
も
衆
生
の
一
心
も
、
如
来
の
真
実
に
貫
徹
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
て
如
来
の
真
実
が
わ
れ
わ
れ
の
信
心
と
し
て
実
現
す
る
の
か
、
そ
の
回
向
の
道
理
を
推
究
し
よ
う
と
す
る
の
が
、

次
の
「
仏
意
釈
」
に
な
り
ま
す
。
本
願
が
自
力
無
効
の
目
覚
め
と
即
一
に
信
心
と
し
て
成
就
し
た
、
こ
れ
は
分
か
る
。
だ
け
ど
、
ど
う
し

て
そ
う
な
る
の
か
、
そ
の
本
願
の
道
理
を
「
仏
意
釈
」
の
と
こ
ろ
で
問
お
う
と
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
三
一
問
答
は
、
親
鸞
聖
人
の
本

願
に
帰
す
る
と
い
う
感
動
で
す
。
で
す
か
ら
第
十
八
の
本
願
の
成
就
文
に
立
っ
て
推
究
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
本
願
の
成
就
文
を
、
仏
意
釈
の
と
こ
ろ
で
二
つ
に
わ
け
る
で
し
ょ
う
。「
あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
い
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、

乃
至
一
念
せ
ん
」、
そ
れ
が
前
半
で
す
。
そ
こ
は
至
心
・
信
楽
の
成
就
で
す
。「
至
心
釈
」
に
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
」
と
、
人
間
の
ど
こ
を
見
て
も
、

真
実
な
ど
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
、「
こ
こ
を
も
っ
て
」
と
う
け
て
「
如
来
、
一
切
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
憫
し
て
」
と
、
真
実
心
を
も
っ
て

本
願
を
建
て
た
も
う
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。
真
実
と
不
実
と
の
対
応
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
、「
信
楽
釈
」
に
な
る
と
今
度
は
、
対

応
を
超
え
て
し
ま
っ
て
、
如
来
の
大
悲
に
よ
っ
て
法
蔵
菩
薩
が
一
切
苦
悩
の
群
生
海
に
身
を
捨
て
て
、
わ
れ
わ
れ
と
一
つ
に
な
っ
て
、
信

心
と
し
て
名
乗
り
出
て
く
れ
た
と
い
う
如
来
の
大
悲
が
推
究
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
本
願
の
成
就
文
に
立

っ
て
、
信
楽
の
一
心
と
し
て
、
如
来
真
実
の
大
悲
が
実
現
し
て
く
る
、
こ
う
い
う
こ
と
が
「
至
心
・
信
楽
釈
」
の
と
こ
ろ
で
言
わ
れ
て
く
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る
の
で
す
。
そ
の
、「
至
心
・
信
楽
釈
」
の
一
番
最
後
の
と
こ
ろ
に
、
も
う
一
度
、
先
ほ
ど
の
、「
ま
た
言
わ
く
、
経
の
始
め
に
「
如
是
」

と
称
す
る
こ
と
は
、
信
を
彰
し
て
能
入
と
す
」
と
い
う
重
要
な
言
葉
が
、
掲
げ
ら
れ
ま
す
。

　
今
日
は
時
間
も
な
い
の
で
、
詳
し
く
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
の
同
じ
文
章
が
化
身
土
巻
に
も
引
用
さ
れ
ま
す
。
三
経
一
異

の
問
答
が
一
応
終
わ
っ
て
、『
大
経
』・『
観
経
』・『
阿
弥
陀
経
』
の
三
部
経
は
、
表
向
き
（
顕
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
内
容
的
に
異
な
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
釈
尊
の
大
悲
と
し
て
の
彰
穏
密
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、『
大
経
』
の
他
力
の
一
心
に
導
く
た
め
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
、
そ
の
結
釈
に
先
の
重
要
な
文
章
が
引
文
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
は
第
二
十
・
植
諸
徳
本
の
願
の
意
味
を
尋
ね
て
、
三
願
転

入
の
文
に
展
開
し
て
い
く
の
で
す
。
教
理
学
的
に
考
え
れ
ば
、
信
巻
と
化
身
土
巻
と
は
遠
く
離
れ
て
い
て
、
ま
る
で
別
の
こ
と
を
言
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
き
た
信
心
が
こ
の
世
を
実
際
に
生
き
て
い
く
時
は
、
必
ず
信
巻
の
三

一
問
答
で
分
か
る
よ
う
に
、
一
方
で
は
真
諦
（
涅
槃
）
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
他
方
で
は
、
信
心
が
娑
婆
を
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
て
生
き
ら
れ
て
い
く
か
と
い
う
、
俗
諦
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
す
。
つ
ま
り
己
証
と
し
て
実
現
さ
れ
た
信
心
の
二
面
性
が
、

真
諦
と
俗
諦
と
い
う
紙
の
裏
表
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
す
。
だ
か
ら
信
巻
と
化
身
土
巻
と
は
生
き
た
信
心
の
二
面
性
で
あ
る
。
親
鸞

は
そ
れ
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
先
の
同
じ
文
を
両
巻
に
引
文
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
事
は
生
き
た
信
心
の
伝
統
で
あ
る
清
沢

満
之
・
曽
我
量
深
を
よ
く
読
ん
で
教
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
さ
っ
き
申
し
上
げ
ま
し
た
法
然
上
人
の
、
二
種
深
信
の
了
解
で
す
ね
、「
信
を
も
っ
て
能
入
と
す
る
」
と
い
う
、
あ
の
信

心
の
了
解
が
本
願
の
成
就
文
で
言
え
ば
前
半
の
と
こ
ろ
に
当
た
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
「
経
の
始
め
に
「
如
是
」
と
称
す
る
こ
と
は
、

信
を
彰
し
て
能
入
と
す
」
と
、
他
力
の
信
心
に
は
涅
槃
が
開
か
れ
る
と
示
唆
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
至
心
・
信
楽
釈
」
が
終
わ
っ
て
い
く

の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
次
に
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
本
願
の
至
心
・
信
楽
が
一
心
と
し
て
実
現
し
、
凡
夫
の
ま
ま
に
涅
槃
が
開
か
れ
る
の

か
、
そ
の
道
理
を
問
う
の
が
、
次
の
「
欲
生
釈
」
で
す
。

　
そ
こ
に
「「
欲
生
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
う
の
勅
命
な
り
。
す
な
わ
ち
真
実
の
信
楽
を
も
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っ
て
欲
生
の
体
と
す
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
た
後
に
「
誠
に
こ
れ
、
大
小
・
凡
聖
・
定
散
・
自
力
の
回
向
に
あ
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に

「
不
回
向
」
と
名
づ
く
る
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
『
教
行
信
証
』
を
読
む
場
合
に
は
、
注
意
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
が

な
い
文
章
で
し
ょ
う
。
親
鸞
は
『
選
択
集
』
の
「
総
結
三
選
の
文
」
を
「
不
回
向
の
行
」
と
し
て
受
け
て
い
ま
し
た
。
あ
の
同
じ
文
章
が

「
欲
生
釈
」
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
本
願
成
就
文
で
言
う
と
、「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
い
う
本
願
力
回
向
を
、
開

顕
し
て
く
る
の
が
こ
の
「
欲
生
釈
」
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
、「
総
結
三
選
の
文
」
の
あ
と
に
あ
っ
た
親
鸞
聖
人
の
御
自
釈
の
文

が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、『
選
択
集
』
で
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
「
不
回
向
」
を
受
け
て
、
こ
の
「
欲
生
釈
」
で
は
、
本
願

力
の
回
向
と
言
い
直
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
こ
の
「
欲
生
釈
」
に
は
、「
利
他
真
実
の
欲
生
心
を
も
っ
て
諸
有
海
に
回
施
し
た
ま
え
り
。
欲
生
は
す
な
わ
ち
こ
れ
回
向
心
な
り
」
と
、

「
回
向
心
」
と
い
う
言
葉
が
こ
こ
に
で
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
本
願
招
喚
の
勅
命
、
そ
れ
が
欲
生
心
で
す
。
本
願
の
名
号
と
し
て
、
わ

れ
わ
れ
に
本
願
招
喚
の
勅
命
を
恵
ん
で
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
如
来
の
願
心
で
い
え
ば
欲
生
心
の
は
た
ら
き
で
す
。
し
か
も
そ
れ
は
回
向
心

な
の
だ
と
言
っ
て
、
名
号
も
信
心
も
如
来
の
本
願
力
回
向
に
よ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
信
巻
で
は
こ
の
後
の
『
論
』・『
論
註
』
の
引
文

に
よ
っ
て
開
顕
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
、
そ
の
後
の
文
章
で
す
。
欲
生
心
の
後
に
「『
浄
土
論
』
に
曰
く
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
有
名

な
『
浄
土
論
註
』
の
往
相
回
向
・
還
相
回
向
の
言
葉
で
す
ね
。
で
す
か
ら
こ
の
欲
生
心
の
推
究
が
、「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
い

う
、
親
鸞
聖
人
の
独
特
の
本
願
力
回
向
を
開
顕
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
本
願
力
の
二
種
回
向
と
い
う
親
鸞
独
特
の
了
解
は
、
三
一
問
答
の

欲
生
釈
か
ら
展
開
し
て
い
く
の
が
『
教
行
信
証
』
な
の
で
す
。

　
そ
う
し
ま
す
と
、
法
然
上
人
か
ら
受
け
継
い
だ
二
つ
の
課
題
、「
不
回
向
」
と
「
涅
槃
の
城
に
は
信
を
も
っ
て
能
入
と
為
す
」
と
い
う

課
題
は
、
三
一
問
答
で
明
確
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
課
題
を
法
然
上
人
か
ら
継
承
し
な
が
ら
、
三
一
問
答
で
答
え
て
お
ら

れ
ま
す
。
繰
り
返
す
よ
う
で
す
が
、
信
巻
の
三
一
問
答
で
、『
選
択
集
』
の
課
題
を
引
き
受
け
ら
れ
て
、
親
鸞
聖
人
は
ご
自
身
の
己
証
で
、

明
確
に
答
え
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
や
は
り
『
教
行
信
証
』
の
中
の
重
要
な
核
心
に
な
る
、
そ
れ
が
三
一
問
答
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る
の
で
す
。
そ
の
、「
至
心
・
信
楽
釈
」
の
一
番
最
後
の
と
こ
ろ
に
、
も
う
一
度
、
先
ほ
ど
の
、「
ま
た
言
わ
く
、
経
の
始
め
に
「
如
是
」

と
称
す
る
こ
と
は
、
信
を
彰
し
て
能
入
と
す
」
と
い
う
重
要
な
言
葉
が
、
掲
げ
ら
れ
ま
す
。

　
今
日
は
時
間
も
な
い
の
で
、
詳
し
く
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
の
同
じ
文
章
が
化
身
土
巻
に
も
引
用
さ
れ
ま
す
。
三
経
一
異

の
問
答
が
一
応
終
わ
っ
て
、『
大
経
』・『
観
経
』・『
阿
弥
陀
経
』
の
三
部
経
は
、
表
向
き
（
顕
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
内
容
的
に
異
な
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
釈
尊
の
大
悲
と
し
て
の
彰
穏
密
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、『
大
経
』
の
他
力
の
一
心
に
導
く
た
め
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
、
そ
の
結
釈
に
先
の
重
要
な
文
章
が
引
文
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
は
第
二
十
・
植
諸
徳
本
の
願
の
意
味
を
尋
ね
て
、
三
願
転

入
の
文
に
展
開
し
て
い
く
の
で
す
。
教
理
学
的
に
考
え
れ
ば
、
信
巻
と
化
身
土
巻
と
は
遠
く
離
れ
て
い
て
、
ま
る
で
別
の
こ
と
を
言
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
き
た
信
心
が
こ
の
世
を
実
際
に
生
き
て
い
く
時
は
、
必
ず
信
巻
の
三

一
問
答
で
分
か
る
よ
う
に
、
一
方
で
は
真
諦
（
涅
槃
）
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
他
方
で
は
、
信
心
が
娑
婆
を
ど
の
よ
う
な
意
味

を
持
っ
て
生
き
ら
れ
て
い
く
か
と
い
う
、
俗
諦
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
す
。
つ
ま
り
己
証
と
し
て
実
現
さ
れ
た
信
心
の
二
面
性
が
、

真
諦
と
俗
諦
と
い
う
紙
の
裏
表
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
す
。
だ
か
ら
信
巻
と
化
身
土
巻
と
は
生
き
た
信
心
の
二
面
性
で
あ
る
。
親
鸞

は
そ
れ
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
先
の
同
じ
文
を
両
巻
に
引
文
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
事
は
生
き
た
信
心
の
伝
統
で
あ
る
清
沢

満
之
・
曽
我
量
深
を
よ
く
読
ん
で
教
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
さ
っ
き
申
し
上
げ
ま
し
た
法
然
上
人
の
、
二
種
深
信
の
了
解
で
す
ね
、「
信
を
も
っ
て
能
入
と
す
る
」
と
い
う
、
あ
の
信

心
の
了
解
が
本
願
の
成
就
文
で
言
え
ば
前
半
の
と
こ
ろ
に
当
た
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
「
経
の
始
め
に
「
如
是
」
と
称
す
る
こ
と
は
、

信
を
彰
し
て
能
入
と
す
」
と
、
他
力
の
信
心
に
は
涅
槃
が
開
か
れ
る
と
示
唆
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
至
心
・
信
楽
釈
」
が
終
わ
っ
て
い
く

の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
次
に
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
本
願
の
至
心
・
信
楽
が
一
心
と
し
て
実
現
し
、
凡
夫
の
ま
ま
に
涅
槃
が
開
か
れ
る
の

か
、
そ
の
道
理
を
問
う
の
が
、
次
の
「
欲
生
釈
」
で
す
。

　
そ
こ
に
「「
欲
生
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
う
の
勅
命
な
り
。
す
な
わ
ち
真
実
の
信
楽
を
も
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っ
て
欲
生
の
体
と
す
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
た
後
に
「
誠
に
こ
れ
、
大
小
・
凡
聖
・
定
散
・
自
力
の
回
向
に
あ
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に

「
不
回
向
」
と
名
づ
く
る
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
『
教
行
信
証
』
を
読
む
場
合
に
は
、
注
意
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
が

な
い
文
章
で
し
ょ
う
。
親
鸞
は
『
選
択
集
』
の
「
総
結
三
選
の
文
」
を
「
不
回
向
の
行
」
と
し
て
受
け
て
い
ま
し
た
。
あ
の
同
じ
文
章
が

「
欲
生
釈
」
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
本
願
成
就
文
で
言
う
と
、「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
い
う
本
願
力
回
向
を
、
開

顕
し
て
く
る
の
が
こ
の
「
欲
生
釈
」
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
、「
総
結
三
選
の
文
」
の
あ
と
に
あ
っ
た
親
鸞
聖
人
の
御
自
釈
の
文

が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、『
選
択
集
』
で
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
「
不
回
向
」
を
受
け
て
、
こ
の
「
欲
生
釈
」
で
は
、
本
願

力
の
回
向
と
言
い
直
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
こ
の
「
欲
生
釈
」
に
は
、「
利
他
真
実
の
欲
生
心
を
も
っ
て
諸
有
海
に
回
施
し
た
ま
え
り
。
欲
生
は
す
な
わ
ち
こ
れ
回
向
心
な
り
」
と
、

「
回
向
心
」
と
い
う
言
葉
が
こ
こ
に
で
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
本
願
招
喚
の
勅
命
、
そ
れ
が
欲
生
心
で
す
。
本
願
の
名
号
と
し
て
、
わ

れ
わ
れ
に
本
願
招
喚
の
勅
命
を
恵
ん
で
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
如
来
の
願
心
で
い
え
ば
欲
生
心
の
は
た
ら
き
で
す
。
し
か
も
そ
れ
は
回
向
心

な
の
だ
と
言
っ
て
、
名
号
も
信
心
も
如
来
の
本
願
力
回
向
に
よ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
信
巻
で
は
こ
の
後
の
『
論
』・『
論
註
』
の
引
文

に
よ
っ
て
開
顕
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
、
そ
の
後
の
文
章
で
す
。
欲
生
心
の
後
に
「『
浄
土
論
』
に
曰
く
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
有
名

な
『
浄
土
論
註
』
の
往
相
回
向
・
還
相
回
向
の
言
葉
で
す
ね
。
で
す
か
ら
こ
の
欲
生
心
の
推
究
が
、「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
と
い

う
、
親
鸞
聖
人
の
独
特
の
本
願
力
回
向
を
開
顕
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
本
願
力
の
二
種
回
向
と
い
う
親
鸞
独
特
の
了
解
は
、
三
一
問
答
の

欲
生
釈
か
ら
展
開
し
て
い
く
の
が
『
教
行
信
証
』
な
の
で
す
。

　
そ
う
し
ま
す
と
、
法
然
上
人
か
ら
受
け
継
い
だ
二
つ
の
課
題
、「
不
回
向
」
と
「
涅
槃
の
城
に
は
信
を
も
っ
て
能
入
と
為
す
」
と
い
う

課
題
は
、
三
一
問
答
で
明
確
に
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
課
題
を
法
然
上
人
か
ら
継
承
し
な
が
ら
、
三
一
問
答
で
答
え
て
お
ら

れ
ま
す
。
繰
り
返
す
よ
う
で
す
が
、
信
巻
の
三
一
問
答
で
、『
選
択
集
』
の
課
題
を
引
き
受
け
ら
れ
て
、
親
鸞
聖
人
は
ご
自
身
の
己
証
で
、

明
確
に
答
え
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
や
は
り
『
教
行
信
証
』
の
中
の
重
要
な
核
心
に
な
る
、
そ
れ
が
三
一
問
答
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だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
く
ど
く
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
「
経
の
始
め
に
「
如
是
」
と
称
す
る
こ
と
は
、
信
を
彰
し
て
能
入
と
す
」

と
い
う
言
葉
は
、
化
身
土
巻
に
も
出
て
い
ま
し
た
。
三
経
一
異
の
問
答
で
す
。
そ
れ
を
受
け
て
三
願
転
入
が
説
か
れ
て
き
ま
す
。
三
一
問

答
と
、
三
経
一
異
の
問
答
は
、
生
き
た
信
心
の
二
面
性
と
し
て
紙
の
裏
表
な
の
で
す
。
三
一
問
答
は
真
諦
、
如
来
の
真
実
に
つ
い
て
推
究

し
て
い
る
。
三
経
一
異
の
問
答
は
、
俗
諦
で
す
。
清
沢
先
生
の
言
葉
で
言
え
ば
、
私
た
ち
の
信
心
は
こ
の
娑
婆
で
生
き
て
い
く
の
で
す
か

ら
、
必
ず
真
諦
と
俗
諦
の
二
つ
の
面
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
信
巻
に
三
一
問
答
が
開
顕
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
言
葉
が
化
身
土

巻
の
三
経
一
異
の
問
答
に
出
て
く
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
三
一
問
答
の
方
が
阿
弥
陀
如
来
の
大
悲
に
対
す
る
応
答
で
す
。
三
経
一

異
の
方
は
釈
尊
の
大
悲
に
対
す
る
応
答
で
す
。『
大
経
』
の
大
意
は
、
弥
陀
の
招
喚
と
、
釈
尊
の
発
遣
で
す
。
こ
れ
が
、
凡
夫
を
仏
道
に

目
覚
ま
せ
る
は
た
ら
き
な
の
で
す
か
ら
、
当
然
、
己
証
と
し
て
は
弥
陀
の
大
悲
に
対
す
る
恩
徳
と
釈
尊
の
大
悲
に
対
す
る
恩
徳
、
こ
れ
が

三
一
問
答
と
三
経
一
異
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
凡
夫
に
仏
道
が
ひ
ら
か
れ
て
く
る
の
は
、
お
釈
迦
様
を
根
本
教
主
と
す
る
七
祖
の
方
た
ち
が
わ
れ
わ
れ
に
念
仏
を
伝

え
て
下
さ
っ
た
、
何
と
言
っ
て
も
こ
れ
以
外
に
な
い
。
諸
仏
称
名
の
願
の
伝
統
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
言
え
ば
、
行
巻
の
七

祖
の
引
文
。
さ
ら
に
そ
れ
を
受
け
た
親
鸞
聖
人
の
「
正
信
偈
」
で
す
。
で
す
か
ら
、「
正
信
偈
」
と
三
一
問
答
と
三
経
一
異
の
問
答
（
三

願
転
入
）、
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
の
己
証
の
核
心
だ
と
思
い
ま
す
。
極
端
な
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
親
鸞
聖
人
は

お
そ
ら
く
「
正
信
偈
」
の
偈
頌
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
正
信
偈
」
の
依
経
分
の
解
義
を
表
し
た
も
の
が
、
三
一
問
答
で

す
。
さ
ら
に
依
釈
分
の
解
義
を
表
し
た
も
の
が
三
経
一
異
の
問
答
で
す
。
私
は
そ
う
確
信
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、『
文
類
聚
鈔
』
を

見
て
下
さ
い
。

　
『
文
類
聚
鈔
』
は
、『
教
行
信
証
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
し
ょ
う
。
今
日
は
も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
後
で
確
認
し
て
下
さ
る

と
幸
い
で
す
。『
文
類
聚
鈔
』
で
は
真
実
の
教
・
行
・
信
・
証
と
い
う
ふ
う
に
往
相
・
還
相
の
二
つ
の
回
向
に
よ
る
真
実
の
巻
の
推
究
が
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終
わ
り
ま
す
と
、
己
証
の
偈
頌
の
「
正
信
偈
」
に
あ
た
る
「
文
類
偈
」
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
偈
が
終
わ
り
ま
す
と
、
何
の
連
絡

も
な
く
三
一
問
答
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
三
一
問
答
が
お
わ
る
と
、
何
の
こ
と
わ
り
も
な
く
三
経
一
異
の
問
答
が
始
ま
っ
て
、
そ
こ
で

「
文
類
聚
鈔
」
が
終
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
親
鸞
聖
人
の
己
証
の
部
分
を
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
は
「
正
信
偈
」
と
三
一
問
答
と
三
経

一
異
の
問
答
、
こ
れ
に
尽
き
る
ん
だ
と
、
そ
れ
が
『
教
行
信
証
』
の
核
心
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
私
は
学
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
何
か
教
え
て
い
た
だ
い
た
ら
大
変
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
ち
ょ
う
ど
、
時
間
内
に
お
さ
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

（
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
十
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
真
宗
学
会
大
会
の
講
演
記
録
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。）
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だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
く
ど
く
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
「
経
の
始
め
に
「
如
是
」
と
称
す
る
こ
と
は
、
信
を
彰
し
て
能
入
と
す
」

と
い
う
言
葉
は
、
化
身
土
巻
に
も
出
て
い
ま
し
た
。
三
経
一
異
の
問
答
で
す
。
そ
れ
を
受
け
て
三
願
転
入
が
説
か
れ
て
き
ま
す
。
三
一
問

答
と
、
三
経
一
異
の
問
答
は
、
生
き
た
信
心
の
二
面
性
と
し
て
紙
の
裏
表
な
の
で
す
。
三
一
問
答
は
真
諦
、
如
来
の
真
実
に
つ
い
て
推
究

し
て
い
る
。
三
経
一
異
の
問
答
は
、
俗
諦
で
す
。
清
沢
先
生
の
言
葉
で
言
え
ば
、
私
た
ち
の
信
心
は
こ
の
娑
婆
で
生
き
て
い
く
の
で
す
か

ら
、
必
ず
真
諦
と
俗
諦
の
二
つ
の
面
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
信
巻
に
三
一
問
答
が
開
顕
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
言
葉
が
化
身
土

巻
の
三
経
一
異
の
問
答
に
出
て
く
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
三
一
問
答
の
方
が
阿
弥
陀
如
来
の
大
悲
に
対
す
る
応
答
で
す
。
三
経
一

異
の
方
は
釈
尊
の
大
悲
に
対
す
る
応
答
で
す
。『
大
経
』
の
大
意
は
、
弥
陀
の
招
喚
と
、
釈
尊
の
発
遣
で
す
。
こ
れ
が
、
凡
夫
を
仏
道
に

目
覚
ま
せ
る
は
た
ら
き
な
の
で
す
か
ら
、
当
然
、
己
証
と
し
て
は
弥
陀
の
大
悲
に
対
す
る
恩
徳
と
釈
尊
の
大
悲
に
対
す
る
恩
徳
、
こ
れ
が

三
一
問
答
と
三
経
一
異
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
凡
夫
に
仏
道
が
ひ
ら
か
れ
て
く
る
の
は
、
お
釈
迦
様
を
根
本
教
主
と
す
る
七
祖
の
方
た
ち
が
わ
れ
わ
れ
に
念
仏
を
伝

え
て
下
さ
っ
た
、
何
と
言
っ
て
も
こ
れ
以
外
に
な
い
。
諸
仏
称
名
の
願
の
伝
統
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
言
え
ば
、
行
巻
の
七

祖
の
引
文
。
さ
ら
に
そ
れ
を
受
け
た
親
鸞
聖
人
の
「
正
信
偈
」
で
す
。
で
す
か
ら
、「
正
信
偈
」
と
三
一
問
答
と
三
経
一
異
の
問
答
（
三

願
転
入
）、
こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
の
己
証
の
核
心
だ
と
思
い
ま
す
。
極
端
な
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
親
鸞
聖
人
は

お
そ
ら
く
「
正
信
偈
」
の
偈
頌
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
正
信
偈
」
の
依
経
分
の
解
義
を
表
し
た
も
の
が
、
三
一
問
答
で

す
。
さ
ら
に
依
釈
分
の
解
義
を
表
し
た
も
の
が
三
経
一
異
の
問
答
で
す
。
私
は
そ
う
確
信
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、『
文
類
聚
鈔
』
を

見
て
下
さ
い
。

　
『
文
類
聚
鈔
』
は
、『
教
行
信
証
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
し
ょ
う
。
今
日
は
も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
後
で
確
認
し
て
下
さ
る

と
幸
い
で
す
。『
文
類
聚
鈔
』
で
は
真
実
の
教
・
行
・
信
・
証
と
い
う
ふ
う
に
往
相
・
還
相
の
二
つ
の
回
向
に
よ
る
真
実
の
巻
の
推
究
が
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終
わ
り
ま
す
と
、
己
証
の
偈
頌
の
「
正
信
偈
」
に
あ
た
る
「
文
類
偈
」
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
偈
が
終
わ
り
ま
す
と
、
何
の
連
絡

も
な
く
三
一
問
答
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
三
一
問
答
が
お
わ
る
と
、
何
の
こ
と
わ
り
も
な
く
三
経
一
異
の
問
答
が
始
ま
っ
て
、
そ
こ
で

「
文
類
聚
鈔
」
が
終
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
親
鸞
聖
人
の
己
証
の
部
分
を
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
は
「
正
信
偈
」
と
三
一
問
答
と
三
経

一
異
の
問
答
、
こ
れ
に
尽
き
る
ん
だ
と
、
そ
れ
が
『
教
行
信
証
』
の
核
心
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
私
は
学
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
何
か
教
え
て
い
た
だ
い
た
ら
大
変
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
ち
ょ
う
ど
、
時
間
内
に
お
さ
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

（
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
十
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
真
宗
学
会
大
会
の
講
演
記
録
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。）


