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に
向
か
う
人
生
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
浄
土
教
の
往
生
は
、
こ
れ
ま
で
凡
夫
の
た
め
の
方
便
の
教
え
の
よ
う
に
い
わ

れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
大
経
往
生
は
そ
の
ま
ま
で
、
大
乗
仏
教
全
体
が
目
標
に
し
て
い
る
、
無
上
大
涅
槃
道
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

ま
と
め

　
こ
れ
ま
で
尋
ね
て
き
た
よ
う
に
、
一
心
帰
命
の
回
心
を
親
鸞
は
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
ま
ま
で
阿
弥
陀
如
来
の
大
涅
槃
の
覚
り
に
包
ま

れ
た
、
大
い
な
る
感
動
と
し
て
述
べ
て
い
た
。
聖
道
門
は
涅
槃
の
覚
り
を
悟
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
浄
土
教
に
お
い
て
は
涅
槃
の
覚
り
に
包

ま
れ
る
の
で
あ
る
。
自
力
無
効
と
い
う
徹
底
し
た
分
別
の
否
定
を
通
し
て
、
も
と
も
と
存
在
そ
の
も
の
が
在
っ
た
一
如
の
世
界
に
、
本
願

力
に
よ
っ
て
引
き
戻
さ
れ
包
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
曇
鸞
が
「
涅
槃
分
」
と
言
っ
て
い
た
分
を
親
鸞
が
取
る
の
は
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
存
在
の
根
拠
で
あ
る
一
如
の
世
界
に
帰
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
感
動
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
凡
夫
を
少
し
も
た
め
ら

わ
な
い
、
そ
こ
に
群
萌
を
拯
う
浄
土
教
の
特
質
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
心
帰
命
を
語
る
場
合
に
は
、
凡
夫
の
ま
ま
で
と
い
う
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。

　
し
か
し
難
思
議
往
生
を
語
る
場
合
に
は
、
親
鸞
が
言
う
よ
う
に
「
煩
悩
の
身
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
で
い
い
な
ど
と
言
い
合
っ
て
い
る
こ
と

は
、
ど
う
考
え
て
も
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
教
え
を
、
肝
に
銘
じ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
論
考
で
尋
ね
た
よ
う
に
、
仏
道
を
標
榜
す
る
以
上
は
、
難
思
議
往
生
が
大
切
で
あ
る
。
本
願
力
に
よ
っ
て
「
人

間
が
人
間
以
上
の
あ
る
も
の
（
仏
）
に
な
る
道
」、
そ
れ
が
大
経
の
仏
道
で
あ
る
。
こ
の
念
仏
生
活
が
な
け
れ
ば
、
仏
道
な
ど
な
い
に
等

し
い
の
だ
か
ら
、
親
鸞
の
説
い
た
難
思
議
往
生
の
内
容
に
よ
く
教
え
ら
れ
な
が
ら
、「
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
う
」
と
い
う
、
願
い

に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
我
わ
れ
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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問
題
の
所
在

　
親
鸞
は
晩
年
に
実
に
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
中
で

も
、
本
論
で
は
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
に
注
目
し
た
い
。

　
『
大
経
』
の
仏
者
で
あ
る
親
鸞
が
、『
教
行
信
証
』
に
お
い
て

自
身
の
立
っ
た
仏
道
を
、「
願
生
浄
土
」「
大
般
涅
槃
道
」
と
し
て

明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
幾

度
も
確
認
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
親
鸞
の
仏
道

観
は
、『
教
行
信
証
』
の
後
も
、
そ
の
生
涯
に
渡
っ
て
多
く
の
著

作
に
よ
り
確
か
め
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
仏
道
観
の

表
現
が
、
晩
年
に
お
い
て
変
化
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
。
そ
れ
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
も
の
が
『
浄
土
三
経
往
生
文

類
』
で
あ
る
。

　
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
は
、
そ
の
題
号
の
通
り
、
浄
土
三
部

経
と
称
さ
れ
る
『
大
経
』『
観
経
』『
阿
弥
陀
経
』
に
教
え
ら
れ
る

「
往
生
」
に
つ
い
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
構
造
を
一
見

す
れ
ば
、
三
経
そ
れ
ぞ
れ
の
往
生
が
、
本
願
文
を
中
心
に
し
て
解

説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
往
生
は
浄
土
教
の
核
心

と
な
る
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
親
鸞
の
師
で
あ
る
法
然
も
、『
選

択
本
願
念
仏
集
』
の
標
挙
に
お
い
て
、

南
無
阿
弥
陀
仏
　
往
生
の
業
は
念
仏
を
本
と
為
す

 

（『
真
聖
全
』
一
・
九
二
九
頁
）

と
説
き
、
さ
ら
に
は
王
本
願
と
し
て
掲
げ
る
第
十
八
願
を
「
念
仏

往
生
の
願
」
と
名
づ
け
る
よ
う
に
、『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
説

か
れ
る
専
修
念
仏
の
仏
道
が
、
往
生
浄
土
を
証
と
す
る
こ
と
か
ら

も
伺
え
よ
う
。
当
然
、
法
然
と
同
一
の
信
心
を
得
た
親
鸞
も
、

『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
中
で
第
十
八
願
を
引
用
す
る
際
に
、

「
念
仏
往
生
の
願
」
と
い
う
法
然
に
教
え
ら
れ
た
願
名
を
用
い
て

無
義
為
義

│
│
親
鸞
晩
年
の
課
題
と
二
種
回
向
│
│

中
　
　
山
　
　
量
　
　
純
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お
り
、
こ
の
念
仏
往
生
の
思
想
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
『
教
行
信
証
』
で
は
、
第
十
八
願
を
「
至
心
信
楽
の

願
」
と
名
づ
け
、「
信
巻
」
の
標
挙
と
す
る
。
さ
ら
に
、

涅
槃
の
真
因
は
唯
信
心
を
以
て
す
。

 

（『
定
親
全
』
一
・
一
一
五
頁
）

と
い
う
龍
樹
、
曇
鸞
、
法
然
と
伝
承
さ
れ
る
教
え①
を
旗
印
と
し
、

本
願
成
就
の
一
心
を
内
観
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
信
心
が
如
来
の

欲
生
心
と
相
応
し
た
願
生
心
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
必
ず
涅
槃
を
開

く
こ
と
を
、
三
心
一
心
の
問
答
を
軸
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
通
り
、『
教
行
信
証
』
で
は
「
願
生
浄

土
」「
大
般
涅
槃
道
」
と
し
て
、
仏
道
観
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
教
行
信
証
』
と
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で

は
「
願
生
」
と
「
往
生
」
と
し
て
、
そ
の
仏
道
観
の
表
現
が
変
化

し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
勿
論
、『
教
行
信
証
』
に
お

い
て
も
往
生
と
い
う
思
想
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
『
浄
土

三
経
往
生
文
類
』
で
も
願
生
を
抜
き
に
し
て
著
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。

　
し
か
し
、『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
、「
行
巻
」
で
法
然
の

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
引
用
し
た
後
に
、

明
ら
か
に
知
り
ぬ
、
是
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
故
に

不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
。
大
小
の
聖
人
・
重
軽
の
悪

人
、
皆
同
じ
く
斉
し
く
選
択
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
仏
成
仏

す
べ
し
。

是
を
以
て
『
論
註
』
に
曰
く
、
彼
の
安
楽
国
土
は
阿
弥
陀
如

来
の
正
覚
浄
華
の
化
生
す
る
所
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
同

一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
故
に
と
の
た
ま
え
り
。
已
上

し
か
れ
ば
、
真
実
の
行
信
を
獲
れ
ば
、
心
に
歓
喜
多
き
が
故

に
、
是
れ
を
歓
喜
地
と
名
づ
く
。
是
れ
を
初
果
に
喩
う
る
こ

と
は
、
初
果
の
聖
者
、
尚
睡
眠
し
懶
堕
な
れ
ど
も
、
二
十
九

有
に
至
ら
ず
。
何
に
況
や
、
十
方
群
生
海
、
斯
の
行
信
に
帰

命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
。
故
に
阿
弥
陀
仏
と
名

づ
け
た
て
ま
つ
る
と
。
是
れ
を
他
力
と
曰
う
。
是
を
以
て
龍

樹
大
士
は
「
即
時
入
必
定
」
と
曰
え
り
。
曇
鸞
大
師
は
「
入

正
定
聚
之
数
」
と
云
え
り
。
仰
い
で
斯
を
憑
む
べ
し
。
専
ら

斯
を
行
ず
べ
き
な
り
。 

（『
定
親
全
』
一
・
六
七
〜
六
八
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
、
念
仏
を
往
生
の
業
と
す
る
仏
道

の
内
に
秘
め
ら
れ
た
、「
仏
の
本
願
に
依
る
」
と
い
う
他
力
の
信

心
こ
そ
、
法
然
の
念
仏
往
生
の
仏
道
の
核
心
で
あ
る
こ
と
を
見
抜

き
、「
真
実
の
行
信
」
と
し
て
言
い
当
て
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
行

信
に
開
か
れ
る
「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
」
し
と
い
う
地
平

を
、
龍
樹
・
曇
鸞
の
教
え
か
ら
、
現
生
正
定
聚
と
い
う
思
想
的
極
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致
と
し
て
確
か
め
て
い
く
。
親
鸞
は
、
こ
こ
に
大
乗
仏
教
と
浄
土

教
の
交
差
を
見
て
、
法
然
の
念
仏
往
生
の
仏
道
こ
そ
大
乗
の
至
極

で
あ
り
、
浄
土
教
の
本
義
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
『
教
行
信
証
』
で
は
、
法
然
の
念
仏
往
生
の
仏

道
を
、
積
極
的
に
願
生
浄
土
と
し
て
確
か
め
直
し
を
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
何
故
親
鸞
は
、
晩
年
に
お
い
て
『
浄
土
三
経
往
生

文
類
』
を
著
し
、
態
々
「
往
生
」
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
そ
の
問
題
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
当
時
の
親
鸞
の
課
題
と
、『
浄
土
三
経
往
生
文

類
』
に
託
さ
れ
た
親
鸞
の
命
題
を
確
か
め
る
こ
と
で
、『
浄
土
三

経
往
生
文
類
』
撰
述
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

第
一
章
　
善
鸞
事
件
を
背
景
と
し
た
観
念
的

　
　
　
　
信
心
を
歎
異
す
る

　
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
に
は
略
本
と
広
本
が
あ
る
。
ま
ず
は
、

こ
の
二
本
の
撰
述
時
期
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　
二
本
の
奥
書
を
見
る
と
、
略
本
は
建
長
七
（
一
二
五
五
）
年
の

親
鸞
八
十
三
歳
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
広
本
は
康
元
二

（
一
二
五
七
）
年
の
八
十
五
歳
で
あ
る
。
こ
の
二
本
の
年
代
か
ら
、

常
々
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
背
景
と
目
さ
れ
る
歴
史
的
事
実

が
、
善
鸞
の
義
絶
で
あ
る
。

又
、
慈
信
房
の
ほ
う
も
ん
の
よ
う
、
み
ょ
う
も
く
を
だ
に
も

き
か
ず
、
し
ら
ぬ
こ
と
を
、
慈
信
一
人
に
、
よ
る
親
鸞
が
お

し
え
た
る
な
り
と
、
人
に
慈
信
房
も
う
さ
れ
て
そ
う
ろ
う
と

て
、
こ
れ
に
も
常
陸
・
下
野
の
人
々
は
、
み
な
し
ん
ら
ん
が
、

そ
ら
ご
と
を
も
う
し
た
る
よ
し
を
も
う
し
あ
わ
れ
て
そ
う
ら

え
ば
、
今
は
父
子
の
ぎ
は
あ
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
四
〇
〜
四
一
頁
）

こ
の
書
簡
は
、
建
長
八
（
一
二
五
六
）
年
五
月
二
十
九
日②
に
、
親

鸞
が
善
鸞
宛
に
筆
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
か
ら
、
善

鸞
の
義
絶
は
親
鸞
八
十
四
歳
の
出
来
事
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
年

は
、
親
鸞
が
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
略
本
を
書
い
た
翌
年
で

あ
り
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
広
本
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

年
代
の
関
わ
り
か
ら
、
善
鸞
の
義
絶
と
い
う
歴
史
的
事
実
は
、

『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
撰
述
の
背
景
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
親
鸞
は
別
の
書
簡③
で
善
鸞
の
問
題
を
、「
往
生
極
楽

の
大
事
」
に
つ
い
て
、「
ひ
た
ち
・
し
も
づ
け
の
念
仏
者
を
ま
ど

わ
し
、
お
や
に
そ
ら
ご
と
を
い
い
つ
け
た
る
こ
と
」、
ま
た
「
第

十
八
の
願
を
ば
、
し
ぼ
め
る
は
な
に
た
と
え
て
、
人
ご
と
に
、
み

な
す
て
ま
い
ら
せ
た
り
と
き
こ
ゆ
る
こ
と
」
と
、
具
体
的
に
指
摘

す
る
。
親
鸞
は
、
善
鸞
事
件
に
お
け
る
問
題
の
所
在
を
五
逆
と
謗
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お
り
、
こ
の
念
仏
往
生
の
思
想
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
『
教
行
信
証
』
で
は
、
第
十
八
願
を
「
至
心
信
楽
の

願
」
と
名
づ
け
、「
信
巻
」
の
標
挙
と
す
る
。
さ
ら
に
、

涅
槃
の
真
因
は
唯
信
心
を
以
て
す
。

 

（『
定
親
全
』
一
・
一
一
五
頁
）

と
い
う
龍
樹
、
曇
鸞
、
法
然
と
伝
承
さ
れ
る
教
え①
を
旗
印
と
し
、

本
願
成
就
の
一
心
を
内
観
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
信
心
が
如
来
の

欲
生
心
と
相
応
し
た
願
生
心
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
必
ず
涅
槃
を
開

く
こ
と
を
、
三
心
一
心
の
問
答
を
軸
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
通
り
、『
教
行
信
証
』
で
は
「
願
生
浄

土
」「
大
般
涅
槃
道
」
と
し
て
、
仏
道
観
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
教
行
信
証
』
と
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で

は
「
願
生
」
と
「
往
生
」
と
し
て
、
そ
の
仏
道
観
の
表
現
が
変
化

し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
勿
論
、『
教
行
信
証
』
に
お

い
て
も
往
生
と
い
う
思
想
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
『
浄
土

三
経
往
生
文
類
』
で
も
願
生
を
抜
き
に
し
て
著
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。

　
し
か
し
、『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
、「
行
巻
」
で
法
然
の

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
引
用
し
た
後
に
、

明
ら
か
に
知
り
ぬ
、
是
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
故
に

不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
。
大
小
の
聖
人
・
重
軽
の
悪

人
、
皆
同
じ
く
斉
し
く
選
択
大
宝
海
に
帰
し
て
、
念
仏
成
仏

す
べ
し
。

是
を
以
て
『
論
註
』
に
曰
く
、
彼
の
安
楽
国
土
は
阿
弥
陀
如

来
の
正
覚
浄
華
の
化
生
す
る
所
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
同

一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
故
に
と
の
た
ま
え
り
。
已
上

し
か
れ
ば
、
真
実
の
行
信
を
獲
れ
ば
、
心
に
歓
喜
多
き
が
故

に
、
是
れ
を
歓
喜
地
と
名
づ
く
。
是
れ
を
初
果
に
喩
う
る
こ

と
は
、
初
果
の
聖
者
、
尚
睡
眠
し
懶
堕
な
れ
ど
も
、
二
十
九

有
に
至
ら
ず
。
何
に
況
や
、
十
方
群
生
海
、
斯
の
行
信
に
帰

命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
。
故
に
阿
弥
陀
仏
と
名

づ
け
た
て
ま
つ
る
と
。
是
れ
を
他
力
と
曰
う
。
是
を
以
て
龍

樹
大
士
は
「
即
時
入
必
定
」
と
曰
え
り
。
曇
鸞
大
師
は
「
入

正
定
聚
之
数
」
と
云
え
り
。
仰
い
で
斯
を
憑
む
べ
し
。
専
ら

斯
を
行
ず
べ
き
な
り
。 

（『
定
親
全
』
一
・
六
七
〜
六
八
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
、
念
仏
を
往
生
の
業
と
す
る
仏
道

の
内
に
秘
め
ら
れ
た
、「
仏
の
本
願
に
依
る
」
と
い
う
他
力
の
信

心
こ
そ
、
法
然
の
念
仏
往
生
の
仏
道
の
核
心
で
あ
る
こ
と
を
見
抜

き
、「
真
実
の
行
信
」
と
し
て
言
い
当
て
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
行

信
に
開
か
れ
る
「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
」
し
と
い
う
地
平

を
、
龍
樹
・
曇
鸞
の
教
え
か
ら
、
現
生
正
定
聚
と
い
う
思
想
的
極
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致
と
し
て
確
か
め
て
い
く
。
親
鸞
は
、
こ
こ
に
大
乗
仏
教
と
浄
土

教
の
交
差
を
見
て
、
法
然
の
念
仏
往
生
の
仏
道
こ
そ
大
乗
の
至
極

で
あ
り
、
浄
土
教
の
本
義
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
『
教
行
信
証
』
で
は
、
法
然
の
念
仏
往
生
の
仏

道
を
、
積
極
的
に
願
生
浄
土
と
し
て
確
か
め
直
し
を
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
何
故
親
鸞
は
、
晩
年
に
お
い
て
『
浄
土
三
経
往
生

文
類
』
を
著
し
、
態
々
「
往
生
」
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
そ
の
問
題
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
当
時
の
親
鸞
の
課
題
と
、『
浄
土
三
経
往
生
文

類
』
に
託
さ
れ
た
親
鸞
の
命
題
を
確
か
め
る
こ
と
で
、『
浄
土
三

経
往
生
文
類
』
撰
述
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

第
一
章
　
善
鸞
事
件
を
背
景
と
し
た
観
念
的

　
　
　
　
信
心
を
歎
異
す
る

　
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
に
は
略
本
と
広
本
が
あ
る
。
ま
ず
は
、

こ
の
二
本
の
撰
述
時
期
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　
二
本
の
奥
書
を
見
る
と
、
略
本
は
建
長
七
（
一
二
五
五
）
年
の

親
鸞
八
十
三
歳
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
広
本
は
康
元
二

（
一
二
五
七
）
年
の
八
十
五
歳
で
あ
る
。
こ
の
二
本
の
年
代
か
ら
、

常
々
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
背
景
と
目
さ
れ
る
歴
史
的
事
実

が
、
善
鸞
の
義
絶
で
あ
る
。

又
、
慈
信
房
の
ほ
う
も
ん
の
よ
う
、
み
ょ
う
も
く
を
だ
に
も

き
か
ず
、
し
ら
ぬ
こ
と
を
、
慈
信
一
人
に
、
よ
る
親
鸞
が
お

し
え
た
る
な
り
と
、
人
に
慈
信
房
も
う
さ
れ
て
そ
う
ろ
う
と

て
、
こ
れ
に
も
常
陸
・
下
野
の
人
々
は
、
み
な
し
ん
ら
ん
が
、

そ
ら
ご
と
を
も
う
し
た
る
よ
し
を
も
う
し
あ
わ
れ
て
そ
う
ら

え
ば
、
今
は
父
子
の
ぎ
は
あ
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
四
〇
〜
四
一
頁
）

こ
の
書
簡
は
、
建
長
八
（
一
二
五
六
）
年
五
月
二
十
九
日②
に
、
親

鸞
が
善
鸞
宛
に
筆
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
か
ら
、
善

鸞
の
義
絶
は
親
鸞
八
十
四
歳
の
出
来
事
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
年

は
、
親
鸞
が
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
略
本
を
書
い
た
翌
年
で

あ
り
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
広
本
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

年
代
の
関
わ
り
か
ら
、
善
鸞
の
義
絶
と
い
う
歴
史
的
事
実
は
、

『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
撰
述
の
背
景
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
親
鸞
は
別
の
書
簡③
で
善
鸞
の
問
題
を
、「
往
生
極
楽

の
大
事
」
に
つ
い
て
、「
ひ
た
ち
・
し
も
づ
け
の
念
仏
者
を
ま
ど

わ
し
、
お
や
に
そ
ら
ご
と
を
い
い
つ
け
た
る
こ
と
」、
ま
た
「
第

十
八
の
願
を
ば
、
し
ぼ
め
る
は
な
に
た
と
え
て
、
人
ご
と
に
、
み

な
す
て
ま
い
ら
せ
た
り
と
き
こ
ゆ
る
こ
と
」
と
、
具
体
的
に
指
摘

す
る
。
親
鸞
は
、
善
鸞
事
件
に
お
け
る
問
題
の
所
在
を
五
逆
と
謗
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法
と
し
て
明
確
に
し
、
人
間
の
根
源
的
課
題
と
し
て
普
遍
化
す
る
。

こ
こ
に
は
親
鸞
の
聞
法
を
通
し
た
、
明
確
な
歎
異
の
精
神
が
伺
わ

れ
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
史
実
は
、
教
団
内
の
歴
史
的
事
件
や
個
人

的
な
家
庭
問
題
と
い
っ
た
、
親
鸞
の
個
人
的
な
体
験
に
止
ま
ら
な

い
。
先
の
義
絶
状
と
同
日
に
、
性
信
に
宛
て
て
善
鸞
義
絶
の
旨
を

知
ら
せ
る
書
簡④
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
親
鸞
は
、

さ
て
は
慈
信
が
法
文
の
様
ゆ
え
に
、
常
陸
・
下
野
の
人
々
、

念
仏
も
う
さ
せ
た
ま
い
そ
う
ろ
う
こ
と
の
、
と
し
ご
ろ
う
け

た
ま
わ
り
た
る
様
に
は
、
み
な
か
わ
り
あ
う
て
お
わ
し
ま
す

と
き
こ
え
そ
う
ろ
う
。
か
え
す
〴
〵
こ
ゝ
ろ
う
く
あ
さ
ま
し

く
お
ぼ
へ
候
。
と
し
ご
ろ
往
生
を
一
定
と
お
お
せ
ら
れ
そ
う

ろ
う
人
々
、
慈
信
と
お
な
じ
様
に
、
そ
ら
ご
と
を
み
な
そ
う

ら
い
け
る
を
、
と
し
ご
ろ
ふ
か
く
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
そ
う

ら
い
け
る
こ
と
、
か
え
す
〴
〵
あ
さ
ま
し
う
そ
う
ろ
う
。
そ

の
ゆ
え
は
、
往
生
の
信
心
と
ま
う
す
こ
と
は
、
一
念
も
う
た

が
ふ
こ
と
の
そ
う
ら
わ
ぬ
を
こ
そ
、
往
生
一
定
と
は
お
も
い

て
そ
う
ら
え
。
光
明
寺
の
和
尚
の
、
信
の
様
を
お
し
え
さ
せ

た
ま
い
そ
う
ろ
う
に
は
、
ま
こ
と
の
信
を
さ
だ
め
ら
れ
て
の

ち
に
は
、
弥
陀
の
ご
と
く
の
仏
、
釈
迦
の
ご
と
く
の
仏
、
そ

ら
に
み
ち
〳
〵
て
、
釈
迦
の
お
し
え
、
弥
陀
の
本
願
は
ひ
が

ご
と
な
り
と
お
お
せ
ら
る
と
も
、
一
念
も
う
た
が
ひ
あ
る
べ

か
ら
ず
と
こ
そ
う
け
た
ま
わ
り
て
そ
う
ら
え
ば
、
そ
の
様
を

こ
そ
、
と
し
ご
ろ
も
う
し
て
そ
う
ろ
う
に
、
慈
信
ほ
ど
の
も

の
ゝ
も
う
す
こ
と
に
、
常
陸
・
下
野
の
念
仏
者
の
、
み
な
御

こ
ゝ
ろ
ど
も
の
う
か
れ
て
、
は
て
は
さ
し
も
た
し
か
な
る
証

文
を
、
ち
か
ら
を
つ
く
し
て
か
ず
あ
ま
た
か
き
て
ま
い
ら
せ

て
そ
う
ら
え
ば
、
そ
れ
を
み
な
す
て
あ
う
て
お
わ
し
ま
し
そ

う
ろ
う
と
き
こ
え
そ
う
ら
え
ば
、
と
も
か
く
も
も
う
す
に
お

よ
ば
ず
そ
う
ろ
う
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
六
七
〜
一
六
九
頁
）

と
述
べ
る
。
こ
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
歎
異
は
善

鸞
個
人
を
問
題
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
常
陸
・
下
野
の

人
々
」「
常
陸
・
下
野
の
念
仏
者
」
と
あ
る
よ
う
に
、
善
鸞
の
下

に
集
う
関
東
の
門
弟
達
に
ま
で
、
親
鸞
は
目
を
向
け
て
い
る
。
そ

し
て
、「
往
生
の
信
心
と
も
う
す
こ
と
は
、
一
念
も
う
た
が
う
こ

と
の
そ
う
ら
わ
ぬ
を
こ
そ
、
往
生
一
定
と
は
お
も
い
て
そ
う
ら

え
」
と
、
門
弟
達
の
信
心
を
問
題
に
す
る
。

　
さ
ら
に
、
そ
の
信
心
の
問
題
は
、
善
鸞
の
事
件
に
特
筆
す
る
も

の
で
は
な
い
。
親
鸞
の
著
作
の
多
く
は
晩
年
に
集
中
し
て
い
る
が
、

そ
の
時
期
に
、
親
鸞
が
特
に
読
ん
で
い
た
も
の
が
聖
覚
の
『
唯
信

鈔
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
幾
度
も
書
写
し
、
ま
た
御
消
息

25

や
『
歎
異
抄
』
に
お
い
て
も
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

自
ら
何
度
も
拝
読
し
、
ま
た
門
弟
に
も
積
極
的
に
勧
め
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。『
唯
信
鈔
』
は
法
然
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に

顕
さ
れ
る
念
仏
往
生
の
仏
道
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る⑤
。
さ
ら
に
、

む
な
し
く
み
を
卑
下
し
て
、
こ
ゝ
ろ
を
怯
弱
に
し
て
、
仏
智

不
思
議
を
う
た
が
う
こ
と
な
か
れ
。（
中
略
）
仏
力
を
う
た

が
い
、
願
力
を
た
の
ま
ざ
る
人
は
、
菩
提
の
き
し
に
の
ぼ
る

こ
と
か
た
し
。
た
ゞ
信
心
の
て
を
の
べ
て
、
誓
願
の
つ
な
を

と
る
べ
し
。
仏
力
無
窮
な
り
、
罪
障
深
重
の
み
を
お
も
し
と

せ
ず
。
仏
智
無
辺
な
り
、
散
乱
放
逸
の
も
の
を
も
す
つ
る
こ

と
な
し
。
信
心
を
要
と
す
、
そ
の
ほ
か
を
ば
か
え
り
み
ざ
る

な
り
。
信
心
決
定
し
ぬ
れ
ば
、
三
心
お
の
づ
か
ら
そ
な
わ
る
。

本
願
を
信
ず
る
こ
と
ま
こ
と
な
れ
ば
、
虚
仮
の
こ
ゝ
ろ
な
し
。

浄
土
ま
つ
こ
と
う
た
が
い
な
け
れ
ば
、
回
向
の
お
も
い
あ
り
。

こ
の
ゆ
え
に
、
三
心
こ
と
な
る
に
に
た
れ
ど
も
、
み
な
信
心

に
そ
な
わ
れ
る
な
り
。

 

（『
定
親
全
』
六
・
写
伝
篇
二
・
五
八
〜
六
〇
頁
）

と
、
念
仏
往
生
の
核
と
な
る
「
か
の
仏
の
本
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え

に
」
と
い
う
本
願
も
、「
信
心
を
要
と
す
」
と
確
か
め
て
い
る
。

『
摧
邪
輪
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
当
時
の
『
選
択
本
願
念
仏

集
』
に
対
す
る
批
判
が
信
心
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
正
確
に
見

抜
い
た
上
で
の
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
他
力
の
信

心
を
勧
め
る
根
拠
と
し
て
、「
む
な
し
く
み
を
卑
下
し
て
、
こ
ゝ

ろ
を
怯
弱
に
し
て
、
仏
智
不
思
議
を
う
た
が
ふ
こ
と
な
か
れ
」
と

述
べ
、「
仏
力
を
う
た
が
い
、
願
力
を
た
の
ま
ざ
る
人
は
、
菩
提

の
き
し
に
の
べ
る
こ
と
か
た
し
」
と
述
べ
て
、
仏
智
疑
惑
と
い
う

我
々
の
自
力
の
心
を
誡
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
聖
覚
が
「
み
を
卑

下
し
て
、
こ
ゝ
ろ
を
怯
弱
に
し
て
」
と
押
さ
え
る
よ
う
に
、
そ
の

誡
め
は
宿
業
存
在
と
し
て
あ
る
我
が
身
の
事
実
の
徹
底
で
あ
る
。

こ
れ
が
『
観
経
』
三
心
の
深
心
に
つ
い
て
の
釈
文
と
し
て
、
二
種

深
信
を
踏
ま
え
た
上
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
徹
底
が

信
心
の
自
覚
内
容
で
あ
る
と
了
解
で
き
る
。
つ
ま
り
『
唯
信
鈔
』

は
、
実
在
と
し
て
の
衆
生
を
問
う
よ
う
な
信
心
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
『
唯
信
鈔
』
を
、
親
鸞
が
何
度
も
拝
読
し
門
弟
に
勧
め
て

い
た
こ
と
を
逆
説
的
に
考
え
れ
ば
、
親
鸞
の
ま
わ
り
で
信
心
を
観

念
的
に
捉
え
る
よ
う
な
風
潮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

親
鸞
の
次
の
書
簡
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
づ
一
念
に
て
往
生
の
業
因
は
た
れ
り
と
も
う
し
そ
う
ろ
う

は
、
ま
こ
と
に
さ
る
べ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
べ
し
。
さ
れ

ば
と
て
一
念
の
ほ
か
に
念
仏
を
も
う
す
ま
じ
き
こ
と
に
は
そ

う
ら
わ
ず
。
そ
の
よ
う
は
『
唯
信
鈔
』
に
く
わ
し
く
そ
う
ろ
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法
と
し
て
明
確
に
し
、
人
間
の
根
源
的
課
題
と
し
て
普
遍
化
す
る
。

こ
こ
に
は
親
鸞
の
聞
法
を
通
し
た
、
明
確
な
歎
異
の
精
神
が
伺
わ

れ
る
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
史
実
は
、
教
団
内
の
歴
史
的
事
件
や
個
人

的
な
家
庭
問
題
と
い
っ
た
、
親
鸞
の
個
人
的
な
体
験
に
止
ま
ら
な

い
。
先
の
義
絶
状
と
同
日
に
、
性
信
に
宛
て
て
善
鸞
義
絶
の
旨
を

知
ら
せ
る
書
簡④
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
親
鸞
は
、

さ
て
は
慈
信
が
法
文
の
様
ゆ
え
に
、
常
陸
・
下
野
の
人
々
、

念
仏
も
う
さ
せ
た
ま
い
そ
う
ろ
う
こ
と
の
、
と
し
ご
ろ
う
け

た
ま
わ
り
た
る
様
に
は
、
み
な
か
わ
り
あ
う
て
お
わ
し
ま
す

と
き
こ
え
そ
う
ろ
う
。
か
え
す
〴
〵
こ
ゝ
ろ
う
く
あ
さ
ま
し

く
お
ぼ
へ
候
。
と
し
ご
ろ
往
生
を
一
定
と
お
お
せ
ら
れ
そ
う

ろ
う
人
々
、
慈
信
と
お
な
じ
様
に
、
そ
ら
ご
と
を
み
な
そ
う

ら
い
け
る
を
、
と
し
ご
ろ
ふ
か
く
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
そ
う

ら
い
け
る
こ
と
、
か
え
す
〴
〵
あ
さ
ま
し
う
そ
う
ろ
う
。
そ

の
ゆ
え
は
、
往
生
の
信
心
と
ま
う
す
こ
と
は
、
一
念
も
う
た

が
ふ
こ
と
の
そ
う
ら
わ
ぬ
を
こ
そ
、
往
生
一
定
と
は
お
も
い

て
そ
う
ら
え
。
光
明
寺
の
和
尚
の
、
信
の
様
を
お
し
え
さ
せ

た
ま
い
そ
う
ろ
う
に
は
、
ま
こ
と
の
信
を
さ
だ
め
ら
れ
て
の

ち
に
は
、
弥
陀
の
ご
と
く
の
仏
、
釈
迦
の
ご
と
く
の
仏
、
そ

ら
に
み
ち
〳
〵
て
、
釈
迦
の
お
し
え
、
弥
陀
の
本
願
は
ひ
が

ご
と
な
り
と
お
お
せ
ら
る
と
も
、
一
念
も
う
た
が
ひ
あ
る
べ

か
ら
ず
と
こ
そ
う
け
た
ま
わ
り
て
そ
う
ら
え
ば
、
そ
の
様
を

こ
そ
、
と
し
ご
ろ
も
う
し
て
そ
う
ろ
う
に
、
慈
信
ほ
ど
の
も

の
ゝ
も
う
す
こ
と
に
、
常
陸
・
下
野
の
念
仏
者
の
、
み
な
御

こ
ゝ
ろ
ど
も
の
う
か
れ
て
、
は
て
は
さ
し
も
た
し
か
な
る
証

文
を
、
ち
か
ら
を
つ
く
し
て
か
ず
あ
ま
た
か
き
て
ま
い
ら
せ

て
そ
う
ら
え
ば
、
そ
れ
を
み
な
す
て
あ
う
て
お
わ
し
ま
し
そ

う
ろ
う
と
き
こ
え
そ
う
ら
え
ば
、
と
も
か
く
も
も
う
す
に
お

よ
ば
ず
そ
う
ろ
う
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
六
七
〜
一
六
九
頁
）

と
述
べ
る
。
こ
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
歎
異
は
善

鸞
個
人
を
問
題
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
常
陸
・
下
野
の

人
々
」「
常
陸
・
下
野
の
念
仏
者
」
と
あ
る
よ
う
に
、
善
鸞
の
下

に
集
う
関
東
の
門
弟
達
に
ま
で
、
親
鸞
は
目
を
向
け
て
い
る
。
そ

し
て
、「
往
生
の
信
心
と
も
う
す
こ
と
は
、
一
念
も
う
た
が
う
こ

と
の
そ
う
ら
わ
ぬ
を
こ
そ
、
往
生
一
定
と
は
お
も
い
て
そ
う
ら

え
」
と
、
門
弟
達
の
信
心
を
問
題
に
す
る
。

　
さ
ら
に
、
そ
の
信
心
の
問
題
は
、
善
鸞
の
事
件
に
特
筆
す
る
も

の
で
は
な
い
。
親
鸞
の
著
作
の
多
く
は
晩
年
に
集
中
し
て
い
る
が
、

そ
の
時
期
に
、
親
鸞
が
特
に
読
ん
で
い
た
も
の
が
聖
覚
の
『
唯
信

鈔
』
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
幾
度
も
書
写
し
、
ま
た
御
消
息
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や
『
歎
異
抄
』
に
お
い
て
も
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

自
ら
何
度
も
拝
読
し
、
ま
た
門
弟
に
も
積
極
的
に
勧
め
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。『
唯
信
鈔
』
は
法
然
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に

顕
さ
れ
る
念
仏
往
生
の
仏
道
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る⑤
。
さ
ら
に
、

む
な
し
く
み
を
卑
下
し
て
、
こ
ゝ
ろ
を
怯
弱
に
し
て
、
仏
智

不
思
議
を
う
た
が
う
こ
と
な
か
れ
。（
中
略
）
仏
力
を
う
た

が
い
、
願
力
を
た
の
ま
ざ
る
人
は
、
菩
提
の
き
し
に
の
ぼ
る

こ
と
か
た
し
。
た
ゞ
信
心
の
て
を
の
べ
て
、
誓
願
の
つ
な
を

と
る
べ
し
。
仏
力
無
窮
な
り
、
罪
障
深
重
の
み
を
お
も
し
と

せ
ず
。
仏
智
無
辺
な
り
、
散
乱
放
逸
の
も
の
を
も
す
つ
る
こ

と
な
し
。
信
心
を
要
と
す
、
そ
の
ほ
か
を
ば
か
え
り
み
ざ
る

な
り
。
信
心
決
定
し
ぬ
れ
ば
、
三
心
お
の
づ
か
ら
そ
な
わ
る
。

本
願
を
信
ず
る
こ
と
ま
こ
と
な
れ
ば
、
虚
仮
の
こ
ゝ
ろ
な
し
。

浄
土
ま
つ
こ
と
う
た
が
い
な
け
れ
ば
、
回
向
の
お
も
い
あ
り
。

こ
の
ゆ
え
に
、
三
心
こ
と
な
る
に
に
た
れ
ど
も
、
み
な
信
心

に
そ
な
わ
れ
る
な
り
。

 

（『
定
親
全
』
六
・
写
伝
篇
二
・
五
八
〜
六
〇
頁
）

と
、
念
仏
往
生
の
核
と
な
る
「
か
の
仏
の
本
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え

に
」
と
い
う
本
願
も
、「
信
心
を
要
と
す
」
と
確
か
め
て
い
る
。

『
摧
邪
輪
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
当
時
の
『
選
択
本
願
念
仏

集
』
に
対
す
る
批
判
が
信
心
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
正
確
に
見

抜
い
た
上
で
の
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
他
力
の
信

心
を
勧
め
る
根
拠
と
し
て
、「
む
な
し
く
み
を
卑
下
し
て
、
こ
ゝ

ろ
を
怯
弱
に
し
て
、
仏
智
不
思
議
を
う
た
が
ふ
こ
と
な
か
れ
」
と

述
べ
、「
仏
力
を
う
た
が
い
、
願
力
を
た
の
ま
ざ
る
人
は
、
菩
提

の
き
し
に
の
べ
る
こ
と
か
た
し
」
と
述
べ
て
、
仏
智
疑
惑
と
い
う

我
々
の
自
力
の
心
を
誡
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
聖
覚
が
「
み
を
卑

下
し
て
、
こ
ゝ
ろ
を
怯
弱
に
し
て
」
と
押
さ
え
る
よ
う
に
、
そ
の

誡
め
は
宿
業
存
在
と
し
て
あ
る
我
が
身
の
事
実
の
徹
底
で
あ
る
。

こ
れ
が
『
観
経
』
三
心
の
深
心
に
つ
い
て
の
釈
文
と
し
て
、
二
種

深
信
を
踏
ま
え
た
上
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
徹
底
が

信
心
の
自
覚
内
容
で
あ
る
と
了
解
で
き
る
。
つ
ま
り
『
唯
信
鈔
』

は
、
実
在
と
し
て
の
衆
生
を
問
う
よ
う
な
信
心
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
『
唯
信
鈔
』
を
、
親
鸞
が
何
度
も
拝
読
し
門
弟
に
勧
め
て

い
た
こ
と
を
逆
説
的
に
考
え
れ
ば
、
親
鸞
の
ま
わ
り
で
信
心
を
観

念
的
に
捉
え
る
よ
う
な
風
潮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

親
鸞
の
次
の
書
簡
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
づ
一
念
に
て
往
生
の
業
因
は
た
れ
り
と
も
う
し
そ
う
ろ
う

は
、
ま
こ
と
に
さ
る
べ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
べ
し
。
さ
れ

ば
と
て
一
念
の
ほ
か
に
念
仏
を
も
う
す
ま
じ
き
こ
と
に
は
そ

う
ら
わ
ず
。
そ
の
よ
う
は
『
唯
信
鈔
』
に
く
わ
し
く
そ
う
ろ
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う
。
よ
く
〳
〵
御
覧
そ
う
ろ
う
べ
し
。（
中
略
）
ま
た
有

念
・
無
念
と
も
う
す
こ
と
は
、
他
力
の
法
文
に
は
あ
ら
ぬ
こ

と
に
て
そ
う
ろ
う
。
聖
道
門
に
も
う
す
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う

な
り
。
み
な
自
力
聖
道
の
法
文
な
り
。
阿
弥
陀
如
来
の
選
択

本
願
は
、
有
念
の
義
に
も
あ
ら
ず
、
無
念
の
義
に
も
あ
ら
ず

と
も
う
し
そ
う
ろ
う
な
り
。（
中
略
）
常
陸
国
中
の
念
仏
者

の
な
か
に
有
念
・
無
念
の
念
仏
沙
汰
の
き
こ
え
そ
う
ろ
う
は
、

ひ
が
ご
と
に
そ
う
ろ
う
と
、
も
う
し
そ
う
ら
い
き
。（
中

略
）
よ
く
よ
く
『
唯
信
鈔
』
を
御
覧
そ
う
ろ
う
べ
し
。 

（『
定

親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
三
〇
〜
一
三
四
頁
）

こ
の
書
簡
で
は
、
親
鸞
が
一
念
多
念
と
有
念
無
念
と
い
う
念
仏
に

関
す
る
問
題
に
つ
い
て
答
え
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て

も
「『
唯
信
鈔
』
を
御
覧
そ
う
ろ
う
べ
し
」
と
、『
唯
信
鈔
』
を
勧

め
る
。
特
に
有
念
無
念
の
問
題
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
否
定
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
有
念
無
念
の
問
題
が
起
こ
る
こ
と
が
信
心
を
観

念
的
に
捉
え
て
い
る
証
拠
で
あ
り
、
選
択
本
願
の
念
仏
に
あ
っ
て

は
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
の
他
に
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
常
陸
国
中
の
念
仏
者
の
な
か
に
有
念
・
無
念
の

念
仏
沙
汰
の
き
こ
え
そ
う
ろ
う
は
、
ひ
が
ご
と
に
そ
う
ろ
う
と
、

も
う
し
そ
う
ら
い
き
」
と
、
信
心
を
観
念
的
に
捉
え
る
関
東
の
門

弟
達
を
具
体
的
に
歎
異
す
る
。
ま
た
、

奥
群
の
ひ
と
〴
〵
の
、
慈
信
坊
に
す
か
さ
れ
て
、
信
心
み
な

う
か
れ
あ
う
て
お
わ
し
ま
し
そ
う
ろ
う
な
る
こ
と
、
か
え
す

〴
〵
あ
わ
れ
に
か
な
し
う
お
ぼ
え
そ
う
ろ
う
。
こ
れ
も
ひ
と

〴
〵
を
す
か
し
も
う
し
た
る
よ
う
に
き
こ
え
そ
う
ろ
う
こ
と
、

か
え
す
〴
〵
あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
え
そ
う
ろ
う
。
そ
れ
も
日
ご

ろ
ひ
と
〴
〵
の
信
の
さ
だ
ま
ら
ず
そ
う
ら
い
け
る
こ
と
の
あ

ら
わ
れ
て
き
こ
え
そ
う
ろ
う
、
か
え
す
〴
〵
不
便
に
そ
う
ら

い
け
り
。
慈
信
坊
が
も
う
す
こ
と
に
よ
り
て
、
ひ
と
〴
〵
の

日
ご
ろ
の
信
の
た
ぢ
ろ
き
あ
う
て
お
わ
し
ま
し
そ
う
ろ
う
も
、

詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
ひ
と
〴
〵
の
信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ

と
の
あ
ら
わ
れ
て
そ
う
ろ
う
、
よ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
四
九
〜
一
五
〇
頁
）

と
、
親
鸞
は
善
鸞
の
も
と
に
集
う
人
々
の
問
題
に
つ
い
て
、「
信

の
さ
だ
ま
ら
ず
そ
う
ら
い
け
る
こ
と
」「
日
ご
ろ
の
信
の
た
ぢ
ろ

き
あ
う
」「
信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
」
と
、
観
念
的
な
信
心

で
あ
る
が
ゆ
え
に
不
確
か
で
当
て
に
な
ら
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
親
鸞
は
、
観
念
的
な
信
心
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ

る
仏
道
が
、
法
然
よ
り
継
承
し
た
念
仏
往
生
の
仏
道
と
根
底
か
ら

質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
善
鸞
と
い
う
人

物
が
具
体
的
に
現
れ
る
前
か
ら
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
、

人
間
の
業
縁
が
善
鸞
を
生
み
、
関
東
の
混
乱
を
引
き
起
こ
し
て
い
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く
。
親
鸞
は
そ
の
責
任
と
し
て
、
善
鸞
を
義
絶
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
社
会
的
な
責
任
を
果
た
し
た
に
過
ぎ
ず
、
す
ぐ

に
観
念
的
な
信
心
に
転
落
す
る
人
間
の
問
題
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
そ
の
思
想
的
責
任
と
し
て
、
多
く
の
著
作
を
通
じ
て
、

法
然
に
教
え
ら
れ
た
実
存
性
を
問
う
よ
う
な
仏
教
の
回
復
を
確
か

め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
　
実
存
に
立
っ
て
如
来
の
恩
徳
を
仰
ぐ

　
親
鸞
の
著
作
の
中
で
も
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
は
、「
文

類
」
と
い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
の
著
述
は
多
く
あ

る
が
、「
文
類
」
と
い
う
著
述
方
法
が
取
ら
れ
る
の
は
、
主
著
で

あ
る
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
、
そ
の
略
本
と
も
取
れ
る

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』、
そ
し
て
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で
あ
る
。

ま
た
『
如
来
二
種
回
向
文
』
も
、
上
宮
寺
蔵
の
写
本
に
よ
れ
ば

『
往
相
回
向
還
相
回
向
文
類
』
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
如
来

二
種
回
向
文
』
は
、
そ
の
撰
述
時
期
や
構
造
か
ら⑥
、
親
鸞
が
『
浄

土
三
経
往
生
文
類
』
の
略
本
で
は
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
を

『
如
来
二
種
回
向
文
』
で
明
確
に
し
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
広
本

と
し
て
大
経
往
生
を
明
ら
か
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
親
鸞
の
著
作
の
中
で
「
文
類
」
と
い
う

方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
き
く
分
け
れ
ば
、『
教
行
信

証
』
と
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
と
言
え
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
著

作
に
共
通
す
る
思
索
と
は
何
か
。
そ
れ
は
二
種
回
向
の
推
求
で
あ

る
。『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で
は
、
大
経
往
生
を
説
く
上
で
、

ま
ず
「
如
来
の
往
相
回
向
」
に
つ
い
て
「
真
実
の
行
業
」、「
真
実

信
心
」、「
真
実
証
果
」
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、「
二
、
還

相
回
向
と
い
う
は
」
と
、『
浄
土
論
』
の
出
第
五
門
と
第
二
十
二

願
を
も
っ
て
、
還
相
回
向
を
説
き
、

如
来
の
二
種
の
回
向
に
よ
り
て
、
真
実
の
信
楽
を
う
る
人
は
、

か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
他
力
と

も
う
す
な
り
。

し
か
れ
ば
、『
無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

優う

婆ば

提だ
い

舎し
ゃ

願が
ん

生し
ょ
う

偈げ
に

』
曰い

わ
く

。

「
云い
か
ん
が
え
こ
う
し
た
ま
え
る
ず
し
て

何
回
向
不
㆔

捨す
て

㆓

一
切
苦く

の

悩う
の

衆
生を
㆒、
心に

常つ
ね
に

作さ

願す
ら
く

回え

向こ
う
を

為し
て㆓

首し
ゅ
と㆒

得え
た
ま
え
る
が

㆔

　  

成じ
ょ
う㆓

就じ
ゅ
す
る
こ
と
を

大
悲
心を
㆒

故ゆ
え
に
と
の
た
ま
え
り

。
　
　 

」

こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
宗
致
と
し
た
ま
え
り
。
こ
れ
を

難
思
議
往
生
と
も
う
す
な
り
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
・
二
八
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
は
二
種
回
向
を
も
っ
て
大

経
往
生
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、『
教
行
信
証
』
は
、

謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
に
は

往
相
、
二
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
就
い
て
真
実
の

教
行
信
証
あ
り
。 

（『
定
親
全
』
一
・
九
頁
）
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う
。
よ
く
〳
〵
御
覧
そ
う
ろ
う
べ
し
。（
中
略
）
ま
た
有

念
・
無
念
と
も
う
す
こ
と
は
、
他
力
の
法
文
に
は
あ
ら
ぬ
こ

と
に
て
そ
う
ろ
う
。
聖
道
門
に
も
う
す
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う

な
り
。
み
な
自
力
聖
道
の
法
文
な
り
。
阿
弥
陀
如
来
の
選
択

本
願
は
、
有
念
の
義
に
も
あ
ら
ず
、
無
念
の
義
に
も
あ
ら
ず

と
も
う
し
そ
う
ろ
う
な
り
。（
中
略
）
常
陸
国
中
の
念
仏
者

の
な
か
に
有
念
・
無
念
の
念
仏
沙
汰
の
き
こ
え
そ
う
ろ
う
は
、

ひ
が
ご
と
に
そ
う
ろ
う
と
、
も
う
し
そ
う
ら
い
き
。（
中

略
）
よ
く
よ
く
『
唯
信
鈔
』
を
御
覧
そ
う
ろ
う
べ
し
。 

（『
定

親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
三
〇
〜
一
三
四
頁
）

こ
の
書
簡
で
は
、
親
鸞
が
一
念
多
念
と
有
念
無
念
と
い
う
念
仏
に

関
す
る
問
題
に
つ
い
て
答
え
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て

も
「『
唯
信
鈔
』
を
御
覧
そ
う
ろ
う
べ
し
」
と
、『
唯
信
鈔
』
を
勧

め
る
。
特
に
有
念
無
念
の
問
題
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
否
定
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
有
念
無
念
の
問
題
が
起
こ
る
こ
と
が
信
心
を
観

念
的
に
捉
え
て
い
る
証
拠
で
あ
り
、
選
択
本
願
の
念
仏
に
あ
っ
て

は
「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
の
他
に
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
常
陸
国
中
の
念
仏
者
の
な
か
に
有
念
・
無
念
の

念
仏
沙
汰
の
き
こ
え
そ
う
ろ
う
は
、
ひ
が
ご
と
に
そ
う
ろ
う
と
、

も
う
し
そ
う
ら
い
き
」
と
、
信
心
を
観
念
的
に
捉
え
る
関
東
の
門

弟
達
を
具
体
的
に
歎
異
す
る
。
ま
た
、

奥
群
の
ひ
と
〴
〵
の
、
慈
信
坊
に
す
か
さ
れ
て
、
信
心
み
な

う
か
れ
あ
う
て
お
わ
し
ま
し
そ
う
ろ
う
な
る
こ
と
、
か
え
す

〴
〵
あ
わ
れ
に
か
な
し
う
お
ぼ
え
そ
う
ろ
う
。
こ
れ
も
ひ
と

〴
〵
を
す
か
し
も
う
し
た
る
よ
う
に
き
こ
え
そ
う
ろ
う
こ
と
、

か
え
す
〴
〵
あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
え
そ
う
ろ
う
。
そ
れ
も
日
ご

ろ
ひ
と
〴
〵
の
信
の
さ
だ
ま
ら
ず
そ
う
ら
い
け
る
こ
と
の
あ

ら
わ
れ
て
き
こ
え
そ
う
ろ
う
、
か
え
す
〴
〵
不
便
に
そ
う
ら

い
け
り
。
慈
信
坊
が
も
う
す
こ
と
に
よ
り
て
、
ひ
と
〴
〵
の

日
ご
ろ
の
信
の
た
ぢ
ろ
き
あ
う
て
お
わ
し
ま
し
そ
う
ろ
う
も
、

詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、
ひ
と
〴
〵
の
信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ

と
の
あ
ら
わ
れ
て
そ
う
ろ
う
、
よ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
四
九
〜
一
五
〇
頁
）

と
、
親
鸞
は
善
鸞
の
も
と
に
集
う
人
々
の
問
題
に
つ
い
て
、「
信

の
さ
だ
ま
ら
ず
そ
う
ら
い
け
る
こ
と
」「
日
ご
ろ
の
信
の
た
ぢ
ろ

き
あ
う
」「
信
心
の
ま
こ
と
な
ら
ぬ
こ
と
」
と
、
観
念
的
な
信
心

で
あ
る
が
ゆ
え
に
不
確
か
で
当
て
に
な
ら
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
親
鸞
は
、
観
念
的
な
信
心
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ

る
仏
道
が
、
法
然
よ
り
継
承
し
た
念
仏
往
生
の
仏
道
と
根
底
か
ら

質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
善
鸞
と
い
う
人

物
が
具
体
的
に
現
れ
る
前
か
ら
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
、

人
間
の
業
縁
が
善
鸞
を
生
み
、
関
東
の
混
乱
を
引
き
起
こ
し
て
い
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く
。
親
鸞
は
そ
の
責
任
と
し
て
、
善
鸞
を
義
絶
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
社
会
的
な
責
任
を
果
た
し
た
に
過
ぎ
ず
、
す
ぐ

に
観
念
的
な
信
心
に
転
落
す
る
人
間
の
問
題
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
そ
の
思
想
的
責
任
と
し
て
、
多
く
の
著
作
を
通
じ
て
、

法
然
に
教
え
ら
れ
た
実
存
性
を
問
う
よ
う
な
仏
教
の
回
復
を
確
か

め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
　
実
存
に
立
っ
て
如
来
の
恩
徳
を
仰
ぐ

　
親
鸞
の
著
作
の
中
で
も
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
は
、「
文

類
」
と
い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
の
著
述
は
多
く
あ

る
が
、「
文
類
」
と
い
う
著
述
方
法
が
取
ら
れ
る
の
は
、
主
著
で

あ
る
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
と
、
そ
の
略
本
と
も
取
れ
る

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』、
そ
し
て
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で
あ
る
。

ま
た
『
如
来
二
種
回
向
文
』
も
、
上
宮
寺
蔵
の
写
本
に
よ
れ
ば

『
往
相
回
向
還
相
回
向
文
類
』
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
如
来

二
種
回
向
文
』
は
、
そ
の
撰
述
時
期
や
構
造
か
ら⑥
、
親
鸞
が
『
浄

土
三
経
往
生
文
類
』
の
略
本
で
は
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
を

『
如
来
二
種
回
向
文
』
で
明
確
に
し
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
広
本

と
し
て
大
経
往
生
を
明
ら
か
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
親
鸞
の
著
作
の
中
で
「
文
類
」
と
い
う

方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
き
く
分
け
れ
ば
、『
教
行
信

証
』
と
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
と
言
え
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
著

作
に
共
通
す
る
思
索
と
は
何
か
。
そ
れ
は
二
種
回
向
の
推
求
で
あ

る
。『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で
は
、
大
経
往
生
を
説
く
上
で
、

ま
ず
「
如
来
の
往
相
回
向
」
に
つ
い
て
「
真
実
の
行
業
」、「
真
実

信
心
」、「
真
実
証
果
」
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、「
二
、
還

相
回
向
と
い
う
は
」
と
、『
浄
土
論
』
の
出
第
五
門
と
第
二
十
二

願
を
も
っ
て
、
還
相
回
向
を
説
き
、

如
来
の
二
種
の
回
向
に
よ
り
て
、
真
実
の
信
楽
を
う
る
人
は
、

か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
他
力
と

も
う
す
な
り
。

し
か
れ
ば
、『
無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

優う

婆ば

提だ
い

舎し
ゃ

願が
ん

生し
ょ
う

偈げ
に

』
曰い

わ
く

。

「
云い
か
ん
が
え
こ
う
し
た
ま
え
る
ず
し
て

何
回
向
不
㆔

捨す
て

㆓

一
切
苦く

の

悩う
の

衆
生を
㆒、
心に

常つ
ね
に

作さ

願す
ら
く

回え

向こ
う
を

為し
て㆓

首し
ゅ
と㆒

得え
た
ま
え
る
が

㆔

　  

成じ
ょ
う㆓

就じ
ゅ
す
る
こ
と
を

大
悲
心を
㆒

故ゆ
え
に
と
の
た
ま
え
り

。
　
　 

」

こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
宗
致
と
し
た
ま
え
り
。
こ
れ
を

難
思
議
往
生
と
も
う
す
な
り
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
・
二
八
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
は
二
種
回
向
を
も
っ
て
大

経
往
生
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、『
教
行
信
証
』
は
、

謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
に
は

往
相
、
二
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
就
い
て
真
実
の

教
行
信
証
あ
り
。 

（『
定
親
全
』
一
・
九
頁
）
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と
始
ま
り
、
浄
土
真
宗
と
し
て
表
明
さ
れ
る
仏
道
の
全
体
が
二
種

回
向
に
貫
か
れ
て
い
る
。『
教
行
信
証
』
に
あ
る
通
り
、
二
種
回

向
を
抜
き
に
し
て
浄
土
真
宗
は
な
い
た
め
、
二
つ
の
著
作
以
外
で

も
二
種
回
向
の
思
索
が
な
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
親
鸞
が
態
々
「
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相
」
と
立
て
て
、

そ
の
全
体
を
二
種
回
向
の
推
求
に
費
や
し
て
い
る
も
の
は
、『
教

行
信
証
』
と
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
二
種
回
向
の
推
求
に
お
い
て
「
文
類
」
と
い
う
方
法
が
取
ら

れ
る
の
は
何
故
か
。

　
「
文
類
」
に
つ
い
て
確
か
め
る
と
き
、
し
ば
し
ば
『
楽
邦
文

類
』
の
影
響
が
先
学
の
研
究⑦
で
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
、「
文
類
」
と
は
、
科
を
設
け
て
分
類
し
、
一
文
一
文

が
独
立
し
た
も
の
と
し
て
集
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
教
行
信

証
』
の
構
造
を
一
見
す
れ
ば
、「
教
巻
」
以
外
の
各
巻⑧
で
は
、
ま

ず
所
依
の
『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
よ
っ
て
本
願
文
と
成
就
文
が
挙

げ
ら
れ
、
そ
の
意
味
を
正
確
に
捉
え
る
た
め
に
異
訳
の
経
典
が
引

用
さ
れ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
論
書
や
釈
文
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
は
経
典
を
解
説
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

本
願
の
仏
道
に
立
っ
た
者
の
表
明
と
し
て
、
単
独
の
意
味
を
も
っ

て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
構
造
的
性
格
が
「
文
類
」
の

特
徴
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
親
鸞
は
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
の
中
で
、「
文
類
」
と
い

う
方
法
を
取
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
片
州
の
愚
禿
、
印
度
西
蕃
の
論
説
に
帰
し
、
華
漢
日

域
の
師
釈
を
仰
ぎ
て
、
真
宗
教
行
証
を
敬
信
す
。
特
に
知
り

ぬ
、
仏
恩
窮
尽
し
叵
け
れ
ば
、
明
ら
か
に
浄
土
の
文
類
聚
を

用
い
る
な
り
。 

（『
定
親
全
』
二
・
漢
文
篇
・
一
三
一
頁
）

親
鸞
は
、「
片
州
の
愚
禿
」
と
い
う
凡
夫
と
し
て
、
釈
尊
の
教
説

や
七
祖
の
論
書
や
釈
文
を
仰
ぎ
、「
教
行
証
」
と
い
う
実
践
的
な

仏
道
を
「
敬
信
」
す
る
。
こ
の
「
敬
信
」
は
、
仏
道
が
我
が
身
に

成
就
し
た
と
い
う
己
証
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
己
証
を

実
現
す
る
二
種
回
向
の
恩
徳
は
「
窮
尽
し
叵
」
い
た
め
に
「
文

類
」
と
い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
る
。「
証
巻
」
の
結
釈
に
お
い
て

も
、

し
か
れ
ば
、
大
聖
の
真
言
、
誠
に
知
り
ぬ
。
大
涅
槃
を
証
す

る
こ
と
は
願
力
の
回
向
に
籍
り
て
な
り
。
還
相
の
利
益
は
利

他
の
正
意
を
顕
す
な
り
。
是
を
以
て
論
主
は
広
大
無
碍
の
一

心
を
宣
布
し
て
、
普
く
雑
染
堪
忍
の
群
萌
を
開
化
す
。
宗
師

は
大
悲
往
還
の
回
向
を
顕
示
し
て
、
慇
懃
に
他
利
利
他
の
深

義
を
弘
宣
し
た
ま
え
り
。
仰
い
で
奉
持
す
べ
し
、
特
に
頂
戴

す
べ
し
と
。
　 

（『
定
親
全
』
一
・
二
二
三
頁
）

と
、
親
鸞
は
曇
鸞
の
「
他
利
利
他
の
深
義
」
を
も
っ
て
、
二
種
回
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向
が
如
来
の
回
向
で
あ
る
と
確
か
め
、
そ
の
如
来
の
恩
徳
を
「
仰

い
で
奉
持
す
べ
し
、
特
に
頂
戴
す
べ
し
」
と
徹
底
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
文
類
」
と
い
う
方
法
の
特
徴
か
ら
も
、
親
鸞

の
己
証
の
表
明
か
ら
も
、
親
鸞
が
仏
恩
報
謝
の
念
を
も
っ
て
、
二

種
回
向
を
推
求
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
「
仏
恩
窮
尽
し

叵
」
い
凡
夫
と
し
て
の
我
が
身
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。『
大
経
』

に
お
い
て
、

如
来
の
智
慧
海
は
、
深
広
に
し
て
涯
底
な
し
、
二
乗
の
測
る

所
に
あ
ら
ず
、
唯
仏
の
み
独
り
明
ら
か
に
了
り
た
ま
え
り
。

 

（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
頁
）

と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
凡
夫
が
如
来
の
恩
徳
を
追
究
し
、
知

り
尽
く
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
文
類
」
と
し
て
、

「
印
度
西
蕃
の
論
説
に
帰
し
、
華
漢
日
域
の
師
釈
を
仰
」
ぎ
、
凡

夫
と
し
て
二
種
回
向
を
推
求
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
仏
道
の
実
現
力
を
問
う

　
信
心
の
観
念
化
と
い
う
思
想
的
課
題
の
中
で
、
親
鸞
が
二
種
回

向
を
推
求
す
る
目
的
と
は
何
か
。『
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
三

心
一
心
の
問
答
で
は
、
親
鸞
が
二
種
回
向
の
最
も
根
源
的
な
意
義

を
、
欲
生
釈
と
し
て
確
か
め
て
い
る
。

　
欲
生
釈
に
は
、
親
鸞
の
二
種
回
向
の
典
拠
と
な
る
『
浄
土
論

註
』
の
回
向
門
釈
が
引
用
さ
れ
る⑨
。
親
鸞
は
独
自
の
訓
点
を
付
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
向
の
主
体
が
如
来
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

す
る
。
そ
し
て
、
続
け
て
『
浄
土
論
註
』
の
浄
入
願
心
と
『
浄
土

論
』
の
出
第
五
門
が
引
用
さ
れ
る
。

又
云
わ
く
、
浄
入
願
心
と
は
、『
論
』
に
曰
く
、
又
向
に
観

察
荘
厳
仏
土
功
徳
成
就
、
荘
厳
仏
功
徳
成
就
、
荘
厳
菩
薩
功

徳
成
就
を
説
き
つ
。
此
の
三
種
の
成
就
は
願
心
の
荘
厳
し
た

ま
え
る
な
り
と
知
る
べ
し
と
い
え
り
と
。
応
知
は
、
此
の
三

種
の
荘
厳
成
就
は
、
本
四
十
八
願
等
の
清
浄
の
願
心
の
荘
厳

し
た
ま
う
所
な
る
に
由
っ
て
、
因
浄
な
る
が
故
に
果
浄
な
り
、

因
な
く
し
て
他
の
因
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
と
知
る
べ
し

と
な
り
と
。
已
上

又
『
論
』
に
曰
く
、
出
第
五
門
は
、
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦

悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
、
応
化
の
身
を
示
し
て
、
生
死
の
園
、

煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
教
化
地
に
至

る
。
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
。
是
を
出
第
五
門
と
名

づ
く
と
の
た
ま
え
り
と
。
已
上

 

（『
定
親
全
』
一
・
一
二
九
〜
一
三
〇
頁
）

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
親
鸞
が
引
用
す
る
際
に
「
云
わ
く
」

と
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
経
典
の
引
用
は
「
言
」、
論

書
の
引
用
は
「
曰
」、
釈
文
は
「
云
」
と
、
基
本
的
に
使
い
分
け
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と
始
ま
り
、
浄
土
真
宗
と
し
て
表
明
さ
れ
る
仏
道
の
全
体
が
二
種

回
向
に
貫
か
れ
て
い
る
。『
教
行
信
証
』
に
あ
る
通
り
、
二
種
回

向
を
抜
き
に
し
て
浄
土
真
宗
は
な
い
た
め
、
二
つ
の
著
作
以
外
で

も
二
種
回
向
の
思
索
が
な
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
親
鸞
が
態
々
「
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相
」
と
立
て
て
、

そ
の
全
体
を
二
種
回
向
の
推
求
に
費
や
し
て
い
る
も
の
は
、『
教

行
信
証
』
と
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
二
種
回
向
の
推
求
に
お
い
て
「
文
類
」
と
い
う
方
法
が
取
ら

れ
る
の
は
何
故
か
。

　
「
文
類
」
に
つ
い
て
確
か
め
る
と
き
、
し
ば
し
ば
『
楽
邦
文

類
』
の
影
響
が
先
学
の
研
究⑦
で
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
、「
文
類
」
と
は
、
科
を
設
け
て
分
類
し
、
一
文
一
文

が
独
立
し
た
も
の
と
し
て
集
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
教
行
信

証
』
の
構
造
を
一
見
す
れ
ば
、「
教
巻
」
以
外
の
各
巻⑧
で
は
、
ま

ず
所
依
の
『
仏
説
無
量
寿
経
』
に
よ
っ
て
本
願
文
と
成
就
文
が
挙

げ
ら
れ
、
そ
の
意
味
を
正
確
に
捉
え
る
た
め
に
異
訳
の
経
典
が
引

用
さ
れ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
論
書
や
釈
文
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
は
経
典
を
解
説
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

本
願
の
仏
道
に
立
っ
た
者
の
表
明
と
し
て
、
単
独
の
意
味
を
も
っ

て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
構
造
的
性
格
が
「
文
類
」
の

特
徴
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
親
鸞
は
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
の
中
で
、「
文
類
」
と
い

う
方
法
を
取
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
片
州
の
愚
禿
、
印
度
西
蕃
の
論
説
に
帰
し
、
華
漢
日

域
の
師
釈
を
仰
ぎ
て
、
真
宗
教
行
証
を
敬
信
す
。
特
に
知
り

ぬ
、
仏
恩
窮
尽
し
叵
け
れ
ば
、
明
ら
か
に
浄
土
の
文
類
聚
を

用
い
る
な
り
。 

（『
定
親
全
』
二
・
漢
文
篇
・
一
三
一
頁
）

親
鸞
は
、「
片
州
の
愚
禿
」
と
い
う
凡
夫
と
し
て
、
釈
尊
の
教
説

や
七
祖
の
論
書
や
釈
文
を
仰
ぎ
、「
教
行
証
」
と
い
う
実
践
的
な

仏
道
を
「
敬
信
」
す
る
。
こ
の
「
敬
信
」
は
、
仏
道
が
我
が
身
に

成
就
し
た
と
い
う
己
証
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
己
証
を

実
現
す
る
二
種
回
向
の
恩
徳
は
「
窮
尽
し
叵
」
い
た
め
に
「
文

類
」
と
い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
る
。「
証
巻
」
の
結
釈
に
お
い
て

も
、

し
か
れ
ば
、
大
聖
の
真
言
、
誠
に
知
り
ぬ
。
大
涅
槃
を
証
す

る
こ
と
は
願
力
の
回
向
に
籍
り
て
な
り
。
還
相
の
利
益
は
利

他
の
正
意
を
顕
す
な
り
。
是
を
以
て
論
主
は
広
大
無
碍
の
一

心
を
宣
布
し
て
、
普
く
雑
染
堪
忍
の
群
萌
を
開
化
す
。
宗
師

は
大
悲
往
還
の
回
向
を
顕
示
し
て
、
慇
懃
に
他
利
利
他
の
深

義
を
弘
宣
し
た
ま
え
り
。
仰
い
で
奉
持
す
べ
し
、
特
に
頂
戴

す
べ
し
と
。
　 

（『
定
親
全
』
一
・
二
二
三
頁
）

と
、
親
鸞
は
曇
鸞
の
「
他
利
利
他
の
深
義
」
を
も
っ
て
、
二
種
回
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向
が
如
来
の
回
向
で
あ
る
と
確
か
め
、
そ
の
如
来
の
恩
徳
を
「
仰

い
で
奉
持
す
べ
し
、
特
に
頂
戴
す
べ
し
」
と
徹
底
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
文
類
」
と
い
う
方
法
の
特
徴
か
ら
も
、
親
鸞

の
己
証
の
表
明
か
ら
も
、
親
鸞
が
仏
恩
報
謝
の
念
を
も
っ
て
、
二

種
回
向
を
推
求
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
「
仏
恩
窮
尽
し

叵
」
い
凡
夫
と
し
て
の
我
が
身
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。『
大
経
』

に
お
い
て
、

如
来
の
智
慧
海
は
、
深
広
に
し
て
涯
底
な
し
、
二
乗
の
測
る

所
に
あ
ら
ず
、
唯
仏
の
み
独
り
明
ら
か
に
了
り
た
ま
え
り
。

 
（『
真
聖
全
』
一
・
二
七
頁
）

と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
凡
夫
が
如
来
の
恩
徳
を
追
究
し
、
知

り
尽
く
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
文
類
」
と
し
て
、

「
印
度
西
蕃
の
論
説
に
帰
し
、
華
漢
日
域
の
師
釈
を
仰
」
ぎ
、
凡

夫
と
し
て
二
種
回
向
を
推
求
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
仏
道
の
実
現
力
を
問
う

　
信
心
の
観
念
化
と
い
う
思
想
的
課
題
の
中
で
、
親
鸞
が
二
種
回

向
を
推
求
す
る
目
的
と
は
何
か
。『
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
三

心
一
心
の
問
答
で
は
、
親
鸞
が
二
種
回
向
の
最
も
根
源
的
な
意
義

を
、
欲
生
釈
と
し
て
確
か
め
て
い
る
。

　
欲
生
釈
に
は
、
親
鸞
の
二
種
回
向
の
典
拠
と
な
る
『
浄
土
論

註
』
の
回
向
門
釈
が
引
用
さ
れ
る⑨
。
親
鸞
は
独
自
の
訓
点
を
付
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
向
の
主
体
が
如
来
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

す
る
。
そ
し
て
、
続
け
て
『
浄
土
論
註
』
の
浄
入
願
心
と
『
浄
土

論
』
の
出
第
五
門
が
引
用
さ
れ
る
。

又
云
わ
く
、
浄
入
願
心
と
は
、『
論
』
に
曰
く
、
又
向
に
観

察
荘
厳
仏
土
功
徳
成
就
、
荘
厳
仏
功
徳
成
就
、
荘
厳
菩
薩
功

徳
成
就
を
説
き
つ
。
此
の
三
種
の
成
就
は
願
心
の
荘
厳
し
た

ま
え
る
な
り
と
知
る
べ
し
と
い
え
り
と
。
応
知
は
、
此
の
三

種
の
荘
厳
成
就
は
、
本
四
十
八
願
等
の
清
浄
の
願
心
の
荘
厳

し
た
ま
う
所
な
る
に
由
っ
て
、
因
浄
な
る
が
故
に
果
浄
な
り
、

因
な
く
し
て
他
の
因
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
と
知
る
べ
し

と
な
り
と
。
已
上

又
『
論
』
に
曰
く
、
出
第
五
門
は
、
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦

悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
、
応
化
の
身
を
示
し
て
、
生
死
の
園
、

煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
教
化
地
に
至

る
。
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
。
是
を
出
第
五
門
と
名

づ
く
と
の
た
ま
え
り
と
。
已
上

 

（『
定
親
全
』
一
・
一
二
九
〜
一
三
〇
頁
）

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
親
鸞
が
引
用
す
る
際
に
「
云
わ
く
」

と
述
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
経
典
の
引
用
は
「
言
」、
論

書
の
引
用
は
「
曰
」、
釈
文
は
「
云
」
と
、
基
本
的
に
使
い
分
け
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を
す
る
。
但
し
、
七
祖
の
中
で
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
は
こ
れ
に

該
当
し
な
い
。
本
来
、
釈
文
で
あ
る
と
こ
ろ
を
「
曰
」
を
用
い
、

さ
ら
に
『
浄
土
論
註
』
の
引
用
で
あ
り
な
が
ら
『
論
』
と
称
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
親
鸞
は
『
浄
土
論
註
』
を
『
浄
土
論
』
と
一
組

に
し
て
、
論
書
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
親
鸞
は
こ
の
欲
生
釈
の
引
用
に
お
い
て
は
「
云
」
の
字

を
用
い
て
釈
文
の
扱
い
を
す
る
。
こ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
意
図
を
確
認
す
る
上
で
、
合
わ
せ
て
考
え
た
い
こ
と
が
出

第
五
門
の
「
又
『
論
』
に
曰
く
」
で
あ
る
。
こ
の
文
は
『
浄
土

論
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
た
め
、「
曰
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
お

り
、
一
見
す
れ
ば
、
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
先
の
浄
入
願
心
に
見
ら
れ
る
「『
論
』
に
曰
く
」
は
、

元
々
の
『
浄
土
論
註
』
に
は
な
く
、
親
鸞
が
態
々
挿
入
し
た
も
の

で
あ
る⑩
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
『
浄
土
論
註
』
の
浄
入
願
心
と

『
浄
土
論
』
の
出
第
五
門
か
ら
の
引
用
と
し
て
、
単
一
的
に
捉
え

ら
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
引
用
方
法
を
総
合
的
に
考

え
た
と
き
、
あ
と
の
出
第
五
門
の
「
又
『
論
』
に
曰
く
」
と
い
う

「
又
」
は
、
前
の
「『
論
』
に
曰
く
」
と
並
列
的
関
係
を
構
築
す

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
後
者
の
引
用
は
確
か

に
『
浄
土
論
』
の
出
第
五
門
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
義
を

確
保
し
な
が
ら
も
、
浄
入
願
心
の
内
容
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
浄
入
願
心
と
は
、
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
の
成
就
が

法
蔵
菩
薩
の
願
心
を
因
と
す
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
略
説
し
て
一
法
句
に
入
る
が
故
に
と
。

上
の
国
土
の
荘
厳
十
七
句
と
、
如
来
の
荘
厳
八
句
と
、
菩
薩

の
荘
厳
四
句
を
広
と
す
。
入
一
法
句
を
略
と
す
る
な
り
。
何

の
故
に
か
広
略
相
入
を
示
現
し
た
ま
う
と
な
れ
ば
、
諸
仏
・

菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
は
法
性
法
身
、
二
は
方

便
法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
由
っ
て
方
便
法
身
を
生
ず
。
方

便
法
身
に
由
っ
て
法
性
法
身
を
出
だ
す
。
此
の
二
の
法
身
は

異
に
し
て
分
か
つ
べ
か
ら
ず
、
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
。

是
の
故
に
広
略
相
入
し
て
、
統
ず
る
に
法
の
名
を
以
て
す
。

菩
薩
、
若
し
広
略
相
入
を
知
ら
ず
ば
、
則
ち
自
利
利
他
に
あ

た
わ
じ
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
三
三
六
〜
三
三
七
頁
）

こ
こ
で
「
広
略
相
入
」
と
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に
、「
世
尊
我
一
心
　

帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
　
願
生
安
楽
国
」
と
し
て
自
身
の
獲
得

し
た
「
我
一
心
」
は
、
そ
の
意
味
を
尋
ね
れ
ば
、
法
蔵
菩
薩
の
本

願
に
適
っ
た
信
心
の
発
起
で
あ
る
。
如
来
が
衆
生
の
実
相
を
見
抜

き
、
本
願
を
誓
い
、
浄
土
に
ま
で
な
っ
た
。
そ
の
因
位
法
蔵
菩
薩

の
兆
載
永
劫
の
修
行
が
、
自
利
利
他
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
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自
利
利
他
と
は
衆
生
の
現
実
問
題
で
あ
る
。
善
導
の
『
往
生
礼

讃
』
に
お
い
て
、

又
菩
薩
は
已
に
生
死
を
免
れ
て
、
所
作
の
善
法
回
し
て
仏
果

を
求
む
、
即
ち
是
自
利
な
り
。
衆
生
を
教
化
し
て
未
来
際
を

尽
す
、
即
ち
是
利
他
な
り
。
然
る
に
今
の
時
の
衆
生
、
悉
く

煩
悩
の
為
に
繋
縛
せ
ら
れ
て
、
未
だ
悪
道
生
死
等
の
苦
を
免

れ
ず
。
縁
に
隨
い
て
行
を
起
し
て
、
一
切
の
善
根
具
に
速
に

回
し
て
阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
せ
ん
と
願
ぜ
ん
。
彼
の
国
に
到

り
已
り
て
、
更
に
畏
る
る
所
な
け
ん
。
上
の
如
き
の
四
修
、

自
然
任
運
に
し
て
自
利
・
利
他
具
足
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
応

に
知
る
べ
し
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
六
五
〇
〜
六
五
一
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
文
を
、
親
鸞
は
「
化
身
土
巻
」
の
中
で
、
至
誠
心

と
回
向
発
願
心
を
挙
げ
た
後
に
引
用
す
る⑪
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る

と
お
り
、
自
利
と
は
、「
菩
薩
は
已
に
生
死
を
免
れ
て
、
所
作
の

善
法
回
し
て
仏
果
を
求
む
」
る
と
い
う
一
人
ひ
と
り
の
信
仰
主
体

の
確
立
で
あ
り
、
利
他
は
、「
衆
生
を
教
化
し
て
未
来
際
を
尽

す
」
と
い
う
、
そ
の
信
仰
を
も
っ
て
他
と
共
に
生
き
る
こ
と
で
あ

る
。
我
々
は
、
煩
悩
に
繋
縛
さ
れ
る
た
め
に
、
こ
の
現
実
問
題
を

円
満
に
実
現
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々

を
見
抜
く
本
願
の
た
す
け
に
あ
ず
か
る
他
に
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、『
浄
土
論
註
』
は
『
浄
土
論
』
の
註
釈
書
で
あ
る
た

め
、
菩
薩
道
の
仏
道
体
系
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
五

念
門
と
し
て
表
さ
れ
る
自
利
利
他
も
、
一
見
す
れ
ば
、
段
階
的
な

菩
薩
行
と
し
て
了
解
で
き
る
。
そ
れ
は
二
種
回
向
に
お
い
て
も
同

様
に
、「
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
。
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相

な
り
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
、
回
向
を
菩
薩
行
と
し
て
、
往
相
か

ら
還
相
へ
と
段
階
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
中
で
親
鸞
は
、「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
二
種
の

回
向
あ
り
」
と
称
し
、
行
で
は
な
く
は
た
ら
き
と
し
て
確
か
め
、

さ
ら
に
回
向
の
主
体
が
如
来
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、

浄
土
真
宗
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
仏
道
は
誓
願
一
仏
乗
で
あ
る

こ
と
を
表
明
す
る
。
そ
れ
に
は
、
欲
生
釈
で
『
浄
土
論
註
』
の
回

向
門
を
引
用
す
る
だ
け
で
は
、
仏
道
に
お
け
る
二
種
回
向
の
意
義

を
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
又
云
わ
く
」

と
回
向
門
を
注
釈
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
浄
入
願
心
が
引
用
さ
れ

る
。
し
か
も
、「『
論
』
に
曰
く
」
と
付
す
こ
と
で
、
往
相
回
向
と

還
相
回
向
の
内
容
を
「
広
略
相
入
」
の
意
義
を
も
つ
浄
入
願
心
と

し
て
確
か
め
、
二
種
回
向
を
分
離
せ
ず
に
捉
え
る
。
つ
ま
り
、
親

鸞
に
お
い
て
二
種
回
向
を
推
求
す
る
こ
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の
兆
載

永
劫
の
修
行
の
探
求
で
あ
り
、
衆
生
に
自
利
利
他
を
実
現
す
る
能

力
を
明
か
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
種
回
向
に
よ
る
実
現
力
こ
そ
が
、
信
心
が
観
念
的
に
捉
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を
す
る
。
但
し
、
七
祖
の
中
で
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
は
こ
れ
に

該
当
し
な
い
。
本
来
、
釈
文
で
あ
る
と
こ
ろ
を
「
曰
」
を
用
い
、

さ
ら
に
『
浄
土
論
註
』
の
引
用
で
あ
り
な
が
ら
『
論
』
と
称
す
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
親
鸞
は
『
浄
土
論
註
』
を
『
浄
土
論
』
と
一
組

に
し
て
、
論
書
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
親
鸞
は
こ
の
欲
生
釈
の
引
用
に
お
い
て
は
「
云
」
の
字

を
用
い
て
釈
文
の
扱
い
を
す
る
。
こ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
意
図
を
確
認
す
る
上
で
、
合
わ
せ
て
考
え
た
い
こ
と
が
出

第
五
門
の
「
又
『
論
』
に
曰
く
」
で
あ
る
。
こ
の
文
は
『
浄
土

論
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
た
め
、「
曰
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
お

り
、
一
見
す
れ
ば
、
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
先
の
浄
入
願
心
に
見
ら
れ
る
「『
論
』
に
曰
く
」
は
、

元
々
の
『
浄
土
論
註
』
に
は
な
く
、
親
鸞
が
態
々
挿
入
し
た
も
の

で
あ
る⑩
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
『
浄
土
論
註
』
の
浄
入
願
心
と

『
浄
土
論
』
の
出
第
五
門
か
ら
の
引
用
と
し
て
、
単
一
的
に
捉
え

ら
れ
て
き
た
箇
所
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
引
用
方
法
を
総
合
的
に
考

え
た
と
き
、
あ
と
の
出
第
五
門
の
「
又
『
論
』
に
曰
く
」
と
い
う

「
又
」
は
、
前
の
「『
論
』
に
曰
く
」
と
並
列
的
関
係
を
構
築
す

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
後
者
の
引
用
は
確
か

に
『
浄
土
論
』
の
出
第
五
門
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
義
を

確
保
し
な
が
ら
も
、
浄
入
願
心
の
内
容
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
浄
入
願
心
と
は
、
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
の
成
就
が

法
蔵
菩
薩
の
願
心
を
因
と
す
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
略
説
し
て
一
法
句
に
入
る
が
故
に
と
。

上
の
国
土
の
荘
厳
十
七
句
と
、
如
来
の
荘
厳
八
句
と
、
菩
薩

の
荘
厳
四
句
を
広
と
す
。
入
一
法
句
を
略
と
す
る
な
り
。
何

の
故
に
か
広
略
相
入
を
示
現
し
た
ま
う
と
な
れ
ば
、
諸
仏
・

菩
薩
に
二
種
の
法
身
ま
し
ま
す
。
一
は
法
性
法
身
、
二
は
方

便
法
身
な
り
。
法
性
法
身
に
由
っ
て
方
便
法
身
を
生
ず
。
方

便
法
身
に
由
っ
て
法
性
法
身
を
出
だ
す
。
此
の
二
の
法
身
は

異
に
し
て
分
か
つ
べ
か
ら
ず
、
一
に
し
て
同
ず
べ
か
ら
ず
。

是
の
故
に
広
略
相
入
し
て
、
統
ず
る
に
法
の
名
を
以
て
す
。

菩
薩
、
若
し
広
略
相
入
を
知
ら
ず
ば
、
則
ち
自
利
利
他
に
あ

た
わ
じ
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
三
三
六
〜
三
三
七
頁
）

こ
こ
で
「
広
略
相
入
」
と
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に
、「
世
尊
我
一
心
　

帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
　
願
生
安
楽
国
」
と
し
て
自
身
の
獲
得

し
た
「
我
一
心
」
は
、
そ
の
意
味
を
尋
ね
れ
ば
、
法
蔵
菩
薩
の
本

願
に
適
っ
た
信
心
の
発
起
で
あ
る
。
如
来
が
衆
生
の
実
相
を
見
抜

き
、
本
願
を
誓
い
、
浄
土
に
ま
で
な
っ
た
。
そ
の
因
位
法
蔵
菩
薩

の
兆
載
永
劫
の
修
行
が
、
自
利
利
他
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
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自
利
利
他
と
は
衆
生
の
現
実
問
題
で
あ
る
。
善
導
の
『
往
生
礼

讃
』
に
お
い
て
、

又
菩
薩
は
已
に
生
死
を
免
れ
て
、
所
作
の
善
法
回
し
て
仏
果

を
求
む
、
即
ち
是
自
利
な
り
。
衆
生
を
教
化
し
て
未
来
際
を

尽
す
、
即
ち
是
利
他
な
り
。
然
る
に
今
の
時
の
衆
生
、
悉
く

煩
悩
の
為
に
繋
縛
せ
ら
れ
て
、
未
だ
悪
道
生
死
等
の
苦
を
免

れ
ず
。
縁
に
隨
い
て
行
を
起
し
て
、
一
切
の
善
根
具
に
速
に

回
し
て
阿
弥
陀
仏
国
に
往
生
せ
ん
と
願
ぜ
ん
。
彼
の
国
に
到

り
已
り
て
、
更
に
畏
る
る
所
な
け
ん
。
上
の
如
き
の
四
修
、

自
然
任
運
に
し
て
自
利
・
利
他
具
足
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
応

に
知
る
べ
し
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
六
五
〇
〜
六
五
一
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
文
を
、
親
鸞
は
「
化
身
土
巻
」
の
中
で
、
至
誠
心

と
回
向
発
願
心
を
挙
げ
た
後
に
引
用
す
る⑪
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る

と
お
り
、
自
利
と
は
、「
菩
薩
は
已
に
生
死
を
免
れ
て
、
所
作
の

善
法
回
し
て
仏
果
を
求
む
」
る
と
い
う
一
人
ひ
と
り
の
信
仰
主
体

の
確
立
で
あ
り
、
利
他
は
、「
衆
生
を
教
化
し
て
未
来
際
を
尽

す
」
と
い
う
、
そ
の
信
仰
を
も
っ
て
他
と
共
に
生
き
る
こ
と
で
あ

る
。
我
々
は
、
煩
悩
に
繋
縛
さ
れ
る
た
め
に
、
こ
の
現
実
問
題
を

円
満
に
実
現
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々

を
見
抜
く
本
願
の
た
す
け
に
あ
ず
か
る
他
に
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、『
浄
土
論
註
』
は
『
浄
土
論
』
の
註
釈
書
で
あ
る
た

め
、
菩
薩
道
の
仏
道
体
系
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
五

念
門
と
し
て
表
さ
れ
る
自
利
利
他
も
、
一
見
す
れ
ば
、
段
階
的
な

菩
薩
行
と
し
て
了
解
で
き
る
。
そ
れ
は
二
種
回
向
に
お
い
て
も
同

様
に
、「
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
。
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相

な
り
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
、
回
向
を
菩
薩
行
と
し
て
、
往
相
か

ら
還
相
へ
と
段
階
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
中
で
親
鸞
は
、「
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
二
種
の

回
向
あ
り
」
と
称
し
、
行
で
は
な
く
は
た
ら
き
と
し
て
確
か
め
、

さ
ら
に
回
向
の
主
体
が
如
来
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、

浄
土
真
宗
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
仏
道
は
誓
願
一
仏
乗
で
あ
る

こ
と
を
表
明
す
る
。
そ
れ
に
は
、
欲
生
釈
で
『
浄
土
論
註
』
の
回

向
門
を
引
用
す
る
だ
け
で
は
、
仏
道
に
お
け
る
二
種
回
向
の
意
義

を
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
又
云
わ
く
」

と
回
向
門
を
注
釈
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
浄
入
願
心
が
引
用
さ
れ

る
。
し
か
も
、「『
論
』
に
曰
く
」
と
付
す
こ
と
で
、
往
相
回
向
と

還
相
回
向
の
内
容
を
「
広
略
相
入
」
の
意
義
を
も
つ
浄
入
願
心
と

し
て
確
か
め
、
二
種
回
向
を
分
離
せ
ず
に
捉
え
る
。
つ
ま
り
、
親

鸞
に
お
い
て
二
種
回
向
を
推
求
す
る
こ
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の
兆
載

永
劫
の
修
行
の
探
求
で
あ
り
、
衆
生
に
自
利
利
他
を
実
現
す
る
能

力
を
明
か
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
種
回
向
に
よ
る
実
現
力
こ
そ
が
、
信
心
が
観
念
的
に
捉
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え
ら
れ
る
中
で
問
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
教
行

信
証
』
の
撰
述
に
お
い
て
も
、
明
恵
の
『
摧
邪
輪
』
が
具
体
的
な

事
柄
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。『
摧
邪
輪
』
で
は
「
菩
提
心
の
撥
去

す
る
過
失
」
が
異
義
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
明
恵
の
姿
勢
は
菩

提
心
と
念
仏
を
並
列
的
に
検
討
し
、
菩
提
心
こ
そ
経
典
に
則
し
て

い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
批
判
の
的
と
な
る
菩

提
心
は
観
念
的
な
信
心
で
あ
り⑫
、
衆
生
に
仏
道
が
実
現
す
る
こ
と

を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
『
摧
邪
輪
』
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
批
判
を
背
景
と
し
て
、『
教
行
信
証
』
が
撰
述
さ
れ
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
観
念
化
し
た
信
心
に
対
し
て
二
種
回
向
を
明

ら
か
に
し
、
実
存
性
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
仏
道
を
表
明
し
よ
う
と

し
た
親
鸞
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
図

は
欲
生
釈
の
文
言
に
顕
れ
て
い
る
。

次
に
欲
生
と
言
う
は
、
則
ち
是
れ
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招

喚
し
た
ま
う
の
勅
命
な
り
。
即
ち
真
実
の
信
楽
を
以
て
欲
生

の
体
と
す
る
な
り
。
誠
に
是
れ
、
大
小
凡
聖
定
散
自
力
の
回

向
に
あ
ら
ず
。
故
に
不
回
向
と
名
づ
く
る
な
り
。
然
る
に
微

塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生
死
海
に
漂
没
し
て
、

真
実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な
し
。
是
の
故
に
如

来
、
一
切
苦
悩
の
群
生
海
を
矜
哀
し
て
、
菩
薩
の
行
を
行
じ

た
ま
う
し
時
、
三
業
の
所
修
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
回
向
心

を
首
と
し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が

故
に
。
利
他
真
実
の
欲
生
心
を
以
て
諸
有
海
に
回
施
し
た
ま

え
り
。
欲
生
は
即
ち
是
れ
回
向
心
な
り
。
斯
れ
則
ち
大
悲
心

な
る
が
故
に
、
疑
蓋
雑
わ
る
こ
と
な
し
。

 

（『
定
親
全
』
一
・
一
二
七
〜
一
二
八
頁
）

　
欲
生
釈
で
は
、
ま
ず
本
願
招
喚
の
勅
命
と
不
回
向
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
行
巻
」
の
南
無
釈⑬
と
七
祖
の
結
釈⑭
と
重

な
る⑮
。
親
鸞
が
本
願
招
喚
の
勅
命
と
不
回
向
を
挙
げ
る
こ
と
は
、

「
選
択
本
願
」
と
称
さ
れ
る
法
然
の
念
仏
の
意
義
を
、
こ
の
欲
生

に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
親
鸞
は
、『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
の
回
向
門
の
言
葉

を
用
い
な
が
ら
、「
回
向
心
を
首
と
し
て
」
と
、「
心
」
の
一
言
を

付
し
て
い
る
。
元
来
、
回
向
を
行
と
し
て
捉
え
て
き
た
中
で
、
信

心
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
し
た
親
鸞
の
確
か
め
が
伺
わ
れ
る
。
そ

の
こ
と
に
加
え
て
、「
微
塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生

死
海
に
漂
没
し
て
、
真
実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な

し
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
が
仏
道
を
成
就
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
に
即
し
て
、
如
来
の
回
向
心
を
も
っ
て
仏
道
の
実
現

が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
親
鸞
の
実
存
的
な
仏
道
の
思
索

が
了
解
で
き
る
。

　
そ
の
よ
う
な
思
索
は
、
晩
年
の
親
鸞
に
お
い
て
も
同
様
に
見
ら
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れ
る
。
門
弟
の
中
で
問
題
と
な
る
信
心
の
観
念
化
は
、
そ
の
問
題

の
正
体
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
、
関
東
に
お
い
て
善
鸞
を
生
み
出
し

た
。
親
鸞
は
書
簡
を
通
じ
て
、
そ
の
問
題
を
繰
り
返
し
問
う
が
、

善
鸞
事
件
を
契
機
と
し
て
、
二
種
回
向
の
再
構
築
に
踏
み
切
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
旗
印
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
が

「
無
義
為
義
」
で
あ
る
。

　
親
鸞
は
、
晩
年
の
著
作
や
書
簡
の
中
で
、「
義
な
き
を
義
と

す
」
と
幾
度
も
繰
り
返
す
。『
如
来
二
種
回
向
文
』
は
、

他
力
に
は
義
な
き
を
も
て
義
と
す
と
大
師
聖
人
は
お
お
せ
ご

と
あ
り
き
。
よ
く
よ
く
こ
の
選
択
悲
願
を
こ
ゝ
ろ
え
た
ま
う

べ
し
。 

（『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
・
二
二
〇
頁
）

と
最
後
に
抑
え
ら
れ
、
さ
ら
に
「
義
な
き
を
も
て
義
と
す
」
こ
そ

が
法
然
の
教
え
で
あ
る
と
述
べ
る
。
法
然
が
直
接
、「
義
な
き
を

義
と
す
」
と
表
明
し
て
い
る
も
の
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
親

鸞
は
こ
れ
を
「
選
択
悲
願
」
と
い
い
、
書
簡
で
は
、

ま
た
他
力
と
も
う
す
こ
と
は
、
弥
陀
如
来
の
御
ち
か
い
の
な

か
に
、
選
択
摂
取
し
た
ま
え
る
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
本
願

を
信
楽
す
る
を
、
他
力
と
も
う
す
な
り
。
如
来
の
御
ち
か
い

な
れ
ば
、
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
と
、
聖
人
の
お
お
せ

ご
と
に
て
あ
り
き
。
義
と
い
う
こ
と
は
、
は
か
ら
う
こ
と
ば

な
り
。
行
者
の
は
か
ら
い
は
自
力
な
れ
ば
義
と
い
う
な
り
。

他
力
は
本
願
を
信
楽
し
て
往
生
必
定
な
る
ゆ
え
に
、
さ
ら
に

義
な
し
と
な
り
。 

（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
六
四
頁
）

と
、「
は
か
ら
い
」
と
し
て
確
か
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
義
な
き

を
義
と
す
」
と
い
う
法
然
の
教
え
は
「
不
回
向
」
で
あ
り
、
親
鸞

に
お
い
て
は
本
願
力
回
向
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
親
鸞
は
、
晩
年
に
二
種
回
向
を
打
ち
出
し
て

い
く
。
そ
の
と
き
、「
無
義
為
義
」
と
い
う
法
然
の
教
え
が
旗
印

と
さ
れ
る
こ
と
に
、
法
然
へ
の
回
帰
と
い
う
親
鸞
の
意
図
が
伺
え

る
。
煩
悩
を
断
じ
得
な
い
我
々
が
帰
す
べ
き
も
の
は
、
常
に
師
の

教
化
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
実
際
問
題
に
立
っ

て
仏
道
を
確
か
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。『
歎
異
抄
』
の
第
二
章

に
お
い
て
、

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
ゞ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま

い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る

ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
。
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土

に
う
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
。
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る

な
り
。 

（『
定
親
全
』
四
・
言
行
篇
一
・
五
頁
）

と
い
う
親
鸞
の
表
明
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
浄
土
真
宗
の
仏
道
は
、

一
切
を
本
願
に
任
せ
よ
と
い
う
師
の
教
化
に
遇
っ
た
こ
と
の
み
が

真
実
で
あ
る
と
、「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身⑯
」
を
も
っ
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え
ら
れ
る
中
で
問
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
教
行

信
証
』
の
撰
述
に
お
い
て
も
、
明
恵
の
『
摧
邪
輪
』
が
具
体
的
な

事
柄
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。『
摧
邪
輪
』
で
は
「
菩
提
心
の
撥
去

す
る
過
失
」
が
異
義
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
明
恵
の
姿
勢
は
菩

提
心
と
念
仏
を
並
列
的
に
検
討
し
、
菩
提
心
こ
そ
経
典
に
則
し
て

い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
批
判
の
的
と
な
る
菩

提
心
は
観
念
的
な
信
心
で
あ
り⑫
、
衆
生
に
仏
道
が
実
現
す
る
こ
と

を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
『
摧
邪
輪
』
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
批
判
を
背
景
と
し
て
、『
教
行
信
証
』
が
撰
述
さ
れ
た

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
観
念
化
し
た
信
心
に
対
し
て
二
種
回
向
を
明

ら
か
に
し
、
実
存
性
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
仏
道
を
表
明
し
よ
う
と

し
た
親
鸞
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
図

は
欲
生
釈
の
文
言
に
顕
れ
て
い
る
。

次
に
欲
生
と
言
う
は
、
則
ち
是
れ
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招

喚
し
た
ま
う
の
勅
命
な
り
。
即
ち
真
実
の
信
楽
を
以
て
欲
生

の
体
と
す
る
な
り
。
誠
に
是
れ
、
大
小
凡
聖
定
散
自
力
の
回

向
に
あ
ら
ず
。
故
に
不
回
向
と
名
づ
く
る
な
り
。
然
る
に
微

塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生
死
海
に
漂
没
し
て
、

真
実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な
し
。
是
の
故
に
如

来
、
一
切
苦
悩
の
群
生
海
を
矜
哀
し
て
、
菩
薩
の
行
を
行
じ

た
ま
う
し
時
、
三
業
の
所
修
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
回
向
心

を
首
と
し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が

故
に
。
利
他
真
実
の
欲
生
心
を
以
て
諸
有
海
に
回
施
し
た
ま

え
り
。
欲
生
は
即
ち
是
れ
回
向
心
な
り
。
斯
れ
則
ち
大
悲
心

な
る
が
故
に
、
疑
蓋
雑
わ
る
こ
と
な
し
。

 

（『
定
親
全
』
一
・
一
二
七
〜
一
二
八
頁
）

　
欲
生
釈
で
は
、
ま
ず
本
願
招
喚
の
勅
命
と
不
回
向
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
「
行
巻
」
の
南
無
釈⑬
と
七
祖
の
結
釈⑭
と
重

な
る⑮
。
親
鸞
が
本
願
招
喚
の
勅
命
と
不
回
向
を
挙
げ
る
こ
と
は
、

「
選
択
本
願
」
と
称
さ
れ
る
法
然
の
念
仏
の
意
義
を
、
こ
の
欲
生

に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
親
鸞
は
、『
浄
土
論
』『
浄
土
論
註
』
の
回
向
門
の
言
葉

を
用
い
な
が
ら
、「
回
向
心
を
首
と
し
て
」
と
、「
心
」
の
一
言
を

付
し
て
い
る
。
元
来
、
回
向
を
行
と
し
て
捉
え
て
き
た
中
で
、
信

心
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
し
た
親
鸞
の
確
か
め
が
伺
わ
れ
る
。
そ

の
こ
と
に
加
え
て
、「
微
塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生

死
海
に
漂
没
し
て
、
真
実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な

し
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
が
仏
道
を
成
就
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
に
即
し
て
、
如
来
の
回
向
心
を
も
っ
て
仏
道
の
実
現

が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
親
鸞
の
実
存
的
な
仏
道
の
思
索

が
了
解
で
き
る
。

　
そ
の
よ
う
な
思
索
は
、
晩
年
の
親
鸞
に
お
い
て
も
同
様
に
見
ら
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れ
る
。
門
弟
の
中
で
問
題
と
な
る
信
心
の
観
念
化
は
、
そ
の
問
題

の
正
体
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
、
関
東
に
お
い
て
善
鸞
を
生
み
出
し

た
。
親
鸞
は
書
簡
を
通
じ
て
、
そ
の
問
題
を
繰
り
返
し
問
う
が
、

善
鸞
事
件
を
契
機
と
し
て
、
二
種
回
向
の
再
構
築
に
踏
み
切
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
旗
印
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
が

「
無
義
為
義
」
で
あ
る
。

　
親
鸞
は
、
晩
年
の
著
作
や
書
簡
の
中
で
、「
義
な
き
を
義
と

す
」
と
幾
度
も
繰
り
返
す
。『
如
来
二
種
回
向
文
』
は
、

他
力
に
は
義
な
き
を
も
て
義
と
す
と
大
師
聖
人
は
お
お
せ
ご

と
あ
り
き
。
よ
く
よ
く
こ
の
選
択
悲
願
を
こ
ゝ
ろ
え
た
ま
う

べ
し
。 

（『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
・
二
二
〇
頁
）

と
最
後
に
抑
え
ら
れ
、
さ
ら
に
「
義
な
き
を
も
て
義
と
す
」
こ
そ

が
法
然
の
教
え
で
あ
る
と
述
べ
る
。
法
然
が
直
接
、「
義
な
き
を

義
と
す
」
と
表
明
し
て
い
る
も
の
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
親

鸞
は
こ
れ
を
「
選
択
悲
願
」
と
い
い
、
書
簡
で
は
、

ま
た
他
力
と
も
う
す
こ
と
は
、
弥
陀
如
来
の
御
ち
か
い
の
な

か
に
、
選
択
摂
取
し
た
ま
え
る
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
本
願

を
信
楽
す
る
を
、
他
力
と
も
う
す
な
り
。
如
来
の
御
ち
か
い

な
れ
ば
、
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
と
、
聖
人
の
お
お
せ

ご
と
に
て
あ
り
き
。
義
と
い
う
こ
と
は
、
は
か
ら
う
こ
と
ば

な
り
。
行
者
の
は
か
ら
い
は
自
力
な
れ
ば
義
と
い
う
な
り
。

他
力
は
本
願
を
信
楽
し
て
往
生
必
定
な
る
ゆ
え
に
、
さ
ら
に

義
な
し
と
な
り
。 

（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
六
四
頁
）

と
、「
は
か
ら
い
」
と
し
て
確
か
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
義
な
き

を
義
と
す
」
と
い
う
法
然
の
教
え
は
「
不
回
向
」
で
あ
り
、
親
鸞

に
お
い
て
は
本
願
力
回
向
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
親
鸞
は
、
晩
年
に
二
種
回
向
を
打
ち
出
し
て

い
く
。
そ
の
と
き
、「
無
義
為
義
」
と
い
う
法
然
の
教
え
が
旗
印

と
さ
れ
る
こ
と
に
、
法
然
へ
の
回
帰
と
い
う
親
鸞
の
意
図
が
伺
え

る
。
煩
悩
を
断
じ
得
な
い
我
々
が
帰
す
べ
き
も
の
は
、
常
に
師
の

教
化
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
実
際
問
題
に
立
っ

て
仏
道
を
確
か
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。『
歎
異
抄
』
の
第
二
章

に
お
い
て
、

親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
ゞ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま

い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る

ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
。
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土

に
う
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
。
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る

な
り
。 

（『
定
親
全
』
四
・
言
行
篇
一
・
五
頁
）

と
い
う
親
鸞
の
表
明
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
浄
土
真
宗
の
仏
道
は
、

一
切
を
本
願
に
任
せ
よ
と
い
う
師
の
教
化
に
遇
っ
た
こ
と
の
み
が

真
実
で
あ
る
と
、「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身⑯
」
を
も
っ
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て
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

問
題
の
帰
結

　
親
鸞
が
法
然
へ
の
回
帰
を
呼
び
か
け
る
の
は
、
偏
に
、
第
十
八

願
が
「
し
ぼ
め
る
は
な
」
に
譬
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
で
右
往
左
往

す
る
ほ
ど
に
、
念
仏
往
生
の
仏
道
が
根
底
か
ら
見
失
わ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
歎
異
の
精
神
こ
そ
が
、「
無
義
為
義
」
の
旗

印
で
あ
る
。
親
鸞
は
単
に
善
鸞
や
関
東
の
門
弟
を
批
判
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
宿
業
存
在
と
し
て
の
我
が
身
の
悲
歎
に
お
い
て
、

世
界
全
体
が
本
願
に
背
い
て
い
る
事
実
が
傷
ま
れ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
の
歎
異
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
を
根
底
か
ら
貫
く
二
種
回

向
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
歎
異
の
精
神
に
よ
っ
て
、
親
鸞
は
晩
年
に
多
く
の
著
作
を

残
す
が
、
そ
の
中
心
と
な
る
も
の
が
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

大
経
往
生
と
い
う
は
、
如
来
選
択
の
本
願
、
不
可
思
議
の
願

海
、
こ
れ
を
他
力
と
も
う
す
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
念
仏
往

生
の
願
因
に
よ
り
て
、
必
至
滅
度
の
願
果
を
う
る
な
り
。
現

生
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
し
て
、
か
な
ら
ず
真
実
報
土
に

い
た
る
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
の
往
相
回
向
の
真
因
な
る
が

ゆ
え
に
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
、
こ
れ
を
『
大
経
』

の
宗
致
と
す
。
こ
の
ゆ
え
に
『
大
経
』
往
生
と
も
う
す
、
ま

た
難
思
議
往
生
と
も
う
す
な
り
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
・
二
一
頁
）

親
鸞
は
大
経
往
生
の
表
明
と
し
て
、
ま
ず
「
如
来
選
択
の
本
願
」

と
「
不
可
思
議
の
願
海
」
を
も
っ
て
他
力
と
言
う
。
こ
れ
は
『
浄

土
論
註
』
の
不
虚
作
住
持
功
徳
で
あ
る
。

「
不
虚
作
住
持
功
德
成
就
」
は
、
盖
し
是
れ
阿
弥
陀
如
来
の

本
願
力
な
り
。
い
ま
当
に
略
し
て
虚
作
の
相
の
住
持
能
わ
ざ

る
を
示
し
て
、
用
て
彼
の
不
虚
作
住
持
の
義
を
顕
す
べ
し
。

（
中
略
）
言
う
所
の
不
虚
作
住
持
は
、
本
法
蔵
菩
薩
の
四
十

八
願
と
、
今
日
の
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
と
に
依
る
な
り
。

願
以
て
力
を
成
ず
、
力
以
て
願
に
就
く
。
願
徒
然
な
ら
ず
、

力
虚
設
な
ら
ず
、
力
願
相
苻
う
て
畢
竟
じ
て
差
わ
ざ
る
が
故

に
成
就
と
曰
う
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
三
三
一
頁
）

「
願
生
偈
」
に
お
い
て
「
観
仏
本
願
力
」
と
詠
わ
れ
た
こ
と
を
、

「
本
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
」
の
因
力
と
「
今
日
の
阿
弥
陀
如
来

の
自
在
神
力
」
の
果
力
と
し
て
明
ら
か
に
し
、
仏
道
成
就
の
根
本

的
原
理
を
、
因
果
力
を
も
っ
て
確
か
め
て
い
る
。
親
鸞
は
、
そ
の

根
本
原
理
を
「
如
来
選
択
の
本
願
」
と
「
不
可
思
議
の
願
海
」
と

し
て
表
明
し
て
、
二
種
回
向
を
立
て
て
推
求
す
る
。
同
時
期
に
撰

述
さ
れ
た
他
の
著
述
と
比
較
す
れ
ば
、『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
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は
二
種
回
向
に
特
化
し
た
体
裁
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
浄
土

真
宗
を
再
興
す
る
た
め
の
歎
異
の
精
神
こ
そ
が
、『
浄
土
三
経
往

生
文
類
』
撰
述
の
意
義
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
凡
例

一
、
旧
漢
字
、
旧
仮
名
遣
い
は
、
原
則
、
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。

一
、
人
名
へ
の
敬
称
は
省
略
し
た
。

一
、
原
漢
文
の
も
の
は
原
則
と
し
て
、『
真
宗
聖
典
』（
東
本
願
寺
出
版

部
）
等
を
参
考
に
書
き
下
し
を
行
い
、
読
み
易
さ
を
考
慮
し
て
適

宜
整
文
を
行
っ
た
。
左
訓
は
省
略
し
た
。

一
、
主
な
引
用
文
の
出
典
は
、
以
下
の
よ
う
に
略
記
し
た
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
↓
『
定
親
全
』、『
真
宗
聖
教
全
書
』

↓
『
真
聖
全
』

註①
　
龍
樹
は
『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
、「
問
う
て
曰
く
、
諸
の
仏
経

は
何
を
以
て
の
故
に
、
初
に
如
是
の
語
を
称
う
る
や
。
答
え
て
曰
く
、

仏
法
の
大
海
は
信
を
能
入
と
為
し
、
智
を
能
度
と
為
す
。」（『
大
正

新
脩
大
蔵
経
』
二
五
・
六
二
〜
六
三
頁
）
と
説
き
、
曇
鸞
は
『
浄
土

論
註
』
に
お
い
て
、「
経
の
始
に
如
是
と
称
す
、
信
を
彰
し
て
能
入

と
す
。」（『
真
聖
全
』
一
・
三
四
八
頁
）
と
説
く
。
さ
ら
に
法
然
は

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
て
、「
涅
槃
の
城
に
は
信
を
以
て
能
入
と

す
。」（『
真
聖
全
』
一
・
九
六
七
頁
）
と
説
い
て
お
り
、「
信
を
以
て

能
入
と
す
」
と
い
う
こ
と
が
大
乗
仏
教
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

②
　
専
修
寺
蔵
の
顕
智
の
写
本
に
よ
れ
ば
、「
五
月
廿
九
日
」
の
日
付

の
後
に
、
別
筆
に
て
「
同
六
月
廿
七
日
到
来
」「
建
長
八
年
六
月
廿

七
日
註
之
」
と
、
善
鸞
が
自
ら
、
書
簡
を
受
け
取
っ
た
日
と
註
記
し

た
日
を
認
め
て
い
る
。（『
影
印
　
高
田
古
典
』
三
・
六
四
頁
）

③
　
「
い
か
に
い
わ
ん
や
、
往
生
極
楽
の
大
事
を
い
い
ま
ど
わ
し
て
、

ひ
た
ち
・
し
も
づ
け
の
念
仏
者
を
ま
ど
わ
し
、
お
や
に
そ
ら
ご
と
を

い
い
つ
け
た
る
こ
と
、
こ
ゝ
ろ
う
き
こ
と
な
り
。
第
十
八
の
本
願
を

ば
、
し
ぼ
め
る
は
な
に
た
と
え
て
、
人
ご
と
に
、
み
な
す
て
ま
い
ら

せ
た
り
と
き
こ
ゆ
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
ほ
う
ぼ
う
の
と
が
、
又
五
逆

の
つ
み
を
こ
の
み
て
、
人
を
そ
ん
じ
ま
ど
わ
さ
る
ゝ
こ
と
、
か
な
し

き
こ
と
な
り
。
こ
と
に
破
僧
の
罪
と
も
う
す
つ
み
は
、
五
逆
の
そ
の

一
な
り
。
親
鸞
に
そ
ら
ご
と
を
も
う
し
つ
け
た
る
は
、
ち
ゝ
を
こ
ろ

す
な
り
、
五
逆
の
そ
の
一
な
り
。」（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
四

二
〜
四
三
頁
）

④
　
「
ま
づ
慈
信
が
も
う
し
そ
う
ろ
う
法
文
の
様
名
目
を
も
き
か
ず
、

い
わ
ん
や
な
ら
い
た
る
こ
と
も
そ
う
ら
は
ね
ば
、
慈
信
ひ
そ
か
に
お

し
う
べ
き
様
も
そ
う
ら
わ
ず
。
ま
た
よ
る
も
ひ
る
も
慈
信
一
人
に
、

人
に
は
か
く
し
て
法
文
お
し
え
た
る
こ
と
そ
う
ら
わ
ず
。
も
し
こ
の

こ
と
慈
信
に
も
う
し
な
が
ら
、
そ
ら
ご
と
を
も
も
う
し
か
く
し
て
、

人
に
も
し
ら
せ
ず
し
て
お
し
え
た
る
こ
と
そ
う
ら
は
ゞ
、
三
宝
を
本

と
し
て
、
三
界
の
諸
天
・
善
神
、
四
海
の
龍
神
八
部
、
閻
魔
王
界
の

神
祇
冥
道
の
罰
を
親
鸞
が
身
に
こ
と
〴
〵
く
か
ふ
り
そ
う
ろ
う
べ
し
。

自
今
已
後
は
慈
信
に
お
き
て
は
子
の
儀
お
も
い
き
り
て
そ
う
ろ
う
な

り
。」（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
六
九
頁
）

⑤
　
「
念
仏
往
生
と
い
う
は
、
阿
弥
陀
の
名
号
を
と
な
え
て
往
生
を
ね

が
う
な
り
。
こ
れ
は
、
か
の
仏
の
本
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え
に
、
正
定

の
業
と
な
づ
く
。
ひ
と
え
に
弥
陀
の
願
力
に
ひ
か
る
ゝ
が
ゆ
え
に
、
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て
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

問
題
の
帰
結

　
親
鸞
が
法
然
へ
の
回
帰
を
呼
び
か
け
る
の
は
、
偏
に
、
第
十
八

願
が
「
し
ぼ
め
る
は
な
」
に
譬
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
で
右
往
左
往

す
る
ほ
ど
に
、
念
仏
往
生
の
仏
道
が
根
底
か
ら
見
失
わ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
歎
異
の
精
神
こ
そ
が
、「
無
義
為
義
」
の
旗

印
で
あ
る
。
親
鸞
は
単
に
善
鸞
や
関
東
の
門
弟
を
批
判
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
宿
業
存
在
と
し
て
の
我
が
身
の
悲
歎
に
お
い
て
、

世
界
全
体
が
本
願
に
背
い
て
い
る
事
実
が
傷
ま
れ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
そ
の
歎
異
に
よ
っ
て
、
浄
土
真
宗
を
根
底
か
ら
貫
く
二
種
回

向
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
歎
異
の
精
神
に
よ
っ
て
、
親
鸞
は
晩
年
に
多
く
の
著
作
を

残
す
が
、
そ
の
中
心
と
な
る
も
の
が
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

大
経
往
生
と
い
う
は
、
如
来
選
択
の
本
願
、
不
可
思
議
の
願

海
、
こ
れ
を
他
力
と
も
う
す
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
念
仏
往

生
の
願
因
に
よ
り
て
、
必
至
滅
度
の
願
果
を
う
る
な
り
。
現

生
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
し
て
、
か
な
ら
ず
真
実
報
土
に

い
た
る
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
の
往
相
回
向
の
真
因
な
る
が

ゆ
え
に
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
、
こ
れ
を
『
大
経
』

の
宗
致
と
す
。
こ
の
ゆ
え
に
『
大
経
』
往
生
と
も
う
す
、
ま

た
難
思
議
往
生
と
も
う
す
な
り
。

 

（『
定
親
全
』
三
・
和
文
篇
・
二
一
頁
）

親
鸞
は
大
経
往
生
の
表
明
と
し
て
、
ま
ず
「
如
来
選
択
の
本
願
」

と
「
不
可
思
議
の
願
海
」
を
も
っ
て
他
力
と
言
う
。
こ
れ
は
『
浄

土
論
註
』
の
不
虚
作
住
持
功
徳
で
あ
る
。

「
不
虚
作
住
持
功
德
成
就
」
は
、
盖
し
是
れ
阿
弥
陀
如
来
の

本
願
力
な
り
。
い
ま
当
に
略
し
て
虚
作
の
相
の
住
持
能
わ
ざ

る
を
示
し
て
、
用
て
彼
の
不
虚
作
住
持
の
義
を
顕
す
べ
し
。

（
中
略
）
言
う
所
の
不
虚
作
住
持
は
、
本
法
蔵
菩
薩
の
四
十

八
願
と
、
今
日
の
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
と
に
依
る
な
り
。

願
以
て
力
を
成
ず
、
力
以
て
願
に
就
く
。
願
徒
然
な
ら
ず
、

力
虚
設
な
ら
ず
、
力
願
相
苻
う
て
畢
竟
じ
て
差
わ
ざ
る
が
故

に
成
就
と
曰
う
。 

（『
真
聖
全
』
一
・
三
三
一
頁
）

「
願
生
偈
」
に
お
い
て
「
観
仏
本
願
力
」
と
詠
わ
れ
た
こ
と
を
、

「
本
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
」
の
因
力
と
「
今
日
の
阿
弥
陀
如
来

の
自
在
神
力
」
の
果
力
と
し
て
明
ら
か
に
し
、
仏
道
成
就
の
根
本

的
原
理
を
、
因
果
力
を
も
っ
て
確
か
め
て
い
る
。
親
鸞
は
、
そ
の

根
本
原
理
を
「
如
来
選
択
の
本
願
」
と
「
不
可
思
議
の
願
海
」
と

し
て
表
明
し
て
、
二
種
回
向
を
立
て
て
推
求
す
る
。
同
時
期
に
撰

述
さ
れ
た
他
の
著
述
と
比
較
す
れ
ば
、『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
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は
二
種
回
向
に
特
化
し
た
体
裁
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
浄
土

真
宗
を
再
興
す
る
た
め
の
歎
異
の
精
神
こ
そ
が
、『
浄
土
三
経
往

生
文
類
』
撰
述
の
意
義
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
凡
例

一
、
旧
漢
字
、
旧
仮
名
遣
い
は
、
原
則
、
現
行
の
も
の
に
改
め
た
。

一
、
人
名
へ
の
敬
称
は
省
略
し
た
。

一
、
原
漢
文
の
も
の
は
原
則
と
し
て
、『
真
宗
聖
典
』（
東
本
願
寺
出
版

部
）
等
を
参
考
に
書
き
下
し
を
行
い
、
読
み
易
さ
を
考
慮
し
て
適

宜
整
文
を
行
っ
た
。
左
訓
は
省
略
し
た
。

一
、
主
な
引
用
文
の
出
典
は
、
以
下
の
よ
う
に
略
記
し
た
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
↓
『
定
親
全
』、『
真
宗
聖
教
全
書
』

↓
『
真
聖
全
』

註①
　
龍
樹
は
『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
、「
問
う
て
曰
く
、
諸
の
仏
経

は
何
を
以
て
の
故
に
、
初
に
如
是
の
語
を
称
う
る
や
。
答
え
て
曰
く
、

仏
法
の
大
海
は
信
を
能
入
と
為
し
、
智
を
能
度
と
為
す
。」（『
大
正

新
脩
大
蔵
経
』
二
五
・
六
二
〜
六
三
頁
）
と
説
き
、
曇
鸞
は
『
浄
土

論
註
』
に
お
い
て
、「
経
の
始
に
如
是
と
称
す
、
信
を
彰
し
て
能
入

と
す
。」（『
真
聖
全
』
一
・
三
四
八
頁
）
と
説
く
。
さ
ら
に
法
然
は

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
て
、「
涅
槃
の
城
に
は
信
を
以
て
能
入
と

す
。」（『
真
聖
全
』
一
・
九
六
七
頁
）
と
説
い
て
お
り
、「
信
を
以
て

能
入
と
す
」
と
い
う
こ
と
が
大
乗
仏
教
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

②
　
専
修
寺
蔵
の
顕
智
の
写
本
に
よ
れ
ば
、「
五
月
廿
九
日
」
の
日
付

の
後
に
、
別
筆
に
て
「
同
六
月
廿
七
日
到
来
」「
建
長
八
年
六
月
廿

七
日
註
之
」
と
、
善
鸞
が
自
ら
、
書
簡
を
受
け
取
っ
た
日
と
註
記
し

た
日
を
認
め
て
い
る
。（『
影
印
　
高
田
古
典
』
三
・
六
四
頁
）

③
　
「
い
か
に
い
わ
ん
や
、
往
生
極
楽
の
大
事
を
い
い
ま
ど
わ
し
て
、

ひ
た
ち
・
し
も
づ
け
の
念
仏
者
を
ま
ど
わ
し
、
お
や
に
そ
ら
ご
と
を

い
い
つ
け
た
る
こ
と
、
こ
ゝ
ろ
う
き
こ
と
な
り
。
第
十
八
の
本
願
を

ば
、
し
ぼ
め
る
は
な
に
た
と
え
て
、
人
ご
と
に
、
み
な
す
て
ま
い
ら

せ
た
り
と
き
こ
ゆ
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
ほ
う
ぼ
う
の
と
が
、
又
五
逆

の
つ
み
を
こ
の
み
て
、
人
を
そ
ん
じ
ま
ど
わ
さ
る
ゝ
こ
と
、
か
な
し

き
こ
と
な
り
。
こ
と
に
破
僧
の
罪
と
も
う
す
つ
み
は
、
五
逆
の
そ
の

一
な
り
。
親
鸞
に
そ
ら
ご
と
を
も
う
し
つ
け
た
る
は
、
ち
ゝ
を
こ
ろ

す
な
り
、
五
逆
の
そ
の
一
な
り
。」（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
四

二
〜
四
三
頁
）

④
　
「
ま
づ
慈
信
が
も
う
し
そ
う
ろ
う
法
文
の
様
名
目
を
も
き
か
ず
、

い
わ
ん
や
な
ら
い
た
る
こ
と
も
そ
う
ら
は
ね
ば
、
慈
信
ひ
そ
か
に
お

し
う
べ
き
様
も
そ
う
ら
わ
ず
。
ま
た
よ
る
も
ひ
る
も
慈
信
一
人
に
、

人
に
は
か
く
し
て
法
文
お
し
え
た
る
こ
と
そ
う
ら
わ
ず
。
も
し
こ
の

こ
と
慈
信
に
も
う
し
な
が
ら
、
そ
ら
ご
と
を
も
も
う
し
か
く
し
て
、

人
に
も
し
ら
せ
ず
し
て
お
し
え
た
る
こ
と
そ
う
ら
は
ゞ
、
三
宝
を
本

と
し
て
、
三
界
の
諸
天
・
善
神
、
四
海
の
龍
神
八
部
、
閻
魔
王
界
の

神
祇
冥
道
の
罰
を
親
鸞
が
身
に
こ
と
〴
〵
く
か
ふ
り
そ
う
ろ
う
べ
し
。

自
今
已
後
は
慈
信
に
お
き
て
は
子
の
儀
お
も
い
き
り
て
そ
う
ろ
う
な

り
。」（『
定
親
全
』
三
・
書
簡
篇
・
一
六
九
頁
）

⑤
　
「
念
仏
往
生
と
い
う
は
、
阿
弥
陀
の
名
号
を
と
な
え
て
往
生
を
ね

が
う
な
り
。
こ
れ
は
、
か
の
仏
の
本
願
に
順
ず
る
が
ゆ
え
に
、
正
定

の
業
と
な
づ
く
。
ひ
と
え
に
弥
陀
の
願
力
に
ひ
か
る
ゝ
が
ゆ
え
に
、
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他
力
の
往
生
と
な
づ
く
。」（『
定
親
全
』
六
・
写
伝
篇
二
・
四
二
頁
）

⑥
『
如
来
二
種
回
向
文
』
は
、
上
宮
寺
蔵
の
写
本
の
奥
書
に
、「
康
元

丙
辰
十
一
月
廿
九
日
愚
禿
親
鸞
八
十
四
歳
書
之
」
と
あ
る
。
こ
の
年

は
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
略
本
と
広
本
が
著
さ
れ
る
間
の
年
で

あ
る
。
ま
た
略
本
か
ら
広
本
に
か
け
て
、
大
経
往
生
に
つ
い
て
書
き

加
え
ら
れ
て
い
る
。
広
本
で
は
往
相
回
向
と
還
相
回
向
に
よ
っ
て
大

経
往
生
が
語
ら
れ
る
の
に
対
し
、
略
本
は
二
種
回
向
の
言
葉
さ
え
見

ら
れ
な
い
。
特
に
還
相
回
向
に
お
い
て
は
、
全
て
広
本
で
新
た
に
書

き
足
さ
れ
て
い
る
。
一
見
し
て
も
、
二
種
回
向
に
つ
い
て
の
修
正
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
如
来
二
種
回
向

文
』
で
は
、
往
相
回
向
に
つ
い
て
真
実
の
行
・
信
・
証
を
述
べ
、

『
教
行
信
証
』
と
は
異
な
り
、
証
か
ら
独
立
さ
せ
て
還
相
回
向
を
確

か
め
て
い
る
。
こ
れ
は
広
本
の
大
経
往
生
と
同
じ
回
向
の
構
造
で
あ

る
。

⑦
　
三
木
彰
円
に
よ
れ
ば
、「『
楽
邦
文
類
』
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

浄
土
教
に
関
連
す
る
諸
文
の
集
成
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
経
」

「
呪
」「
論
」
か
ら
「
偈
」「
頌
」「
詩
」「
詞
」
に
至
る
一
四
の
科
が

立
て
ら
れ
、
そ
の
科
に
従
っ
て
諸
文
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全

体
を
概
観
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科
に
従
っ
て
、
明
瞭
に

「
類
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
取
で
き
る
。
し
か
し
、
再
往
そ

れ
ら
の
「
類
」
さ
れ
た
諸
文
を
見
て
い
く
と
き
、
そ
こ
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
類
」
さ
れ
包
蔵
さ
れ
た
一
文
と
一
文
と

の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
楽
邦
文
類
』
に
お
け
る
一
々
の
文
と

は
、
前
後
の
文
と
文
と
が
脈
絡
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
態
の
も
の
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ら
は
形
式
と
い
う
視
点
か
ら
「
類
」
さ
れ

た
文
と
し
て
そ
こ
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
類
」

さ
れ
た
一
文
一
文
の
お
の
お
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
も
の
と

し
て
集
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（『
真
宗
研
究
』
四
七
・
六
三
〜
六
四
頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
。

⑧
　
「
教
巻
」
で
は
、
経
典
の
み
の
引
用
と
な
る
。『
無
量
寿
経
連
義

述
文
賛
』
は
、『
大
経
』
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
読
み
替

え
が
大
幅
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
常
引
用
さ
れ
る
釈
文
と

は
意
味
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
「
教
巻
」
は
、
経
典

の
み
の
引
用
で
言
い
尽
く
さ
れ
て
お
り
、「
文
類
」
の
特
徴
が
、
よ

り
顕
著
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑨
　
「『
浄
土
論
』
に
曰
く
、
云
何
が
回
向
し
た
ま
え
る
。
一
切
苦
悩

の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
、
心
に
常
に
作
願
す
ら
く
、
回
向
を
首
と
し

て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
ゆ
え
に
と
の
た
ま
え

り
。
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
。
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相
な
り
。

往
相
は
、
己
が
功
徳
を
以
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
た
ま
い
て
、
作
願

し
て
共
に
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
た
ま
う
な

り
。
還
相
は
、
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
方
便
力

成
就
す
る
こ
と
を
得
て
、
生
死
の
稠
林
に
回
入
し
て
、
一
切
衆
生
を

教
化
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
か
え
し
め
た
ま
う
な
り
。
若
し
は
往
、

若
し
は
還
、
皆
衆
生
を
抜
き
て
生
死
海
を
渡
せ
ん
が
た
め
に
と
の
た

ま
え
り
。
是
の
故
に
回
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
と
言
え
り
と
。
已

上
」（『
定
親
全
』
一
・
一
二
八
〜
一
二
九
頁
）

⑩
　
こ
の
浄
入
願
心
は
「
証
巻
」
に
も
引
用
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は

「『
論
』
に
曰
く
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。『
定
親
全
』
一
・
二
〇
九

頁
を
参
照
。

⑪
　
『
定
親
全
』
一
・
二
八
三
〜
二
八
四
頁

⑫
　
『
摧
邪
輪
』
に
は
、「
菩
提
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
仏
果
の
一
切
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智
智
、
心
と
言
う
は
、
此
の
一
切
智
智
に
於
い
て
希
求
の
心
を
起
こ

す
。
此
れ
を
指
し
て
菩
提
心
と
云
う
。
一
切
の
仏
法
、
皆
此
の
心
に

依
り
て
生
起
す
る
を
得
。
此
の
希
求
の
心
、
初
後
の
位
に
随
い
て
、

浅
深
の
不
同
あ
り
。
其
の
不
同
を
言
う
に
、
亦
多
種
あ
り
。
今
且
く

一
説
に
依
る
に
、
華
厳
の
表
公
、
四
発
心
を
出
す
。（
中
略
）
今
善

導
の
意
に
依
る
に
、
浄
土
の
家
に
於
い
て
は
、
縁
発
心
を
取
る
べ
し
。

何
と
な
ら
ば
九
品
の
人
を
出
す
に
諸
師
の
大
小
の
次
位
に
配
す
る
を

破
し
て
、
唯
一
向
に
凡
夫
を
取
る
。
先
ず
上
品
上
生
の
人
を
判
じ
て

云
く
。、「
正
し
く
是
れ
仏
世
を
去
り
て
後
の
大
乗
極
善
上
品
の
凡

夫
」
と
云
々
。
以
下
の
八
品
は
倍
す
此
れ
よ
り
も
劣
れ
り
。
上
品
既

に
次
位
を
配
せ
ず
。
然
る
に
「
道
俗
時
衆
等
各
発
無
上
心
」
等
と
云

い
て
、
菩
提
心
を
以
て
往
生
の
正
因
と
為
す
が
故
に
。
明
ら
か
に
知

ん
ぬ
、
四
発
心
の
中
に
縁
発
心
を
取
る
な
り
。」（『
鎌
倉
旧
仏
教
』

五
二
〜
五
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
恵
は
、
規
定
さ

れ
た
仏
道
体
系
の
中
で
、
そ
の
階
梯
に
基
づ
い
て
菩
提
心
を
定
義
し
、

衆
生
の
機
根
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
定
義
に
続
い
て
、『
往

生
要
集
』
か
ら
の
孫
引
き
と
し
て
、『
安
楽
集
』
に
引
用
さ
れ
る

『
浄
土
論
註
』
の
善
巧
摂
化
章
を
引
く
が
、「
若
し
人
無
上
菩
提
心

を
発
せ
ず
し
て
、
但
彼
の
国
土
の
楽
を
受
く
る
こ
と
間
な
き
を
聞
き

て
、
楽
の
為
の
故
に
生
を
願
ず
る
は
亦
当
に
往
生
を
得
ざ
る
な

り
。」（『
真
聖
全
』
一
・
三
三
九
頁
）
以
降
を
引
用
し
て
い
な
い
こ

と
か
ら
も
、
衆
生
の
機
が
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

⑬
　
「
し
か
れ
ば
南
無
の
言
は
帰
命
な
り
。（
中
略
）
是
を
以
て
帰
命

は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
。」（『
定
親
全
』
一
・
四
八
頁
）

⑭
　
「
明
ら
か
に
知
り
ぬ
。
是
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
故
に
不

回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
。」（『
定
親
全
』
一
・
六
七
頁
）

⑮
　
「
行
巻
」
で
は
「
選
択
本
願
の
行
信
」
と
言
わ
れ
、『
歎
異
抄
』

に
お
い
て
も
「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
ゝ
ろ
」
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
行
信
不
離
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
し
て
い

る
。
そ
れ
は
三
心
一
心
の
問
答
に
お
い
て
も
、
至
心
釈
に
お
い
て

「
至
徳
の
尊
号
を
其
の
体
と
せ
る
な
り
」（『
定
親
全
』
一
・
一
一
七

頁
）
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

⑯
　
『
歎
異
抄
』
第
二
章
　
『
定
親
全
』
四
・
言
行
篇
一
・
六
頁



36

他
力
の
往
生
と
な
づ
く
。」（『
定
親
全
』
六
・
写
伝
篇
二
・
四
二
頁
）

⑥
『
如
来
二
種
回
向
文
』
は
、
上
宮
寺
蔵
の
写
本
の
奥
書
に
、「
康
元

丙
辰
十
一
月
廿
九
日
愚
禿
親
鸞
八
十
四
歳
書
之
」
と
あ
る
。
こ
の
年

は
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
略
本
と
広
本
が
著
さ
れ
る
間
の
年
で

あ
る
。
ま
た
略
本
か
ら
広
本
に
か
け
て
、
大
経
往
生
に
つ
い
て
書
き

加
え
ら
れ
て
い
る
。
広
本
で
は
往
相
回
向
と
還
相
回
向
に
よ
っ
て
大

経
往
生
が
語
ら
れ
る
の
に
対
し
、
略
本
は
二
種
回
向
の
言
葉
さ
え
見

ら
れ
な
い
。
特
に
還
相
回
向
に
お
い
て
は
、
全
て
広
本
で
新
た
に
書

き
足
さ
れ
て
い
る
。
一
見
し
て
も
、
二
種
回
向
に
つ
い
て
の
修
正
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
如
来
二
種
回
向

文
』
で
は
、
往
相
回
向
に
つ
い
て
真
実
の
行
・
信
・
証
を
述
べ
、

『
教
行
信
証
』
と
は
異
な
り
、
証
か
ら
独
立
さ
せ
て
還
相
回
向
を
確

か
め
て
い
る
。
こ
れ
は
広
本
の
大
経
往
生
と
同
じ
回
向
の
構
造
で
あ

る
。

⑦
　
三
木
彰
円
に
よ
れ
ば
、「『
楽
邦
文
類
』
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

浄
土
教
に
関
連
す
る
諸
文
の
集
成
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
経
」

「
呪
」「
論
」
か
ら
「
偈
」「
頌
」「
詩
」「
詞
」
に
至
る
一
四
の
科
が

立
て
ら
れ
、
そ
の
科
に
従
っ
て
諸
文
が
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全

体
を
概
観
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科
に
従
っ
て
、
明
瞭
に

「
類
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
取
で
き
る
。
し
か
し
、
再
往
そ

れ
ら
の
「
類
」
さ
れ
た
諸
文
を
見
て
い
く
と
き
、
そ
こ
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
類
」
さ
れ
包
蔵
さ
れ
た
一
文
と
一
文
と

の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
楽
邦
文
類
』
に
お
け
る
一
々
の
文
と

は
、
前
後
の
文
と
文
と
が
脈
絡
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
態
の
も
の
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ら
は
形
式
と
い
う
視
点
か
ら
「
類
」
さ
れ

た
文
と
し
て
そ
こ
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
類
」

さ
れ
た
一
文
一
文
の
お
の
お
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
も
の
と

し
て
集
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（『
真
宗
研
究
』
四
七
・
六
三
〜
六
四
頁
）
と
指
摘
さ
れ
る
。

⑧
　
「
教
巻
」
で
は
、
経
典
の
み
の
引
用
と
な
る
。『
無
量
寿
経
連
義

述
文
賛
』
は
、『
大
経
』
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
読
み
替

え
が
大
幅
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
常
引
用
さ
れ
る
釈
文
と

は
意
味
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
「
教
巻
」
は
、
経
典

の
み
の
引
用
で
言
い
尽
く
さ
れ
て
お
り
、「
文
類
」
の
特
徴
が
、
よ

り
顕
著
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑨
　
「『
浄
土
論
』
に
曰
く
、
云
何
が
回
向
し
た
ま
え
る
。
一
切
苦
悩

の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
、
心
に
常
に
作
願
す
ら
く
、
回
向
を
首
と
し

て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
ゆ
え
に
と
の
た
ま
え

り
。
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
。
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相
な
り
。

往
相
は
、
己
が
功
徳
を
以
て
一
切
衆
生
に
回
施
し
た
ま
い
て
、
作
願

し
て
共
に
彼
の
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
た
ま
う
な

り
。
還
相
は
、
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
、
奢
摩
他
毘
婆
舎
那
方
便
力

成
就
す
る
こ
と
を
得
て
、
生
死
の
稠
林
に
回
入
し
て
、
一
切
衆
生
を

教
化
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
か
え
し
め
た
ま
う
な
り
。
若
し
は
往
、

若
し
は
還
、
皆
衆
生
を
抜
き
て
生
死
海
を
渡
せ
ん
が
た
め
に
と
の
た

ま
え
り
。
是
の
故
に
回
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
と
言
え
り
と
。
已

上
」（『
定
親
全
』
一
・
一
二
八
〜
一
二
九
頁
）

⑩
　
こ
の
浄
入
願
心
は
「
証
巻
」
に
も
引
用
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は

「『
論
』
に
曰
く
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。『
定
親
全
』
一
・
二
〇
九

頁
を
参
照
。

⑪
　
『
定
親
全
』
一
・
二
八
三
〜
二
八
四
頁

⑫
　
『
摧
邪
輪
』
に
は
、「
菩
提
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
仏
果
の
一
切
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智
智
、
心
と
言
う
は
、
此
の
一
切
智
智
に
於
い
て
希
求
の
心
を
起
こ

す
。
此
れ
を
指
し
て
菩
提
心
と
云
う
。
一
切
の
仏
法
、
皆
此
の
心
に

依
り
て
生
起
す
る
を
得
。
此
の
希
求
の
心
、
初
後
の
位
に
随
い
て
、

浅
深
の
不
同
あ
り
。
其
の
不
同
を
言
う
に
、
亦
多
種
あ
り
。
今
且
く

一
説
に
依
る
に
、
華
厳
の
表
公
、
四
発
心
を
出
す
。（
中
略
）
今
善

導
の
意
に
依
る
に
、
浄
土
の
家
に
於
い
て
は
、
縁
発
心
を
取
る
べ
し
。

何
と
な
ら
ば
九
品
の
人
を
出
す
に
諸
師
の
大
小
の
次
位
に
配
す
る
を

破
し
て
、
唯
一
向
に
凡
夫
を
取
る
。
先
ず
上
品
上
生
の
人
を
判
じ
て

云
く
。、「
正
し
く
是
れ
仏
世
を
去
り
て
後
の
大
乗
極
善
上
品
の
凡

夫
」
と
云
々
。
以
下
の
八
品
は
倍
す
此
れ
よ
り
も
劣
れ
り
。
上
品
既

に
次
位
を
配
せ
ず
。
然
る
に
「
道
俗
時
衆
等
各
発
無
上
心
」
等
と
云

い
て
、
菩
提
心
を
以
て
往
生
の
正
因
と
為
す
が
故
に
。
明
ら
か
に
知

ん
ぬ
、
四
発
心
の
中
に
縁
発
心
を
取
る
な
り
。」（『
鎌
倉
旧
仏
教
』

五
二
〜
五
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
恵
は
、
規
定
さ

れ
た
仏
道
体
系
の
中
で
、
そ
の
階
梯
に
基
づ
い
て
菩
提
心
を
定
義
し
、

衆
生
の
機
根
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
定
義
に
続
い
て
、『
往

生
要
集
』
か
ら
の
孫
引
き
と
し
て
、『
安
楽
集
』
に
引
用
さ
れ
る

『
浄
土
論
註
』
の
善
巧
摂
化
章
を
引
く
が
、「
若
し
人
無
上
菩
提
心

を
発
せ
ず
し
て
、
但
彼
の
国
土
の
楽
を
受
く
る
こ
と
間
な
き
を
聞
き

て
、
楽
の
為
の
故
に
生
を
願
ず
る
は
亦
当
に
往
生
を
得
ざ
る
な

り
。」（『
真
聖
全
』
一
・
三
三
九
頁
）
以
降
を
引
用
し
て
い
な
い
こ

と
か
ら
も
、
衆
生
の
機
が
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

⑬
　
「
し
か
れ
ば
南
無
の
言
は
帰
命
な
り
。（
中
略
）
是
を
以
て
帰
命

は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
。」（『
定
親
全
』
一
・
四
八
頁
）

⑭
　
「
明
ら
か
に
知
り
ぬ
。
是
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
故
に
不

回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
。」（『
定
親
全
』
一
・
六
七
頁
）

⑮
　
「
行
巻
」
で
は
「
選
択
本
願
の
行
信
」
と
言
わ
れ
、『
歎
異
抄
』

に
お
い
て
も
「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
ゝ
ろ
」
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
行
信
不
離
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
し
て
い

る
。
そ
れ
は
三
心
一
心
の
問
答
に
お
い
て
も
、
至
心
釈
に
お
い
て

「
至
徳
の
尊
号
を
其
の
体
と
せ
る
な
り
」（『
定
親
全
』
一
・
一
一
七

頁
）
と
言
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

⑯
　
『
歎
異
抄
』
第
二
章
　
『
定
親
全
』
四
・
言
行
篇
一
・
六
頁


