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向
の
大
行
と
し
て
念
仏
を
讃
嘆
す
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
も
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
皆
・
同
・
斉
」
と
は
、
本
願
へ
の
讃

歎
で
あ
る
と
同
時
に
、
凡
夫
と
い
う
機
の
自
覚
と
い
う
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
浄
土
教
の
歴
史
が
、
単
な
る
救
済
の
歴
史
で
も
、
単
な
る
自
覚
の
歴
史
で
も
な
く
、
つ
ね
に
凡
夫
と
い
う
業
縁
存
在

の
境
界
に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
、
救
済
の
法
と
自
覚
の
信
の
応
答
、
出
遇
い
の
歴
史
で
あ
っ
た
こ
と
が
頷
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
救
済
の
自
覚
の
内
容
が
念
仏
で
あ
り
、
信
心
な
の
で
あ
る
。
本
願
の
成
就
で
あ
る
他
力
回
向
の
行
信
と
は
、
こ
の
懺
悔
を
く

ぐ
っ
た
救
済
の
自
覚
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註

『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
本
願
文
の
挙
げ
方
に
つ
い
て
、「
行
巻
」
か
ら
「
証
巻
」
ま
で
が
「
出
於
」
で
あ
る
の
に
対
し
、「
真
仏
土
巻
」「
化
身

土
巻
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
既
而
有
願
」「
既
而
有
悲
願
」
で
あ
る
こ
と
が
二
種
回
向
了
解
に
お
い
て
も
大
切
な
意
義
を
持
つ
こ
と
が
先
達
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

徧
は
、
遍
と
同
義
語
で
あ
る
。

『
安
楽
集
』
に
お
け
る
『
大
集
月
蔵
経
』
所
引
の
い
わ
ゆ
る
「
五
五
百
年
」
説
に
依
っ
て
、
親
鷲
が
末
法
と
い
う
時
代
を
押
さ
え
、
そ
れ
が
浄

土
真
宗
開
顕
の
要
義
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
後
詳
察
し
て
い
き
た
い
。

懺
悔
と
い
う
言
葉
を
凡
夫
の
自
覚
内
容
と
し
て
使
用
し
た
が
、
こ
の
言
葉
を
使
用
す
る
に
は
本
来
さ
ら
な
る
確
か
め
が
必
要
で
あ
る
。
次
稿
に

お
い
て
考
察
す
る
。
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は
じ
め
に

　
浄
土
真
宗
、
と
り
わ
け
大
谷
派
の
教
学
史
に
お
い
て
、
特
筆
す

べ
き
事
柄
と
し
て
、
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
〜
一
九
〇
三
、
以
下
清

沢
）
を
初
代
学
監
と
す
る
真
宗
大
学
（
現
：
大
谷
大
学
）
の
東
京
移

転
開
校
（
明
治
三
四
年
〔
一
九
〇
一
〕）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
こ

に
学
び
、
後
の
真
宗
教
学
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
金
子

大
榮
（
一
八
八
一
〜
一
九
七
六
、
以
下
金
子
）
は
、
晩
年
に
清
沢
に

始
ま
る
大
谷
大
学
の
学
風
と
い
う
も
の
を
「
自
己
中
心
」
と
「
現

在
安
住
」
と
い
う
二
点
で
押
さ
え
て
い
く
。
特
に
後
者
の
「
現
在

安
住
」
に
つ
い
て
金
子
は
、「
こ
の
世
を
超
越
し
た
浄
土
」、「
未

来
の
浄
土
」
と
い
う
も
の
こ
そ
、
現
在
に
光
を
与
え
安
住
せ
し
め

る
も
の
な
の
だ
、
と
し
て
往
生
浄
土
の
思
想
を
積
極
的
に
了
解
し

て
い
く
。
そ
こ
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
こ
の
世
な
ど
は
ど

う
で
も
い
い
、
極
楽
へ
行
け
ば
け
っ
こ
う
だ
」
と
い
っ
た
現
在
の

救
済
と
切
り
離
さ
れ
た
浄
土
理
解
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
は
現

に
あ
る
が
「
古
い
思
想
」
だ
と
し
て
金
子
は
拒
否
を
す
る
。
こ
の

よ
う
に
現
在
の
自
己
に
立
場
を
置
い
て
思
索
を
展
開
す
る
と
こ
ろ

に
、
清
沢
の
流
れ
を
汲
む
者
た
ち
の
特
徴
が
あ
る
の
だ
と
金
子
は

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
稿
で
は
こ
の
金
子
と
親
密
か
つ
思
想
的
影
響
を
及
ぼ

し
あ
う
関
係
に
あ
り
、
清
沢
を
師
と
仰
ぐ
曽
我
量
深
（
一
八
七
五

〜
一
九
七
一
、
以
下
曽
我
）
が
、
多
く
「
往
生
と
成
仏
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
語
っ
た
内
容
（
以
下
一
括
し
て
「
往
生
と
成
仏
」
論
と
記

す
）
を
検
討
す
る
。
こ
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
は
、
曽
我
の
様
々

な
思
索
の
中
で
も
特
に
大
き
な
影
響
と
波
紋
を
起
こ
し
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
に
比
し
て
、
曽
我
が
こ
れ

を
主
題
と
し
て
語
る
の
は
、
実
は
か
な
り
短
い
期
間
で
あ
る
。
し

（

）
1

曽
我
量
深
の「
往
生
と
成
仏
」
論
に
つ
い
て

│
│
そ
の
影
響
と
し
て
の
鈴
木
大
拙
│
│

藤
　
　
原
　
　
　
　
　
智
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か
も
曽
我
は
、
自
ら
の
所
論
を
「
多
少
お
聖
教
の
お
言
葉
を
拡
大

し
て
解
釈
し
て
お
る
も
の
」
だ
と
言
う
。
そ
う
し
て
「
如
来
の
思

召
し
と
、
ま
た
御
開
山
聖
人
の
本
当
の
思
召
し
」
を
案
じ
る
と
し

て
語
ら
れ
た
「
往
生
と
成
仏
」
論
は
、
し
か
し
な
が
ら
「
未
完
成

の
話
」「
大
そ
れ
た
こ
と
」
だ
と
し
て
、
い
よ
い
よ
さ
ら
に
考
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
曽
我
は
訴
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
曽
我
の
言
葉
を
聞
い
た
後
世
の
者
が
す
べ
き
こ
と
は
、
未

完
成
と
さ
れ
た
曽
我
の
言
葉
を
金
科
玉
条
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

ま
た
そ
れ
が
親
鸞
（
一
一
七
三
〜
一
二
六
二
）
の
言
葉
と
合
致
す
る

か
ど
う
か
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
重
要
で
あ
る
が
）
を
単
純
に
論
じ
る

こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
拡
大
解
釈
と
も
言
わ
れ
る
思

索
を
あ
え
て
行
う
曽
我
の
切
実
な
問
題
意
識
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
「
今
日
や
は
り
茨
の
道
を
切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
覚

悟
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば

眞
宗
は
滅
亡
し
ま
す
。」
と
言
わ
れ
る
曽
我
の
強
い
覚
悟
が
あ
る
。

そ
の
上
で
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
も
つ
可
能
性
と
い
う
も

の
を
、
こ
の
問
題
を
曽
我
自
身
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
せ

て
考
え
た
の
か
ま
で
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
曽
我
の
思

索
の
評
価
へ
の
建
設
的
な
議
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
ま
ず
曽
我
が
「
往
生
と
成
仏
」
論
で
語
っ
て

い
る
内
容
を
検
討
す
る
。
こ
の
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
を
受

け
て
親
鸞
の
往
生
理
解
を
語
る
も
の
は
多
く
あ
る
が
、
曽
我
の
所

論
自
体
を
詳
し
く
分
析
し
た
も
の
は
多
く
は
な
い
。「
往
生
」
と

い
う
語
は
、
浄
土
教
に
お
け
る
救
済
と
は
何
か
と
い
う
問
題
と
直

結
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
真
宗
教
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
曽
我
の
所
論
へ
の
検
討
は
、
十
分
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
次
に
、
拡
大
解
釈
と
い
う
思
索
を
曽
我
が
な
ぜ
敢
え
て
行

っ
た
の
か
、
曽
我
の
内
的
必
然
性
を
考
え
た
い
。
し
か
し
、
こ
れ

に
つ
い
て
曽
我
は
明
言
し
て
い
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
推
論
で
あ

る
。
そ
の
上
で
最
後
に
、
未
完
成
と
言
わ
れ
た
「
往
生
と
成
仏
」

論
が
、
そ
の
後
に
曽
我
自
身
の
中
で
何
ら
か
の
形
で
展
開
し
た
の

か
ど
う
か
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
検
討
し
て
い
き
た
い
。

一
　
曽
我
量
深
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
検
討

　
本
稿
が
問
題
に
す
る
「
往
生
と
成
仏
」
論
と
は
、
そ
の
二
つ
の

関
係
を
「
往
生
は
心
に
あ
り
、
成
仏
は
身
に
あ
り
」
と
い
う
定
型

句
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
表
現
で
押
さ
え
る
こ
と
の
で
き
る

曽
我
の
所
論
を
指
す
。
こ
の
言
葉
を
語
っ
た
最
初
の
記
録
は
、
私

見
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
五
月
十
五
日
に
高

倉
会
館
で
行
わ
れ
た
「
す
で
に
こ
の
道
あ
り
　
第
三
講
」
と
い
う

講
演
録
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
が
主
題
と

し
て
語
ら
れ
る
の
は
翌
年
以
降
で
あ
る
。
昭
和
四
十
二
年
四
月
十

（

）
2

（

）
3

（

）
4

（

）
5

（

）
6

（

）
7

（
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（
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一
日
に
は
「
自
分
は
こ
の
頃
、
自
分
で
い
ろ
い
ろ
ハ
ッ
キ
リ
し
て

き
ま
し
た
こ
と
は
で
す
ね
、
往
生
と
い
う
こ
と
と
そ
れ
か
ら
成
仏

と
い
う
こ
と
で
す
。」
と
語
っ
て
お
り
、
曽
我
の
「
往
生
と
成

仏
」
論
は
昭
和
四
十
一
年
か
ら
四
十
二
年
初
頭
に
一
応
の
完
成
が

あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
昭
和
四
十
二
年
度
は
こ
の

「
往
生
と
成
仏
」
論
が
非
常
に
多
く
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
昭

和
四
十
三
年
七
月
の
真
宗
大
谷
派
安
居
本
講
あ
た
り
を
境
に
、
こ

の
テ
ー
マ
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
比
較
的
減
少
し
て
い
く
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
は
、
曽
我
が
そ
の
所
論
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
往
生
と
成
仏
」
論
は
曽
我
晩
年
の
九
十

二
歳
か
ら
九
十
三
歳
頃
に
特
徴
的
な
論
な
の
で
あ
る
。

1
　
「
往
生
即
成
仏
」
と
い
う
問
題

　
で
は
、
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
検
討
に
移
り
た
い
。
曽

我
の
問
題
提
起
に
は
、
一
つ
の
前
提
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
の

往
生
理
解
に
つ
い
て
、
浄
土
真
宗
の
宗
学
の
中
で
「
往
生
即
成

仏
」
と
い
う
一
つ
の
決
ま
っ
た
考
え
方
が
昔
か
ら
あ
る
こ
と
で
あ

る
。

　
そ
れ
を
簡
単
に
言
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
般
浄
土

教
で
は
、
こ
の
命
を
終
え
て
浄
土
に
往
生
し
、
そ
こ
で
阿
弥
陀
仏

に
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
障
碍
な
く
不
退
に
仏
道
の
修
習
に
励
む

こ
と
が
で
き
、
や
が
て
必
ず
覚
り
を
証
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に

対
し
親
鸞
は
、
現
在
に
信
心
を
獲
得
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
必
ず

覚
り
に
至
る
と
い
う
浄
土
で
の
地
位
（
正
定
衆
・
不
退
転
）
に
つ
き
、

こ
の
命
を
終
え
る
時
に
覚
り
を
証
す
る
と
し
た
。
そ
の
こ
と
を
従

来
の
宗
学
は
、「
命
終
に
往
生
し
や
が
て
成
仏
す
る
」
の
で
は
な

く
、「
命
終
に
往
生
す
る
と
即
時
に
成
仏
す
る
」（
＝
往
生
即
成

仏
）
と
理
解
し
、
そ
こ
に
親
鸞
の
独
自
性
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
、
曽
我
は
「
往
生
即
成
仏
」
で
あ
る

な
ら
ば
往
生
の
意
味
が
な
く
な
る
の
だ
と
考
え
、
次
の
よ
う
な
問

題
提
起
を
す
る
。

は
じ
め
か
ら
往
生
即
成
仏
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
と
、

往
生
と
い
う
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か

ら
し
て
、
ど
う
し
て
も
往
生
と
成
仏
と
い
う
も
の
を
や
っ
ぱ

り
と
に
か
く
一
応
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か

と
、
こ
う
い
う
具
合
に
私
は
前
か
ら
そ
う
い
う
疑
問
を
も
っ

て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
で
往
生
と
成
仏
と
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
、
曽
我
は

「
安
楽
仏
国
に
生
ず
る
は
　
畢
竟
成
仏
の
道
路
に
て
　
無
上
の
方

便
な
り
け
れ
ば
　
諸
仏
浄
土
を
す
す
め
け
り
」
と
い
う
『
高
僧
和

讃
』
曇
鸞
章
の
言
葉
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
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か
も
曽
我
は
、
自
ら
の
所
論
を
「
多
少
お
聖
教
の
お
言
葉
を
拡
大

し
て
解
釈
し
て
お
る
も
の
」
だ
と
言
う
。
そ
う
し
て
「
如
来
の
思

召
し
と
、
ま
た
御
開
山
聖
人
の
本
当
の
思
召
し
」
を
案
じ
る
と
し

て
語
ら
れ
た
「
往
生
と
成
仏
」
論
は
、
し
か
し
な
が
ら
「
未
完
成

の
話
」「
大
そ
れ
た
こ
と
」
だ
と
し
て
、
い
よ
い
よ
さ
ら
に
考
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
曽
我
は
訴
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
曽
我
の
言
葉
を
聞
い
た
後
世
の
者
が
す
べ
き
こ
と
は
、
未

完
成
と
さ
れ
た
曽
我
の
言
葉
を
金
科
玉
条
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

ま
た
そ
れ
が
親
鸞
（
一
一
七
三
〜
一
二
六
二
）
の
言
葉
と
合
致
す
る

か
ど
う
か
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
重
要
で
あ
る
が
）
を
単
純
に
論
じ
る

こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
拡
大
解
釈
と
も
言
わ
れ
る
思

索
を
あ
え
て
行
う
曽
我
の
切
実
な
問
題
意
識
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
「
今
日
や
は
り
茨
の
道
を
切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
覚

悟
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
そ
れ
を
し
な
け
れ
ば

眞
宗
は
滅
亡
し
ま
す
。」
と
言
わ
れ
る
曽
我
の
強
い
覚
悟
が
あ
る
。

そ
の
上
で
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
も
つ
可
能
性
と
い
う
も

の
を
、
こ
の
問
題
を
曽
我
自
身
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
せ

て
考
え
た
の
か
ま
で
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
曽
我
の
思

索
の
評
価
へ
の
建
設
的
な
議
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
ま
ず
曽
我
が
「
往
生
と
成
仏
」
論
で
語
っ
て

い
る
内
容
を
検
討
す
る
。
こ
の
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
を
受

け
て
親
鸞
の
往
生
理
解
を
語
る
も
の
は
多
く
あ
る
が
、
曽
我
の
所

論
自
体
を
詳
し
く
分
析
し
た
も
の
は
多
く
は
な
い
。「
往
生
」
と

い
う
語
は
、
浄
土
教
に
お
け
る
救
済
と
は
何
か
と
い
う
問
題
と
直

結
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
真
宗
教
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
曽
我
の
所
論
へ
の
検
討
は
、
十
分
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
次
に
、
拡
大
解
釈
と
い
う
思
索
を
曽
我
が
な
ぜ
敢
え
て
行

っ
た
の
か
、
曽
我
の
内
的
必
然
性
を
考
え
た
い
。
し
か
し
、
こ
れ

に
つ
い
て
曽
我
は
明
言
し
て
い
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
推
論
で
あ

る
。
そ
の
上
で
最
後
に
、
未
完
成
と
言
わ
れ
た
「
往
生
と
成
仏
」

論
が
、
そ
の
後
に
曽
我
自
身
の
中
で
何
ら
か
の
形
で
展
開
し
た
の

か
ど
う
か
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
検
討
し
て
い
き
た
い
。

一
　
曽
我
量
深
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
検
討

　
本
稿
が
問
題
に
す
る
「
往
生
と
成
仏
」
論
と
は
、
そ
の
二
つ
の

関
係
を
「
往
生
は
心
に
あ
り
、
成
仏
は
身
に
あ
り
」
と
い
う
定
型

句
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
表
現
で
押
さ
え
る
こ
と
の
で
き
る

曽
我
の
所
論
を
指
す
。
こ
の
言
葉
を
語
っ
た
最
初
の
記
録
は
、
私

見
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
五
月
十
五
日
に
高

倉
会
館
で
行
わ
れ
た
「
す
で
に
こ
の
道
あ
り
　
第
三
講
」
と
い
う

講
演
録
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
が
主
題
と

し
て
語
ら
れ
る
の
は
翌
年
以
降
で
あ
る
。
昭
和
四
十
二
年
四
月
十
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（
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（
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一
日
に
は
「
自
分
は
こ
の
頃
、
自
分
で
い
ろ
い
ろ
ハ
ッ
キ
リ
し
て

き
ま
し
た
こ
と
は
で
す
ね
、
往
生
と
い
う
こ
と
と
そ
れ
か
ら
成
仏

と
い
う
こ
と
で
す
。」
と
語
っ
て
お
り
、
曽
我
の
「
往
生
と
成

仏
」
論
は
昭
和
四
十
一
年
か
ら
四
十
二
年
初
頭
に
一
応
の
完
成
が

あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
昭
和
四
十
二
年
度
は
こ
の

「
往
生
と
成
仏
」
論
が
非
常
に
多
く
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
昭

和
四
十
三
年
七
月
の
真
宗
大
谷
派
安
居
本
講
あ
た
り
を
境
に
、
こ

の
テ
ー
マ
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
比
較
的
減
少
し
て
い
く
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
は
、
曽
我
が
そ
の
所
論
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
往
生
と
成
仏
」
論
は
曽
我
晩
年
の
九
十

二
歳
か
ら
九
十
三
歳
頃
に
特
徴
的
な
論
な
の
で
あ
る
。

1
　
「
往
生
即
成
仏
」
と
い
う
問
題

　
で
は
、
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
検
討
に
移
り
た
い
。
曽

我
の
問
題
提
起
に
は
、
一
つ
の
前
提
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
の

往
生
理
解
に
つ
い
て
、
浄
土
真
宗
の
宗
学
の
中
で
「
往
生
即
成

仏
」
と
い
う
一
つ
の
決
ま
っ
た
考
え
方
が
昔
か
ら
あ
る
こ
と
で
あ

る
。

　
そ
れ
を
簡
単
に
言
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
般
浄
土

教
で
は
、
こ
の
命
を
終
え
て
浄
土
に
往
生
し
、
そ
こ
で
阿
弥
陀
仏

に
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
障
碍
な
く
不
退
に
仏
道
の
修
習
に
励
む

こ
と
が
で
き
、
や
が
て
必
ず
覚
り
を
証
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に

対
し
親
鸞
は
、
現
在
に
信
心
を
獲
得
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
必
ず

覚
り
に
至
る
と
い
う
浄
土
で
の
地
位
（
正
定
衆
・
不
退
転
）
に
つ
き
、

こ
の
命
を
終
え
る
時
に
覚
り
を
証
す
る
と
し
た
。
そ
の
こ
と
を
従

来
の
宗
学
は
、「
命
終
に
往
生
し
や
が
て
成
仏
す
る
」
の
で
は
な

く
、「
命
終
に
往
生
す
る
と
即
時
に
成
仏
す
る
」（
＝
往
生
即
成

仏
）
と
理
解
し
、
そ
こ
に
親
鸞
の
独
自
性
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
、
曽
我
は
「
往
生
即
成
仏
」
で
あ
る

な
ら
ば
往
生
の
意
味
が
な
く
な
る
の
だ
と
考
え
、
次
の
よ
う
な
問

題
提
起
を
す
る
。

は
じ
め
か
ら
往
生
即
成
仏
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
と
、

往
生
と
い
う
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か

ら
し
て
、
ど
う
し
て
も
往
生
と
成
仏
と
い
う
も
の
を
や
っ
ぱ

り
と
に
か
く
一
応
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か

と
、
こ
う
い
う
具
合
に
私
は
前
か
ら
そ
う
い
う
疑
問
を
も
っ

て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
で
往
生
と
成
仏
と
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
、
曽
我
は

「
安
楽
仏
国
に
生
ず
る
は
　
畢
竟
成
仏
の
道
路
に
て
　
無
上
の
方

便
な
り
け
れ
ば
　
諸
仏
浄
土
を
す
す
め
け
り
」
と
い
う
『
高
僧
和

讃
』
曇
鸞
章
の
言
葉
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

（

）
11

（

）
12

（

）
13

（

）
14

（

）
15

（

）
16

（

）
17

（

）
18



20

畢
竟
と
い
う
の
は
最
後
の
到
達
点
を
畢
竟
と
い
う
。
つ
ま
り

往
生
の
最
後
の
到
達
点
は
成
仏
で
あ
る
、
そ
れ
で
畢
竟
成
仏

…
…
。（
中
略
）

　
こ
れ
が
つ
ま
り
十
方
衆
生
を
成
仏
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、

ま
ず
往
生
と
い
う
道
を
開
い
た
。
そ
う
す
る
と
往
生
の
最
後

の
到
達
点
が
す
な
わ
ち
成
仏
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
が
往
生

│
│
成
仏
の
本
当
の
考
え
で
あ
る
と
、
こ
う
思
う
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　
そ
れ
で
だ
ん
だ
ん
私
は
考
え
て
み
る
。
だ
ん
だ
ん
考
え
て

み
る
と
い
う
と
、
つ
ま
り
成
仏
は
、
こ
れ
は
未
来
だ
ろ
う
と
。

成
仏
は
未
来
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
往
生
は
現
在

で
あ
ろ
う
。（
中
略
）

　
往
生
も
成
仏
も
み
な
未
来
な
ら
ば
で
す
ね
、
一
向
、
往
生

と
い
う
こ
と
は
意
味
が
な
い
で
す
ね
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
と

私
は
思
う
ん
で
す
。
成
仏
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
、
た
だ
往

生
だ
け
の
教
え
で
あ
れ
ば
で
す
ね
、
そ
れ
は
未
来
往
生
も
意

味
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
成
仏
と
い
う
こ
と
が
最
後
の
本
当
の

目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
往
生
と
い
う
も
の
は
現
在
に
往
生
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
安
楽
仏
国
に
生
ず
る
は
、
畢
竟
成
仏
の
道
路
」
と
い
う
親
鸞

の
言
葉
を
も
と
に
曽
我
は
、
成
仏
は
到
達
点
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の

道
中
と
し
て
往
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
了
解
す
る
。
そ
し

て
、
も
し
成
仏
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
往
生
は
未
来
で

も
構
わ
な
い
が
、
成
仏
を
未
来
に
置
く
以
上
、
そ
の
た
め
の
道
路

で
あ
る
往
生
は
現
在
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
曽
我
は
主
張
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
往
生
即
成
仏
」
と
い
う
宗
学
の
一
つ

の
決
ま
っ
た
型
へ
の
問
い
直
し
が
、
曽
我
の
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。

2
　
曽
我
の
「
即
得
往
生
」
理
解

　
で
は
往
生
が
現
在
に
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
を
究

明
す
る
た
め
、
曽
我
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
成
就
文
に
あ
る

「
願
生
彼
国
、
即
得
往
生
、
住
不
退
転
（
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願

ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
す
）」
の
教
説
に
向
か

う
。
本
願
成
就
文
と
呼
ば
れ
る
こ
の
文
は
、
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を

救
済
し
よ
う
と
立
て
た
誓
願
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
成
就
さ
れ

る
の
か
を
釈
尊
が
説
い
た
文
で
あ
り
、
最
も
重
要
な
文
で
あ
る
。

曽
我
は
、
こ
の
「
即
得
往
生
」
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
し
ば
し

ば
次
の
文
を
示
す
。
そ
れ
は
親
鸞
『
教
行
信
証
』
信
巻
の
横
超
断

四
流
釈
に
引
か
れ
る
『
大
無
量
寿
経
』
の
「
必
得
超
絶
去
、
往
生

安
養
国
…
」
の
文
、
そ
し
て
続
け
て
引
か
れ
る
唐
の
善
導
（
六
一

三
〜
六
八
一
）
の
『
般
舟
讃
』
の
「
欣
え
ば
す
な
わ
ち
浄
土
に
常

に
居
せ
り
。」
の
文
と
『
往
生
礼
讃
』
の
「
前
念
命
終
、
後
念
即
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生
」
の
文
で
あ
る
。

　
曽
我
が
特
に
重
視
す
る
の
が
『
般
舟
讃
』
で
あ
る
。
曽
我
が
こ

の
文
に
言
及
す
る
際
、
ほ
ぼ
必
ず
言
い
添
え
る
こ
と
と
し
て
、
親

鸞
の
師
で
あ
る
法
然
（
一
一
三
三
〜
一
二
一
二
）
が
『
般
舟
讃
』
を

見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
然
と
親
鸞
の
違

い
、
換
言
す
れ
ば
親
鸞
思
想
の
独
自
性
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え

ば
、
こ
の
『
般
舟
讃
』
の
言
葉
に
あ
る
、
と
曽
我
は
言
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
親
鸞
の
手
紙
（『
末
灯
鈔
』
第
三
通
）
に
、

こ
の
言
葉
を
解
釈
し
て
「
信
心
の
人
は
そ
の
心
す
で
に
浄
土
に
居

す
」
と
「
心
」
の
字
を
付
け
加
え
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
真
実
信
心

は
常
に
浄
土
に
居
す
る
の
だ
と
も
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
曽
我
は
「
即
得
往
生
」
の
内
容
を
、
信
心
が
浄
土

に
居
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
了
解
す
る
。
で
は
そ
れ
は
よ
り
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
か
。
例
え
ば
曽
我
は
次
の
よ
う
に

言
う
。物

質
主
義
の
世
界
を
娑
婆
世
界
と
い
う
。
こ
の
物
質
主
義
の

世
界
は
精
神
が
み
ん
な
物
質
に
圧
迫
さ
れ
て
、
精
神
が
も
う

全
く
働
き
を
失
い
、
働
き
を
失
っ
た
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
の

心
と
い
う
も
の
が
物
欲
の
奴
隷
と
な
る
。
物
の
奴
隷
に
な
る

姿
を
煩
悩
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
。（
中
略
）
そ
の
悩
ん
で
お

る
者
を
お
助
け
下
さ
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
ら
に
浄
土

│
│
「
精
神
世
界
」
と
い
う
も
の
を
与
え
て
く
だ
さ
る
こ
と

で
あ
る
。
無
限
の
世
界
、
無
限
の
光
の
世
界
│
│
精
神
世
界

と
い
う
の
は
光
の
世
界
、
光
明
世
界
で
あ
る
。
光
明
世
界
を

私
ど
も
に
与
え
て
下
さ
る
。（
中
略
）
自
由
な
世
界
と
い
う

も
の
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
と
で
す
ね
、
煩
悩
が
転
じ
て

「
功
徳
の
宝
海
」
と
な
る
。

真
実
信
心
を
頂
い
た
と
き
に
、
如
来
の
心
の
光
明
を
も
っ
て

照
ら
し
護
っ
て
下
さ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の

心
光
摂
護
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
往
生
と
い
う
こ
と
で

は
な
か
ろ
う
か
と
。

「
往
生
決
定
し
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
私
ど
も
に

〝
往
生
〞
と
い
う
新
し
い
一
つ
の
生
活

0

0

│
│
新
し
い
世
界
が

開
け
て
、
そ
し
て
新
し
い
生
活
が
そ
の
時
、
始
ま
っ
た
と

│
│
そ
う
い
う
こ
と
を
〝
往
生
〞
と
い
う
の
で
し
ょ
う
ね
。

　
こ
う
し
て
曽
我
は
、
浄
土
を
精
神
世
界
、
如
来
の
心
の
光
の
世

界
だ
と
す
る
。
そ
し
て
信
心
を
得
る
と
は
そ
の
光
明
に
照
ら
さ
れ

て
あ
る
自
覚
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
生
活
全
体
を
浄
土
へ
生

ま
れ
往
く
歩
み
と
し
て
、
こ
れ
を
往
生
で
あ
る
と
語
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
曽
我
は
浄
土
教
の
救
済
の
現
在
性
と
い
う
も
の

を
確
か
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
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20

畢
竟
と
い
う
の
は
最
後
の
到
達
点
を
畢
竟
と
い
う
。
つ
ま
り

往
生
の
最
後
の
到
達
点
は
成
仏
で
あ
る
、
そ
れ
で
畢
竟
成
仏

…
…
。（
中
略
）

　
こ
れ
が
つ
ま
り
十
方
衆
生
を
成
仏
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、

ま
ず
往
生
と
い
う
道
を
開
い
た
。
そ
う
す
る
と
往
生
の
最
後

の
到
達
点
が
す
な
わ
ち
成
仏
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
が
往
生

│
│
成
仏
の
本
当
の
考
え
で
あ
る
と
、
こ
う
思
う
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　
そ
れ
で
だ
ん
だ
ん
私
は
考
え
て
み
る
。
だ
ん
だ
ん
考
え
て

み
る
と
い
う
と
、
つ
ま
り
成
仏
は
、
こ
れ
は
未
来
だ
ろ
う
と
。

成
仏
は
未
来
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
往
生
は
現
在

で
あ
ろ
う
。（
中
略
）

　
往
生
も
成
仏
も
み
な
未
来
な
ら
ば
で
す
ね
、
一
向
、
往
生

と
い
う
こ
と
は
意
味
が
な
い
で
す
ね
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
と

私
は
思
う
ん
で
す
。
成
仏
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
、
た
だ
往

生
だ
け
の
教
え
で
あ
れ
ば
で
す
ね
、
そ
れ
は
未
来
往
生
も
意

味
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
成
仏
と
い
う
こ
と
が
最
後
の
本
当
の

目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
往
生
と
い
う
も
の
は
現
在
に
往
生
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
安
楽
仏
国
に
生
ず
る
は
、
畢
竟
成
仏
の
道
路
」
と
い
う
親
鸞

の
言
葉
を
も
と
に
曽
我
は
、
成
仏
は
到
達
点
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の

道
中
と
し
て
往
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
了
解
す
る
。
そ
し

て
、
も
し
成
仏
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
往
生
は
未
来
で

も
構
わ
な
い
が
、
成
仏
を
未
来
に
置
く
以
上
、
そ
の
た
め
の
道
路

で
あ
る
往
生
は
現
在
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
曽
我
は
主
張
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
往
生
即
成
仏
」
と
い
う
宗
学
の
一
つ

の
決
ま
っ
た
型
へ
の
問
い
直
し
が
、
曽
我
の
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。

2
　
曽
我
の
「
即
得
往
生
」
理
解

　
で
は
往
生
が
現
在
に
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
を
究

明
す
る
た
め
、
曽
我
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
成
就
文
に
あ
る

「
願
生
彼
国
、
即
得
往
生
、
住
不
退
転
（
か
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願

ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
す
）」
の
教
説
に
向
か

う
。
本
願
成
就
文
と
呼
ば
れ
る
こ
の
文
は
、
阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を

救
済
し
よ
う
と
立
て
た
誓
願
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
成
就
さ
れ

る
の
か
を
釈
尊
が
説
い
た
文
で
あ
り
、
最
も
重
要
な
文
で
あ
る
。

曽
我
は
、
こ
の
「
即
得
往
生
」
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
し
ば
し

ば
次
の
文
を
示
す
。
そ
れ
は
親
鸞
『
教
行
信
証
』
信
巻
の
横
超
断

四
流
釈
に
引
か
れ
る
『
大
無
量
寿
経
』
の
「
必
得
超
絶
去
、
往
生

安
養
国
…
」
の
文
、
そ
し
て
続
け
て
引
か
れ
る
唐
の
善
導
（
六
一

三
〜
六
八
一
）
の
『
般
舟
讃
』
の
「
欣
え
ば
す
な
わ
ち
浄
土
に
常

に
居
せ
り
。」
の
文
と
『
往
生
礼
讃
』
の
「
前
念
命
終
、
後
念
即

（
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生
」
の
文
で
あ
る
。

　
曽
我
が
特
に
重
視
す
る
の
が
『
般
舟
讃
』
で
あ
る
。
曽
我
が
こ

の
文
に
言
及
す
る
際
、
ほ
ぼ
必
ず
言
い
添
え
る
こ
と
と
し
て
、
親

鸞
の
師
で
あ
る
法
然
（
一
一
三
三
〜
一
二
一
二
）
が
『
般
舟
讃
』
を

見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
然
と
親
鸞
の
違

い
、
換
言
す
れ
ば
親
鸞
思
想
の
独
自
性
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え

ば
、
こ
の
『
般
舟
讃
』
の
言
葉
に
あ
る
、
と
曽
我
は
言
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
親
鸞
の
手
紙
（『
末
灯
鈔
』
第
三
通
）
に
、

こ
の
言
葉
を
解
釈
し
て
「
信
心
の
人
は
そ
の
心
す
で
に
浄
土
に
居

す
」
と
「
心
」
の
字
を
付
け
加
え
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
真
実
信
心

は
常
に
浄
土
に
居
す
る
の
だ
と
も
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
曽
我
は
「
即
得
往
生
」
の
内
容
を
、
信
心
が
浄
土

に
居
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
了
解
す
る
。
で
は
そ
れ
は
よ
り
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
か
。
例
え
ば
曽
我
は
次
の
よ
う
に

言
う
。物

質
主
義
の
世
界
を
娑
婆
世
界
と
い
う
。
こ
の
物
質
主
義
の

世
界
は
精
神
が
み
ん
な
物
質
に
圧
迫
さ
れ
て
、
精
神
が
も
う

全
く
働
き
を
失
い
、
働
き
を
失
っ
た
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
の

心
と
い
う
も
の
が
物
欲
の
奴
隷
と
な
る
。
物
の
奴
隷
に
な
る

姿
を
煩
悩
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
。（
中
略
）
そ
の
悩
ん
で
お

る
者
を
お
助
け
下
さ
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
ら
に
浄
土

│
│
「
精
神
世
界
」
と
い
う
も
の
を
与
え
て
く
だ
さ
る
こ
と

で
あ
る
。
無
限
の
世
界
、
無
限
の
光
の
世
界
│
│
精
神
世
界

と
い
う
の
は
光
の
世
界
、
光
明
世
界
で
あ
る
。
光
明
世
界
を

私
ど
も
に
与
え
て
下
さ
る
。（
中
略
）
自
由
な
世
界
と
い
う

も
の
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
と
で
す
ね
、
煩
悩
が
転
じ
て

「
功
徳
の
宝
海
」
と
な
る
。

真
実
信
心
を
頂
い
た
と
き
に
、
如
来
の
心
の
光
明
を
も
っ
て

照
ら
し
護
っ
て
下
さ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
の

心
光
摂
護
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
往
生
と
い
う
こ
と
で

は
な
か
ろ
う
か
と
。

「
往
生
決
定
し
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
私
ど
も
に

〝
往
生
〞
と
い
う
新
し
い
一
つ
の
生
活

0

0

│
│
新
し
い
世
界
が

開
け
て
、
そ
し
て
新
し
い
生
活
が
そ
の
時
、
始
ま
っ
た
と

│
│
そ
う
い
う
こ
と
を
〝
往
生
〞
と
い
う
の
で
し
ょ
う
ね
。

　
こ
う
し
て
曽
我
は
、
浄
土
を
精
神
世
界
、
如
来
の
心
の
光
の
世

界
だ
と
す
る
。
そ
し
て
信
心
を
得
る
と
は
そ
の
光
明
に
照
ら
さ
れ

て
あ
る
自
覚
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
生
活
全
体
を
浄
土
へ
生

ま
れ
往
く
歩
み
と
し
て
、
こ
れ
を
往
生
で
あ
る
と
語
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
曽
我
は
浄
土
教
の
救
済
の
現
在
性
と
い
う
も
の

を
確
か
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
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3
　
曽
我
が
想
定
し
た
批
判

　
曽
我
は
、
自
ら
の
理
解
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
批
判
を
想
定
し

て
い
る
。
今
仮
に
三
つ
に
大
別
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
①
弥
陀

の
光
明
に
照
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
救
済
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の

こ
と
と
往
生
と
は
別
で
は
な
い
か
、
②
浄
土
を
精
神
世
界
と
い
う

の
は
「
自
性
唯
心
に
沈
み
て
浄
土
の
真
証
を
貶
す
」
と
親
鸞
が
批

判
し
た
こ
と
で
は
な
い
か
、
③
結
局
そ
れ
は
一
益
法
門
で
は
な
い

か
、
で
あ
る
。

　
①
に
つ
い
て
曽
我
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

〝
往
生
〞
と
い
う
こ
と
は
助
け
ら
れ
た
内
容
で
し
ょ
う
。
往

生
し
な
い
で
た
だ
「
お
た
す
け
を
得
た
」
と
…
…
こ
う
い
う

の
は
何
も
お
た
す
け
を
得
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
と
私
は
思
う
ん

で
す
よ
。（
中
略
）
信
の
一
念
に
〝
お
た
す
け
〞
が
あ
る
と

い
う
な
ら
ば
、〝
往
生
〞
も
ま
た
信
の
一
念
に
ち
ゃ
ん
と
出

来
上
が
っ
て
お
る
。〝
お
た
す
け
〞
が
成
就
す
れ
ば
、〝
往

生
〞
も
ま
た
成
就
す
る
。〝
往
生
〞
は
成
就
し
な
い
、〝
お
た

す
け
〞
だ
け
が
成
就
し
た
と
…
…
そ
う
い
う
こ
と
は
意
味
が

な
い
と
私
は
思
う
ん
で
す
よ
。

　
浄
土
教
に
お
け
る
救
済
は
あ
く
ま
で
往
生
と
し
て
語
ら
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
往
生
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
救
済
は
あ
る

と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
真
の
救
済
で
は
な
い
。
獲
信
に
救

済
が
あ
る
な
ら
ば
そ
の
事
実
を
往
生
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
往

生
と
成
仏
」
論
に
お
い
て
曽
我
は
こ
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

　
②
の
浄
土
が
精
神
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
唯
心
の
浄
土
で

は
な
い
か
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
曽
我
は
真
っ
向
か
ら
反
論

す
る
。浄

土
が
精
神
界
で
な
い
な
ら
ば
、
物
質
界
で
あ
り
ま
し
ょ
う

か
。
浄
土
こ
そ
は
純
粋
の
精
神
世
界
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

（
中
略
）
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
は
は
た
し
て
ま
ち
が

い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　
曽
我
は
、
浄
土
は
物
質
界
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
精
神
世
界
で

あ
る
と
言
う
。
ま
た
唯
心
の
浄
土
の
問
題
点
を
、
赤
松
連
城
（
一

八
四
一
〜
一
九
一
九
）
か
ら
聞
い
た
話
だ
と
し
て
「
唯
心
の
浄
土
、

己
身
の
弥
陀
に
沈
む
安
心
を
御
開
山
様
は
否
定
な
さ
る
の
で
あ
っ

て
、
何
も
己
身
唯
心
と
い
う
こ
と
を
一
概
に
否
定
な
さ
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
」
と
、
自
己
の
所
論
は
親
鸞
の
批
判
に
当
た
ら
な

い
と
も
言
う
の
で
あ
る
。

　
③
の
一
益
法
門
と
い
う
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
「
現
世
の
利
益

（
現
益
）
と
し
て
の
正
定
聚
」
と
「
来
世
の
利
益
（
当
益
）
と
し

て
の
滅
度
（
成
仏
）」
と
い
う
二
つ
の
利
益
を
得
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、
現
在
に
こ
の
二
つ
の
利
益
を
共
に
得
る
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
要
す
る
に
今
の
自
分
が
現
に
往
生
・
成
仏
し
た
と
い
う
主
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張
で
あ
り
、
こ
れ
は
誤
っ
た
理
解
（
邪
義
）
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
。

そ
の
一
番
の
問
題
点
は
、
こ
の
社
会
と
自
己
を
娑
婆
の
罪
悪
生
死

の
凡
夫
で
あ
る
と
自
己
批
判
す
る
眼
を
失
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に

あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
一
益
法
門
つ
い
て
曽
我
は
、
往
生
が
問

題
な
の
で
は
な
く
、『
歎
異
抄
』
第
十
五
条
に
「
煩
悩
具
足
の
身

を
も
っ
て
、
す
で
に
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
い
う
こ
と
。」
と
あ
る

こ
と
を
典
拠
に
、「
現
に
成
仏
し
た
」
と
主
張
す
る
こ
と
が
邪
義

で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

往
生
と
成
仏
を
混
乱
し
て
、
往
生
は
現
生
に
達
す
る
ん
だ
か

ら
、
成
仏
も
現
在
に
成
仏
す
る
ん
だ
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
一

益
法
門
と
い
う
も
の
が
起
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
一
益
法
門
を

退
治
す
る
に
は
、
往
生
と
成
仏
の
義
門
を
明
瞭
に
す
べ
き
で

あ
る
。

も
し
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
身
心
一
如
の
さ
と
り
を
開
く
と

い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
益
法
門
の
邪
義
と
い
う
も
の
で
あ

る
。（
中
略
）
親
鸞
聖
人
は
ち
ゃ
ん
と
、
身
心
一
如
の
さ
と

り
は
命
終
わ
っ
た
と
き
に
そ
の
さ
と
り
が
開
け
る
、
だ
か
ら

仏
に
成
る
の
は
一
生
涯
か
か
っ
て
、
一
生
涯
の
最
後
、
一
生

涯
の
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

ま
で
は
仏
さ
ま
で
は
な
い
。

　
曽
我
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
益
法
門
の
邪
義
と
は
「
往
生

即
成
仏
」
を
前
提
に
す
る
と
こ
ろ
に
起
こ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
往
生
と
成
仏
」
論
は
、
こ
の
「
往
生
即
成

仏
」
と
い
う
宗
学
が
前
提
と
す
る
考
え
方
を
問
い
直
す
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
「
往
生
は
心
に
あ
り
、
成
仏
は
身
に
あ
り
」
と
い
う

曽
我
の
言
葉
は
、
こ
の
「
往
生
」
と
「
成
仏
」
の
関
係
を
「
心
」

と
「
身
」
と
に
明
確
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
曽
我
は
身
に
往
生
が
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
今
こ
の
身
が
浄
土
に

い
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
信
心
に
浄
土
が
開
か
れ
る

と
い
う
事
態
は
、
か
え
っ
て
現
実
の
自
他
の
身
が
、
娑
婆
・
濁
世

の
煩
悩
具
足
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
、
か
つ
そ

の
こ
と
へ
の
深
き
懺
悔
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
一
つ

の
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
懺
悔
こ
そ
が
、
い
よ
い
よ
そ
の
生

活
に
浄
土
と
い
う
一
つ
の
方
向
性
を
与
え
、
単
な
る
娑
婆
・
虚
妄

の
生
活
か
ら
転
換
さ
せ
て
い
く
。
信
心
が
も
つ
こ
の
方
向
性
を
、

曽
我
は
「〝
即
生
〞
す
れ
ば
さ
ら
に
新
し
い
〝
願
生
〞
と
い
う
も

の
が
そ
こ
に
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。」
と
、「
願
生
」
と
い
う

言
葉
で
述
べ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
身
一
生
涯
が
終
わ
る
信
仰
生

活
の
到
達
点
に
成
仏
は
あ
る
の
だ
と
確
か
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
所
論
は
「
現
に
成
仏
し
た
」
と
す
る
も
の

で
は
な
い
か
ら
、
一
益
法
門
の
邪
義
と
批
判
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
と
曽
我
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
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3
　
曽
我
が
想
定
し
た
批
判

　
曽
我
は
、
自
ら
の
理
解
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
批
判
を
想
定
し

て
い
る
。
今
仮
に
三
つ
に
大
別
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
①
弥
陀

の
光
明
に
照
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
救
済
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の

こ
と
と
往
生
と
は
別
で
は
な
い
か
、
②
浄
土
を
精
神
世
界
と
い
う

の
は
「
自
性
唯
心
に
沈
み
て
浄
土
の
真
証
を
貶
す
」
と
親
鸞
が
批

判
し
た
こ
と
で
は
な
い
か
、
③
結
局
そ
れ
は
一
益
法
門
で
は
な
い

か
、
で
あ
る
。

　
①
に
つ
い
て
曽
我
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

〝
往
生
〞
と
い
う
こ
と
は
助
け
ら
れ
た
内
容
で
し
ょ
う
。
往

生
し
な
い
で
た
だ
「
お
た
す
け
を
得
た
」
と
…
…
こ
う
い
う

の
は
何
も
お
た
す
け
を
得
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
と
私
は
思
う
ん

で
す
よ
。（
中
略
）
信
の
一
念
に
〝
お
た
す
け
〞
が
あ
る
と

い
う
な
ら
ば
、〝
往
生
〞
も
ま
た
信
の
一
念
に
ち
ゃ
ん
と
出

来
上
が
っ
て
お
る
。〝
お
た
す
け
〞
が
成
就
す
れ
ば
、〝
往

生
〞
も
ま
た
成
就
す
る
。〝
往
生
〞
は
成
就
し
な
い
、〝
お
た

す
け
〞
だ
け
が
成
就
し
た
と
…
…
そ
う
い
う
こ
と
は
意
味
が

な
い
と
私
は
思
う
ん
で
す
よ
。

　
浄
土
教
に
お
け
る
救
済
は
あ
く
ま
で
往
生
と
し
て
語
ら
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
往
生
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
救
済
は
あ
る

と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
真
の
救
済
で
は
な
い
。
獲
信
に
救

済
が
あ
る
な
ら
ば
そ
の
事
実
を
往
生
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
往

生
と
成
仏
」
論
に
お
い
て
曽
我
は
こ
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

　
②
の
浄
土
が
精
神
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
唯
心
の
浄
土
で

は
な
い
か
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
曽
我
は
真
っ
向
か
ら
反
論

す
る
。浄

土
が
精
神
界
で
な
い
な
ら
ば
、
物
質
界
で
あ
り
ま
し
ょ
う

か
。
浄
土
こ
そ
は
純
粋
の
精
神
世
界
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

（
中
略
）
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
は
は
た
し
て
ま
ち
が

い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　
曽
我
は
、
浄
土
は
物
質
界
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
精
神
世
界
で

あ
る
と
言
う
。
ま
た
唯
心
の
浄
土
の
問
題
点
を
、
赤
松
連
城
（
一

八
四
一
〜
一
九
一
九
）
か
ら
聞
い
た
話
だ
と
し
て
「
唯
心
の
浄
土
、

己
身
の
弥
陀
に
沈
む
安
心
を
御
開
山
様
は
否
定
な
さ
る
の
で
あ
っ

て
、
何
も
己
身
唯
心
と
い
う
こ
と
を
一
概
に
否
定
な
さ
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
」
と
、
自
己
の
所
論
は
親
鸞
の
批
判
に
当
た
ら
な

い
と
も
言
う
の
で
あ
る
。

　
③
の
一
益
法
門
と
い
う
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
「
現
世
の
利
益

（
現
益
）
と
し
て
の
正
定
聚
」
と
「
来
世
の
利
益
（
当
益
）
と
し

て
の
滅
度
（
成
仏
）」
と
い
う
二
つ
の
利
益
を
得
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、
現
在
に
こ
の
二
つ
の
利
益
を
共
に
得
る
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
要
す
る
に
今
の
自
分
が
現
に
往
生
・
成
仏
し
た
と
い
う
主

（

）
31

（

）
32

（

）
33

（

）
34

23

張
で
あ
り
、
こ
れ
は
誤
っ
た
理
解
（
邪
義
）
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
。

そ
の
一
番
の
問
題
点
は
、
こ
の
社
会
と
自
己
を
娑
婆
の
罪
悪
生
死

の
凡
夫
で
あ
る
と
自
己
批
判
す
る
眼
を
失
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に

あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
一
益
法
門
つ
い
て
曽
我
は
、
往
生
が
問

題
な
の
で
は
な
く
、『
歎
異
抄
』
第
十
五
条
に
「
煩
悩
具
足
の
身

を
も
っ
て
、
す
で
に
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
い
う
こ
と
。」
と
あ
る

こ
と
を
典
拠
に
、「
現
に
成
仏
し
た
」
と
主
張
す
る
こ
と
が
邪
義

で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

往
生
と
成
仏
を
混
乱
し
て
、
往
生
は
現
生
に
達
す
る
ん
だ
か

ら
、
成
仏
も
現
在
に
成
仏
す
る
ん
だ
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
一

益
法
門
と
い
う
も
の
が
起
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
一
益
法
門
を

退
治
す
る
に
は
、
往
生
と
成
仏
の
義
門
を
明
瞭
に
す
べ
き
で

あ
る
。

も
し
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
身
心
一
如
の
さ
と
り
を
開
く
と

い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
益
法
門
の
邪
義
と
い
う
も
の
で
あ

る
。（
中
略
）
親
鸞
聖
人
は
ち
ゃ
ん
と
、
身
心
一
如
の
さ
と

り
は
命
終
わ
っ
た
と
き
に
そ
の
さ
と
り
が
開
け
る
、
だ
か
ら

仏
に
成
る
の
は
一
生
涯
か
か
っ
て
、
一
生
涯
の
最
後
、
一
生

涯
の
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

ま
で
は
仏
さ
ま
で
は
な
い
。

　
曽
我
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
益
法
門
の
邪
義
と
は
「
往
生

即
成
仏
」
を
前
提
に
す
る
と
こ
ろ
に
起
こ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
往
生
と
成
仏
」
論
は
、
こ
の
「
往
生
即
成

仏
」
と
い
う
宗
学
が
前
提
と
す
る
考
え
方
を
問
い
直
す
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
「
往
生
は
心
に
あ
り
、
成
仏
は
身
に
あ
り
」
と
い
う

曽
我
の
言
葉
は
、
こ
の
「
往
生
」
と
「
成
仏
」
の
関
係
を
「
心
」

と
「
身
」
と
に
明
確
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
曽
我
は
身
に
往
生
が
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
今
こ
の
身
が
浄
土
に

い
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
信
心
に
浄
土
が
開
か
れ
る

と
い
う
事
態
は
、
か
え
っ
て
現
実
の
自
他
の
身
が
、
娑
婆
・
濁
世

の
煩
悩
具
足
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
、
か
つ
そ

の
こ
と
へ
の
深
き
懺
悔
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
一
つ

の
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
懺
悔
こ
そ
が
、
い
よ
い
よ
そ
の
生

活
に
浄
土
と
い
う
一
つ
の
方
向
性
を
与
え
、
単
な
る
娑
婆
・
虚
妄

の
生
活
か
ら
転
換
さ
せ
て
い
く
。
信
心
が
も
つ
こ
の
方
向
性
を
、

曽
我
は
「〝
即
生
〞
す
れ
ば
さ
ら
に
新
し
い
〝
願
生
〞
と
い
う
も

の
が
そ
こ
に
生
じ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。」
と
、「
願
生
」
と
い
う

言
葉
で
述
べ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
身
一
生
涯
が
終
わ
る
信
仰
生

活
の
到
達
点
に
成
仏
は
あ
る
の
だ
と
確
か
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
所
論
は
「
現
に
成
仏
し
た
」
と
す
る
も
の

で
は
な
い
か
ら
、
一
益
法
門
の
邪
義
と
批
判
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
と
曽
我
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
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4
　
往
生
の
二
つ
の
点

　
あ
る
時
、
親
鸞
の
手
紙
の
「
浄
土
へ
往
生
す
る
ま
で
は
、
不
退

の
く
ら
い
に
て
お
わ
し
ま
し
候
え
ば
」
と
い
っ
た
言
葉
を
ど
の
よ

う
に
理
解
す
る
の
か
と
問
わ
れ
、
曽
我
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い

る
。

浄
土
へ
往
生
す
る
と
い
う
言
葉
に
、
や
は
り
安
楽
浄
土
に
至

る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
至
る
と
い
う
こ
と
と
、
往
生
す

る
と
い
う
言
葉
に
共
通
点
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
違
う
。

往
生
は
生
活
で
あ
り
ま
す
。
至
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
後
の

到
着
点
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

　
曽
我
は
、
親
鸞
の
「
往
生
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
と
し
て
、

本
願
成
就
文
の
「
即
得
往
生
」
と
い
う
使
い
方
と
、「
浄
土
へ
至

る
」
と
い
っ
た
最
後
の
到
達
点
を
示
す
表
現
と
の
二
つ
の
用
例
が

あ
り
、
こ
の
区
別
が
真
宗
教
学
で
は
明
確
で
な
い
と
述
べ
る
。

　
こ
う
し
て
曽
我
は
「
い
た
る
」
と
い
う
親
鸞
の
用
例
に
頻
繁
に

注
目
し
、
往
生
の
語
に
起
点
と
到
達
点
と
の
二
種
類
が
あ
る
の
だ

と
述
べ
て
い
く
。
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
の
が
、
天
親
の
『
浄
土

論
』
の
五
功
徳
門
の
教
説
で
あ
る
。

五
功
徳
門
の
中
に
、
往
生
と
い
う
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
ね
。

第
一
の
近
門
の
と
こ
ろ
に
、「
得
生
安
楽
世
界
」
と
あ
る
。

安
楽
世
界
に
往
生
す
る
と
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
第
三
の
宅
門

の
と
こ
ろ
に
も
、「
得
入
蓮
華
蔵
世
界
」
と
あ
る
。
蓮
華
蔵

世
界
に
往
生
す
る
と
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
で
、
親
鸞
聖
人

は
、
近
門
・
大
会
衆
門
は
、
現
生
の
利
益
で
あ
る
。
宅
門
・

屋
門
は
、
往
生
即
成
仏
の
未
来
の
利
益
で
あ
る
と
、
こ
う
い

う
ふ
う
に
分
け
て
お
ら
れ
る
。

　
『
浄
土
論
』
の
五
功
徳
門
の
教
説
に
は
第
一
門
・
近
門
に
「
得

生
安
楽
世
界
」、
第
三
門
・
宅
門
に
「
得
入
蓮
華
蔵
世
界
」
と
あ

る
が
、
真
宗
教
学
共
通
の
理
解
と
し
て
、
親
鸞
は
前
の
二
門
を
現

生
の
利
益
、
後
の
三
門
を
未
来
の
利
益
と
捉
え
た
と
さ
れ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
曽
我
は
、
こ
れ
を
二
つ
の
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
と
理

解
す
る
。
そ
の
際
曽
我
が
注
目
す
る
の
が
、
親
鸞
自
身
が
「
正
信

偈
」
で
五
功
徳
門
に
言
及
す
る
時
、
第
三
門
を
「
得
至
蓮
華
蔵
世

界
」
と
記
し
、「
得
入
」
を
「
得
至
」
に
書
き
換
え
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

「
至
る
」
と
い
う
字
は
、
往
生
と
い
う
字
と
同
じ
意
味
で
あ

る
と
も
い
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
こ
う
い
う
と

こ
ろ
に
は
「
至
る
」
と
書
い
て
あ
る
。
蓮
華
蔵
世
界
に
往
生

す
る
と
い
わ
な
い
で
、
蓮
華
蔵
世
界
に
至
る
こ
と
を
得
れ
ば
、

と
あ
る
。

従
来
、
至
る
の
は
往
生
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え

て
お
る
が
、
往
生
と
い
わ
な
い
で
至
る
と
書
い
て
あ
る
。
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「
必
至
滅
度
」、「
必
至
無
量
光
明
土
」
と
か
「
得
至
蓮
華
蔵

世
界
」
と
書
い
て
あ
る
。
至
る
と
い
う
の
は
、
最
後
の
到
着

点
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。（
中
略
）「
無
量
光
明
土
に
到
り

て
、
大
般
涅
槃
を
証
す
。
普
賢
の
徳
に
し
た
が
う
な
り
」。

安
楽
浄
土
に
到
着
す
る
。
た
だ
往
生
し
た
と
い
わ
ず
に
、
到

着
し
た
と
い
う
。（
中
略
）
至
っ
た
の
は
、
往
生
の
終
着
点

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
往
生
即
成
仏
と
い
う
。
往
生
す

る
と
き
は
成
仏
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
成
仏
に
等
し
い
。

　
曽
我
は
、
親
鸞
が
往
生
の
到
達
点
を
示
す
言
葉
と
し
て
「
い
た

る
」
を
意
識
的
に
使
っ
て
い
る
と
し
、
こ
の
点
に
限
定
す
れ
ば

「
往
生
即
成
仏
」
と
い
う
意
義
が
あ
る
と
す
る
。

　
実
際
、
親
鸞
の
「
浄
土
（
報
土
、
安
養
…
）
に
い
た
る
（
至
・

到
）」
と
い
う
用
例
を
調
べ
れ
ば
、
例
外
な
く
そ
の
内
容
は
「
証

大
涅
槃
（
即
証
真
如
法
性
身
・
証
妙
果
・
顕
仏
性
…
）」
と
そ
れ

に
続
く
「
出
第
五
門
・
還
相
廻
向
（
普
賢
の
徳
に
遵
う
・
遊
煩
悩

林
現
神
通
　
入
生
死
園
示
応
化
・
諸
有
衆
生
皆
普
化
・
す
な
わ
ち

大
悲
を
お
こ
す
な
り
…
）」
と
の
二
つ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
自
利
と
利
他
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
即
成
仏
」

（
＝
自
利
利
他
円
満
）
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
曽
我
は
、
五
功
徳
門
の
前
の
二
門
を
現
在
の
利
益
と

し
て
往
生
の
出
発
点
、
後
の
三
門
を
ま
さ
に
至
る
べ
き
未
来
の
利

益
と
し
て
往
生
の
到
達
点
と
し
、
こ
の
二
重
性
に
お
い
て
浄
土
を

把
握
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
成
仏
と
い
う
果
へ
至
る
現
在

か
ら
未
来
へ
の
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
、
成
仏
を
証
明
す
る
歩
み

と
し
て
往
生
と
い
う
語
を
了
解
す
る
。
こ
れ
が
曽
我
の
「
往
生
と

成
仏
」
論
の
概
略
で
あ
る
。

二
　
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
確
立

　
こ
れ
ま
で
か
な
り
雑
駁
で
あ
る
が
、
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」

論
を
見
て
き
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
曽
我
の
講
義
録
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
信
心
と
往
生
」
と
題
さ
れ
た
講
義
録
で
、
昭
和
三
十
六

年
（
一
九
五
一
）
五
月
発
行
の
『
教
化
研
究
』
第
三
十
二
号
（
教
学

研
究
所
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
れ
ほ
ど
遠
く

な
い
時
期
に
話
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（『
歎
異
抄
』
第
一
条
に
）
お
た
す
け
と
い
う
こ
と
と
往
生
と

い
う
こ
と
と
が
区
別
し
て
書
い
て
あ
る
。
お
た
す
け
と
い
う

こ
と
と
、
往
生
と
い
う
こ
と
と
を
混
同
し
な
い
と
い
う
の
が
、

ご
開
山
の
教
え
で
あ
る
。

た
す
け
ら
れ
て
、
浄
土
へ
往
生
せ
し
め
て
い
た
だ
く
の
で
あ

る
。
本
願
の
教
え
と
い
う
も
の
が
よ
く
わ
か
ら
ん
と
い
う
と
、

往
生
と
い
う
こ
と
が
お
た
す
け
で
あ
る
と
考
え
る
。（
中

略
）
そ
れ
は
つ
ま
り
往
生
と
お
た
す
け
が
混
乱
し
て
い
る
た
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4
　
往
生
の
二
つ
の
点

　
あ
る
時
、
親
鸞
の
手
紙
の
「
浄
土
へ
往
生
す
る
ま
で
は
、
不
退

の
く
ら
い
に
て
お
わ
し
ま
し
候
え
ば
」
と
い
っ
た
言
葉
を
ど
の
よ

う
に
理
解
す
る
の
か
と
問
わ
れ
、
曽
我
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い

る
。

浄
土
へ
往
生
す
る
と
い
う
言
葉
に
、
や
は
り
安
楽
浄
土
に
至

る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
至
る
と
い
う
こ
と
と
、
往
生
す

る
と
い
う
言
葉
に
共
通
点
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
違
う
。

往
生
は
生
活
で
あ
り
ま
す
。
至
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
後
の

到
着
点
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

　
曽
我
は
、
親
鸞
の
「
往
生
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
と
し
て
、

本
願
成
就
文
の
「
即
得
往
生
」
と
い
う
使
い
方
と
、「
浄
土
へ
至

る
」
と
い
っ
た
最
後
の
到
達
点
を
示
す
表
現
と
の
二
つ
の
用
例
が

あ
り
、
こ
の
区
別
が
真
宗
教
学
で
は
明
確
で
な
い
と
述
べ
る
。

　
こ
う
し
て
曽
我
は
「
い
た
る
」
と
い
う
親
鸞
の
用
例
に
頻
繁
に

注
目
し
、
往
生
の
語
に
起
点
と
到
達
点
と
の
二
種
類
が
あ
る
の
だ

と
述
べ
て
い
く
。
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
の
が
、
天
親
の
『
浄
土

論
』
の
五
功
徳
門
の
教
説
で
あ
る
。

五
功
徳
門
の
中
に
、
往
生
と
い
う
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
ね
。

第
一
の
近
門
の
と
こ
ろ
に
、「
得
生
安
楽
世
界
」
と
あ
る
。

安
楽
世
界
に
往
生
す
る
と
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
第
三
の
宅
門

の
と
こ
ろ
に
も
、「
得
入
蓮
華
蔵
世
界
」
と
あ
る
。
蓮
華
蔵

世
界
に
往
生
す
る
と
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
で
、
親
鸞
聖
人

は
、
近
門
・
大
会
衆
門
は
、
現
生
の
利
益
で
あ
る
。
宅
門
・

屋
門
は
、
往
生
即
成
仏
の
未
来
の
利
益
で
あ
る
と
、
こ
う
い

う
ふ
う
に
分
け
て
お
ら
れ
る
。

　
『
浄
土
論
』
の
五
功
徳
門
の
教
説
に
は
第
一
門
・
近
門
に
「
得

生
安
楽
世
界
」、
第
三
門
・
宅
門
に
「
得
入
蓮
華
蔵
世
界
」
と
あ

る
が
、
真
宗
教
学
共
通
の
理
解
と
し
て
、
親
鸞
は
前
の
二
門
を
現

生
の
利
益
、
後
の
三
門
を
未
来
の
利
益
と
捉
え
た
と
さ
れ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
曽
我
は
、
こ
れ
を
二
つ
の
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
と
理

解
す
る
。
そ
の
際
曽
我
が
注
目
す
る
の
が
、
親
鸞
自
身
が
「
正
信

偈
」
で
五
功
徳
門
に
言
及
す
る
時
、
第
三
門
を
「
得
至
蓮
華
蔵
世

界
」
と
記
し
、「
得
入
」
を
「
得
至
」
に
書
き
換
え
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

「
至
る
」
と
い
う
字
は
、
往
生
と
い
う
字
と
同
じ
意
味
で
あ

る
と
も
い
え
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
こ
う
い
う
と

こ
ろ
に
は
「
至
る
」
と
書
い
て
あ
る
。
蓮
華
蔵
世
界
に
往
生

す
る
と
い
わ
な
い
で
、
蓮
華
蔵
世
界
に
至
る
こ
と
を
得
れ
ば
、

と
あ
る
。

従
来
、
至
る
の
は
往
生
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え

て
お
る
が
、
往
生
と
い
わ
な
い
で
至
る
と
書
い
て
あ
る
。
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「
必
至
滅
度
」、「
必
至
無
量
光
明
土
」
と
か
「
得
至
蓮
華
蔵

世
界
」
と
書
い
て
あ
る
。
至
る
と
い
う
の
は
、
最
後
の
到
着

点
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。（
中
略
）「
無
量
光
明
土
に
到
り

て
、
大
般
涅
槃
を
証
す
。
普
賢
の
徳
に
し
た
が
う
な
り
」。

安
楽
浄
土
に
到
着
す
る
。
た
だ
往
生
し
た
と
い
わ
ず
に
、
到

着
し
た
と
い
う
。（
中
略
）
至
っ
た
の
は
、
往
生
の
終
着
点

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
往
生
即
成
仏
と
い
う
。
往
生
す

る
と
き
は
成
仏
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
成
仏
に
等
し
い
。

　
曽
我
は
、
親
鸞
が
往
生
の
到
達
点
を
示
す
言
葉
と
し
て
「
い
た

る
」
を
意
識
的
に
使
っ
て
い
る
と
し
、
こ
の
点
に
限
定
す
れ
ば

「
往
生
即
成
仏
」
と
い
う
意
義
が
あ
る
と
す
る
。

　
実
際
、
親
鸞
の
「
浄
土
（
報
土
、
安
養
…
）
に
い
た
る
（
至
・

到
）」
と
い
う
用
例
を
調
べ
れ
ば
、
例
外
な
く
そ
の
内
容
は
「
証

大
涅
槃
（
即
証
真
如
法
性
身
・
証
妙
果
・
顕
仏
性
…
）」
と
そ
れ

に
続
く
「
出
第
五
門
・
還
相
廻
向
（
普
賢
の
徳
に
遵
う
・
遊
煩
悩

林
現
神
通
　
入
生
死
園
示
応
化
・
諸
有
衆
生
皆
普
化
・
す
な
わ
ち

大
悲
を
お
こ
す
な
り
…
）」
と
の
二
つ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
自
利
と
利
他
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
即
成
仏
」

（
＝
自
利
利
他
円
満
）
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
曽
我
は
、
五
功
徳
門
の
前
の
二
門
を
現
在
の
利
益
と

し
て
往
生
の
出
発
点
、
後
の
三
門
を
ま
さ
に
至
る
べ
き
未
来
の
利

益
と
し
て
往
生
の
到
達
点
と
し
、
こ
の
二
重
性
に
お
い
て
浄
土
を

把
握
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
成
仏
と
い
う
果
へ
至
る
現
在

か
ら
未
来
へ
の
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
、
成
仏
を
証
明
す
る
歩
み

と
し
て
往
生
と
い
う
語
を
了
解
す
る
。
こ
れ
が
曽
我
の
「
往
生
と

成
仏
」
論
の
概
略
で
あ
る
。

二
　
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
確
立

　
こ
れ
ま
で
か
な
り
雑
駁
で
あ
る
が
、
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」

論
を
見
て
き
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
曽
我
の
講
義
録
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
信
心
と
往
生
」
と
題
さ
れ
た
講
義
録
で
、
昭
和
三
十
六

年
（
一
九
五
一
）
五
月
発
行
の
『
教
化
研
究
』
第
三
十
二
号
（
教
学

研
究
所
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
そ
れ
ほ
ど
遠
く

な
い
時
期
に
話
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（『
歎
異
抄
』
第
一
条
に
）
お
た
す
け
と
い
う
こ
と
と
往
生
と

い
う
こ
と
と
が
区
別
し
て
書
い
て
あ
る
。
お
た
す
け
と
い
う

こ
と
と
、
往
生
と
い
う
こ
と
と
を
混
同
し
な
い
と
い
う
の
が
、

ご
開
山
の
教
え
で
あ
る
。

た
す
け
ら
れ
て
、
浄
土
へ
往
生
せ
し
め
て
い
た
だ
く
の
で
あ

る
。
本
願
の
教
え
と
い
う
も
の
が
よ
く
わ
か
ら
ん
と
い
う
と
、

往
生
と
い
う
こ
と
が
お
た
す
け
で
あ
る
と
考
え
る
。（
中

略
）
そ
れ
は
つ
ま
り
往
生
と
お
た
す
け
が
混
乱
し
て
い
る
た
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め
で
あ
る
。
我
わ
れ
に
は
お
た
す
け
と
い
う
こ
と
が
眼
目
で

あ
っ
て
、
往
生
は
如
来
に
お
ま
か
せ
す
る
。
往
生
す
る
か
し

な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
未
来
の
こ
と
よ
り
も
、
現
在
の

お
た
す
け
の
中
に
往
生
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
往
生
の
ほ
か

に
お
た
す
け
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

　
こ
こ
で
曽
我
の
言
う
往
生
と
は
未
来
を
指
し
て
い
る
。
そ
の

「
未
来
の
往
生
」
と
「
お
た
す
け
」
と
を
区
別
せ
よ
と
言
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
救
済
を
未
来
の
往
生
に
期
待
す
る
の
で
は
な
く
、

現
在
の
身
の
上
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
未
来
の
往
生
は
現
在
の
救
済
を
通
し
て
し
か
語
り
え
ず
、

ま
た
逆
に
そ
う
い
う
往
生
以
外
に
救
済
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
「
未
来
の
往
生
」
と
「
現
在
の
お
た
す
け
」
を
区
別
す
る

発
言
は
、
先
に
一
│
3
の
①
に
見
た
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
頃
の
、

往
生
と
お
た
す
け
が
獲
信
に
お
い
て
全
く
一
つ
だ
と
す
る
発
言
と

か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
昭
和
三
十
年
代
半
ば
か
ら
昭
和

四
十
年
代
初
頭
の
間
に
、
未
来
の
往
生
を
獲
信
の
と
こ
ろ
に
も
っ

て
く
る
と
い
う
よ
う
に
、
曽
我
の
往
生
観
が
大
き
く
変
化
し
て
い

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
「
往
生
と
成
仏
」
論

の
確
立
に
繫
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1
　
鈴
木
大
拙
の
浄
土
理
解

　
で
は
、
何
が
そ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
に
つ
い
て
曽
我
の
発
言
は
な
く
、
ま
た
単
一
の
要
因
が
あ
る
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
ま
ず
押
さ
え
る
べ
き
は
、
曽
我
が
「
今
の
時
代
に
は
、

や
は
り
拡
大
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
は
止
む
を
得
な

い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
こ
う
私
は
思
う
。」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
明
治
以
降
の
近
代
と
い
う
時
代
性
で
あ
る
。
特
に
、

敗
戦
を
経
た
時
代
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
曽
我
は
戦
後
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
が
、「
真
俗
二
諦
」
と
い
う
題
の
も
と
、「
我
々
の
宗
教
、

選
択
本
願
浄
土
真
宗
は
久
し
い
間
現
実
と
い
う
も
の
か
ら
全
く
遊

離
さ
れ
て
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
曽
我
の

こ
の
発
言
に
は
、
戦
時
中
に
浄
土
真
宗
の
教
え
か
ら
現
実
の
社
会

に
対
し
て
批
判
的
態
度
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
反

省
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
浄
土
の
教
え
と
こ
の
現
実
と
の
接
点
が
ど

こ
に
あ
る
の
か
を
、「
真
宗
再
興
」
と
い
う
課
題
の
も
と
曽
我
は

考
え
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
戦
後
に
曽
我
が
「
今
の
時
代
」

と
言
う
場
合
、
こ
の
点
は
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
曽
我
が
も
っ
て
い
た
と
し
て
、
た
だ
ち

に
「
往
生
と
成
仏
」
論
が
確
立
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、

よ
り
大
き
な
要
因
と
し
て
、
あ
く
ま
で
推
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
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禅
思
想
家
の
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
〜
一
九
六
六
、
以
下
大
拙
）
と

の
対
話
の
影
響
を
考
え
て
み
た
い
。
大
拙
は
大
正
十
年
（
一
九
二

一
）
に
、
曽
我
は
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
大
谷
大
学
教
授

に
就
任
し
て
お
り
、
か
ね
て
か
ら
二
人
は
近
い
距
離
に
あ
っ
た
。

　
大
拙
の
浄
土
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
昭
和
十
七
年
（
一
九

四
二
）
刊
『
浄
土
系
思
想
論
』
の
次
の
文
を
見
た
い
。
こ
れ
は

『
無
量
寿
経
』
の
「
此
會
四
衆
、
一
時
悉
見
。
彼
見
此
土
、
亦
復

如
是
。（
こ
の
会
の
四
衆
、
一
時
に
こ
と
ご
と
く
見
た
て
ま
つ
る
。
彼
に

し
て
こ
の
土
を
見
る
こ
と
、
ま
た
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。）」
の
文
に
対

す
る
も
の
で
あ
る
。

空
間
的
に
彼
土
と
此
土
と
隔
て
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
娑
婆

か
ら
浄
土
が
見
え
、
而
し
て
浄
土
か
ら
娑
婆
が
見
え
る
と
い

ふ
こ
と
は
、
両
つ
の
明
鏡
が
同
時
に
お
互
を
映
ず
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
相
互
映
発
に
は
甚
大
な
意
味
が
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
浄
土
と
娑
婆
の
聯
貫
性
或
は
一
如
性
を
示
唆
す
る
も
の

と
云
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
示
唆
だ
け
で
な
い
、
事
実
そ
の

も
の
の
素
直
な
描
写
で
は
な
か
ら
う
か
。
知
性
と
感
覚
の
世

界
か
ら
の
み
考
へ
た
だ
け
で
は
、
こ
の
間
の
消
息
は
窺
は
れ

ぬ
。
ど
う
し
て
も
こ
の
次
元
を
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
よ
う
に
大
拙
は
、
浄
土
と
娑
婆
を
明
確
に
区
別
し
て
い
く

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
聯
貫
性
或
は
一
如
性
」
と
い
う
も
の
を

見
出
そ
う
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
大
拙
の
言
う
娑
婆
と
浄
土
と
の
「
聯
貫
性
或
は

一
如
性
」
と
は
「
た
だ
の
相
即
で
は
な
く
て
、
否
定
を
媒
介
と
す

る
相
即
で
あ
る
。」
と
言
わ
れ
、「
相
互
矛
盾
即
自
己
同
一
」「
非

連
続
の
連
続
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
浄
土
と
娑

婆
の
非
連
続
的
接
触
に
つ
い
て
、
大
拙
は
「
即
非
の
論
理
」
と
も

述
べ
て
い
く
。

　
曽
我
は
大
拙
の
浄
土
理
解
に
強
く
共
鳴
し
て
い
る
。
し
か
し
大

拙
の
言
い
方
に
対
し
、
差
異
も
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
。
そ

れ
が
よ
く
表
れ
た
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
、
昭
和
三

十
六
年
（
一
九
六
一
）
四
月
に
行
わ
れ
た
鼎
談
で
の
や
り
取
り
を

見
て
み
た
い
。

曽
我
　
は
あ
、
体
は
一
つ
で
あ
っ
て
も
で
す
ね
、
義
と
い
う

も
の
は
、
ち
ゃ
ん
と
筋
道
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
そ
れ

で
筋
道
を
た
て
て
話
を
す
る
た
め
に
、
浄
土
と
い
う
も
の
と

娑
婆
と
い
う
も
の
を
話
し
な
さ
る
の
で
あ
っ
て
、
な
に
も
娑

婆
と
浄
土
と
二
つ
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
わ
。
体

か
ら
み
れ
ば
一
つ
で
す
わ
。

鈴
木
　
え
、
体
か
ら
み
れ
ば
娑
婆
が
浄
土
で
、
浄
土
が
娑
婆

だ
ね
。

曽
我
　
え
え
、
そ
れ
は
、
お
お
せ
の
と
お
り
だ
。
そ
の
と
お
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め
で
あ
る
。
我
わ
れ
に
は
お
た
す
け
と
い
う
こ
と
が
眼
目
で

あ
っ
て
、
往
生
は
如
来
に
お
ま
か
せ
す
る
。
往
生
す
る
か
し

な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
未
来
の
こ
と
よ
り
も
、
現
在
の

お
た
す
け
の
中
に
往
生
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
往
生
の
ほ
か

に
お
た
す
け
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

　
こ
こ
で
曽
我
の
言
う
往
生
と
は
未
来
を
指
し
て
い
る
。
そ
の

「
未
来
の
往
生
」
と
「
お
た
す
け
」
と
を
区
別
せ
よ
と
言
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
救
済
を
未
来
の
往
生
に
期
待
す
る
の
で
は
な
く
、

現
在
の
身
の
上
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
未
来
の
往
生
は
現
在
の
救
済
を
通
し
て
し
か
語
り
え
ず
、

ま
た
逆
に
そ
う
い
う
往
生
以
外
に
救
済
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
「
未
来
の
往
生
」
と
「
現
在
の
お
た
す
け
」
を
区
別
す
る

発
言
は
、
先
に
一
│
3
の
①
に
見
た
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
頃
の
、

往
生
と
お
た
す
け
が
獲
信
に
お
い
て
全
く
一
つ
だ
と
す
る
発
言
と

か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
昭
和
三
十
年
代
半
ば
か
ら
昭
和

四
十
年
代
初
頭
の
間
に
、
未
来
の
往
生
を
獲
信
の
と
こ
ろ
に
も
っ

て
く
る
と
い
う
よ
う
に
、
曽
我
の
往
生
観
が
大
き
く
変
化
し
て
い

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
「
往
生
と
成
仏
」
論

の
確
立
に
繫
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1
　
鈴
木
大
拙
の
浄
土
理
解

　
で
は
、
何
が
そ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
に
つ
い
て
曽
我
の
発
言
は
な
く
、
ま
た
単
一
の
要
因
が
あ
る
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
ま
ず
押
さ
え
る
べ
き
は
、
曽
我
が
「
今
の
時
代
に
は
、

や
は
り
拡
大
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
は
止
む
を
得
な

い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
こ
う
私
は
思
う
。」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
明
治
以
降
の
近
代
と
い
う
時
代
性
で
あ
る
。
特
に
、

敗
戦
を
経
た
時
代
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
曽
我
は
戦
後
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
が
、「
真
俗
二
諦
」
と
い
う
題
の
も
と
、「
我
々
の
宗
教
、

選
択
本
願
浄
土
真
宗
は
久
し
い
間
現
実
と
い
う
も
の
か
ら
全
く
遊

離
さ
れ
て
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
曽
我
の

こ
の
発
言
に
は
、
戦
時
中
に
浄
土
真
宗
の
教
え
か
ら
現
実
の
社
会

に
対
し
て
批
判
的
態
度
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
反

省
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
浄
土
の
教
え
と
こ
の
現
実
と
の
接
点
が
ど

こ
に
あ
る
の
か
を
、「
真
宗
再
興
」
と
い
う
課
題
の
も
と
曽
我
は

考
え
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
戦
後
に
曽
我
が
「
今
の
時
代
」

と
言
う
場
合
、
こ
の
点
は
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
曽
我
が
も
っ
て
い
た
と
し
て
、
た
だ
ち

に
「
往
生
と
成
仏
」
論
が
確
立
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、

よ
り
大
き
な
要
因
と
し
て
、
あ
く
ま
で
推
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
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禅
思
想
家
の
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
〜
一
九
六
六
、
以
下
大
拙
）
と

の
対
話
の
影
響
を
考
え
て
み
た
い
。
大
拙
は
大
正
十
年
（
一
九
二

一
）
に
、
曽
我
は
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
に
大
谷
大
学
教
授

に
就
任
し
て
お
り
、
か
ね
て
か
ら
二
人
は
近
い
距
離
に
あ
っ
た
。

　
大
拙
の
浄
土
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
昭
和
十
七
年
（
一
九

四
二
）
刊
『
浄
土
系
思
想
論
』
の
次
の
文
を
見
た
い
。
こ
れ
は

『
無
量
寿
経
』
の
「
此
會
四
衆
、
一
時
悉
見
。
彼
見
此
土
、
亦
復

如
是
。（
こ
の
会
の
四
衆
、
一
時
に
こ
と
ご
と
く
見
た
て
ま
つ
る
。
彼
に

し
て
こ
の
土
を
見
る
こ
と
、
ま
た
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。）」
の
文
に
対

す
る
も
の
で
あ
る
。

空
間
的
に
彼
土
と
此
土
と
隔
て
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
娑
婆

か
ら
浄
土
が
見
え
、
而
し
て
浄
土
か
ら
娑
婆
が
見
え
る
と
い

ふ
こ
と
は
、
両
つ
の
明
鏡
が
同
時
に
お
互
を
映
ず
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
相
互
映
発
に
は
甚
大
な
意
味
が
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
浄
土
と
娑
婆
の
聯
貫
性
或
は
一
如
性
を
示
唆
す
る
も
の

と
云
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
示
唆
だ
け
で
な
い
、
事
実
そ
の

も
の
の
素
直
な
描
写
で
は
な
か
ら
う
か
。
知
性
と
感
覚
の
世

界
か
ら
の
み
考
へ
た
だ
け
で
は
、
こ
の
間
の
消
息
は
窺
は
れ

ぬ
。
ど
う
し
て
も
こ
の
次
元
を
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
こ
の
よ
う
に
大
拙
は
、
浄
土
と
娑
婆
を
明
確
に
区
別
し
て
い
く

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
聯
貫
性
或
は
一
如
性
」
と
い
う
も
の
を

見
出
そ
う
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
大
拙
の
言
う
娑
婆
と
浄
土
と
の
「
聯
貫
性
或
は

一
如
性
」
と
は
「
た
だ
の
相
即
で
は
な
く
て
、
否
定
を
媒
介
と
す

る
相
即
で
あ
る
。」
と
言
わ
れ
、「
相
互
矛
盾
即
自
己
同
一
」「
非

連
続
の
連
続
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
浄
土
と
娑

婆
の
非
連
続
的
接
触
に
つ
い
て
、
大
拙
は
「
即
非
の
論
理
」
と
も

述
べ
て
い
く
。

　
曽
我
は
大
拙
の
浄
土
理
解
に
強
く
共
鳴
し
て
い
る
。
し
か
し
大

拙
の
言
い
方
に
対
し
、
差
異
も
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
。
そ

れ
が
よ
く
表
れ
た
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
、
昭
和
三

十
六
年
（
一
九
六
一
）
四
月
に
行
わ
れ
た
鼎
談
で
の
や
り
取
り
を

見
て
み
た
い
。

曽
我
　
は
あ
、
体
は
一
つ
で
あ
っ
て
も
で
す
ね
、
義
と
い
う

も
の
は
、
ち
ゃ
ん
と
筋
道
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
そ
れ

で
筋
道
を
た
て
て
話
を
す
る
た
め
に
、
浄
土
と
い
う
も
の
と

娑
婆
と
い
う
も
の
を
話
し
な
さ
る
の
で
あ
っ
て
、
な
に
も
娑

婆
と
浄
土
と
二
つ
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
わ
。
体

か
ら
み
れ
ば
一
つ
で
す
わ
。

鈴
木
　
え
、
体
か
ら
み
れ
ば
娑
婆
が
浄
土
で
、
浄
土
が
娑
婆

だ
ね
。

曽
我
　
え
え
、
そ
れ
は
、
お
お
せ
の
と
お
り
だ
。
そ
の
と
お
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り
で
す
け
ど
、
あ
な
た
の
い
い
方
で
す
る
と
、
義
ま
で
一
つ

に
な
っ
て
し
も
う
て
で
す
ね
…
…
（
笑
い
）。
私
ら
は
そ
の

義
と
い
う
も
の
を
混
乱
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
鈴
木
先
生
の
話

を
聞
く
と
、
義
と
い
う
も
の
も
、
そ
の
体
の
同
一
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
け
を
主
張
さ
れ
て
、
義
の
違
う
こ
と
を
軽
く
お

考
え
に
な
る
。

　
曽
我
は
、「
娑
婆
が
浄
土
で
、
浄
土
が
娑
婆
」
と
い
う
大
拙
の

表
現
に
対
し
、
体
は
一
つ
と
い
う
点
で
は
共
鳴
し
つ
つ
、
浄
土
真

宗
は
あ
く
ま
で
義
と
し
て
区
別
を
付
け
る
の
だ
と
、
そ
の
差
異
を

明
確
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

2
　
還
相
廻
向
と
い
う
問
題

　
こ
の
よ
う
な
浄
土
理
解
を
示
す
大
拙
の
問
題
意
識
を
、
曽
我
は

大
拙
の
没
後
（
昭
和
四
十
一
年
〔
一
九
六
六
〕）
に
、
次
の
よ
う
に
確

認
し
て
い
る
。

鈴
木
先
生
の
場
合
、
浄
土
と
い
う
も
の
は
本
来
あ
る
も
の
じ

ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
往
生
し
よ
う
と
い
う
浄
土
じ
ゃ
な
し
に
、

本
来
あ
る
浄
土
。
浄
土
か
ら
出
発
す
る
ん
で
す
ね
。
浄
土
は

出
発
点
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
ね
、
鈴
木
先
生
の
は
。
今
の
生

活
の
背
景
に
浄
土
が
あ
る
ん
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
先
の
方

へ
生
れ
よ
う
と
か
、
願
生
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
浄
土
は
な

い
ん
で
す
。
だ
か
ら
鈴
木
先
生
に
と
っ
て
真
宗
は
は
じ
め
か

ら
還
相
廻
向
で
す
。

　
こ
こ
で
曽
我
は
、
大
拙
の
浄
土
理
解
が
出
第
五
門
・
還
相
廻
向

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
だ
と
確
認
す
る
。
一
般
に
還
相
と
は
、

浄
土
に
往
生
し
お
え
た
も
の
が
そ
の
後
に
浄
土
を
出
て
娑
婆
に
還

っ
て
利
他
教
化
を
す
る
す
が
た
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
『
浄
土
系

思
想
論
』
に
お
い
て
、
大
拙
は
「
往
相
は
必
ず
還
相
で
あ
る
。」

と
記
し
て
い
た
。
ま
た
、
先
の
鼎
談
で
も
大
拙
は
「
極
楽
へ
往
っ

て
も
ど
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
ん
だ
。（
中
略
）

こ
の
ま
ま
で
往
相
・
還
相
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
恐
ら
く

大
拙
に
し
て
み
れ
ば
、
浄
土
教
に
本
来
あ
る
べ
き
利
他
性
が
、
現

に
い
る
浄
土
教
徒
か
ら
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う

思
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
還
相
の
現
在
性

の
強
調
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
大
拙
に
よ
る
還
相
の
強
調
に
対

し
て
、
娑
婆
の
凡
夫
と
し
て
の
往
生
浄
土
の
視
点
が
希
薄
で
あ
る

と
曽
我
は
問
題
視
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
曽
我
に
し
て
み
れ
ば
、

大
拙
の
言
い
方
が
一
益
法
門
と
変
わ
ら
な
い
も
の
に
聞
こ
え
る
の

で
あ
ろ
う
。
先
の
鼎
談
で
の
体
と
義
と
の
区
別
に
つ
い
て
も
、
曽

我
は
大
拙
に
対
し
「
あ
な
た
の
い
わ
れ
る
即
非
の
論
理

0

0

0

0

0

と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
し
ょ
う
（
笑
い
）。
そ
の
即
非
の
論
理
で
あ
り
ま
し
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て
、
即0

ば
か
り
で
な
く
て
、
そ
れ
に
対
し
て
非0

と
い
う
も
の
が
も

う
一
つ
あ
り
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
大
拙

自
身
が
『
浄
土
系
思
想
論
』
で
「
否
定
を
媒
介
と
す
る
相
即
」
と

示
し
た
そ
の
否
定
の
面
が
、
実
際
の
今
の
大
拙
の
発
言
に
は
抜
け

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
大
拙
が
提
起
し
て
い
る
還
相
廻
向
の
問
題
は
、
そ

の
頃
の
曽
我
に
と
っ
て
も
大
問
題
で
あ
っ
た
。
真
宗
大
谷
派
は
昭

和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
の
親
鸞
聖
人
七
百
回
御
遠
忌
を
期
と

し
て
、
翌
年
の
昭
和
三
十
七
年
か
ら
訓
覇
信
雄
内
局
に
よ
り
同
朋

会
運
動
と
い
う
信
仰
運
動
を
始
め
て
い
た
。
当
然
、
そ
こ
で
は
教

化
や
伝
道
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
十
月
発
行
の
『
教
化
研
究
』
第

四
五
号
に
は
「
教
団
の
問
題
」
と
題
す
る
曽
我
の
講
義
録
が
あ
る
。

こ
こ
で
曽
我
は
度
衆
生
心
（
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
心
）
や
還

相
廻
向
を
問
題
に
す
る
が
、
そ
の
還
相
に
つ
い
て
ま
ず
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。

我
々
は
他
力
の
信
心
を
得
て
、（
中
略
）
臨
終
の
時
に
往
生

の
素
懐
を
と
げ
、（
中
略
）
無
上
涅
槃
の
妙
果
を
い
た
だ
け

ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
我
わ
れ
は
生
死
に
還
っ
て
有
縁
の
衆
生

を
教
化
せ
し
め
る
。

　
こ
れ
は
一
般
的
理
解
を
語
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

で
も
「
臨
終
の
時
に
往
生
の
素
懐
を
と
げ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
曽
我
は
往
生
を
臨
終
時
に
置
き
、
そ
の

後
の
我
わ
れ
の
教
化
と
し
て
還
相
を
位
置
付
け
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
講
義
で
曽
我
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
還
相
廻
向
の
現
在
性

と
い
う
も
の
を
積
極
的
に
語
っ
て
い
く
。

願
作
仏
心
の
方
を
往
相
回
向
と
名
づ
け
る
の
に
対
し
て
、
度

衆
生
心
の
方
を
還
相
回
向
と
名
づ
け
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

だ
か
ら
し
て
、
還
相
回
向
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
未
来
で

あ
る
。
そ
の
未
来
と
い
う
の
は
現
在
せ
る
未
来
な
ん
で
し
ょ

う
。
未
来
と
い
う
一
つ
の
姿
を
も
っ
て
現
在
し
て
お
る
。
往

相
回
向
は
現
在
と
い
う
姿
、
還
相
回
向
は
未
来
と
い
う
姿
を

も
っ
て
現
在
し
て
お
る
。
だ
か
ら
現
在
し
て
お
る
こ
と
に
お

い
て
は
、
往
相
も
還
相
も
と
も
に
現
在
し
て
お
る
。
そ
こ
に

姿
と
し
て
は
現
在
と
未
来
の
区
別
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
体
は

南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
な
か
に
成
就
し

て
お
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ

か
ら
往
相
還
相
と
も
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
の
な
か
に
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
わ
れ
ら
が
意
識
し
て
い
る
も
の
は
往
相
で

あ
っ
て
、
還
相
で
は
な
い
。
還
相
は
意
識
の
深
い
と
こ
ろ
に

あ
り
、
そ
し
て
意
識
を
超
越
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
還

相
は
い
つ
も
未
来
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
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り
で
す
け
ど
、
あ
な
た
の
い
い
方
で
す
る
と
、
義
ま
で
一
つ

に
な
っ
て
し
も
う
て
で
す
ね
…
…
（
笑
い
）。
私
ら
は
そ
の

義
と
い
う
も
の
を
混
乱
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
鈴
木
先
生
の
話

を
聞
く
と
、
義
と
い
う
も
の
も
、
そ
の
体
の
同
一
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
け
を
主
張
さ
れ
て
、
義
の
違
う
こ
と
を
軽
く
お

考
え
に
な
る
。

　
曽
我
は
、「
娑
婆
が
浄
土
で
、
浄
土
が
娑
婆
」
と
い
う
大
拙
の

表
現
に
対
し
、
体
は
一
つ
と
い
う
点
で
は
共
鳴
し
つ
つ
、
浄
土
真

宗
は
あ
く
ま
で
義
と
し
て
区
別
を
付
け
る
の
だ
と
、
そ
の
差
異
を

明
確
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

2
　
還
相
廻
向
と
い
う
問
題

　
こ
の
よ
う
な
浄
土
理
解
を
示
す
大
拙
の
問
題
意
識
を
、
曽
我
は

大
拙
の
没
後
（
昭
和
四
十
一
年
〔
一
九
六
六
〕）
に
、
次
の
よ
う
に
確

認
し
て
い
る
。

鈴
木
先
生
の
場
合
、
浄
土
と
い
う
も
の
は
本
来
あ
る
も
の
じ

ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
往
生
し
よ
う
と
い
う
浄
土
じ
ゃ
な
し
に
、

本
来
あ
る
浄
土
。
浄
土
か
ら
出
発
す
る
ん
で
す
ね
。
浄
土
は

出
発
点
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
ね
、
鈴
木
先
生
の
は
。
今
の
生

活
の
背
景
に
浄
土
が
あ
る
ん
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
先
の
方

へ
生
れ
よ
う
と
か
、
願
生
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
浄
土
は
な

い
ん
で
す
。
だ
か
ら
鈴
木
先
生
に
と
っ
て
真
宗
は
は
じ
め
か

ら
還
相
廻
向
で
す
。

　
こ
こ
で
曽
我
は
、
大
拙
の
浄
土
理
解
が
出
第
五
門
・
還
相
廻
向

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
だ
と
確
認
す
る
。
一
般
に
還
相
と
は
、

浄
土
に
往
生
し
お
え
た
も
の
が
そ
の
後
に
浄
土
を
出
て
娑
婆
に
還

っ
て
利
他
教
化
を
す
る
す
が
た
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
『
浄
土
系

思
想
論
』
に
お
い
て
、
大
拙
は
「
往
相
は
必
ず
還
相
で
あ
る
。」

と
記
し
て
い
た
。
ま
た
、
先
の
鼎
談
で
も
大
拙
は
「
極
楽
へ
往
っ

て
も
ど
る
な
ん
て
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
ん
だ
。（
中
略
）

こ
の
ま
ま
で
往
相
・
還
相
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
恐
ら
く

大
拙
に
し
て
み
れ
ば
、
浄
土
教
に
本
来
あ
る
べ
き
利
他
性
が
、
現

に
い
る
浄
土
教
徒
か
ら
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う

思
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
還
相
の
現
在
性

の
強
調
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
大
拙
に
よ
る
還
相
の
強
調
に
対

し
て
、
娑
婆
の
凡
夫
と
し
て
の
往
生
浄
土
の
視
点
が
希
薄
で
あ
る

と
曽
我
は
問
題
視
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
曽
我
に
し
て
み
れ
ば
、

大
拙
の
言
い
方
が
一
益
法
門
と
変
わ
ら
な
い
も
の
に
聞
こ
え
る
の

で
あ
ろ
う
。
先
の
鼎
談
で
の
体
と
義
と
の
区
別
に
つ
い
て
も
、
曽

我
は
大
拙
に
対
し
「
あ
な
た
の
い
わ
れ
る
即
非
の
論
理

0

0

0

0

0

と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
し
ょ
う
（
笑
い
）。
そ
の
即
非
の
論
理
で
あ
り
ま
し
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て
、
即0

ば
か
り
で
な
く
て
、
そ
れ
に
対
し
て
非0

と
い
う
も
の
が
も

う
一
つ
あ
り
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
大
拙

自
身
が
『
浄
土
系
思
想
論
』
で
「
否
定
を
媒
介
と
す
る
相
即
」
と

示
し
た
そ
の
否
定
の
面
が
、
実
際
の
今
の
大
拙
の
発
言
に
は
抜
け

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
大
拙
が
提
起
し
て
い
る
還
相
廻
向
の
問
題
は
、
そ

の
頃
の
曽
我
に
と
っ
て
も
大
問
題
で
あ
っ
た
。
真
宗
大
谷
派
は
昭

和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
の
親
鸞
聖
人
七
百
回
御
遠
忌
を
期
と

し
て
、
翌
年
の
昭
和
三
十
七
年
か
ら
訓
覇
信
雄
内
局
に
よ
り
同
朋

会
運
動
と
い
う
信
仰
運
動
を
始
め
て
い
た
。
当
然
、
そ
こ
で
は
教

化
や
伝
道
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
十
月
発
行
の
『
教
化
研
究
』
第

四
五
号
に
は
「
教
団
の
問
題
」
と
題
す
る
曽
我
の
講
義
録
が
あ
る
。

こ
こ
で
曽
我
は
度
衆
生
心
（
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
心
）
や
還

相
廻
向
を
問
題
に
す
る
が
、
そ
の
還
相
に
つ
い
て
ま
ず
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。

我
々
は
他
力
の
信
心
を
得
て
、（
中
略
）
臨
終
の
時
に
往
生

の
素
懐
を
と
げ
、（
中
略
）
無
上
涅
槃
の
妙
果
を
い
た
だ
け

ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
我
わ
れ
は
生
死
に
還
っ
て
有
縁
の
衆
生

を
教
化
せ
し
め
る
。

　
こ
れ
は
一
般
的
理
解
を
語
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

で
も
「
臨
終
の
時
に
往
生
の
素
懐
を
と
げ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
曽
我
は
往
生
を
臨
終
時
に
置
き
、
そ
の

後
の
我
わ
れ
の
教
化
と
し
て
還
相
を
位
置
付
け
て
い
る
。
し
か
し

こ
の
講
義
で
曽
我
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
還
相
廻
向
の
現
在
性

と
い
う
も
の
を
積
極
的
に
語
っ
て
い
く
。

願
作
仏
心
の
方
を
往
相
回
向
と
名
づ
け
る
の
に
対
し
て
、
度

衆
生
心
の
方
を
還
相
回
向
と
名
づ
け
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

だ
か
ら
し
て
、
還
相
回
向
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
未
来
で

あ
る
。
そ
の
未
来
と
い
う
の
は
現
在
せ
る
未
来
な
ん
で
し
ょ

う
。
未
来
と
い
う
一
つ
の
姿
を
も
っ
て
現
在
し
て
お
る
。
往

相
回
向
は
現
在
と
い
う
姿
、
還
相
回
向
は
未
来
と
い
う
姿
を

も
っ
て
現
在
し
て
お
る
。
だ
か
ら
現
在
し
て
お
る
こ
と
に
お

い
て
は
、
往
相
も
還
相
も
と
も
に
現
在
し
て
お
る
。
そ
こ
に

姿
と
し
て
は
現
在
と
未
来
の
区
別
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
体
は

南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
な
か
に
成
就
し

て
お
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ

か
ら
往
相
還
相
と
も
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
の
な
か
に
あ

る
。
け
れ
ど
も
、
わ
れ
ら
が
意
識
し
て
い
る
も
の
は
往
相
で

あ
っ
て
、
還
相
で
は
な
い
。
還
相
は
意
識
の
深
い
と
こ
ろ
に

あ
り
、
そ
し
て
意
識
を
超
越
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
還

相
は
い
つ
も
未
来
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
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曽
我
は
、
往
相
・
願
作
仏
心
を
現
在
と
し
、
還
相
・
度
衆
生
心

を
未
来
に
置
き
つ
つ
も
、
そ
れ
は
未
来
と
い
う
姿
を
も
っ
て
現
在

に
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
未
来
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
現
在
の
自
意
識
上
で
は
往
相
し
か
な
く
、
還
相
は
そ
の
深

層
意
識
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
う
し
て
往
生

浄
土
の
一
道
が
、
無
自
覚
な
が
ら
も
現
在
に
還
相
利
他
の
意
義
を

も
ち
う
る
の
だ
と
述
べ
て
い
く
の
が
こ
の
講
義
の
趣
旨
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
講
義
の
問
題
は
、
曽
我
が
一
度
も
浄
土
に
つ
い

て
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
曽
我
は
往
相
と
還
相
を
、

現
在
と
未
来
、
意
識
と
無
意
識
と
し
て
語
る
が
、
あ
く
ま
で
往

相
・
還
相
は
浄
土
を
基
点
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
浄
土
の
位
置
づ

け
が
な
け
れ
ば
語
り
え
な
い
事
柄
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
還
相
を
現

在
的
に
語
ろ
う
と
す
る
曽
我
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
と
き
往
生

を
臨
終
時
に
設
定
し
て
お
り
、
そ
う
す
る
と
還
相
は
臨
終
後
に
位

置
付
け
ざ
る
を
得
ず
、
そ
こ
に
矛
盾
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
曽
我

は
、
こ
の
と
き
浄
土
に
つ
い
て
積
極
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
は
大
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
全
く
問
題
に

し
な
か
っ
た
の
が
、
娑
婆
と
浄
土
の
一
如
性
を
語
る
大
拙
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
大
拙
の
表
現
で
は
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

往
生
の
意
義
が
薄
れ
て
一
益
法
門
と
区
別
が
付
か
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
点
を
考
え
、
曽
我
が
導
き
だ
し
た
の
が
「
往
生
は
心

に
あ
り
、
成
仏
は
身
に
あ
り
」
と
い
う
、
獲
信
に
往
生
の
意
味
を

見
出
そ
う
と
す
る
理
解
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

3
　
「
往
生
と
成
仏
」
論
と
還
相
廻
向

　
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
を
見
て
い
る
と
、
あ
る
こ
と
に
気

が
付
く
。
そ
れ
は
「
往
生
と
成
仏
」
論
が
単
に
「
往
生
」
に
つ
い

て
の
み
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
度
衆
生
心
や

還
相
廻
向
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
曽
我
が
語
ろ
う

と
し
て
い
る
の
は
、
往
生
の
意
義
を
問
い
直
す
と
同
時
に
、
そ
の

往
生
の
歩
み
が
利
他
性
を
伴
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
利
利
他
円
満

を
果
た
し
遂
げ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、「
成
仏
」
を
証
明
し
て
い

く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
中
で
、
注
目
す
べ
き
講
演
録
と

し
て
以
下
の
三
つ
が
あ
る
。

・
昭
和
四
十
二
年
十
月
二
十
八
日
「
往
生
と
成
仏
」
東
京
築
地

本
願
寺 

仏
教
文
化
研
究
会

・
昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
立
教
開
宗
│
往
生
と
成

仏
」
東
京
本
願
寺
御
遠
忌
会
館

・
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日
「
立
教
開
宗
」
高
倉
会
館
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鸞
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築
地
本
願
寺
、
東
京
（
浅
草
）
本
願
寺
、
高
倉
会
館
と
い
う
真

宗
教
団
の
重
要
施
設
で
ほ
ぼ
同
時
期
に
行
わ
れ
た
こ
れ
ら
の
講
演

に
共
通
す
る
こ
と
は
、
娑
婆
と
浄
土
が
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
の
証
明
と
し
て
、
先
述
の
大
拙
の
『
浄
土
系
思
想

論
』
で
の
浄
土
理
解
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
中
で
昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
の
講
演
録
を
見
て
み

た
い
。
そ
の
最
後
に
曽
我
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

願
生
と
得
生
と
い
う
の
は
こ
れ
は
矛
盾
し
て
お
る
も
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
矛
盾
が
そ
れ
で
一
致
す
る
も
の
だ
と
。
ま
あ

鈴
木
大
拙
先
生
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
矛
盾
の
一
致
」
と
い

う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
同
時

0

0

に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
願
生
と
得
生
と
が
同
時
に
成
立
し
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
、

往
相
と
還
相
と
い
う
も
の
は
、
や
っ
ぱ
り
同
時
に
成
立
す
る

も
の
で
あ
る
。
往
相
と
還
相
と
は
や
っ
ぱ
り
「
矛
盾
の
一

致
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
同
時
に
成
立
す
る
も
の
で
あ

る
。（
中
略
）
こ
の
「
矛
盾
の
一
致
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

て
、
往
相
と
還
相
と
が
同
時
で
あ
り
、
そ
う
し
て
、
往
相
と

還
相
と
が
対
面
す
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　
鈴
木
大
拙
さ
ん
が
、『
大
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、
浄
土

の
聖
者
と
こ
の
世
の
聖
者
と
が
互
い
に
面
会
し
て
（
中
略
）

た
い
へ
ん
に
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
、
│
│
こ
う
言
っ

て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
直
接
に
鈴
木
先
生
か
ら

聞
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を

伝
え
聞
き
を
し
て
お
る
よ
う
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
還
相
と
い
う
の
は
無
意
識
の
世
界
に
あ
る
。
往
相
は
意
識

の
世
界
に
あ
る
。
│
│
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

（
中
略
）
還
相
廻
向
と
い
う
の
は
死
ん
で
か
ら
あ
る
の
か
と

思
う
と
い
う
と
、
還
相
と
い
う
も
の
も
す
で
に
早
や
生
き
て

い
る
う
ち
に
、
い
ま
の
「
正
像
末
和
讃
」
を
読
み
ま
す
る
と

い
う
と
、「
如
来
の
廻
向
に
帰
入
し
て
　
願
作
仏
心
を
う
る

ひ
と
は
　
自
力
の
廻
向
を
す
て
は
て
て
　
利
益
有
情
は
き
は

も
な
し
」
と
。

　
こ
こ
で
曽
我
は
、
大
拙
の
浄
土
理
解
を
「
矛
盾
の
一
致
」
と
了

解
し
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
「
願
生
彼
国
」
と
「
即
得
往
生
」
の
関

係
を
同
時
に
成
立
す
る
も
の
と
説
明
す
る
。
さ
ら
に
往
相
と
還
相

も
ま
た
「
矛
盾
の
一
致
」
と
押
さ
え
、
や
は
り
同
時
に
成
立
す
る

の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
そ
の
意
義
を
、
意
識
上
は
往
相
・
願
作
仏

心
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
裏
側
に
無
意
識
と
し
て
還
相
・
利
益

有
情
の
は
た
ら
き
が
あ
る
の
だ
と
押
さ
え
て
い
く
。
つ
ま
り
、
自

己
が
真
に
往
生
浄
土
と
い
う
生
を
生
き
き
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
浄

土
を
開
示
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
意
識
的
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曽
我
は
、
往
相
・
願
作
仏
心
を
現
在
と
し
、
還
相
・
度
衆
生
心

を
未
来
に
置
き
つ
つ
も
、
そ
れ
は
未
来
と
い
う
姿
を
も
っ
て
現
在

に
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
未
来
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
現
在
の
自
意
識
上
で
は
往
相
し
か
な
く
、
還
相
は
そ
の
深

層
意
識
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
う
し
て
往
生

浄
土
の
一
道
が
、
無
自
覚
な
が
ら
も
現
在
に
還
相
利
他
の
意
義
を

も
ち
う
る
の
だ
と
述
べ
て
い
く
の
が
こ
の
講
義
の
趣
旨
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
講
義
の
問
題
は
、
曽
我
が
一
度
も
浄
土
に
つ
い

て
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
曽
我
は
往
相
と
還
相
を
、

現
在
と
未
来
、
意
識
と
無
意
識
と
し
て
語
る
が
、
あ
く
ま
で
往

相
・
還
相
は
浄
土
を
基
点
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
浄
土
の
位
置
づ

け
が
な
け
れ
ば
語
り
え
な
い
事
柄
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
還
相
を
現

在
的
に
語
ろ
う
と
す
る
曽
我
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
と
き
往
生

を
臨
終
時
に
設
定
し
て
お
り
、
そ
う
す
る
と
還
相
は
臨
終
後
に
位

置
付
け
ざ
る
を
得
ず
、
そ
こ
に
矛
盾
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
曽
我

は
、
こ
の
と
き
浄
土
に
つ
い
て
積
極
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
は
大
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
全
く
問
題
に

し
な
か
っ
た
の
が
、
娑
婆
と
浄
土
の
一
如
性
を
語
る
大
拙
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
大
拙
の
表
現
で
は
矛
盾
は
解
消
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、

往
生
の
意
義
が
薄
れ
て
一
益
法
門
と
区
別
が
付
か
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
点
を
考
え
、
曽
我
が
導
き
だ
し
た
の
が
「
往
生
は
心

に
あ
り
、
成
仏
は
身
に
あ
り
」
と
い
う
、
獲
信
に
往
生
の
意
味
を

見
出
そ
う
と
す
る
理
解
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

3
　
「
往
生
と
成
仏
」
論
と
還
相
廻
向

　
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
を
見
て
い
る
と
、
あ
る
こ
と
に
気

が
付
く
。
そ
れ
は
「
往
生
と
成
仏
」
論
が
単
に
「
往
生
」
に
つ
い

て
の
み
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
度
衆
生
心
や

還
相
廻
向
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
曽
我
が
語
ろ
う

と
し
て
い
る
の
は
、
往
生
の
意
義
を
問
い
直
す
と
同
時
に
、
そ
の

往
生
の
歩
み
が
利
他
性
を
伴
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
利
利
他
円
満

を
果
た
し
遂
げ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、「
成
仏
」
を
証
明
し
て
い

く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
中
で
、
注
目
す
べ
き
講
演
録
と

し
て
以
下
の
三
つ
が
あ
る
。

・
昭
和
四
十
二
年
十
月
二
十
八
日
「
往
生
と
成
仏
」
東
京
築
地

本
願
寺 

仏
教
文
化
研
究
会

・
昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
立
教
開
宗
│
往
生
と
成

仏
」
東
京
本
願
寺
御
遠
忌
会
館

・
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
二
十
八
日
「
立
教
開
宗
」
高
倉
会
館
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築
地
本
願
寺
、
東
京
（
浅
草
）
本
願
寺
、
高
倉
会
館
と
い
う
真

宗
教
団
の
重
要
施
設
で
ほ
ぼ
同
時
期
に
行
わ
れ
た
こ
れ
ら
の
講
演

に
共
通
す
る
こ
と
は
、
娑
婆
と
浄
土
が
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
の
証
明
と
し
て
、
先
述
の
大
拙
の
『
浄
土
系
思
想

論
』
で
の
浄
土
理
解
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
中
で
昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
の
講
演
録
を
見
て
み

た
い
。
そ
の
最
後
に
曽
我
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

願
生
と
得
生
と
い
う
の
は
こ
れ
は
矛
盾
し
て
お
る
も
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
矛
盾
が
そ
れ
で
一
致
す
る
も
の
だ
と
。
ま
あ

鈴
木
大
拙
先
生
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
矛
盾
の
一
致
」
と
い

う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
同
時

0

0

に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
願
生
と
得
生
と
が
同
時
に
成
立
し
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
、

往
相
と
還
相
と
い
う
も
の
は
、
や
っ
ぱ
り
同
時
に
成
立
す
る

も
の
で
あ
る
。
往
相
と
還
相
と
は
や
っ
ぱ
り
「
矛
盾
の
一

致
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
同
時
に
成
立
す
る
も
の
で
あ

る
。（
中
略
）
こ
の
「
矛
盾
の
一
致
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

て
、
往
相
と
還
相
と
が
同
時
で
あ
り
、
そ
う
し
て
、
往
相
と

還
相
と
が
対
面
す
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　
鈴
木
大
拙
さ
ん
が
、『
大
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、
浄
土

の
聖
者
と
こ
の
世
の
聖
者
と
が
互
い
に
面
会
し
て
（
中
略
）

た
い
へ
ん
に
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
、
│
│
こ
う
言
っ

て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
直
接
に
鈴
木
先
生
か
ら

聞
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を

伝
え
聞
き
を
し
て
お
る
よ
う
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　
還
相
と
い
う
の
は
無
意
識
の
世
界
に
あ
る
。
往
相
は
意
識

の
世
界
に
あ
る
。
│
│
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

（
中
略
）
還
相
廻
向
と
い
う
の
は
死
ん
で
か
ら
あ
る
の
か
と

思
う
と
い
う
と
、
還
相
と
い
う
も
の
も
す
で
に
早
や
生
き
て

い
る
う
ち
に
、
い
ま
の
「
正
像
末
和
讃
」
を
読
み
ま
す
る
と

い
う
と
、「
如
来
の
廻
向
に
帰
入
し
て
　
願
作
仏
心
を
う
る

ひ
と
は
　
自
力
の
廻
向
を
す
て
は
て
て
　
利
益
有
情
は
き
は

も
な
し
」
と
。

　
こ
こ
で
曽
我
は
、
大
拙
の
浄
土
理
解
を
「
矛
盾
の
一
致
」
と
了

解
し
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
「
願
生
彼
国
」
と
「
即
得
往
生
」
の
関

係
を
同
時
に
成
立
す
る
も
の
と
説
明
す
る
。
さ
ら
に
往
相
と
還
相

も
ま
た
「
矛
盾
の
一
致
」
と
押
さ
え
、
や
は
り
同
時
に
成
立
す
る

の
だ
と
言
う
。
そ
し
て
そ
の
意
義
を
、
意
識
上
は
往
相
・
願
作
仏

心
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
裏
側
に
無
意
識
と
し
て
還
相
・
利
益

有
情
の
は
た
ら
き
が
あ
る
の
だ
と
押
さ
え
て
い
く
。
つ
ま
り
、
自

己
が
真
に
往
生
浄
土
と
い
う
生
を
生
き
き
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
浄

土
を
開
示
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
意
識
的
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教
化
活
動
と
は
別
次
元
で
、
お
の
ず
と
他
者
へ
の
感
化
が
あ
る
と

言
う
の
で
あ
る
。「
立
教
開
宗
」
と
い
う
題
、
す
な
わ
ち
親
鸞
に

よ
る
教
化
の
意
義
を
問
う
た
こ
の
講
演
は
、「
利
益
有
情
」
を
述

べ
て
結
ば
れ
て
い
く
。
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
結
論
は
こ

こ
に
あ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、『
真
人
』
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
三
月
号
に
、

「
禅
と
真
宗
」
と
題
す
る
曽
我
と
大
拙
の
対
談
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
大
拙
は
、
還
相
に
関
連
し
て
「
阿
弥
陀
さ
ん
の
本
願

が
自
分
の
本
願
に
な
る
」
と
し
て
、
曽
我
に
対
し
て
「
そ
う
い
う

こ
と
を
真
宗
で
は
言
い
ま
せ
ん
か
、
今
ま
で
の
学
者
は
。」「
そ
れ

を
今
言
う
た
ら
ど
う
で
す
。」「
言
い
う
る
よ
う
に
真
宗
の
学
者
を

動
か
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
か
。」
と
詰
め
寄
っ
て
い
く
。
そ

れ
は
浄
土
真
宗
の
宗
学
の
転
換
を
迫
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
大
拙
の
一
連
の
発
言
に
対
し
て
、
曽
我
は
終
に

「
そ
れ
を
言
わ
ぬ
の
が
真
宗
で
あ
る
。」
と
拒
否
し
て
い
た
。
そ

の
点
か
ら
あ
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
大
拙
の
影
響
を
受
け
つ
つ
茨

の
道
を
切
り
開
く
覚
悟
に
よ
り
大
そ
れ
た
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
た

曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
は
、
そ
れ
ま
で
構
築
さ
れ
て
き
た

「
昔
の
宗
学
」
か
ら
の
転
換
と
い
う
意
味
を
も
つ
思
索
で
あ
っ
た

と
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

　
曽
我
に
せ
よ
金
子
に
せ
よ
、
彼
ら
は
「
現
在
安
住
」
と
い
う
学

風
の
も
と
、
浄
土
が
単
に
死
後
に
の
み
関
わ
る
事
柄
と
し
て
、
換

言
す
れ
ば
こ
の
現
実
と
は
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る

状
況
に
対
峙
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
中
で
、「
何
を
目
印
に
し
て

新
し
い
浄
土
真
宗
を
再
興
す
る
か
│
│
と
言
う
な
ら
ば
、
往
生
は

〝
現
実
の
生
活
〞
で
あ
る
。」
と
い
う
言
葉
と
共
に
語
ら
れ
た
曽

我
晩
年
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
は
、
浄
土
教
の
救
済
の
現
在
性
を

語
り
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
単
に
往
生
は
現

在
だ
と
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
還
相
を
問
題
に
す

る
大
拙
の
浄
土
理
解
を
吸
収
し
つ
つ
、
一
益
法
門
に
な
ら
な
い
よ

う
身
と
心
、
現
在
と
未
来
、
意
識
と
無
意
識
と
い
っ
た
種
々
の
面

で
一
線
を
画
し
な
が
ら
、
現
在
の
凡
夫
の
身
に
お
け
る
浄
土
へ
至

る
信
念
の
歩
み
（
＝
往
生
）
が
、
一
生
涯
を
通
し
て
自
利
と
同
時

に
利
他
の
円
満
を
実
現
し
て
い
く
意
味
を
も
つ
の
だ
（
＝
成
仏
）

と
い
う
こ
と
を
体
系
的
に
論
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、

と
考
え
た
い
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」

論
は
、
親
鸞
思
想
に
お
け
る
利
他
性
の
位
置
づ
け
の
た
め
の
基
礎

的
作
業
で
あ
っ
た
、
と
も
言
え
よ
う
。

　
は
じ
め
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
曽
我
が
「
往
生
と
成
仏
」
論
を
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語
る
の
は
、
晩
年
の
短
い
期
間
に
限
ら
れ
る
。
や
が
て
最
晩
年
の

昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
頃
に
は
「
純
粋
未
来
の
世
界
」
と

い
っ
た
表
現
で
、
改
め
て
未
来
に
つ
い
て
の
言
及
が
増
え
て
い
く
。

曽
我
は
没
す
る
三
か
月
前
の
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
三
月

十
七
日
に
、
金
子
に
対
し
次
の
よ
う
に
「
未
来
の
安
楽
浄
土
」
を

語
っ
て
い
る
。

仏
さ
ま
が
新
し
い
世
界
を
開
く
。
新
し
い
世
界
と
い
う
の
は

未
来
の
世
界
。
未
来
か
ら
は
じ
ま
る
世
界
、
永
遠
に
未
来
の

世
界
、（
中
略
）
わ
た
し
は
金
子
先
生
の
お
話
は
長
い
間
わ

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ま
、
や
っ
と
、
少
し
ば
か
り
わ
か

り
ま
し
た
。（
中
略
）
金
子
先
生
か
ら
し
て
、〝
彼
岸
の
世

界
〞
と
い
う
こ
と
、
ず
っ
と
昔
か
ら
お
聞
き
し
て
お
る
の
で

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
な
か
な
か
、
鈍
根
の
機
で
あ

り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
よ
く
い
た
だ
か
れ
な
い
で
。
そ
れ
が
、

こ
の
頃
、
や
っ
と
、
い
ろ
い
ろ
少
し
ば
か
り
わ
か
ら
し
て
い

た
だ
き
ま
し
て
、
未
来
の
安
楽
浄
土
、
自
然
法
爾
の
世
界

…
…
南
無
阿
弥
陀
仏
。

　
こ
う
し
て
曽
我
が
「
未
来
の
安
楽
浄
土
」
を
語
る
の
は
、
以
前

の
「
往
生
と
成
仏
」
論
を
捨
て
た
よ
う
に
も
見
え
よ
う
。
し
か
し
、

そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
言
う
「
仏
が
開
く
未
来
か
ら
は
じ
ま
る

世
界
」
と
は
、
我
々
の
業
感
の
世
界
に
お
け
る
未
来
と
の
対
比
で

語
ら
れ
る
未
来
で
あ
り
、
そ
れ
を
曽
我
は
「
純
粋
未
来
」
と
名
付

け
た
。
曽
我
は
こ
の
純
粋
未
来
に
つ
い
て
「
未
来
が
現
在
し
て
お

る
（
中
略
）
我
々
が
信
心
を
得
れ
ば
、
そ
こ
に
未
来
の
世
界
が
開

け
て
く
る
わ
け
で
す
」
と
語
る
。
そ
れ
は
、
未
完
成
と
し
つ
つ

「
往
生
は
心
に
あ
り
」
と
述
べ
た
「
往
生
と
成
仏
」
論
か
ら
の
、

転
換
で
は
な
く
深
化
と
い
う
べ
き
思
索
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
最
晩
年
に
曽
我
が
語
る
「
純
粋
未
来
の
世
界
」
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
か
。
当
然
、
そ
こ
に
は
「
古
い
思
想
」
を
拒
否

し
な
が
ら
語
ら
れ
る
金
子
の
「
未
来
の
浄
土
」
の
影
響
も
あ
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
曽
我
の
還
相
廻
向
理
解
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に

は
か
な
り
の
幅
が
あ
り
、
そ
の
生
涯
全
体
を
通
し
て
再
考
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
期
し
た
い
。

﹇
附
記
﹈　
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
七
月
三
日
に
行
わ
れ
た
第
二
十
三
回

真
宗
大
谷
派
教
学
大
会
で
の
発
表
を
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お

近
日
、
小
谷
信
千
代
『
親
鸞
の
還
相
回
向
論
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
七

年
）
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
脱
稿
後
で
あ
っ
た
た
め
、
遺
憾
な
が
ら
本
稿

に
は
反
映
で
き
て
は
い
な
い
。

註

『
清
沢
先
生
の
世
界
│
清
沢
満
之
の
思
想
と
信
念
に
つ
い
て

│
』
四
二
〜
四
三
頁
、
文
明
堂
、
一
九
七
六
年
。

昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量
深
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教
化
活
動
と
は
別
次
元
で
、
お
の
ず
と
他
者
へ
の
感
化
が
あ
る
と

言
う
の
で
あ
る
。「
立
教
開
宗
」
と
い
う
題
、
す
な
わ
ち
親
鸞
に

よ
る
教
化
の
意
義
を
問
う
た
こ
の
講
演
は
、「
利
益
有
情
」
を
述

べ
て
結
ば
れ
て
い
く
。
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
の
結
論
は
こ

こ
に
あ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、『
真
人
』
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
三
月
号
に
、

「
禅
と
真
宗
」
と
題
す
る
曽
我
と
大
拙
の
対
談
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
大
拙
は
、
還
相
に
関
連
し
て
「
阿
弥
陀
さ
ん
の
本
願

が
自
分
の
本
願
に
な
る
」
と
し
て
、
曽
我
に
対
し
て
「
そ
う
い
う

こ
と
を
真
宗
で
は
言
い
ま
せ
ん
か
、
今
ま
で
の
学
者
は
。」「
そ
れ

を
今
言
う
た
ら
ど
う
で
す
。」「
言
い
う
る
よ
う
に
真
宗
の
学
者
を

動
か
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
か
。」
と
詰
め
寄
っ
て
い
く
。
そ

れ
は
浄
土
真
宗
の
宗
学
の
転
換
を
迫
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
大
拙
の
一
連
の
発
言
に
対
し
て
、
曽
我
は
終
に

「
そ
れ
を
言
わ
ぬ
の
が
真
宗
で
あ
る
。」
と
拒
否
し
て
い
た
。
そ

の
点
か
ら
あ
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
大
拙
の
影
響
を
受
け
つ
つ
茨

の
道
を
切
り
開
く
覚
悟
に
よ
り
大
そ
れ
た
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
た

曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
は
、
そ
れ
ま
で
構
築
さ
れ
て
き
た

「
昔
の
宗
学
」
か
ら
の
転
換
と
い
う
意
味
を
も
つ
思
索
で
あ
っ
た

と
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

　
曽
我
に
せ
よ
金
子
に
せ
よ
、
彼
ら
は
「
現
在
安
住
」
と
い
う
学

風
の
も
と
、
浄
土
が
単
に
死
後
に
の
み
関
わ
る
事
柄
と
し
て
、
換

言
す
れ
ば
こ
の
現
実
と
は
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る

状
況
に
対
峙
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
中
で
、「
何
を
目
印
に
し
て

新
し
い
浄
土
真
宗
を
再
興
す
る
か
│
│
と
言
う
な
ら
ば
、
往
生
は

〝
現
実
の
生
活
〞
で
あ
る
。」
と
い
う
言
葉
と
共
に
語
ら
れ
た
曽

我
晩
年
の
「
往
生
と
成
仏
」
論
は
、
浄
土
教
の
救
済
の
現
在
性
を

語
り
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
単
に
往
生
は
現

在
だ
と
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
還
相
を
問
題
に
す

る
大
拙
の
浄
土
理
解
を
吸
収
し
つ
つ
、
一
益
法
門
に
な
ら
な
い
よ

う
身
と
心
、
現
在
と
未
来
、
意
識
と
無
意
識
と
い
っ
た
種
々
の
面

で
一
線
を
画
し
な
が
ら
、
現
在
の
凡
夫
の
身
に
お
け
る
浄
土
へ
至

る
信
念
の
歩
み
（
＝
往
生
）
が
、
一
生
涯
を
通
し
て
自
利
と
同
時

に
利
他
の
円
満
を
実
現
し
て
い
く
意
味
を
も
つ
の
だ
（
＝
成
仏
）

と
い
う
こ
と
を
体
系
的
に
論
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、

と
考
え
た
い
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
曽
我
の
「
往
生
と
成
仏
」

論
は
、
親
鸞
思
想
に
お
け
る
利
他
性
の
位
置
づ
け
の
た
め
の
基
礎

的
作
業
で
あ
っ
た
、
と
も
言
え
よ
う
。

　
は
じ
め
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
曽
我
が
「
往
生
と
成
仏
」
論
を
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語
る
の
は
、
晩
年
の
短
い
期
間
に
限
ら
れ
る
。
や
が
て
最
晩
年
の

昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
頃
に
は
「
純
粋
未
来
の
世
界
」
と

い
っ
た
表
現
で
、
改
め
て
未
来
に
つ
い
て
の
言
及
が
増
え
て
い
く
。

曽
我
は
没
す
る
三
か
月
前
の
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
三
月

十
七
日
に
、
金
子
に
対
し
次
の
よ
う
に
「
未
来
の
安
楽
浄
土
」
を

語
っ
て
い
る
。

仏
さ
ま
が
新
し
い
世
界
を
開
く
。
新
し
い
世
界
と
い
う
の
は

未
来
の
世
界
。
未
来
か
ら
は
じ
ま
る
世
界
、
永
遠
に
未
来
の

世
界
、（
中
略
）
わ
た
し
は
金
子
先
生
の
お
話
は
長
い
間
わ

か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ま
、
や
っ
と
、
少
し
ば
か
り
わ
か

り
ま
し
た
。（
中
略
）
金
子
先
生
か
ら
し
て
、〝
彼
岸
の
世

界
〞
と
い
う
こ
と
、
ず
っ
と
昔
か
ら
お
聞
き
し
て
お
る
の
で

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
な
か
な
か
、
鈍
根
の
機
で
あ

り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
よ
く
い
た
だ
か
れ
な
い
で
。
そ
れ
が
、

こ
の
頃
、
や
っ
と
、
い
ろ
い
ろ
少
し
ば
か
り
わ
か
ら
し
て
い

た
だ
き
ま
し
て
、
未
来
の
安
楽
浄
土
、
自
然
法
爾
の
世
界

…
…
南
無
阿
弥
陀
仏
。

　
こ
う
し
て
曽
我
が
「
未
来
の
安
楽
浄
土
」
を
語
る
の
は
、
以
前

の
「
往
生
と
成
仏
」
論
を
捨
て
た
よ
う
に
も
見
え
よ
う
。
し
か
し
、

そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
で
言
う
「
仏
が
開
く
未
来
か
ら
は
じ
ま
る

世
界
」
と
は
、
我
々
の
業
感
の
世
界
に
お
け
る
未
来
と
の
対
比
で

語
ら
れ
る
未
来
で
あ
り
、
そ
れ
を
曽
我
は
「
純
粋
未
来
」
と
名
付

け
た
。
曽
我
は
こ
の
純
粋
未
来
に
つ
い
て
「
未
来
が
現
在
し
て
お

る
（
中
略
）
我
々
が
信
心
を
得
れ
ば
、
そ
こ
に
未
来
の
世
界
が
開

け
て
く
る
わ
け
で
す
」
と
語
る
。
そ
れ
は
、
未
完
成
と
し
つ
つ

「
往
生
は
心
に
あ
り
」
と
述
べ
た
「
往
生
と
成
仏
」
論
か
ら
の
、

転
換
で
は
な
く
深
化
と
い
う
べ
き
思
索
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
最
晩
年
に
曽
我
が
語
る
「
純
粋
未
来
の
世
界
」
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
か
。
当
然
、
そ
こ
に
は
「
古
い
思
想
」
を
拒
否

し
な
が
ら
語
ら
れ
る
金
子
の
「
未
来
の
浄
土
」
の
影
響
も
あ
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
曽
我
の
還
相
廻
向
理
解
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
に

は
か
な
り
の
幅
が
あ
り
、
そ
の
生
涯
全
体
を
通
し
て
再
考
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
期
し
た
い
。

﹇
附
記
﹈　
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
七
月
三
日
に
行
わ
れ
た
第
二
十
三
回

真
宗
大
谷
派
教
学
大
会
で
の
発
表
を
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お

近
日
、
小
谷
信
千
代
『
親
鸞
の
還
相
回
向
論
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
七

年
）
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
脱
稿
後
で
あ
っ
た
た
め
、
遺
憾
な
が
ら
本
稿

に
は
反
映
で
き
て
は
い
な
い
。

註

『
清
沢
先
生
の
世
界
│
清
沢
満
之
の
思
想
と
信
念
に
つ
い
て

│
』
四
二
〜
四
三
頁
、
文
明
堂
、
一
九
七
六
年
。

昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量
深
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選
集
』
第
十
二
巻
二
一
一
頁
、
彌
生
書
房
、
一
九
七
二
年
）。

同
前
。

同
前
二
一
五
頁
。

同
前
二
一
九
頁
。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
七
日
『
往
生
と
成

仏
』
質
疑
応
答
（
八
七
頁
、
真
宗
大
谷
派
岡
崎
教
務
所
、
一
九
六

八
年
：
再
刊
法
藏
館
、
一
九
八
四
年
）。
な
お
本
講
義
は
元
々

「
真
宗
の
人
間
像
」
と
い
う
題
で
、『
真
宗
』
第
七
六
三
〜
七
六

六
号
（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
、
一
九
六
七
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

例
を
挙
げ
れ
ば
、
曽
我
に
賛
同
す
る
も
の
と
し
て
寺
川
俊
昭

「
曽
我
量
深
師
は
こ
う
語
っ
た
　
三
・
四
」（『
寺
川
俊
昭
選
集
』

第
十
巻
、
文
栄
堂
、
二
〇
一
〇
年
：
初
出
『
大
法
輪
』
七
四
巻

二
・
三
号
、
大
法
輪
閣
、
二
〇
〇
七
年
）、
批
判
論
と
し
て
小
谷

信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
　
親
鸞
は
「
現
世
往
生
」
を
説
い
た

か
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
五
年
）、『
誤
解
さ
れ
た
親
鸞
の
往
生

論
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
他
に
、
曽

我
を
含
め
た
近
代
以
降
の
種
々
の
往
生
解
釈
を
検
討
し
た
も
の
と

し
て
、
山
崎
龍
明
「
近
代
日
本
に
お
け
る
往
生
観
の
諸
相
│
親
鸞

の
往
生
・
浄
土
・
成
仏
観
を
め
ぐ
っ
て
│
」（
浅
井
成
海
編
『
日

本
浄
土
教
の
形
成
と
展
開
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
四
年
）、
安
冨
信

哉
「
願
生
浄
土
│
往
生
の
信
心
│
」（『
親
鸞
・
信
の
教
相
』
法
藏

館
、
二
〇
一
二
年
：
初
出
『
真
宗
研
究
会
紀
要
』
第
四
〇
号
、
龍

谷
大
学
大
学
院
真
宗
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
は
曽
我
の
次
の
よ
う
な
発
言
に
よ
る
。「
結
論
を
言
え
ば

で
す
ね
、
往
生
は
心
に
あ
り
。
成
仏
は
身
に
あ
り
。
こ
う
い
う
ん

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。」（
昭
和
四
十
二
年
四
月
十
二
日
「
往
生
と
成

仏
〈
二
〉」『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
三
巻
三
〇
一
頁
、
大
法
輪
閣
、

二
〇
一
五
年
）、「
お
聖
教
を
ず
う
っ
と
よ
く
見
ま
す
る
と
い
う
と
、

往
生
は
心
に
あ
り
、
成
仏
は
身
に
あ
り
、
│
│
こ
う
い
う
よ
う
に

大
体
了
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。」（
昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」『
曽
我

量
深
選
集
』
第
十
二
巻
一
九
三
頁
）。

「
成
仏
と
い
う
こ
と
は
未
来
に
あ
る
。
往
生
と
い
う
こ
と
は
現

在
に
あ
る
。
往
生
は
心
に
あ
る
。
成
仏
は
身
に
あ
る
。」（『
曽
我

量
深
説
教
集
』
第
五
巻
三
〇
一
頁
、
法
藏
館
、
一
九
七
六
年
）。

な
お
、
同
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
以
下
の
講
演
録
に
も
同
様
の

発
言
が
見
え
る
。
昭
和
四
十
一
年
七
月
一
日
「
死
生
と
も
に
如
来

に
あ
り
（
一
）」（『
曽
我
量
深
先
生
講
話
集
』
第
四
巻
二
〇
八
頁
、

月
愛
苑
、
一
九
六
九
年
）、
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
十
二
日
「
浄

土
真
実
教
（
二
）」（
同
前
三
〇
〇
頁
）、
昭
和
四
十
二
年
一
月
十

五
日
「
真
実
の
教
え
（
承
前
）」（『
信
道
』
第
二
十
四
巻
第
二
号

五
頁
、
信
道
会
館
、
一
九
六
八
年
）。

こ
れ
が
直
接
講
題
に
示
さ
れ
る
嚆
矢
と
な
る
の
は
、
昭
和
四
十

二
年
三
月
十
五
日
発
行
『
願
生
』
第
二
二
号
（
大
谷
専
修
学
院
）

に
掲
載
さ
れ
た
「
往
生
と
成
仏
」、
次
い
で
昭
和
四
十
二
年
四
月

五
日
、
彰
如
上
人
二
十
五
回
忌
法
要
高
倉
会
館
記
念
講
演
「
成
仏

と
往
生
」（『
真
宗
』
第
七
六
〇
号
）
で
あ
ろ
う
。

昭
和
四
十
二
年
四
月
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
〈
一
〉」『
曽
我
量

深
講
話
録
』
第
三
巻
二
六
九
頁
。

こ
れ
は
『
正
信
念
仏
偈
聴
記
』（
東
本
願
寺
出
版
部
、
一
九
六

九
年
：『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
、
彌
生
書
房
、
一
九
七
二
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年
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。「
往
生
は
心
に
あ
り
、
成
仏
は
身
に

あ
り
」
と
い
う
定
型
句
が
語
ら
れ
た
講
義
録
は
、
私
見
の
限
り
こ

れ
が
最
後
で
あ
る
（
参
照
『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
七
五
頁
）。

そ
の
後
も
「
浄
土
真
宗
の
教
え
で
は
「
往
生
は
心
に
あ
る
」」（
昭

和
四
十
三
年
十
一
月
二
日
「
大
行
〈
四
〉」（『
曽
我
量
深
講
話

録
』
第
五
巻
一
三
三
頁
、
大
法
輪
閣
、
二
〇
一
六
年
）
と
い
っ
た

表
現
は
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
問
題
の
定
型
句
そ
の
も
の
が
語
ら

れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。

「
往
生
即
成
仏
」
と
い
う
言
葉
の
典
拠
を
筆
者
は
知
ら
な
い
。

中
村
玲
太
に
よ
れ
ば
、
そ
の
文
献
的
初
出
は
西
山
深
草
義
の
顕
意

（
一
二
三
八
〜
一
三
〇
四
）
の
『
観
経
玄
義
分
楷
定
記
』
巻
一

（『
西
山
全
書
』
第
六
巻
二
〇
〇
頁
、
浄
土
宗
西
山
派
宗
務
院
、

一
九
一
八
年
）
に
お
け
る
、
顕
意
に
対
す
る
問
い
に
出
て
く
る
箇

所
で
は
な
い
か
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
意
味
に
つ
い
て

は
、
大
谷
派
初
代
講
師
恵
空
（
一
六
四
四
〜
一
七
二
一
）
の
『
叢

林
集
』（
一
六
九
九
年
）「
往
生
成
仏
」
の
段
（『
續
眞
宗
大
系
』

第
十
巻
二
〇
九
〜
二
一
六
頁
）
を
ま
ず
参
照
の
こ
と
。

源
信
『
往
生
要
集
』
増
進
仏
道
楽
（『
真
宗
聖
教
全
書
一
』
七

七
三
〜
七
七
四
頁
、
大
八
木
興
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

『
教
行
信
証
』
証
巻
「
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、

往
相
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
即
の
時
に
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入

る
な
り
。」（『
真
宗
聖
典
』
二
八
〇
頁
、
東
本
願
寺
出
版
部
、
一

九
七
八
年
）。

『
教
行
信
証
』
信
巻
「
念
仏
衆
生
は
、
横
超
の
金
剛
心
を
窮
む

る
が
ゆ
え
に
、
臨
終
一
念
の
夕
、
大
般
涅
槃
を
超
証
す
。」（『
真

宗
聖
典
』
二
五
〇
頁
）。

昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量
深

選
集
』
第
十
二
巻
一
八
九
頁
）。
同
様
の
発
言
は
昭
和
四
十
二
年

四
月
十
二
日
「
往
生
と
成
仏
〈
二
〉」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第

三
巻
二
八
五
頁
）
な
ど
に
も
見
え
る
。

『
真
宗
聖
典
』
四
九
三
頁
。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
十
二
日
「
往
生
と
成
仏

〈
二
〉」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
三
巻
二
八
六
〜
二
九
〇
頁
）。

『
真
宗
聖
典
』
四
四
頁
。

同
前
二
四
三
頁
。

同
前
二
四
四
頁
。

同
前
二
四
五
頁
。
な
お
、
曽
我
は
こ
の
「
前
念
命
終
」
を
、
善

導
の
意
図
は
別
と
し
つ
つ
、『
愚
禿
鈔
』
で
の
「
本
願
を
信
受
す

る
は
、
前
念
命
終
な
り
。
即
得
往
生
は
、
後
念
即
生
な
り
。」（
同

前
四
三
〇
頁
）
と
い
う
親
鸞
の
解
釈
に
基
づ
き
「
我
等
の
自
力
我

慢
の
こ
こ
ろ
の
い
の
ち
が
終
っ
た
と
い
う
こ
と
」（
昭
和
四
十
二

年
六
月
二
十
七
日
『
往
生
と
成
仏
』
六
六
頁
）
な
ど
と
理
解
す
る
。

他
に
覚
如
（
一
二
七
一
〜
一
三
五
一
）
の
『
口
伝
鈔
』
が
多
く

参
照
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
證
空
（
一
一
七
七
〜
一
二
四
七
）
の

思
想
や
覚
如
の
意
図
な
ど
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
る
た
め
、
本
稿

で
は
取
り
扱
わ
な
い
。

昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量
深

選
集
』
第
十
二
巻
一
九
一
頁
）
な
ど
。

『
真
宗
聖
典
』
五
九
一
頁
。

昭
和
四
十
三
年
十
一
月
二
日
「
大
行
〈
三
〉」（『
曽
我
量
深
講

話
録
』
第
五
巻
一
一
八
頁
）
な
ど
。
た
だ
、『
末
灯
鈔
』
へ
の
言

及
は
早
い
時
期
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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選
集
』
第
十
二
巻
二
一
一
頁
、
彌
生
書
房
、
一
九
七
二
年
）。

同
前
。

同
前
二
一
五
頁
。

同
前
二
一
九
頁
。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
七
日
『
往
生
と
成

仏
』
質
疑
応
答
（
八
七
頁
、
真
宗
大
谷
派
岡
崎
教
務
所
、
一
九
六

八
年
：
再
刊
法
藏
館
、
一
九
八
四
年
）。
な
お
本
講
義
は
元
々

「
真
宗
の
人
間
像
」
と
い
う
題
で
、『
真
宗
』
第
七
六
三
〜
七
六

六
号
（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
、
一
九
六
七
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

例
を
挙
げ
れ
ば
、
曽
我
に
賛
同
す
る
も
の
と
し
て
寺
川
俊
昭

「
曽
我
量
深
師
は
こ
う
語
っ
た
　
三
・
四
」（『
寺
川
俊
昭
選
集
』

第
十
巻
、
文
栄
堂
、
二
〇
一
〇
年
：
初
出
『
大
法
輪
』
七
四
巻

二
・
三
号
、
大
法
輪
閣
、
二
〇
〇
七
年
）、
批
判
論
と
し
て
小
谷

信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
　
親
鸞
は
「
現
世
往
生
」
を
説
い
た

か
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
五
年
）、『
誤
解
さ
れ
た
親
鸞
の
往
生

論
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
他
に
、
曽

我
を
含
め
た
近
代
以
降
の
種
々
の
往
生
解
釈
を
検
討
し
た
も
の
と

し
て
、
山
崎
龍
明
「
近
代
日
本
に
お
け
る
往
生
観
の
諸
相
│
親
鸞

の
往
生
・
浄
土
・
成
仏
観
を
め
ぐ
っ
て
│
」（
浅
井
成
海
編
『
日

本
浄
土
教
の
形
成
と
展
開
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
四
年
）、
安
冨
信

哉
「
願
生
浄
土
│
往
生
の
信
心
│
」（『
親
鸞
・
信
の
教
相
』
法
藏

館
、
二
〇
一
二
年
：
初
出
『
真
宗
研
究
会
紀
要
』
第
四
〇
号
、
龍

谷
大
学
大
学
院
真
宗
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
は
曽
我
の
次
の
よ
う
な
発
言
に
よ
る
。「
結
論
を
言
え
ば

で
す
ね
、
往
生
は
心
に
あ
り
。
成
仏
は
身
に
あ
り
。
こ
う
い
う
ん

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。」（
昭
和
四
十
二
年
四
月
十
二
日
「
往
生
と
成

仏
〈
二
〉」『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
三
巻
三
〇
一
頁
、
大
法
輪
閣
、

二
〇
一
五
年
）、「
お
聖
教
を
ず
う
っ
と
よ
く
見
ま
す
る
と
い
う
と
、

往
生
は
心
に
あ
り
、
成
仏
は
身
に
あ
り
、
│
│
こ
う
い
う
よ
う
に

大
体
了
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。」（
昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」『
曽
我

量
深
選
集
』
第
十
二
巻
一
九
三
頁
）。

「
成
仏
と
い
う
こ
と
は
未
来
に
あ
る
。
往
生
と
い
う
こ
と
は
現

在
に
あ
る
。
往
生
は
心
に
あ
る
。
成
仏
は
身
に
あ
る
。」（『
曽
我

量
深
説
教
集
』
第
五
巻
三
〇
一
頁
、
法
藏
館
、
一
九
七
六
年
）。

な
お
、
同
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
以
下
の
講
演
録
に
も
同
様
の

発
言
が
見
え
る
。
昭
和
四
十
一
年
七
月
一
日
「
死
生
と
も
に
如
来

に
あ
り
（
一
）」（『
曽
我
量
深
先
生
講
話
集
』
第
四
巻
二
〇
八
頁
、

月
愛
苑
、
一
九
六
九
年
）、
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
十
二
日
「
浄

土
真
実
教
（
二
）」（
同
前
三
〇
〇
頁
）、
昭
和
四
十
二
年
一
月
十

五
日
「
真
実
の
教
え
（
承
前
）」（『
信
道
』
第
二
十
四
巻
第
二
号

五
頁
、
信
道
会
館
、
一
九
六
八
年
）。

こ
れ
が
直
接
講
題
に
示
さ
れ
る
嚆
矢
と
な
る
の
は
、
昭
和
四
十

二
年
三
月
十
五
日
発
行
『
願
生
』
第
二
二
号
（
大
谷
専
修
学
院
）

に
掲
載
さ
れ
た
「
往
生
と
成
仏
」、
次
い
で
昭
和
四
十
二
年
四
月

五
日
、
彰
如
上
人
二
十
五
回
忌
法
要
高
倉
会
館
記
念
講
演
「
成
仏

と
往
生
」（『
真
宗
』
第
七
六
〇
号
）
で
あ
ろ
う
。

昭
和
四
十
二
年
四
月
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
〈
一
〉」『
曽
我
量

深
講
話
録
』
第
三
巻
二
六
九
頁
。

こ
れ
は
『
正
信
念
仏
偈
聴
記
』（
東
本
願
寺
出
版
部
、
一
九
六

九
年
：『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
、
彌
生
書
房
、
一
九
七
二
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年
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。「
往
生
は
心
に
あ
り
、
成
仏
は
身
に

あ
り
」
と
い
う
定
型
句
が
語
ら
れ
た
講
義
録
は
、
私
見
の
限
り
こ

れ
が
最
後
で
あ
る
（
参
照
『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
七
五
頁
）。

そ
の
後
も
「
浄
土
真
宗
の
教
え
で
は
「
往
生
は
心
に
あ
る
」」（
昭

和
四
十
三
年
十
一
月
二
日
「
大
行
〈
四
〉」（『
曽
我
量
深
講
話

録
』
第
五
巻
一
三
三
頁
、
大
法
輪
閣
、
二
〇
一
六
年
）
と
い
っ
た

表
現
は
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
問
題
の
定
型
句
そ
の
も
の
が
語
ら

れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。

「
往
生
即
成
仏
」
と
い
う
言
葉
の
典
拠
を
筆
者
は
知
ら
な
い
。

中
村
玲
太
に
よ
れ
ば
、
そ
の
文
献
的
初
出
は
西
山
深
草
義
の
顕
意

（
一
二
三
八
〜
一
三
〇
四
）
の
『
観
経
玄
義
分
楷
定
記
』
巻
一

（『
西
山
全
書
』
第
六
巻
二
〇
〇
頁
、
浄
土
宗
西
山
派
宗
務
院
、

一
九
一
八
年
）
に
お
け
る
、
顕
意
に
対
す
る
問
い
に
出
て
く
る
箇

所
で
は
な
い
か
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
意
味
に
つ
い
て

は
、
大
谷
派
初
代
講
師
恵
空
（
一
六
四
四
〜
一
七
二
一
）
の
『
叢

林
集
』（
一
六
九
九
年
）「
往
生
成
仏
」
の
段
（『
續
眞
宗
大
系
』

第
十
巻
二
〇
九
〜
二
一
六
頁
）
を
ま
ず
参
照
の
こ
と
。

源
信
『
往
生
要
集
』
増
進
仏
道
楽
（『
真
宗
聖
教
全
書
一
』
七

七
三
〜
七
七
四
頁
、
大
八
木
興
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

『
教
行
信
証
』
証
巻
「
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、

往
相
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
即
の
時
に
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入

る
な
り
。」（『
真
宗
聖
典
』
二
八
〇
頁
、
東
本
願
寺
出
版
部
、
一

九
七
八
年
）。

『
教
行
信
証
』
信
巻
「
念
仏
衆
生
は
、
横
超
の
金
剛
心
を
窮
む

る
が
ゆ
え
に
、
臨
終
一
念
の
夕
、
大
般
涅
槃
を
超
証
す
。」（『
真

宗
聖
典
』
二
五
〇
頁
）。

昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量
深

選
集
』
第
十
二
巻
一
八
九
頁
）。
同
様
の
発
言
は
昭
和
四
十
二
年

四
月
十
二
日
「
往
生
と
成
仏
〈
二
〉」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第

三
巻
二
八
五
頁
）
な
ど
に
も
見
え
る
。

『
真
宗
聖
典
』
四
九
三
頁
。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
十
二
日
「
往
生
と
成
仏

〈
二
〉」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
三
巻
二
八
六
〜
二
九
〇
頁
）。

『
真
宗
聖
典
』
四
四
頁
。

同
前
二
四
三
頁
。

同
前
二
四
四
頁
。

同
前
二
四
五
頁
。
な
お
、
曽
我
は
こ
の
「
前
念
命
終
」
を
、
善

導
の
意
図
は
別
と
し
つ
つ
、『
愚
禿
鈔
』
で
の
「
本
願
を
信
受
す

る
は
、
前
念
命
終
な
り
。
即
得
往
生
は
、
後
念
即
生
な
り
。」（
同

前
四
三
〇
頁
）
と
い
う
親
鸞
の
解
釈
に
基
づ
き
「
我
等
の
自
力
我

慢
の
こ
こ
ろ
の
い
の
ち
が
終
っ
た
と
い
う
こ
と
」（
昭
和
四
十
二

年
六
月
二
十
七
日
『
往
生
と
成
仏
』
六
六
頁
）
な
ど
と
理
解
す
る
。

他
に
覚
如
（
一
二
七
一
〜
一
三
五
一
）
の
『
口
伝
鈔
』
が
多
く

参
照
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
證
空
（
一
一
七
七
〜
一
二
四
七
）
の

思
想
や
覚
如
の
意
図
な
ど
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
る
た
め
、
本
稿

で
は
取
り
扱
わ
な
い
。

昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量
深

選
集
』
第
十
二
巻
一
九
一
頁
）
な
ど
。

『
真
宗
聖
典
』
五
九
一
頁
。

昭
和
四
十
三
年
十
一
月
二
日
「
大
行
〈
三
〉」（『
曽
我
量
深
講

話
録
』
第
五
巻
一
一
八
頁
）
な
ど
。
た
だ
、『
末
灯
鈔
』
へ
の
言

及
は
早
い
時
期
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
九
日
「
往
生
と
成
仏

〈
二
〉」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
四
巻
八
二
〜
八
三
頁
、
大
法

輪
閣
、
二
〇
一
六
年
）。

昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量
深

選
集
』
第
十
二
巻
一
九
三
頁
）。

傍
点
原
文
、
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
十
二
日
「
往
生
と
成
仏
」

（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
四
巻
一
九
四
頁
）。

『
教
行
信
証
』
信
巻
序
、『
真
宗
聖
典
』
二
一
〇
頁
。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
十
二
日
「
往
生
と
成

仏
」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
四
巻
一
九
三
頁
）。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
六
日
『
往
生
と
成

仏
』
一
六
頁
。

同
前
一
七
頁
。
た
だ
し
こ
の
赤
松
連
城
の
話
を
す
る
の
は
こ
の

一
回
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
言
及
し
て
い
る
一
益
法
門
は
あ
く
ま
で
曽
我
が
想
定
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
異
な
る
一
益
法
門
理
解
も
あ
る
。

例
え
ば
清
沢
は
『
在
床
懺
悔
録
』（
明
治
二
十
八
年
〔
一
八
九

五
〕）
に
正
定
聚
と
滅
度
の
二
つ
に
つ
い
て
「
二
者
共
ニ
当
生
ノ

利
益
ト
シ
タ
ル
一
益
法
門
ノ
邪
義
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
」（『
清
沢
満
之

全
集
』
第
二
巻
二
五
頁
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
と
記
し
て

い
る
。

『
真
宗
聖
典
』
六
三
六
頁
。

昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
六
日
『
往
生
と
成
仏
』
二
七
頁
。

昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
九
日
「
往
生
と
成
仏
〈
二
〉」（『
曽

我
量
深
講
話
録
』
第
四
巻
九
四
頁
）。

こ
の
身
と
心
に
つ
い
て
曽
我
は
「
浄
土
真
宗
は
、
往
生
は
心
に

あ
る
。
成
仏
は
身
に
あ
る
。
聖
道
門
は
成
仏
は
心
に
あ
る
。
浄
土

宗
は
往
生
も
成
仏
も
身
に
あ
る
。」（
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
十
二

日
「
浄
土
真
実
教
（
二
）」『
曽
我
量
深
先
生
講
話
集
』
第
四
巻
三

〇
三
頁
）
と
述
べ
、
他
宗
と
の
対
比
か
ら
考
え
て
い
た
。
た
だ
し

こ
こ
で
い
う
聖
道
門
と
は
主
に
禅
宗
が
念
頭
に
あ
り
、
そ
れ
と
は

別
に
「
真
言
宗
は
身
が
成
仏
す
る
」（
同
前
三
〇
五
頁
）
と
も
確

か
め
る
が
、
曽
我
は
そ
こ
に
大
差
を
認
め
て
い
な
い
。

昭
和
四
十
二
年
九
月
十
九
日
「
往
生
の
意
義
に
つ
い
て

〈
三
〉」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
四
巻
一
八
〇
頁
）。

こ
の
よ
う
な
一
益
法
門
へ
の
曽
我
の
弁
明
は
、
か
え
っ
て
曽
我

の
よ
う
な
主
張
自
体
は
江
戸
の
昔
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
「
既
成
教
団
に
お
け
る
学
問
の
自
由
」
と

い
う
問
題
を
常
に
提
起
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
江
戸
期
の
学

僧
が
問
題
視
し
た
一
益
法
門
の
主
張
の
一
端
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
深
励
（
一
七
四
九
〜
一
八
一
七
）「
異
解
者
ノ
イ
フ

ゴ
ト
ク
ナ
ラ
バ
信
心
ノ
行
者
ハ
カ
ラ
ダ
ガ
ツ
ネ
ニ
淨
土
ニ
居
ス
ト

イ
ハ
ネ
バ
ナ
ラ
ズ
。」（『
眞
宗
大
系
』
第
十
五
巻
一
五
一
頁
上
）、

宣
明
（
一
七
四
九
〜
一
八
二
一
）「
云
何
取
違
ふ
ぞ
と
云
ふ
に
、

淨
土
常
に
居
す
と
云
ふ
處
を
此
の
我
身
が
常
に
淨
土
に
居
す
る
と

心
得
る
也
。」（『
續
眞
宗
大
系
』
第
六
巻
三
三
頁
上
）。

『
真
宗
聖
典
』
五
九
〇
頁
。

昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
七
日
『
往
生
と
成
仏
』
八
六
〜
八
七

頁
。親

鸞
の
「
い
た
る
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
、

武
田
未
来
雄
「
親
鸞
に
お
け
る
往
生
表
現
の
課
題
│
特
に
〈
い
た

る
〉
を
中
心
と
し
て
│
」（『
教
化
研
究
』
第
一
五
八
号
、
真
宗
大
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谷
派
教
学
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。
た
だ
し
、
武
田
は

曽
我
が
「
い
た
る
」
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
も
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
な
い
。

『
真
宗
聖
典
』
一
四
四
〜
一
四
五
頁
。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
三
年
七
月
十
九
日
『
正
信
念
仏
偈
聴

記
』
攻
究
五
（『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
二
七
五
頁
）。

『
真
宗
聖
典
』
二
〇
六
頁
。

昭
和
四
十
三
年
七
月
二
十
日
『
正
信
念
仏
偈
聴
記
』
第
九
講

（『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
一
八
七
頁
）。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
三
年
七
月
十
九
日
『
正
信
念
仏
偈
聴

記
』
攻
究
五
（『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
二
八
一
頁
）。

『
真
宗
聖
典
』
一
九
二
、
二
〇
六
、
二
〇
七
、
三
二
二
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
一
九
二
、
二
〇
六
、
四
九
〇
頁
。

曽
我
は
「〝
往
生
〞
が
〝
成
仏
〞
を
証
明
す
る
」
と
言
う
（
昭

和
四
十
二
年
十
一
月
十
二
日
「
往
生
と
成
仏
」『
曽
我
量
深
講
話

録
』
第
四
巻
二
一
二
頁
）。

『
歎
異
抄
』
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
の
講
義
が
い
つ
行
わ
れ
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
。『
教
化
研
究
』
第
六
六
号
一
九
二
頁
に
は
、

教
学
研
究
所
が
担
当
し
た
伝
研
・
伝
講
で
の
曽
我
の
講
義
一
覧
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
『
歎
異
抄
』
が
講
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
昭
和

三
十
二
年
の
二
つ
の
講
義
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
ど
ち
ら
か
か
も
し

れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
一
覧
も
教
学
研
究
所
が
関
わ
る
全
て
の

講
義
を
網
羅
し
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
『
教

化
研
究
』
第
二
六
号
の
研
究
所
雑
記
に
は
昭
和
三
十
五
年
か
ら
曽

我
の
『
愚
禿
抄
〔
マ
マ
〕』
の
講
座
が
開
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、

一
覧
に
は
記
載
が
な
い
。

括
弧
内
引
用
者
、「
信
心
と
往
生
」（『
曽
我
量
深
集
（
上
）』
二

四
二
頁
、
東
本
願
寺
出
版
部
、
二
〇
一
二
年
）。

中
略
引
用
者
、
同
前
二
四
六
頁
。

同
趣
旨
の
発
言
は
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
七
月
三
日

「
仏
と
は
〈
二
〉」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
二
巻
四
四
頁
、
大

法
輪
閣
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量
深

選
集
』
第
十
二
巻
二
一
一
頁
）。

「
真
俗
二
諦
」（『
曽
我
量
深
講
義
集
』
第
五
巻
一
七
七
頁
、
彌

生
書
房
、
一
九
八
〇
年
：
初
出
『
真
人
』
第
三
二
号
、
真
人
社
、

一
九
五
一
年
）。

こ
の
点
に
関
し
て
は
拙
論
「
曽
我
量
深
　
晩
年
の
思
索
│
第
十

七
願
と
第
二
十
願
と
の
対
応
│
」（
水
島
見
一
編
『
曽
我
教
学
│

法
蔵
菩
薩
と
宿
業
│
』
方
丈
堂
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
で
詳
論
し

た
。森

本
省
念
は
次
の
よ
う
に
大
拙
の
言
葉
を
回
顧
し
て
い
る
。

「
翁
は
「
曽
我
さ
ん
も
こ
の
頃
は
ワ
シ
の
本
の
影
響
を
受
け
と
る

だ
ろ
う
」
と
微
笑
さ
れ
た
。（
し
か
し
大
拙
翁
の
禅
も
大
谷
大
学

へ
行
か
れ
、
真
宗
人
に
接
せ
ら
れ
て
大
い
に
深
く
な
っ
た
と
私
は

思
う
の
で
す
）。」（「
大
拙
翁
と
の
出
会
い
」『
回
想
鈴
木
大
拙
』

二
四
五
〜
二
四
六
頁
、
春
秋
社
、
一
九
七
五
年
）
な
お
、
坂
東
性

純
は
こ
の
大
拙
の
発
言
を
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
の
こ
と

だ
と
記
し
て
い
る
（「
鈴
木
大
拙
│
霊
性
と
浄
土
教
│
」『
浄
土
仏

教
の
思
想
』
第
十
五
巻
一
〇
一
頁
、
講
談
社
、
一
九
九
三
年
）。

『
真
宗
聖
典
』
八
〇
頁
。

中
略
引
用
者
、『
浄
土
系
思
想
論
』（『
鈴
木
大
拙
全
集
〔
新
版
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中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
九
日
「
往
生
と
成
仏

〈
二
〉」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
四
巻
八
二
〜
八
三
頁
、
大
法

輪
閣
、
二
〇
一
六
年
）。

昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量
深

選
集
』
第
十
二
巻
一
九
三
頁
）。

傍
点
原
文
、
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
十
二
日
「
往
生
と
成
仏
」

（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
四
巻
一
九
四
頁
）。

『
教
行
信
証
』
信
巻
序
、『
真
宗
聖
典
』
二
一
〇
頁
。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
十
二
日
「
往
生
と
成

仏
」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
四
巻
一
九
三
頁
）。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
六
日
『
往
生
と
成

仏
』
一
六
頁
。

同
前
一
七
頁
。
た
だ
し
こ
の
赤
松
連
城
の
話
を
す
る
の
は
こ
の

一
回
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
言
及
し
て
い
る
一
益
法
門
は
あ
く
ま
で
曽
我
が
想
定
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
異
な
る
一
益
法
門
理
解
も
あ
る
。

例
え
ば
清
沢
は
『
在
床
懺
悔
録
』（
明
治
二
十
八
年
〔
一
八
九

五
〕）
に
正
定
聚
と
滅
度
の
二
つ
に
つ
い
て
「
二
者
共
ニ
当
生
ノ

利
益
ト
シ
タ
ル
一
益
法
門
ノ
邪
義
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
」（『
清
沢
満
之

全
集
』
第
二
巻
二
五
頁
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
と
記
し
て

い
る
。

『
真
宗
聖
典
』
六
三
六
頁
。

昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
六
日
『
往
生
と
成
仏
』
二
七
頁
。

昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
九
日
「
往
生
と
成
仏
〈
二
〉」（『
曽

我
量
深
講
話
録
』
第
四
巻
九
四
頁
）。

こ
の
身
と
心
に
つ
い
て
曽
我
は
「
浄
土
真
宗
は
、
往
生
は
心
に

あ
る
。
成
仏
は
身
に
あ
る
。
聖
道
門
は
成
仏
は
心
に
あ
る
。
浄
土

宗
は
往
生
も
成
仏
も
身
に
あ
る
。」（
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
十
二

日
「
浄
土
真
実
教
（
二
）」『
曽
我
量
深
先
生
講
話
集
』
第
四
巻
三

〇
三
頁
）
と
述
べ
、
他
宗
と
の
対
比
か
ら
考
え
て
い
た
。
た
だ
し

こ
こ
で
い
う
聖
道
門
と
は
主
に
禅
宗
が
念
頭
に
あ
り
、
そ
れ
と
は

別
に
「
真
言
宗
は
身
が
成
仏
す
る
」（
同
前
三
〇
五
頁
）
と
も
確

か
め
る
が
、
曽
我
は
そ
こ
に
大
差
を
認
め
て
い
な
い
。

昭
和
四
十
二
年
九
月
十
九
日
「
往
生
の
意
義
に
つ
い
て

〈
三
〉」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
四
巻
一
八
〇
頁
）。

こ
の
よ
う
な
一
益
法
門
へ
の
曽
我
の
弁
明
は
、
か
え
っ
て
曽
我

の
よ
う
な
主
張
自
体
は
江
戸
の
昔
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
「
既
成
教
団
に
お
け
る
学
問
の
自
由
」
と

い
う
問
題
を
常
に
提
起
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
江
戸
期
の
学

僧
が
問
題
視
し
た
一
益
法
門
の
主
張
の
一
端
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
深
励
（
一
七
四
九
〜
一
八
一
七
）「
異
解
者
ノ
イ
フ

ゴ
ト
ク
ナ
ラ
バ
信
心
ノ
行
者
ハ
カ
ラ
ダ
ガ
ツ
ネ
ニ
淨
土
ニ
居
ス
ト

イ
ハ
ネ
バ
ナ
ラ
ズ
。」（『
眞
宗
大
系
』
第
十
五
巻
一
五
一
頁
上
）、

宣
明
（
一
七
四
九
〜
一
八
二
一
）「
云
何
取
違
ふ
ぞ
と
云
ふ
に
、

淨
土
常
に
居
す
と
云
ふ
處
を
此
の
我
身
が
常
に
淨
土
に
居
す
る
と

心
得
る
也
。」（『
續
眞
宗
大
系
』
第
六
巻
三
三
頁
上
）。

『
真
宗
聖
典
』
五
九
〇
頁
。

昭
和
四
十
二
年
六
月
二
十
七
日
『
往
生
と
成
仏
』
八
六
〜
八
七

頁
。親

鸞
の
「
い
た
る
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
、

武
田
未
来
雄
「
親
鸞
に
お
け
る
往
生
表
現
の
課
題
│
特
に
〈
い
た

る
〉
を
中
心
と
し
て
│
」（『
教
化
研
究
』
第
一
五
八
号
、
真
宗
大
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谷
派
教
学
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。
た
だ
し
、
武
田
は

曽
我
が
「
い
た
る
」
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
も
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
な
い
。

『
真
宗
聖
典
』
一
四
四
〜
一
四
五
頁
。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
三
年
七
月
十
九
日
『
正
信
念
仏
偈
聴

記
』
攻
究
五
（『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
二
七
五
頁
）。

『
真
宗
聖
典
』
二
〇
六
頁
。

昭
和
四
十
三
年
七
月
二
十
日
『
正
信
念
仏
偈
聴
記
』
第
九
講

（『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
一
八
七
頁
）。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
三
年
七
月
十
九
日
『
正
信
念
仏
偈
聴

記
』
攻
究
五
（『
曽
我
量
深
選
集
』
第
九
巻
二
八
一
頁
）。

『
真
宗
聖
典
』
一
九
二
、
二
〇
六
、
二
〇
七
、
三
二
二
頁
。

『
真
宗
聖
典
』
一
九
二
、
二
〇
六
、
四
九
〇
頁
。

曽
我
は
「〝
往
生
〞
が
〝
成
仏
〞
を
証
明
す
る
」
と
言
う
（
昭

和
四
十
二
年
十
一
月
十
二
日
「
往
生
と
成
仏
」『
曽
我
量
深
講
話

録
』
第
四
巻
二
一
二
頁
）。

『
歎
異
抄
』
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
の
講
義
が
い
つ
行
わ
れ
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
。『
教
化
研
究
』
第
六
六
号
一
九
二
頁
に
は
、

教
学
研
究
所
が
担
当
し
た
伝
研
・
伝
講
で
の
曽
我
の
講
義
一
覧
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
『
歎
異
抄
』
が
講
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
昭
和

三
十
二
年
の
二
つ
の
講
義
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
ど
ち
ら
か
か
も
し

れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
一
覧
も
教
学
研
究
所
が
関
わ
る
全
て
の

講
義
を
網
羅
し
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
『
教

化
研
究
』
第
二
六
号
の
研
究
所
雑
記
に
は
昭
和
三
十
五
年
か
ら
曽

我
の
『
愚
禿
抄
〔
マ
マ
〕』
の
講
座
が
開
か
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、

一
覧
に
は
記
載
が
な
い
。

括
弧
内
引
用
者
、「
信
心
と
往
生
」（『
曽
我
量
深
集
（
上
）』
二

四
二
頁
、
東
本
願
寺
出
版
部
、
二
〇
一
二
年
）。

中
略
引
用
者
、
同
前
二
四
六
頁
。

同
趣
旨
の
発
言
は
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
七
月
三
日

「
仏
と
は
〈
二
〉」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
二
巻
四
四
頁
、
大

法
輪
閣
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量
深

選
集
』
第
十
二
巻
二
一
一
頁
）。

「
真
俗
二
諦
」（『
曽
我
量
深
講
義
集
』
第
五
巻
一
七
七
頁
、
彌

生
書
房
、
一
九
八
〇
年
：
初
出
『
真
人
』
第
三
二
号
、
真
人
社
、

一
九
五
一
年
）。

こ
の
点
に
関
し
て
は
拙
論
「
曽
我
量
深
　
晩
年
の
思
索
│
第
十

七
願
と
第
二
十
願
と
の
対
応
│
」（
水
島
見
一
編
『
曽
我
教
学
│

法
蔵
菩
薩
と
宿
業
│
』
方
丈
堂
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
で
詳
論
し

た
。森

本
省
念
は
次
の
よ
う
に
大
拙
の
言
葉
を
回
顧
し
て
い
る
。

「
翁
は
「
曽
我
さ
ん
も
こ
の
頃
は
ワ
シ
の
本
の
影
響
を
受
け
と
る

だ
ろ
う
」
と
微
笑
さ
れ
た
。（
し
か
し
大
拙
翁
の
禅
も
大
谷
大
学

へ
行
か
れ
、
真
宗
人
に
接
せ
ら
れ
て
大
い
に
深
く
な
っ
た
と
私
は

思
う
の
で
す
）。」（「
大
拙
翁
と
の
出
会
い
」『
回
想
鈴
木
大
拙
』

二
四
五
〜
二
四
六
頁
、
春
秋
社
、
一
九
七
五
年
）
な
お
、
坂
東
性

純
は
こ
の
大
拙
の
発
言
を
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
の
こ
と

だ
と
記
し
て
い
る
（「
鈴
木
大
拙
│
霊
性
と
浄
土
教
│
」『
浄
土
仏

教
の
思
想
』
第
十
五
巻
一
〇
一
頁
、
講
談
社
、
一
九
九
三
年
）。

『
真
宗
聖
典
』
八
〇
頁
。

中
略
引
用
者
、『
浄
土
系
思
想
論
』（『
鈴
木
大
拙
全
集
〔
新
版

（

）
45

（

）
46

（

）
47

（

）
48

（

）
49

（

）
50

（

）
51

（

）
52

（

）
53

（

）
54

（

）
55

（

）
56

（

）
57

（

）
58

（

）
59

（

）
60

（

）
61

（

）
62



38

増
補
〕』
第
六
巻
七
四
〜
七
五
頁
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）。

同
前
一
一
〇
頁
。

同
前
一
一
三
頁
。

同
前
一
一
五
頁
。
な
お
、
大
拙
の
浄
土
理
解
に
つ
い
て
飯
島
孝

良
か
ら
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

こ
の
よ
う
な
浄
土
理
解
を
藤
田
宏
達
は
「
浄
土
教
の
中
心
思
想

を
な
す
浄
土
の
観
念
を
般
若
空
の
立
場
か
ら
解
明
し
た
も
の
」
と

評
す
る
（「
大
拙
先
生
と
浄
土
教
再
考
」『
追
想
鈴
木
大
拙
』
二
八

一
頁
、
松
ヶ
岡
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）。

例
え
ば
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
十
二
月
刊
『
信
仰
と
人

生
』
に
次
の
曽
我
の
言
葉
が
あ
る
。「
鈴
木
大
拙
先
生
は
、
先
年

ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ
て
来
ら
れ
た
際
、
真
宗
や
浄
土
宗
の
人
は
、

浄
土
は
西
方
十
万
億
土
彼
方
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
問
題

に
し
て
苦
し
い
会
通
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
そ
の
浄
土
を
こ

ち
ら
へ
引
っ
張
っ
て
来
た
ら
ど
う
だ
、
と
言
わ
れ
た
。（
中
略
）

深
い
意
味
を
も
っ
た
話
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
私
は
や
は
り
、
こ

ち
ら
が
浄
土
へ
近
づ
く
の
で
は
な
く
、
浄
土
が
こ
ち
ら
へ
近
づ
い

て
来
る
、
と
思
う
の
で
あ
る
。」（
中
略
引
用
者
、『
曽
我
量
深
講

義
集
』
第
八
巻
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
、
彌
生
書
房
、
一
九
八
三

年
）。坂

東
性
純
「
鈴
木
大
拙
│
霊
性
と
浄
土
教
│
」（『
浄
土
仏
教
の

思
想
』
第
十
五
巻
一
〇
六
〜
一
〇
七
頁
）、
蓮
沼
直
應
「
鈴
木
大

拙
に
お
け
る
禅
と
浄
土
教
│
『
浄
土
系
思
想
論
』
の
解
釈
を
中
心

に
│
」（『
倫
理
学
』
第
二
七
号
一
三
九
〜
一
四
〇
頁
、
筑
波
大
学

倫
理
学
原
論
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
）。

鈴
木
大
拙
、
曽
我
量
深
、
金
子
大
榮
、
西
谷
啓
治
『
親
鸞
の
世

界
』
一
四
五
頁
、
東
本
願
寺
出
版
部
、
一
九
六
四
年
。

昭
和
四
十
一
年
九
月
発
行
『
教
化
研
究
』
第
五
十
一
号
（『
曽

我
量
深
対
話
集
』
六
三
頁
、
彌
生
書
房
、
一
九
七
三
年
）。

な
お
鈴
木
大
拙
の
還
相
廻
向
理
解
に
関
し
て
は
縷
々
指
摘
さ
れ

る
が
、
そ
の
代
表
と
し
て
竹
村
牧
男
「
大
拙
に
お
け
る
禅
と
浄

土
」「
大
拙
の
浄
土
教
観
│
還
相
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
西

田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙
│
そ
の
魂
の
交
流
に
聴
く
』
大
東
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

『
鈴
木
大
拙
全
集
〔
新
版
増
補
〕』
第
六
巻
一
一
四
頁
。

中
略
引
用
者
、『
親
鸞
の
世
界
』
一
四
三
頁
。

昭
和
三
十
八
年
六
月
二
十
八
日
の
「
還
相
廻
向
〈
二
〉」
と
い

う
講
話
で
曽
我
は
「
宗
学
な
ど
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
生
き
て
い

る
う
ち
に
還
相
な
ど
な
い
と
言
う
。
そ
れ
は
、
自
分
が
還
相
な
ど

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
禅
宗
な
ど
は
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
還
相

し
て
い
る
と
大
言
壮
語
し
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
を
ま
じ

め
に
反
省
し
て
い
る
人
が
あ
る
に
違
い
な
い
。」（『
曽
我
量
深
講

話
録
』
第
一
巻
三
二
七
頁
、
大
法
輪
閣
、
二
〇
一
五
年
）
と
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
禅
宗
」
と
は
、
大
拙
を
意
識
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
大
拙
の
没
後
の
昭
和
四
十

一
年
十
一
月
六
日
に
は
、「
浄
土
み
た
い
な
所
は
退
屈
で
、
あ
ん

な
所
に
は
一
日
も
居
ら
れ
な
い
、
と
言
わ
れ
る
の
は
、
鈴
木
先
生

は
、
浄
土
へ
往
っ
た
こ
と
が
な
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
喜
び

が
な
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
こ
の
頃
は

恐
ら
く
は
浄
土
へ
往
っ
て
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思

う
。」（「
報
土
と
化
土
〈
一
〉」『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
三
巻
二

二
〇
頁
）
と
皮
肉
を
言
っ
て
い
る
が
、
曽
我
は
大
拙
が
直
ち
に
還
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相
を
語
る
点
を
一
貫
し
て
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

傍
点
原
文
、『
親
鸞
の
世
界
』
一
四
六
頁
。

中
略
引
用
者
、『
曽
我
量
深
集
（
下
）』
一
二
〇
頁
、
東
本
願
寺

出
版
部
、
二
〇
一
三
年
。
な
お
こ
れ
は
同
年
六
月
十
八
〜
二
十
日

に
お
こ
な
わ
れ
た
伝
研
大
会
の
講
演
録
と
考
え
ら
れ
る
（
参
照

『
教
化
研
究
』
第
六
六
号
一
九
二
頁
）。

『
曽
我
量
深
集
（
下
）』
一
四
〇
頁
。

『
曽
我
量
深
選
集
』
第
十
二
巻
に
は
「
往
生
と
成
仏
」
の
題
で

収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
初
出
の
『
中
道
』
第
六
五
号
を
見
る
と
、

原
題
は
こ
の
通
り
で
あ
る
。

「
往
生
と
成
仏
」（『
信
に
死
し
願
に
生
き
よ
』
四
一
二
頁
、
百

華
苑
、
一
九
七
六
年
）、「
立
教
開
宗
│
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量

深
選
集
』
第
十
二
巻
二
一
六
頁
）、「
立
教
開
宗
」（『
曽
我
量
深
説

教
集
』
第
十
巻
二
九
五
頁
、
法
藏
館
、
一
九
七
八
年
）。
た
だ
し
、

曽
我
が
大
拙
の
浄
土
理
解
を
語
る
の
は
こ
の
と
き
以
前
に
も
あ
る
。

昭
和
三
十
六
年
四
月
二
十
一
日
「
信
に
死
し
願
に
生
き
よ
」（『
曽

我
量
深
選
集
』
第
十
二
巻
八
四
頁
）、
昭
和
四
十
年
十
二
月
十
六

日
「
真
宗
大
綱
」（『
親
鸞
教
学
』
第
五
一
号
一
〇
五
頁
、
大
谷
大

学
真
宗
学
会
、
一
九
八
八
年
）。
ち
な
み
に
曽
我
は
、
単
に
大
拙

の
理
解
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
哲
学
者
の
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七

〇
〜
一
九
四
五
）
も
感
心
し
た
と
も
言
及
す
る
（「
立
教
開
宗
」

『
曽
我
量
深
説
教
集
』
第
十
巻
二
九
七
頁
な
ど
）
が
、
そ
の
西
田

は
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
に
執
筆
し
た
論
文
「
場
所
的
論
理

と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
、
こ
の
大
拙
の
浄
土
理
解
に
言
及

し
て
い
る
（『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
巻
三
六
七
頁
、
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
四
年
）。
な
お
こ
の
西
田
の
論
文
と
親
鸞
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
は
、
名
和
達
宣
「
西
田
幾
多
郎
と
『
教
行
信
証
』
│

最
後
の
完
成
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
執
筆
の
背

景
│
」（『
現
代
と
親
鸞
』
第
三
十
一
号
、
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
大
拙
の
理
解
に
つ
い

て
、
曽
我
は
常
に
人
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
と
断
り
を
入
れ
、
さ

ら
に
「
な
ん
か
鈴
木
先
生
の
書
物
に
書
い
て
あ
る
ん
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。」（「
立
教
開
宗
」『
曽
我
量
深
説
教
集
』
第
十
巻
二
九
七

頁
）
と
も
述
べ
て
お
り
、『
浄
土
系
思
想
論
』
を
読
ん
で
い
な
い

可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
曽
我
が
こ
れ
を
誰
か
ら
聞
い
た
の
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
松
原
祐
善
（
一
九
〇
六
〜
一
九
九
一
）
は
昭
和
二

十
八
年
頃
に
曽
我
と
こ
の
話
を
し
た
と
証
言
し
て
い
る
（「
地
方

で
先
生
を
お
迎
え
し
て
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
六
巻
月
報
五
頁
）。

傍
点
原
文
、
中
略
引
用
者
、『
曽
我
量
深
選
集
』
第
十
二
巻
二

一
六
〜
二
一
八
頁
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
が
「
世
々

生
々
の
父
母
兄
弟
」（『
歎
異
抄
講
座
』
第
一
巻
一
九
一
〜
一
九
四

頁
、
彌
生
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
に
も
見
え
る
。「
世
々
生
々
の

父
母
兄
弟
」
の
講
話
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
曽
我
の

講
話
が
多
数
抄
録
さ
れ
て
い
る
津
曲
淳
三
『
親
鸞
の
大
地
│
曽
我

量
深
随
聞
日
録
│
』（
彌
生
書
房
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
れ
ば
、

恐
ら
く
昭
和
四
十
二
年
十
月
二
十
七
日
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
曽
我
の
「
還
相
も
ま
た
〝
現
在
〞
に
あ
り
」（『
親

鸞
と
の
対
話
』
二
一
二
頁
、
彌
生
書
房
、
一
九
八
二
年
）
と
い
う

発
言
は
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
端
的
に
言
い
表
し
て
い
る
（
発
言
年

月
日
は
恐
ら
く
昭
和
四
十
二
年
十
月
二
十
七
日
、
前
註
も
参
照
）。

た
だ
し
、「
往
相
と
還
相
と
が
対
面
す
る
」
と
い
う
時
の
還
相
と
、

「
無
意
識
の
世
界
」
と
し
て
の
還
相
と
は
、
実
は
別
個
の
概
念
だ
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増
補
〕』
第
六
巻
七
四
〜
七
五
頁
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）。

同
前
一
一
〇
頁
。

同
前
一
一
三
頁
。

同
前
一
一
五
頁
。
な
お
、
大
拙
の
浄
土
理
解
に
つ
い
て
飯
島
孝

良
か
ら
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

こ
の
よ
う
な
浄
土
理
解
を
藤
田
宏
達
は
「
浄
土
教
の
中
心
思
想

を
な
す
浄
土
の
観
念
を
般
若
空
の
立
場
か
ら
解
明
し
た
も
の
」
と

評
す
る
（「
大
拙
先
生
と
浄
土
教
再
考
」『
追
想
鈴
木
大
拙
』
二
八

一
頁
、
松
ヶ
岡
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）。

例
え
ば
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
十
二
月
刊
『
信
仰
と
人

生
』
に
次
の
曽
我
の
言
葉
が
あ
る
。「
鈴
木
大
拙
先
生
は
、
先
年

ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ
て
来
ら
れ
た
際
、
真
宗
や
浄
土
宗
の
人
は
、

浄
土
は
西
方
十
万
億
土
彼
方
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
問
題

に
し
て
苦
し
い
会
通
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
そ
の
浄
土
を
こ

ち
ら
へ
引
っ
張
っ
て
来
た
ら
ど
う
だ
、
と
言
わ
れ
た
。（
中
略
）

深
い
意
味
を
も
っ
た
話
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
私
は
や
は
り
、
こ

ち
ら
が
浄
土
へ
近
づ
く
の
で
は
な
く
、
浄
土
が
こ
ち
ら
へ
近
づ
い

て
来
る
、
と
思
う
の
で
あ
る
。」（
中
略
引
用
者
、『
曽
我
量
深
講

義
集
』
第
八
巻
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
、
彌
生
書
房
、
一
九
八
三

年
）。坂

東
性
純
「
鈴
木
大
拙
│
霊
性
と
浄
土
教
│
」（『
浄
土
仏
教
の

思
想
』
第
十
五
巻
一
〇
六
〜
一
〇
七
頁
）、
蓮
沼
直
應
「
鈴
木
大

拙
に
お
け
る
禅
と
浄
土
教
│
『
浄
土
系
思
想
論
』
の
解
釈
を
中
心

に
│
」（『
倫
理
学
』
第
二
七
号
一
三
九
〜
一
四
〇
頁
、
筑
波
大
学

倫
理
学
原
論
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
）。

鈴
木
大
拙
、
曽
我
量
深
、
金
子
大
榮
、
西
谷
啓
治
『
親
鸞
の
世

界
』
一
四
五
頁
、
東
本
願
寺
出
版
部
、
一
九
六
四
年
。

昭
和
四
十
一
年
九
月
発
行
『
教
化
研
究
』
第
五
十
一
号
（『
曽

我
量
深
対
話
集
』
六
三
頁
、
彌
生
書
房
、
一
九
七
三
年
）。

な
お
鈴
木
大
拙
の
還
相
廻
向
理
解
に
関
し
て
は
縷
々
指
摘
さ
れ

る
が
、
そ
の
代
表
と
し
て
竹
村
牧
男
「
大
拙
に
お
け
る
禅
と
浄

土
」「
大
拙
の
浄
土
教
観
│
還
相
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
西

田
幾
多
郎
と
鈴
木
大
拙
│
そ
の
魂
の
交
流
に
聴
く
』
大
東
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

『
鈴
木
大
拙
全
集
〔
新
版
増
補
〕』
第
六
巻
一
一
四
頁
。

中
略
引
用
者
、『
親
鸞
の
世
界
』
一
四
三
頁
。

昭
和
三
十
八
年
六
月
二
十
八
日
の
「
還
相
廻
向
〈
二
〉」
と
い

う
講
話
で
曽
我
は
「
宗
学
な
ど
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
生
き
て
い

る
う
ち
に
還
相
な
ど
な
い
と
言
う
。
そ
れ
は
、
自
分
が
還
相
な
ど

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
禅
宗
な
ど
は
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
還
相

し
て
い
る
と
大
言
壮
語
し
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
を
ま
じ

め
に
反
省
し
て
い
る
人
が
あ
る
に
違
い
な
い
。」（『
曽
我
量
深
講

話
録
』
第
一
巻
三
二
七
頁
、
大
法
輪
閣
、
二
〇
一
五
年
）
と
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
禅
宗
」
と
は
、
大
拙
を
意
識
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
大
拙
の
没
後
の
昭
和
四
十

一
年
十
一
月
六
日
に
は
、「
浄
土
み
た
い
な
所
は
退
屈
で
、
あ
ん

な
所
に
は
一
日
も
居
ら
れ
な
い
、
と
言
わ
れ
る
の
は
、
鈴
木
先
生

は
、
浄
土
へ
往
っ
た
こ
と
が
な
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
喜
び

が
な
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
こ
の
頃
は

恐
ら
く
は
浄
土
へ
往
っ
て
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思

う
。」（「
報
土
と
化
土
〈
一
〉」『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
三
巻
二

二
〇
頁
）
と
皮
肉
を
言
っ
て
い
る
が
、
曽
我
は
大
拙
が
直
ち
に
還
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相
を
語
る
点
を
一
貫
し
て
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

傍
点
原
文
、『
親
鸞
の
世
界
』
一
四
六
頁
。

中
略
引
用
者
、『
曽
我
量
深
集
（
下
）』
一
二
〇
頁
、
東
本
願
寺

出
版
部
、
二
〇
一
三
年
。
な
お
こ
れ
は
同
年
六
月
十
八
〜
二
十
日

に
お
こ
な
わ
れ
た
伝
研
大
会
の
講
演
録
と
考
え
ら
れ
る
（
参
照

『
教
化
研
究
』
第
六
六
号
一
九
二
頁
）。

『
曽
我
量
深
集
（
下
）』
一
四
〇
頁
。

『
曽
我
量
深
選
集
』
第
十
二
巻
に
は
「
往
生
と
成
仏
」
の
題
で

収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
初
出
の
『
中
道
』
第
六
五
号
を
見
る
と
、

原
題
は
こ
の
通
り
で
あ
る
。

「
往
生
と
成
仏
」（『
信
に
死
し
願
に
生
き
よ
』
四
一
二
頁
、
百

華
苑
、
一
九
七
六
年
）、「
立
教
開
宗
│
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量

深
選
集
』
第
十
二
巻
二
一
六
頁
）、「
立
教
開
宗
」（『
曽
我
量
深
説

教
集
』
第
十
巻
二
九
五
頁
、
法
藏
館
、
一
九
七
八
年
）。
た
だ
し
、

曽
我
が
大
拙
の
浄
土
理
解
を
語
る
の
は
こ
の
と
き
以
前
に
も
あ
る
。

昭
和
三
十
六
年
四
月
二
十
一
日
「
信
に
死
し
願
に
生
き
よ
」（『
曽

我
量
深
選
集
』
第
十
二
巻
八
四
頁
）、
昭
和
四
十
年
十
二
月
十
六

日
「
真
宗
大
綱
」（『
親
鸞
教
学
』
第
五
一
号
一
〇
五
頁
、
大
谷
大

学
真
宗
学
会
、
一
九
八
八
年
）。
ち
な
み
に
曽
我
は
、
単
に
大
拙

の
理
解
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
哲
学
者
の
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七

〇
〜
一
九
四
五
）
も
感
心
し
た
と
も
言
及
す
る
（「
立
教
開
宗
」

『
曽
我
量
深
説
教
集
』
第
十
巻
二
九
七
頁
な
ど
）
が
、
そ
の
西
田

は
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
に
執
筆
し
た
論
文
「
場
所
的
論
理

と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
、
こ
の
大
拙
の
浄
土
理
解
に
言
及

し
て
い
る
（『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
巻
三
六
七
頁
、
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
四
年
）。
な
お
こ
の
西
田
の
論
文
と
親
鸞
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
は
、
名
和
達
宣
「
西
田
幾
多
郎
と
『
教
行
信
証
』
│

最
後
の
完
成
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
執
筆
の
背

景
│
」（『
現
代
と
親
鸞
』
第
三
十
一
号
、
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
大
拙
の
理
解
に
つ
い

て
、
曽
我
は
常
に
人
か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
と
断
り
を
入
れ
、
さ

ら
に
「
な
ん
か
鈴
木
先
生
の
書
物
に
書
い
て
あ
る
ん
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。」（「
立
教
開
宗
」『
曽
我
量
深
説
教
集
』
第
十
巻
二
九
七

頁
）
と
も
述
べ
て
お
り
、『
浄
土
系
思
想
論
』
を
読
ん
で
い
な
い

可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
曽
我
が
こ
れ
を
誰
か
ら
聞
い
た
の
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
松
原
祐
善
（
一
九
〇
六
〜
一
九
九
一
）
は
昭
和
二

十
八
年
頃
に
曽
我
と
こ
の
話
を
し
た
と
証
言
し
て
い
る
（「
地
方

で
先
生
を
お
迎
え
し
て
」『
曽
我
量
深
選
集
』
第
六
巻
月
報
五
頁
）。

傍
点
原
文
、
中
略
引
用
者
、『
曽
我
量
深
選
集
』
第
十
二
巻
二

一
六
〜
二
一
八
頁
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
が
「
世
々

生
々
の
父
母
兄
弟
」（『
歎
異
抄
講
座
』
第
一
巻
一
九
一
〜
一
九
四

頁
、
彌
生
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
に
も
見
え
る
。「
世
々
生
々
の

父
母
兄
弟
」
の
講
話
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
曽
我
の

講
話
が
多
数
抄
録
さ
れ
て
い
る
津
曲
淳
三
『
親
鸞
の
大
地
│
曽
我

量
深
随
聞
日
録
│
』（
彌
生
書
房
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
れ
ば
、

恐
ら
く
昭
和
四
十
二
年
十
月
二
十
七
日
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
曽
我
の
「
還
相
も
ま
た
〝
現
在
〞
に
あ
り
」（『
親

鸞
と
の
対
話
』
二
一
二
頁
、
彌
生
書
房
、
一
九
八
二
年
）
と
い
う

発
言
は
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
端
的
に
言
い
表
し
て
い
る
（
発
言
年

月
日
は
恐
ら
く
昭
和
四
十
二
年
十
月
二
十
七
日
、
前
註
も
参
照
）。

た
だ
し
、「
往
相
と
還
相
と
が
対
面
す
る
」
と
い
う
時
の
還
相
と
、

「
無
意
識
の
世
界
」
と
し
て
の
還
相
と
は
、
実
は
別
個
の
概
念
だ
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と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は
そ
の
指
摘
に
止
め
る
。

『
曽
我
量
深
対
話
集
』
十
八
頁
。

同
前
十
九
頁
。

同
前
二
三
頁
。
な
お
こ
の
対
談
に
つ
い
て
は
、
上
田
閑
照

「『
間
（
あ
い
だ
）』
の
妙
│
鈴
木
大
拙
と
曽
我
量
深
│
」（
二
〇

〇
六
年
十
月
十
三
日
、
大
谷
大
学
開
学
記
念
式
典
・
特
別
講
演
）

に
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
。
本
講
演
は
二
〇
一
六
年
七
月
現
在
、

大
谷
大
学
か
ら
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
配
信
さ
れ
て
い
る
。 

http://w
eb.otani.ac.jp/stream

ing/index.htm
l

昭
和
四
十
二
年
十
月
三
十
一
日
「
往
生
と
成
仏
」（『
曽
我
量
深

選
集
』
第
十
二
巻
二
一
二
頁
）。

こ
れ
に
つ
い
て
、
清
沢
門
下
の
安
藤
州
一
（
一
八
七
三
〜
一
九

五
〇
）
が
昭
和
八
〜
九
年
（
一
九
三
三
〜
一
九
三
四
）
に
著
し
た

「
浩
々
洞
の
懐
旧
」
の
次
の
一
節
は
参
考
に
な
ろ
う
。「
清
沢
師

が
信
仰
の
生
活
化
を
唱
へ
た
時
は
、
一
種
の
異
安
心
の
如
く
思
は

れ
、
信
仰
は
未
来
後
生
に
属
す
る
こ
と
で
、
決
し
て
人
生
問
題
に

属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
反
対
も
あ
つ
た
」（
福
嶋
寛
隆
・
赤

松
徹
真
編
『
資
料
清
沢
満
之
〈
資
料
篇
〉』
一
九
六
頁
、
同
朋
舎
、

一
九
九
一
年
）。

昭
和
四
十
二
年
九
月
十
九
日
「
往
生
の
意
義
に
つ
い
て

〈
三
〉」（『
曽
我
量
深
講
話
録
』
第
四
巻
一
八
一
頁
）。

「
往
生
と
成
仏
」
論
を
語
っ
た
後
の
昭
和
四
十
四
年
頃
に
、
曽

我
は
「
横
超
の
菩
提
心
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
い
く
（『
曽

我
量
深
説
教
集
』
第
七
・
八
巻
、
法
藏
館
、
一
九
七
六
年
、
な
ど

参
照
）。
そ
れ
は
「
往
生
と
成
仏
」
論
で
の
自
利
利
他
円
満
と
い

う
課
題
を
展
開
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

昭
和
四
十
五
年
十
月
十
五
日
「
純
粋
未
来
の
象
徴
」（『
親
鸞
教

学
』
第
十
八
号
五
頁
、
一
九
七
一
年
）。
な
お
安
冨
信
哉
は
、
曽

我
の
「
純
粋
未
来
」
と
い
う
言
葉
の
初
出
を
大
正
十
二
年
（
一
九

二
三
）
七
月
発
行
『
見
真
』
第
一
巻
第
十
号
で
の
「
業
感
の
世
界

と
法
性
の
世
界
」（『
曽
我
量
深
選
集
』
第
四
巻
収
録
）
だ
と
指
摘

し
て
い
る
（「
曾
我
量
深
の
未
来
観
」『
大
谷
学
報
』
第
五
九
巻
第

四
号
六
二
〜
六
五
頁
、
大
谷
学
会
、
一
九
八
〇
年
）。
ま
た
先
掲

註
（
59
）
拙
論
も
参
照
。

中
略
引
用
者
、
伊
東
慧
明
「
解
説
〈
信
に
死
し
願
に
生
き
よ
　

曽
我
量
深
│
そ
の
人
と
思
想
│
〉」（『
真
宗
大
綱
　
曽
我
量
深
講

義
録
　
下
』
三
二
五
〜
三
二
六
頁
、
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
）。

中
略
引
用
者
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
十
五
日
「
純
粋
未
来
の
象

徴
」（『
親
鸞
教
学
』
第
十
八
号
九
頁
）。

こ
の
昭
和
四
十
五
年
十
月
十
五
日
「
純
粋
未
来
の
象
徴
」
に
お

い
て
曽
我
は
、
金
子
の
言
う
「
彼
岸
の
世
界
」
を
「
純
粋
未
来
の

世
界
」
と
押
さ
え
て
お
り
（『
親
鸞
教
学
』
第
十
八
号
五
頁
）、
こ

れ
は
昭
和
四
十
六
年
三
月
十
七
日
の
金
子
と
の
対
話
と
同
じ
立
場

だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
純
粋
未
来
の
象
徴
」
の
結
び

に
は
「
往
生
を
願
う
と
い
う
心
は
、
既
に
往
生
し
て
い
る
証
拠
で

あ
る
。」（
同
前
十
二
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、「
往
生
と
成
仏
」
論

か
ら
の
本
質
的
転
換
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

金
子
の
語
る
未
来
に
つ
い
て
は
東
真
行
「
金
子
大
榮
に
お
け
る

「
未
来
」
│
木
村
泰
賢
と
の
論
争
を
通
し
て
│
」（『
二
〇
一
五
年

度
真
宗
学
会
例
会
活
動
報
告
』
大
谷
大
学
真
宗
学
会
例
会
、
二
〇

一
六
年
）
に
詳
し
い
。
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は
じ
め
に

　
本
論
の
目
的
は
、
親
鸞
の
求
道
に
お
け
る
起
点
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
の
起
点
と
は
、
二
九
歳
の
親
鸞
が
聖
徳

太
子
の
夢
告
を
受
け
て
法
然
の
も
と
へ
向
か
う
と
い
う
出
来
事
で

あ
る
。
本
論
で
は
九
歳
で
の
出
家
を
求
道
の
始
発
点
と
し
、
そ
こ

か
ら
は
じ
ま
る
比
叡
山
で
の
二
〇
年
間
の
求
道
が
問
い
な
お
さ
れ

て
く
る
起
点
と
し
て
、
こ
の
二
九
歳
時
の
出
来
事
を
考
え
た
い
。

親
鸞
の
求
道
は
す
で
に
比
叡
山
に
て
は
じ
め
ら
れ
て
あ
る
が
、
の

ち
に
親
鸞
が
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
以
下
『
教
行
信
証
』

と
略
記
）
執
筆
に
至
る
決
定
的
な
起
点
と
し
て
、
二
九
歳
時
の
聖

徳
太
子
の
夢
告
と
法
然
と
の
値
遇
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
起
点
に
つ
い
て
は
親
鸞
自
身
に
よ
っ
て
直
截

に
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
あ
り

詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
考
察
に
あ
た
っ
て
は
恵
信
尼
な

ど
親
鸞
と
共
に
生
き
た
人
々
の
言
葉
、
そ
し
て
親
鸞
に
由
来
し
て

生
じ
た
諸
々
の
伝
承
を
も
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
。
伝
承
は
物
語

的
色
合
い
を
濃
く
反
映
し
、
物
語
る
者
の
感
銘
に
よ
っ
て
内
容
は

彩
ら
れ
て
あ
る
が
、
重
要
な
示
唆
を
ふ
く
む
と
考
え
ら
れ
る
。

　
あ
る
宗
教
的
人
格
に
お
け
る
求
道
の
起
点
の
推
究
は
、
そ
の
営

為
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
親
鸞
の
場
合

で
い
え
ば
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
経
て
法
然
と
の
値
遇
を
得
る
こ
と

は
、
そ
れ
に
続
く
生
涯
の
全
て
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
た
め
、
単
な

る
起
点
と
い
う
よ
り
も
親
鸞
を
親
鸞
た
ら
し
め
る
基
底
で
あ
る
と

あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
の
命
終
の
報
せ
を
受
け
て
恵
信

尼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

な
に
よ
り
も
殿
の
御
わ
う
じ
や
う
、
中
々
は
じ
め
て
申
に
お

よ
ば
ず
候
う
。
や
ま
を
い
で
て
、
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も

（

）
1

親
鸞
の
求
道
に
お
け
る
基
底
と
し
て
の
起
点

│
│
聖
徳
太
子
の
夢
告
と
法
然
と
の
値
遇
│
│

東
　
　
　
　
　
真
　
　
行


