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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
。

（

）
82

（

）
83

（

）
84

（

）
85

（

）
86

（

）
87

（

）
88

（

）
89

（

）
90

（

）
91

（

）
92

（

）
93

41

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
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ら
せ
給
て
、
ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け
る
に
、
九
十
五
日
の
あ

か
月
、
し
や
う
と
く
た
い
し
の
も
ん
を
む
す
び
て
、
じ
げ
ん

に
あ
づ
か
ら
せ
給
て
候
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
あ
か
月
い
で

さ
せ
給
て
、
ご
せ
の
た
す
か
ら
ん
ず
る
え
ん
に
あ
い
ま
い
ら

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

い
ら
せ
て
、
又
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
候
け
る

や
う
に
、
又
百
か
日
、
ふ
る
に
も
て
る
に
も
、
い
か
な
る
た

い
ふ
に
も
、
ま
い
り
て
あ
り
し
に
、
た
だ
ご
せ
の
事
は
、
よ

き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
や
う
に
、
し
や
う
じ
い
づ

べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
一
す
ぢ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し
を
、
う

け
給
は
り
さ
だ
め
て
候
し
か
ば
、
し
や
う
に
ん
の
わ
た
ら
せ

給
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
、
た
と
ひ
あ
く

だ
う
に
わ
た
ら
せ
給
べ
し
と
申
と
も
、
せ
せ
し
や
う
じ
や
う

に
も
ま
よ
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
、
と
ま
で
思
い
ま
い
ら

す
る
み
な
れ
ば
と
、
や
う
や
う
に
人
の
申
候
し
時
も
お
ほ
せ

候
し
な
り
。 

（『
浄
真
聖
全
二
』
一
〇
三
一
│
一
〇
三
二
頁
）

　
恵
信
尼
は
親
鸞
の
往
生
に
つ
い
て
疑
い
の
な
い
こ
と
を
述
べ
、

親
鸞
が
六
角
堂
で
の
参
籠
、
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
経
て
法
然
の
も

と
へ
向
か
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
親
鸞
に
お
け
る
求
道

の
起
点
が
語
ら
れ
て
い
る
。
東
舘
紹
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
起
点
は

「
彼
の
死
に
際
し
自
分
た
ち
の
子
〔
覚
信
尼
〕
に
先
ず
第
一
に
語

る
ま
で
に
生
涯
を
通
じ
て
憶
持
し
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ

た
」
の
で
あ
り
、
聖
徳
太
子
の
夢
告
と
法
然
と
の
値
遇
は
親
鸞
に

お
け
る
求
道
の
基
底
と
し
て
の
起
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
昨
今
、
親
鸞
の
往
生
観
の
了
解
に
つ
い
て
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、

そ
れ
を
機
縁
と
し
て
往
生
観
の
み
な
ら
ず
「
無
生
之
生
」
に
つ
い

て
、
ま
た
は
「
親
鸞
と
は
誰
の
こ
と
か
」
と
い
う
問
い
も
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
稲
田
英
真
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
こ
の
「
親
鸞
と

は
誰
か
」
と
い
う
問
い
は
極
め
て
根
本
的
で
あ
る
。
親
鸞
と
は
、

さ
し
あ
た
り
『
教
行
信
証
』
を
中
心
と
す
る
諸
々
の
聖
教
に
遺
さ

れ
た
言
葉
で
あ
る
。
親
鸞
自
身
の
言
葉
で
は
な
く
と
も
親
鸞
と
共

に
生
き
た
恵
信
尼
の
消
息
や
『
歎
異
抄
』
は
親
鸞
そ
の
人
を
語
る

言
葉
で
あ
り
、
さ
ら
に
親
鸞
に
由
来
す
る
伝
承
も
ま
た
親
鸞
そ
の

人
を
物
語
る
言
葉
で
あ
る
。
稲
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
親
鸞
非

実
在
説
に
対
し
て
は
、『
教
行
信
証
』「
坂
東
本
」
が
存
在
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
親
鸞
実
在
の
客
観
的
証
明
と
な
る
」
が
、
し
か

し
「
親
鸞
と
は
誰
か
」
を
そ
の
求
道
の
起
点
よ
り
確
か
め
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
三
種
の
言
葉
（
遺
さ
れ
た
親
鸞
の
言
葉
、

親
鸞
そ
の
人
を
語
る
言
葉
、
親
鸞
そ
の
人
を
物
語
る
言
葉
）
を
通

し
て
、
の
ち
に
『
教
行
信
証
』「
坂
東
本
」
を
著
す
と
こ
ろ
の
親

鸞
と
い
う
人
格
を
読
み
解
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
親
鸞
が
『
教

行
信
証
』
を
著
す
親
鸞
た
り
得
る
の
は
、
ま
さ
し
く
聖
徳
太
子
の

（

）
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）
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（

）
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）
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（

）
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夢
告
と
法
然
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
求
道
に
お
い
て
な

の
で
あ
る
か
ら
、
親
鸞
の
求
道
の
起
点
を
確
か
め
る
こ
と
は
『
教

行
信
証
』
を
著
す
こ
と
に
な
る
基
底
と
は
何
か
と
い
う
問
い
へ
も

連
な
っ
て
い
る
。
親
鸞
自
身
が
『
教
行
信
証
』
を
著
す
に
あ
た
っ

て
、
そ
の
基
底
を
憶
念
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
求
道
に
お
け
る
起
点
の
考
察
は
上
記
の
三
種
の
遺
さ
れ
た
言
葉

に
基
づ
き
つ
つ
、
脇
本
平
也
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
言
葉

を
読
む
者
自
身
が
「
親
鸞
と
い
う
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
心
中
い
か

に
描
く
か
と
い
う
、
そ
の
意
味
で
主
体
的
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

と
分
か
ち
が
た
く
か
ら
み
合
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
こ
の
主
体

的
な
想
像
力
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
各
々
の
親
鸞
像
か
ら
種
々
の

親
鸞
思
想
の
了
解
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
親
鸞
思
想
の
了
解
は
問
う
者
自
身
か
ら
決
し

て
離
れ
得
ず
、
む
し
ろ
結
果
と
し
て
親
鸞
思
想
の
ゆ
た
か
な
創
造

性
を
証
し
て
き
て
い
る
。
親
鸞
に
お
け
る
求
道
の
起
点
に
つ
い
て

の
考
察
は
、
そ
の
創
造
性
の
最
た
る
源
泉
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
論
で
は
先
に
記
す
と
こ
ろ
の
問
題
提
起
を
受
け
と
め
な
が
ら
、

親
鸞
と
は
誰
か
と
い
う
問
い
の
一
端
を
親
鸞
に
お
け
る
求
道
の
基

底
と
し
て
の
起
点
の
考
察
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
一
節

で
は
、
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
受
け
て
法
然
の
も
と
へ
赴
く
と
い
う

出
来
事
の
意
を
親
鸞
の
言
葉
か
ら
確
認
す
る
。
親
鸞
は
聖
徳
太
子

の
夢
告
を
経
て
聖
徳
太
子
の
も
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
法
然
の

夢
告
を
経
た
の
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
法
然
の
も
と
へ
赴
い
た

の
で
あ
る
。
恵
信
尼
の
消
息
に
お
い
て
語
ら
れ
る
、
こ
の
出
来
事

は
両
者
に
お
い
て
相
通
ず
る
重
な
り
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
成
立

し
得
な
い
。
こ
の
問
い
を
親
鸞
の
如
来
理
解
か
ら
考
察
す
る
こ
と

で
読
み
解
き
た
い
。
第
二
節
で
は
、
そ
の
如
来
理
解
と
関
わ
る
親

鸞
の
生
命
観
を
六
角
堂
夢
告
の
示
現
の
文
と
さ
れ
る
「
女
犯
偈
」

か
ら
考
察
す
る
。
の
ち
に
『
教
行
信
証
』
を
著
し
て
い
く
親
鸞
の

問
い
の
基
底
を
こ
の
偈
文
の
考
察
か
ら
見
出
す
こ
と
を
試
み
る
。

最
後
に
求
道
の
起
点
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
を
あ
ら
た
め

て
問
い
た
い
。

一
　
「
誕
生
」
と
「
還
帰
」
│
仏
法
興
隆
と
衆
生
済
度
│

　
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
恵
信
尼
の
記
述
は
、
し
ば
し
の
間
そ
こ
に
ふ
み
と
ど
ま
り
問

う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
の
示
現
の
文
は
「
廟
窟
偈
」
で

あ
る
説
と
「
女
犯
偈
」
で
あ
る
説
と
二
種
あ
る
が
、「
廟
窟
偈
」

に
は
「
決
定
往
生
極
楽
界
」、「
女
犯
偈
」
に
は
「
臨
終
引
導
生
極

楽
」
と
示
さ
れ
て
あ
り
、
そ
こ
に
す
で
に
浄
土
往
生
の
確
約
が
語

ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
親
鸞
は
聖
徳
太
子
へ
の
帰
依
に
と
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ら
せ
給
て
、
ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け
る
に
、
九
十
五
日
の
あ

か
月
、
し
や
う
と
く
た
い
し
の
も
ん
を
む
す
び
て
、
じ
げ
ん

に
あ
づ
か
ら
せ
給
て
候
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
あ
か
月
い
で

さ
せ
給
て
、
ご
せ
の
た
す
か
ら
ん
ず
る
え
ん
に
あ
い
ま
い
ら

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

い
ら
せ
て
、
又
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
候
け
る

や
う
に
、
又
百
か
日
、
ふ
る
に
も
て
る
に
も
、
い
か
な
る
た

い
ふ
に
も
、
ま
い
り
て
あ
り
し
に
、
た
だ
ご
せ
の
事
は
、
よ

き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
じ
や
う
に
、
し
や
う
じ
い
づ

べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
一
す
ぢ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し
を
、
う

け
給
は
り
さ
だ
め
て
候
し
か
ば
、
し
や
う
に
ん
の
わ
た
ら
せ

給
は
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
、
た
と
ひ
あ
く

だ
う
に
わ
た
ら
せ
給
べ
し
と
申
と
も
、
せ
せ
し
や
う
じ
や
う

に
も
ま
よ
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
、
と
ま
で
思
い
ま
い
ら

す
る
み
な
れ
ば
と
、
や
う
や
う
に
人
の
申
候
し
時
も
お
ほ
せ

候
し
な
り
。 

（『
浄
真
聖
全
二
』
一
〇
三
一
│
一
〇
三
二
頁
）

　
恵
信
尼
は
親
鸞
の
往
生
に
つ
い
て
疑
い
の
な
い
こ
と
を
述
べ
、

親
鸞
が
六
角
堂
で
の
参
籠
、
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
経
て
法
然
の
も

と
へ
向
か
う
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
親
鸞
に
お
け
る
求
道

の
起
点
が
語
ら
れ
て
い
る
。
東
舘
紹
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
起
点
は

「
彼
の
死
に
際
し
自
分
た
ち
の
子
〔
覚
信
尼
〕
に
先
ず
第
一
に
語

る
ま
で
に
生
涯
を
通
じ
て
憶
持
し
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ

た
」
の
で
あ
り
、
聖
徳
太
子
の
夢
告
と
法
然
と
の
値
遇
は
親
鸞
に

お
け
る
求
道
の
基
底
と
し
て
の
起
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
昨
今
、
親
鸞
の
往
生
観
の
了
解
に
つ
い
て
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、

そ
れ
を
機
縁
と
し
て
往
生
観
の
み
な
ら
ず
「
無
生
之
生
」
に
つ
い

て
、
ま
た
は
「
親
鸞
と
は
誰
の
こ
と
か
」
と
い
う
問
い
も
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
稲
田
英
真
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
こ
の
「
親
鸞
と

は
誰
か
」
と
い
う
問
い
は
極
め
て
根
本
的
で
あ
る
。
親
鸞
と
は
、

さ
し
あ
た
り
『
教
行
信
証
』
を
中
心
と
す
る
諸
々
の
聖
教
に
遺
さ

れ
た
言
葉
で
あ
る
。
親
鸞
自
身
の
言
葉
で
は
な
く
と
も
親
鸞
と
共

に
生
き
た
恵
信
尼
の
消
息
や
『
歎
異
抄
』
は
親
鸞
そ
の
人
を
語
る

言
葉
で
あ
り
、
さ
ら
に
親
鸞
に
由
来
す
る
伝
承
も
ま
た
親
鸞
そ
の

人
を
物
語
る
言
葉
で
あ
る
。
稲
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
親
鸞
非

実
在
説
に
対
し
て
は
、『
教
行
信
証
』「
坂
東
本
」
が
存
在
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
親
鸞
実
在
の
客
観
的
証
明
と
な
る
」
が
、
し
か

し
「
親
鸞
と
は
誰
か
」
を
そ
の
求
道
の
起
点
よ
り
確
か
め
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
三
種
の
言
葉
（
遺
さ
れ
た
親
鸞
の
言
葉
、

親
鸞
そ
の
人
を
語
る
言
葉
、
親
鸞
そ
の
人
を
物
語
る
言
葉
）
を
通

し
て
、
の
ち
に
『
教
行
信
証
』「
坂
東
本
」
を
著
す
と
こ
ろ
の
親

鸞
と
い
う
人
格
を
読
み
解
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
親
鸞
が
『
教

行
信
証
』
を
著
す
親
鸞
た
り
得
る
の
は
、
ま
さ
し
く
聖
徳
太
子
の
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夢
告
と
法
然
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
求
道
に
お
い
て
な

の
で
あ
る
か
ら
、
親
鸞
の
求
道
の
起
点
を
確
か
め
る
こ
と
は
『
教

行
信
証
』
を
著
す
こ
と
に
な
る
基
底
と
は
何
か
と
い
う
問
い
へ
も

連
な
っ
て
い
る
。
親
鸞
自
身
が
『
教
行
信
証
』
を
著
す
に
あ
た
っ

て
、
そ
の
基
底
を
憶
念
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
求
道
に
お
け
る
起
点
の
考
察
は
上
記
の
三
種
の
遺
さ
れ
た
言
葉

に
基
づ
き
つ
つ
、
脇
本
平
也
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
言
葉

を
読
む
者
自
身
が
「
親
鸞
と
い
う
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
心
中
い
か

に
描
く
か
と
い
う
、
そ
の
意
味
で
主
体
的
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

と
分
か
ち
が
た
く
か
ら
み
合
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
こ
の
主
体

的
な
想
像
力
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
各
々
の
親
鸞
像
か
ら
種
々
の

親
鸞
思
想
の
了
解
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
親
鸞
思
想
の
了
解
は
問
う
者
自
身
か
ら
決
し

て
離
れ
得
ず
、
む
し
ろ
結
果
と
し
て
親
鸞
思
想
の
ゆ
た
か
な
創
造

性
を
証
し
て
き
て
い
る
。
親
鸞
に
お
け
る
求
道
の
起
点
に
つ
い
て

の
考
察
は
、
そ
の
創
造
性
の
最
た
る
源
泉
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
論
で
は
先
に
記
す
と
こ
ろ
の
問
題
提
起
を
受
け
と
め
な
が
ら
、

親
鸞
と
は
誰
か
と
い
う
問
い
の
一
端
を
親
鸞
に
お
け
る
求
道
の
基

底
と
し
て
の
起
点
の
考
察
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
一
節

で
は
、
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
受
け
て
法
然
の
も
と
へ
赴
く
と
い
う

出
来
事
の
意
を
親
鸞
の
言
葉
か
ら
確
認
す
る
。
親
鸞
は
聖
徳
太
子

の
夢
告
を
経
て
聖
徳
太
子
の
も
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
法
然
の

夢
告
を
経
た
の
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
法
然
の
も
と
へ
赴
い
た

の
で
あ
る
。
恵
信
尼
の
消
息
に
お
い
て
語
ら
れ
る
、
こ
の
出
来
事

は
両
者
に
お
い
て
相
通
ず
る
重
な
り
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
成
立

し
得
な
い
。
こ
の
問
い
を
親
鸞
の
如
来
理
解
か
ら
考
察
す
る
こ
と

で
読
み
解
き
た
い
。
第
二
節
で
は
、
そ
の
如
来
理
解
と
関
わ
る
親

鸞
の
生
命
観
を
六
角
堂
夢
告
の
示
現
の
文
と
さ
れ
る
「
女
犯
偈
」

か
ら
考
察
す
る
。
の
ち
に
『
教
行
信
証
』
を
著
し
て
い
く
親
鸞
の

問
い
の
基
底
を
こ
の
偈
文
の
考
察
か
ら
見
出
す
こ
と
を
試
み
る
。

最
後
に
求
道
の
起
点
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
を
あ
ら
た
め

て
問
い
た
い
。

一
　
「
誕
生
」
と
「
還
帰
」
│
仏
法
興
隆
と
衆
生
済
度
│

　
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
恵
信
尼
の
記
述
は
、
し
ば
し
の
間
そ
こ
に
ふ
み
と
ど
ま
り
問

う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
の
示
現
の
文
は
「
廟
窟
偈
」
で

あ
る
説
と
「
女
犯
偈
」
で
あ
る
説
と
二
種
あ
る
が
、「
廟
窟
偈
」

に
は
「
決
定
往
生
極
楽
界
」、「
女
犯
偈
」
に
は
「
臨
終
引
導
生
極

楽
」
と
示
さ
れ
て
あ
り
、
そ
こ
に
す
で
に
浄
土
往
生
の
確
約
が
語

ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
親
鸞
は
聖
徳
太
子
へ
の
帰
依
に
と
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ど
ま
る
こ
と
な
く
し
て
法
然
の
も
と
へ
赴
く
の
で
あ
る
。
聖
徳
太

子
の
示
現
を
受
け
て
法
然
の
説
く
教
え
の
門
を
く
ぐ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
聖
徳
太
子
と
法
然
と
の
間
に
何
ら
か

の
必
然
的
な
重
な
り
が
見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
親
鸞
自
身
の
著
作
に
お
い
て
聖
徳
太
子
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の

は
主
著
『
教
行
信
証
』
で
は
な
く
、『
正
像
末
和
讃
』
中
の
「
皇

太
子
聖
徳
奉
讃
」
な
ど
、
八
〇
歳
以
降
の
晩
年
の
著
作
群
で
あ
る
。

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』（
八
三
歳
）、『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太

子
奉
讃
』（
八
五
歳
）、『
上
宮
太
子
御
記
』（
八
五
歳
）、『
尊
号
真

像
銘
文
』（「
広
本
」、
八
六
歳
）
な
ど
で
あ
る
。
親
鸞
が
聖
徳
太
子

を
い
か
に
受
け
と
め
て
い
た
か
は
二
九
歳
当
時
の
親
鸞
の
言
葉
を

た
ど
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
の
ち
に
記
さ
れ
た
言
葉
か
ら
確

か
め
る
し
か
な
い
。
ま
た
法
然
の
受
け
と
め
に
つ
い
て
も
『
教
行

信
証
』
の
お
お
ま
か
な
完
成
に
続
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
和
讃
な
ど
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
。

　
親
鸞
自
身
が
本
論
で
い
う
起
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
少

な
い
た
め
、
六
角
堂
の
参
籠
が
親
鸞
自
身
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
聖
徳
太
子
に
対
す
る
親
鸞
の
崇
敬
は

『
教
行
信
証
』
に
代
表
さ
れ
る
「
親
鸞
の
思
想
的
信
仰
的
な
中
心

か
ら
は
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
「
親
鸞
に
特
筆
す
べ
き
ほ

ど
の
太
子
信
仰
は
な
か
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
結
論
す
る
見
解

が
遠
藤
美
保
子
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
親
鸞
は
聖

徳
太
子
へ
の
み
特
化
し
た
信
仰
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

法
然
の
も
と
へ
親
鸞
を
導
く
に
あ
た
っ
て
聖
徳
太
子
の
果
た
し
た

役
割
は
多
大
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
聖
徳
太
子

へ
の
信
仰
は
親
鸞
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
い
え
ば
親
鸞
に
お
け
る
聖
徳
太
子
へ
の
信
仰
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
法
然
へ
捧
げ
ら
れ
た
信
仰
と
通
じ
る
も
の
で
あ

り
、
内
記
洸
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
実
際
、
こ
の
「
太
子
│
法

然
」
の
連
関
は
親
鸞
自
身
の
著
作
に
も
確
か
に
表
れ
て
い
る
」。

し
た
が
っ
て
、
本
節
で
は
聖
徳
太
子
へ
の
崇
敬
が
法
然
へ
の
崇
敬

に
織
り
込
ま
れ
る
か
た
ち
で
親
鸞
の
著
述
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
重
な
り
を
生
じ
さ
せ
る
と
こ

ろ
の
親
鸞
の
如
来
理
解
を
考
察
す
る
。

　
親
鸞
に
お
い
て
法
然
と
聖
徳
太
子
と
の
重
な
り
は
、
い
か
な
る

と
こ
ろ
か
ら
確
か
め
得
る
だ
ろ
う
か
。
御
手
洗
隆
明
は
次
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。

〔
親
鸞
に
は
〕「
日
本
国
帰
命
聖
徳
太
子
」
と
、
太
子
を
阿

弥
陀
仏
と
同
格
に
位
置
付
け
、
ま
た
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
と

了
解
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
然
に
お
い
て
も
同
様

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り

0

0

0

、
こ
の
場
合
は
示
現
・
化
身
と
い
う
宗
教
的
な
実
態

0

0

0

0

0

0

化0

〔
如
来
が
こ
の
現
実
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
〕
を
彼
が
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重
視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
確
か
に
親
鸞
は
聖
徳
太
子
と
法
然
を
共
に
如
来
の
示
現
・
顕
現

と
し
て
仰
ぎ
み
て
い
る
。『
教
行
信
証
』「
正
信
偈
」
に
お
い
て
は

「
帰
命
無
量
寿
如
来
」
と
阿
弥
陀
如
来
へ
の
帰
命
が
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
が
、
親
鸞
は
聖
徳
太
子
に
対
し
て
も
「
和
国
の
教
主
」
と

讃
嘆
し
「
一
心
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り

　

奉
讃
不
退
な
ら
し
め

よ
」（『
正
像
末
和
讃
』「
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
」
第
八
首
）
と
帰
命
の
意

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
法
然
に
お
い
て
も
「
源
空
勢
至
と
示
現
し

　

あ
る
ひ
は
弥
陀
と
顕
現
す
」（『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
九
首
）
と

い
う
和
讃
が
あ
り
、「
帰
命
」
と
い
う
語
が
記
さ
れ
ず
と
も
親
鸞

は
法
然
を
勢
至
菩
薩
の
示
現
・
帰
命
さ
れ
る
べ
き
阿
弥
陀
仏
の
顕

現
と
讃
え
て
い
る
。
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
経
て
法
然
の
も
と
へ
向

か
う
と
い
う
行
動
の
全
体
に
親
鸞
に
と
っ
て
の
「
宗
教
的
な
実
態

化
」
は
関
係
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
重
な
り
が
生
じ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
如
来
の
示
現
・
顕
現
と
は
如
来
が
こ
の
世
界
に
「
誕
生
」
す
る

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
誕
生
」
と
い
う
語
を
用
い
て
親
鸞
は
聖
徳

太
子
と
法
然
を
讃
嘆
し
て
い
る
と
藤
原
幸
章
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

親
鸞
が
念
仏
伝
統
の
歴
史
に
参
入
し
て
、
そ
こ
に
自
身
の
信

心
を
た
し
か
め
た
先
覚
は
、
た
と
え
ば
『
教
行
信
証
』
行
巻

に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
単
に
三
朝
浄
土
の
七
祖
の

み
に
止
ま
ら
ず
、
広
く
諸
宗
の
人
師
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

し
か
る
に
こ
れ
ら
の
先
覚
に
つ
い
て
、
特
に
親
鸞
自
身
の
言
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「
誕
生
」
の
語
は
『
高
僧
和
讃
』
の
末
に
「
聖
徳
太
子

　

敏
達

天
皇
元
年

　

正
月
一
日
誕
生
」
と
あ
る
ほ
か
、『
大
日
本
国
粟
散
王

聖
徳
太
子
奉
讃
』
中
、
第
三
首
「
御
は
ら
よ
り
ぞ
誕
生
せ
る
」、

第
七
首
「
お
ぼ
え
ず
し
て
ぞ
誕
生
せ
し
」、
第
九
首
「
太
子
誕
生

あ
り
し
よ
り
」、
第
一
一
〇
首
「
御
誕
生
の
と
こ
ろ
ゆ
へ
」、
第
一

一
二
首
「
皇
太
子
の
御
誕
生
」
な
ど
、
ま
た
『
高
僧
和
讃
』「
源

空
讃
」
第
一
六
首
に
認
め
ら
れ
る
。

粟
散
片
州
に
誕
生
し
て

　

念
仏
宗
を
ひ
ろ
め
し
む

衆
生
化
度
の
た
め
に
と
て

　

こ
の
土
に
た
び
た
び
き
た
ら

し
む 

（『
浄
真
聖
全
二
』
四
六
二
頁
）

　
「
粟
散
」
の
語
は
『
尊
号
真
像
銘
文
』（
広
本
）
の
聖
徳
太
子

銘
文
に
て
「「
粟
散
」
と
い
ふ
は
、
あ
わ
つ
ぶ
を
ち
ら
せ
る
が
ご

と
く
ち
ひ
さ
き
く
に
の
王
」
と
い
わ
れ
る
日
羅
に
よ
る
聖
徳
太
子

讃
嘆
の
言
葉
に
由
来
し
、「
片
州
」
の
語
は
「
誕
生
片
州
興
正

法
」
と
う
た
わ
れ
る
「
廟
窟
偈
」
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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ど
ま
る
こ
と
な
く
し
て
法
然
の
も
と
へ
赴
く
の
で
あ
る
。
聖
徳
太

子
の
示
現
を
受
け
て
法
然
の
説
く
教
え
の
門
を
く
ぐ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
聖
徳
太
子
と
法
然
と
の
間
に
何
ら
か

の
必
然
的
な
重
な
り
が
見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
親
鸞
自
身
の
著
作
に
お
い
て
聖
徳
太
子
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の

は
主
著
『
教
行
信
証
』
で
は
な
く
、『
正
像
末
和
讃
』
中
の
「
皇

太
子
聖
徳
奉
讃
」
な
ど
、
八
〇
歳
以
降
の
晩
年
の
著
作
群
で
あ
る
。

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』（
八
三
歳
）、『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太

子
奉
讃
』（
八
五
歳
）、『
上
宮
太
子
御
記
』（
八
五
歳
）、『
尊
号
真

像
銘
文
』（「
広
本
」、
八
六
歳
）
な
ど
で
あ
る
。
親
鸞
が
聖
徳
太
子

を
い
か
に
受
け
と
め
て
い
た
か
は
二
九
歳
当
時
の
親
鸞
の
言
葉
を

た
ど
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
の
ち
に
記
さ
れ
た
言
葉
か
ら
確

か
め
る
し
か
な
い
。
ま
た
法
然
の
受
け
と
め
に
つ
い
て
も
『
教
行

信
証
』
の
お
お
ま
か
な
完
成
に
続
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
和
讃
な
ど
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
。

　
親
鸞
自
身
が
本
論
で
い
う
起
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
少

な
い
た
め
、
六
角
堂
の
参
籠
が
親
鸞
自
身
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
聖
徳
太
子
に
対
す
る
親
鸞
の
崇
敬
は

『
教
行
信
証
』
に
代
表
さ
れ
る
「
親
鸞
の
思
想
的
信
仰
的
な
中
心

か
ら
は
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
「
親
鸞
に
特
筆
す
べ
き
ほ

ど
の
太
子
信
仰
は
な
か
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
結
論
す
る
見
解

が
遠
藤
美
保
子
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
親
鸞
は
聖

徳
太
子
へ
の
み
特
化
し
た
信
仰
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

法
然
の
も
と
へ
親
鸞
を
導
く
に
あ
た
っ
て
聖
徳
太
子
の
果
た
し
た

役
割
は
多
大
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
聖
徳
太
子

へ
の
信
仰
は
親
鸞
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
い
え
ば
親
鸞
に
お
け
る
聖
徳
太
子
へ
の
信
仰
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
法
然
へ
捧
げ
ら
れ
た
信
仰
と
通
じ
る
も
の
で
あ

り
、
内
記
洸
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
実
際
、
こ
の
「
太
子
│
法

然
」
の
連
関
は
親
鸞
自
身
の
著
作
に
も
確
か
に
表
れ
て
い
る
」。

し
た
が
っ
て
、
本
節
で
は
聖
徳
太
子
へ
の
崇
敬
が
法
然
へ
の
崇
敬

に
織
り
込
ま
れ
る
か
た
ち
で
親
鸞
の
著
述
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
よ
う
な
重
な
り
を
生
じ
さ
せ
る
と
こ

ろ
の
親
鸞
の
如
来
理
解
を
考
察
す
る
。

　
親
鸞
に
お
い
て
法
然
と
聖
徳
太
子
と
の
重
な
り
は
、
い
か
な
る

と
こ
ろ
か
ら
確
か
め
得
る
だ
ろ
う
か
。
御
手
洗
隆
明
は
次
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。

〔
親
鸞
に
は
〕「
日
本
国
帰
命
聖
徳
太
子
」
と
、
太
子
を
阿

弥
陀
仏
と
同
格
に
位
置
付
け
、
ま
た
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
と

了
解
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
然
に
お
い
て
も
同
様
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0

で
あ
り

0

0

0

、
こ
の
場
合
は
示
現
・
化
身
と
い
う
宗
教
的
な
実
態

0

0

0

0

0

0

化0

〔
如
来
が
こ
の
現
実
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
〕
を
彼
が
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。
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子
と
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然
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に
如
来
の
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現
・
顕
現
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仰
ぎ
み
て
い
る
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教
行
信
証
』「
正
信
偈
」
に
お
い
て
は

「
帰
命
無
量
寿
如
来
」
と
阿
弥
陀
如
来
へ
の
帰
命
が
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
が
、
親
鸞
は
聖
徳
太
子
に
対
し
て
も
「
和
国
の
教
主
」
と

讃
嘆
し
「
一
心
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り

　

奉
讃
不
退
な
ら
し
め

よ
」（『
正
像
末
和
讃
』「
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
」
第
八
首
）
と
帰
命
の
意

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
法
然
に
お
い
て
も
「
源
空
勢
至
と
示
現
し

　

あ
る
ひ
は
弥
陀
と
顕
現
す
」（『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
九
首
）
と

い
う
和
讃
が
あ
り
、「
帰
命
」
と
い
う
語
が
記
さ
れ
ず
と
も
親
鸞

は
法
然
を
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至
菩
薩
の
示
現
・
帰
命
さ
れ
る
べ
き
阿
弥
陀
仏
の
顕

現
と
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え
て
い
る
。
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
経
て
法
然
の
も
と
へ
向

か
う
と
い
う
行
動
の
全
体
に
親
鸞
に
と
っ
て
の
「
宗
教
的
な
実
態

化
」
は
関
係
す
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
重
な
り
が
生
じ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
如
来
の
示
現
・
顕
現
と
は
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来
が
こ
の
世
界
に
「
誕
生
」
す
る

こ
と
で
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り
、
こ
の
「
誕
生
」
と
い
う
語
を
用
い
て
親
鸞
は
聖
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太
子
と
法
然
を
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嘆
し
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い
る
と
藤
原
幸
章
に
よ
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指
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さ
れ

て
い
る
。

親
鸞
が
念
仏
伝
統
の
歴
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に
参
入
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て
、
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に
自
身
の
信
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た
し
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め
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先
覚
は
、
た
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え
ば
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教
行
信
証
』
行
巻

に
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ら
か
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よ
う
に
、
単
に
三
朝
浄
土
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祖
の

み
に
止
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、
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諸
宗
の
人
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及
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徳
太
子

　

敏
達

天
皇
元
年

　

正
月
一
日
誕
生
」
と
あ
る
ほ
か
、『
大
日
本
国
粟
散
王

聖
徳
太
子
奉
讃
』
中
、
第
三
首
「
御
は
ら
よ
り
ぞ
誕
生
せ
る
」、

第
七
首
「
お
ぼ
え
ず
し
て
ぞ
誕
生
せ
し
」、
第
九
首
「
太
子
誕
生

あ
り
し
よ
り
」、
第
一
一
〇
首
「
御
誕
生
の
と
こ
ろ
ゆ
へ
」、
第
一

一
二
首
「
皇
太
子
の
御
誕
生
」
な
ど
、
ま
た
『
高
僧
和
讃
』「
源

空
讃
」
第
一
六
首
に
認
め
ら
れ
る
。

粟
散
片
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に
誕
生
し
て

　

念
仏
宗
を
ひ
ろ
め
し
む

衆
生
化
度
の
た
め
に
と
て

　

こ
の
土
に
た
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た
び
き
た
ら

し
む 

（『
浄
真
聖
全
二
』
四
六
二
頁
）

　
「
粟
散
」
の
語
は
『
尊
号
真
像
銘
文
』（
広
本
）
の
聖
徳
太
子

銘
文
に
て
「「
粟
散
」
と
い
ふ
は
、
あ
わ
つ
ぶ
を
ち
ら
せ
る
が
ご

と
く
ち
ひ
さ
き
く
に
の
王
」
と
い
わ
れ
る
日
羅
に
よ
る
聖
徳
太
子

讃
嘆
の
言
葉
に
由
来
し
、「
片
州
」
の
語
は
「
誕
生
片
州
興
正

法
」
と
う
た
わ
れ
る
「
廟
窟
偈
」
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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聖
徳
太
子
と
法
然
と
は
世
界
の
片
隅
に
存
す
る
「
粟
散
片
州
」
に

お
い
て
生
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
西
村
見
暁
は
『
教
行
信
証
』「
正
信
偈
」
と
「
廟
窟
偈
」

と
の
間
に
次
の
よ
う
な
重
な
り
を
見
出
し
て
い
る
。

本
師
源
空
明
仏
教
　
憐
愍
善
悪
凡
夫
人
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宗
教
証
興
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州

0
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選
択
本
願
弘
悪
世

大
慈
大
悲
本
誓
願
　
愍
念
有
情
如
一
子

0
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0

0

　
是
故
方
便
従
西
方
　

誕
生
片
州
興
正
法

0

0

0

0

0

0

0

　
法
然
と
聖
徳
太
子
は
「
善
悪
凡
夫
人
」
で
あ
る
「
有
情
」
を

「
憐
愍
」・「
愍
念
」
す
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
片
州
」

に
「
誕
生
」
し
「
正
法
」・「
真
宗
教
証
」
を
「
興
」
す
の
で
あ
る
。

ま
た
「
愍
念
有
情
如
一
子
」
と
い
う
「
廟
窟
偈
」
の
文
言
は
、
法

然
の
本
地
で
あ
る
勢
至
菩
薩
を
讃
え
る
『
浄
土
和
讃
』
中
の
「
勢

至
菩
薩
讃
」
第
四
首
に
お
い
て
「
十
方
の
如
来
は
衆
生
を

　

一
子

の
ご
と
く
に
憐
念
す
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
通
じ
合
う
響

き
を
有
し
て
い
る
。

　
そ
れ
の
み
な
ら
ず
「
粟
散
片
州
」
に
誕
生
し
た
法
然
の
命
終
を

親
鸞
は
「
浄
土
に
還
帰
せ
し
め
け
り
」（『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」

第
二
〇
首
）
と
う
た
う
が
、
こ
の
「
還
帰
」
と
い
う
語
も
ま
た

「
廟
窟
偈
」
に
お
け
る
「
還
帰
西
方
我
浄
土
」
と
い
う
文
言
に
由

来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
は
聖
徳

太
子
に
よ
る
と
さ
れ
る
「
廟
窟
偈
」
の
文
言
を
通
し
て
法
然
を
讃

嘆
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
誕
生
」・「
還
帰
」
と
い
っ
た
語
が
記
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、

等
し
い
意
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

阿
弥
陀
如
来
化
し
て
こ
そ

　

本
師
源
空
と
し
め
し
け
れ

　
化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば

　

浄
土
に
か
へ
り
た
ま
ひ
に
き

 

（『
浄
真
聖
全
二
』
四
六
三
頁
）

　
こ
こ
で
「
還
帰
」
は
「
か
へ
り
た
ま
ひ
に
き
」
と
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
。
浄
土
へ
「
還
帰
」
す
る
ゆ
え
は
「
化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ

れ
ば
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
も
「
廟
窟
偈
」
の
「
片
城

化
縁
亦
已
尽
」
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
化
縁
す

で
に
つ
き
ぬ
れ
ば
」
と
い
う
表
現
は
聖
徳
太
子
と
法
然
に
関
わ
る

の
み
で
な
く
、
源
信
へ
の
和
讃
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。

源
信
和
尚
の
の
た
ま
は
く

　

わ
れ
こ
れ
故
仏
と
あ
ら
は
れ
て

化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば

　

本
土
に
か
へ
る
と
し
め
し
け

り 

（『
浄
真
聖
全
二
』
四
四
九
頁
）

　
こ
こ
で
は
「
還
帰
」
は
「
本
土
に
か
へ
る
」
と
う
た
わ
れ
て
い

る
。
源
信
は
「
も
と
極
楽
浄
土
の
仏
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
衆
生

済
度
の
た
め
に
、
此
世
へ
現
れ
出
で
た
」
の
で
あ
り
、「
化
縁
」

が
尽
き
る
と
は
源
信
が
「
衆
生
済
度
」
の
課
題
を
十
全
に
果
た
し
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（
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（
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一
生
を
尽
く
し
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
如
来
の
示
現
・
顕
現
は
『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
一
六
首

に
い
う
「
衆
生
化
度
」
が
課
題
と
さ
れ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
課

題
の
ゆ
え
衆
生
が
世
に
存
す
る
限
り
、
如
来
は
「
こ
の
土
に
た
び

た
び
き
た
ら
し
む
」
こ
と
に
な
る
。
如
来
の
出
世
へ
の
讃
嘆
は
善

導
・
法
然
へ
の
和
讃
に
殊
に
顕
著
で
あ
る
。
善
導
に
つ
い
て
は

「
大
心
海
」（『
高
僧
和
讃
』「
善
導
讃
」
第
一
首
）
よ
り
化
し
て
「
世

世
に
善
導
い
で
た
ま
ひ

　

法
照
・
少
康
と
し
め
し
つ
つ
」（『
高
僧

和
讃
』「
善
導
讃
」
第
二
首
）
と
う
た
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
智
慧

光
の
ち
か
ら
」（『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
二
首
）
よ
り
あ
ら
わ
れ

る
法
然
は
「
往
生
み
た
び
に
な
り
ぬ
る
に
」（『
高
僧
和
讃
』「
源
空

讃
」
第
一
四
首
）
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
法
然
は
勢
至
菩

薩
の
示
現
・
阿
弥
陀
仏
の
顕
現
と
う
た
わ
れ
る
の
み
で
な
く
、
そ

の
本
地
は
「
綽
和
尚
」・「
あ
る
ひ
は
善
導
と
し
め
し
け
り
」（『
高

僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
八
首
よ
り
第
九
首
）
と
も
讃
嘆
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
さ
な
が
ら
「
交
錯
光
乱
転
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
が
、

ま
ず
も
っ
て
如
来
は
教
え
を
説
き
興
し
衆
生
を
済
度
す
る
た
め
に

幾
度
も
世
に
「
誕
生
」
す
る
の
で
あ
る
。

善
導
・
源
信
す
す
む
と
も

　

本
師
源
空
ひ
ろ
め
ず
は

片
州
濁
世
の
と
も
が
ら
は

　

い
か
で
か
真
宗
を
さ
と
ら
ま

し 

（『
浄
真
聖
全
二
』
四
五
六
頁
）

　
す
な
わ
ち
善
導
は
「
功
徳
蔵
」（『
高
僧
和
讃
』「
善
導
讃
」
第
二

首
）
た
る
念
仏
を
勧
め
、
源
信
は
「
一
代
仏
教
の
そ
の
な
か
に
　

念
仏
一
門
ひ
ら
き
て
ぞ
　

濁
世
末
代
お
し
へ
け
る
」（『
高
僧
和
讃
』

「
源
信
讃
」
第
二
首
）
の
で
あ
り
、
法
然
は
「
浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き

つ
つ

　

選
択
本
願
の
べ
た
ま
ふ
」（『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
二

首
）
の
で
あ
る
。
度
々
の
如
来
の
出
世
と
教
示
に
よ
っ
て
「
片
州

濁
世
の
と
も
が
ら
」
は
よ
う
や
く
真
宗
を
信
知
し
得
る
の
で
あ
る
。

『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
三
首
に
お
け
る
善
導
・
源
信
・
法

然
は
各
々
の
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
衆
生
化
度
と
興
真
宗
と
い
う

同
一
の
課
題
を
荷
な
う
如
来
、
す
な
わ
ち
「
廟
窟
偈
」
で
う
た
わ

れ
る
「
真
如
真
実
本
一
体
」
の
如
来
で
あ
り
、
聖
徳
太
子
も
こ
の

如
来
理
解
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
世
に
あ
ら
わ
れ
教
え
を
説
き
衆
生
を
度
す
る
と
い
う
親
鸞
の
如

来
理
解
は
、
聖
徳
太
子
へ
の
讃
嘆
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
に
は
「「
仏
法
興
隆
」「
有
情
利
益
」
と
類

し
た
言
葉
が
非
常
に
多
い
」。
試
み
に
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
を

ひ
も
と
い
て
み
る
と
「
仏
法
弘
興
」・「
仏
法
興
隆
」
な
ど
の
語
は
、

第
一
首
「
仏
法
弘
興
の
恩
ふ
か
し
」、
第
六
首
「
仏
法
さ
か
り
に

弘
興
せ
り
」、
第
一
三
首
「
仏
法
興
隆
の
た
め
に
と
て
〔
…
…
〕

如
来
の
遺
教
弘
興
し
き
」、
第
一
七
首
「
仏
法
弘
興
し
た
ま
へ
る
」、

第
一
八
首
「
仏
法
弘
興
し
た
ま
へ
る
」、
第
二
〇
首
「
仏
法
弘
興
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聖
徳
太
子
と
法
然
と
は
世
界
の
片
隅
に
存
す
る
「
粟
散
片
州
」
に

お
い
て
生
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
西
村
見
暁
は
『
教
行
信
証
』「
正
信
偈
」
と
「
廟
窟
偈
」

と
の
間
に
次
の
よ
う
な
重
な
り
を
見
出
し
て
い
る
。

本
師
源
空
明
仏
教
　
憐
愍
善
悪
凡
夫
人

0

0

0

0

0

0

0

　
真
宗
教
証
興
片
州

0

0

0

0

0

0

0

　

選
択
本
願
弘
悪
世

大
慈
大
悲
本
誓
願
　
愍
念
有
情
如
一
子

0

0

0

0

0

0

0

　
是
故
方
便
従
西
方
　

誕
生
片
州
興
正
法

0

0

0

0

0

0

0

　
法
然
と
聖
徳
太
子
は
「
善
悪
凡
夫
人
」
で
あ
る
「
有
情
」
を

「
憐
愍
」・「
愍
念
」
す
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
片
州
」

に
「
誕
生
」
し
「
正
法
」・「
真
宗
教
証
」
を
「
興
」
す
の
で
あ
る
。

ま
た
「
愍
念
有
情
如
一
子
」
と
い
う
「
廟
窟
偈
」
の
文
言
は
、
法

然
の
本
地
で
あ
る
勢
至
菩
薩
を
讃
え
る
『
浄
土
和
讃
』
中
の
「
勢

至
菩
薩
讃
」
第
四
首
に
お
い
て
「
十
方
の
如
来
は
衆
生
を

　

一
子

の
ご
と
く
に
憐
念
す
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
通
じ
合
う
響

き
を
有
し
て
い
る
。

　
そ
れ
の
み
な
ら
ず
「
粟
散
片
州
」
に
誕
生
し
た
法
然
の
命
終
を

親
鸞
は
「
浄
土
に
還
帰
せ
し
め
け
り
」（『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」

第
二
〇
首
）
と
う
た
う
が
、
こ
の
「
還
帰
」
と
い
う
語
も
ま
た

「
廟
窟
偈
」
に
お
け
る
「
還
帰
西
方
我
浄
土
」
と
い
う
文
言
に
由

来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
は
聖
徳

太
子
に
よ
る
と
さ
れ
る
「
廟
窟
偈
」
の
文
言
を
通
し
て
法
然
を
讃

嘆
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
誕
生
」・「
還
帰
」
と
い
っ
た
語
が
記
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、

等
し
い
意
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

阿
弥
陀
如
来
化
し
て
こ
そ

　

本
師
源
空
と
し
め
し
け
れ

　
化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば

　

浄
土
に
か
へ
り
た
ま
ひ
に
き

 

（『
浄
真
聖
全
二
』
四
六
三
頁
）

　
こ
こ
で
「
還
帰
」
は
「
か
へ
り
た
ま
ひ
に
き
」
と
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
。
浄
土
へ
「
還
帰
」
す
る
ゆ
え
は
「
化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ

れ
ば
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
も
「
廟
窟
偈
」
の
「
片
城

化
縁
亦
已
尽
」
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
化
縁
す

で
に
つ
き
ぬ
れ
ば
」
と
い
う
表
現
は
聖
徳
太
子
と
法
然
に
関
わ
る

の
み
で
な
く
、
源
信
へ
の
和
讃
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。

源
信
和
尚
の
の
た
ま
は
く

　

わ
れ
こ
れ
故
仏
と
あ
ら
は
れ
て

化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば

　

本
土
に
か
へ
る
と
し
め
し
け

り 

（『
浄
真
聖
全
二
』
四
四
九
頁
）

　
こ
こ
で
は
「
還
帰
」
は
「
本
土
に
か
へ
る
」
と
う
た
わ
れ
て
い

る
。
源
信
は
「
も
と
極
楽
浄
土
の
仏
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
衆
生

済
度
の
た
め
に
、
此
世
へ
現
れ
出
で
た
」
の
で
あ
り
、「
化
縁
」

が
尽
き
る
と
は
源
信
が
「
衆
生
済
度
」
の
課
題
を
十
全
に
果
た
し
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一
生
を
尽
く
し
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
如
来
の
示
現
・
顕
現
は
『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
一
六
首

に
い
う
「
衆
生
化
度
」
が
課
題
と
さ
れ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
課

題
の
ゆ
え
衆
生
が
世
に
存
す
る
限
り
、
如
来
は
「
こ
の
土
に
た
び

た
び
き
た
ら
し
む
」
こ
と
に
な
る
。
如
来
の
出
世
へ
の
讃
嘆
は
善

導
・
法
然
へ
の
和
讃
に
殊
に
顕
著
で
あ
る
。
善
導
に
つ
い
て
は

「
大
心
海
」（『
高
僧
和
讃
』「
善
導
讃
」
第
一
首
）
よ
り
化
し
て
「
世

世
に
善
導
い
で
た
ま
ひ

　

法
照
・
少
康
と
し
め
し
つ
つ
」（『
高
僧

和
讃
』「
善
導
讃
」
第
二
首
）
と
う
た
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
智
慧

光
の
ち
か
ら
」（『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
二
首
）
よ
り
あ
ら
わ
れ

る
法
然
は
「
往
生
み
た
び
に
な
り
ぬ
る
に
」（『
高
僧
和
讃
』「
源
空

讃
」
第
一
四
首
）
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
法
然
は
勢
至
菩

薩
の
示
現
・
阿
弥
陀
仏
の
顕
現
と
う
た
わ
れ
る
の
み
で
な
く
、
そ

の
本
地
は
「
綽
和
尚
」・「
あ
る
ひ
は
善
導
と
し
め
し
け
り
」（『
高

僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
八
首
よ
り
第
九
首
）
と
も
讃
嘆
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
さ
な
が
ら
「
交
錯
光
乱
転
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
が
、

ま
ず
も
っ
て
如
来
は
教
え
を
説
き
興
し
衆
生
を
済
度
す
る
た
め
に

幾
度
も
世
に
「
誕
生
」
す
る
の
で
あ
る
。

善
導
・
源
信
す
す
む
と
も

　

本
師
源
空
ひ
ろ
め
ず
は

片
州
濁
世
の
と
も
が
ら
は

　

い
か
で
か
真
宗
を
さ
と
ら
ま

し 

（『
浄
真
聖
全
二
』
四
五
六
頁
）

　
す
な
わ
ち
善
導
は
「
功
徳
蔵
」（『
高
僧
和
讃
』「
善
導
讃
」
第
二

首
）
た
る
念
仏
を
勧
め
、
源
信
は
「
一
代
仏
教
の
そ
の
な
か
に
　

念
仏
一
門
ひ
ら
き
て
ぞ
　

濁
世
末
代
お
し
へ
け
る
」（『
高
僧
和
讃
』

「
源
信
讃
」
第
二
首
）
の
で
あ
り
、
法
然
は
「
浄
土
真
宗
を
ひ
ら
き

つ
つ

　

選
択
本
願
の
べ
た
ま
ふ
」（『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
二

首
）
の
で
あ
る
。
度
々
の
如
来
の
出
世
と
教
示
に
よ
っ
て
「
片
州

濁
世
の
と
も
が
ら
」
は
よ
う
や
く
真
宗
を
信
知
し
得
る
の
で
あ
る
。

『
高
僧
和
讃
』「
源
空
讃
」
第
三
首
に
お
け
る
善
導
・
源
信
・
法

然
は
各
々
の
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
衆
生
化
度
と
興
真
宗
と
い
う

同
一
の
課
題
を
荷
な
う
如
来
、
す
な
わ
ち
「
廟
窟
偈
」
で
う
た
わ

れ
る
「
真
如
真
実
本
一
体
」
の
如
来
で
あ
り
、
聖
徳
太
子
も
こ
の

如
来
理
解
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
世
に
あ
ら
わ
れ
教
え
を
説
き
衆
生
を
度
す
る
と
い
う
親
鸞
の
如

来
理
解
は
、
聖
徳
太
子
へ
の
讃
嘆
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。

『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
に
は
「「
仏
法
興
隆
」「
有
情
利
益
」
と
類

し
た
言
葉
が
非
常
に
多
い
」。
試
み
に
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
を

ひ
も
と
い
て
み
る
と
「
仏
法
弘
興
」・「
仏
法
興
隆
」
な
ど
の
語
は
、

第
一
首
「
仏
法
弘
興
の
恩
ふ
か
し
」、
第
六
首
「
仏
法
さ
か
り
に

弘
興
せ
り
」、
第
一
三
首
「
仏
法
興
隆
の
た
め
に
と
て
〔
…
…
〕

如
来
の
遺
教
弘
興
し
き
」、
第
一
七
首
「
仏
法
弘
興
し
た
ま
へ
る
」、

第
一
八
首
「
仏
法
弘
興
し
た
ま
へ
る
」、
第
二
〇
首
「
仏
法
弘
興

（

）
35

（

）
36

（

）
37

（

）
38

（

）
39

（

）
40

（

）
41

（

）
42

（

）
43

（

）
44（

）
45



48

し
た
ま
ふ
に
」、
第
三
五
首
「
如
来
の
教
法
興
隆
し
」、
第
三
八
首

「
仏
法
興
隆
の
は
じ
め
と
し
」、
第
五
四
首
「
経
論
・
仏
像
興
隆

し
」、
第
五
六
首
「
仏
法
興
隆
の
た
め
に
と
て
」、
第
六
二
首
「
仏

法
興
隆
せ
し
め
つ
つ
」、
第
六
五
首
「
仏
法
を
弘
興
し
た
ま
ふ

に
」
な
ど
と
認
め
ら
れ
る
。

　
ま
た
「
有
情
救
済
」・「
有
情
利
益
」
な
ど
の
語
に
着
目
す
る
と
、

第
一
首
「
有
情
救
済
の
慈
悲
ひ
ろ
し
」、
第
三
首
「
未
来
の
有
情

利
せ
む
と
て
」、
第
一
二
首
「
有
情
を
利
益
せ
む
と
し
て
」、
第
一

四
首
「
有
情
を
済
度
せ
む
た
め
に
」、
第
一
五
首
「
有
情
利
益
の

た
め
に
と
て
」、
第
二
六
首
「
六
道
の
有
情
利
益
す
る
」、
第
三
五

首
「
有
情
を
救
済
せ
む
ひ
と
は
」、
第
三
六
首
「
有
情
の
利
益
た

え
ざ
り
き
」、
第
三
八
首
「
有
情
利
益
の
も
と
と
せ
り
」、
第
五
四

首
「
有
縁
の
有
情
を
救
済
せ
む
」、
第
六
二
首
「
有
情
利
益
の
た

め
に
と
て
」、
第
六
五
首
「
有
情
教
化
の
た
め
に
と
て
」、
第
六
八

首
「
有
情
利
益
の
た
め
に
と
て
」
と
、
こ
の
よ
う
に
「
仏
法
弘

興
」・「
仏
法
興
隆
」、「
有
情
救
済
」・「
有
情
利
益
」
と
い
っ
た
語

が
異
様
な
ま
で
に
反
復
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
皇
太
子
聖
徳
奉

讃
』
に
お
け
る
執
拗
な
反
復
か
ら
、
二
九
歳
時
の
求
道
に
お
け
る

起
点
の
痕
跡
が
晩
年
に
到
っ
て
表
出
し
て
い
る
と
い
う
意
を
読
み

と
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
比
叡
山
を
出
で
た
親
鸞
は
比

叡
山
で
の
二
〇
年
間
を
ふ
り
か
え
り
つ
つ
問
い
な
お
し
て
、
仏
法

を
世
に
興
隆
し
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
如
来
理
解
を
二
九
歳
時

に
お
い
て
明
知
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
は
六
角
堂
参
籠
に
つ
い
て
自
ら
記
し
て
い
な
い
が
、
六
角

堂
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
日
本
国
に
は
こ
の
御
て
ら

　

仏
法
最

初
の
と
こ
ろ
な
り
」
と
あ
ら
わ
し
、「
最
初
」
の
左
訓
に
は
「
は

じ
め
な
り
と
知
る
べ
し
」
と
あ
る
。『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
引

文
が
経
論
釈
の
次
第
に
準
じ
、
特
に
「
行
巻
」
で
は
法
然
へ
流
れ

こ
む
血
脈
を
龍
樹
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
論
じ
る
こ
と
、
ま
た
は

『
歎
異
抄
』
第
二
章
に
お
け
る
親
鸞
が
阿
弥
陀
仏
か
ら
法
然
へ
語

り
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
親
鸞
思
想
に
は

「
原
初
こ
そ
根
本
で
あ
る
」
と
い
う
性
格
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
親
鸞
は
次
の
よ
う
な
和
讃
も
遺
し
て
い
る
。

聖
徳
太
子
印
度
に
て
は

　

勝
鬘
夫
人
と
む
ま
れ
し
む

中
夏
晨
旦
に
あ
ら
わ
れ
て

　

恵
思
禅
師
と
ま
ふ
し
け
り

 

（『
浄
真
聖
全
二
』
五
三
八
頁
）

晨
旦
華
漢
に
お
は
し
て
は
　

有
情
を
利
益
せ
む
と
し
て

男
女
の
身
と
む
ま
れ
し
め

　

五
百
生
を
ぞ
へ
た
ま
ひ
し

 

（『
浄
真
聖
全
二
』
五
三
八
頁
）

太
子
崩
御
の
そ
の
の
ち
に
　

如
来
の
教
法
興
隆
し

有
情
を
救
済
せ
む
ひ
と
は

　

太
子
の
御
身
と
礼
す
べ
し

 

（『
浄
真
聖
全
二
』
五
四
二
頁
）
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聖
徳
太
子
は
「
粟
散
片
州
」
に
仏
教
を
興
隆
す
る
ま
で
に
す
で

に
「
こ
の
土
に
た
び
た
び
き
た
ら
し
む
」
存
在
で
あ
り
、
天
台
智

顗
の
師
で
あ
る
南
岳
恵
思
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
比
叡

山
の
礎
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
数
多
の
男
女
の
身
を
も
っ
て
生
ま

れ
た
こ
と
も
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
織
田
顕
祐
が
述
べ
る
よ
う
に

「
こ
の
よ
う
な
讃
え
方
は
、
人
間
聖
徳
太
子
を
基
準
に
し
て
考
え

る
と
全
く
理
解
で
き
な
い
表
現
」
で
あ
り
「
親
鸞
に
と
っ
て
「
聖

徳
太
子
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
個
人
を
通
り
越
し
て
「
仏
法
興
隆

　

衆
生
済
度
」
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
」、「
釈
迦
正
法
滅
後
の
「
常

住
如
来
」
を
明
ら
か
に
す
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

　
「
仏
法
最
初
の
と
こ
ろ
」
に
身
を
お
き
「
粟
散
片
州
」
に
お
い

て
仏
法
興
隆
す
る
如
来
へ
と
衆
生
に
お
け
る
利
益
・
救
済
と
は
何

か
を
問
う
こ
と
は
、
親
鸞
思
想
が
有
す
る
「
原
初
」
へ
の
遡
行
的

性
格
に
相
応
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
六
角
堂
参
籠
が
「
真
如
真
実

本
一
体
」
で
あ
る
「
常
住
如
来
」
と
の
値
遇
を
求
め
て
の
営
み
で

あ
っ
た
と
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
時
阿
弥
陀
如
来
の
教

法
を
興
隆
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
向
か
っ
て
本
願
念
仏
を
説
き
広

め
て
い
た
の
が
法
然
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
受
け
て
「
太
子
崩
御
の
そ
の
の
ち
に

　

如
来
の
教
法
興
隆
し
　

有
情
を
救
済
せ
む
ひ
と
」
で
あ
る
法
然
を

常
住
如
来
の
化
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
太
子
の
御
身
」
と
し
て
親

鸞
は
尋
ね
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
の
言
葉
に
は
法
然
を
代
表
す
る
祖
師
と
聖
徳
太
子
の
重
な

り
が
見
出
さ
れ
、「
仏
法
興
隆
・
衆
生
済
度
」
の
如
来
理
解
が
そ

こ
に
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
こ
の
如
来
と
は
親
鸞

に
と
っ
て
阿
弥
陀
如
来
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
聖
徳
太
子
の
夢
告
を

受
け
て
直
ち
に
法
然
の
も
と
へ
赴
く
こ
と
か
ら
考
え
て
、
六
角
堂

参
籠
の
時
点
で
親
鸞
に
は
阿
弥
陀
仏
一
仏
へ
の
帰
依
が
兆
さ
れ
て

あ
り
、
法
然
の
も
と
へ
赴
く
こ
と
も
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
六
角
堂
参
籠
を
経
て
法
然
の
も
と
へ
至

り
本
願
念
仏
と
の
値
遇
を
得
る
こ
と
は
、
親
鸞
は
参
籠
に
先
立
っ

て
法
然
に
つ
い
て
す
で
に
聞
き
及
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、

六
角
堂
参
籠
以
前
も
し
く
は
六
角
堂
参
籠
中
に
決
定
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
法
然
の
も
と
へ
向

か
う
以
前
に
自
身
で
い
か
に
し
て
も
確
か
め
な
く
て
は
な
ら
な
い

課
題
を
も
っ
て
六
角
堂
に
参
籠
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
す

で
に
阿
弥
陀
仏
の
救
済
を
問
う
者
で
あ
っ
た
親
鸞
に
と
っ
て
、
六

角
堂
参
籠
で
の
夢
告
の
意
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論

を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
如
来
が
「
身
」
と
な
る
と
い
う
「
衆
生

済
度
」
の
具
体
的
内
容
と
し
て
の
慈
悲
の
身
証
が
六
角
堂
参
籠
と

夢
告
に
求
め
ら
れ
る
意
で
あ
り
、
そ
の
智
慧
を
覚
知
す
る
に
お
い

（

）
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し
た
ま
ふ
に
」、
第
三
五
首
「
如
来
の
教
法
興
隆
し
」、
第
三
八
首

「
仏
法
興
隆
の
は
じ
め
と
し
」、
第
五
四
首
「
経
論
・
仏
像
興
隆

し
」、
第
五
六
首
「
仏
法
興
隆
の
た
め
に
と
て
」、
第
六
二
首
「
仏

法
興
隆
せ
し
め
つ
つ
」、
第
六
五
首
「
仏
法
を
弘
興
し
た
ま
ふ

に
」
な
ど
と
認
め
ら
れ
る
。

　
ま
た
「
有
情
救
済
」・「
有
情
利
益
」
な
ど
の
語
に
着
目
す
る
と
、

第
一
首
「
有
情
救
済
の
慈
悲
ひ
ろ
し
」、
第
三
首
「
未
来
の
有
情

利
せ
む
と
て
」、
第
一
二
首
「
有
情
を
利
益
せ
む
と
し
て
」、
第
一

四
首
「
有
情
を
済
度
せ
む
た
め
に
」、
第
一
五
首
「
有
情
利
益
の

た
め
に
と
て
」、
第
二
六
首
「
六
道
の
有
情
利
益
す
る
」、
第
三
五

首
「
有
情
を
救
済
せ
む
ひ
と
は
」、
第
三
六
首
「
有
情
の
利
益
た

え
ざ
り
き
」、
第
三
八
首
「
有
情
利
益
の
も
と
と
せ
り
」、
第
五
四

首
「
有
縁
の
有
情
を
救
済
せ
む
」、
第
六
二
首
「
有
情
利
益
の
た

め
に
と
て
」、
第
六
五
首
「
有
情
教
化
の
た
め
に
と
て
」、
第
六
八

首
「
有
情
利
益
の
た
め
に
と
て
」
と
、
こ
の
よ
う
に
「
仏
法
弘

興
」・「
仏
法
興
隆
」、「
有
情
救
済
」・「
有
情
利
益
」
と
い
っ
た
語

が
異
様
な
ま
で
に
反
復
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
皇
太
子
聖
徳
奉

讃
』
に
お
け
る
執
拗
な
反
復
か
ら
、
二
九
歳
時
の
求
道
に
お
け
る

起
点
の
痕
跡
が
晩
年
に
到
っ
て
表
出
し
て
い
る
と
い
う
意
を
読
み

と
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
比
叡
山
を
出
で
た
親
鸞
は
比

叡
山
で
の
二
〇
年
間
を
ふ
り
か
え
り
つ
つ
問
い
な
お
し
て
、
仏
法

を
世
に
興
隆
し
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
如
来
理
解
を
二
九
歳
時

に
お
い
て
明
知
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
は
六
角
堂
参
籠
に
つ
い
て
自
ら
記
し
て
い
な
い
が
、
六
角

堂
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
日
本
国
に
は
こ
の
御
て
ら

　

仏
法
最

初
の
と
こ
ろ
な
り
」
と
あ
ら
わ
し
、「
最
初
」
の
左
訓
に
は
「
は

じ
め
な
り
と
知
る
べ
し
」
と
あ
る
。『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
引

文
が
経
論
釈
の
次
第
に
準
じ
、
特
に
「
行
巻
」
で
は
法
然
へ
流
れ

こ
む
血
脈
を
龍
樹
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
論
じ
る
こ
と
、
ま
た
は

『
歎
異
抄
』
第
二
章
に
お
け
る
親
鸞
が
阿
弥
陀
仏
か
ら
法
然
へ
語

り
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
親
鸞
思
想
に
は

「
原
初
こ
そ
根
本
で
あ
る
」
と
い
う
性
格
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
親
鸞
は
次
の
よ
う
な
和
讃
も
遺
し
て
い
る
。

聖
徳
太
子
印
度
に
て
は

　

勝
鬘
夫
人
と
む
ま
れ
し
む

中
夏
晨
旦
に
あ
ら
わ
れ
て

　

恵
思
禅
師
と
ま
ふ
し
け
り

 

（『
浄
真
聖
全
二
』
五
三
八
頁
）

晨
旦
華
漢
に
お
は
し
て
は
　

有
情
を
利
益
せ
む
と
し
て

男
女
の
身
と
む
ま
れ
し
め

　

五
百
生
を
ぞ
へ
た
ま
ひ
し

 

（『
浄
真
聖
全
二
』
五
三
八
頁
）

太
子
崩
御
の
そ
の
の
ち
に
　

如
来
の
教
法
興
隆
し

有
情
を
救
済
せ
む
ひ
と
は

　

太
子
の
御
身
と
礼
す
べ
し

 

（『
浄
真
聖
全
二
』
五
四
二
頁
）
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聖
徳
太
子
は
「
粟
散
片
州
」
に
仏
教
を
興
隆
す
る
ま
で
に
す
で

に
「
こ
の
土
に
た
び
た
び
き
た
ら
し
む
」
存
在
で
あ
り
、
天
台
智

顗
の
師
で
あ
る
南
岳
恵
思
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
比
叡

山
の
礎
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
数
多
の
男
女
の
身
を
も
っ
て
生
ま

れ
た
こ
と
も
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
織
田
顕
祐
が
述
べ
る
よ
う
に

「
こ
の
よ
う
な
讃
え
方
は
、
人
間
聖
徳
太
子
を
基
準
に
し
て
考
え

る
と
全
く
理
解
で
き
な
い
表
現
」
で
あ
り
「
親
鸞
に
と
っ
て
「
聖

徳
太
子
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
個
人
を
通
り
越
し
て
「
仏
法
興
隆

　

衆
生
済
度
」
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
」、「
釈
迦
正
法
滅
後
の
「
常

住
如
来
」
を
明
ら
か
に
す
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

　
「
仏
法
最
初
の
と
こ
ろ
」
に
身
を
お
き
「
粟
散
片
州
」
に
お
い

て
仏
法
興
隆
す
る
如
来
へ
と
衆
生
に
お
け
る
利
益
・
救
済
と
は
何

か
を
問
う
こ
と
は
、
親
鸞
思
想
が
有
す
る
「
原
初
」
へ
の
遡
行
的

性
格
に
相
応
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
六
角
堂
参
籠
が
「
真
如
真
実

本
一
体
」
で
あ
る
「
常
住
如
来
」
と
の
値
遇
を
求
め
て
の
営
み
で

あ
っ
た
と
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
時
阿
弥
陀
如
来
の
教

法
を
興
隆
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
向
か
っ
て
本
願
念
仏
を
説
き
広

め
て
い
た
の
が
法
然
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
受
け
て
「
太
子
崩
御
の
そ
の
の
ち
に

　

如
来
の
教
法
興
隆
し
　

有
情
を
救
済
せ
む
ひ
と
」
で
あ
る
法
然
を

常
住
如
来
の
化
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
太
子
の
御
身
」
と
し
て
親

鸞
は
尋
ね
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
の
言
葉
に
は
法
然
を
代
表
す
る
祖
師
と
聖
徳
太
子
の
重
な

り
が
見
出
さ
れ
、「
仏
法
興
隆
・
衆
生
済
度
」
の
如
来
理
解
が
そ

こ
に
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
こ
の
如
来
と
は
親
鸞

に
と
っ
て
阿
弥
陀
如
来
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
聖
徳
太
子
の
夢
告
を

受
け
て
直
ち
に
法
然
の
も
と
へ
赴
く
こ
と
か
ら
考
え
て
、
六
角
堂

参
籠
の
時
点
で
親
鸞
に
は
阿
弥
陀
仏
一
仏
へ
の
帰
依
が
兆
さ
れ
て

あ
り
、
法
然
の
も
と
へ
赴
く
こ
と
も
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
六
角
堂
参
籠
を
経
て
法
然
の
も
と
へ
至

り
本
願
念
仏
と
の
値
遇
を
得
る
こ
と
は
、
親
鸞
は
参
籠
に
先
立
っ

て
法
然
に
つ
い
て
す
で
に
聞
き
及
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、

六
角
堂
参
籠
以
前
も
し
く
は
六
角
堂
参
籠
中
に
決
定
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
法
然
の
も
と
へ
向

か
う
以
前
に
自
身
で
い
か
に
し
て
も
確
か
め
な
く
て
は
な
ら
な
い

課
題
を
も
っ
て
六
角
堂
に
参
籠
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
す

で
に
阿
弥
陀
仏
の
救
済
を
問
う
者
で
あ
っ
た
親
鸞
に
と
っ
て
、
六

角
堂
参
籠
で
の
夢
告
の
意
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論

を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
如
来
が
「
身
」
と
な
る
と
い
う
「
衆
生

済
度
」
の
具
体
的
内
容
と
し
て
の
慈
悲
の
身
証
が
六
角
堂
参
籠
と

夢
告
に
求
め
ら
れ
る
意
で
あ
り
、
そ
の
智
慧
を
覚
知
す
る
に
お
い

（

）
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て
は
、
さ
ら
に
百
日
を
か
け
て
法
然
の
も
と
へ
尋
ね
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
夢
告
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
「
子
」
と
し
て
の
自
覚

　
は
じ
め
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
夢
告
は
神
秘
的

啓
示
の
側
面
を
有
し
つ
つ
も
必
ず
そ
の
人
自
身
に
お
い
て
生
じ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
に
親
鸞
が
引

用
す
る
仏
説
無
量
寿
経
に
お
け
る
釈
尊
へ
の
問
い
が
阿
難
自
身
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
か
に
他
な
る
者
の
呼
び
か
け
で
あ

っ
て
も
聞
き
と
ら
れ
る
こ
と
は
自
身
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
親
鸞
は
六
角
堂
へ
の
参
籠
に
お
い
て
「
九
十
五
日
の
あ
か

月
」
に
夢
告
を
得
た
と
い
わ
れ
る
が
、
参
籠
と
は
雛
鳥
が
卵
か
ら

新
た
な
世
界
へ
生
ま
れ
よ
う
と
戦
い
、
も
が
き
求
め
る
こ
と
で
あ

り
、
自
身
の
生
に
お
け
る
「
前
兆
」
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ

る
。
夢
は
夢
ま
ぼ
ろ
し
と
い
う
よ
う
に
儚
く
頼
り
な
く
虚
を
意
と

す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
同
時
に
未
来
に
お
け
る
実
な
る
展
望
の
意

を
有
し
て
も
い
る
。
親
鸞
に
お
い
て
夢
告
が
希
求
さ
れ
、
そ
こ
で

得
ら
れ
た
内
容
に
よ
っ
て
生
涯
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
考

慮
す
る
場
合
、
夢
は
後
者
の
意
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ

る
未
来
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
「
開
け
」、
す
な
わ
ち
展
望
を
獲

得
す
る
こ
と
が
夢
告
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
加
え
て
重
要
で
あ
る
の
は
夢
告
の
結
実
に
お
い
て
証
果

が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
夢
告
が
実
で
あ
っ
て
虚
で
な
い
と

さ
れ
る
と
き
、
夢
告
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
兆
し
を
得
た
と
い
う
こ

と
が
未
だ
証
を
得
て
い
な
い
と
い
う
意
よ
り
も
重
要
な
意
を
発
揮

し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
到
達
さ
れ
る
べ
き
未
来

が
現
在
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
意
は
、
今
現
在
そ
の
未
来

に
到
達
し
て
い
な
い
と
い
う
、
そ
の
意
の
裏
面
、
現
在
の
否
定
を

強
調
す
る
面
に
重
点
が
置
か
れ
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
未

来
が
自
ら
の
現
在
に
注
が
れ
、
未
来
が
現
在
に
肉
迫
し
、
あ
る
い

は
未
来
が
現
在
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
歓
喜
に
こ
そ

重
点
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
実
夢

が
親
鸞
の
生
涯
を
決
定
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
現
在
性
の

獲
得
が
親
鸞
に
お
け
る
求
道
の
基
底
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
恵
信
尼
の
消
息
に
お
い
て
親
鸞
が
祈
る
と
こ
ろ
の
「
ご
せ
」

（
後
世
）
と
い
う
言
葉
も
、
そ
の
意
か
ら
推
察
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
親
鸞
が
夢
告
を
経
て
法
然
の
も
と
へ
赴
き
、
生
死
を
出
ず
べ

き
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
来

生
の
実
在
が
表
現
上
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
と
し
て
も
、
来
生
が
実
際
に
存
在
し
、
そ
こ
で
安
穏
を
享
受
で

き
る
か
否
か
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
来
生
に
応
じ
得

る
現
在
の
生
を
獲
得
す
る
こ
と
が
先
決
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
の

（

）
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で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
世
に
値
す
る
虚
し
さ
を
超
え
る
現
在
を
生

き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
求
道
に
て
得
ら
れ

る
現
在
の
生
に
お
い
て
後
世
は
来
生
で
あ
っ
て
現
在
で
は
な
い
と

し
て
単
に
現
生
を
否
む
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

現
生
を
満
足
し
得
る
現
在
を
与
え
る
後
世
を
、
親
鸞
は
そ
の
求
道

の
起
点
に
お
い
て
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
九
歳
時
の
夢
告
の
内
容
は
『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』「
上
本
」

に
よ
れ
ば
「
女
犯
偈
」
で
あ
る
。

六
角
堂
の
救
世
菩
薩
、
顔
容
端
厳
の
聖
僧
の
形
を
示
現
し
て
、

白
衲
の
袈
裟
を
着
服
せ
し
め
、
広
大
の
白
蓮
華
に
端
坐
し
て
、

善
信
に
告
命
し
て
の
た
ま
は
く
、
行
者
宿
報
設
女
犯

　

我
成

玉
女
身
被
犯

　

一
生
之
間
能
荘
厳
　

臨
終
引
導
生
極
楽
　

文
。

救
世
菩
薩
、
善
信
に
の
た
ま
は
く
、
此
是
我
誓
願
也
、
善
信

こ
の
誓
願
の
旨
趣
を
宣
説
し
て
、
一
切
群
生
に
き
か
し
む
べ

し
と
云
々
。
爾
時
夢
中
に
あ
り
な
が
ら
、
御
堂
の
正
面
に
し

て
東
方
を
み
れ
ば
、
峨
峨
た
る
岳
山
あ
り
。
そ
の
高
山
に
数

千
万
億
の
有
情
群
集
せ
り
と
み
ゆ
。
そ
の
と
き
告
命
の
ご
と

く
、
此
文
の
こ
こ
ろ
を
、
か
の
山
に
あ
つ
ま
れ
る
有
情
に
対

し
て
説
き
き
か
し
め
を
は
る
と
お
ぼ
え
て
、
夢
悟
を
は
り
ぬ

と
云
々
。 

（『
浄
真
聖
全
四
』
七
七
│
七
八
頁
）

　
観
音
菩
薩
が
「
玉
女
」
の
身
と
成
り
行
者
に
「
犯
」
せ
ら
れ
よ

う
と
も
、
そ
の
行
者
の
生
を
荘
厳
し
必
ず
浄
土
へ
引
導
す
る
と
う

た
わ
れ
て
い
る
。
名
畑
崇
に
よ
っ
て
「
女
犯
偈
」
の
典
拠
が
『
覚

禅
抄
』
で
あ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、『
覚
禅
抄
』
の
文

と
こ
の
偈
文
と
の
間
に
あ
る
重
大
な
差
異
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は

平
雅
行
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
行
者
が
邪
な
淫
欲
に
よ
っ

て
「
犯
」
に
至
る
の
で
は
な
く
、「
宿
報
」
に
よ
っ
て
「
犯
」
に

至
る
と
い
う
平
の
指
摘
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
行
者
の
生
命
そ
の

も
の
に
あ
る
の
は
単
に
邪
淫
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ふ
く
む
、

よ
り
包
括
的
な
表
現
と
し
て
の
「
宿
報
」
す
な
わ
ち
宿
業
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
行
者
の
存
在
は
ま
さ
に

先
行
す
る
肉
親
に
よ
る
「
犯
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
宿
報
に
よ
っ
て

生
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
偈
文
に
お
け
る

「
犯
」
が
指
し
示
す
性
の
営
み
、
直
截
に
は
生
殖
行
為
に
よ
っ
て

あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
生
命
を
与
え
ら
れ
、
世
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
。

そ
の
意
に
お
い
て
「
犯
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
罪
業
の
象
徴
的
表
現
」

で
あ
る
と
同
時
に
「
生
命
の
通
路
」、
あ
ら
ゆ
る
命
の
生
ま
れ
る

地
平
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
偈
文
に
描
か
れ
る
性
は
、
性
そ
れ
自

体
に
猥
雑
が
ふ
く
ま
れ
よ
う
と
も
性
を
く
ぐ
る
こ
と
な
く
生
命
が

生
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
、
人
間
存
在
の
事
実
を
表
現
し
て

い
る
。
一
人
の
人
間
に
お
い
て
罪
悪
の
み
な
ら
ず
求
道
を
生
じ
る

の
も
宿
報
た
る
「
犯
」
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
生
命
存

（
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て
は
、
さ
ら
に
百
日
を
か
け
て
法
然
の
も
と
へ
尋
ね
な
く
て
は
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
夢
告
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
「
子
」
と
し
て
の
自
覚

　
は
じ
め
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
夢
告
は
神
秘
的

啓
示
の
側
面
を
有
し
つ
つ
も
必
ず
そ
の
人
自
身
に
お
い
て
生
じ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
に
親
鸞
が
引

用
す
る
仏
説
無
量
寿
経
に
お
け
る
釈
尊
へ
の
問
い
が
阿
難
自
身
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
か
に
他
な
る
者
の
呼
び
か
け
で
あ

っ
て
も
聞
き
と
ら
れ
る
こ
と
は
自
身
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
親
鸞
は
六
角
堂
へ
の
参
籠
に
お
い
て
「
九
十
五
日
の
あ
か

月
」
に
夢
告
を
得
た
と
い
わ
れ
る
が
、
参
籠
と
は
雛
鳥
が
卵
か
ら

新
た
な
世
界
へ
生
ま
れ
よ
う
と
戦
い
、
も
が
き
求
め
る
こ
と
で
あ

り
、
自
身
の
生
に
お
け
る
「
前
兆
」
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ

る
。
夢
は
夢
ま
ぼ
ろ
し
と
い
う
よ
う
に
儚
く
頼
り
な
く
虚
を
意
と

す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
同
時
に
未
来
に
お
け
る
実
な
る
展
望
の
意

を
有
し
て
も
い
る
。
親
鸞
に
お
い
て
夢
告
が
希
求
さ
れ
、
そ
こ
で

得
ら
れ
た
内
容
に
よ
っ
て
生
涯
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
考

慮
す
る
場
合
、
夢
は
後
者
の
意
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
あ

る
未
来
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
「
開
け
」、
す
な
わ
ち
展
望
を
獲

得
す
る
こ
と
が
夢
告
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
加
え
て
重
要
で
あ
る
の
は
夢
告
の
結
実
に
お
い
て
証
果

が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
夢
告
が
実
で
あ
っ
て
虚
で
な
い
と

さ
れ
る
と
き
、
夢
告
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
兆
し
を
得
た
と
い
う
こ

と
が
未
だ
証
を
得
て
い
な
い
と
い
う
意
よ
り
も
重
要
な
意
を
発
揮

し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
到
達
さ
れ
る
べ
き
未
来

が
現
在
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
意
は
、
今
現
在
そ
の
未
来

に
到
達
し
て
い
な
い
と
い
う
、
そ
の
意
の
裏
面
、
現
在
の
否
定
を

強
調
す
る
面
に
重
点
が
置
か
れ
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
以
上
に
未

来
が
自
ら
の
現
在
に
注
が
れ
、
未
来
が
現
在
に
肉
迫
し
、
あ
る
い

は
未
来
が
現
在
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
歓
喜
に
こ
そ

重
点
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
実
夢

が
親
鸞
の
生
涯
を
決
定
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
現
在
性
の

獲
得
が
親
鸞
に
お
け
る
求
道
の
基
底
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
恵
信
尼
の
消
息
に
お
い
て
親
鸞
が
祈
る
と
こ
ろ
の
「
ご
せ
」

（
後
世
）
と
い
う
言
葉
も
、
そ
の
意
か
ら
推
察
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
親
鸞
が
夢
告
を
経
て
法
然
の
も
と
へ
赴
き
、
生
死
を
出
ず
べ

き
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
来

生
の
実
在
が
表
現
上
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
と
し
て
も
、
来
生
が
実
際
に
存
在
し
、
そ
こ
で
安
穏
を
享
受
で

き
る
か
否
か
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
来
生
に
応
じ
得

る
現
在
の
生
を
獲
得
す
る
こ
と
が
先
決
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
の

（

）
51

（

）
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で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
世
に
値
す
る
虚
し
さ
を
超
え
る
現
在
を
生

き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
求
道
に
て
得
ら
れ

る
現
在
の
生
に
お
い
て
後
世
は
来
生
で
あ
っ
て
現
在
で
は
な
い
と

し
て
単
に
現
生
を
否
む
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

現
生
を
満
足
し
得
る
現
在
を
与
え
る
後
世
を
、
親
鸞
は
そ
の
求
道

の
起
点
に
お
い
て
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
九
歳
時
の
夢
告
の
内
容
は
『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』「
上
本
」

に
よ
れ
ば
「
女
犯
偈
」
で
あ
る
。

六
角
堂
の
救
世
菩
薩
、
顔
容
端
厳
の
聖
僧
の
形
を
示
現
し
て
、

白
衲
の
袈
裟
を
着
服
せ
し
め
、
広
大
の
白
蓮
華
に
端
坐
し
て
、

善
信
に
告
命
し
て
の
た
ま
は
く
、
行
者
宿
報
設
女
犯

　

我
成

玉
女
身
被
犯

　

一
生
之
間
能
荘
厳
　

臨
終
引
導
生
極
楽
　

文
。

救
世
菩
薩
、
善
信
に
の
た
ま
は
く
、
此
是
我
誓
願
也
、
善
信

こ
の
誓
願
の
旨
趣
を
宣
説
し
て
、
一
切
群
生
に
き
か
し
む
べ

し
と
云
々
。
爾
時
夢
中
に
あ
り
な
が
ら
、
御
堂
の
正
面
に
し

て
東
方
を
み
れ
ば
、
峨
峨
た
る
岳
山
あ
り
。
そ
の
高
山
に
数

千
万
億
の
有
情
群
集
せ
り
と
み
ゆ
。
そ
の
と
き
告
命
の
ご
と

く
、
此
文
の
こ
こ
ろ
を
、
か
の
山
に
あ
つ
ま
れ
る
有
情
に
対

し
て
説
き
き
か
し
め
を
は
る
と
お
ぼ
え
て
、
夢
悟
を
は
り
ぬ

と
云
々
。 

（『
浄
真
聖
全
四
』
七
七
│
七
八
頁
）

　
観
音
菩
薩
が
「
玉
女
」
の
身
と
成
り
行
者
に
「
犯
」
せ
ら
れ
よ

う
と
も
、
そ
の
行
者
の
生
を
荘
厳
し
必
ず
浄
土
へ
引
導
す
る
と
う

た
わ
れ
て
い
る
。
名
畑
崇
に
よ
っ
て
「
女
犯
偈
」
の
典
拠
が
『
覚

禅
抄
』
で
あ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、『
覚
禅
抄
』
の
文

と
こ
の
偈
文
と
の
間
に
あ
る
重
大
な
差
異
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は

平
雅
行
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
行
者
が
邪
な
淫
欲
に
よ
っ

て
「
犯
」
に
至
る
の
で
は
な
く
、「
宿
報
」
に
よ
っ
て
「
犯
」
に

至
る
と
い
う
平
の
指
摘
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
行
者
の
生
命
そ
の

も
の
に
あ
る
の
は
単
に
邪
淫
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ふ
く
む
、

よ
り
包
括
的
な
表
現
と
し
て
の
「
宿
報
」
す
な
わ
ち
宿
業
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
行
者
の
存
在
は
ま
さ
に

先
行
す
る
肉
親
に
よ
る
「
犯
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
宿
報
に
よ
っ
て

生
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
偈
文
に
お
け
る

「
犯
」
が
指
し
示
す
性
の
営
み
、
直
截
に
は
生
殖
行
為
に
よ
っ
て

あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
生
命
を
与
え
ら
れ
、
世
に
投
げ
出
さ
れ
て
あ
る
。

そ
の
意
に
お
い
て
「
犯
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
罪
業
の
象
徴
的
表
現
」

で
あ
る
と
同
時
に
「
生
命
の
通
路
」、
あ
ら
ゆ
る
命
の
生
ま
れ
る

地
平
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
偈
文
に
描
か
れ
る
性
は
、
性
そ
れ
自

体
に
猥
雑
が
ふ
く
ま
れ
よ
う
と
も
性
を
く
ぐ
る
こ
と
な
く
生
命
が

生
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
、
人
間
存
在
の
事
実
を
表
現
し
て

い
る
。
一
人
の
人
間
に
お
い
て
罪
悪
の
み
な
ら
ず
求
道
を
生
じ
る

の
も
宿
報
た
る
「
犯
」
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
生
命
存
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在
の
根
源
に
ま
で
救
済
が
お
よ
ぶ
こ
と
が
「
女
犯
偈
」
に
お
い
て

示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
行
者
の
性
が
う
た
わ
れ
る
の
は

行
者
の
生
存
、
つ
ま
り
宿
報
に
性
は
織
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、
行
者
の
性0

が
あ
が
な
わ
れ
る
の
み
で
は
な
く
行
者
の
生0

が

全
体
的
に
救
済
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
「
犯
」
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
は
他
者
の
実
在
が

前
提
と
な
っ
て
い
る
。「
犯
」
は
単
独
で
成
立
し
得
な
い
た
め
で

あ
る
。
観
音
菩
薩
が
「
玉
女
」
と
し
て
対
象
と
な
る
と
う
た
わ
れ

て
い
る
が
、
観
音
菩
薩
と
は
単
に
聖
徳
太
子
の
化
現
で
あ
る
と
い

う
よ
り
も
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
を
か
た
ど
る
と
こ
ろ

の
観
音
菩
薩
で
あ
る
。
文
脈
上
、
行
者
の
生
涯
を
荘
厳
す
る
と
い

っ
た
言
葉
か
ら
観
音
菩
薩
が
妻
と
な
る
と
い
う
意
を
汲
み
得
る
た

め
、「
女
犯
偈
」
が
妻
帯
の
決
断
へ
と
親
鸞
を
進
ま
せ
た
と
い
う

見
解
は
生
じ
る
。
し
か
し
注
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ま

ず
は
「
玉
女
」
と
い
う
言
葉
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
必
ず
し
も
「
行
者
」
を
親
鸞
に
、「
玉
女
」
を
そ
の
妻
に
あ
て

は
め
る
必
要
は
な
い
」
の
で
あ
り
、「
女
犯
偈
」
は
「
親
鸞
個
人

を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
広
く
衆
生
の
宿
業
に
同
悲
し
て
、

身
を
変
え
て

0

0

0

0

0

こ
れ
を
救
わ
ん
と
す
る
救
世
観
音
の
慈
悲
を
現
わ
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
金
治
勇
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
親
鸞
一
個
人
で
は
な
く
衆
生
が
荷
な

わ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
妻
帯
と
の
関
係
よ
り
も
如

来
が
行
者
の
女
犯
と
い
う
業
ま
で
を
も
救
済
す
る
た
め
に
こ
の
世

に
誕
生
し
て
衆
生
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
玉
女
の

身
と
成
る

0

0

と
い
う
一
点
に
お
い
て
「
女
犯
偈
」
は
意
を
確
か
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
身
と
は
「
見
老
病
死
」
の
場
、
老
病
死
が
あ

ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
老
病
死
の
苦
海
に
存
す
る
衆
生
を
済

度
す
る
た
め
に
老
病
死
に
ま
み
え
る
「
身
」
と
し
て
如
来
が
自
ら

を
あ
ら
わ
す
ほ
ど
に
慈
悲
が
徹
底
さ
れ
る
と
い
う
「
誓
願
の
旨

趣
」
こ
そ
、
比
叡
山
を
出
で
た
親
鸞
が
あ
ら
ゆ
る
有
情
に
対
し
て

説
き
聞
か
し
め
る
に
値
す
る
。
安
冨
信
哉
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
親

鸞
は
、
こ
の
如
来
の
悲
願
を
夢
中
に
内
感
し
た
」
の
で
あ
る
。

「
犯
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
如
来
の
慈
悲
に
ふ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
行
者
に
お
け
る
「
犯
」
は
行
者
自
身
の
生
命
の
根
源
で
あ

る
と
同
時
に
、「
犯
」
が
如
来
の
荘
厳
に
よ
り
転
じ
ら
れ
る
こ
と

で
行
者
自
身
へ
「
臨
終
引
導
生
極
楽
」
と
い
う
新
た
な
生
を
与
え

る
も
の
で
も
あ
る
。
行
者
の
「
犯
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
は
ま

さ
に
新
生
す
る
行
者
自
身
で
あ
り
、
そ
の
生
ま
れ
は
阿
弥
陀
如
来

の
慈
悲
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
「
廟
窟
偈
」
に
う
た
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
愍
念
有
情
如
一

子
」、
阿
弥
陀
如
来
を
「
親
」
と
す
る
衆
生
の
「
子
」
と
し
て
生

ま
れ
る
自
覚
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
如
来
が
「
玉
女
身
」
と
成
る
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ほ
ど
に
慈
悲
を
あ
ら
わ
す
と
き
、
行
者
も
ま
た
自
ら
の
身
の
意
を

転
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
者
は
衆
生
と
し
て
生
ま
れ

る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
新
た
な
「
身
」
を
獲
得
す
る
と
も
い

え
よ
う
。
自
ら
の
出
生
の
意
が
転
じ
ら
れ
、
如
来
の
出
世
に
遇
う

身
と
成
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
聖
徳
太
子
を
父
母
に
た
と
え
る
こ

と
は
こ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

救
世
観
音
大
菩
薩

　

聖
徳
皇
と
示
現
し
て

多
多
の
ご
と
く
す
て
ず
し
て

　

阿
摩
の
ご
と
く
に
そ
ひ
た

ま
ふ 

（『
浄
真
聖
全
二
』
五
一
二
頁
）

大
慈
救
世
聖
徳
皇
　

父
の
ご
と
く
に
お
わ
し
ま
す

大
悲
救
世
観
世
音

　

母
の
ご
と
く
に
お
わ
し
ま
す

 

（『
浄
真
聖
全
二
』
五
一
四
頁
）

聖
徳
皇
の
あ
わ
れ
み
て
　

仏
智
不
思
議
の
誓
願
に

す
す
め
い
れ
し
め
た
ま
ひ
て
ぞ

　

住
正
定
聚
の
身
と
な
れ

る 

（『
浄
真
聖
全
二
』
五
一
三
頁
）

　
聖
徳
太
子
へ
の
讃
嘆
に
お
い
て
現
生
正
定
聚
が
う
た
わ
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
聖
徳
太
子
が
如
来
で
あ
り
他
の
祖
師
た
ち
と
重
な
り

あ
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
衆
生
は
聖
徳
太
子
の
父
母
の
ご
と

き
「
あ
わ
れ
み
」
に
よ
っ
て
「
子
」
と
し
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
の
慈
悲
に
よ
っ
て
「
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る
」
と
う
た
わ
れ

て
い
る
。
ま
さ
に
如
来
は
「
我
を
生
め
る
父
母
の
如
し
」
で
あ
っ

て
、『
歎
異
抄
』
第
五
章
に
お
け
る
孝
養
の
た
め
の
「
父
母
」
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
の
「
親
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
が

「
子
」
と
し
て
「
世
々
生
々
の
父
母
・
兄
弟
」（『
歎
異
抄
』
第
五

章
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
、
そ
の
背
景
に
必
ず
規
定
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
他
者
の
意
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
よ
り
そ
い
、

あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
身
を
転
じ
て
浄
土
へ
生
ま
れ
さ
せ
る
存
在
な
の

で
あ
る
。

一
人
居
て
喜
は
ば
二
人
と
お
も
ふ
べ
し
、
二
人
寄
て
喜
は
ば

三
人
と
思
ふ
べ
し
、
そ
の
一
人
は
親
鸞
な
り
。

　
こ
の
言
葉
は
そ
の
よ
う
な
他
者
と
し
て
の
「
親
」
を
的
確
に
と

ら
え
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
如
来
は
「
聖

な
る
肉
親
」
で
あ
り
「
身
体
感
」
を
も
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
は
他
身
に
あ
ら
ず
し
て

　

わ
が
身
こ
れ
な
ら
く
の
み
」
の

左
訓
に
「
太
子
の
わ
が
身
な
り
と
知
る
べ
し
と
お
ほ
せ
ご
と
な

り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
如
来
は
慈
悲
に
よ
っ
て
衆
生
と
同
等
の
身

に
生
ま
れ
る
。
そ
れ
と
等
し
い
身
を
宿
報
に
よ
っ
て
衆
生
も
す
で

に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
信
知
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
如
来
の
慈
悲

を
身
に
証
す
る
こ
と
が
六
角
堂
参
籠
に
お
い
て
求
め
ら
れ
、「
女

犯
偈
」
に
よ
っ
て
親
鸞
に
湧
起
し
た
歓
喜
の
意
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
前
節
で
の
親
鸞
の
如
来
理
解
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
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在
の
根
源
に
ま
で
救
済
が
お
よ
ぶ
こ
と
が
「
女
犯
偈
」
に
お
い
て

示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
行
者
の
性
が
う
た
わ
れ
る
の
は

行
者
の
生
存
、
つ
ま
り
宿
報
に
性
は
織
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、
行
者
の
性0

が
あ
が
な
わ
れ
る
の
み
で
は
な
く
行
者
の
生0

が

全
体
的
に
救
済
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
「
犯
」
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
は
他
者
の
実
在
が

前
提
と
な
っ
て
い
る
。「
犯
」
は
単
独
で
成
立
し
得
な
い
た
め
で

あ
る
。
観
音
菩
薩
が
「
玉
女
」
と
し
て
対
象
と
な
る
と
う
た
わ
れ

て
い
る
が
、
観
音
菩
薩
と
は
単
に
聖
徳
太
子
の
化
現
で
あ
る
と
い

う
よ
り
も
阿
弥
陀
如
来
の
慈
悲
の
は
た
ら
き
を
か
た
ど
る
と
こ
ろ

の
観
音
菩
薩
で
あ
る
。
文
脈
上
、
行
者
の
生
涯
を
荘
厳
す
る
と
い

っ
た
言
葉
か
ら
観
音
菩
薩
が
妻
と
な
る
と
い
う
意
を
汲
み
得
る
た

め
、「
女
犯
偈
」
が
妻
帯
の
決
断
へ
と
親
鸞
を
進
ま
せ
た
と
い
う

見
解
は
生
じ
る
。
し
か
し
注
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ま

ず
は
「
玉
女
」
と
い
う
言
葉
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
必
ず
し
も
「
行
者
」
を
親
鸞
に
、「
玉
女
」
を
そ
の
妻
に
あ
て

は
め
る
必
要
は
な
い
」
の
で
あ
り
、「
女
犯
偈
」
は
「
親
鸞
個
人

を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
広
く
衆
生
の
宿
業
に
同
悲
し
て
、

身
を
変
え
て

0

0

0

0

0

こ
れ
を
救
わ
ん
と
す
る
救
世
観
音
の
慈
悲
を
現
わ
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
金
治
勇
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
親
鸞
一
個
人
で
は
な
く
衆
生
が
荷
な

わ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
妻
帯
と
の
関
係
よ
り
も
如

来
が
行
者
の
女
犯
と
い
う
業
ま
で
を
も
救
済
す
る
た
め
に
こ
の
世

に
誕
生
し
て
衆
生
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
玉
女
の

身
と
成
る

0

0

と
い
う
一
点
に
お
い
て
「
女
犯
偈
」
は
意
を
確
か
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
身
と
は
「
見
老
病
死
」
の
場
、
老
病
死
が
あ

ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
老
病
死
の
苦
海
に
存
す
る
衆
生
を
済

度
す
る
た
め
に
老
病
死
に
ま
み
え
る
「
身
」
と
し
て
如
来
が
自
ら

を
あ
ら
わ
す
ほ
ど
に
慈
悲
が
徹
底
さ
れ
る
と
い
う
「
誓
願
の
旨

趣
」
こ
そ
、
比
叡
山
を
出
で
た
親
鸞
が
あ
ら
ゆ
る
有
情
に
対
し
て

説
き
聞
か
し
め
る
に
値
す
る
。
安
冨
信
哉
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
親

鸞
は
、
こ
の
如
来
の
悲
願
を
夢
中
に
内
感
し
た
」
の
で
あ
る
。

「
犯
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
如
来
の
慈
悲
に
ふ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
行
者
に
お
け
る
「
犯
」
は
行
者
自
身
の
生
命
の
根
源
で
あ

る
と
同
時
に
、「
犯
」
が
如
来
の
荘
厳
に
よ
り
転
じ
ら
れ
る
こ
と

で
行
者
自
身
へ
「
臨
終
引
導
生
極
楽
」
と
い
う
新
た
な
生
を
与
え

る
も
の
で
も
あ
る
。
行
者
の
「
犯
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
は
ま

さ
に
新
生
す
る
行
者
自
身
で
あ
り
、
そ
の
生
ま
れ
は
阿
弥
陀
如
来

の
慈
悲
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
「
廟
窟
偈
」
に
う
た
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
愍
念
有
情
如
一

子
」、
阿
弥
陀
如
来
を
「
親
」
と
す
る
衆
生
の
「
子
」
と
し
て
生

ま
れ
る
自
覚
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
如
来
が
「
玉
女
身
」
と
成
る
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ほ
ど
に
慈
悲
を
あ
ら
わ
す
と
き
、
行
者
も
ま
た
自
ら
の
身
の
意
を

転
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
者
は
衆
生
と
し
て
生
ま
れ

る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
新
た
な
「
身
」
を
獲
得
す
る
と
も
い

え
よ
う
。
自
ら
の
出
生
の
意
が
転
じ
ら
れ
、
如
来
の
出
世
に
遇
う

身
と
成
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
聖
徳
太
子
を
父
母
に
た
と
え
る
こ

と
は
こ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

救
世
観
音
大
菩
薩

　

聖
徳
皇
と
示
現
し
て

多
多
の
ご
と
く
す
て
ず
し
て

　

阿
摩
の
ご
と
く
に
そ
ひ
た

ま
ふ 
（『
浄
真
聖
全
二
』
五
一
二
頁
）

大
慈
救
世
聖
徳
皇
　

父
の
ご
と
く
に
お
わ
し
ま
す

大
悲
救
世
観
世
音

　

母
の
ご
と
く
に
お
わ
し
ま
す

 

（『
浄
真
聖
全
二
』
五
一
四
頁
）

聖
徳
皇
の
あ
わ
れ
み
て
　

仏
智
不
思
議
の
誓
願
に

す
す
め
い
れ
し
め
た
ま
ひ
て
ぞ

　

住
正
定
聚
の
身
と
な
れ

る 

（『
浄
真
聖
全
二
』
五
一
三
頁
）

　
聖
徳
太
子
へ
の
讃
嘆
に
お
い
て
現
生
正
定
聚
が
う
た
わ
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
聖
徳
太
子
が
如
来
で
あ
り
他
の
祖
師
た
ち
と
重
な
り

あ
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
衆
生
は
聖
徳
太
子
の
父
母
の
ご
と

き
「
あ
わ
れ
み
」
に
よ
っ
て
「
子
」
と
し
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
の
慈
悲
に
よ
っ
て
「
住
正
定
聚
の
身
と
な
れ
る
」
と
う
た
わ
れ

て
い
る
。
ま
さ
に
如
来
は
「
我
を
生
め
る
父
母
の
如
し
」
で
あ
っ

て
、『
歎
異
抄
』
第
五
章
に
お
け
る
孝
養
の
た
め
の
「
父
母
」
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
の
「
親
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
が

「
子
」
と
し
て
「
世
々
生
々
の
父
母
・
兄
弟
」（『
歎
異
抄
』
第
五

章
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
、
そ
の
背
景
に
必
ず
規
定
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
他
者
の
意
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
よ
り
そ
い
、

あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
身
を
転
じ
て
浄
土
へ
生
ま
れ
さ
せ
る
存
在
な
の

で
あ
る
。

一
人
居
て
喜
は
ば
二
人
と
お
も
ふ
べ
し
、
二
人
寄
て
喜
は
ば

三
人
と
思
ふ
べ
し
、
そ
の
一
人
は
親
鸞
な
り
。

　
こ
の
言
葉
は
そ
の
よ
う
な
他
者
と
し
て
の
「
親
」
を
的
確
に
と

ら
え
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
如
来
は
「
聖

な
る
肉
親
」
で
あ
り
「
身
体
感
」
を
も
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
は
他
身
に
あ
ら
ず
し
て

　

わ
が
身
こ
れ
な
ら
く
の
み
」
の

左
訓
に
「
太
子
の
わ
が
身
な
り
と
知
る
べ
し
と
お
ほ
せ
ご
と
な

り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
如
来
は
慈
悲
に
よ
っ
て
衆
生
と
同
等
の
身

に
生
ま
れ
る
。
そ
れ
と
等
し
い
身
を
宿
報
に
よ
っ
て
衆
生
も
す
で

に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
信
知
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
如
来
の
慈
悲

を
身
に
証
す
る
こ
と
が
六
角
堂
参
籠
に
お
い
て
求
め
ら
れ
、「
女

犯
偈
」
に
よ
っ
て
親
鸞
に
湧
起
し
た
歓
喜
の
意
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
前
節
で
の
親
鸞
の
如
来
理
解
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
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よ
う
な
如
来
の
身
を
当
時
現
じ
て
い
た
の
が
法
然
で
あ
っ
た
。
聖

徳
太
子
・
法
然
は
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
・
顕
現
で
あ
り
、
如
来
が

五
百
の
男
女
と
成
り
勝
鬘
夫
人
と
成
る
と
も
う
た
わ
れ
て
い
た
よ

う
に
、
玉
女
の
身
と
成
る
と
は
生
物
学
的
な
女
性
の
あ
ら
わ
れ
を

意
味
す
る
と
い
う
よ
り
、
如
来
が
「
身
」
と
ま
で
成
る
こ
と
が
親

鸞
に
と
っ
て
は
肝
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
慈
悲
の
身

証
を
得
て
親
鸞
は
法
然
そ
の
人
の
も
と
へ
と
赴
く
の
で
あ
る
。
自

身
が
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
を
覚
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
、

「
世
々
生
々
に
も
迷
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
と
ま
で
思
い
ま
い

ら
す
る
身
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

池
山
栄
吉
が
語
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
信
仰
と
は
信
ず
る
人
と

お
会
い
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」。

む
す
び
に
か
え
て

　
本
論
に
お
い
て
、
親
鸞
と
は
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
受
け
て
法
然

と
の
値
遇
を
得
る
、
一
人
の
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
親
鸞

に
と
っ
て
聖
徳
太
子
と
法
然
は
共
に
如
来
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、

そ
の
著
作
に
お
い
て
は
重
ね
あ
わ
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
た
。
聖
徳

太
子
と
法
然
は
親
鸞
の
如
来
理
解
に
お
い
て
綜
合
さ
れ
て
お
り
、

親
鸞
に
と
っ
て
の
如
来
と
は
こ
の
世
に
誕
生
し
て
「
身
」
を
あ
ら

わ
し
衆
生
と
共
に
浄
土
へ
還
帰
す
る
存
在
で
あ
る
。
如
来
の
出
世

と
は
如
来
と
遇
う
者
に
お
い
て
成
立
し
得
る
こ
と
で
あ
り
、
如
来

と
遇
う
と
は
如
来
を
如
来
で
あ
る
と
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
信
仰
を
生
じ
る
と
き
、
如
来
と
遇
う
者
の
身
も
、
そ
の
意
を

転
じ
ら
れ
る
と
い
え
る
。
自
ら
の
出
生
の
意
を
転
じ
ら
れ
、
如
来

を
「
親
」
と
す
る
「
子
」
と
成
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
新

た
な
身
体
を
も
っ
て
「
生
ま
れ
る
」
と
語
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」。
如
来
の
あ
わ
れ
み
に
よ
っ
て
念
仏
者
と
し
て
生
ま

れ
求
道
が
は
じ
ま
る
こ
と
が
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
受
け
て
法
然
と

の
値
遇
を
得
る
と
い
う
こ
と
の
意
で
あ
り
、
親
鸞
の
求
道
に
お
け

る
基
底
と
し
て
の
起
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
『
教
行
信
証
』

を
著
し
親
鸞
と
名
の
っ
て
い
く
者
が
ま
さ
し
く
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、『
正
像
末
和
讃
』「
皇
太
子
聖
徳
奉

讃
」
第
四
首
に
う
た
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
如
来
の
あ
わ
れ
み
に

よ
っ
て
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
は
「
即
得
往
生
住
不
退
転
」
と
仏

説
無
量
寿
経
に
示
さ
れ
る
言
葉
と
相
応
し
て
い
る
。
往
生
が
定
ま

る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
往
生
が
定
ま
る
の
で
あ
り
往
生
そ
れ
自

体
は
未
来
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
ま
さ
に
即
得
往
生
す
る
身
へ

と
現
生
に
お
い
て
転
じ
る
こ
と
を
意
と
し
て
い
る
。
正
定
聚
に
住

す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
命
を
終
え
て
新
た
に
生
ま
れ
る
と
あ
ら
わ

し
得
る
出
来
事
で
あ
る
。
村
上
速
水
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
現
生
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に
お
い
て
往
生
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
凡
夫
が

凡
夫
で
な
く
な
る
と
い
う
の
で
も
な
く
、
ま
し
て
現
身
に
さ
と
り

を
ひ
ら
く
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
聖
道
門
と
混
乱
す
る
お
そ
れ

は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
ら
れ
る
。

親
鸞
に
お
け
る
救
い
が
成
立
す
る
の
は
、
万
人
へ
回
向
さ
れ

る
本
願
力
の
行
法
が
、
個
人
へ
内
在
化
す
る
時
、
す
な
わ
ち

獲
信
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
確
か
さ
故
に
、
臨
終
の

往
生
が
揺
る
ぎ
な
い
未
来
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
親
鸞
に
お
け
る
救
済
と
は
名
号
を
聞
信
す
る
、
い

つ
も
「
今
」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
ど

こ
か
未
来
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
の
見
解
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
臨
終
の
歓
喜
は
時
間
的
な
先

と
し
て
の
不
確
か
な
未
来
に
横
た
わ
る
も
の
で
な
く
し
て
、
今
現

在
に
さ
し
む
け
ら
れ
今
現
在
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
生

き
る
こ
と
、
命
を
終
え
る
こ
と
、
人
身
を
得
る
こ
と
に
は
尽
き
せ

ぬ
意
が
込
め
ら
れ
て
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
「
往
生
」
も
ま
た
考

察
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
自
身
に
お
い
て
、
比
叡
山

を
出
で
て
聖
徳
太
子
の
夢
告
と
法
然
と
の
値
遇
と
い
う
求
道
の
起

点
を
獲
得
し
た
こ
と
は
、
か
つ
て
の
命
を
終
え
て
新
た
な
身
を
も

っ
て
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
あ
ら
わ
し
得
る
意
を
発
揮
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
求
道
の
起
点
を
持
ち
得
た

人
と
し
て
親
鸞
を
仰
ぐ
か
ら
こ
そ
、
恵
信
尼
は
親
鸞
の
往
生
に
つ

い
て
無
疑
な
の
で
あ
る
。
恵
信
尼
は
親
鸞
を
観
音
菩
薩
の
化
身
と

し
て
受
け
と
め
て
い
た
（『
恵
信
尼
消
息
』
第
三
通
）
と
語
り
、
ま

た
蓮
位
は
聖
徳
太
子
が
親
鸞
を
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
し
て
礼
拝
す

る
夢
告
を
得
た
（『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』「
上
本
」）
と
物
語
ら
れ
て
い

る
。
親
鸞
に
と
っ
て
法
然
が
浄
土
の
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
恵
信

尼
や
蓮
位
に
お
い
て
親
鸞
は
浄
土
の
人
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
真
に

道
を
求
め
る
こ
と
が
は
じ
ま
る
と
い
う
起
点
を
獲
得
す
る
こ
と
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
生
死
は
充
分
に
尽
く
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
身
を
転
じ
ら
れ
た
者
は
一
人
の
凡
夫
で
あ
り
、

自
ら
を
回
心
し
た
往
生
者
で
あ
る
と
他
に
向
け
て
表
明
す
る
必
要

は
な
い
。
何
よ
り
求
道
の
起
点
を
獲
得
し
憶
持
す
る
こ
と
が
、
私

た
ち
に
お
け
る
難
中
の
難
で
あ
る
。「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰

す
」
の
一
言
に
お
い
て
、
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
を
著
す
者
と
し

て
誕
生
し
、
浄
土
へ
還
帰
す
る
人
と
し
て
仰
が
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
凡
例

一
、
引
用
文
の
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
一
部
の
原
漢
文
を
書
き
下

し
た
。

一
、
踊
り
字
は
、
同
の
字
点
（
々
）
以
外
は
、
現
代
的
な
表
記
に
改
め

た
。

一
、
左
訓
の
引
用
に
際
し
て
は
、
片
仮
名
を
平
仮
名
で
表
記
し
、
ま
た
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よ
う
な
如
来
の
身
を
当
時
現
じ
て
い
た
の
が
法
然
で
あ
っ
た
。
聖

徳
太
子
・
法
然
は
阿
弥
陀
如
来
の
化
身
・
顕
現
で
あ
り
、
如
来
が

五
百
の
男
女
と
成
り
勝
鬘
夫
人
と
成
る
と
も
う
た
わ
れ
て
い
た
よ

う
に
、
玉
女
の
身
と
成
る
と
は
生
物
学
的
な
女
性
の
あ
ら
わ
れ
を

意
味
す
る
と
い
う
よ
り
、
如
来
が
「
身
」
と
ま
で
成
る
こ
と
が
親

鸞
に
と
っ
て
は
肝
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
慈
悲
の
身

証
を
得
て
親
鸞
は
法
然
そ
の
人
の
も
と
へ
と
赴
く
の
で
あ
る
。
自

身
が
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
を
覚
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
、

「
世
々
生
々
に
も
迷
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
と
ま
で
思
い
ま
い

ら
す
る
身
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

池
山
栄
吉
が
語
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
信
仰
と
は
信
ず
る
人
と

お
会
い
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」。

む
す
び
に
か
え
て

　
本
論
に
お
い
て
、
親
鸞
と
は
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
受
け
て
法
然

と
の
値
遇
を
得
る
、
一
人
の
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
親
鸞

に
と
っ
て
聖
徳
太
子
と
法
然
は
共
に
如
来
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、

そ
の
著
作
に
お
い
て
は
重
ね
あ
わ
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
た
。
聖
徳

太
子
と
法
然
は
親
鸞
の
如
来
理
解
に
お
い
て
綜
合
さ
れ
て
お
り
、

親
鸞
に
と
っ
て
の
如
来
と
は
こ
の
世
に
誕
生
し
て
「
身
」
を
あ
ら

わ
し
衆
生
と
共
に
浄
土
へ
還
帰
す
る
存
在
で
あ
る
。
如
来
の
出
世

と
は
如
来
と
遇
う
者
に
お
い
て
成
立
し
得
る
こ
と
で
あ
り
、
如
来

と
遇
う
と
は
如
来
を
如
来
で
あ
る
と
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
信
仰
を
生
じ
る
と
き
、
如
来
と
遇
う
者
の
身
も
、
そ
の
意
を

転
じ
ら
れ
る
と
い
え
る
。
自
ら
の
出
生
の
意
を
転
じ
ら
れ
、
如
来

を
「
親
」
と
す
る
「
子
」
と
成
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
新

た
な
身
体
を
も
っ
て
「
生
ま
れ
る
」
と
語
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」。
如
来
の
あ
わ
れ
み
に
よ
っ
て
念
仏
者
と
し
て
生
ま

れ
求
道
が
は
じ
ま
る
こ
と
が
聖
徳
太
子
の
夢
告
を
受
け
て
法
然
と

の
値
遇
を
得
る
と
い
う
こ
と
の
意
で
あ
り
、
親
鸞
の
求
道
に
お
け

る
基
底
と
し
て
の
起
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
『
教
行
信
証
』

を
著
し
親
鸞
と
名
の
っ
て
い
く
者
が
ま
さ
し
く
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、『
正
像
末
和
讃
』「
皇
太
子
聖
徳
奉

讃
」
第
四
首
に
う
た
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
如
来
の
あ
わ
れ
み
に

よ
っ
て
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
は
「
即
得
往
生
住
不
退
転
」
と
仏

説
無
量
寿
経
に
示
さ
れ
る
言
葉
と
相
応
し
て
い
る
。
往
生
が
定
ま

る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
往
生
が
定
ま
る
の
で
あ
り
往
生
そ
れ
自

体
は
未
来
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
ま
さ
に
即
得
往
生
す
る
身
へ

と
現
生
に
お
い
て
転
じ
る
こ
と
を
意
と
し
て
い
る
。
正
定
聚
に
住

す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
命
を
終
え
て
新
た
に
生
ま
れ
る
と
あ
ら
わ

し
得
る
出
来
事
で
あ
る
。
村
上
速
水
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
現
生
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に
お
い
て
往
生
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
凡
夫
が

凡
夫
で
な
く
な
る
と
い
う
の
で
も
な
く
、
ま
し
て
現
身
に
さ
と
り

を
ひ
ら
く
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
聖
道
門
と
混
乱
す
る
お
そ
れ

は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
ら
れ
る
。

親
鸞
に
お
け
る
救
い
が
成
立
す
る
の
は
、
万
人
へ
回
向
さ
れ

る
本
願
力
の
行
法
が
、
個
人
へ
内
在
化
す
る
時
、
す
な
わ
ち

獲
信
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
確
か
さ
故
に
、
臨
終
の

往
生
が
揺
る
ぎ
な
い
未
来
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
親
鸞
に
お
け
る
救
済
と
は
名
号
を
聞
信
す
る
、
い

つ
も
「
今
」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
ど

こ
か
未
来
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
の
見
解
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
臨
終
の
歓
喜
は
時
間
的
な
先

と
し
て
の
不
確
か
な
未
来
に
横
た
わ
る
も
の
で
な
く
し
て
、
今
現

在
に
さ
し
む
け
ら
れ
今
現
在
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
生

き
る
こ
と
、
命
を
終
え
る
こ
と
、
人
身
を
得
る
こ
と
に
は
尽
き
せ

ぬ
意
が
込
め
ら
れ
て
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
「
往
生
」
も
ま
た
考

察
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
自
身
に
お
い
て
、
比
叡
山

を
出
で
て
聖
徳
太
子
の
夢
告
と
法
然
と
の
値
遇
と
い
う
求
道
の
起

点
を
獲
得
し
た
こ
と
は
、
か
つ
て
の
命
を
終
え
て
新
た
な
身
を
も

っ
て
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
あ
ら
わ
し
得
る
意
を
発
揮
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
求
道
の
起
点
を
持
ち
得
た

人
と
し
て
親
鸞
を
仰
ぐ
か
ら
こ
そ
、
恵
信
尼
は
親
鸞
の
往
生
に
つ

い
て
無
疑
な
の
で
あ
る
。
恵
信
尼
は
親
鸞
を
観
音
菩
薩
の
化
身
と

し
て
受
け
と
め
て
い
た
（『
恵
信
尼
消
息
』
第
三
通
）
と
語
り
、
ま

た
蓮
位
は
聖
徳
太
子
が
親
鸞
を
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
し
て
礼
拝
す

る
夢
告
を
得
た
（『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』「
上
本
」）
と
物
語
ら
れ
て
い

る
。
親
鸞
に
と
っ
て
法
然
が
浄
土
の
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
恵
信

尼
や
蓮
位
に
お
い
て
親
鸞
は
浄
土
の
人
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
真
に

道
を
求
め
る
こ
と
が
は
じ
ま
る
と
い
う
起
点
を
獲
得
す
る
こ
と
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
生
死
は
充
分
に
尽
く
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
身
を
転
じ
ら
れ
た
者
は
一
人
の
凡
夫
で
あ
り
、

自
ら
を
回
心
し
た
往
生
者
で
あ
る
と
他
に
向
け
て
表
明
す
る
必
要

は
な
い
。
何
よ
り
求
道
の
起
点
を
獲
得
し
憶
持
す
る
こ
と
が
、
私

た
ち
に
お
け
る
難
中
の
難
で
あ
る
。「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰

す
」
の
一
言
に
お
い
て
、
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
を
著
す
者
と
し

て
誕
生
し
、
浄
土
へ
還
帰
す
る
人
と
し
て
仰
が
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
凡
例

一
、
引
用
文
の
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
一
部
の
原
漢
文
を
書
き
下

し
た
。

一
、
踊
り
字
は
、
同
の
字
点
（
々
）
以
外
は
、
現
代
的
な
表
記
に
改
め

た
。

一
、
左
訓
の
引
用
に
際
し
て
は
、
片
仮
名
を
平
仮
名
で
表
記
し
、
ま
た
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一
部
の
仮
名
を
漢
字
で
表
記
し
た
。

一
、〔
…
…
〕
に
て
引
用
文
の
中
略
を
示
し
、
ま
た
〔
　

〕
内
に
て
引
用

者
に
よ
る
補
記
を
お
こ
な
っ
た
。

一
、『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』（
本
願
寺
出
版
社
）
は
『
浄
真
聖
全
』
と

略
し
、
巻
数
を
付
し
て
記
し
た
。

註

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類

　

翻
刻
篇
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
、

二
〇
一
二
）、
六
六
七
（
六
│
九
三
）
頁
。

東
舘
紹
見
「
親
鸞
に
お
け
る
聖
徳
太
子
観
│
六
角
堂
参
籠
時
を

中
心
に
│
」、『
真
宗
研
究
』
第
五
四
号
（
真
宗
連
合
学
会
、
二
〇

一
〇
）、
二
一
四
頁
。

小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論
　

親
鸞
は
「
現
世
往
生
」
を
説

い
た
か
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
）
な
ど
。

本
明
義
樹
「『
浄
土
論
註
』
に
お
け
る
「
無
生
之
生
」
に
つ
い

て
│
往
生
思
想
形
成
の
背
景
と
課
題
│
」、『
教
化
研
究
』
第
一
五

九
号
、
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
、
二
〇
一
六
。

稲
田
英
真
「
真
宗
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
考
察
│
親
鸞
の
往

生
観
理
解
の
相
違
を
機
縁
と
し
て
│
」、
内
藤
知
康
編
『
親
鸞
教

義
の
諸
問
題
』（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
一
七
）
所
収
、
一
二
四
頁
。

稲
田
英
真
「
真
宗
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
考
察
│
親
鸞
の
往

生
観
理
解
の
相
違
を
機
縁
と
し
て
│
」、
一
二
九
頁
。

脇
本
平
也
「
親
鸞
の
夢
を
め
ぐ
っ
て
│
一
つ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ

ョ
ン
の
試
み
│
」、『
理
想
』
第
四
八
五
号
（
理
想
社
、
一
九
七

三
）、
九
〇
頁
。
ま
た
「
解
釈
者
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
依
存

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
た
め
、
恣
意
的
な
読
み
込
み
に
な
っ
て
し

ま
う
危
険
が
あ
る
」（
井
上
尚
実
「
六
角
堂
夢
告
再
考
」、『
親
鸞

教
学
』
第
八
六
号
、
大
谷
大
学
真
宗
学
会
、
二
〇
〇
五
、
二
四

頁
）
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

廣
瀬
惺
は
聖
徳
太
子
示
現
の
文
と
さ
れ
る
「
女
犯
偈
」
が
「
親

鸞
聖
人
の
宗
教
の
考
え
方
の
〔
…
…
〕
母
体
と
な
っ
て
」
お
り
、

「
全
て
の
言
葉
が
何
か
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
て
い
る
」
と

語
っ
て
い
る
。
廣
瀬
惺
『
女
犯
偈
に
学
ぶ
』（
雲
集
冬
の
聞
法
会

事
務
局
、
二
〇
〇
三
）、
一
六
頁
。

こ
の
偈
文
は
「
行
者
宿
報
偈
」
と
も
呼
称
さ
れ
る
が
、
本
論
で

は
「
女
犯
偈
」
の
呼
称
を
用
い
る
。
こ
の
偈
文
に
お
い
て
「
女

犯
」
と
い
う
罪
悪
が
語
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。「
行
者
宿
報

偈
」
と
い
う
呼
称
は
偈
文
の
冒
頭
の
四
字
を
採
っ
た
呼
称
で
あ
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
偈
文
に
性
が
う
た
わ
れ
る
意
を
直

視
し
得
な
い
呼
称
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
廟
窟
偈
」
は
聖
徳
太
子
に
よ
る
と
さ
れ
る
偈
文
で
あ
り
、
親

鸞
は
『
上
宮
太
子
御
記
』
に
こ
の
偈
文
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
偈
文
に
つ
い
て
は
『
三
夢
記
』
中
の
磯
長
廟
参
籠
時
に
お
け

る
夢
告
の
偈
文
と
の
重
な
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
林
智
康
「
聖

徳
太
子
と
親
鸞
聖
人
」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
四
三
四
・
四
三
五

合
併
号
、
龍
谷
学
会
、
一
九
八
九
、
一
六
七
頁
）、
古
田
武
彦

『
古
田
武
彦
著
作
集
　

親
鸞
・
思
想
史
研
究
編
　

二
　

親
鸞
思
想
』

（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三
、
一
二
二
頁
）。
ま
た
草
野
顕
之
（『
親

鸞
の
伝
記

　

御
伝
鈔
の
世
界
』「
シ
リ
ー
ズ
親
鸞
」
第
六
巻
、
筑
摩

書
房
、
二
〇
一
〇
、
五
九
頁
）
は
、『
拾
玉
集
』
に
み
え
る
慈
円

の
磯
長
廟
へ
の
参
詣
と
、『
親
鸞
聖
人
正
統
伝
』
に
お
け
る
親
鸞

の
磯
長
廟
の
参
籠
と
の
月
が
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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安
冨
信
哉
『
親
鸞
と
危
機
意
識
』（
文
栄
堂
、
一
九
九
一
、
六

二
頁
）
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
六
頁
。

『
浄
真
聖
全
四
』、
七
七
頁
。

一
楽
真
は
「
唯
一
の
生
き
た
仏
道
で
あ
る
浄
土
真
宗
を
ど
の
よ

う
な
形
で
未
来
に
残
し
て
い
く
か
、
こ
れ
に
親
鸞
は
文
字
通
り
生

涯
を
か
け
て
い
た
」
の
で
あ
り
、「
他
の
著
作
は
『
教
行
信
証
』

を
書
き
終
え
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
見
る
方
が
自
然
で
は
な

か
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
楽
真
『
親
鸞
の
教
化
　

和
語

聖
教
の
世
界
』（「
シ
リ
ー
ズ
親
鸞
」
第
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
二
〇

一
〇
）、
四
六
│
四
七
頁
。

遠
藤
美
保
子
「
親
鸞
本
人
に
聖
徳
太
子
信
仰
は
あ
っ
た
か
」、

『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
一
二
巻
第
二
号
（
日
本
宗
教
文
化

史
学
会
、
二
〇
〇
八
）、
五
〇
頁
。

内
記
洸
「
親
鸞
に
お
け
る
聖
徳
太
子
像
に
つ
い
て
」、『
宗
教
研

究
』
第
八
六
巻
第
四
輯
（
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
一
三
）、
二
四

六
頁
。

御
手
洗
隆
明
「
聖
徳
太
子
和
讃
の
一
考
察
」、『
大
谷
学
報
』
第

七
四
巻
第
四
号
（
大
谷
学
会
、
一
九
九
五
）、
六
二
頁
。
傍
点
は

引
用
者
に
よ
る
。

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
　

翻
刻
篇
』、
一
三
六
（
一
│
一
三

六
）
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
五
一
五
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
五
九
頁
。

藤
原
幸
章
「
誕
生
│
聖
徳
太
子
一
三
五
〇
年
に
よ
せ
て
│
」、

『
親
鸞
教
学
』
第
一
九
号
（
大
谷
大
学
真
宗
学
会
、
一
九
七
一
）、

一
八
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
六
六
頁
。

藤
原
幸
章
「
誕
生
│
聖
徳
太
子
一
三
五
〇
年
に
よ
せ
て
│
」、

二
〇
頁
参
照
。
以
上
の
『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』
の

引
用
は
『
浄
真
聖
全
二
』
五
五
三
│
五
七
一
頁
に
よ
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
六
三
四
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
五
頁
。

西
村
見
暁
『
親
鸞
に
な
れ
』（
寂
光
林
、
一
九
六
七
）、
三
七
│

三
八
頁
参
照
。
西
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
は
、
意

識
的
に
、『
廟
窟
偈
』
を
典
拠
と
し
て
、『
正
信
偈
』
の
法
然
聖
人

は
、
讃
嘆
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
観
音
・
勢
至

と
し
て
の
一
体
性
を
現
わ
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」（
三
八
頁
）。

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類

　

翻
刻
篇
』、
一
四
四
（
一
│
一
四

四
）
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
五
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
三
九
六
頁
。

門
屋
光
昭
「
親
鸞
の
聖
徳
太
子
信
仰
」（『
盛
岡
大
学
紀
要
』
第

一
五
号
、
盛
岡
大
学
、
一
九
九
六
）
に
お
い
て
も
『
浄
土
和
讃
』

中
、
法
然
の
本
地
と
さ
れ
る
勢
至
菩
薩
讃
（
第
四
首
、
第
五
首
）

が
「
親
鸞
の
太
子
信
仰
の
上
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
和
讃
で
あ

る
」（
二
三
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
六
四
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
五
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
五
頁
。

柏
原
祐
義
『
三
帖
和
讃
講
義
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
一
七
）、

七
〇
六
頁
。
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一
部
の
仮
名
を
漢
字
で
表
記
し
た
。

一
、〔
…
…
〕
に
て
引
用
文
の
中
略
を
示
し
、
ま
た
〔
　

〕
内
に
て
引
用

者
に
よ
る
補
記
を
お
こ
な
っ
た
。

一
、『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』（
本
願
寺
出
版
社
）
は
『
浄
真
聖
全
』
と

略
し
、
巻
数
を
付
し
て
記
し
た
。

註

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
　

翻
刻
篇
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
、

二
〇
一
二
）、
六
六
七
（
六
│
九
三
）
頁
。

東
舘
紹
見
「
親
鸞
に
お
け
る
聖
徳
太
子
観
│
六
角
堂
参
籠
時
を

中
心
に
│
」、『
真
宗
研
究
』
第
五
四
号
（
真
宗
連
合
学
会
、
二
〇

一
〇
）、
二
一
四
頁
。

小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論

　

親
鸞
は
「
現
世
往
生
」
を
説

い
た
か
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
）
な
ど
。

本
明
義
樹
「『
浄
土
論
註
』
に
お
け
る
「
無
生
之
生
」
に
つ
い

て
│
往
生
思
想
形
成
の
背
景
と
課
題
│
」、『
教
化
研
究
』
第
一
五

九
号
、
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
、
二
〇
一
六
。

稲
田
英
真
「
真
宗
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
考
察
│
親
鸞
の
往

生
観
理
解
の
相
違
を
機
縁
と
し
て
│
」、
内
藤
知
康
編
『
親
鸞
教

義
の
諸
問
題
』（
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
一
七
）
所
収
、
一
二
四
頁
。

稲
田
英
真
「
真
宗
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
考
察
│
親
鸞
の
往

生
観
理
解
の
相
違
を
機
縁
と
し
て
│
」、
一
二
九
頁
。

脇
本
平
也
「
親
鸞
の
夢
を
め
ぐ
っ
て
│
一
つ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ

ョ
ン
の
試
み
│
」、『
理
想
』
第
四
八
五
号
（
理
想
社
、
一
九
七

三
）、
九
〇
頁
。
ま
た
「
解
釈
者
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
依
存

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
た
め
、
恣
意
的
な
読
み
込
み
に
な
っ
て
し

ま
う
危
険
が
あ
る
」（
井
上
尚
実
「
六
角
堂
夢
告
再
考
」、『
親
鸞

教
学
』
第
八
六
号
、
大
谷
大
学
真
宗
学
会
、
二
〇
〇
五
、
二
四

頁
）
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

廣
瀬
惺
は
聖
徳
太
子
示
現
の
文
と
さ
れ
る
「
女
犯
偈
」
が
「
親

鸞
聖
人
の
宗
教
の
考
え
方
の
〔
…
…
〕
母
体
と
な
っ
て
」
お
り
、

「
全
て
の
言
葉
が
何
か
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
て
い
る
」
と

語
っ
て
い
る
。
廣
瀬
惺
『
女
犯
偈
に
学
ぶ
』（
雲
集
冬
の
聞
法
会

事
務
局
、
二
〇
〇
三
）、
一
六
頁
。

こ
の
偈
文
は
「
行
者
宿
報
偈
」
と
も
呼
称
さ
れ
る
が
、
本
論
で

は
「
女
犯
偈
」
の
呼
称
を
用
い
る
。
こ
の
偈
文
に
お
い
て
「
女

犯
」
と
い
う
罪
悪
が
語
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。「
行
者
宿
報

偈
」
と
い
う
呼
称
は
偈
文
の
冒
頭
の
四
字
を
採
っ
た
呼
称
で
あ
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
偈
文
に
性
が
う
た
わ
れ
る
意
を
直

視
し
得
な
い
呼
称
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
廟
窟
偈
」
は
聖
徳
太
子
に
よ
る
と
さ
れ
る
偈
文
で
あ
り
、
親

鸞
は
『
上
宮
太
子
御
記
』
に
こ
の
偈
文
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
偈
文
に
つ
い
て
は
『
三
夢
記
』
中
の
磯
長
廟
参
籠
時
に
お
け

る
夢
告
の
偈
文
と
の
重
な
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
林
智
康
「
聖

徳
太
子
と
親
鸞
聖
人
」（『
龍
谷
大
学
論
集
』
第
四
三
四
・
四
三
五

合
併
号
、
龍
谷
学
会
、
一
九
八
九
、
一
六
七
頁
）、
古
田
武
彦

『
古
田
武
彦
著
作
集

　

親
鸞
・
思
想
史
研
究
編
　

二
　

親
鸞
思
想
』

（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三
、
一
二
二
頁
）。
ま
た
草
野
顕
之
（『
親

鸞
の
伝
記

　

御
伝
鈔
の
世
界
』「
シ
リ
ー
ズ
親
鸞
」
第
六
巻
、
筑
摩

書
房
、
二
〇
一
〇
、
五
九
頁
）
は
、『
拾
玉
集
』
に
み
え
る
慈
円

の
磯
長
廟
へ
の
参
詣
と
、『
親
鸞
聖
人
正
統
伝
』
に
お
け
る
親
鸞

の
磯
長
廟
の
参
籠
と
の
月
が
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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安
冨
信
哉
『
親
鸞
と
危
機
意
識
』（
文
栄
堂
、
一
九
九
一
、
六

二
頁
）
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
六
頁
。

『
浄
真
聖
全
四
』、
七
七
頁
。

一
楽
真
は
「
唯
一
の
生
き
た
仏
道
で
あ
る
浄
土
真
宗
を
ど
の
よ

う
な
形
で
未
来
に
残
し
て
い
く
か
、
こ
れ
に
親
鸞
は
文
字
通
り
生

涯
を
か
け
て
い
た
」
の
で
あ
り
、「
他
の
著
作
は
『
教
行
信
証
』

を
書
き
終
え
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
見
る
方
が
自
然
で
は
な

か
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
楽
真
『
親
鸞
の
教
化

　

和
語

聖
教
の
世
界
』（「
シ
リ
ー
ズ
親
鸞
」
第
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
二
〇

一
〇
）、
四
六
│
四
七
頁
。

遠
藤
美
保
子
「
親
鸞
本
人
に
聖
徳
太
子
信
仰
は
あ
っ
た
か
」、

『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
一
二
巻
第
二
号
（
日
本
宗
教
文
化

史
学
会
、
二
〇
〇
八
）、
五
〇
頁
。

内
記
洸
「
親
鸞
に
お
け
る
聖
徳
太
子
像
に
つ
い
て
」、『
宗
教
研

究
』
第
八
六
巻
第
四
輯
（
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
一
三
）、
二
四

六
頁
。

御
手
洗
隆
明
「
聖
徳
太
子
和
讃
の
一
考
察
」、『
大
谷
学
報
』
第

七
四
巻
第
四
号
（
大
谷
学
会
、
一
九
九
五
）、
六
二
頁
。
傍
点
は

引
用
者
に
よ
る
。

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
　

翻
刻
篇
』、
一
三
六
（
一
│
一
三

六
）
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
五
一
五
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
五
九
頁
。

藤
原
幸
章
「
誕
生
│
聖
徳
太
子
一
三
五
〇
年
に
よ
せ
て
│
」、

『
親
鸞
教
学
』
第
一
九
号
（
大
谷
大
学
真
宗
学
会
、
一
九
七
一
）、

一
八
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
六
六
頁
。

藤
原
幸
章
「
誕
生
│
聖
徳
太
子
一
三
五
〇
年
に
よ
せ
て
│
」、

二
〇
頁
参
照
。
以
上
の
『
大
日
本
国
粟
散
王
聖
徳
太
子
奉
讃
』
の

引
用
は
『
浄
真
聖
全
二
』
五
五
三
│
五
七
一
頁
に
よ
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
六
三
四
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
五
頁
。

西
村
見
暁
『
親
鸞
に
な
れ
』（
寂
光
林
、
一
九
六
七
）、
三
七
│

三
八
頁
参
照
。
西
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
は
、
意

識
的
に
、『
廟
窟
偈
』
を
典
拠
と
し
て
、『
正
信
偈
』
の
法
然
聖
人

は
、
讃
嘆
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
観
音
・
勢
至

と
し
て
の
一
体
性
を
現
わ
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」（
三
八
頁
）。

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類

　

翻
刻
篇
』、
一
四
四
（
一
│
一
四

四
）
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
五
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
三
九
六
頁
。

門
屋
光
昭
「
親
鸞
の
聖
徳
太
子
信
仰
」（『
盛
岡
大
学
紀
要
』
第

一
五
号
、
盛
岡
大
学
、
一
九
九
六
）
に
お
い
て
も
『
浄
土
和
讃
』

中
、
法
然
の
本
地
と
さ
れ
る
勢
至
菩
薩
讃
（
第
四
首
、
第
五
首
）

が
「
親
鸞
の
太
子
信
仰
の
上
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
和
讃
で
あ

る
」（
二
三
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
六
四
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
五
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
五
頁
。

柏
原
祐
義
『
三
帖
和
讃
講
義
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
一
七
）、

七
〇
六
頁
。
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『
浄
真
聖
全
二
』、
四
三
六
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
三
六
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
五
五
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
六
一
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
五
八
頁
。

『
浄
真
聖
全
一
』、
四
三
三
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
三
六
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
五
〇
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
五
五
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
五
頁
。

遠
藤
美
保
子
「
親
鸞
本
人
に
聖
徳
太
子
信
仰
は
あ
っ
た
か
」、

四
一
頁
。
同
様
の
指
摘
は
、
名
畑
崇
「
親
鸞
の
太
子
観
と
そ
の
構

造
」（『
大
谷
学
報
』
第
六
二
巻
第
二
号
、
大
谷
学
会
、
一
九
八

二
）
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
遠
藤
は
さ
ら
に
親
鸞
の

「
創
作
部
分
」
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
語
が
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
の
引
用
は
『
浄
真
聖
全
二
』
五

三
七
│
五
四
七
頁
に
よ
る
。

以
上
の
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
の
引
用
は
『
浄
真
聖
全
二
』
五

三
七
│
五
四
八
頁
に
よ
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
五
三
八
頁
。

藤
岡
隆
章
「
親
鸞
聖
人
と
聖
徳
太
子
│
何
故
六
角
堂
な
の
か

│
」、『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
五
巻
第
二
号
（
日
本
印
度
学

仏
教
学
会
、
一
九
九
七
、
五
六
〇
頁
）
に
あ
る
「
初
め
が
根
本
で

あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
参
考
し
、
表
現
し
た
。

織
田
顕
祐
「
和
国
の
教
主
聖
徳
王
│
聖
徳
太
子
の
生
涯
を
つ
ら

ぬ
く
も
の
│
」、『
仏
教
伝
来
』（
大
谷
大
学
、
二
〇
〇
一
）
所
収
、

三
〇
三
頁
。

孵
化
期
、
潜
伏
期
を
意
味
す
る
「incubation

」
と
し
て
参
籠

を
捉
え
る
こ
と
は
、
安
冨
信
哉
『
親
鸞
と
危
機
意
識
』（
六
〇
頁
）、

安
冨
信
哉
「
夢
告
と
回
心
│
親
鸞
の
夢
体
験
│
」（『
季
刊
仏
教
』

第
二
三
号
、
法
蔵
館
、
一
九
九
三
、
一
二
二
頁
）、
朝
倉
昌
紀

「
夢
告
に
み
る
親
鸞
の
宗
教
性
」（『
真
宗
学
』
第
一
〇
一
号
、
龍

谷
大
学
真
宗
学
会
、
二
〇
〇
〇
、
五
〇
頁
）
な
ど
に
よ
る
。

金
子
大
榮
は
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』（
中
村
元
・
早
島
鏡
正

訳
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い

　

三
』、
平
凡
社
、
一
九
六
四
、
六
七
頁

参
照
）
に
示
唆
を
受
け
て
、「
前
兆
」
と
し
て
の
「
実
夢
」
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
（『
聖
徳
太
子
と
親
鸞
聖
人
』、
聖
徳
太
子
会
、

一
九
七
一
、
七
三
頁
）。

名
畑
崇
「
親
鸞
聖
人
の
六
角
夢
想
の
偈
に
つ
い
て
」、『
真
宗
研

究
』
第
八
輯
、
真
宗
連
合
学
会
、
一
九
六
三
。

平
雅
行
『
歴
史
の
な
か
に
見
る
親
鸞
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
）、

「「
親
鸞
」
の
誕
生
」（
五
九
│
六
四
頁
）
参
照
。

平
雅
行
『
歴
史
の
な
か
に
見
る
親
鸞
』、
六
二
頁
。

安
冨
信
哉
『
親
鸞
と
危
機
意
識
』
に
お
い
て
は
「
い
の
ち
の
行

路
」（
五
二
頁
）、
安
冨
信
哉
「
夢
告
と
回
心
│
親
鸞
の
夢
体
験

│
」
に
お
い
て
は
「
魂
の
行
路
」（
一
二
一
頁
）
と
い
う
表
現
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
し
、
表
現
し
た
。

金
治
勇
「
親
鸞
の
夢
│
六
角
夢
想
に
つ
い
て
│
」、『
仏
教
研
究

論
集
』（
清
文
堂
、
一
九
七
五
）
所
収
、
六
〇
五
頁
。

金
治
勇
「
親
鸞
の
夢
│
六
角
夢
想
に
つ
い
て
│
」、
六
〇
三
頁
。

傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
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『
浄
真
聖
全
一
』、
一
六
頁
。

安
冨
信
哉
『
親
鸞
と
危
機
意
識
』、
六
九
頁
。

多
田
鼎
『
親
鸞
聖
人
伝
』（
無
我
山
房
、
一
九
一
一
）
は
次
の

よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
既
往
の
聖
人
は
、
全
く
終
は
つ
て
、

更
に
如
来
の
大
悲
に
活
き
て
、
其
慈
恩
に
満
た
さ
れ
た
る
聖
人
が

生
ま
れ
さ
せ
ら
れ
た
」（
二
六
│
二
七
頁
）。

出
雲
路
暢
良
は
、
如
来
の
出
世
に
遇
う
こ
と
を
「
人
類
の
苦
悩

を
契
機
と
し
て
転
成
し
て
き
た
い
の
ち
の
歴
史
と
の
出
遇
い
」
と

表
現
し
て
い
る
。「
親
鸞
の
共
同
体
に
つ
い
て
の
試
論
│
そ
の
根

拠
と
行
動
│
」、『
仏
教
研
究
論
集
』
所
収
、
六
三
九
頁
。

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
　

翻
刻
篇
』、
五
三
七
（
五
│
七

五
）
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
五
六
頁
。
杉
岡
孝
紀
「
メ
タ
フ
ァ
ー

と
モ
デ
ル
と
方
便
の
意
義
」（『
真
宗
研
究
』
第
五
四
号
、
真
宗
連

合
学
会
、
二
〇
一
〇
）
で
は
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
い
う
切
り
口
か

ら
、
親
鸞
の
「
父
」・「
母
」
理
解
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
五
六
頁
。

『
親
鸞
聖
人
行
実
』（
東
本
願
寺
出
版
部
、
二
〇
〇
八
）、
四
二

一
頁
。

田
中
貴
子
「〈
玉
女
〉
の
成
立
と
限
界
　

『
慈
鎮
和
尚
夢
想
記
』

か
ら
『
親
鸞
夢
記
』
ま
で
」、『
巫
と
女
神
』（「
シ
リ
ー
ズ
女
性
と

仏
教
」
第
四
巻
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
）、
一
一
八
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
五
四
六
頁
。
稲
城
正
己
「
聖
徳
太
子
の
化

身
説
│
親
鸞
・
聖
徳
太
子
和
讃
を
中
心
に
│
」（『
日
本
宗
教
文
化

史
研
究
』
第
一
九
巻
第
二
号
、
日
本
宗
教
文
化
史
学
会
、
二
〇
一

五
）
は
「『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
は
、
親
鸞
自
身
は
何
も
の
な
の

か
の
、
親
鸞
が
晩
年
に
到
達
し
た
結
論
だ
っ
た
」（
五
五
頁
）
と

指
摘
し
て
い
る
。
親
鸞
は
求
道
の
起
点
か
ら
導
か
れ
て
晩
年
に

「
わ
が
身
こ
れ
な
ら
く
の
み
」
と
い
う
言
葉
を
遺
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

池
山
栄
吉
『
仏
と
人
』（
百
華
苑
、
一
九
七
四
）、
一
九
〇
頁
。

『
改
訂

　

大
乗
の
仏
道
│
仏
教
概
要
│
』（
東
本
願
寺
出
版
部
、

二
〇
一
六
）、
一
四
七
頁
。

『
浄
真
聖
全
一
』、
四
三
頁
。

村
上
速
水
「
親
鸞
の
よ
ろ
こ
び
」、『
続
・
親
鸞
教
義
の
研
究
』

（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
九
）
所
収
、
一
〇
四
頁
。

井
上
見
淳
「
親
鸞
の
往
生
観
に
関
す
る
諸
見
解
」、『
親
鸞
教
義

の
諸
問
題
』
所
収
、
一
一
〇
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
三
二
│
一
〇
三
三
頁
。

『
浄
真
聖
全
四
』、
八
〇
頁
。
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『
浄
真
聖
全
二
』、
四
三
六
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
三
六
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
五
五
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
六
一
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
五
八
頁
。

『
浄
真
聖
全
一
』、
四
三
三
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
三
六
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
五
〇
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
四
五
五
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
〇
五
頁
。

遠
藤
美
保
子
「
親
鸞
本
人
に
聖
徳
太
子
信
仰
は
あ
っ
た
か
」、

四
一
頁
。
同
様
の
指
摘
は
、
名
畑
崇
「
親
鸞
の
太
子
観
と
そ
の
構

造
」（『
大
谷
学
報
』
第
六
二
巻
第
二
号
、
大
谷
学
会
、
一
九
八

二
）
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
遠
藤
は
さ
ら
に
親
鸞
の

「
創
作
部
分
」
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
語
が
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
の
引
用
は
『
浄
真
聖
全
二
』
五

三
七
│
五
四
七
頁
に
よ
る
。

以
上
の
『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
の
引
用
は
『
浄
真
聖
全
二
』
五

三
七
│
五
四
八
頁
に
よ
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
五
三
八
頁
。

藤
岡
隆
章
「
親
鸞
聖
人
と
聖
徳
太
子
│
何
故
六
角
堂
な
の
か

│
」、『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
五
巻
第
二
号
（
日
本
印
度
学

仏
教
学
会
、
一
九
九
七
、
五
六
〇
頁
）
に
あ
る
「
初
め
が
根
本
で

あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
参
考
し
、
表
現
し
た
。

織
田
顕
祐
「
和
国
の
教
主
聖
徳
王
│
聖
徳
太
子
の
生
涯
を
つ
ら

ぬ
く
も
の
│
」、『
仏
教
伝
来
』（
大
谷
大
学
、
二
〇
〇
一
）
所
収
、

三
〇
三
頁
。

孵
化
期
、
潜
伏
期
を
意
味
す
る
「incubation

」
と
し
て
参
籠

を
捉
え
る
こ
と
は
、
安
冨
信
哉
『
親
鸞
と
危
機
意
識
』（
六
〇
頁
）、

安
冨
信
哉
「
夢
告
と
回
心
│
親
鸞
の
夢
体
験
│
」（『
季
刊
仏
教
』

第
二
三
号
、
法
蔵
館
、
一
九
九
三
、
一
二
二
頁
）、
朝
倉
昌
紀

「
夢
告
に
み
る
親
鸞
の
宗
教
性
」（『
真
宗
学
』
第
一
〇
一
号
、
龍

谷
大
学
真
宗
学
会
、
二
〇
〇
〇
、
五
〇
頁
）
な
ど
に
よ
る
。

金
子
大
榮
は
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
』（
中
村
元
・
早
島
鏡
正

訳
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
　

三
』、
平
凡
社
、
一
九
六
四
、
六
七
頁

参
照
）
に
示
唆
を
受
け
て
、「
前
兆
」
と
し
て
の
「
実
夢
」
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
（『
聖
徳
太
子
と
親
鸞
聖
人
』、
聖
徳
太
子
会
、

一
九
七
一
、
七
三
頁
）。

名
畑
崇
「
親
鸞
聖
人
の
六
角
夢
想
の
偈
に
つ
い
て
」、『
真
宗
研

究
』
第
八
輯
、
真
宗
連
合
学
会
、
一
九
六
三
。

平
雅
行
『
歴
史
の
な
か
に
見
る
親
鸞
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
）、

「「
親
鸞
」
の
誕
生
」（
五
九
│
六
四
頁
）
参
照
。

平
雅
行
『
歴
史
の
な
か
に
見
る
親
鸞
』、
六
二
頁
。

安
冨
信
哉
『
親
鸞
と
危
機
意
識
』
に
お
い
て
は
「
い
の
ち
の
行

路
」（
五
二
頁
）、
安
冨
信
哉
「
夢
告
と
回
心
│
親
鸞
の
夢
体
験

│
」
に
お
い
て
は
「
魂
の
行
路
」（
一
二
一
頁
）
と
い
う
表
現
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
し
、
表
現
し
た
。

金
治
勇
「
親
鸞
の
夢
│
六
角
夢
想
に
つ
い
て
│
」、『
仏
教
研
究

論
集
』（
清
文
堂
、
一
九
七
五
）
所
収
、
六
〇
五
頁
。

金
治
勇
「
親
鸞
の
夢
│
六
角
夢
想
に
つ
い
て
│
」、
六
〇
三
頁
。

傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
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『
浄
真
聖
全
一
』、
一
六
頁
。

安
冨
信
哉
『
親
鸞
と
危
機
意
識
』、
六
九
頁
。

多
田
鼎
『
親
鸞
聖
人
伝
』（
無
我
山
房
、
一
九
一
一
）
は
次
の

よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
既
往
の
聖
人
は
、
全
く
終
は
つ
て
、

更
に
如
来
の
大
悲
に
活
き
て
、
其
慈
恩
に
満
た
さ
れ
た
る
聖
人
が

生
ま
れ
さ
せ
ら
れ
た
」（
二
六
│
二
七
頁
）。

出
雲
路
暢
良
は
、
如
来
の
出
世
に
遇
う
こ
と
を
「
人
類
の
苦
悩

を
契
機
と
し
て
転
成
し
て
き
た
い
の
ち
の
歴
史
と
の
出
遇
い
」
と

表
現
し
て
い
る
。「
親
鸞
の
共
同
体
に
つ
い
て
の
試
論
│
そ
の
根

拠
と
行
動
│
」、『
仏
教
研
究
論
集
』
所
収
、
六
三
九
頁
。

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類

　

翻
刻
篇
』、
五
三
七
（
五
│
七

五
）
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
五
六
頁
。
杉
岡
孝
紀
「
メ
タ
フ
ァ
ー

と
モ
デ
ル
と
方
便
の
意
義
」（『
真
宗
研
究
』
第
五
四
号
、
真
宗
連

合
学
会
、
二
〇
一
〇
）
で
は
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
い
う
切
り
口
か

ら
、
親
鸞
の
「
父
」・「
母
」
理
解
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
五
六
頁
。

『
親
鸞
聖
人
行
実
』（
東
本
願
寺
出
版
部
、
二
〇
〇
八
）、
四
二

一
頁
。

田
中
貴
子
「〈
玉
女
〉
の
成
立
と
限
界
　

『
慈
鎮
和
尚
夢
想
記
』

か
ら
『
親
鸞
夢
記
』
ま
で
」、『
巫
と
女
神
』（「
シ
リ
ー
ズ
女
性
と

仏
教
」
第
四
巻
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
）、
一
一
八
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
五
四
六
頁
。
稲
城
正
己
「
聖
徳
太
子
の
化

身
説
│
親
鸞
・
聖
徳
太
子
和
讃
を
中
心
に
│
」（『
日
本
宗
教
文
化

史
研
究
』
第
一
九
巻
第
二
号
、
日
本
宗
教
文
化
史
学
会
、
二
〇
一

五
）
は
「『
皇
太
子
聖
徳
奉
讃
』
は
、
親
鸞
自
身
は
何
も
の
な
の

か
の
、
親
鸞
が
晩
年
に
到
達
し
た
結
論
だ
っ
た
」（
五
五
頁
）
と

指
摘
し
て
い
る
。
親
鸞
は
求
道
の
起
点
か
ら
導
か
れ
て
晩
年
に

「
わ
が
身
こ
れ
な
ら
く
の
み
」
と
い
う
言
葉
を
遺
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

池
山
栄
吉
『
仏
と
人
』（
百
華
苑
、
一
九
七
四
）、
一
九
〇
頁
。

『
改
訂

　

大
乗
の
仏
道
│
仏
教
概
要
│
』（
東
本
願
寺
出
版
部
、

二
〇
一
六
）、
一
四
七
頁
。

『
浄
真
聖
全
一
』、
四
三
頁
。

村
上
速
水
「
親
鸞
の
よ
ろ
こ
び
」、『
続
・
親
鸞
教
義
の
研
究
』

（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
九
）
所
収
、
一
〇
四
頁
。

井
上
見
淳
「
親
鸞
の
往
生
観
に
関
す
る
諸
見
解
」、『
親
鸞
教
義

の
諸
問
題
』
所
収
、
一
一
〇
頁
。

『
浄
真
聖
全
二
』、
一
〇
三
二
│
一
〇
三
三
頁
。

『
浄
真
聖
全
四
』、
八
〇
頁
。
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