
真
宗
教
学
の
近
代
化
と
現
在

——
浄
土
理
解
の
変
遷
を
通
し
て
—

木 

越 

康

本
論
の
目
的

江
戸
期
に
成
熟
し
た
真
宗
教
学
は
、
明
治
維
新
期
か
ら
大
正
，
昭
和
初
期
に
か
け
て
「
西
欧
的
近
代
思
想
」
と
出
会
い
、
大
き
な
影
響 

を
受
け
た
。
西
洋
哲
学
や
経
験
科
学
な
ど
を
基
礎
と
す
る
近
代
的
諸
思
想
と
の
対
治
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
が
生
じ
、
新
し
い
教
学
、

①

い
わ
ゆ
る
「近
代
教
学
」
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
本
論
は
そ
の
時
に
受
け
た
衝
撃
を'

「浄
土
理
解
」
に
ま
つ
わ
る
問
題 

を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
を
、
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
注
目
す
る
の
は
、
し
か
し
、
た
だ
近
代
の
は
じ
め
に
起
こ
っ
た
事
件
を
振
り
返
る
と
い
う
関
心
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
 

題

目
に
「現
在
」
と
あ
る
よ
う
に
、
考
察
の
最
終
的
な
目
的
は
「現
代
に
お
い
て
浄
土
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
」
に
あ
る
。
 

こ
こ
に
、
長
谷
正
當
に
よ
る
浄
土
理
解
の
現
在
を
指
摘
し
た
言
葉
が
あ
る
。

浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
往
生
の
観
念
は' 

浄
土
教
で
は
仏
教
に
お
い
て
正
覚
や
悟
り
が
も
つ
位
置
を' 

占
め
て
き
た 

が
、
現
代
に
お
い
て
浄
土
の
観
念
が
実
在
性
を
失
っ
て
く
る
と
と
も
に
往
生
と
い
う
観
念
も
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。
 

そ
し
て
、
往
生
や
浄
土
と
い
う
観
念
を
捨
て
た
と
こ
ろ
で
親
鸞
の
思
想
を
捉
え
直
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
、
浄
土
教
に
お
い
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て
も
生
じ
て
き
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
浄
土
の
観
念
は
、
も
は
や
現
代
の
人
間
の
実
存
に
響
く
も
の
を
も
た
ず
、
宙
に
浮
い
た 

②

根
の
な
い
想
念
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

長
谷
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「浄
土
」
に
対
す
る
感
覚
は
、
私
を
含
め
、
浄
土
教
思
想
に
何
ら
か
の
形
で
関
心
を
持
つ
現
代
人
が
何
気
な 

く
懐
い
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
真
宗
学
で
も' 

こ
の
疑
念
を
解
消
す
べ
く'

こ
れ
ま
で
浄
土
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を 

試
み
て
き
た
。
客
観
的
現
実
世
界
と
し
て
浄
土
を
捉
え
る
態
度
は
少
な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が' 

例
え
ば
浄
土
を
実
存
に
関
わ
る
も
の 

と
し
て
哲
学
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た
り
、
世
俗
社
会
に
対
す
る
批
判
原
理
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
さ
ら
に
は
浄
土
を
語
ら 

ず

に

「涅
槃
」
や

「空
」
な
ど
に
よ
っ
て
親
鸞
思
想
の
証
果
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
近
代
以
降
の
浄
土
理
解
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
批
判
も
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
『大
谷
学 

報
』
第
七
九
巻
第
二
号
に
「ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
真
宗
」
と
し
て
若
干
そ
の
事
例
を
紹
介
し
た
の
で
、
こ
こ
で
再
び
そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
る 

こ
と
は
避
け
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
近
年
、
特
に
民
衆
思
想
史
と
い
う
独
自
の
立
場
か
ら
、
大
桑
斉
は
次
の
よ
う
に
問
題
を
指
摘
し
て 

い
る
。

浄
土
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
宗
教
性
と
い
う
も
の
を
失
っ
て
い
る
、
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
…
中
略
…
現
代 

の
真
宗
と
い
い
ま
す
か
、
真
宗
の
世
界
に
お
い
て
、
真
宗
の
世
界
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
世
界
が
重
層
的
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
 

と
く
に
教
学
と
い
う
世
界
に
お
き
ま
し
て
の
真
宗
、
そ
こ
に
は
世
界
に
冠
た
る
偉
大
な
思
想
家
、
親
鸞
が
存
在
い
た
し
ま
す
。
し
か 

し
な
が
ら
、
宗
教
者
親
鸞
、
端
的
に
言
え
ば
、
御
開
山
聖
人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
方
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
よ
う
に
私
は 

い
さ
さ
か
疑
問
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
人
々
が
求
め
る
親
鸞
は
、
決
し
て
思
想
家
親
鸞
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
浄
土
を
哲
学
的
に
理
解
し
た
り
、
社
会
に
対
す
る
批
判
原
理
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
現
代
真
宗
教
学
の
態
度
は
、
思
想
家
親 

鸞
を
語
る
真
宗
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
民
衆
の
中
で
生
き
た
親
鸞
は
い
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
は
浄
土
理
解
に
関
し
て
と
言 

う
よ
り
も
、
浄
土
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
教
学
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
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現
在
の
真
宗
学
は
、
近
代
化
に
よ
る
劇
的
な
転
換
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
浄
土
理
解
の
現
状
も
そ
の
上
に
成
り
立
っ
て 

い
る
。
し
た
が
っ
て
現
代
に
浄
土
思
想
の
問
題
を
考
え
て
い
く
上
で
、
そ
の
土
台
と
な
る
真
宗
教
学
の
近
代
化
を
見
る
こ
と
は' 

重
要
な 

意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
で
は
、
現
在
の
よ
う
な
状
況
を
生
み
だ
す
背
景
を
尋
ね
る
こ
と
を
通
し
て
、
浄
土
理
解
の
問
題
点
と 

今
後
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

I

近
代
化
に
つ
い
て

副
題
を

「浄
土
理
解
の
変
遷
」
と
し
た
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「浄
土
」
な
る
も
の
が
変
遷
し
て
き
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま 

で
も
そ
れ
に
対
す
る
「
理
解
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
中
で
変
遷
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
も
近
代
に
お
い
て
は 

じ
め
て
お
こ
っ
た
事
態
で
は
な
く
、
「浄
土
と
は
何
か
」
と
い
う
質
の
問
い
は
、
浄
土
教
思
想
に
と
っ
て
は
は
じ
め
か
ら
あ
る
、
最
も
古 

い
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
空
や
縁
起
を
根
本
と
す
る
仏
教
思
想
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
そ
の
思
想
と
は
逆
行
す
る
よ
う
に
「
国
土
」
の 

存
在
が
説
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
が
常
に
確
か
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
の
時
議
論
は 

常
に
、
浄
土
教
思
想
が
本
当
に
仏
教
思
想
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
ま
で
遡
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
思
索
の
歴
史
の
中
で
、
現
在
の
私
た
ち
に
最
も
近
く
て
最
も
衝
撃
的
な
か
た
ち
で
浄
土
理
解
に
関
わ
る
議
論
が
な
さ
れ
た 

の

が

「近
代
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
現
代
の
浄
土
理
解
に
直
接
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「近
代
」
あ
る
い
は
「近
代
化
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
真
宗
に
お
け
る 

教
学
の
近
代
化
を
、
浄
土
理
解
の
変
遷
を
中
心
に
し
な
が
ら
見
て
い
く
と
し
て
も
、
日
本
に
お
け
る
「近
代
化
」
を
定
義
す
る
こ
と
自
体 

そ
れ
程
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
そ
の
中
で
教
学
の
変
容
を
確
か
め
て
い
く
場
合
、
様
々
な
確
認
の
視
点
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

例
え
ば
、
明
治
・
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
至
る
日
本
の
宗
教
事
情
の
中
に
教
学
の
近
代
化
を
位
置
づ
け
、
そ
こ
に
浄
土
理
解
の
変
遷
を
確 

か
め
て
い
く
こ
と
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
作
業
で
あ
ろ
う
。
廃
仏
毀
釈
や
排
耶
論
さ
ら
に
は
国
家
神
道
成
立
や
新
興
の
宗
教
勢
力
の
台
頭
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な
ど
、
激
動
す
る
宗
教
状
況
の
中
で
日
本
仏
教
は
大
き
な
影
響
を
受
け
て
き
た
し
、
真
宗
教
学
も
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
受
け
た
。
そ
の 

よ
う
な
視
点
か
ら
の
確
か
め
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
の
主
旨
と
合
わ
せ
て
い
づ
れ
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
論 

で
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
日
本
の
近
代
化
状
況
で
は
な
く
、
哲
学
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
近
代
的
西
欧
思
想
の
影
響
を
受
け
る
中
で 

見
ら
れ
る
教
学
あ
る
い
は
浄
土
理
解
の
変
動
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
場
合
の
「近
代
化
」
と
は
、
例
え
ば
本
多
弘
之
が
端
的 

に
ま
と
め
る
次
の
様
な
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
、
論
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。

大
雑
把
に
い
え
ば' 

黒
船
渡
来
を
境
に
し
て
、
徳
川
幕
藩
体
制
と
封
建
制
度
・
鎖
国
状
況
が
破
ら
れ
、
西
欧
列
強
に
伍
し
て
、
近 

代
国
家
を
早
急
に
形
成
し
よ
う
と
し
た
時
代
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
思
想
的
に
は
、
科
学
的
な
思
考
、
す
な
わ
ち
自
然
界
の
客
観
的 

観
察
か
ら
見
出
さ
れ
た
法
則
を
基
礎
に
し
て
構
築
さ
れ
た
理
論(

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
，
ガ
リ
レ
オ
の
地
動
説
等)

、
そ
し
て
そ 

の
理
論
の
応
用
で
あ
る
科
学
技
術
と
そ
の
文
明
が
強
力
な
説
得
力
を
も
っ
て
浸
透
し
て
き
た
し
、
哲

学

，
心
理
学
・
神
学
や
文
学
・
 

社
会
科
学
等
の
全
く
新
し
い
概
念
が
、
そ
れ
ま
で
の
固
定
し
た
価
値
観
を
覆
す
よ
う
に
し
て
進
入
し
て
き
た
。

孑 

野

々

村

直

太

郎

「
浄
土
教
革
新
論
」

の
衝
撃

こ
れ
ら
近
代
思
想
が
、
真
宗
教
学
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
浄
土
理
解
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
 

野
々
村
直
太
郎
の
「浄
土
教
革
新
論
」
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
で
あ
る
。

一
九
二
三(

大
正
ニ
ー)

年
、
当
時
野
々
村
は
仏
教
大
学(

現
龍 

谷
大
学)

宗
教
学
教
授
で
あ
り
、
ま
た
本
願
寺
派
の
僧
侶
で
あ
っ
た
。
そ
の
野
々
村
が
、
こ
の
年
一
月
二
五
日
か
ら
二
月
二
八
日
ま
で
、
 

『中
外
日
報
』
紙
上
に
お
い
て
浄
土
教
思
想
を
批
判
す
る
論
文
を
連
載
し
た
の
で
あ
る
。

往
生
思
想
は
過
去
の
思
想
で
あ
っ
て
、
モ
ハ
ヤ
現
代
お
よ
び
将
来
に
容
れ
ら
る
べ
き
思
想
で
は
な
い
。
死
後
の
生
活
を
目
的
と
し 

現
実
の
人
生
を
そ
の
方
便
と
す
る
こ
の
思
想
は' 

独
り
吾
が
国
の
封
建
時
代
に
得
意
の
順
境
を
見
出
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
欧
州
に 

於
て
も
ま
た
あ
た
か
も
こ
れ
と
同
様
で
、
暗
黒
時
代
と
呼
ば
る
る
中
世
期
は
封
建
制
度
の
行
わ
れ
た
る
と
同
時
に
往
生
思
想
も
ま
た
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最
も
高
調
せ
ら
れ
た
る
時
代
で
あ
っ
た
。:.

中
略
…
こ
れ
と
入
れ
替
わ
る
新
思
想
は
、
従
前
と
は
全
く
反
対
に
、
現
世
を
目
的
と
し 

人
生
を
本
意
と
す
る
近
世
思
想
、
即
ち
こ
こ
に
所
謂
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。

細
か
な
歴
史
的
背
景
や
教
学
的
解
釈
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
野
々
村
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
も
真
宗
も
、
近
代
社
会
に
生
き
残
る
道
を 

閉
ざ
さ
れ
た
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
は
双
方
共
に
、

⑦
 

神
話
的
に
着
色
せ
ら
れ
た
る
有
相
教

で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
こ

の

「神
話
」
「有
相
」
と
は' 

神
や
神
の
国
、
阿
弥
陀
仏
や
浄
土
で
あ
る
。
野
々
村
は
こ
れ
ら
を
「
モ
ハ 

ヤ
現
代
お
よ
び
将
来
に
容
れ
ら
る
べ
き
思
想
で
は
な
い
」
と
し
、
特
に
浄
土
思
想
に
つ
い
て
、
計
二
ー
回
に
わ
た
っ
て
紙
上
で
批
判
的
検 

証
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

野
々
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

真
宗
は
吾
人
の
信
心
を
以
っ
て
阿
弥
陀
如
来
の
他
力
回
向
な
り
と
主
張
す
る
。
果
た
し
て
然
ら
ば
、
こ
の
回
向
の
信
心
の
う
ち
に 

は
、
阿
弥
陀
如
来
の
存
在
を
認
む
る
こ
と
も
、
そ
の
如
来
の
浄
土
た
る
極
楽
世
界
の
存
在
を
認
む
る
こ
と
も
、
そ
の
霊
魂
の
罪
業
深 

重
な
る
を
認
む
る
こ
と
も
、
三
世
因
果
を
認
む
る
こ
と
も
、
六
道
輪
廻
を
認
む
る
こ
と
も
、
す
べ
て
是
等
の
も
の
を
一
々
包
含
し
て 

い
る
の
で
あ
る
か
。
…
中
略
…
絶
対
他
力
た
る
真
宗
は
こ
こ
に
至
り
て
聖
道
諸
宗
も
遙
か
に
及
ば
ざ
る
難
行
難
宗
の
無
理
法
門
た
る

⑧

の
外
は
な
い
。

阿
弥
陀
や
浄
土
の
存
在
を
認
め
た
上
で
成
り
立
つ
よ
う
な
信
仰
は
、
近
代
人
に
は
も
は
や
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
そ
れ
で
も
敢
え
て
こ
れ 

ら
を
信
じ
る
こ
と
を
主
張
し
続
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
衆
生
が
達
成
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
た
聖
道
門
・
難
行
道
の
修
行
よ
り 

も
遙
か
に
難
し
い
道
と
な
る
と
言
う
。

こ
の
よ
う
な
野
々
村
の
論
文
は
、
真
宗
界
の
み
な
ら
ず
仏
教
界
や
当
時
の
宗
教
界
全
体
に
強
い
衝
撃
を
与
え
、
『中
外
日
報
』
紙
上
で 

は
激
し
い
論
争
が
交
わ
さ
れ
た
。
こ
の
野
々
村
の
「浄
土
教
革
新
論
」
に
つ
い
て
、
大
江
修
は
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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浄
土
教
批
判
は
、
…
中
略:

・
近
代
に
生
き' 

近
代
思
潮
の
中
に
身
を
置
く 

ー
近
代
人
の
野
村
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
言
い 

換
え
れ
ば
、
『浄
土
教
批
判
』
は
、
野
々
村
が
近
代
と
い
う
時
代
の
中
で
、
浄
土
教
に
抱
い
た
危
機
意
識
の
表
面
で
あ
る
と
い
え
る
。
 

「浄
土
教
革
新
論
」
は
、
『中
外
日
報
』
掲
載
終
了
後
、
同
じ
年
の
五
月
一
五
日
に
『浄
土
教
批
判
』
と
改
題
さ
れ
て
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
 

『浄
土
教
批
判
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
見
解
は' 

決
し
て
野
々
村
個
人
に
よ
る
問
い
で
は
な
く
、
近
代
思
潮
の
中
に
身
を
置
い
た
近
代
人 

を
代
表
す
る
問
い
で
あ
り
、
ま
た
激
し
い
時
代
の
中
に
生
き
残
り
を
か
け
て
も
が
き
続
け
る
当
時
の
真
宗
教
団
に
共
通
す
る
危
機
意
識
を
、
 

よ
く
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

野
々
村
直
太
郎
は' 

一
八
七
〇(

明
治
三)

年
に
生
ま
れ
、
東
京
帝
国
大
学
哲
学
科
へ
進
み
、

一
八
九
七(

同
三
〇)

年
に
卒
業
し
て 

い
る
。
清
沢
満
之
に
遅
れ
る
こ
と
約
ー
〇
年
で
あ
る
。
そ
の
後
、

一
九
〇
六(

同
三
九)

年
か
ら
は
龍
谷
大
学
の
前
身
で
あ
る
仏
教
大
学 

の
講
師
と
な
り
、

一
九
二
〇(

大
正
九)

年
に
は
同
大
学
教
授
と
な
っ
て
、
宗
教
心
理
学
を
講
じ
て
い
た
。

こ
の
主
張
が
展
開
さ
れ
た
一
九
二
三(

大
正
一
ニ)

年
は
、
東
西
両
本
願
寺
と
も
に
立
教
開
宗
七
〇
〇
年
を
ひ
か
え
、
親
鸞
へ
の
回
帰 

に
沸
き
立
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
こ
の
年
の
四
月
一
七
日
か
ら
、
『中
外
日
報
』
紙
上
で
は
金
子
大
栄
の
講
演
録
「
開
宗
の
意
義
」
も
掲 

載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
金
子
は
、
立
教
開
宗
七
〇
〇
年
と
い
う
歳
月
が
、
あ
た
か
も
釈
尊
滅
後
七
〇
〇
年
ほ
ど
た
っ
て
登
場
し
た
龍
樹 

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
真
宗
も
龍
樹
菩
薩
の
よ
う
な
仕
事
、

つ
ま
り
は
親
鸞
に
連
な
る
仏
教
の
精
神
を
真
の
意
味
で
回
復
す
る
者 

の
登
場
が
待
た
れ
る
と
語
っ
て
い
る
。

『浄
土
教
批
判
』
に
よ
っ
て
野
々
村
が
目
指
し
た
の
も
、
七
〇
〇
年
を
期
と
し
た
親
鸞
へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
。
し
か
し
野
々
村
の
場
合 

親
鸞
へ
の
回
帰
と
は
、
親
鸞
の
語
っ
た
言
葉
へ
の
回
帰
で
は
な
く
、
言
葉
の
背
景
に
あ
る
精
神
自
体
に
帰
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

野
々
村
に
と
っ
て
は
、
親
鸞
も
時
代
の
限
界
を
生
き
る
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
親
鸞
が
語
る
表
現
で
は
な
く
、
親
鸞
が
説
こ
う
と
し
た 

真
理
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
時
、
浄
土
や
阿
弥
陀
如
来
は
、
真
理
に
至
る
た 

め
の
方
便
で
あ
っ
た
と
し
て
、
捨
て
て
も
よ
い
も
の
、
あ
る
い
は
捨
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
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る
。

哲
学
を
し
て
談
ら
し
め
し
宗
教
が
い
つ
し
か
こ
れ
を
談
る
哲
学
そ
の
者
に
置
き
換
え
ら
れ
し
堕
落
を
救
治
せ
ん
が
た
め
に
別
に
神 

話
を
し
て
談
ら
し
む
る
を
特
色
と
し
た
る
浄
土
教
は
、
こ
れ
も
い
っ
し
か
終
に
神
話
そ
の
者
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
で
は
な 

い
か
。
然
り
、
今
日
の
浄
土
教
は
本
末
あ
た
か
も
顛
倒
し
て
、
疑
も
な
く
全
く
神
話
の
奴
隸
で
あ
る
。

野
々
村
に
と
っ
て
「哲
学
」
と
は
人
間
理
性
に
よ
る
真
理
の
探
究
で
あ
り
、
「神
話
」
と
は
人
間
理
性
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
ブ
ッ
ダ 

の
真
理
を
再
び
超
越
的
真
理
の
世
界
へ
と
回
復
す
る
は
た
ら
き
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
岸
と
し
て
説
か
れ
る
浄
土
は
、
神
話
と
し
て 

語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
性
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
真
理
を
理
性
か
ら
解
放
す
る
力
を
確
か
に
持
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
野
々
村
に
よ 

る
と' 

今
や
そ
の
神
話
が
信
仰
の
本
質
と
置
き
か
わ
っ
て
し
ま
い
、
真
宗
は
神
話
の
奴
隸
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
野
々
村
は
そ
の
状 

況
を
再
び
逆
転
さ
せ
、
神
話
を
捨
て
て
真
理
そ
の
も
の
に
帰
ろ
う
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
神
話
に
よ
っ
て
勧
め
ら
る
る
信
仰
は
本
で
あ
っ
て
、
信
仰
を
勧
む
る
神
話
は
末
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
神
話
に
よ
り
て
語 

0
 

ら
れ
る
信
仰
は
本
で
あ
っ
て
、
信
仰
を
語
る
神
話
は
末
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

野
々
村
に
と
っ
て
真
宗
信
仰
の
現
状
と
は
、
ま
さ
に
本
末
転
倒
の
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

〇 

「
浄
土
」
を
め
ぐ
る
論
争
と
終
結

こ
の
よ
う
な
野
々
村
の
主
張
に
対
し
『中
外
』
で
は
す
ぐ
に
多
く
の
反
論
が
見
ら
れ
た
。
話
題
は
多
岐
に
渡
る
が
、
こ
こ
で
は
一
点
だ 

け
、
「表
現
と
本
質
」
に
関
す
る
議
論
を
お
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
初
め
に
野
々
村
に
反
論
し
た
の
は
、
西
本
願
寺
の
教
学
者
梅
田
謙
敬
で
あ
る
。
彼
は
野
々
村
が
思
索
の
立
脚
地
と
す
る
「
ヒ
ュ
ー 

⑫

マ
ニ
ズ
ム
」
を
批
判
し
つ
つ
、
浄
土
や
阿
弥
陀
仏
は
、
人

間

の

「心
」
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
「心
」
か
ら
切
り
離
し
て
客
観

⑬

的
存
在
を
科
学
的
に
証
明
し
よ
う
と
し
て
も
、
本
質
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
野
々
村
と
同
じ
龍
谷
大
学
教
授
杉
紫
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朗
も
、
思
想
の
表
現
と
信
仰
の
本
質
と
を
分
断
し
て
考
え
る
野
々
村
に
対
し
て
、
そ
れ
は
宗
教
を
学
的
に
扱
う
宗
教
学
に
お
い
て
は
概
念 

上
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
信
仰
者
の
事
実
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
後
に
西
本
願
寺
教
団
の
教
学
上
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
梅
原
真
隆
も
、
「浄
土
教
批
判
に
対
す
る
私
見
」
と 

し
て
反
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
野
々
村
の
主
著
で
あ
る
『宗
教
学
要
論
』
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
論
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
 

野
々
村
に
と
っ
て
も
重
要
な
位
置
を
持
つ
批
判
で
あ
る
。

「神
話
は
そ
の
ま
ま
宗
教
で
な
い
」
と
の
先
生
の
見
方
は
う
な
づ
か
れ
る
、
従

っ

て

「神
話
と
宗
教
と
の
関
係
は
偶
然
的
に
し
て 

必
然
に
は
非
る
次
第
」
も
承
服
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
神
話
が
ひ
と
た
び
宗
教
的
表
現
と
し
て
融
化
せ
ら
れ
た
と
き
は
も
は
や

⑮
 

必
然
的
で
あ
り
内
面
的
で
あ
っ
て
、
分
っ
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る 

梅
原
は
、
野
々
村
の
言
う
よ
う
に
神
話
と
し
て
表
現
さ
れ
る
物
語
は
確
か
に
宗
教
的
本
質
と
は
偶
然
の
関
係
に
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
 

信
仰
と
融
和
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
宗
教
的
表
現
は
、
も
は
や
単
な
る
神
話
で
は
な
く
、
宗
教
的
本
質
と
は
不
離
の
関
係
に
あ
る
と
す 

る
。
つ
ま
り
人
間
に
「信
仰
」
を
生
じ
さ
せ
る
は
た
ら
き
を
持
つ
よ
う
な
神
話
的
表
現
は
、
そ
の
表
現
と
本
質
と
の
間
に
は
必
然
的
関
係 

が
あ
り
、
そ
れ
は
不
可
分
離
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

⑯

こ
れ
に
つ
い
て
野
々
村
は
、
さ
っ
そ
く
反
論
を
展
開
し
た
。
そ
こ
で
は
宗
教
的
本
質
と
表
現
の
問
題
は
、
親
鸞
思
想
に
お
け
る
法
性
法 

身
と
方
便
法
身
に
す
で
に
源
泉
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
方
便
法
身
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
阿
弥
陀
な
ど
は
、
単
に
信
仰
を
勧
め
る
た 

め
の
神
話
で
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
除
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
近
代
人
の
思
索
に
耐
え
う
る
か
た
ち
で
、
宗
教
的
本
質
と
直
結
す 

る
道
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
。

野
々
村
の
場
合
そ
の
道
は
、
二
種
深
信
の
思
想
に
よ
る
「
は
か
ら
い
」
の
破
壊
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
こ
れ
以
上
立
ち 

入
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
そ
の
こ
と
を
語
る
『浄
土
教
批
判
』
の
箇
所
の
み
提
示
し
て
お
く
。

宗
教
の
理
想
的
面
目
は
、
吾
人
が
日
々
夜
々
に
計
ら
え
ど
も
毫
も
そ
の
計
ら
い
に
囚
わ
れ
ざ
る
と
こ
ろ
に
在
る
。
人
生
も
と
よ
り
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計
ら
い
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
こ
れ
が
為
に
囚
わ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

こ
の
際
た
だ
宗
教
的
に
意
義
あ
る
唯
一
至
要
の
着
眼
と
い
う
は
、
い
か
な
れ
ば
罪
業
深
重
に
し
て
決
定
的
に
浮
か
ぶ
ベ
か
ら
ざ
る 

身
が
同
時
に
如
来
の
願
力
に
乗
じ
て
決
定
的
に
浮
か
ぶ
べ
き
身
で
あ
り
得
る
の
か
の
不
審
に
気
付
く
こ
と
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即 

ち
こ
れ
を
約
言
す
れ
ば
、
如
何
な
れ
ば
浮
か
ば
れ
ぬ
身
の
当
体
の
ま
ま
が
全
く
こ
れ
浮
か
ぶ
身
で
あ
り
、
浮
か
ぶ
身
の
当
体
の
ま
ま 

が
全
く
こ
れ
浮
か
ば
れ
ぬ
身
で
あ
る
の
か
の
不
審
の
上
に
吾
人
は
そ
の
着
眼
点
を
定
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。:
.

中
略
…
二
種
深 

心
は
か
く
て
決
し
て
吾
人
の
計
ら
い
で
は
な
い
。
吾
人
如
何
に
工
夫
す
れ
ば
と
て
到
底
か
く
の
如
く
に
分
別
す
る
こ
と
出
来
ぬ
、
 

思 

う
こ
と
は
出
来
ぬ
、
計
ら
う
こ
と
は
出
来
ぬ
。
…
中
略
…
信
ず
る
と
は' 

分
別
す
る
こ
と
に
非
ず' 

思
う
こ
と
に
非
ず
、
計
ら
う
こ 

と
に
非
ざ
る
が
故
で
あ
る
。
切
言
す
れ
ば
、
計
ら
い
に
よ
り
て
統
一
せ
ら
れ
た
る
人
生
の
現
状
を
、
弥
陀
の
本
願
を
縁
と
し
て
全
く 

破
壊
し
去
る
の
謂
に
外
な
ら
ぬ
が
故
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
則
ち
す
で
に
計
ら
い
の
形
式
を
以
て
そ
の
形
式
と
為
せ
る
旧
統
一
の
破
壊 

を
成
就
し
た
る
以
上' 

こ
の
新
統
一
た
る
信
仰
の
形
式
は
正
し
く
計
ら
い
の
形
式
を
破
壊
せ
る
反
論
理
的
形
式
で
あ
っ
て
、
且
つ
や 

そ
れ
が
弥
陀
の
本
願
を
縁
と
為
せ
る
関
係
上
、
あ
た
か
も
神
話
的
に
着
色
せ
ら
れ
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
く
そ

⑱
 

の
事
き
わ
め
て
自
然
に
し
て
且
つ
最
も
分
明
な
る
次
第
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

こ
の
よ
う
な
議
論
は
宗
派
や
宗
教
を
超
え
、
次
第
に
多
く
の
人
々
を
巻
き
込
む
形
で
、
論
点
も
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
大
谷
派
で
も
真 

⑲
 

@
 

宗
大
学
の
東
京
移
転
を
実
施
し
た
石
川
舜
台
の
論
や
第
三
代
大
谷
大
学
長
佐
々
木
月
樵
の
談
話
な
ど
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
が
新
聞
紙
上
で
浄
土
教
批
判
が
派
手
に
展
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
論
争
は
思
わ
ぬ
方
向
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
議
論 

は
は
じ
め
、
純
粋
に
野
々
村
の
主
張
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
宗
教
的
表
現
と
宗
教
的
本
質
の
問
題
か
ら
、
教
学
と
哲
学 

の
分
際
の
問
題
、
さ
ら
に
は
浄
土
に
つ
い
て
の
仏
教
学
的
解
釈
に
至
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
し
か
し
、
西
本
願
寺
教
団
が
野
々
村
の 

主
張
に
敏
感
に
反
応
し
、
政
治
的
に
こ
の
論
争
に
関
与
し
て
き
た
た
め
、
問
題
の
焦
点
は
次
第
に
歪
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
紙
上
で
の
論
争
が
、
教
団
に
よ
る
教
学
統
制
と
学
問
の
自
由
の
問
題
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
『中
外
日 

㉑
 

㉒
 

㉓

報
』
で
の
論
争
の
最
後
は
「龍
谷
大
学
の
使
命
」
「龍
谷
大
学
の
危
機
」
「教
権
の
自
由
討
究
」
な
ど
、
そ
の
歪
曲
化
は
明
か
で
あ
る
。
 

大
正
一
二
年
ハ
月
、
本
願
寺
教
団
は
野
々
村
の
僧
籍
を
剝
奪
し
、
龍
谷
大
学
に
対
し
て
野
々
村
の
解
職
を
要
求
し
た
。
教
授
会
は
そ
れ 

を
拒
否
し
た
が
、
結
果
と
し
て
野
々
村
は
一
ニ
月
二
〇
日
に
依
願
退
職
と
い
う
形
で
龍
谷
大
学
か
ら
追
放
と
な
っ
た
。
論
文
が
掲
載
さ
れ 

て
後
一
年
に
満
た
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

『中
外
日
報
』
の
論
争
は
終
に
「
野
々
村
先
生
の
送
別
に
際
し
て
」
「
野
々
村
兄
を
送
る
辞
」
を
も
っ
て
収
束
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

IV
金

子

大

栄

『浄
土
の
観
念
』

大
谷
派
で
も
、
同
時
期
、
浄
土
理
解
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
な
問
題
が
起
こ
っ
た
。
野
々
村
追
放
の
明
く
る
年
、

一
九
二
四(

大
正
十 

三)

年
、
金
子
大
栄
に
よ
っ
て
「大
乗
経
に
お
け
る
浄
土
の
観
念
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
翌
年
『浄
土
の
観
念
』
と
し 

て
出
版
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
や
が
て
大
谷
派
正
統
教
義
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で' 

僧
籍
削
除
問
題
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
る
。
 

金
子
は
こ
こ
で
、
「浄
土
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
日
の
吾
々
は
何
と
云
ひ
ま
し
て
も
実
在
に
関
す
る
疑
ひ
を
有
っ
て
居
る
こ
と
は
確
で
あ
る
。

浄
土
理
解
に
関
す
る
金
子
の
出
発
も
、
野
々
村
と
同
じ
「実
在
」
に
対
す
る
近
代
人
と
し
て
の
素
朴
な
疑
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
浄 

土
に
つ
い
て
取
り
組
む
態
度
は
、
野
々
村
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
金
子
は
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
 

今
日
で
も
動
も
す
れ
ば
浄
土
と
い
ふ
よ
う
な
考
へ
は
無
く
て
も
宗
教
と
か
信
仰
と
か
い
ふ
も
の
は
有
り
得
る
の
だ
と
い
ふ
や
う
な 

考
へ
が
随
分
行
き
渡
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
私
と
し
て
は
ど
う
も
夫
で
は
不
満
足
で
あ
っ
て
や
は
り
浄
土
と
い
ふ
も
の
が
、
 

我
々
に
と
っ
て
何
か
意
味
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
ふ
よ
う
な
考
へ
に
支
配
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
野
々
村
の
『浄
土
教
批
判
』
及
び
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
論
争
を
意
識
し
て
の
発
言
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
金
子
は
、
野
々
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村
と
は
逆
に
浄
土
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
そ
の
実
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
に
自
分
が
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い 

る
。こ

の
講
演
で
金
子
は
、
三
つ
の
視
点
か
ら
浄
土
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、

① 

観
念
界
と
し
て
の
浄
土 =

見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
見
え
る
も
の
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
世
界

② 

理
想
と
し
て
の
浄
土"

あ
る
べ
き
世
界
、
あ
ら
し
め
た
い
世
界

③ 

実
在
界
と
し
て
の
浄
土"

教
法
の
指
示
す
る
実
在
観
念
、
本
当
の
客
観
世
界

で
あ
る
。
『浄
土
の
観
念
』
と
い
う
後
の
本
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
、
浄
土
を
観
念
の
世
界
と
し
て
語
っ
た
こ
と
の
み
注
目
さ
れ
が
ち
で
あ
る 

が
、
実
際
に
金
子
は
、
こ
の
三
つ
が
最
終
的
に
は
一
つ
と
な
っ
て
い
く
世
界
と
し
て
「浄
土
」
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の 

場
合
の
、
観
念
と
理
想
と
実
在
の
境
界
線
は
極
め
て
不
明
瞭
で
あ
り
、
金
子
自
身
も
「
そ
の
限
界
は
は
っ
き
り
し
て
居
ら
ず
事
実
三
つ
で 

な
く
て
一
つ
に
な
る
か
も
わ
か
ら
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

吾
々
は
色
々
実
在
と
い
ふ
よ
う
な
こ
と
を
云
っ
て
居
る
け
れ
ど
も
吾
々
の
考
へ 

て
居
る
実
在
界
と
い
ふ
も
の
は
実
は
吾
々
の
影
で 

あ
っ
て
浄
土
教
の
人
は
客
観
的
実
在
的
の
浄
土
を
や
か
ま
し
く
い
ふ
け
れ
ど
も
幾
ら
云
っ
た
所
が
や
は
り
主
観
的
実
在
で
あ
っ
て
詰 

り
吾
々
が
こ
ん
な
世
界
あ
ん
な
世
界
と
云
っ
て
自
分
に
都
合
の
よ
い
も
の
を
画
く
世
界
で
す
か
ら
客
観
客
観
と
口
で
い 

へ
ば
い
ふ
程 

自
分
の
主
観
の
世
界
し
か
考
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
さ
う
い
ふ
方
面
に
絶
望
し
て
し
ま
っ
て
此
の
現
実
の
世
界
を
本
当
に
見
徹
し 

現
実
の
こ
の
世
界
に
目
を
覚
す
時
に
丁
度
此
の
現
実
の
世
界
を
照
す
如
く
現
れ
る
世
界
が
あ
る
、
即
ち
観
念
の
世
界
で
あ
る
、
観
念 

の
世
界
こ
そ
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
本
当
の
客
観
の
世
界
で
あ
り
ま
せ
う
。

こ
こ
で
「現
実
の
世
界
を
照
ら
す
如
く
現
れ
る
世
界
」
に
、
金
子
の
言
う
観
念
と
実
在
が
融
合
す
る
世
界
と
し
て
の
浄
土
が
あ
る
。
金 

子
が
異
安
心
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
よ
う
に
浄
土
を
明
確
に
「実
在
」
と
し
て
語
ろ
う
と
し
た
意
図
は
全
く
理
解
さ
れ
る
こ 

と
な
く
、
「観
念
」
と
い
う
言
葉
の
み
が
注
目
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
金

子

が

「観
念
」
と
語
る
意
図
さ
え
も
正
確
に
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理
解
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 

大
谷
大
学
を
辞
職
し
た
金
子
は' 

当

時

『中
外
日
報
』
の
記
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

「実
在
の
浄
土
は
信
ぜ
ら
れ
ぬ
」
と
い
ふ
こ
と
を
申
し
ま
し
た(

そ
れ
が
特
に
こ
の
度
の
問
題
と
な
っ
た
の
で
す
が)

の
は
教
法 

の
指
示
す
る
実
在
観
念
を
、
常
識
の
見
解
に
依
る
実
在
観
か
ら
簡
ぼ
う
と
欲
ふ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
、
こ
こ
に
常
識
の
見
解
に
よ
る 

と
い
ひ
ま
し
た
の
は
、
そ
の
為
に
私
が
長
い
間
悩
ま
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。:.

常
識
の
見
解
に
依
る
実
在
観
は
到
底
成
立
い
た 

し
ま
せ
ぬ
。
さ
れ
ば
こ
そ
反
対
に
如
来
と
浄
土
と
の
実
在
を
無
視
す
る
、
現
代
の
常
識
的
見
解
も
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ 

故
に
私
は
教
法
に
依
る
実
在
観
念
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
こ
の
常
識
の
見
解
に
依
る
実
在
観
と
、
非
実
在
観
と
を
除
去
し
ゃ
う 

と
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
方
に
は
常
識
に
依
る
実
在
と
教
法
に
依
る
実
在
と
を
混
融
す
る
素
朴
な
る
信
仰
を
純
化
す
る
所
以
で 

あ
り
、
他
方
に
は
、
如
来
と
浄
土
と
を
無
視
す
る
現
代
の
常
識
を
批
判
し
て
、
教
法
に
よ
る
実
在
観
念
を
宣
揚
す
る
所
以
で
あ
る
と 

㉚

思
ふ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

如
来
や
浄
土
の
「実
在
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
金
子
の
中
で
は
教
学
上
取
り
組
む
べ
き
根
本
課
題
と
し
て
あ
っ
た 

よ
う
で
あ
る
。
金
子
の
出
版
第
一
作
、

一
九
一
五(

大
正
四)

年
に
刊
行
さ
れ
た
『真
宗
の
教
義
及
び
そ
の
歴
史
』
に
は
、
既

に

『浄
土 

の
観
念
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
浄
土
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
無
碍
光
の
如
来
は
、

一
面
に
お
い
て
絶
対
無
限
の
実
在
で
あ
る
。
然
る
に
絶
対
無
限
の
実
在
の
如
何
な
る
者
で
あ
る
か
を
知 

る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
若
し
之
を
知
ら
う
と
す
る
者
が
あ
ら
ば
、
其
方
法
と
し
て
、
先
づ
一
切
の
差
別
見
を
否
定
排
斥
せ
ね
ば
な 

ら
ぬ
。
蓋
し
吾
等
の
理
性
に
経
験
し
つ
つ
あ
る
者
は
、
こ
と
ご
と
く
相
対
有
限
の
者
の
み
で
あ
る
か
ら
、
斯
る
差
別
的
知
見
を
以
て 

は' 

到
底
絶
対
無
限
の
実
在
を
知
り
得
べ
き
筈
が
な
い
。
…
中
略:

・
人
智
に
最
上
の
権
能
を
認
む
る
者
は
、
反
面
的
否
定
的
に
現
は 

さ
れ
た
る
実
在
と
い
ふ
が
如
き
者
は
、
空
想
に
過
ぎ
ぬ
と
す
る
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ど
謙
虚
な
る
態
度
を
以
て
、
人
智
に
限
界
あ
る
こ 

と
を
知
る
者
は
、
不
可
得
空
の
実
在
を
拒
む
こ
と
は
出
来
ぬ
。
加
之
、
無
限
の
否
定
は
、
や
が
て
無
限
の
肯
定
で
あ
る
。
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こ
の
金
子
の
論
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
浄
土
へ
の
疑
念
は
、
ま

ず

「私
」
と
い
う
相
対
有
限
の
者
が
あ
っ
て
、
そ

の

「私
」
が
如
来
及 

び
浄
土
の
実
在
を
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
出
発
に
な
り
、
そ
れ
が
常
識
的
な
形
で
の
浄
土
存
在
の
拒
絶
と
な
る
。
し
か
し
金
子
は
そ 

こ
に
疑
問
を
持
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま

ず

「私
」
が
あ
っ
て
、
そ

の

「私
」
が
如
来
及
び
浄
土
の
実
在
を
否
定
し
拒
絶
す
る
な
ら
ば
、
 

そ
こ
に
残
る
の
は
、
た

だ

「無
い
」
と
し
て
疑
っ
て
い
る
「私
」
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
そ
の
疑
っ
て
い
る
「私
」
は
、
本 

当
に
確
か
な
も
の
と
し
て
実
在
す
る
の
か
、
金
子
は
そ
の
点
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
在
す
る
と
思
っ
て
い
る
そ
の 

「私
」
こ
そ
が
、
実
は
逆
に
空
想
な
の
で
あ
る
と
言
う
。
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
自
我
に
も
と
づ
く 

一
切
の
差
別
的
知
見
が
否
定
さ
れ
る 

時
、
そ
こ
に
確
実
に
現
れ
て
く
る
の
が
、
逆
に
、
た
だ
絶
対
無
限
の
実
在
と
し
て
在
る
如
来
及
び
浄
土
な
の
で
あ
る
。
私
も
私
の
国
も
、
 

そ

の

「私
」
の
知
恵
や
認
識
の
す
べ
て
が
我
執
と
し
て
否
定
さ
れ
る
と
き
、
確
か
に
残
る
の
は
如
来
及
び
浄
土
の
み
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
に
お
い
て
観
念
と
し
て
の
浄
土
は
、
確
か
に
唯
一
実
在
の
浄
土
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
浄
土
を
金
子
は'

そ
れ
は
ま
だ
吾
々
の
見
ぬ
真
実
の
国
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
懐
か
し
き
魂
の
郷
里
で
あ
る
。
 

と
言
う
。
誰
も
見
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
人
間
が
必
ず
帰
る
べ
き
懐
か
し
い
故
郷
と
し
て
の
浄
土
で
あ
る
。

『真
宗
の
教
義
及
び
そ
の
歴
史
』
は
、
曽
我
量
深
の
全
面
的
協
力
の
も
と
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
に
わ
た
っ
て
曽
我
に
よ 

る
丁
寧
な
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
金
子
は
こ
の
本
を
二
月
に
出
版
し
た
後
、
五
月
に
は
東
京
に
移
り
、
『精
神
界
』
の
出
版
責
任
者
と
な 

る
。
「人
智
」
の
限
界
に
言
及
し
な
が
ら
絶
対
無
限
の
実
在
を
論
じ
よ
う
と
す
る
視
点
な
ど
、
明
ら
か
に
清
沢
満
之
の
強
い
影
響
が
み
ら 

れ
る
も
の
で
あ
る
。

V

む

す

び

野
々
村
の
問
題
は
、
新
聞
紙
上
で
議
論
が
な
さ
れ
た
た
め
、
広
い
範
囲
で
関
心
を
呼
び
、
多
く
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
阿
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弥
陀
や
浄
土
を
柱
と
す
る
信
仰
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
近
代
的
理
性
の
中
に
と
け
込
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま 

な
視
点
か
ら
問
題
が
提
起
さ
れ
回
答
が
試
み
ら
れ
た
。
残
念
な
の
は
、
そ
の
議
論
が
途
中
で
断
ち
切
ら
れ
る
形
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
金
子
の
浄
土
観
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
議
論
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
教
団
及
び
大
学
か
ら
追
放
さ
れ
、
ま
た
十
分
な
確
認 

が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
そ
れ
ら
へ
の
復
帰
が
果
た
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

は
や
く
に
金
子
に
反
論
を
加
え
た
村
上
専
精
は
『中
外
日
報
』
紙
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吾
輩
は
未
だ
野
々
村
直
太
郎
君
の
説
を
明
か
に
せ
ざ
れ
ば
、
金
子
大
栄
君
の
説
も
詳
か
に
せ
ぬ
の
だ
、
依
て
此
に
之
を
論
ず
べ
き 

資
格
の
無
い
者
で
あ
る
。
但
し
金
子
君
の
事
は
、
吾
輩
大
谷
大
学
学
長
た
り
し
時
既
に
そ
の
萌
芽
は
生
じ
て
い
た
。
 

村
上
の
金
子
批
判
は
、
『中
外
日
報
』
紙
上
で
大
々
的
に
行
わ
れ
た
が
、

つ
ま
り
は
実
際
に
出
版
さ
れ
た
金
子
の
『浄
土
の
観
念
』
を
読 

ま
ず
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
点
に
象
徴
さ
れ
る
金
子
の
異
安
心
問
題
に
つ
い
て'

『中
外
日
報
』
は
次
の
よ
う
に
報 

道
し
て
い
る
。

金
子
氏
の
僧
籍
脱
退
は
一
昨
年
来
の
同
派
の
安
心
問
題
を
解
決
し
終
わ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
解
決
は
純
然
た
る
政
治 

的
意
味
に
於
け
る
も
の
で
あ
っ
て
一
切
問
題
の
本
質
に
ふ
れ
て
居
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

野
々
村
問
題
は
、
近
代
的
理
性
が
浄
土
を
ど
の
よ
う
に
飲
み
込
む
の
か
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
を
残
し
、
金
子
の
場
合
は
た
だ
結
論
の 

み
を
残
し
た
。
し
た
が
っ
て
今
、
金
子
の
導
き
出
し
た
結
論
を
、
野
々
村
の
浄
土
教
批
判
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
と
結
び
つ
け
な
が
ら
考
察 

す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
大
事
な
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
研
究
を
さ
ら
に
続
け
て
い
き
た
い
理
由 

の
一
つ
は
、
こ
こ
に
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
本
論
の
結
び
と
し
て
、
こ
れ
ら
両
者
の
浄
土
理
解
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
双
方
に
共
通
の
質
の
批
判
が
『中
外
日 

報
』
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
を
紹
介
し
た
い
。
そ
れ
は
野
々
村
に
対
す
る
澤
延
常
と
、
金
子
に
対
す
る
多
田
鼎
の
批
判
で
あ
る
。
 

宗
教
の
神
話
的
表
象
は
、
も
と
も
と
対
象
の
規
定
さ
れ
得
な
い
信
者
の
感
情(

私
は
宗
教
が
直
ち
に
、
或
る
特
殊
の
感
情
だ
と
は
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思
は
ぬ)

を
表
は
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
神
話
の
う
ち
に
出
て
来
る
阿
弥
陀
仏
や
浄
土
を
宗
学
者
が
い
く
ら
学
的
に
論
じ
よ
う
と 

努
め
て
も
、
そ
れ
は
徒
労
で
あ
る
。
あ
ま
り
真
理
真
理
と
い
ふ
も
の
だ
か
ら
、
理
屈
に
合
わ
な
い
と
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
者
が
で 

き
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
後
へ
後
へ
理
屈
を
つ
け
て
廻
る
。
い
く
ら
理
屈
を
つ
け
た
所
で
、
根
底
に
横
は
っ
て
い
る
非
合
理
性
の 

為
め
に
、
結
局
は
理
屈
に
つ
ま
っ
て
し
ま
ふ
。
そ
れ
で
も
尚
ほ
合
理
的
た
ら
し
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
或
る
学
者
の
や
う
に
「論
理
主 

義
に
や
る
」
な
ど
と
い
っ
て
、

一
文
不
知
の
尼
入
道
な
ど
は
、
到
底
及
び
も
つ
か
な
い
が
、
余
程
思
索
に
な
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば 

理
解
で
き
な
い
や
う
な
「真
宗
学
」
が
で
き
あ
が
る
の
で
あ
ら
う
。
「真
宗
学
」
が
如
何
に
難
解
に
で
き
あ
が
っ
た
所
で
、
今
ま
で 

の
宗
学
が
当
然
行
く
べ
き
所
へ
行
っ
た
迄
で
仕
方
な
い
が
、
其

の

「真
宗
学
」
が
わ
か
ら
ぬ
と
、
真
宗
も
わ
か
ら
な
い
等
と
い
ひ
出 

す
者
が
で
き
て
来
る
。
斯
く
な
る
の
も
、
皆
、
宗
教
の
見
方
が
間
違
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
が
正
し
く
理
解
で
き
な
い
で 

「親
鸞
上
人
の
正
し
き
見
方
」
で
も
あ
る
ま
い
。
遂
に
は
、
「仏
教
は
科
学
な
り
」
な
ど
と
い
ふ
世
迷
ひ
ご
と
を
堂
々
と
い
ひ
出
す 

も
の
が
で
き
る
。
そ
れ
も
「信
念
と
す
る
と
こ
ろ
は:.

当
時
の
科
学
的
智
識
に
適
応
し
云
々
」
と
い
っ
て
い
る
或
る
雑
誌
を
読
ん
で 

感
心
し
た
中
学
生
の
話
な
ら
、
無
理
な
か
ら
ぬ
事
と
も
意
へ
ル
が
、
元
は
本
願
寺
の
法
主
で
あ
っ
た
人
の
話
だ
か
ら
あ
き
れ
る
で
は 

な
い
か
。
…
中
略
…

「客
観
的
真
理
と
し
て
認
容
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
間
違
っ
た
、
主
知
的
な
宗
教
観
か
ら
開
放
さ
れ
る 

ま
で
に
私
が
ど
れ
程
苦
し
ん
だ
か
、
更
び
こ
の
徒
ら
な
苦
し
み
を
繰
り
か
へ
し
て
欲
し
く
な
い
為
め
に
あ
っ
て
拙
言
を
つ
ら
ね
た
の

@

で
あ
る
。

之
を
読
む
者
は
、
い
か
に
氏
が
真
宗
の
基
礎
的
教
義
を
ば' 

自
分
の
思
想
、
自
分
の
生
活
の
内
に
取
り
容
る
る
こ
と
に
努
め
て
い 

ら
れ
る
か
を
善
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
其
の
学
道
者
と
し
て
の
氏
の
労
苦
を
思
う
て
は
氏
を
敬
ひ
た
い
。
け
れ
ど
も
氏
の
労 

苦
は
、
丁
度
、
井
を
覗
い
て
天
を
語
る
や
う
に
、

一
に
自
分
の
内
観
本
意
の
論
理
の
内
に
真
宗
を
取
り
込
ま
う
と
す
る
無
理
か
ら
起 

る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
宗
を
ば
ー
個
の
内
観
哲
学
た
ら
し
む
る
者
、
少
く
と
も
真
宗
を
ば
所
謂
聖
道
の
一
部
門
た
ら
し
む
る
者
で
あ
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る
。
決
し
て
凡
愚
往
生
の
本
義
を
全
う
す
る
者
で
は
な
い
。

澤

が

「
「仏
教
は
科
学
な
り
」
な
ど
と
い
ふ
世
迷
ひ
ご
と
を
堂
々
と
い
ひ
出
す
も
の
」
と
批
判
す
る
の
は
、
大
谷
探
検
隊
で
有
名
な
大 

谷
光
瑞
の
上
海
日
本
人
ク
ラ
ブ
で
の
発
言(

大
正
一
四
年)

で
あ
る
。
ま
た
、
多

田

が

「真
宗
を
ば
ー
個
の
内
観
哲
学
た
ら
し
む
る
」
と 

批
判
す
る
の
は
、
清
沢
満
之
に
基
点
を
置
く
浩
々
洞
の
流
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

澤
、
多
田
い
ず
れ
も
近
代
的
真
宗
教
学
が
、
「
一
文
不
知
」
あ
る
い
は
「凡
愚
」
の
救
済
を
見
出
し
た
親
鸞
思
想
と
乖
離
し
て
い
く
事 

態
を
憂
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。
論
理
主
義
に
せ
よ
内
観
哲
学
に
せ
よ
、
そ
れ

は

「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
を

「
わ
れ
ら
」
と
し'

「文
字 

を
も
し
ら
ぬ
ひ
と
」
を

「ま
こ
と
」
と
す
る
親
鸞
の
態
度
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
冒
頭
に
挙
げ
た
大
桑
の
現 

代
真
宗
教
学
に
対
す
る
批
判
に
共
通
す
る
指
摘
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
野
々
村
は
浄
土
を
排
除
し
た
上
で
近
代
教
学
を
確
立
し
よ
う
と
し
、
 

金
子
は
浄
土
を
観
念
の
世
界
と
し
て
再
び
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
近
代
真
宗
教
学
の
道
を
開
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
双
方
が
、
同
じ
質
の 

問
い
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
代
真
宗
教
学
も
、
「民
衆
」
を
見
失
っ
た
も
の
と
し
て
、
同
じ
問
い
を
受
け
る
の
で
あ 

る
。こ

の
よ
う
な
状
況
を
見
た
と
き
、
「浄
土
」
と
は
何
か
は
、
単
に
浄
土
を
浄
土
と
し
て
だ
け
考
え
て
い
く
の
で
は
な
く
、
以
上
の
よ
う 

な
論
争
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
に
ま
で
深
め
ら
れ
、
考
え
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
浄
土
を
問 

う
前
に
、
問
お
う
と
し
て
い
る
主
体(

自
分)

や
学
問
自
体
が
、
今
一
度
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ 

る
。
そ
の
問
い
直
さ
れ
る
方
向
は
何
か
と
言
え
ば
、
人
間
に
と
っ
て
宗
教
と
は
何
か
、
真
宗
と
は
何
か
、
そ
し
て
親
鸞
と
は
誰
で
あ
る
の 

か
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
、
そ
の
根
底
か
ら
確
か
め
て
い
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
浄
土
思
想
の
現
代
に
お
け
る
意
義
も
、
従
っ
て
真
宗
そ 

の
も
の
の
意
義
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
金
子
が
語
る
ヽ
〈ま
だ
見
ぬ
世
界
に
し
て
懐
か
し
き
魂
の
郷
里
で
あ 

る
浄
土 
(

取
意)

〉
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
遠
い
の
か
、
そ
れ
と
も
よ
ほ
ど
近
い
の
か
は
、
そ
の
上
に
確
か
め
ら
れ
る
べ
き
も 

の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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親
鸞
は
、
真
理
が
開
く
世
界
を
「真
仏
土
」
と
し
、
人
間
が
求
め
る
世
界
を
「化
身
土
」
と
顕
し
た
。
教
学
は
何
処
〈ど
こ
〉
ま
で
も 

真
仏
土
を
探
究
す
る(

あ
る
べ
き
宗
教
性)

も
の
で
あ
る
が
、
人
間
は
何
時
〈
い
つ
〉
ま
で

も

「化
身
土
」
を
求
め
て
止
ま
な
い(

あ
る 

が
ま
ま
の
宗
教
性)

存
在
で
あ
る
。
二
土
を
も
っ
て
真
宗
に
お
け
る
浄
土
を
説
く
親
鸞
の
救
済
観
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
く
鍵
が
あ
る 

と
思
わ
れ
る
。
以
後
継
続
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

【
註
】

①
 

こ
の
よ
う
な
真
宗
教
学
の
近
代
化
を
、
真
宗
の
非
真
宗
化
と
見
る
の
か
、
真
宗
の
本
来
化
で
あ
る
と
見
る
の
か
は
、
見
る
も
の
の
立
場
や
真
宗
理 

解
に
よ
っ
て
大
き
く
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
問
題
を
含
め
て
整
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ 

る
と
考
え
る
。

② 

長
谷
正
當
『欲
望
の
哲
学
」
四
三
頁
法
蔵
館 

二
〇
〇
三
年

③
 

大

桑

斉

『日
本
仏
教
の
近
世
』
二
〇
五
頁 

法
蔵
館 

二
〇
〇
三
年

④
 

「近
代
教
学
」
と
分
け
て
「
現
代
教
学
」
あ
る
い
は
「現
代
真
宗
教
学
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
い
。
そ
の
場
合
「近
代
教
学
」
と
は
、
清
沢
満 

之
に
は
じ
ま
り
曽
我
量
深-

金
子
大
栄
・
安
田
理
深
等
に
よ
っ
て
決
定
的
位
置
を
持
っ
た
教
学
そ
の
も
の
を
指
し
、
「
現
代
教
学
」
と
は
、
そ
の
よ 

う

な

「近
代
教
学
」
を
継
承
し
よ
う
と
意
志
す
る
真
宗
学
の
現
状
を
意
味
す
る
。
「近
代
教
学
」
は
、
伝
統
教
学
を
継
承
し
つ
つ
も
、
そ
の
宗
派 

的

・
日
本
的
閉
鎖
性
を
近
代
的
諸
思
想
を
駆
使
し
な
が
ら
突
き
崩
し
て
い
く
方
向
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
「現
代
教
学
」
に
は
そ
の
よ 

う
な
改
革
的
方
向
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
「近
代
教
学
」
を
保
守
す
る
方
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
ど
の
年
代
の
ど
の
教
学
者
か
ら
こ
の
区
別
を 

す
る
の
か
今
は
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
敢
え
て
分
け
て
考
え
た
い
の
は
、
「近
代
教
学
」
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
時
、
 

問
わ
れ
る
べ
き
は
「現
代
教
学
」
で
あ
っ
て
「
近
代
教
学
」
で
は
な
い
と
感
ず
る
場
面
が
多
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て 

整
理
し
て
考
え
た
い
。

⑤ 

本
多
弘
之
『近
代
親
鸞
教
学
論
』

一
五
頁 

草
光
舎
一
九
九
五
年

⑥
 

野
々
村
直
太
郎
『浄
土
教
批
判
』

一
五
頁 

中
外
日
報
社
出
版
一
九
ニ
ー
一
年
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野
々
村
直
太
郎
『宗
教
学
要
論
』
二
三
五
頁 

内
外
出
版
一
九
二
三
年

『浄
土
教
批
判
』
五
六
頁

大

江

修

「
野
々
村
直
太
郎
著
「浄
土
教
批
判
』
に
関
す
る
一
考
察
」
信
楽
峻
曆
篇
『近
代
真
宗
思
想
史
』
所
収 

法
蔵
館
一
九
八
ハ
年

『浄
土
教
批
判
』

ー
ニ
頁

〔同
〕
九
四
頁

野
々
村
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
、
「現
世
を
目
的
と
し
人
生
を
本
意
と
す
る
」
思
想
で
あ
る
と
言
い
、
「
父
母
所
生
の
こ
の
身
に
即
し
て
人
間
の
独

と
言
う
。

梅
田
謙
敬
「浄
土
教
成
立
の
基
礎
を
一
言
し
て
梅
所
氏
に
質
す
」
『中
外
日
報
』

一
九
二
三
年
四
月
七
日
丄
三
日 

杉

紫

朗

「
野
々
村
梅
所
氏
の
真
宗
義
批
判
を
読
み
て
」
『中
外
日
報
』

一
九
二
三
年
五
月
二
五
日
—
二
九
日

梅
原
真
隆
「浄
土
教
批
判
に
対
す
る
私
見
」
『親
鸞
聖
人
研
究
』
第
一
ー
云
—
第1

輯
一
九
二
四
年 

野
々
村
直
太
郎
『浅
き
は
深
き
な
り
』
「
二
種
深
信
論
」
参
照 

内
外
出
版
一
九
二
五
年

『浄
土
教
批
判
』
七
二
頁

〔同
〕
ハ
二
頁

「浄
土
教
批
判
に
対
す
る
新
聞
記
事
に
つ
い
て
」
『中
外
日
報
』

一
九
二
三
年
十
月
四
日!

八
日

「野
々
村
問
題
の
側
面
観
」
『中
外
日
報
』

一
九
二
三
年
十
一
月
四
日 

弓
波
瑞
明
一
九
二
三
年
十
月
七
—
九
日 

竹
田
豊
三
郎
一
九
二
三
年
十
月
九
日 

赤
松
智
城
一
九
二
四
年
二
月
一
五
，
一
六
日 

深
井
顕
誠
一
九
一 

ー
四
年
三
月
一
・
四
日 

谷
本
梨
庵
一
九
二
四
年
三
月
七
日 

金
子
大
栄
『浄
土
の
観
念
』

一
〇
ニ
頁
文
栄
堂
一
九
二
五
年

〔同
〕3

頁
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「浄
土
の
観
念
』
取
意

『浄
土
の
観
念
』

一
ニ
九
頁

「当
の
金
子
教
授
は
ど
ん
な
気
持
ち
で
い
る
か
」
『中
外
日
報
』

一
九
二
ハ
年
六
月
一
五
日

金
子
大
栄
『真
宗
の
教
義
及
び
其
の
歴
史
』

ー
ニ
頁

金
子
大
栄
『彼
岸
の
世
界
』

『金
子
大
栄
著
作
集
』
第
三
巻
一
ハ
五
頁

村
上
専
精
「東
本
願
寺
の
安
心
問
題
」
『中
外
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