
親
鸞
に
お
け
る
「弥
勒
」
の
考
察

——
『大
経
』
対
告
衆
弥
勒
を
通
し
て
——

は

じ

め

に

親
鸞
は
信
心
の
行
者
を
称
し
て
、
「
弥
勒
」
を
多
く
用
い
る
。 

そ
の
背
景
と
し
て
、
弥
勒
信
仰
の
影
響
、
特
に
、
弥
勒
を
信
奉
し 

て
い
た
貞
慶
や
高
弁
を
意
識
し
て
の
表
現
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ 

①

'

 

ヽ

、
 

る
。
そ
の
視
点
か
ら
「
弥
勒
」
を
考
察
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
が
、
 

小

論

で

は

「
弥
勒
」
に
親
鸞
が
託
し
た
意
味
を
、

『大
無
量
寿
経
』 

の
対
告
衆
弥
勒
を
通
し
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。 

親

鸞

の

語

る

「
弥
勒
」
と
は
、
『教
行
信
証
』
「
信
巻
」

で
い
う 

「
便
同
弥
勒
」

で
あ
る
し
、
ま
た
晩
年
の
仮
名
聖
教
や
消
息
で
し 

き

り

に

表

す

「弥
勒
に
同
じ
」
で
あ
る
。
特
に
、
晩
年
の
消
息
で 

繰

り

返

し

「
弥
勒
に
同
じ
」
と
語
る
の
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に 

関
東
門
侶
の
異
解
と
動
揺
を
背
景
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

な
ら
ば
そ
れ
は
関
東
門
侶
の
信
心
の
問
題
を
背
負
っ
て
の
表
現
で

山 

田 

恵 

文 

あ
る
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
 

親

鸞

の

「
弥
勒
」
を
信
心
の
問
題
と
し
て
考
察
し
て
い
く
時
に
、
 

『大
経
』

の
対
告
衆
弥
勒
の
教
説
が
、
こ
の
視
点
の
大
き
な
手
が 

か
り
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
親

鸞

が

語

る

「
弥
勒
」 

が
、
直
ち
に
対
告
衆
弥
勒
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
 

し
か
し
、
親

鸞

の

「
弥
勒
」

に
は
、

『大
経
』
対
告
衆
弥
勒
の
教 

説
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
小
論
は
、
そ
の 

よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
、

『大
経
』

の
対
告
衆
弥
勒
の
教
説
、
特 

に
今
回
は
願
力
自
然
と
胎
生
化
生
の
教
説
に
注
目
し
な
が
ら
、
親 

鸞

の

語

る

「
弥
勒
」

の
意
味
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

親
鸞
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
託
し
て
「
弥
勒
」
を
語
っ
て
い
る 

の
で
あ
ろ
う
か
。
『教
行
信
証
』

で
は
王
日
休
の
『龍
舒
浄
土
文
』

49



と

『大
経
』

の

「次
如
弥
勒
」
に
導
か
れ
て
、
真

仏

弟

子

は

「
便 

同
弥
勒
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は' 

獲
信
の
一
念
に
賜
る
正
定 

聚
の
境
位
が
、
補
処
の
弥
勒
と
同
じ
と
い
う
意
味
で
「弥
勒
に
同 

じ
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
晩
年
の
消
息
で
は
、
し
き
り
に 

「
弥
勒
に
同
じ
」
と
語
る
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
「
建
長
七
年
」
 

の
消
息
で
は
、

こ
の
信
心
の
ひ
と
を
真
の
仏
弟
子
と
い
え
り
。
こ
の
ひ
と
を 

正
念
に
住
す
る
ひ
と
と
す
。
こ
の
ひ
と
は
摂
取
し
て
す
て
た 

ま
わ
ざ
れ
ば
、
金
剛
心
を
え
た
る
ひ
と
と
も
う
す
な
り
。
こ 

の
ひ
と
を
上
上
人
と
も
、
好
人
と
も
、
妙
好
人
と
も
、
最
勝 

人
と
も
、
希
有
人
と
も
も
う
す
な
り
。
こ
の
ひ
と
は
正
定
聚 

の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
れ
る
な
り
と
し
る
べ
し
。
し
か
れ
ば
弥 

勒
仏
と
ひ
と
し
き
ひ
と
と
の
た
ま
え
り
。

(

『末
灯
鈔
』
第
一 

ー
通
『定
親
全
三
』
六
六
頁) 

と
あ
る
よ
う
に
、
正
定
聚
の
位
に
定
ま
る
こ
と
に
お
い
て
「
弥
勒

③

に
同
じ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
信

心

の

人

を

「
上
上
人
、
 

好
人
、
妙
好
人
、
最
勝
人
、
希
有
人
」
な
ど
と
讃
嘆
し
て
い
る
が
、
 

同
じ

よ

う

に

「
弥
勒
」
と
は
、
信
心
の
人
を
称
讃
し
て
の
表
現
な 

の
で
あ
る
。
正
定
聚
不
退
転
に
住
す
る
金
剛
心
の
行
人
を
称
讃
し 

て
、
「
弥
勒
に
同
じ
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
に
明
ら
か
で 

あ
ろ
う
。

こ
こ
に
挙
げ
た
消
息
の
他
、
六
通
も
の
消
息
に
お
い
て
親
鸞
は 

「
弥
勒
に
同
じ
」
と
説
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は' 

関
東
門
侶
の 

異
解
と
動
揺
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
先
学
者
に
よ

④

っ
て
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ 

る
こ
と
と
し
た
い
。
今
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
真
実
信
心
の
人
が
「弥 

勒
に
同
じ
」
と
言
い
得
る
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
の
時
に 

大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、

『大
経
』

の
対
告
衆
弥
勒 

に
お
け
る
教
説
な
の
で
あ
る
。

--

『大
経
』

で
は
、
阿
難
を
対
告
衆
と
し
て
、
法
蔵
菩
薩
の
願
行 

と
如
来
の
浄
土
荘
厳
が
、
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
し
か 

し' 

下
巻
の
途
中
か
ら
突
如
と
し
て
、
対
告
衆
が
阿
難
か
ら
弥
勒 

に
替
わ
る
。
弥
勒
に
対
し
て
語
ら
れ
る
教
説
は
、
願
力
自
然
と
称 

さ
れ
る
五
言
八
句
か
ら
、
三
毒
五
悪
段
、
胎
化
段
、
そ
し
て
念
仏 

付
属
へ
と
、

一
種
独
特
な
内
容
へ
と
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ 

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
阿
難
に
対
し
て
語
ら
れ
た
教
説 

が

「
如
来
浄
土
の
因
果
、
衆
生
往
生
の
因
果
」
と
憬
興
の
指
摘
す

⑤

る
よ
う
に
、
浄
土
の
荘
厳
と
、
浄
土
の
聖
衆
の
描
写
で
あ
る
の
に 

対
し
て
、
弥
勒
以
降
の
教
説
で
は
、
娑
婆
世
界
と
辺
地
が
主
だ
っ 

て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
違
和
感
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
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れ
る
。
文
献
学
的
見
地
か
ら
、
弥
勒
以
降
の
教
説
の
大
部
を
占
め 

る
三
毒
五
悪
段
が
、
中
国
で
成
立
付
加
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
定
説 

と
な
っ
て
い
る
。
ま

た

『大
経
』

の
漢
訳
諸
異
本
と
比
較
し
て
み 

れ
ば
、
旧
訳
と

さ
れ

る
『大
阿
弥
陀
経
』
、
『平
等
覚
経
』
か
ら
、
 

新

訳

の

『大
経
』

『如
来
会
』

『荘
厳
経
』

に
至
っ
て
、
対
告
衆
弥 

勒
の
位
置
が
変
化
し
、
教
説
が
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い
る
。
そ
の 

た
め
、
弥
勒
以
降
の
教
説
は
、
阿
難
を
対
告
衆
と
す
る
教
説
よ
り 

も
、
比
較
的
新
し
い
成
立
の
も
の
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
。

経
典
の
成
立
史
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の 

で
あ
る
が
、
今
こ
こ
で
そ
の
問
題
を
論
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
小 

論
で
の
持
つ
べ
き
視
点
は
、

『大
経
』

の
中
で
弥
勒
以
降
の
教
説 

が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
担
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
親
鸞
が
ど
の 

よ
う
に
読
み
取
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
弥
勒
以 

降
の
教
説
は
思
想
的
に
見
て
、
如
来
の
本
願
の
は
た
ら
く
「機
」
 

を
課
題
と
し
て
説
き
開
か
れ
た
教
説
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る 

で
あ
ろ
う
。
親
鸞
が
信
心
の
行
者
を
称
し
て
「
弥
勒
に
同
じ
」
と 

言
う
の
は
、
そ
の

よ
う
な

「機
」
を
課
題
と
す
る
対
告
衆
弥
勒
の 

教
説
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
ず
、

『大
経
』

に
お
け
る
対
告
衆
弥
勒
の
教
説
に
は
ど
の
よ 

う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、
漢
訳
諸
異
本
と
の
異
同
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

『大
経
』

で
は
、
弥
勒
を
対
告
衆
と 

す
る
教
説
は
、
次
の
願
力
自
然
と
称
さ
れ
る
五
言
八
句
を
劈
頭
に

置
く
、
三
毒
五
悪
段
よ
り
始
ま
る
。

必
得
一
一
超
絶
去
一 

瘵
截
二
五
悪
趣
一 

一
道
無
二
窮
極- 

其
国
不
一
一
逆
違-

ッ
ル
コ
ト
ヲ

往
二
生
安
養
国
二 

悪
趣
自
然
閉 

易
レ
往
而
無
レ
人 

自
然
之
所-

牽
(

『真
聖
全
こ
三
一
頁)

こ
れ
は
如
来
の
本
願
力
の
自
然
な
る
こ
と
を
表
現
す
る
教
説
で
あ 

る
。
こ
れ
よ
り
、
三
毒
五
悪
段
、
胎
化
段
、
念
仏
の
付
属
へ
と
、
 

現
土
証
誠
段
を
除
け
ば
一
貫
し
て
弥
勒
を
対
告
衆
と
し
て
教
説
が 

展
開
し
て
い
く
。

で
は
諸
異
本
で
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
こ
で
は
、
旧

訳

で

あ

る

『大
阿
弥
陀
経
』
と

新

訳
で

あ

る

『如 

来
会
』
と
を
用
い
て
考
究
し
て
み
た
い
。

『大
阿
弥
陀
経
』

で
は
、
願
力
自
然
よ
り
も
、
か
な
り
前
よ
り

⑧

対
告
衆
が
弥
勒
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
阿
弥
陀
仏
国
中
の
聖 

衆
の
無
量
な
る
こ
と
、
阿
弥
陀
仏
の
光
寿
無
量
な
る
こ
と
、
二
菩 

薩
の
作
仏
と

い
う
『大
経
』

に
は
見
ら
れ
な
い
教
説
で
あ
る
。
そ 

し
て
、
阿
難
の
仏
国
土
に
つ
い
て
の
問
い
を
挟
ん
で
、
再
び
三
輩 

生
に
お
い
て
弥
勒
が
登
場
す
る
。
そ
こ
か
ら
三
毒
五
悪
段
が
弥
勒
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で

あ
る
の
は

『大
経
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
先
か
ら
念
仏
付 

属
ま
で
阿
難
と
弥
勒
が
入
れ
替
わ
り
な
が
ら
教
説
が
展
開
し
て
い 

⑨

。
『大
阿
弥
陀
経
』
と

『大
経
』
と
の
最
も
大
き
な
違
い
と
し
て
、
 

胎
生
化
生
の
教
説
に
注
目
出
来
よ
う
。

『大
経
』

の
胎
化
段
に
あ 

た
る
教
説
は
、
『大
阿
弥
陀
経
』

で
は
、
三
輩
生
の
中
に
見
え
る
。
 

ー
輩
往
一
一
生
阿
弥
陀
仏
国
ハ
便
於
ー-
七
宝
水
池
蓮
華
中
一
化 

生 

(

『真
聖
全
こ
ー
六
一
頁) 

中
輩 

及
ニ
其
人
寿
命
終
尽
ハ 

即
往
二
生 

阿
弥
陀
仏
国
ハ 

不 

レ
能
レ
得
三
前 

至
二 

阿
弥
陀
仏
所―
〇
便
道
見
ニ
阿
弥
陀
仏
国 

界
辺
自
然
七
宝
城
中
ハ 

心
便
大
歓
喜
、
便
止
二
其
城
中―
〇
即 

於
二
七
宝
水
池
蓮
華
中
一
化
生
、
則
受
レ
身
自
然
長
大
。
在
二 

城
中

於-
一
是
間
一
五
百
歳
。 

(

『真
聖
全
ー
』

一
六
二
頁) 

三
輩 

及
ー
一
其
人
命
終
ハ 

即
生-
一
阿
弥
陀
仏
国
ハ 

不
レ
能
レ 

得
一
一
前 

至―0

便
道
見
ー
ー
ニ
千
里
七
宝
城
中
ハ 

心
独
歓
喜
、
 

便
止
一
一
其
中
ハ 

亦
復
於
一
一
七
宝
浴
池
蓮
華
中
一
化
生
、
即
自
然 

受

”身
長
大
。
其
城
亦
復
如
一
一
前
城
法
ハ(

中
略)

復
去
一
一
阿 

弥
陀
仏
一
大
遠
、
不
レ
能
レ
得
三
近
二
附 

阿
弥
陀
仏
】
 

亦
復
如
二
是
第
二
中
輩
狐
疑
者
一
也
。

(

『真
聖
全
ー
』

一
六
四
頁) 

こ
れ
を
見
れ
ば
、

一
輩
で
は
、
「
阿
弥
陀
仏
国
」

の
七
宝
水
池

蓮

華

中

に

「
化
生
」
と
あ
り
、
中

輩

・
三

輩

で

も

「
阿
弥
陀
仏
国 

界
辺
」

の

「
七
宝
城
中
」

の
七
宝
浴
池
蓮
華
中
に
「化
生
」
す
る 

と
あ
る
。
こ

の

よ

う

に

『大
阿
弥
陀
経
』

で
は
、
阿
弥
陀
仏
国
へ

⑩

の
往
生
も
、
衆

生

の

「
不
信
」
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
国
の
辺
地
へ
の 

往
生
も
、
区

別

な

く

「化
生
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。 

つ

ま

り

『大
経
』

で
い
う
仏
智
疑
惑
の
も
の
が
生
ま
れ
る
あ
り
方 

で

あ

る

「胎
生
」
と
い
う
表
現
が
、

『大
阿
弥
陀
経
』

で
は
な
さ 

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

『大
経
』

の
胎
生
化
生
の
教 

説
は
、
真
実
報
土
の
往
生
と
辺
地
往
生
と
を
厳
密
に
区
別
し
て
説 

い
て
い
る
と
い
う
点
で' 

そ
こ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る 

の
で
あ
る
。

次
に
、
新

訳

と

し

て

『如
来
会
』
を
見
て
み
る
と
、

『大
経
』 

と
の
大
き
な
違
い
と
し
て
、
三
毒
五
悪
段
が
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら 

れ
る
。
そ
の
た
め
、

『如
来
会
』

で
は
、
胎
化
段
か
ら
弥
勒
が
対 

告
衆
と
な
る
の
が
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
先
、
念
仏
付
属 

へ
と
続
く
の
は
『大
経
』
と
同
じ
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
て'

『大
経
』

の' 

弥
勒
を
対
告
衆
と
す
る
教 

説
の
特
徴
を
整
理
し
て
み
る
と
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
次
の
二
点 

で
あ
る
。
ま
ず
一
点
目
は
、
弥
勒
を
対
告
衆
と
す
る
教
説
が' 

三 

毒
五
悪
段
の
劈
頭
に
あ
る
願
力
自
然
か
ら
始
ま
る
こ
と
、
二
点
目 

が
、
胎
生
化
生
の
教
説
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
漢
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訳
四
本
は
、
こ
の
両
者
の
条
件
を
同
時
に
満
た
す
も
の
で
は
な
い 

か
ら
、
こ

れ

が

『大
経
』

の
対
告
衆
弥
勒
の
教
説
の
特
徴
と
見
な 

す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
願
力
自
然
と
胎
化
段
の
教
説
は
、
親
鸞 

の
、
特
に
信
心
を
明
ら
か
に
す
る
思
索
の
中
で
、
重
要
な
地
位
を 

占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特

に

親

鸞

の

「
弥
勒
」
を 

尋
ね
る
と
き
に
は' 

こ
の
両
者
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
必
要
性
を 

感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
願
力
自
然
と
胎
化
段
の
教
説
を
手 

が
か
り
と
し
て
、
親

鸞

の

語

る

「
弥
勒
」

の
内
実
を
探
求
し
て
い 

く
こ
と
と
す
る
。

-
-

ま
ず
、

一
点
目
の
願
力
自
然
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
『大
経
』 

に
お
い
て
願
力
自
然
の
教
説
そ
の
も
の
は' 

三
毒
五
悪
段
に
描
か 

れ
て
い
る
よ
う
な
業
道
自
然
の
中
に
生
き
る
衆
生
を' 

畢
竟
、
 

真 

実
報
土
へ
往
生
さ
せ
る
本
願
力
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
〇 

親
鸞
は
、
こ
の
対
告
衆
弥
勒
の
教
説
の
始
ま
り
で
あ
る
願
力
自
然 

の
五
言
八
句
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
。

こ

の

文

を

『教
行
信

⑪
 

証
』

で

は

「
信
巻
」
に

「
横
超
」
を
表
す
経
文
と
し
て
引
き
、
さ 

ら

に

「横
超
の
金
剛
心
」
を

「窮
む
る
」
衆
生
を
、
「便
同
弥
勒
」 

と
お
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
親
鸞
の
了
解
に
沿
っ
て 

「横
超
」
と
い
う
観
点
か
ら
「弥
勒
」
を
考
察
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

横
超
釈
は
、
「
信
巻
」

の
課

題
で

あ
る
「
正
定
聚
の
機
」
を
問 

う
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
先
、
真
仏
弟 

子
釈
、
そ
し
て
そ
の
正
結
で
あ
る
便
同
弥
勒
へ
と
展
開
し
て
い
く
。 

な
ら
ば
、
真
実
信
心
の
人
が
「便
同
弥
勒
」

で
あ
る
と
言
い
得
る 

根
拠
は
、
こ

の

「
横
超
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
事
柄 

に
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「横
超
」
と
は
、
竪

超

・
竪

出

・
横
出

に
対
し
て

「速
や
か
に 

疾
く
無
上
正
真
道
を
超
証
す
」
る

が

故

に

「横
超
」

で
あ
る
と
定

⑫

義
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「横
超
」
と
い
う
言
葉
自
体
の
親
鸞
の
了 

解
を
見
れ
ば
、

『尊
号
真
像
銘
文
』

で
は
、
願
力
自
然
の
五
言
八 

句

の

「横
截
五
悪
趣
」

に
つ
い
て
詳
細
な
注
釈
を
施
し
、
さ
ら
に 

そ
れ
を
も
と
に
し
た
「
正
信
偈
」

の
文
を
解
説
し
て
い
る
。
 

横
は
よ
こ
さ
ま
と
い
う
、
よ
こ
さ
ま
と
い
う
は
如
来
の
願
力 

を
信
ず
る
ゆ
え
に
行
者
の
は
か
ら
い
に
あ
ら
ず' 

五
悪
趣
を 

自
然
に
た
ち
す
て
四
生
を
は
な
る
る
を
横
と
い
う
、
他
力
と 

も
う
す
也
、
こ
れ
を
横
超
と
い
う
也
。

(

『定
親
全
三
」
七
ハ
頁) 

「
即
横
超
截
五
悪
趣
」
と
い
う
は
、
信
心
を
え
つ
れ
ば
す
な 

わ
ち
横
に
五
悪
趣
を
き
る
な
り
と
し
る
べ
し
と
也
。
即
横
超 

は' 

即
は
す
な
わ
ち
と
い
う
、
信
を
う
る
人
は
と
き
を
へ
ず
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日
を
へ
だ
て
ず
し
て
正
定
聚
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
る
を
即
と 

い
う
也
、
横
は
よ
こ
さ
ま
と
い
う
、
如
来
の
願
力
な
り
、
他 

力
を
も
う
す
な
り
、
超
は
こ
え
て
と
い
う' 

生
死
の
大
海
を 

や
す
く
よ
こ
さ
ま
に
こ
え
て
無
上
大
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら 

く
也
。 

(

『定
親
全
一
ー
』

ー
ー
九
頁) 

こ

れ

に
よ
れ
ば
「横
」
と
は
、
「行
者
の
は
か
ら
い
」

で
は
な 

く

「他
力
」
「如
来
の
願
力
」

で
あ
る
と
い
う
。
し

か

も

「
如
来 

の
願
力
を
信
ず
る
ゆ
え
に
」
「
信
心
を
え
つ
れ
ば
」
「信
を
う
る
人 

は
」
と
い
う
よ
う
に
、
「横
超
」
と
は
、
本
願
力
を
信
じ
る
こ
と 

を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ 

ら
に
親
鸞
の
了
解
を
た
ず
ね
て
み
れ
ば
、

こ
の
一
心
は
横
超
の
信
心
な
り
。
横
は
よ
こ
さ
ま
と
い
う
、
 

超
は
こ
え
て
と
い
う
、
 

よ
ろ
ず
の
法
に
す
ぐ
れ
て
、
す
み
や 

か
に
と
く
生
死
海
を
こ
え
て
、
仏
果
に
い
た
る
が
ゆ
え
に
超 

と
も
う
す
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
大
悲
誓
願
力
な
る
が
ゆ
え 

な
り
。
こ
の
信
心
は
摂
取
の
ゆ
え
に
金
剛
心
と
な
れ
り
。

(

『唯
信
鈔
文
意
」
『定
親
全
三
』

一
七
四
頁) 

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
「超
」

に
つ
い
て
の
了
解
が
明
ら 

か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「超
」
は

「
す
み
や
か
に
、
と
く
生
死
海 

を
こ
え
て
、
仏
果
に
い
た
る
」

の
で
あ
る
か
ら
「超
」
と
さ
れ
る
。
 

つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
即
得
な
る
証
果
の
意
味
が
託
さ
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。' 

こ
の
よ
う
に
承
知
す
れ
ば
、
「横
超
」
は
、

「如
来
の
願
力
」 

「
他
力
」
「
誓
願
力
」
「大
願
業
力
」

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
衆 

生
の
分
別
を
破
っ
た
如
来
の
は
た
ら
き
の
意
味
を
表
し
て
い
る
と 

理
解
で
き
よ
う
。
真
実
信
心
に
よ
っ
て
、
迷
い
の
衆
生
を
証
大
涅 

槃
の
道
に
立
た
し
め
る
本
願
の
は
た
ら
き
、
そ
れ
を
親
鸞
は
「横 

超
」
と
し
て
了
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で'

「
横
超
」
と
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
如 

来
の
は
た
ら
き
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
が'

「
如
来
の 

願
力
を
信
ず
る
ゆ
え
に
」

「信
心
を
え
つ
れ
ば
」

「信
を
う
る
人 

は
」
「横
超
の
信
心
」
と
い
う
よ
う
に' 

本
願
の
信
を
離
れ
た
も 

の
で
は
な
い
。
そ

れ

は

「横
超
の
金
剛
心
」
と
い
う
表
現
に
如
実 

に
示
さ
れ
て
い
る
。
金
剛
心
と
は
、
「
一
切
の
異
見
，
異
学
・
別

⑭
 

解

，
別
行
の
人
等
の
た
め
に
、
動
乱
破
壊
せ
ら
れ
ず
」
と
い
う
よ 

う
に
、
善
導
が
信
心
の
堅
固
で
不
壊
な
る
特
質
を
表
現
し
た
も
の 

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
衆
生
に
よ
っ
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
信
心
と
い 

う
意
味
で
は
な
く
、
善

導

の

「能
生
清
浄
願
往
生
心
」
を

「能
生 

清
浄
願
心
」
と
自
覚
的
に
読
み
と
っ
た
親
鸞
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、
 

言
一
一
能
生
清
浄
願
心
一
者
獲-
一
得
金
剛
真
心
一
也
、
本
願
力
回 

向
大
信
心
海 

故
不
ー
ー
ー
可
一-
破
壊
一
喩
一
ー
ー
之
如
一
一
金
剛
一
也

(

『定
親
全
一
』

ニ
ー
ニ
頁)
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と
い
う
よ
う
に
、
本
願
力
回
向
の
信
心
と
了
解
し
て
い
る
の
で
あ 

る
。

つ
ま
り' 

金
剛
心
と
は
、
動
乱
破
壊
さ
れ
な
い
質
を
持
っ
た 

本
願
力
回
向
の
信
心
を
指
す
の
で
あ
る
。

親
鸞
は
こ
の
金
剛
心
を
大
切
な
教
言
と
し
て
、

一
貫
し
て
「信 

巻
」
で
用
い
て
い
る
。
そ
の
本
願
の
信
の
特
質
を
表
す
金
剛
心
を 

も
っ
て
、
「横
超
の
金
剛
心
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
「横 

超
の
金
剛
心
」
と
は
本
願
の
信
の
積
極
性
、
能
動
性
を
表
現
す
る 

言
葉
と
し
て
了
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
願
力
自
然
に

⑯

「横
に
五
趣
ハ
難
の
道
を
超
え
」
さ
せ
、
「
住
正
定
聚
」
「
必
至
滅 

度
」

の
利
益
を
も
た
ら
す' 

そ
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
た
も
の
と 

し
て
、
本
願
力
回
向
の
信
心
を
「
横
超
の
金
剛
心
」
と
い
う
の
で 

あ
る
。

「横
超
の
金
剛
心
」
は
、
横
超
釈
、
真
仏
弟
子
釈
、
便
同
弥
勒 

へ
の
展
開
の
中
で
一
貫
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
 

衆
生
に
お
け
る
証
果
と
し
て
表
現
さ
れ
た
、
「超
証
」
か
ら
確
認 

で
き
る
。

一
念
須
臾
傾
速
疾
超
一
一
証
無
上
正
真
道
一
故
日
ー
ー
横
超
・
也

(

『定
親
全
こ
ー
四
一
頁) 

由
一
一
斯
信
行
一
必
可-
ーー超ー-
証
大
涅
槃
一
故
日-
一
真
仏
弟
子
ー

(

『定
親
全
こ
ー
四
四
頁) 

念
仏
衆
生
窮
ー
ー
横
超
金
剛
心
一
故
臨
終
一
念
之
タ
超
一
一
証
大
般

涅
槃
一
故
日-
ー
便
回
也 

(

『定
親
全
一
』

一
五
一
頁) 

横
超
釈
、
真
仏
弟
子
釈
、
便
同
弥
勒
に
て
、
立
て
続
け
に
語
ら 

れ

る

「超
証
」
と

は

「横
超
」
を
も
と
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ 

る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「横
超
の
金
剛
心
」
が
衆
生
に
も
た 

ら
す
も
の
は
、
大

般

涅

槃

の

「超
証
」
と
い
う
即
得
な
る
証
果
で 

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
願
の
信
に
目
覚
め
た
金
剛
心
の
行 

人
は
、
証
大
涅
槃
の
仏
道
に
立
つ
と
い
う
事
実
を
、
ま

さ

に

「超 

証
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
 

横
超
釈
か
ら
便
同
弥
勒
へ
の
一
連
の
関
係
が
確
認
で
き
よ
う
。
 

こ
の
よ
う
に
踏
ま
え
た
上
で' 

改

め

て

「
弥
勒
」
に
目
を
向
け 

て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
金
剛
心
の
発
起
し
た
機
の
具
体
相
を
問 

う
中
で
、
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で 

あ
ろ
う
。
特
に
、
便

同

弥

勒

で

「横
超
の
金
剛
心
を
窮
む
る
」
と 

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、

「
弥
勒
に
同
じ
」
と
は 

「
横
超
の
金
剛
心
」
を

「
窮
む
る
」
こ
と
を
根
拠
と
す
る
と
い
え 

る
の
で
あ
る
。
親

鸞

の

語

る

「弥
勒
」
は' 

等
正
覚
位
に
お
い
て 

説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は 

「
横
超
の
金
剛
心
」
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

親

鸞

の

「
弥
勒
」
を
正
確
に
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、
必
ず
信
心
、
も 

し
く
は
金
剛
心
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
 

こ
の
真
実
信
楽
は
、
他
力
横
超
の
金
剛
心
な
り
。
し
か
れ
ば
、
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念

仏

の

ひ

と

を

ば

『大
経
』

に
は
、
「次
如
弥
勒
」
と
と
き 

た
ま
え
り
。 

(

『
一
念
多
念
文
意
』
『定
親
全
三
」

一
三
〇
頁) 

親
鸞
は
、
「念
仏
の
ひ
と
」
は

「他
力
横
超
の
金
剛
心
」
で
あ 

る
か
ら
、
「次
如
弥
勒
」

で
あ
る
と
す
る
。

つ

ま

り

「
横
超
の
金 

剛
心
」
に
お
い
て
初
め
て
、
「念
仏
の
ひ
と
」
は

「弥
勒
に
同
じ
」 

と
言
い
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「横
超
の
金
剛 

心
」
と
は
、

い
わ
ば
衆
生
を
必
ず
無
上
大
涅
槃
に
至
ら
し
め
る
願 

力
自
然
の
信
心
で
あ
る
。
そ

の

「横
超
の
金
剛
心
」
で
あ
る
本
願 

力
回
向
の
信
心
が
発
起
し
た
衆
生
を
、
親

鸞

は

『大
経
』

の
文
を 

引

用

し

て

「次
如
弥
勒
」
と
了
解
す
る
の
で
あ
る
。
さ

ら

に

「次 

如
弥
勒
」
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
解
釈
を
み
れ
ば
、

「次
如
弥
勒
」
と
も
う
す
は
、
「次
」
は
ち
か
し
と
い
う
、
 

つ
ぎ
に
と
い
う
。
ち
か
し
と
い
う
は
、
「弥
勒
」
は
大
涅
槃 

に
い
た
り
た
ま
う
べ
き
ひ
と
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
弥
勒
の
ご 

と
し
と
の
た
ま
え
り
。
念
仏
信
心
の
人
も
、
大
涅
槃
に
ち
か 

づ
く
と
な
り
。

つ
ぎ
に
と
い
う
は
、
釈
迦
仏
の
つ
ぎ
に
、
五 

十
六
億
七
千
万
歳
を
へ
て
、
妙
覚
の
く
ら
い
に
い
た
り
た
ま 

、っ
べ
し
と
な
り
。
「如
」
は
ご
と
し
と
い
う
。
ご
と
し
と
い 

う
は
、
他
力
信
楽
の
ひ
と
は
、
こ
の
よ
の
う
ち
に
て
不
退
の 

く
ら
い
に
の
ぼ
り
て
、
か
な
ら
ず
大
般
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ 

ら
か
ん
こ
と
、
弥
勒
の
ご
と
し
と
な
り
。
(

『同
前
』
同
頁)

と
あ
る
。
真
実
信
心
の
人
は
、
弥
勒
と
同
じ
く
必
ず
「大
般
涅
槃 

の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
」
と
い
う
意
味
で
「次
如
弥
勒
」
を
了
解
し 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
「次
如
弥
勒
」 

を
実
現
す
る
の
は
「
横
超
の
金
剛
心
」
に
他
な
ら
な
い
。
親
鸞
は 

『大
経
』

の
文
を
背
景
と
し
て
「弥
勒
に
同
じ
」
と
い
う
の
だ
が
、
 

特
に
そ
の
根
拠
と
し
て
、
親

鸞

が

「横
超
」
と
し
て
理
解
し
た 

『大
経
』

の
願
力
自
然
が
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ 

う
。

四

「
弥
勒
に
同
じ
」
「便
同
弥
勒
」

は

「横
超
の
金
剛
心
」

か
ら 

考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
基
本
的
に
了
解
し
た
上
で
、
親
鸞
が
晚
年 

の
消
息
で
多
く
語
る
「弥
勒
に
同
じ
」

に
つ
い
て
、

『大
経
』

の 

胎
化
段
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。
「
弥
勒
に
同
じ
」
は

「
諸
仏 

と
ひ
と
し
」
「如
来
と
ひ
と
し
」
と
と
も
に
如
来
等
同
思
想
と
し 

て
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
本
願
念
仏
の
教
え
に
対
す 

る
関
東
門
侶
の
異
解
と
動
揺
を
歴
史
的
な
背
景
と
し
て
、
親
鸞
が 

そ
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
の
関
東
の
状
況
の
一
端
を
窺
っ
て
み
る
と
、
 

な
に
よ
り
も
聖
教
の
お
し
え
を
も
し
ら
ず' 

ま
た
浄
土
宗
の 

ま
こ
と
の
そ
こ
を
も
し
ら
ず
し
て
、
不
可
思
議
の
放
逸
無
慚
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の
も
の
ど
も
の
な
か
に
、
悪
は
お
も
う
さ
ま
に
ふ
る
ま
う
べ 

し
と
お
お
せ
ら
れ
そ
う
ろ
う
な
る
こ
そ
、
か
え
す
が
え
す
あ 

る
べ
く
も
そ
う
ら
わ
ず
。

(

『末
灯
鈔
』
第
一
六
通
『定
親
全
三
』

一
〇
〇
頁) 

と
、
十
一
月
一
一
四
日
付
の
消
息
に
あ
り
、
「
お
も
う
さ
ま
に
ふ
る 

ま
つ
」
造
悪
無
碍
の
様
相
が
窺
い
知
れ
る
。
今
、
こ
こ
で
は
詳
し 

く
触
れ
な
い
が
、

一
念
多
念
、
有
念
無
念
な
ど
の
様
々
な
異
解
が 

0
 

あ
っ
た
こ
と
が
、
消
息
上
か
ら
読
み
と
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、
造 

悪
無
碍
は
教
義
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
に
影
響
を
及 

ぼ
す
問
題
と
し
て
、
親
鸞
に
は
特
に
心
痛
な
る
事
柄
で
あ
っ
た
に 

違
い
な
い
。
本
願
他
力
の
教
え
が
正
し
く
了
解
さ
れ
ず
に
起
こ
っ 

た
、
そ
の
よ
う
な
関
東
教
団
の
異
解
と
動
揺
を
背
景
と
し
て
、
し 

き
り
に
消
息
の
中
で
「
弥
勒
に
同
じ
」
と
説
く
の
は
何
故
で
あ
ろ 

う
か
。

「
弥
勒
に
同
じ
」
を
説
く
七
通
の
消
息
の
内
、
年
号
が
記
さ
れ 

て
い
る
も
の
は
二
通
あ
る
が
「
正
嘉
元
年
」

の
も
の
を
挙
げ
て
み 

た
い
。信

心
を
え
た
る
ひ
と
は
、
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住 

す
る
が
ゆ
え
に
等
正
覚
の
く
ら
い
と
も
う
す
な
り
。(

中
略) 

等
正
覚
と
も
う
す
く
ら
い
は
補
処
の
弥
勒
と
お
な
じ
く
ら
い 

な
り
。
弥
勒
と
お
な
じ
く
、
こ
の
た
び
無
上
覚
に
い
た
る
べ

き
ゆ
え
に' 

弥
勒
に
お
な
じ
と
と
き
た
ま
え
り
。
さ

て

『大 

経
』

に

は

「
次
如
弥
勒
」
と
は
も
う
す
な
り
。
弥
勒
は
す
で 

に
仏
に
ち
か
く
ま
し
ま
せ
ば
、
弥
勒
仏
と
諸
宗
の
な
ら
い
は 

も
う
す
な
り
、
し
か
れ
ば
弥
勒
に
お
な
じ
く
ら
い
な
れ
ば' 

正
定
聚
の
ひ
と
は
如
来
と
ひ
と
し
と
も
も
う
す
な
り
。

(

『末
灯
鈔
』
第
三
通
『定
親
全
二
』
六
ハ
頁) 

先

に

挙

げ

た

『末
灯
鈔
』
第

二

通

は

「建
長
七
年
」

の
消
息
で 

あ
る
が'

「
建
長
七
年
」
か

ら

こ

の

「
正
嘉
元
年
」
と
い
え
ば
、
 

ま

さ

に

「
建
長
ハ
年
」

の
善
鸞
義
絶
と
い
う
心
痛
な
る
事
件
を
挟 

む
よ
う
に
、
関
東
教
団
の
動
揺
が
激
し
か
っ
た
頃
で
あ
る
と
い
え 

る
。
そ
の
よ
う
な
関
東
の
状
況
に
憂
慮
し
て
、
こ

の

「弥
勒
に
同 

じ
」
が
説
か
れ
る
こ
と
を
承
知
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
様
 々

な
異
解
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
行
者
の
自
力
の
問 

題
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
親
鸞
は
見
据
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。 

だ
か
ら
こ
そ
念
仏
者
の
正
定
聚
の
境
位
を
明
ら
か
に
し
、
仏
道
に 

お

い

て

「
は
か
ら
い
」

の
必
要
が
な
い
こ
と
を
説
く
た
め
に
「弥 

勒
に
同
じ
」
と
伝
え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
関
東
の
状
況
は
、
二
双
四
重
の
教
判
で
言
え
ば
、

⑲

「横
出
」
「
他
力
中
の
自
力
」
と
し
て
表
現
で
き
よ
う
か
。
本
願 

，他
力
の
教
え
に
出
会
っ
て
い
な
が
ら
も
、
な
お
仏
道
に
お
い
て
意 

志
的
努
力
を
重
ね
よ
う
と
し
「
胎
宮
、
辺
地' 

懈
慢
」

に
往
生
す
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る

の

が

「横
出
」

の
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
思
い
起
こ
さ
れ
る 

の
が
、
『大
経
』

の
弥
勒
に
対
す
る
教
説
の
中
に
あ
る
、
胎
化
段 

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
仏
智
の
不
思
議
を
疑
い
、
自 

力
に
と
ら
わ
れ
る
衆
生
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る 

若
有
二
衆
生-

以
二
疑
惑
心
】 

修
二
諸
功
徳
ハ 

願
二
生
二
彼
国
—〇 

不
レ
了
二
仏
智
，
不
思
議
智
，
不
可
称
智
・
大

乗
広
智
，
無
等 

無
倫
最
上
勝
智
ハ 

於
ー-
此
諸
智
ハ 

疑
惑
不
レ
信
、
然
猶
信
一-
罪 

福
ハ 

修
一
習
善
本
ハ 

願
レ
生
一
一
其
国
—〇
此
諸
衆
生
、
生-
ー
彼
宮 

殿
ハ 

寿
五
百
オ
、
常
不
し
見
レ 

仏
、
不
レ
聞
一
一
経
法
ハ 

不
し 

見
一
一
菩
薩
・
声

聞

・
聖
衆
—
 
〇
是
故
於
一
一
彼
国
土-

謂-
一
之
胎
生
—〇

2

真
聖
全
一
』
四
三
頁) 

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は' 

仏
智
を
疑
惑
す
る
が
故
に
、
 

仏
国
土
中
の
宮
殿
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
五
百
年
の
間
そ
こ 

に
と
ど
ま
り' 

仏
法
僧
の
三
宝
に
相
ま
み
え
る
こ
と
が
出
来
な
い 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
こ
の
経
文
を
「
化
身
土
巻
」

の 

要
門
釈
、
真
門
釈
の
双
方
に
引
用
す
る
が
、
特

に

『浄
土
三
経
往 

生
文
類
』

で
弥
陀
経
往
生
の
証
文
と
し
て
引
き
、
次
の
よ
う
に
述 

べ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

定
散
自
力
の
行
人
は
、
不
可
思
議
の
仏
智
を
疑
惑
し
て
信
受 

せ
ず
、
如
来
の
尊
号
を
お
の
れ
が
善
根
と
し
て
、
み
ず
か
ら 

浄
土
に
回
向
し
て
果
遂
の
ち
か
い
を
た
の
む
、
不
可
思
議
の

名
号
を
称
念
し
な
が
ら
、
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
大
悲 

の
誓
願
を
う
た
が
う
、
そ
の
つ
み
ふ
か
く
お
も
く
し
て
、
七 

宝
の
牢
獄
に
い
ま
し
め
ら
れ
て
い
の
ち
五
百
歳
の
あ
い
だ
自 

在
な
る
こ
と
あ
た
わ
ず' 

三
宝
を
み
た
て
ま
つ
ら
ず' 

つ
か 

え
た
て
ま
つ
る
こ
と
な
し
と
、
如
来
は
と
き
た
ま
え
り
。
し 

か
れ
ど
も
如
来
の
尊
号
を
称
念
す
る
ゆ
え
に
胎
宮
に
と
ど
ま 

る
。 

(

『定
親
全
三
』
三
四
頁) 

定
散
自
力
の
行
に
破
れ
て
、
本
願
の
名
号
に
出
会
い
な
が
ら
も
、
 

「
お
の
れ
が
善
根
」
と
し
て
い
く
よ
う
な
あ
り
方
を
、
胎
生
の
中 

に
読
み
と
っ
て
い
る
。
そ

の

原

因

は

「
不
可
思
議
の
仏
智
を
疑 

惑
」
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
不
可
思
議
」
と
い
う
言
葉
で
表
現 

さ
れ
る
よ
う
な' 

衆
生
の
分
別
を
破
っ
た
如
来
の
境
界
を
疑
う
の 

が
仏
智
疑
惑
で
あ
り' 

そ
の
た
め
に
本
願
他
力
の
名
号
を
「
わ
が 

も
の
」
と
し
て
自
力
で
行
じ
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
衆
生
の
自
力 

執
心
の
問
題
性
を
、
親
鸞
は
こ
の
教
説
に
見
て
い
る
。

い
わ
ば
、
 

親
鸞
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
信
心
の
質
を
問
う
教
説
と
し
て
受
け
取 

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
関
東
の
種
々
な
る
異
解
の
根
源 

的
問
題
性
は
、
こ
こ
に
象
徴
的
に
説
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

し
か
し
、
こ
の
胎
生
の
教
説
は
、
衆
生
の
自
力
執
心
の
深
さ
を 

表
す
と
と
も
に' 

如
来
の
本
願
の
深
さ
を
表
す
も
の
と
し
て' 

親 

鸞
に
は
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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「
建
長
七
年
」

の

「
か
さ
ま
の
念
仏
者
」

の
問
い
に
答
え
た
消
息 

の
中
で
、

自
力
の
御
は
か
ら
い
に
て
は
真
実
の
報
土
へ
生
ず
べ
か
ら
ざ 

る
な
り
。
行
者
の
お
の
お
の
の
自
力
の
身
に
て
は
、
懈

慢

，
 

辺
地
の
往
生
、
胎

生

・
疑
城
の
浄
土
ま
で
ぞ
、
往
生
せ
ら
る 

る
こ
と
に
て
あ
る
べ
き
と
ぞ
う
け
た
ま
わ
り
た
り
し
。

(

『末
灯
鈔
』
第
二
通
『定
親
全
三
」
六
四
頁) 

と

自

力

の

身(

信)

を
戒
め
つ
つ
も
、

一
方
で
同
じ
消
息
の
中
で
・ 

仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
は
、
懈

慢

，
辺
地
に
往
生
し
、
疑

城

，
 

胎
宮
に
往
生
す
る
だ
に
も
、
弥
陀
の
御
ち
か
い
の
な
か
に
、
 

第

十

九

，
第
二
十
の
願
の
御
あ
わ
れ
み
に
て
こ
そ
、
不
可
思 

議
の
た
の
し
み
に
あ
う
こ
と
に
て
そ
う
ら
え
。

(

『同
前
』
六
七
頁)

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
辺
地
の
往
生
で
す
ら
も
第
十
九
の
至
心 

発
願
の
願
、
第
二
十
の
至
心
回
向
の
願
の
悲
願
の
は
た
ら
き
に
よ 

る
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
衆
生
を
つ
い
に
は
真
実
報 

土
に
果
た
し
遂
げ
ん
と
す
る
大
悲
の
願
心
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ 

る
が
、
そ
の
よ
う
な
果
遂
せ
ん
と
す
る
大
悲
心
を
象
徴
し
て
い
る 

の
が
、
か
の
願
力
自
然
の
五
言
八
句
で
あ
る
。
す
で
に
、
願
力
自 

然
の
中
で
は
、
胎
生
の
問
題
は
「
易
往
而
無
人
」
と
し
て
説
示
さ 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
け
て
「其
国
不
逆
違 

自
然

之
所
牽
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「其
国
」
は
願
力
自
然
と
し
て
衆
生

物 

に
疑
う
こ
と
な
く
は
た
ら
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

親
鸞
は
、
こ
の
願
力
自
然
を
「
横
超
」
と
し
て
了
解
し
て
い
た 

が
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。

横
超
者
憶
二
念 

本
願
一
離
二
自
力
之
心
一

(

『定

親

全

こ

二

九

〇

頁) 

「横
超
」
を
こ
の
よ
う
に
了
解
し
、
ま

た

「憶
念
自
然
な
る
な 

㉓
り
」
と
も
言
う
よ
う
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
憶
念
と
い
う
行
為 

が
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
衆
生
の
自
力
の
問
題
は
、
 

本
願
を
憶
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と 

が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
超
え
る
は
た
ら
き
と
し
て
願
力
自
然 

が
了
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

い
わ
ば
願
力
自
然
と
は
、
衆 

生
に
お
い
て
憶
念
と
い
う
形
で
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で 

も
自
力
執
心
の
問
題
を
抱
え
、
本
質
的
に
悪
戦
苦
闘
し
続
け
る
衆 

生
に
と
っ
て
、
本
願
を
憶
念
す
る
そ
の
行
為
こ
そ
が
、
願
力
自
然 

の
は
た
ら
き
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

親
鸞
が
、
「横
超
の
金
剛
心
」
を

「窮
む
る
」
念
仏
の
衆
生
を 

称
讃
し
て
伝
え
る
、
「弥
勒
に
同
じ
」
と
い
う
表
現
に
は
、
以
上 

の

よ

う

な

「自
力
の
こ
こ
ろ
を
は
な
る
る
」
と
い
う
内
実
が
あ
る 

こ
と
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
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「弥
勒
に
同
じ
」
が
繰
り
返
し
消
息
に
お
い
て
、
し
か
も
多
く 

「義
な
き
を
義
と
す
」
と
と
も
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
容 

㉔

易
に
首
肯
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

つ

ま

り

「
弥
勒
に
同
じ
」
と
は
、
 

念
仏
の
行
者
を
称
讃
し
つ
つ
、
仏
道
に
お
い
て
は
か
ら
い
の
必
要 

が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
 

「
弥
勒
に
同
じ
」
と
称
讃
さ
れ
た
念
仏
の
衆
生
は
、
「必
至
滅
度
」 

の
自
覚
に
立
っ
て
、
本
願
を
憶
念
し
て
い
く
道
程
に
あ
る
と
い
え 

る
の
で
あ
る
。お

わ

り

に

『大
経
』

の
対
告
衆
弥
勒
の
教
説
の
中
で
、
願
力
自
然
の
五
言 

ハ
句
と
胎
化
段
に
注
目
し
、
そ
こ
を
通
し
て

親
鸞
の
語
る
「弥 

勒
」

の
内
実
を
尋
ね
て
み
た
。
そ
れ
は
前
提
的
に
、

『大
経
』

の 

弥
勒
を
背
景
と
し
て
い
る
も
の
と
し
て
考
察
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
 

確
か
に
対
告
衆
弥
勒
の
教
説
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る 

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
親
鸞
の
語
る
「
弥
勒
」
が'

『大
経
』 

の
対
告
衆
弥
勒
と
同
一
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
多

分

に

『大 

経
』

の
教
説
を
反
映
し
た
内
実
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ 

る
。

つ
ま
り
、
信

心

の

人

を

「
弥
勒
に
同
じ
」
と
お
さ
え
る
親
鸞 

の
思
索
に
、

『大
経
』

の
対
告
衆
弥
勒
の
教
説
が
間
違
い
な
く
投 

影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

願
力
自
然
は
、
畢
竟
、
胎
生
の
者
も
転
入
さ
せ
ん
と
す
る
大
悲 

心
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
が
、
親

鸞

が

「横
超
」
と
し 

て
理
解
し
た
こ
の
願
力
自
然
を
通
さ
ね
ば
、
親

鸞

の

語

る

「
弥 

勒
」

の
意
味
は
正
確
に
了
解
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

「
弥
勒
」
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
真
実
信
心
の
人
の
正
定
聚
の
境 

位
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
が' 

内
面
的
に
は
信
心
の
課
題
を
背
負 

っ
て
の
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は' 

ど
こ
ま
で
も
自
力 

執
心
の
問
題
を
は
ら
み
つ
つ
、
そ
こ
を
絶
ち
超
え
よ
う
と
し
て
歩 

む
と
い
っ
た
内
実
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
仏
道
に
立
つ 

念
仏
の
衆
生
を
讃
え
て
「
弥
勒
に
同
じ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ 

の
よ
う
に
了
解
す
る
な
ら
ば
、
関
東
門
侶
の
異
解
に
対
し
て
し
き 

り

に

「
弥
勒
に
同
じ
」
と
伝
え
た
の
は
、
他
力
念
仏
の
教
え
に
お 

い

て

は

「
は
か
ら
い
」
な
き
こ
と
を
説
く
と
と
も
に
、
「
横
超
の 

金
剛
心
」
を
窮
め
て
い
く
こ
と
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言 

え
る
で
あ
ろ
う
。

定
親
全
…
…
定
本
親
鸞
聖
人
全
集 

真
聖
全:

：:

真
宗
聖
教
全
書

引
用
に
際
し
、
旧
漢
字
、
旧
仮
名
遣
い
は
、
現
行
字
体
に
改
め
た
。

註
①
 

権

藤

正

信

「
無
上
仏
道
の
開
顕
—
真

仏

弟

子

釈

「
与
韋
提
等
即
可
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獲
得
喜
悟
信
之
忍
」

の
意
義
を
巡
っ
て
——
」(

『大
谷
大
学
大
学
院
研 

究
紀
要
」

一
〇)

参
照
。

② 

『定

親

全

こ

ー

五

〇

— 

一
頁

③
 

こ

こ

で

は

「
弥
勒
仏
と
ひ
と
し
」

で
あ
る
が
、
親

鸞

が

「弥
勒
」 

を
語
る
時
に
は
、
「便
同
」
が
基
本
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
「
弥 

勒
に
同
じ
」
と
表
記
を
統
一
し
た
い
。

④ 

森

竜

吉

「
「自
然
法
爾
」
消
息
の
成
立
に
つ
い
て
」(

『史
学
雑
誌
」 

六
〇
—
七)

。
赤

松

俊

券

「
「
師
子
身
中
の
蟲
」
と

「
諸
仏
等
同
」
に 

つ
い
て
」(

『鎌
倉
仏
教
の
研
究
』
所
収)

。
そ
の
他
、
最
近
の
も
の 

と
し
て
は
、
市

川

浩

史

『親
鸞
の
思
想
構
造 

序
説
』(

吉
川
弘
文 

館)

に
詳
し
い
。

⑤
 

『無
量
寿
経
連
義
述
文
賛
」

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』

三

七

，
一
四 

七
・
〇

⑥
 

藤

田

宏

達

『原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』(

岩
波
書
店)

一
九
ハ
頁
、
 

大

田

利

生

「
五
悪
段
の
検
討
—

そ
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
——
」(

『真
宗 

学
』
九
〇)

参
照
。

⑦ 

藤

田

宏

達

『前
掲
著
書
』

一
七
三
頁
参
照
。

⑧
 

『大
経
』

の
漢
訳
諸
異
本
の
中
で
、
「
弥
勒
」
は
、
阿
逸
菩
薩
、
慈 

氏
菩
薩
、
阿
逸
多
等
と
名
称
が
変
わ
る
が
、
小

論

で

は

「
弥
勒
」
と 

し
て
表
記
を
統
一
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

⑨ 

『平
等
覚
経
』

の
弥
勒
の
位
置
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

⑩
 

中
輩
、
三
輩
で
は
、
辺
地
往
生
の
原
因
と
し
て
、
衆

生

の

「
不 

信
」
が
繰
り
返
し
説
か
れ
て
い
る
。

⑪

『定
親
全
一
』

一
四
二
頁

⑫

『定

親

全

こ

ー

四

一

頁

⑬
 

『
一
念
多
念
文
意
』

『定
親
全
三
』

一
三
〇
頁

⑭

『定
親
全
一
』

一
〇
七
頁

⑮

『定
親
全
一
』

ニ

ー

頁

⑯

『定

親

全

こ

ー

三

ハ

頁

⑰
 

そ

の

他

『御

消

息

集(

略)

』
第
四
通
、
第
五
通
、"

末
灯
鈔
」
第 

十
九
通' 

第
二
十
通
な
ど
に
も
造
悪
無
碍
が
見
え
る
。

⑱
 

有

念

無

念

は

『末
灯
鈔
』
第
一
通
、

『御

消

息

集(

略)

』
第
三
通 

に
、

一
念
多
念
は

『御

消

息

集
(

略)

」
第
一
通
、
第
三
通
に
見
え 

る
。

⑲
 

『愚
禿
鈔
下
」

『定
親
全
二
』

二
四
頁

⑳
 

『愚
禿
鈔
上
』

『定
親
全
二
」

五
頁

㉑
 

同

じ

消

息

で

あ

る

『血
脈
文
集
」
第
一
通
で
は
、
「自
力
の
信
」 

と
な
っ
て
い
る
。

㉒
 

拙

稿

「親

繩

に

お

け

る

「自
然
」

の
内
実
」(

『大
谷
大
学
大
学
院 

研
究
紀
要
」

一
五)

㉓

『唯
信
鈔
文
意
『

『定
親
全
三
』

一
五
九
頁

㉔

「義
な
き
を
義
と
す
」
と
説
く
消
息
は
六
通
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
 

そ
の
内
の
四
通
ま
で
が
「
弥
勒
に
同
じ
」
と
一
連
に
説
か
れ
て
い
る
。
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