
『末
法
灯
明
記
』
の
引
用
と
親
鸞(
前)

藤 

場 

俊 

基

一
 

本

論

の

前

に

——

『
末
法
灯
明
記
』

の
先
行
研
究
に
つ
い
て
——

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』(

以
下
『教
行
信
証
」
と
略
す)

の
化
身
土
巻
の
第
一
分
冊
の
最
後
の
引
文
で
あ
る
『末
法
灯
明
記
』
は
、
 

古
来
真
宗
教
団
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
現
在
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
、
龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
の
、
延

文

三(

ニ
ニ
五
八)

年 

に
存
覚
が
書
写
し
た
と
さ
れ
る
旧
円
福
寺
所
蔵
本
が
、
現
存
す
る
も
の
の
中
で
は
、
親
鸞
以
後
の
真
宗
教
団
内
に
お
け
る
注
目
の
最
も
古 

い
史
料
で
あ
る
。
そ
の
後
も
江
戸
時
代
で
は
慧
琳
を
は
じ
め
と
し
て
僧
鎔-

観
道
・
了
祥
が
、
近
年
で
は
稲
葉
圓
成
、
松
原
祐
善
な
ど
東 

西
両
派
の
高
名
な
学
者
が
こ
の
書
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
真
宗
教
団
の
学
者
に
よ
る
本
書
の
解
説
や
講
義
は
略
見
し
た
だ
け
で
も
十
指
は 

下
ら
な
い
。
こ
れ
は
三
経
七
祖
お
よ
び
親
鸞
，
蓮
如
の
著
作
以
外
で
は
異
例
の
頻
度
と
持
続
性
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
書
物
に
特
別 

な
関
心
を
寄
せ
る
べ
き
理
由
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
比
叡
山
の
開
基
で
あ
る
最
澄
の
書
物
で
あ
る
と
い
う
権
威 

性
、
真
宗
の
在
家
主
義
的
風
習
と
合
致
す
る
と
い
う
内
容
の
特
異
性
、

一
巻
の
大
部
分
を
引
い
て
い
る
と
い
う
『
教
行
信
証
』

へ
の
引
用 

形
態
上
の
特
性
、
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。

真
宗
教
団
以
外
で
も
こ
の
書
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
江
戸
時
代
か
ら
近
年
に
至
る
ま
で
こ
の
書
を
め
ぐ
る
研
究
や
論
文
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が
発
表
さ
れ
続
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
教
団
内
外
に
お
い
て
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
言
及
さ
れ
て
き
た
点
に
お
い
て
は' 

本
書
の
引
用
に
続
く
『
大
集
経
』
や

『弁 

正
論
』
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
い
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
後
学
の
徒
と
し
て
は
比
較
的
参
考
文
献
に
恵
ま
れ 

て
い
る
領
域
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
親

鸞

が

『
教
行
信
証
』
の
こ
の
位
置
に
こ
の
よ
う
な
形
で
『末
法
灯
明
記
』
を
置
い
た
意
図 

は
何
か
と
い
う
問
題
意
識
で
こ
の
引
文
を
読
み
込
も
う
と
す
る
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ 

れ
る
。

第
一
に
、
こ
の
書
を
め
ぐ
る
論
争
は
す
で
に
江
戸
時
代
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
書
の
記
述
を
権
威
あ
る
根
拠
と
し
て 

「肉
食
妻
帯
の
宗
風
」
を
標
榜
す
る
真
宗
教
団
の
風
潮
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
本
書
は
最
澄
の
真
撰
で
は
な
く
浄
土
教
関
係
者
に
よ
る 

偽
作
で
あ
る
と
い
う
形
で
始
ま
り
、
仏
教
者
の
生
活
規
範
を
め
ぐ
る
、
い
わ
ゆ
る
宗
風
論
争
と
し
て
続
い
た
。
江
戸
時
代
の
言
及
は
ほ
と 

ん
ど
こ
の
枠
組
み
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
稲
葉
圓
成
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る' 

私
に
考
う
る
に
宗
祖
が
御
本
書
制
作
の
当
時
に
あ
り
て
浄
土
宗
の
外
に
一
宗
別
立
の
意
思
が
有
っ
た
と
い
う
こ
と
も
何
等
こ
れ
を 

立
証
す
る
史
実
が
存
せ
ぬ
の
に'

ま
し
て
肉
食
妻
帯
を
宗
風
と
し
て
世
間
に
認
め
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
要
は
宗
祖
の
上
に
は 

毫
も
存
在
し
な
い
、(

中
略)

依
っ
て
宗
風
の
典
拠
と
し
て
扶
翼
す
る
為
と
い
う
こ
と
は
恐
ら
く
宗
祖
の
意
で
は
あ
る
ま
い
。

(

稲
葉
圓
成
『末
法
灯
明
記
講
義
』
四
ハ
頁) 

江
戸
時
代
に
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
た
宗
風
を
め
ぐ
る
教
団
内
外
の
論
義
に
つ
い
て
は
、
こ
の
指
摘
に
屋
上
屋
を
重
ね
る
必
要
は
な
か
ろ 

う
。次

に
、
近
年
に
な
っ
て
も
教
団
外
に
お
い
て
こ
の
書
に
関
す
る
研
究
は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
江
戸
時
代
の
論
争 

に
端
を
発
す
る
偽
作
説
を
め
ぐ
る
も
の
で
、
学
問
的
関
心
と
し
て
、
こ
の
書
が
最
澄
の
真
撰
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
の
究
明
の
み
が
指 

向
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
書
が
仏
教
者
の
生
活
規
範
の
根
拠
と
な
り
得
る
か
否
か
と
い
う
原
初
の
論
点
が
顧
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み
ら
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
書
が
仏
教
の
書
物
と
し
て
今
日
的
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
か
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
る
こ 

と
も
な
い
。
ま
し
て
こ
の
書
が
『教
行
信
証
』
の
中
で
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
点
に
関
心
を
向
け
て
い
る
論
文
は
こ
れ
ま
で
の 

と
こ
ろ
見
た
こ
と
が
な
い
。

こ
の
真
偽
論
争
は
近
年
の
教
団
内
の
研
究
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
、
こ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
講
義
や
解
説
は
少
な
く 

な
い
。
そ
の
点
で
は
稲
葉
氏
や
松
原
氏
も
例
外
で
は
な
い
。
し

か
し
『
教
行
信
証
』
の
中
に
お
け
る
こ
の
書
の
意
味
を
考
え
る
上
で
は
、
 

今
日
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
真
偽
論
争
は
ま
っ
た
く
必
要
が
な
い
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
も

し

『教
行
信
証
』
に
引
用
さ 

れ
て
い
る
『末
法
灯
明
記
』
を
読
む
上
で
真
偽
論
争
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
を
撰 

述
し
て
い
る
時
点
で
こ
の
書
の
著
者
が
最
澄
で
あ
る
こ
と
に
疑
義
が
持
た
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
あ
る
。
つ
ま
り 

親
鸞
や
同
時
代
の
仏
教
徒
が
、
こ
の
書
の
著
者
が
最
澄
で
あ
る
こ
と
に
疑
義
を
抱
く
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が 

『
教
行
信
証
』

の
解
読
の
上
で
は
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
妙
音
院
了
祥
が
す
で
に
決
着
を
つ
け
て
い
る' 

禅
宗
の
栄
西
『
興
禅
護
国
論
』
に
、
戒
法
を
厳
し
く
云
う
に
付
い
て
、
こ
の
灯
明
記
の
末
法
無
戒
の
文
の
邪
魔
に
な
る
を
会
通
し 

て
、
此
れ
は
時
の
俗
人
が
、
出
家
を
粗
末
に
す
る
に
対
し
て
書
い
た
も
の
じ
ゃ
と
あ
る
。
こ
の
栄
西
も
と
は
天
台
の
人
で
、
入
唐
し 

て
禅
法
を
伝
え
、
そ
の
禅
を
弘
め
る
に
付
い
て
、
い
ろ
い
ろ
邪
魔
が
い
る
。
と
き
に
と
り
て
や
か
ま
し
い
が
叡
山
。
よ
っ
て
比
叡
山 

に
就
い
て
、
比
叡
の
大
衆
を
加
党
人
に
し
て
禅
を
ひ
ろ
め
る
。
も
と
伝
教
が
禅
を
伝
え
た
因
縁
が
あ
る
ゆ
え
な
り
。
そ

の

『
興
禅 

論
』
に
、
も
し
是
の
灯
明
記
が
伝
教
の
作
で
な
い
と
思
う
な
ら
ば
、
末
法
無
戒
の
邪
魔
に
な
る
書
じ
ゃ
で
、
か
た
か
ら
偽
書
と
は
ね 

の
け
る
筈
じ
ゃ
。
然
に
邪
魔
に
も
伝
教
の
作
と
思
え
ば
こ
そ
、
伝
教
の
作
に
し
て
会
通
し
た
も
の
。
此
の
論
は
元
祖
同
時
代
の
作
。
 

さ
れ
ば
比
叡
の
学
者
は
何
れ
も
伝
教
の
作
と
許
す
書
に
違
い
な
い
。(

妙
音
院
了
祥
『末
法
灯
明
記
講
義
』
真
宗
全
書
第
五
ハ
巻
所
収
ニ
頁) 

『末
法
灯
明
記
』
を
自
分
の
書
物
に
引
用
し
た
人
と
し
て
は
、
親
鸞
の
他
に
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
栄
西
、
法
然
そ
し
て
日
蓮
が 

知
ら
れ
て
い
る
。
法
然
、
日
蓮
、
親
鸞
の
三
人
は
い
ず
れ
も
末
法
に
お
い
て
戒
が
有
効
性
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
自
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説
を
裏
付
け
る
論
拠
と
し
て
本
書
を
援
用
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
栄
西
の
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
こ
の
書
が
用
い
ら
れ
て
い
る' 

問
う
て
日
く
、
『或
人
云
う
、
伝
教
大
師
末
法
灯
明
記
に
云
く
、
末
法
に
は
持
戒
の
人
無
し
、
も
し
持
戒
の
者
有
り
と
言
わ
ば
こ 

れ
怪
な
り
。
譬
え
ば
市
中
に
虎
有
る
が
如
き
な
り(

文)

と
』
。

答
え
て
日
く
、
『
大
般
若
経
に
云
く
、
獅
子
は
人
を
咬
み
、
狗
は
塊
を
逐
っ
は
こ
れ
此
の
謂
か
、
汝
は
何
ぞ
文
字
の
塊
を
逐
う
て 

永
く
持
戒
修
善
の
供
有
る
を
忘
れ
た
る
や
、
広
く
聖
教
の
施
設
を
見
る
に
遠
く
衆
生
の
善
業
を
鑒
み
た
ま
う
。
大
般
若
経
に
云
く 

(

中
略)

、
金
剛
般
若
経
に
云
く 
(

中
略)

、
並
に
末
世
の
戒
行
を
勤
る
な
り
。
凡
そ
如
来
の
開
口
は
末
世
に
冠
ら
す
か
。
祖
師
の
動 

舌
も
併
に
今
よ
り
後
の
為
め
な
り
。
伝
教
大
師
の
釈
、
意
を
得
べ
き
な
り
。
或
は
彼
は
小
乗
律
儀
戒
な
ら
ん
、
大
乗
菩
薩
戒
を
謂
う 

に
は
非
ざ
ら
ん
』
。
 

(

『興
禅
護
国
論
」
「国
訳
一
切
経
」
諸
宗
部
二
三
所
収
一
ニ
頁) 

栄
西
の
主
張
は
末
世
に
あ
っ
て
も
戒
行
は
精
進
し
て
勤
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
、
し
か
し
最
澄
の
『
末
法
灯
明 

記
』
を
根
拠
に
そ
の
説
に
反
対
す
る
論
者
を
諭
旨
す
る
た
め
に
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
了
祥
は
、
こ
の
よ
う
な
栄
西
の
引
用
の
仕
方 

を
取
り
上
げ
て
、
も

し

『末
法
灯
明
記
』
の
著
者
が
最
澄
で
あ
る
こ
と
に
少
し
で
も
疑
義
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
栄
西
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
ん 

な
面
倒
な
論
議
を
展
開
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
真
偽
論
争
は
と
も
か
く
と
し
て
、
 

少
な
く
と
も
栄
西
や
親
鸞
の
当
時
そ
の
よ
う
な
疑
義
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
了
祥
の
指
摘
で
充
分
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と 

で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
専
修
念
仏
弾
圧
の
緒
を
開
い
た
『
興
福
寺
奏
状
』
に

『末
法
灯
明
記
』
の
記
述
に
関
連
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
 

専
修
の
云
く
、
「
囲
碁
双
六
は
専
修
に
乖
か
ず
、
女
犯
肉
食
は
往
生
を
妨
げ
ず
、
末
世
の
持
戒
は
市
中
の
虎
な
り
、
恐
る
べ
し
、
 

悪
む
べ
し
。
も
し
人
、
罪
を
怖
れ
、
悪
を
憚
ら
ば
、
こ
れ
仏
を
憑
ま
ざ
る
の
人
な
り
」
と
。
此
の
ご
と
き
の
麗
言
、
国
土
に
流
布
す
、
 

人
の
意
を
取
ら
ん
が
た
め
に
、
還
っ
て
法
の
怨
と
成
る
。 

(

日
本
思
想
大
系
一
五
「鎌
倉
旧
仏
教
」
所
収㈣

〇
頁) 

こ

の

『奏
状
』
は
法
然
の
主
張
を
批
判
す
る
文
書
で
あ
る
か
ら
、
最
澄
撰
述
の
『末
法
灯
明
記
』
は
邪
魔
な
存
在
で
あ
る
。
も
し
著
者
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が
最
澄
で
あ
る
こ
と
に
一
部
で
も
疑
義
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
相
手
の
論
拠
を
少
し
で
も
弱
め
る
た
め
に
そ
の
疑
義
に
言
及
す
る
は
ず
で 

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
文
言
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
も
了
祥
の
「
戒
律
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
も
真
撰
で
あ
る
と
承
認
さ 

れ
て
い
た
」
と
い
う
見
解
を
裏
付
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
『
教
行
信
証
』
所

引

の

『
末
法
灯
明
記
』
に
関
わ
る
問
題
領
域
に
お
い
て
は
、
 

著
者
の
真
偽
に
関
す
る
詮
索
は
無
用
で
あ
る
。

先
行
研
究
に
お
け
る
問
題
と
し
て
も
う
一
つ
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
点
は
、
『教
行
信
証
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
視
座
を 

貫
い
て
本
書
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
研
究
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
真
宗
関
係
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
、
『
教
行
信
証
』 

へ
の
引
用
が
最
も
大
き
な
着
目
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
し
、
ほ
と
ん
ど
が
親
鸞
の
引
用
に
言
及
し
、
そ
の
意
図
に
つ
い 

て
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
考
察
の
中
で
最
澄
の
撰
述
の
背
景
や
意
図
の
解
明
、
あ
る
い
は
著
者
の
真
偽
論
争
に 

か
な
り
の
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
本
文
の
解
説
，
解
読
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
最
澄
が
本
書
を
撰 

述
し
た
観
点
か
ら
の
解
釈
に
主
眼
が
置
か
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
末
法
灯
明
記
』

の
原
文
そ
れ
自
体
の
研
究
は
重
要
で 

あ
る
し
、
そ
れ
が
必
要
で
な
い
と
言
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た

だ

『
教
行
信
証
』
の
化
身
土
巻
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る' 

親
鸞
か
ら
見
た
『末
法
灯
明
記
』
と
い
う
視
点
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
論
考
に
は
不
十
分
な
点
も
少
な
く
な
い
し
、
 

ま
た
深
く
立
ち
入
る
必
要
の
な
い
論
点
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

も

し

『
教
行
信
証
』
所

引

の

『末
法
灯
明
記
』
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
『末
法
灯
明
記
』
原
文
の
全
部
の
記
述
を
同
列
に 

し
て
解
読
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
親
鸞
が
『教
行
信
証
』
に
用
い
た
部
分
と
用
い
な
か
っ
た 

部
分
は
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
し
、
欲
を
い
え
ば
、
な
ぜ
親
鸞
が
そ
れ
ら
の
部
分
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て 

思
索
を
巡
ら
す
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

真
宗
の
立
場
か
ら
こ
の
書
に
言
及
す
る
場
合
、
親
鸞
の
引
用
に
ま
っ
た
く
無
関
心
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
中
に
は
引
用
の
趣
旨
の 

解
明
を
追
究
し
て
い
る
研
究
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
引
用
の
意
図
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
そ
れ
を
中
軸
に
据
え
て
、
そ
れ
以
外
の
関
心
を
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排
除
し
て
、
そ
の
視
座
を
貫
い
て
い
る
研
究
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
不
満
が
残
る
。

最
澄
の
撰
述
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
親
鸞
の
引
用
の
意
図
を
解
明
す
る
こ
と
に
お
い
て
重
要
な
意
味
が
あ
り' 

最
澄
の
意
図 

の
解
明
は
『
教
行
信
証
』
を
読
む
に
あ
た
っ
て
も
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
理
解
で
き
る
。
む
ろ
ん
最
澄
の
意
図
に
思
い
を
馳
せ 

る
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
し
、
常
に
念
頭
に
置
い
て
お
く
こ
と
は
大
切
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
私
は
、
最
澄
と
親
鸞
の
二
人
に
と
っ
て 

こ
の
書
が
持
つ
意
味
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
峻
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

『末
法
灯
明
記
』
は
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
度
を
禁
じ
、
破
戒
僧
の
取
り
締
り
の
緩
和
を
求
め
る
の
が
目
的
で
書
か
れ 

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
書
で
言
わ
れ
て
い
る
無
戒
名
字
の
比
丘
と
は
僧
尼
淘
汰
の
詔
勅
の
対
象
と
し 

て
取
り
締
ら
れ
て
い
る
者
達
の
こ
と
で
あ
る
。
最
澄
は
本
書
を
撰
述
し
た
時
点
で
す
で
に
朝
廷
の
宗
教
顧
問
と
も
い
え
る
よ
う
な
役
割
を 

果
た
し
て
お
り
、
い
わ
ば
桓
武
天
皇
と
は
盟
友
関
係
に
あ
っ
た
。
朝
廷
に
対
し
て
直
に
進
言
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
最
澄
か
ら
見
れ
ば
、
 

無
戒
名
字
の
比
丘
と
は
直
接
自
分
と
関
係
の
な
い
第
三
者
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が' 

弾
圧
に
よ
っ
て
僧
籍
を
剝
奪
さ
れ
還
俗
さ
せ
ら
れ
た
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
無
戒
名
字
の
比
丘
と
は
文
字
通
り
の
意
味
で
他 

人
事
で
は
な
い
。
最
澄
に
と
っ
て
は
、
権
力
に
対
す
る
諫
言
と
し
て
、
い
か
に
相
手
を
説
得
す
る
か
と
い
う
関
心
の
下
に
書
か
れ
た
、
あ 

る
意
味
で
極
め
て
世
俗
的
な
こ
の
書
を
、
親
鸞
の
眼
か
ら
見
る
と
き
、
『末
法
灯
明
記
』
の
言
葉
は
自
分
自
身
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
を 

確
か
め
る
た
め
の
教
言
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
文
言
字
句
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
込
め 

ら
れ
て
い
る
二
人
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
ま
っ
た
く
別
の
も
の
と
し
て
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

二

本

論

の

課

題

坂
東
本
と
呼
ば
れ
る
、
現
存
す
る
唯
一
の
親
鸞
直
筆
の
『
教
行
信
証
』
で
は
、
化
身
土
巻
は
『末
法
灯
明
記
』
の
引
用
が
終
わ
っ
た
と 

こ
ろ
で
帖
装
が
改
め
ら
れ
て
二
分
冊
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
従
来
か
ら
化
身
土
巻
は
「本
巻
」
「
末
巻
」
と
称
さ
れ
、
事
実
上
ニ
巻
扱
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い
さ
れ
て
き
た
。
私
は
こ
の
化
身
土
巻
の
「本

，
末
二
巻
扱
い
」
に
疑
問
を
感
じ
て
お
り
、
こ
の
二
冊
は
書
物
と
し
て
は
成
立
史
的
に
も 

形
態
的
に
も
内
容
的
に
も
一
連
の
も
の
と
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
分
け
て
扱
う
必
要
が
あ
る
場
合
で
も 

「本
・
末
」
と
い
う
字
句
は
用
い
な
い
で
「第
一
分
冊
」
「第
二
分
冊
」
と
呼
称
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
す
る
考
察
は
、
拙 

著

『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
の
研
究
——

『弁
正
論
』
——
」(

一
九
九
一
年
文
栄
堂
刊)

で
述
べ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
 

こ
の
二
巻
扱
い
で
最
も
問
題
が
あ
る
と
思
う
の
は
、
本
来
な
ら
ば
一
連
の
問
題
と
し
て
確
か
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
が
分
断 

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
分
冊
を
挟
む
よ
う
に
し
て
配
さ
れ
て
い
る
二
カ
所
の
「
教
誡
」
と
い
う 

語 

で
な
さ
れ
て
い
る
一
連
の
記
述
の
内
容
は
明
ら
か
に
呼
応
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
教
行
信
証
』
に
向
う
私
た
ち
の
意
識
の
上
で 

最
初
か
ら
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
が
拭
い
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
分
断
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
『
教
行 

信
証
』
の
研
究
や
解
説
は
、
こ

の

「教
誡
」
と
い
う
言
葉
が
出
現
す
る
と
こ
ろ
か
ら
い
わ
ゆ
る
「後
序
」
ま
で
筆
も
意
識
も
飛
び
越
え
て 

し
ま
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
『末
法
灯
明
記
』
の
先
行
研
究
の
多
く
が
『教
行
信
証
』
所
引
と
い
う
点
に
徹
し
切
れ
な
か
っ
た
の
も
、
 

分
冊
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
態
に
理
由
の
一
端
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
書
に
対
し
て
、
最
澄
に
は
最
澄
の
必
然
性
が
あ
り
、
親
鸞
に
は
親
鸞
自
身
の
問
題
と
し
て
の
必
然
性
が
あ
る
。
そ
れ
が
同
じ
で
あ 

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
時
と
状
況
が
異
な
れ
ば
同
じ
言
葉
が
違
う
意
味
を
持
つ
。
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
を
前
提
に' 

私
は
最
澄
で
は 

な
く
親
鸞
に
関
心
を
寄
せ
る
者
と
し
て'

『
教
行
信
証
』
に
引
用
さ
れ
た
『末
法
灯
明
記
』
を
読
も
う
と
し
て
い
る
。
本
論
で
は
『末
法 

灯
明
記
』
本
文
の
一
々
の
文
言
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
を
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
が
、
本
書
に
焦
点
を
当
て
て
、
親
鸞
が
こ
の
書 

を
こ
の
位
置
に
配
置
す
る
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
親
鸞
の
最
も
大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
ど
の
言
葉
に
託
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ 

は
ど
ん
な
意
味
な
の
か
、
親
鸞
が
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
中
で
何
を
課
題
と
し
て
『末
法
灯
明
記
』
を
引
用
し
た
の
か
を
、
『
教
行
信 

証
』
の
前
後
の
文
脈
に
沿
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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三

第

一

の

教

誡

化
身
土
巻
の
前
半
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
要
門
・
真
門
と
い
う
問
題
は
、
信
巻
の
三
心
一
、心
問
答
の
課
題
を
受
け
継
い
だ
二
つ
の
問
答 

を
中
心
に
し
て
展
開
し
、
最
後
は
三
願
転
入
で
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
直
後
は
次
の
よ
う
に
起
筆
さ
れ
て
い
る' 

信
に
知
り
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
、
在
世
正
法
の
た
め
に
し
て
、
全
く
像
末
，
法
滅
の
時
機
に
非
ず
。
已
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
る 

な
り
。
浄
土
真
宗
は
、
在

世

，
正
法
，
像
末

，
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し
く
悲
引
し
た
も
う
也
。 

(

『真
宗
聖
典
』
三
五
七
頁) 

こ
の
一
節
は
こ
れ
以
後
の
記
述
が
「
教
」
「
時
」
「機
」
と
い
う
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
軸
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い 

る
。
こ
の
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
主
題
的
に
承
け
て
展
開
し
て
い
る
の
が
第
一
の
教
誡
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

聖
道
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
し
て
、
邪
偽
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
。 

(

同
三
五
ハ
頁) 

と
い
う
表
現
で
、
引
文
で
は
な
く
御
自
釈
の
中
に
、
親
鸞
自
身
の
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
稲
葉
圓
成
氏
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

然
拠
等
の
釈
は
正
し
く
以
下
化
巻
の
末
巻
ま
で
を
含
め
て
総
括
し
て
叙
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
下
教
誡
邪
偽
異
執
外
教
は
化 

巻
末
巻
を
総
叙
し
た
句
で
、
勘
決
如
来
涅
槃
之
時
代
と
い
う
は
灯
明
記
次
上
の
按
三
時
教
等
の
御
自
釈
の
総
叙
。
開
示
正
像
末
法
旨 

際
が
正
し
く
灯
明
記
の
総
標
で
あ
る
。 

(

稲
葉
圓
成
『末
法
灯
明
記
講
義
』
四
九
頁) 

つ
ま
り
、
第
一
の
教
誡
の
「
邪
偽
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
」
を
化
身
土
巻
第
二
分
冊
以
降
の
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
指
示
し
て
い
る
と
い 

う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
稲
葉
氏
独
自
の
見
方
で
は
な
く
、

顕
開
聖
道
浄
土
と
は
此
文
一
寸
見
に
く
き
文
な
り
。
今
案
ず
る
に
聖
道
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
す
る
と
は
総
じ
て
下
の
末
に
至
る
ま 

で
か
か
る
法
門
と
み
え
る
。
教
誡
悔
懺
異
執
外
教
と
は
末
巻
の
要
文
と
み
ゆ
る
。

(

頓
慧
『教
行
信
証
講
義
』
「教
行
信
証
講
義
集
成
」
第
九
巻
所
収
ー
ー
九
五
頁)

27



教
誡
等
と
は
末
巻
の
所
明
の
如
し
。 

(

興
隆
『教
行
信
証
徴
決
』
同
一
ー
九
ハ
頁) 

の
よ
う
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
、
む
し
ろ
宗
学
の
伝
統
に
則
っ
た
理
解
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
文
は
構
文
上
明
ら
か
に
「
聖
道
と
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
」
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
「
邪
偽
異
執
で
あ
る
外
教
を
教 

誡
す
る
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
「真
仮
を
見
極
め
た
ら
、
聖
道
は
外
道
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
こ
と 

は
否
定
で
き
な
い
。
「
聖
道
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
し
て
」
と

「
邪
偽
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
」
は
後
者
が
主
文
で
前
者
が
そ
れ
を
修
飾
し 

て
い
る
副
文
で
あ
っ
て
、
両
者
が
同
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
は
読
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
論
で
は
一
歩
進
め
て
「
聖
道
浄
土
の
真
仮
の
顕
開
」
と

「
邪
偽
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
」
と
の
接
続
関
係
が
、
単
に
構
文
上
の
問
題 

と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
親
鸞
の
問
題
意
識
に
お
い
て
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
考
察
し
て
み
た
い
。
 

親

鸞

が

「真
・
仮
」
「真
・
偽
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
最
も
明
確
に
述
べ
て
い
る
の
は
信
巻
の
、
 

真
仏
弟
子
と
言
う
は
、
真
の
言
は
偽
に
対
し
仮
に
対
す
る
也
。 

(

『真
宗
聖
典
』
二㈣

五
頁) 

と

い

う

「真
仏
弟
子
」
を
確
か
め
る
記
述
と
、
そ
の
一
連
の
展
開
と
し
て
あ
る
、

仮
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
聖
道
の
諸
機
、
浄
土
の
定
散
の
機
也
。 

(

同 

ニ
五
〇
頁) 

偽
と
言
う
は
、
則
ち
六
十
二
見
、
九
十
五
種
の
邪
道
是
れ
也
。
 

(

同 

ニ
五
一
頁) 

と
い
う
記
述
で
あ
る
。

親

鸞

は

「真
」
と
い
う
言
葉
を
ま
ず
「偽
に
対
し
仮
に
対
す
る
」
も
の
と
し
て
押
さ
え
た
上
で
、
「偽
」
と

「
仮
」
の
語
を
さ
ら
に
確 

か
め
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
「
仮
」
の.
問

題

は

「機
」
、
す
な
わ
ち
現
に
生
き
て
い
る
人
間
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、

一
方 

「偽
」
は

「
見
」
「
道
」
、
す
な
わ
ち
思
想
的
立
場
あ
る
い
は
実
践
の
方
向
性
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
 

「偽
に
対
し
仮
に
対
す
る
」
と
並
べ
ら
れ
る
と
、
「真
——
仮
——
偽
」
と
い
う
こ
と
を
同
一
線
上
に
想
定
し
て
、
偽
か
ら
仮
を
経
て
真
に
至
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る
段
階
的
概
念
と
捉
ら
え
て
し
ま
い
や
す
い
。

そ
の
認
識
の
影
響
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
時

に

「仮
の
仏
弟
子
」
と
並
べ
て
「偽
の
仏
弟
子
」
と
い
う
表
現
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ 

る
。
し
か
し
親
鸞
の
記
述
に
少
し
く
注
意
す
る
な
ら
ば
「偽
」
と
い
う
こ
と
を
「
機
」
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
・ 

「偽
」
は
あ
く
ま
で
「
見
・
道
」
に
お
け
る
問
題
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
概
念
規
定
か
ら
は
「偽
の
仏
弟 

子
」
と
い
う
表
現
の
根
拠
は
見
い
出
せ
な
い
。
仮

に

「偽
の
機
」
と
い
う
概
念
が
成
り
立
つ
と
仮
定
し
て
も
、
仏
教
以
外
の
思
想
や
修
道 

で
あ
る
「
六
十
二
見
・
九
十
五
種
の
邪
道
」
の
実
践
者
に
「
仏
弟
子
」
と
い
う
言
葉
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
言
語
矛
盾
で
あ
る
。

「
仮
」
と

「偽
」
の
問
題
は
密
接
に
連
関
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
「機
」
と

「
見

・
道
」
と
い
う
明
ら
か
に
次
元
の
異
な
る
問 

題
と
し
て
意
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ

の

「真

・
仮
」
は

「機
」
の
問
題
、
「真
・
偽
」
は

「
見

，
道
」
の
問
題
と
い
う
設
定
は
そ
の
ま
ま
、
今
取
り
上
げ
て
い
る
化
身
土 

巻
の
後
半
部
分
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
「真
の
言
は
偽
に
対
し
仮
に
対
す
る
」
と
い
う
提
起
を
、
「
仮
の
機
」
「偽
の 

見
・
道
」
と
い
う
問
題
と
し
て
主
題
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
の
が
、
ニ
カ
所
の
「教
誡
」
に
続
く 

一
連
の
引
文
で
あ
る
と
い
う
方
が
正
確 

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
仮
」
は

「
假
」
が
本
来
の
字
で
、
「
仮
面
を
か
ぶ
る
人
間
の
動
作
を
あ
ら
わ
す
。
中
身
が
つ
ま
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
の
真
や
填
の 

反
対
で
、
中
身
が
か
ら
で
表
面
だ
け
、

一
時
だ
け
、
み
せ
か
け
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

親

鸞
は

「僧
尼
の
威
儀
を
毀
る
」
と
記
し
て
い
る
こ
の
「見
せ
か
け
だ
け
で
中
身
が
伴
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
「
仮
の 

機
」
が
提
起
し
て
い
る
事
柄
は
、
今
日
的
な
意
味
で
は
自
己
規
定
と
内
実
と
の
ズ
レ
の
問
題
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
仮 

と
言
う
は
、
即
ち
こ
れ
聖
道
の
諸
機
、
浄
土
の
定
散
の
機
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
仮
」
と
さ
れ
る
「機
」
は

「
聖
道
の
諸
機
」
と

「
浄 

土
定
散
の
機
」
で
あ
る
。
こ

の

「
聖
道
・
浄
土
定
散
」
と
表
わ
さ
れ
る
「機
」
は
、
修
道
形
態
の
如
何
を
問
わ
ず
、
い
ず
れ
も
「
仏
弟
子 

で
あ
る
」
と
い
う
自
己
規
定
を
持
つ
点
に
お
い
て
共
通
す
る
。
仏
弟
子
で
あ
る
と
い
う
自
己
規
定
に
お
い
て
は
親
鸞
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
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る
。
し
か
し
、
自
己
が
自
己
存
在
を
規
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
己
が
そ
の
規
定
さ
れ
た
も
の
に
合
致
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の 

で
は
な
い
。
や
や
こ
し
い
言
い
回
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
「
仏
弟
子
で
あ
る
と
名
告
る
者
が
、
必
ず
し
も
す
べ
て
仏
弟
子
で
あ
る
と 

は
限
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
き
わ
め
て
単
純
で
当
た
り
前
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
「外
見
で
は
区
別 

で
き
な
い
仏
弟
子
で
あ
る
と
名
告
る
者
を
、
仮
に
す
べ
て
仏
弟
子
で
あ
る
と
想
定
」
し
て
、
名
告
る
者
す
べ
て
に
共
有
さ
れ
て
い
る
は
ず 

の

「
仏
教
」
を
共
通
基
盤
と
し
て
、
「
真
仏
弟
子
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
の
が
「
聖
道
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
」
 

す
る
と
い
う
問
題
の
本
質
で
あ
る
。

「
邪
偽
」
「
異
執
」
と
い
う
語
は
、
「
邪
偽
」
は

「
よ
こ
し
ま
で
い
つ
わ
り
の
あ
る
こ
と
」
、
「
異
執
」
は

「
か
た
よ
っ
た
強
固
な
思
い
込 

み
」
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
一
般
的
に
は
な
さ
れ
る
。

「
邪
」
は

「
正
」
に
対
し
、
「
異
」
は

「
同
」
に
対
す
る
語
で
、
通
常
は
負
の
価
値
評
価
を
伴
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が' 

そ
の
評
価
は
特
定
の
規
範
の
も
と
に
意
味
が
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
座
標
軸
の
設
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
で 

も
使
え
る
。
つ
ま
り
自
分
の
立
場
を
「
正
」
と
す
る
な
ら
ば' 

誰
に
対
し
て
も
「
邪
」
や

「
異
」
と
レ
ッ
テ
ル
貼
り
を
す
る
こ
と
は
で
き 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「偽
」
は
、
「
人
間
が
手
で
象
を
あ
し
ら
っ
て
手
な
ず
け
る
さ
ま
を
示
す
と
こ
ろ
か
ら
、
作
為
を
加
え
て
本
来
の
性
質
や
姿
を
た
め
な 

お
す
意
を
含
む
。
人
間
の
作
為
に
よ
り
姿
を
か
え
る
、
正
体
を
隠
し
て
う
わ
べ
を
つ
く
ろ
う
」
な
ど
の
意
が
あ
る
。

「執
」
は
、
「
『
人
が
両
手
を
出
し
て
ひ
ざ
ま
ず
い
た
姿
と
手
か
せ
』
の
会
意
文
字
で
、
す
わ
っ
た
人
の
両
手
に
手
か
せ
を
は
め
、
し
っ 

か
り
と
つ
か
ま
え
た
さ
ま
を
示
す
。
と
ら
わ
れ
る
、
し
っ
か
り
と
と
り
つ
い
て
離
れ
な
い
、
く
っ
つ
い
て
い
る
」
の
意
味
が
あ
る
。
 

こ
の
二
字
の
意
味
か
ら
敷
衍
す
れ
ば
、
「
邪
偽
」
は
、
人
間
の
作
為
や
信
念
に
基
づ
い
て
物
事
の
本
来
の
性
質
を
改
変
し
て
し
ま
い
な 

が
ら
う
わ
べ
だ
け
本
来
を
装
う
行
為
で
あ
っ
て
、
立
場
を
異
に
す
る
視
点
か
ら
は
、
う
わ
べ
を
と
り
つ
く
ろ
っ
て
い
る
だ
け
の
不
正
に 

(

邪)

見
え
る
行
為
を
意
味
す
る
。
行
為
者
に
お
い
て
は
正
し
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
場
合
も
あ
る
。
「
異
執
」
と
は
、
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充
分
に
自
覚
化
さ
れ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
意
識
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
自
分
自
身
で
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
ほ
ど
根
深
く
抜 

き
難
く
あ
る
こ
だ
わ
り
や
思
い
込
み
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
当
人
に
お
い
て
善
意
と
い
う
形
で
意
識
さ
れ
て
い
る
場 

合
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
邪
偽
」
と

「
異
執
」
は
、
自
覚
的
作
為
性
の
結
果
か
無
自
覚
的
思
い
込
み
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
差
は 

あ
る
に
せ
よ
、
外
面
的
形
式
が
、
そ
れ
の
依
り
拠
と
な
っ
て
い
る
は
ず
の
根
拠
と
乖
離
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
語
で
あ
る
。
 

見
せ
か
け
の
類
似
性
を
判
別
す
る
こ
と
は
、
見
せ
か
け
と
実
質
の
食
い
違
い
を
指
摘
す
る
事
で
あ
る
か
ら
、
見
せ
か
け
だ
け
の
者
が
依 

拠
す
る
根
拠
そ
の
も
の
の
真
偽
を
問
う
こ
と
と
別
に
は
あ
り
得
な
い
。
「
真
仮
」
を
問
う
問
題
は
、
必
然
的
に
根
拠
の
「
真
偽
」
の
判
定 

に
行
き
着
く
。
し
た
が
っ
て
「
邪
偽
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
」
る
こ
と
は
、
「
聖
道
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ 

る
必
然
的
帰
結
で
あ
り
、
こ
こ
で
「
外
教
」
と
さ
れ
る
の
は
、
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
い
わ
ゆ
る
末
巻
」
の

「
仏
教
以
外
の 

教
え
」
の
こ
と
で
は
な
く
、
「
仮
の
機
」
す
な
わ
ち
「
聖
道
の
諸
機
・
浄
土
定
散
の
機
」
が

「
仏
教
と
称
し
て
依
拠
し
て
い
る
教
え
」
で 

あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
こ
で
、
仏
弟
子
で
あ
る
と
自
己
規
定
し
て
、
外

見

上(

威
儀)

も
そ
の
装
い
を
保
っ
て
い
る
「
聖 

道

・
浄
土
定
散
の
諸
機
」
を

「
仮
」
で
あ
る
と
明
言
す
る
と
同
時
に
、
彼
ら
が
依
り
拠
と
し
て
い
る
「
教
」
な
る
も
の
は
「
邪
偽
異
執
の 

外
教
」
で
あ
る
と
も
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

「玄
忠
寺
の
綽
和
尚
」
の
引
文

「
聖
道
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
し
て
、
邪
偽
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
」
る
と
は
、
親
鸞
自
身
を
も
含
め
て
、
仏
弟
子
を
名
告
る
者
す
べ
て 

を
、
「
仏
教
の
徒
で
あ
る
の
か
、
外
教
徒
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
自
己
確
認
を
迫
る
審
問
の
前
に
立
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
と
い
う 

同
じ
旗
印
の
下
に
あ
り
な
が
ら
、
正
当
性
を
主
張
す
る
「
邪
偽
」
や
、
善
意
や
真
摯
の
形
を
と
る
「
異
執
」
と

い

う

「
仮
」
の
在
り
方
が 

「外
教
」
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
邪=

よ
こ
し
ま
」
で
あ
る
こ
と
や
「
異 

"

こ
と
な
る
」
こ
と
の
座
標
軸
が
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の
種
の
言
葉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
議
論
は
、
往
々
に
し
て
一
方
的
な
罵
倒
か
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水
掛
け
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
親
鸞
が
そ
の
指
標
と
し
て
提
起
し
て
い
る
の
が
「
時
」
と
い
う
軸
で
あ
る
。
 

こ

の

「時
」
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、
親

鸞

は

「玄
忠
寺
の
綽
和
尚
」
の
著
作
で
あ
る
『安
楽
集
』
の
次
の
文
に
依
っ
て
説
明
し
て
い 

る
。

も
し
機
と
教
と
時
と
乖
け
ば
、
修
し
難
く
入
り
難
し
。
『
正
法
念
経
』
に
云
わ
く
、
「
行
者
一
心
に
道
を
求
め
ん
時
、
常
に
当
に
時
と 

方
便
と
を
観
察
す
べ
し
。
も
し
時
を
得
ざ
れ
ば
方
便
な
し
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
失
と
す
、
利
と
名
づ
け
ず
。
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
湿 

え
る
木
を
攢
り
て
、
以
て
火
を
求
め
ん
に
、
火
得
べ
か
ら
ず
、
時
に
非
ざ
る
が
故
に
。
も
し
乾
た
る
薪
を
折
り
て
、
以
て
水
を
覓
む 

る
に
、
水
得
べ
か
ら
ず
、
智
な
き
が
如
き
の
故
に
」
と
。
 

(

「真
宗
聖
典
』
三
五
ハ
頁) 

「
湿
木
に
火
を
求
め
る
」
と

「
乾
薪
に
水
を
覓
め
る
」
は

「時
を
得
ざ
れ
ば
方
便
な
し
」
を
説
明
す
る
同
じ
よ
う
な
譬
喩
に
見
え
る
が
、
 

異
な
る
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
。
「求
」
と
い
う
字
は
「
な
い
も
の
を
手
に
入
れ
る
べ
く
も
と
め
る
」
と
い
う
意
味
で
、
湿
木
か
ら
火 

を
得
る
こ
と
は
即
座
に
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
が
適
切
で
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
乾
燥
す
る
の
を
待
つ
な
ら
ば
火
を
手
に
入
れ 

る
こ
と
は
で
き
る
。
「
時
に
あ
ら
ざ
る
」
と

は

「時
を
得
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
可
能
性
を
内
包
し
た
「
不
可
」
で
あ
る
。 

「覓
」
は

「
目
を
細
め
て
広
く
さ
が
し
も
と
め
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
乾
燥
し
た
薪
の
中
に
水
を
見
い
出
す
こ
と
は
時
の
経
過
が 

解
決
す
る
問
題
で
は
な
い
。
「智
な
き
が
如
」
し
と
は
、
「時
を
失
す
る
」
こ
と
の
不
可
逆
性
に
対
す
る
無
自
覚
を
現
わ
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
「
時
」
の
意
味
を
確
認
す
る
こ
の
引
文
の
次
に
親
鸞
は
、
同
じ
く
綽
和
尚
の
書
か
ら
、
 

経
の
住
滅
を
弁
ぜ
ば
、
い
わ
く
釈
迦
牟
尼
仏
一
代
、
正
法
五
百
年
、
像
法
一
千
年
、
末
法
一
万
年
に
は
、
衆
生
減
じ
尽
き
、
諸
経
悉 

く
滅
せ
ん
。
如
来
、
 

痛
焼
の
衆
生
を
悲
哀
し
て' 

特
に
こ
の
『経
』
を
留
め
て
、
止
住
せ
ん
こ
と
百
年
な
ら
ん
、
と
。

(

同
三
五
九
頁) 

と

い

う

『無
量
寿
経
』
の

「
経
道
滅
尽
」
の
一
節
を
取
り
入
れ
た
文
を
置
い
て
い
る
。

「経
道
滅
尽
」
と
い
う
の
は
「
す
べ
て
の
教
え
と
修
道
の
指
針
で
あ
る
教
法
が
悉
く
滅
び
尽
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
次
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に

「特
に
こ
の
『経
」
を
留
め
て
、
止
住
せ
ん
こ
と
百
年
な
ら
ん
」
と
あ
る
。
「
こ

の

『経
』
」
と
い
う
の
は
『無
量
寿
経
』
を
指
し
て
い 

る
が
、
こ
れ
は
『無
量
寿
経
』
を
除
い
て
、
そ
れ
以
外
の
「す
べ
て
の
経
」
が
滅
び
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

「悉
く
滅
せ
ん
」
と

「特
に
留
め
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
二
種
深
信
的
な
背
反
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
種
深
信
は
浄
土
真
宗
の 

信
心
の
二
律
背
反
的
な
在
り
様
を
構
造
的
に
示
し
て
い
る
教
義
で
あ
る
が
、
善

導

が

『
観
経
散
善
義
』
で
述
べ
た
も
の
を
、
親

鸞

は

『
教 

行
信
証
』
信
巻
に
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「機
の
深
信
」
に
つ
い
て
、

一
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、
「自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
有 

る
こ
と
無
し
」
と
信
ず
。
 

(

同 

ニ
ー
五
頁) 

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
衆

生
(

機)

に
お
い
て
救
済
を
成
立
さ
せ
る
根
拠
が
自
身
の
内
側
に
は
存
在
し
な
い
、
つ
ま
り
自
分
で
自
身
の
無
明 

の
闇
を
破
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
救
い
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
の
事
実
に
対
す
る
自
覚
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た 

「法
の
深
信
」
は
、

二
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、
「彼
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
、
衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
い
無
く
慮
り
無
く
、
彼
の
願
力
に
乗
じ
て
、
 

定
ん
で
往
生
を
得
」
と
信
ず
。 

(

同
ー
ニ
五
頁) 

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
か
な
る
者
も
救
い
の
対
象
か
ら
除
外
し
な
い
と
い
う
「誓
い
」
の
絶
対
性
に
対
す
る
信
頼
を
表
わ
し
て
い
る
。
 

仏
教
で
は
人
間
の
根
本
の
迷
い
を
無
明
と
い
う
。
無
明
と
は
、
行
き
先
を
見
失
っ
て
迷
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
で
認
識
さ
れ
る
よ
う
な 

事
柄
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
迷
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
あ
る
な
ら
ば
、
迷
い
か
ら
出
た
い
、
あ
る
い
は
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
そ 

こ
か
ら
始
ま
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
「迷
っ
て
い
る
感
覚
」
や

「
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
」
、
つ
ま
り
自
分
で
気
が
つ
い
て
い
る
よ
う 

な
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
「自
分
は
答
を
知
っ
て
い
る
」
「自
分
は
間
違
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
確
信
や
抜
き
難
い
思
い
込
み
の
中 

に
最
も
深
い
無
明
は
在
る
。
自
分
自
身
で
は
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
無
明
の
無
明
た
る
所
以
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し 

た
が
っ
て
自
分
で
自
分
の
無
明
の
闇
を
破
る
と
い
う
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
、
他
者
に
よ
っ
て
外
か
ら
破
ら
れ
る
と
い
う
仕
方
で
し
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か
あ
り
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
成
り
立
つ
無
明
を
破
る
構
造
を
「
二
種
深
信
」
は
的
確
に
表
し
て
い
る
。

「
二
種
深
信
」
を
浄
土
教
の
信
心
の
基
本
性
格
と
と
ら
え
て
い
る
親
鸞
に
お
い
て
、
「
経
道
滅
尽
」
と
い
う
こ
と
を
「
『
無
量
寿
経
』
を 

例
外
と
し
て
他
の
経
が
滅
び
る
」
と
考
え
る
よ
う
な
安
易
な
見
方
で
と
ら
え
て
い
る
と
は
、
私
に
は
思
わ
れ
な
い
。
む

し

ろ

「
一
切
の
救 

い
へ
の
断
念
」
が
歴
史
的
必
然
と
し
て
、
「
経
道
滅
尽
」
と

「特
留
此
経
」
を
二
種
深
信
的
構
造
に
お
い
て
と
ら
え
る
仏
教
史
観
と
し
て 

示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

信
心
は
知
識
や
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
一
人
一
人
の
し
の
ぎ
」
と
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
、

ー
 

人
ひ
と
り
の
上
に
成
立
す
る
、
実
存
に
お
け
る
覚
醒
で
あ
る
。
こ
と
信
心
に
関
す
る
限
り
、
親
鸞
の
到
達
点
を
土
台
に
し
て
そ
の
上
に
何 

か
を
積
み
重
ね
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
を
自
明
と
し
て
前
提
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
「救
い
の
道
が
残
っ
て
い 

る
」
と
い
う
淡
い
期
待
の
上
に
『無
量
寿
経
』
の
光
は
差
し
込
ま
な
い
。
も
し
私
た
ち
が
、
万
が
一
に
で
も
「念
仏
に
救
い
は
あ
る
」
と 

い
う
と
こ
ろ
か
ら
求
道
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
錯
覚
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は

「
偉
大
な
宗
祖
を
持
っ
て
し
ま 

っ
た
不
幸
」
と
い
う
皮
肉
な
逆
説
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「乾
い
た
薪
に
水
は
な
い
」
と
い
う
事
実
に
目
覚
め
る
智
、
す
な
わ
ち
「経
道
滅 

尽
」
と

い
う

「
一
切
の
救
い
へ
の
歴
史
的
断
念
」
こ
そ
が
浄
土
教
成
立
の
原
点
で
あ
る
。

こ

の

「
断
念
」
を
承
け
て
、
次
に
配
さ
れ
て
い
る
「玄
忠
寺
の
綽
和
尚
」
の
一
連
の
引
文
を
結
ぶ
文
が
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
 

『
大
集
経
』
に
云
わ
く
、
「
我
が
末
法
の
時
の
中
の
億
億
の
衆
生
、
行
を
起
こ
し
道
を
修
せ
ん
に
、
未
だ
一
人
も
得
る
者
あ
ら
じ
」 

と
。
当
今
末
法
に
し
て
、
こ
れ
五
濁
悪
世
な
り
。
唯
だ
浄
土
の
一
門
有
り
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
、
と
。 

(

同 

三
五
九
頁) 

救
済
へ
の
淡
い
期
待
を
残
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
「
一
人
も
得
る
者
あ
ら
じ
」
と
い
う
断
言
は
出
て
こ
な
い
。
ま
た
そ
の
断
念
な
く
し
て 

は

「
唯
だ
浄
土
の
一
門
有
り
」
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
親

鸞
は

「
唯
」
を
、
 

唯
は
、
た
だ
こ
の
こ
と
ひ
と
つ
と
い
う
。
ふ
た
つ
な
ら
ぶ
こ
と
を
き
ら
う
こ
と
ば
な
り
。
ま
た
唯
は' 

ひ
と
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
。

(

同

五

四

七

頁
)
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と

い

う

『
唯
信
鈔
文
意
』
の
冒
頭
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
「
唯
一

・
不
二
」
と

「
ひ
と
り
」
と
い
う
意
味
に
確
認
し
て
い
る
。
救
済
幻 

想
の
断
念
を
立
脚
地
と
し
て
し
か
成
り
立
た
な
い
信
心
は
、
弥
陀
の
本
願
を
「
唯
一
」
と
し
て
選
び
取
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
捨
て
る 

「
不
二
」
と
い
う
極
め
て
排
他
的
選
択
と
し
て
実
現
す
る
。

も
し
こ
の
よ
う
な
非
妥
協
的
な
論
理
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
る
事
柄
が
、
ほ
ん
の
一
部
で
も
公
開
性
を
欠
き
、
誰
一
人
と
し
て
そ
こ
か 

ら
漏
れ
る
者
を
残
さ
な
い
と
い
う
実
質
を
伴
わ
な
い
な
ら
ば
、
選
び
取
り
選
び
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
相
対
的
価
値
観
に
基
づ
く
恣
意
的 

選
択
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
そ
れ
は
有
害
で
危
険
な
排
除
の
思
想
で
あ
る
。
「
唯
一
，
不
二
」
性
は
、
「弥
陀
一
仏
・
専
修
念
仏
」
と
い
う
ー 

人
ひ
と
り
の
上
に
成
立
す
る
信
心
の
あ
り
よ
う
を
語
る
も
の
で
、
社
会
に
お
い
て
排
他
的
集
団
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
信 

心
が
成
立
す
る
根
拠
で
あ
る
弥
陀
の
本
願
は
「
一
切
の
衆
生
を
同
じ
く
ひ
と
し
く
救
う
」
と
い
う
無
排
除
を
本
質
と
す
る
。

つ
ま
り 

「唯
」
は
、
例
外
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
「排
除
の
論
理
を
排
除
す
る
」
と
い
う
一
点
に
お
い
て
徹
底
的
に
非
妥
協
的
で
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
。
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
現
実
社
会
の
秩
序
に
お
い
て
、
浄
土
教
が
弾
圧
さ
れ 

排
除
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
「排
除
の
論
理
」
に
対
す
る
徹
底
的
な
非
妥
協
性
の
故
に
で
あ
る
。

同
じ
引
文
に
違
う
主
題
を
語
ら
せ
る
こ
と
は
『教
行
信
証
』
で
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
手
法
で
あ
る
が
、
親

鸞

は

『
大
集
経
』
に
基 

づ

く

『安
楽
集
』
の
こ
の
一
節
を
、
化
身
土
巻
の
前
半
で
も
一
度
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
引
文
の
展
開
の
中
に
あ
る
。

(

般
舟
讃)

又
云
わ
く
、
定
散
俱
に
回
し
て
宝
国
に
入
れ
。
即
ち
こ
れ
如
来
の
異
の
方
便
な
り
。
韋
提
は
即
ち
こ
れ
女
人
の
相
、
貪 

瞋
具
足
の
凡
夫
の
位
な
り
、
と
。
已
上

『論
註
』
に
日
わ
く
、
二
種
功
徳
相
有
り
。

一
つ
に
は
有
漏
の
心
よ
り
生
じ
て
法
性
に
順
ぜ
ず
。
い
わ
ゆ
る
凡
夫,

人
天
の
諸
善
、
 

人
天
の
果
報
、
も
し
は
因
・
も
し
は
果
、
皆
こ
れ
顚
倒
す
、
皆
こ
れ
虚
偽
な
り
。
故
に
不
実
の
功
徳
と
名
づ
く
、
と
。
已
上 

『安
楽
集
』
に
云
わ
く
、
『
大
集
経
』
の
月
蔵
分
を
引
き
て
言
わ
く
、
「
我
が
末
法
の
時
の
中
に
億
億
の
衆
生
、
行
を
起
こ
し
道
を
修 

せ
ん
に
、
未
だ
一
人
も
得
る
者
有
ら
じ
」
と
。
当
今
は
末
法
な
り
。
こ
の
五
濁
悪
世
に
は
、
唯
だ
浄
土
の
一
門
あ
り
て
通
入
す
べ
き
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路
な
り
、
と
。
 

(

同
三
三
ハ
頁) 

こ
の
文
脈
で
は
、
韋
提
希
に
代
表
さ
れ
る
、
凡
夫
と
言
わ
れ
る
在
り
方
を
生
き
る
者
に
救
い
は
成
立
す
る
か
、
と
い
う
現
実
に
生
き
て 

い
る
一
人
の
人
間
の
問
題
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「機
の
深
信
」
に
お
い
て
選
び
取
ら
れ
る
方
向
と
し
て
「唯
だ
浄
土
の
一
門 

有
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
「
唯
だ
…
有
り
」
と
い
う
断
言
は
、
実
存
的
自
覚
に
関
わ
る
内
容
と
し
て
意
味
を
持
っ
て
い 

る
と
い
え
よ
・
つ
。

今
問
題
と
し
て
い
る
部
分
で
は
、
二
度
目
の
登
場
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
展
開
は
、
導
入
の
御
自
釈
が
、
 

如
来
涅
槃
の
時
代
を
勘
決
し
て
、
正
像
末
法
の
旨
際
を
開
示
す
。 

(

同 

三
五
ハ
頁) 

と
い
う
言
葉
で
終
わ
り
、
そ
の
直
後
か
ら
、

是
を
以
て
玄
忠
寺
の
綽
和
尚
の
云
わ
く
、
 

(

同
三
五
ハ
頁) 

と
い
う
言
葉
で
典
拠
が
示
さ
れ
て
、
『安
楽
集
』
か
ら
の
文
が
四
つ
配
置
さ
れ
る
中
に
こ
の
文
が
あ
る
。

親
鸞
が
道
綽
の
『
安
楽
集
』
を

『
教
行
信
証
』
に
引
用
し
て
そ
の
出
典
を
指
示
す
る
場
合
、
通
常
は

「
安
楽
集
に
云
わ
く
」
と
い
う
表 

現
を
用
い
る
。
こ

の

「玄
忠
寺
の
綽
和
尚
の
云
わ
く
」
と
い
う
表
し
方
は
こ
こ
で
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
道
綽
を
、
 

本
師
道
綽
禅
師
は 

聖
道
萬
行
さ
し
お
き
て

唯
有
浄
土 

一
門
を 

通
入
す
べ
き
み
ち
と
と
く

本
師
道
綽
大
師
は 

涅
槃
の
廣
業
さ
し
お
き
て

本
願
他
力
を
た
の
み
つ
つ 

五
濁
の
群
生
す
す
め
し
む 

(

『定
本 

親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
一
〇
四
頁) 

と
和
讃
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
首
目
の
「道
綽
」
の
語
に
は
次
の
よ
う
な
左
訓
を
付
し
て
い
る
。

た
う
し
ゃ
く
は
ね
ち
は
ん
し
ゅ
を
か
く
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
を
さ
し
お
き
て
ひ
と
え
に
し
や
う
と
に
く
ゐ
し
た
ま
ひ
た
り 

(

道
綽
は
涅
槃
宗
を
学
さ
せ
た
ま
い
け
る
を
さ
し
お
き
て
、
ひ
と
え
に
浄
土
に
帰
し
た
ま
い
た
り) 

(

同
書)
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こ
こ
に
は
、
釈
尊
の
最
後
の
説
法
で
あ
る
『
涅
槃
経
』
の
学
問
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
し
た
先
達
と
し
て
道
綽
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が 

現
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
導
入
の
御
自
釈
を
結
ぶ
言
葉
で
あ
る
「如
来
涅
槃
の
時
代
を
勘
決
し
て
、
正
像
末
法
の
旨
際
を
開
示
す
」
が
端 

的
に
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
展
開
の
中
で
は
「
時
代
勘
決
」
「
正
-

像
・
末
」
と
い
う
歴
史
認
識
、
す
な
わ
ち
「
時
」
が
軸
に
あ 

る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
大
集
経
』
を
依
り
拠
に
す
る
『安
楽
集
』
の

「
唯
だ
浄
土
の
一
門
有
り
」
と
い
う
断
言
が
、
先
の
引
用
で
は
「機 

の
深
信
」
と
い
う
実
存
に
お
け
る
救
い
の
断
念
の
上
に
成
り
立
つ
信
心
の
構
造
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
今
問
題
に
し
て
い 

る
こ
こ
で
は
「
一
切
の
救
い
へ
の
歴
史
的
断
念
ー
と
い
う
「時
」
の
問
題
と
し
て
の
一
面
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「機
の
深
信
」
に
対 

し

て

「
時
の
深
信
」
と
言
え
る
親
鸞
の
問
題
提
起
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
親
鸞
は
、

し
か
れ
ば
穢
悪
・
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず
。
僧
尼
の
威
儀
を
毀
る
。
今
の
時
の
道
俗
、
己
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
。

(

『
真
宗
聖
典
』

三
五
九
頁) 

と
い
う
言
葉
で
、
「
時
」
の
認
識
を
見
誤
る
者
が
自
己
の
認
識
を
も
誤
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「玄
忠
寺
の
綽
和
尚
」
に
依
拠
し
た
確
認
を 

結
ん
で
い
る
。

注
-

真
宗
聖
教
の
引
用
は
東
本
願
寺
出
版
部
発
行
の
『
真
宗
聖
典
』

に
よ
る
が
、
文
字
使
い
や

表
記
は

『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
」(

法
蔵
館)

等
に
基 

づ
い
て
一
部
変
更
し
た
。
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