
二
三

真

実

信

へ

の

展

開

-

艮
序
の
内
且
眾
に
即
し
て-

安 

富 

信 

哉

一

念
仏
の
信
心
こ
そ
が
親
鸞
の
生
涯
を
支
え
た
原
理
で
あ
り
光
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
親
鸞
の
行
為
と
思
索
は
、
ひ
た
す
ら
念
仏
の
信
心 

を
開
き' 

念
仏
の
信
心
を
喜
ぶ
と
い
う-

事
に
捧
げ
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
親
鸞
の
主
著
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
を
貫
く
精
神
で
あ
り 

基
調
で
あ
っ
て
、
四
法
六
巻
の
全
体
が
信
心
の
一
点
に
焦
点
を
結
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
親
鸞
の
信
心
の
意
義
と 

位
置
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
を
究
極
の
目
標
と
し
つ
つ
、
そ
の
端
緒
と
し
て
「
信
巻
」
を
撰
述
し
た
前
景
を
考
察
す
る
こ
と
が
小
論
の
課
題 

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

一
般
的
な
仏
道
の
実
践
体
系
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
信
は
中
心
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
ハ
正
道
に
お 

い
て
信
の
文
字
は
な
く
、
戒
定
慧
の
三
学
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
教
理
行
果
の
四
法
に
お
い
て
も
同
様
に
信
の
文
字
は
見
ら
れ
な
い
。
そ 

の
こ
と
は
、
勿
論
仏
道
の
成
就
に
お
い
て
、
信
の
意
義
が
軽
ん
じ
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
一
般
仏
教
が
信
を
原 

理
と
し
て
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

確
か
に' 

念
仏
の
信
心
を
人
間
救
済
の
中
心
的
原
理
と
す
る
浄
土
教
が
信
方
便
の
易
行
道
と
い
う
立
場
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
否
定
で



き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
浄
土
教
は
、
法
理
の
体
達
に
あ
た
っ
て' 

そ
の
法
理
の
一
分
を
体
得
す
る
と
い
う
初
地
位
の
実 

現
す
ら
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
と
い
う
痛
切
な
自
覚(
『
十
住
毘
婆
沙
論
』)

、 

あ
る
い
は
釈
迦
在
世
の
正
法
か
ら
遙
か
に
遠
く
な
っ
た
と
い 

う
悲
嘆(
『安
楽
集
』)

、
そ
れ
以
上
に
人
間
存
在
の
無
明
性
と
罪
障
性
に
対
す
る
深
い
絶
望(
『観
経
疏
』)

等
々
の
精
神
史
を
背
景
に
し
て
鎌 

倉
時
代
の
日
本
に
お
い
て
完
全
に
開
花
し
た
。
そ
の
象
徴
的
事
件
が
法
然
に
よ
る
浄
土
宗
の
開
創
で
あ
り' 

こ
こ
に
浄
土
教
は
寓
宗
性
を 

脱
し
た
独
立
の
一
宗
と
し
て
正
当
な
地
位
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

法
然
を
勢
至
菩
薩
と
仰
ぐ
親
鸞
は
信
心
正
因
の
伝
統
を
承
け
継
ぎ
、

『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
そ
の
信
仰
的
立
場
を
具
体
的
か
つ
組
織 

的
に
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
に
親
鸞
は
、

『
教
行
信
証
』
に
お
い
て' 

独
自
の
教
学
を
展
開
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
伝
統
的
な
仏
道
の
体 

系
と
比
較
す
る
時' 

そ
こ
に
際
だ
っ
た
特
徴
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

『
教
行
信
証
』
の
外
形
的
組
織
を
瞥
見
し
て
、
先
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
「
信
巻
」
の
位
置
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
『
教
行
信
証
』
と
い 

う
著
作
の
内
容
を
大
き
く
特
色
づ
け
て
い
る
。
仏
教
に
お
い
て
信
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
組
織
か
ら
い
え
ば
、
行
の
前
、
教
の
と 

こ
ろ
に
お
か
れ
る
の
が
一
般
的
な
信
の
位
置
で
あ
る
。
た
と
え
ば
道
元
は
、

「
人
ま
さ
に
正
信
修
行
す
れ
ば
、
利
鈍
を
わ
か
ず
、
ひ
と
し 

く
得
道
す
る
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
先
づ
仏
の
正
法
を
信
解
し' 

そ
の
法
に
依
っ
て
行
を
実
践
し
、
終
に
仏
果
を
得
証 

す
る
の
が
当
然
の
順
序
で
あ
る
。
し
か
る
に
親
鸞
は' 

信
の
位
置
を
転
じ
て
、
行
の
後
に
信
を
お
き
、
信
行
次
第
で
あ
る
従
来
の
立
場
に 

対
し
て
、
行
信
次
第
の
道
理
を
見
出
し
、
行
証
直
接
の
教
学
に
対
し
て' 

信
証
直
接
の
本
願
念
仏
の
教
学
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
 

次
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、

『
教
行
信
証
』
と
い
う
名
目
の
歴
史
的
背
景
で
あ
る
。
す
で
に
先
輩
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
教
行 

信
証
』
と
い
う
名
称
を
親
鸞
が
こ
の
著
作
に
冠
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は' 

聖
道
の
教
行
の
三
時
の
廃
退
を
説
い
た
『
末
法
灯
明 

記
』

に
そ
の
根
拠
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

親
鸞
は
伝
教
大
師
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
末
法
灯
明
記
』

の
一
文
を
「
化
身
土
巻
」
に
長
 々

と
引
用
し' 

「
然
れ
ば
則
ち
末
法
の
中
に
於
て
、
但
言
教
の
み
有
り
て
行
証
な
け
ん
」
と
い
う
大
師
の
悲
痛
な
嘆
き
を
う
け
て
、
後
序
に 

真
実
信
へ
の
展
開 

ー
ニ
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「竊
に
以
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
親
鸞
は
正
像
末
三
時
の
史
観 

に
立
っ
て' 

末
法
の
今
日
に
至
っ
て
は
、
い
か
に
教
は
高
尚
で
も
時
機
不
相
応
で
行
証
の
か
な
わ
ぬ
と
き
で
あ
る
か
ら
、
信
証
に
よ
る
浄 

土
門
の
方
法
の
み
が
有
効
で
あ
る
と
自
覚
し
、
信
を
原
理
と
す
る
仏
道
の
新
し
い
組
織
を
確
立
し
よ
う
と
立
ち
上
っ
た
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
行
に
就
い
て
信
を
立
て
る
と
い
う
行
信
道
に
お
い
て
は
、
行
の
性
格
は
、
起
心
立
行
を
次
第
す
る
従
来
の
信
行
道
と
は
相
当
内 

容
の
違
っ
た
も
の
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
勿
論
浄
土
教
も
大
乗
仏
教
と
し
て
の
始
源
を
も
っ
て
お
る
が
ゆ
え
に' 

た
と
え
ば 

天
親
に
よ
っ
て' 

礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願

・
観
察
・
廻
向
と
い
う
五
念
門
行
が
浄
土
往
生
の
行
業
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

す
で
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
浄
土
教
の
歴
史
に
お
い
て
、
五
念
門
の
内
容
は
高
遠
で
あ
っ
て
と
て
も
凡
夫
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と 

が
判
明
し
た
。
こ
の
疑
問
に
一
つ
の
指
示
を
与
え
た
の
が
曇
鸞
の
『
論
註
』
で
あ
る
。
曇
鸞
は
五
念
門
の
行
が
仏
願
力
に
よ
る
こ
と
、
そ 

れ
が
一
心
の
具
徳
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
に
五
念
門
が
難
行
道
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
は
解
消
さ
れ' 

そ
れ
は
願
生
者 

が
浄
土
に
往
生
し
た
後
に
実
証
さ
れ
る
三
昧
の
相
と
し
て
仰
が
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
更
に
曇
鸞
の
立
場
を
押
し
進
め
て
、
 

五
念
門
の
能
修
者
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
喝
破
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
本
願
名
号
の
中
に
五
念
門
の
徳
を
秘
め
て
廻
向
さ
れ
る
と
述
べ
た
。
そ 

の
事
情
に
関
し
て
は
、

『
入
出
二
門
偈
』
等
々
の
著
作
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
親
鸞
に
お
い
て
は
、
 

行
は
如
来
の
純
粋
現
行
と
し
て' 

あ
く
ま
で
も
人
間
の
私
的
な
所
有
を
超
え
て' 

救
済
の
直
接
的
原
因
と
な
る
働
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

か
く
し
て
行
信
と
い
う
一
見
し
て
奇
異
な
論
理
は
、
浄
土
教
全
体
の
歴
史
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
信
に
先
立
つ
行
は 

願
生
者
の
運
心
自
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
如
来
の
願
力
の
当
体
で
あ
り
、
歴
史
的
超
個
人
的
な
大
用
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
親
鸞
に
よ 

っ
て
「
大
行
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
は' 

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
事
実
で
あ
る
。

お
よ
そ
行
と
は
造
作
進
趣
の
義
で
あ
り
、
六
波
羅
蜜
を
修
し
て
涅
槃
の
果
に
向
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
行
の
名
義
か
ら
い
え
ば
行
為
的 

な
行
業
を
離
れ
て
行
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

「大
行
」
と
い
わ
れ
る
時
、
そ
の
行
は
、
菩
提
心
を
起
し
て
諸
々
の
功
徳
を
修
す
る
と



い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
善
行
の
断
念
に
お
い
て
初
め
て
開
か
れ
る
唯
念
仏
の
道
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
仏
教
の
行
に
対 

す
る
考
え
と
思
想
的
に
対
極
的
な
場
所
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て' 

親
鸞
の
大
行
論
は
独
特
の
性
格
を
も
っ
て
い 

る
。
だ
が
そ
れ
は
仏
道
の
伝
統
を
無
視
し
た
独
断
的
な
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
道
元
の
所
謂
「
無
上
の
行
持
」
 

と
は
親
鸞
の
大
行
と
性
格
的
に
同
じ
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
仏
道
の
組
織
の
方
法
が
違
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
質
は 

変
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
大
行
と
い
ふ
は
、
則
ち
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
。
斯
の
行
は
、
即
ち
是
れ
諸
々
の
善
法
を
摂
し' 

諸
々
の
徳
本
を
具
せ 

り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。
故
に
大
行
と
名
く
。
」
 

と
親
鸞
は
「
行
巻
」
冒
頭
の
私
釈
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
。
行
が
行
で
あ
る
以
上
は' 

行
は
人
間
の
行
為
の
上
に
反
映
す
る
の
で
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
今' 

称
名
が
人
間
の
上
に
開
か
れ
た
行
業
で
あ
る
こ
と
が
言
明
さ
れ
る
。
口
業
に
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
唱
え
る 

の
で
あ
る
。
念
仏
を
称
名
と
限
定
し
た
の
は' 

い
う
ま
で
も
な
く
善
導
大
師
の
功
績
で
あ
る
。
善
導
以
前
の
浄
土
教
に
あ
っ
て
は' 

念
仏 

を
観
念,

憶

念

，
称
念
の
三
義
に
用
い
て
い
た
が
、
善
導
が

『
往
生
礼
讃
』
に
お
い
て
、
第
十
八
願
の
乃
至
十
念
を
釈
し
て
「称
我
名
号 

下
至
十
声
」
と
い
い' 

法
然
が
第
十
八
願
を
「
念
仏
往
生
の
願
」
と
名
づ
け
て
以
来' 

念
仏
そ
の
も
の
の
本
質
は
称
名
で
あ
る
と
さ
れ
る 

に
至
っ
た
。
親
鸞
に
お
い
て
は' 

称
名
行
は
従
来
の
宗
教
的
行
の
よ
う
に
遍
数
を
た
の
ん
で' 

そ
れ
を
善
根
功
徳
に
ふ
り
向
け
る
と
い
う 

の
で
は
な
く'

念
仏
は
ど
こ
ま
で
も
絶
対
帰
依
の
表
現
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
仏
名
を
称
え
る
と
い
う
行 

は
、
そ
の
ま
ま
行
者
の
上
に
真
如
の
徳
が
透
流
す
る
姿
で
あ
る
。
同
じ
私
釈
の'

「
然
る
に
斯
の
行
は
、
大
悲
の
願
よ
り
出
で
た
り
。
即
ち
是
れ
を
諸
仏
称
揚
之
願
と
名
く
、
復
諸
仏
祢
名
之
願
と
名
く
、
復
諸
仏
咨 

嗟
之
願
と
名
く
、
亦
往
相
廻
向
之
願
と
名
く
可
し
、
亦
選
択
本
願
之
願
と
名
く
可
き
な
り
。
」 

と
い
う
言
葉
は
、
念
仏
が
人
間
の
創
意
に
よ
っ
て
案
出
さ
れ
た
行
業
で
は
な
く
し
て
、
衆
生
を
憐
愍
し
て
や
ま
な
い
阿
弥
陀
仏
が
第
十
七 

真
実
信
へ
の
展
開 

ー
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五
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願
に
お
い
て
誓
わ
れ
た
絶
対
行
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
親
鸞
が
称
名
行
の
淵
源
を
第
十
七
願
に 

求
め
た
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
は
人
間
に
よ
っ
て
称
え
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
本
源
的
に
は
弥
陀
の
誓
願
に
動
か
さ
れ
て
称
え 

る
の
で
あ
る
か
ら' 

そ
こ
に
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
私
有
を
許
さ
な
い
公
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
存
覚
は
こ
の
よ
う
な
念
仏
行
の
本
質
を 

「
所
行
の
法
」
と
巧
み
に
規
定
し
て
い
る
が
、
念
仏
に
は
常
に
「所
」
と
い
う
位
が
透
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
思 

想
は
、
や
が
て
教
・
行
・
証
の
三
法
を
対
象
化
す
る
と
い
う
所
ま
で
徹
底
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
総
序
の
「真
宗
の
教
・
行

・
証
を
敬
信
し 

て
、
 

特
に
如
来
の
恩
徳
の
深
き
こ
と
を
知
ん
ぬ
」
と
い
う
歎
徳
は
、
こ
れ
ら
の
三
法
が
は
る
か
に
人
間
を
超
え
て
お
り' 

彼
岸
的
な
も
の 

と
し
て
仏
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
。

か
く
し
て
、
親
鸞
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
側
に
属
す
る
法
は
、
た
だ
信
の
一
法
で
あ
る
。
教
は
所
依
の
法
、
行
は
所
修
の
法
、
証
は
所
得 

の
法
と
さ
れ
、
三
法
と
も
に
「
所
」
と
い
う
位
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
信
の
み
が
「
能
」
の
位
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
存
覚
は 

「能
信
の
機
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
教

・
行

・
証
を
実
現
し
て
い
く
主
体
が
「能
信
の
機
」
で
あ
る
。

「
信
巻
」
の
意
義
は
、

「行
巻
」
が
所
行
の
名
号
を
明
し
た
の
に
対
し
て' 

そ
の
行
の
大
用
を
信
ず
る
「
能
修
の
信
心
」
を
明
ら
か
に 

し
た
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
信
巻
」
に
顕
開
さ
れ
る
問
題
は
、
法
か
ら
機
へ
と
必
然
的
に
移
行
す
る
。
親
鸞
の
教
学
に
お
い
て
は' 

行
と
信
の
レ
ベ
ル
は
以
上
の
よ
う
に
明
確
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
行
信
の
分
開
の
背
後
に
浄
土
教
学
の
伝
統
を
窺
う
こ
と
が 

で
き
る
。
そ
れ
が
善
導
と
法
然
の
一
願
建
立
の
法
門
で
あ
る
。
こ
の
釈
風
に
お
い
て
は'

第
十
八
願
の
念
仏
往
生
の
本
願
の
な
か
に
真
実 

の
行
信
因
果
を
見
出
し' 

諸
行
往
生
に
対
峙
し
て
、
念
仏
往
生
の
法
義
を
高
調
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を 

称
え
れ
ば
仏
の
願
力
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
深
く
信
じ
て' 

称
名
相
続
す
る
こ
と
を
往
生
の
因
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信 

心
と
念
仏
の
内
面
的
な
関
係
は
親
鸞
の
二
願
分
相
の
教
学
に
お
い
て
一
層
明
瞭
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

親
鸞
の
教
学
は' 

第
十
七
願
の
諸
仏
称
名
の
願
に
行
の
本
源
を
見
出
し
、
第
十
八
願
の
至
心
信
楽
の
願
に
信
の
本
源
を
見
出
す
こ
と
に



よ
っ
て' 

能
所
と
機
法
の
分
際
と
交
際
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

一
願
建
立
の
教
学
に
お
い
て
は
、
能
所
と
機
法
が 

混
乱
す
る
と
い
う
危
険
性
が
多
分
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て' 

行
が
機
に
属
す
る
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
能
信
能
行
で
自
力
の
念
仏 

を
生
み
出
し
、
信
が
法
と
別
体
に
な
れ
ば
、
信
は
絶
対
性
の
根
拠
を
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
親
鸞
に
お
い
て
、
機
と
法
が
混
乱
せ 

ず' 

し
か
も
渾
然
と
し
て
融
和
す
る
浄
土
教
学
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
行
は
真
如
界
よ
り
等
流
す
る
法
と
し
て' 

願
生
者
の
念
仏
の
な
か
に
空
の
行
を
実
践
反
映
す
る
が
、
行
そ
れ
自
体
は
念
仏 

者
の
思
惑
を
大
き
く
超
え
て
お
り' 

そ
こ
に
機
が
影
を
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
し
て
、
親
鸞
以
前
の
浄
土
教
学
に
お
い
て
は' 

行 

の
批
判
が
根
底
を
な
し
、
諸
行
を
廃
捨
し
て
、
真
実
の
称
名
行
を
開
発
す
る
こ
と
に
意
を
尺
し
た
の
に
対
し
て
、

『
教
行
信
証
』
の
思
想 

に
あ
っ
て
は
、 

行
の
批
判
は
信
の
批
判
に
翻
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
如
来
の
真
実
行
を
体
現
す
る
母
胎
と
し
て
の
信
の
真
仮 

が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
「真
実
の
信
心
は
必
ず
名
号
を
具
す
、
名
号
は
必
ず
し
も
願
力
の
信
心
を
具
せ
ざ
る
」(

三
心
結
釈) 

か
ら
で
あ
っ
て
、
行
の
如
実
不
如
実
は
、
た
だ
機
に
属
す
る
信
心
に
お
い
て
の
み
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
高
僧
和
讃
」
の 

決
定
の
信
を
え
ざ
る
ゆ
え
信
心
不
淳
と
の
べ
た
ま
ふ 

如
実
修
行
相
応
は
信
心
ひ
と
つ
に
さ
だ
め
た
り

と
い
う
一
首
は
、
ま
さ
し
く
決
断
の
信
仰
に
お
い
て' 

易
行
に
し
て
勝
行
た
る
念
仏
の
功
徳
が
行
者
の
身
に
満
つ
る
こ
と
を
表
明
す
る
言 

葉
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
、
行
信
の
関
係
を
根
拠
と
し
て
、

『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
信
の
位
置
を
簡
単
に
推
求
し
た
の
で
あ
る
が
、
信
批
判
こ 

そ
は
念
仏
者
を
真
実
の
救
済
に
導
く
不
可
欠
の
道
程
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
親
鸞
の
信
批
判
が
い
か
な
る
論
理
に
よ
っ
て 

展
開
す
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
端
緒
を
わ
れ
わ
れ
は
「
別
序
」
の
文
中
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が 

っ
て
以
下
に
お
い
て
は' 

「
別
序
」
の
内
景
を
窺
う
こ
と
に
よ
っ
て' 

「
信
巻
」
が
ど
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
論
述
さ
れ
た
か
考
え
て 

真
実
信
へ
の
展
開 

ニ
ー
七



ー
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み
た
い
と
思
う
。

二

周
知
の
よ
う
に' 

『
教
行
信
証
』
の
外
形
的
構
造
は
三
序
六
巻
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
注
意
を
引
く
の
は
、
別
序
の
存 

在
で
あ
る
。

「信
巻
」
に
序
文
を
付
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

一
般
の
著
作
形
式
か
ら
い
っ
て
極
め
て
特
殊
な
こ
と
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、 

「信
巻
」
の
み
が
別
に
撰
集
さ
れ' 

あ
と
か
ら
合
冊
さ
れ
た
と
す
る' 

所

謂

「
信
巻
別
撰
説
」
が
生
ず
る
こ 

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
別
序
と
い
う
形
式
は
型
破
り
な
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
全
く
前
例
が
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う 

か
。
た
と
え
ば
、
善

導

は

「
観
経
序
分
義
」
に
お
い
て' 

『
観
経
』
の
序
分
を
証
信
序
・
化
前
序
・
発
起
序
の
三
序
に
分
け' 

ま
た
そ
の 

発
起
序
を
分
け
て
、
禁

父

・
禁
母
・
厭
苦
・
欣
浄
・
散
善
顕
行
・
定
善
示
観
と
の
六
縁
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
『
教
行
信
証
』
の
三
序
が 

少
く
と
も
外
形
的
に
は' 

『
観
経
』
の
三
序
に
相
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

「信
巻
別
序
」
は

『
観
経
』
で
い
え
ば
、
証
信
序
に
相 

応
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
『
教
行
信
証
』
の
三
序
を
総
序
，
別
序
・
後
序
と
呼
祢
し
た
の
は' 

存
覚
の
『
六
要
鈔
』
を"1

矢
と
す
る
と
い
わ
れ
る
。
存 

覚
は
別
序
に
つ
い
て
、

「
こ
れ
安
心
の
巻
、
要
須
た
る
が
故
に
こ
の
別
序
あ
り
」

と
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
「信
巻
」
が

『
教
行
信
証
』
の
眼
目
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
特
に
別
序
を
設
け
て
そ
の
意
義
を
強
調
し
た
と
い 

う
の
で
あ
る
。

別
序
は

「顕
浄
土
真
実
信
文
類
序
」
と
冠
頭
に
標
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
「真
実
信
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
方
便
の
信



で
あ
る
第
十
九
・
二
十
の
信
に
対
応
す
る
が' 

同
時
に
近
く
は
別
序
文
中
の
自
性
唯
心
・
定
散
自
心
の
信
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

ま

た

「
文
類
」
と
い
う
語
は
、
四
法
六
巻
の
通
名
で
、
本
書
の
内
容
が
全
く
経
論
釈
に
よ
り
、
そ
こ
に
微
塵
も
著
者
の
独
断
が
な
い
こ
と 

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
総

序

が

「
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」
と
標
挙
さ
れ
、
そ
の
題
号
の
な
か 

に

「真
実
信
」
と

「真
仏
土
」
と

「
化
身
土
」
を
含
ん
で
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「真
仏
土
」
と

「
化
身
土
」
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ 

の
よ
う
に
『
教
行
信
証
』
の
立
題
が
教
行
証
の
三
法
立
題
で
あ
っ
て
四
法
立
題
で
な
い
こ
と
が
別
撰
説
の
も
う
一
つ
の
有
力
な
根
拠
と
な 

っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
教
行
証
の
三
法
と
信
の
一
法
は
レ
ベ
ル
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ 

れ
故
に
こ
そ
「信
巻
」
は
そ
れ
自
身
の
序
文
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
信
巻
」
は

「行
巻
」
よ

り

「
別
開
」
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て' 

「
別
撰
」
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
三
法
は
衆
生
往
生
の
所
縁
と
し
て' 

ま
た
信
は
衆
生
往
生
の
能
縁
と
し
て' 

能
所
の
位
を
混
乱
せ
ず
に 

浄
土
の
真
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

『
教
行
信
証
』
の
論
述
の
仕
方
は' 

教
行
証
の
三
法
に
つ
い
て
は
下
向
的
に
、

「
法
の
真
実
」
に
即
し
て
語
ら
れ
、
信 

の
一
法
に
つ
い
て
は
上
向
的
に
、

「機
の
真
実
」
に
即
し
て
語
ら
れ
る
。
天
親
の
一
心
と
い
い
、
真
の
仏
弟
子
釈
と
い
い
、
悲
嘆
述
懐
と 

い
い
、

更
に
は
阿
闍
世
王
の
回
心
は
、

総
じ
て

「
機
の
真
実
」
を
追
求
し
た
も
の
で
茵
る
。

三
一
問
答
は
「法
の
真
実
」
と

「機
の
真 

実
」
が
い
か
に
し
て
交
り
う
る
か
と
い
う' 

宗
教
の
最
も
根
底
的
に
し
て
究
極
の
課
題
を
荷
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

別
序
の
本
文
で
あ
る
が
、
最
初
の
言
葉
は'

「
夫
れ
以
み
れ
ば
信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
如
来
選
択
の
願
心
よ
り
発
起
す
」

と
い
う
出
だ
し
で
始
っ
て
い
る
。
総
序
と
後
序
が
「
竊
に
以
み
れ
ば:

：:

」
と
起
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
別

序
が

「夫
れ
以 

み
れ
ば:

：:

」
と
い
う
語
で
始
っ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
教
行
信
証
』
で

「
夫
れ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、

一
般
に
以
前
に
述
べ
た
こ
と
を
承
け
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば 

真
実
信
へ
の
展
開 

ー
ニ
九
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「教
巻
」
の

「夫
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
則
ち
大
無
量
寿
経
是
れ
な
り
」
と
い
う
時
の
「夫
れ
」
は' 

「
往
相
廻
向
に
就
い
て
真
実
の 

教
行
信
証
有
り
」
と
い
う
前
の
文
を
承
け
て
お
り
、

「証
巻
」
結
釈
の
「
夫
れ
真
宗
の
教
行
信
証
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
大
悲
廻
向
の
利
益 

な
り
」
と
い
う
時
に
は
、

「夫
れ
」
は
前
の
四
法
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
別
序
の
「夫
れ
」
は
何
を
承
け
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
「行
巻
」
全
体
の
意
趣
を
承
け
た
も
の
で
あ
る 

と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
信
巻
」
に
別
序
が
お
か
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、
他
の
三
法
か
ら
独
立
し
て
、
そ
れ
と
は
全
く
無
関
係
に
新
た 

に

「
信
巻
」
が
論
述
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

「
行
巻
」
の
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
「信
巻
」
が
別
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で 

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

「行
巻
」
で
信
に
つ
い
て
い
う
場
合
に' 

常

に

「
行
信
」
の
語
を
も
っ
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ 

る
。
ま
こ
と
に
存
覚
が
指
教
す
る
よ
う
に
「行
信
能
所
機
法
是
ー
」
で
あ
っ
て
、
両
者
は
緊
密
に
連
絡
し
て
一
如
と
な
っ
て
い
る
。
か
く 

し
て
行
は
信
の
根
拠
と
な
り
、
信
は
行
の
証
明
と
な
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
考
察
の
内
容
が
抽
象
的
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

『
教
行
信
証
』
全
体
の
問
題
は
、
親
鸞
自
身
の
生 

き
て
い
る
歴
史
的
現
実
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
は
時
代
の
苦
悩
を
背
負
い
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
峻 

厳
な
時
代
批
判
の
精
神
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
化
身
土
巻
」
の
時
代
勘
決
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
親
鸞
は
末
法
の 

痛
切
な
自
覚
に
立
っ
て' 

浄
土
の
一
門
の
み
が
通
入
す
べ
き
道
で
あ
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
証
し
た
。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
聖
道 

門
の
教
え
が
時
代
に
対
す
る
影
響
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
な
く
、

「爾
れ
ば
穢
悪
・
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず
」
と 

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
表
面
だ
け
見
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
、
末
法
以
前
と
同
じ
よ
う
に
信
ぜ
ら
れ
、
修
行
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
う 

け
ら
れ
た
。
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
、
当
時
の
仏
教
帰
依
者
の
大
部
分
が
聖
道
と
浄
土
の
両
門
の
間
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現 

実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か' 

時
の
権
力
者
は
、

「
主
上
・
臣
下
・
法
に
背
き
義
に
違
し
」
て
、
真
宗
興
隆
の
大
祖
法
然
を
流
罪
の
刑 

に
処
し' 

念
仏
の
行
者
を
迫
害
し
続
け
た
。
親
鸞
自
身
も
遠
流
に
処
せ
ら
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
。



こ
こ
に
親
鸞
は
念
仏
の
異
解
者
を
誡
め
、
法
然
の
教
え
の
正
意
を
開
く
た
め
に' 

し
ば
ら
く
疑
問
を
至
し
て
遂
に
明
証
を
出
し
た
の
で 

あ
っ
て
、
こ
の
意
趣
を
物
語
る
も
の
が
「信
巻
」
別
序
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
信
巻
」
は
か
く
の
如
き
歴
史
的
背
景
を
ふ
ま
え
て
論
述
さ 

れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
別
序
を
通
観
し
て
先
づ
気
付
く
こ
と
は
、

「
心
」
と
い
う
文
字
が
多
く
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
整
理
す
れ
ば
、

「
願 

心
」
は
如
来
の
大
悲
心
に
つ
い
て
い
い
、

「真
心
」
と

「
一
心
」
は
他
力
の
信
心
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
。
更

に

「自
性
唯
心
」
と

「定
散 

自
心
」
は
自
力
心
の
二
相
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
別
序
に
お
い
て
「
宗
教
的
意
識
の
現
象
学
」 

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
通
常
に
は' 

聖
典
を
理
解
す
る
た
め
に
講
録
な
ど
の
科
文
を
参
照
す
る
こ
と
が 

正
し
い
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が' 

今
別
序
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
に
当
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
字
句
に
あ
た
る
こ
と
は
、
思
惟
の 

方
向
を
そ
ら
す
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
こ
の
宗
教
心
の
種
々
相
と
い
う
地
平
か
ら
別
序
に
あ
ら
わ
れ
た
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と 

思
う
。

三

真
実
信
に
つ
い
て
は
三
つ
の
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
発
起
さ
れ
た
「
信
楽
」
、
釈
迦
に
よ
っ
て
善
巧
さ
れ
た
「
真 

心
」
、
天
親
菩
薩
に
よ
っ
て
自
証
さ
れ
た
「
一
心
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

親
鸞
の
思
想
に
お
い
て
は' 

釈
迦
は
弥
陀
の
応
現
身
で
あ
っ
て' 

二
尊
一
致
す
る
か
ら' 

弥

陀

の

「信
楽
」
と

「
釈
迦
」
の

「真
心
」
は
畢
竟
同
一
で
あ
る
。
ま
た
天
親
の
「
一
心
」
は
三
一
問
答
に
よ
っ 

て
弥
陀
の
願
心
に
相
応
す
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。

別
序
で
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
宗
教
心
は' 

「
自
性
唯
心
」
お
よ
び
「定
散
自
心
」
で
あ
る
。
親

鸞

は

「
化
身
土
巻
」
に
お
い
て
仮
偽 

批
判
を
行
っ
て
い
る
が
、
「
仮
」
と
は
聖
道
の
諸
機
と
浄
土
定
散
の
機
、
「
偽
」
と
は
六
十
二
見
九
十
五
種
の
邪
道
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
 

真
実
信
へ
の
展
開 

ニ
ー
ニ



「自
性
唯
心
」
と

「
定
散
自
心
」
は

「仮
」
と
し
て
批
判
さ
れ
た
宗
教
心
で
あ
る
。
前
者
は
聖
浄
対
の
批
判
、
後
者
は
要
弘
対
の
批
判
と 

な
っ
て
い
る
。
こ
の
真
実
信
と
二
種
の
仮
心
と
が
具
体
的
に
ま
た
深
層
的
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
、
教
理
的:

心
理
的
・
存
在 

論
的
な
観
点
か
ら
論
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 

真
実
信
の
一
斑
に
接
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。

最
初
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
教
理
的
事
実
と
し
て
の
「自
性
唯
心
」
と

「
定
散
自
心
」
で
あ
る
。
先

づ

「自
性
唯 

心
」
で
あ
る
が' 

そ
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
香
月
院
深
励
師
の
『
広
文
類
会
読
記
』
に
よ
っ
て
窺
っ
て
み
よ
う
。
そ
れ 

に
よ
れ
ば
こ
の
説
は' 

唯
心
の
浄
土'

自
性
の
阿
弥
陀
を
主
張
す
る
禅
家
の
思
想
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち' 

自
性
と
い
う
の
は 

自
己
の
本
性
と
い
う
こ
と
で
、
衆
生
の
一
人
一
人
が
自
分
に
具
え
て
い
る
仏
性
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
性
で
あ
る
。
そ
の
衆
生
が
具 

え
て
い
る
仏
性
の
な
か
に
弥
陀
が
本
来
成
就
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
自
性
を
離
れ
て
他
に
弥
陀
は
な
い
と
い
う
の
が
自 

性
の
阿
弥
陀
で
あ
る
。
聖
道
門
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
仏
性
も
衆
生
が
具
え
る
仏
性
も
そ
の
体
は
ひ
と
つ
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い 

る
。
た
と
え
ば' 

中
秋
の
満
月
は
、
処
々
方
々
の
池
に
そ
の
影
を
宿
す
が
、
月
の
体
は
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に' 

仏
が
因
位
に
具
え
た
仏 

性
も
衆
生
が
具
え
て
い
る
仏
性
も
、
仏
性
の
体
は
一
致
平
等
し
て
い
る
。
阿
弥
陀
如
来
は
衆
生
が
本
来
具
え
て
い
る
仏
性
を
証
悟
し
て
弥 

陀
と
い
う
仏
に
な
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち' 

弥
陀
と
い
う
仏
は' 

衆
生
が
具
え
て
い
る
仏
性
を
証
悟
し
た
と
こ
ろ
に
性
起
す
る
の
で
あ
る
か 

ら
、
果
上
の
阿
弥
陀
如
来
も
衆
生
が
具
え
た
仏
性
の
他
に
は
な
い
と
い
う
の
が
自
性
の
阿
弥
陀
で
あ
る
。

唯
心
の
浄
土
と
は
、
衆
生
の
心
の
他
に
浄
土
は
な
い
と
い
う
説
で
、
衆
生
の
心
が
迷
え
ば
三
界
の
妄
法
が
あ
ら
わ
れ
、
衆
生
の
心
が
清 

け
れ
ば
浄
土
の
荘
厳
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
心
が
清
浄
に
さ
え
な
れ
ば' 

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
浄
土
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
の 

心
を
離
れ
て
浄
土
は
な
い
と
い
う
の
が
唯
心
の
浄
土
で
あ
る
。
こ
の
説
は
聖
道
門
仏
教
の
常
に
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が' 

こ
の
説
を 

浄
土
門
に
も
っ
て
き
て
、
自
分
の
心
を
離
れ
て
は
弥
陀
も
な
く
極
楽
も
な
い
と
し
て
、

『
浄
土
三
部
経
』
に
従
是
西
方
と
い
い
過
十
万
億 

仏
土
と
い
う
の
は
み
な
仮
説
で
あ
り
方
便
説
で
あ
る
と
考
え
、
七
宝
ハ
徳
の
浄
土
の
証
あ
り
と
い
う
の
は
実
説
で
な
い
と
主
張
す
る
人
々



が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
生
仏
不
二
を
説
く
一
念
義
や
西
山
義
は
「自
性
唯
心
」
に
傾
い
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
 

さ
て
以
上
が
「
自
性
唯
心
」
説
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
こ
の
思
想
は
人
間
の
心
が
本
来
清
浄
で
あ
る
と
い
う
考
え
方' 

つ
ま
り
『
大 

乗
起
信
論
』
な
ど
の
「
心
性
本
浄
客
塵
煩
悩
」
と
い
う
説
に
立
脚
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
は
、

「
一
切
の
群 

生
海
無
始
よ
り
已
来
、
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
」
と
い
う
悲
嘆
に
お
い
て
念
仏
の
信
心
に
決
断 

し
た
の
で
あ
っ
た
。

「自
性
唯
心
」
の
信
仰
は
そ
れ
自
体
誤
っ
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
こ
に
執
着
し
沈
む
と
、
信 

仰
の
主
体
的
自
覚
と
い
う
意
味
を
忘
れ' 

信
に
よ
っ
て
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に' 

逆
に
信
に
よ
っ
て
深
い
夢
を
見
て
し
ま
う
と 

い
う
結
果
を
招
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
聖
道
門
の
人
々
に
、

「自
性
唯
心
」
に
沈
ん
で
わ
が
身
の
罪
悪
を
か
え
り
み
ず' 

妄 

想
顚
倒
し
て
い
る
姿
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
次
に
「定
散
自
心
」
と
し
て
示
さ
れ
た
宗
教
心
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
親
鸞
は
更
に
定
善
心
と
散
善
心
に
迷
う
者
に
対
し
て 

批
判
の
眼
を
向
け
て
い
る
。
鎮
西
派
の
説
に
お
い
て
は
、
定
散
の
二
善
に
一
切
の
善
行
を
収
め
て
、

『
観
経
』
下
下
品
の
念
仏
を
散
善
と 

し
、
称
名
念
仏
を
全
て
定
散
ニ
善
の
中
に
見
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
は
定
散
ニ
善
は
衆
生
本
来
の
自
執
心
よ
り
生 

ず
る
も
の
と
し
て
い
る
。

「
化
身
土
巻
」
に
よ
っ
て
み
れ
ば' 

浄
土
門
の
な
か
で
第
十
八
願
の
他
力
信
心
で
な
い
宗
教
心
は
、 

ど
ん
な
も 

の
で
も
定
散
心
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
善
導
の
説
で
は
、
定
善
と
は
息
慮
凝
心
で' 

乱
れ
散
る
思
い
を
静
め
て
観
仏
三
昧
に
励
む
こ
と 

で
あ
り' 

散
善
と
は
廃
悪
修
善
で
、
不
浄
造
悪
の
念
を
去
っ
て
善
行
を
修
習
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

「定
散
自
心
」
は
、
彼
岸 

に
浄
土
の
実
在
を
認
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
娑
婆
即
寂
光
土
の
「
自
性
唯
心
」
説
と
異
っ
て
い
る
が
、

「自
心
」
と
い
う
と
こ
ろ
に 

純
粋
の
他
力
心
で
な
い
不
純
な
も
の
が
窺
わ
れ
る
。
真
実
信
は
如
来
選
択
の
願
心
よ
り
発
起
す
る
の
で
あ
り' 

衆
生
に
と
っ
て
は
あ
く
ま 

で
願
力
廻
向
の
「
大
行
」
を
因
と
し
て
芽
生
え
る
宗
教
心
で
あ
る
。

「定
散
自
心
」
に
迷
う
人
々
は' 

観
仏
三
昧
や
賢
善
精
進
を
勤
め
る
聖
道
教
学
の
余
臭
を
う
け
て
、

純
粋
な
浄
土
教
学
に
立
て
な
い 

真
実
信
へ
の
展
開 

二
三
一
ー



ニ
ニ
四 

人
々
、
念
仏
三
昧
に
安
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
で
あ
ろ
う
。

『
御
伝
鈔
』
の
信
行
両
座
の
段
に
、
法
然
門
下
三
百
余
人
の
う
ち
、
 

信
不
退
に
つ
く
こ
と
を
表
明
し
た
の
は
僅
か
五
六
人
で' 

残
り
の
者
は
態
度
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に 

法
然
の
教
え
を
直
接
に
受
け
て
い
て
も
真
実
に
他
力
の
信
を
得
て
い
る
人
は
稀
で
あ
っ
た
。
 

さ
て' 

以
上
に
お
い
て
、

「自
性
唯
心
」
と

「定
散
自
心
」
の
二
つ
の
宗
教
心
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
て
み
た
が
、
こ 

れ
は
単
な
る
歴
史
の
一
コ
マ
と
し
て
、
教
理
史
の
片
隅
に
葬
り
去
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
二
心
は
真
実
信
を
求
め
る
者
の 

普
遍
の
批
判
原
理
と
し
て
、
常
に
喚
起
さ
れ
る
べ
き
現
在
的
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
宗
教 

心
に
つ
い
て
異
な
っ
た
カ
テ
ゴ
リI

に
お
い
て
把
握
し
て
み
た
い
。

『
パ
ン
セ
』
を
読
む
と
、
い
た
る
所
に
お
い
て
信
仰
の
批
判
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
「
心
情
」0
8

弓)

、

「
理
性
」
、
「
想 

像
」
と
い
う
三
つ
の
概
念
は
、
宗
教
的
意
識
の
類
型
を
最
も
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
心
情
」
に
つ
い
て
パ
ス
カ
ル 

は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
神

は

「
心
情
」
の
直
観
を
通
し
て
人
間
に
宗
教
を
与
え
霊
魂
を
救
う
、 

こ

の

「
心
情
」
の
直
観
が
な
け
れ 

ば
、
信
仰
は
人
間
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
霊
魂
の
救
い
の
た
め
に
は
無
益
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
理
性
」
は
い
つ
も
眠
っ
た 

り
迷
っ
た
り
し' 

風
む
き
し
だ
い
で
、
ど
ち
ら
に
も
な
び
く
。
神
を
感
じ
る
の
は
、

「
心
情
」
で
あ
っ
て
「
理
性
」
で
は
な
い
、
信
仰
と 

は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
想
像
」
に
つ
い
て
は
、
人
間
は
し
ば
し
ば
自
分
の
「想
像
」
を
、
自

分
の
「
心
情
」
と
取
り
違
え
る
。
 

「
想
像
」
は
ば
か
げ
た
評
価
に
よ
っ
て' 

些
細
な
も
の
を
拡
大
し' 

わ
れ
わ
れ
の
魂
を
み
た
す
ま
で
に
至
ら
せ
る
。
ま
た
不
敵
な
傲
慢
に 

よ
っ
て' 

偉
大
な
も
の
を
縮
小
し
、
自
己
の
尺
度
に
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
神
に
つ
い
て
語
る
と
き
が
そ
れ
で
あ
る'

と
。
以
上 

が
パ
ス
カ
ル
に
お
け
る
宗
教
心
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。

「真
実
信
」
を

「
心
情
」
に
、 

「定
散
自
心
」
を

「
理
性
」
に

ゝ

「
自
性
唯
心
」
を

「想
像
」
に
対
比
さ
せ
る
時
、 

わ
れ
わ
れ
は
そ
こ 

に
、
本
質
的
な
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
理
的
な
類
似
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
質
的
差
異
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く



仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
的
背
景
の
相
違
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
心
理
的
類
似
と
は
、 

人
間
の
生
理
的
構
造
の
同
一
性
よ
り
起 

こ
る
も
の
で
あ
る
。

「真
実
信
」
は
弥
陀
の
願
心' 

も
っ
と
具
体
的
に
い
え
ば
『
大
無
量
寿
経
』
の
精
神
に
相
応
す
る
と
こ
ろ
の
衆
生
心 

で
あ
る
。
衆
生
は
真
実
の
教
に
帰
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
往
生
の
通
路
を
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
自
執
的
な
意
識
が
こ
と 

ご
と
く
打
ち
砕
か
れ
た
決
断
後
の
信
仰
で
あ
っ
て' 

絶
対
帰
依
と
い
う
意
味
に
お
い
て'

「
真
実
信
」
は
心
情
的
信
仰
で
あ
る
と
い
え
る
。
 

「定
散
自
心
」
と
は' 

聖
道
門
と
浄
土
門
と
い
う
思
想
の
双
壁
の
間
に
あ
っ
て
右
往
左
往
し
て
い
る
決
断
以
前
の
信
仰
で
あ
り
、
そ
こ
に 

未
だ
自
己
を
頼
む
意
識
が
残
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
理
性
的
信
仰
で
あ
る
。

「自
性
唯
心
」
は
、
弥
陀
の
願
心
を
勝
手
に
自
分
の
器
量
に 

引
き
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
心
と
し
て
は
誤
謬
と
虚
偽
に
満
ち
て
い
る
。
す
な
わ
ち
想
像
的
信
仰
で
あ
る
。
 

次
に
も
う
一
つ
別
な
視
点
か
ら
、
別
序
に
示
さ
れ
た
宗
教
心
の
諸
形
態
に
つ
い
て
、
そ
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
人
間
の
存
在
論
的 

状
況
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
勇
気
」
と
い
う
概
念
が
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
英
語
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
語
の〔8

1
1

总
常
〕
 

は
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
〔〇8

呂
〕
か
ら
由
来
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
心
情
」
と

「
勇
気
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
は' 

フ
ラ 

ン
ス
語
や
英
語
に
お
い
て
は
、
同
一
の
語
源
か
ら
流
れ
出
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
宗
教
的
信
仰
の
本
質
を
理
解
す
る
上
で
ー 

つ
の
指
標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「真
実
信
」
は
、
「
横
超
の
金
剛
心
」
あ
る
い
は
「
無
礙
の
一
道
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
信
仰
に
「存
在
へ
の
勇
気
」 

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
仏
菩
薩
や
天
神
地
祇
を
崇
拝
す
る
こ
と
を
雑
行
と
し
て
否
定
し' 

一
向
専
修
の
念
仏
の
み
に
依
ろ
う
と 

す
る
宗
教
的
態
度
は
、
神
仏
習
合
と
か
本
地
垂
迹
の
上
に
立
っ
て
き
た
従
来
の
日
本
仏
教
と
根
本
的
に
訣
別
し
て
、
そ
こ
に
極
め
て
主
体 

的
な
立
場
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

一
向
専
修
の
力
強
い
信
仰
は' 

「:

：:

に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
勇
気
の
本
質
を
実
現
す
る
。
そ 

れ
に
対
し
て' 

「
定
散
自
心
」
に
は
、

一
種
の
方
向
喪
失
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
識
の
底
に
隠
れ
て
い
る
の
が
「
不
安
」
で 

あ
る
。

「定
散
自
心
」

の
特
徴
で
茴
る
「
修
」
の
意
識
と
は' 

自
力
を
頼
む
意
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
修
道
的
要
求
に
立
つ
人
は
、
自 

真
実
信
へ
の
展
開 
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分
の
善
根
を
た
の
ん
で
急
走
急
作
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
ま
さ
し
く
こ
の
迷
い
は
、
現
在
の
自
分
自
身
に
安
住
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
 

「
生
の
不
安
」
の
ゆ
え
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
更

に

「自
性
唯
心
」
に
は
、
生
の
嫌
悪
と
「
絶
望
」
が
見
ら
れ
る
。
浄
土
門
は
欣
求 

を
先
と
し' 

聖
道
門
は
厭
離
を
先
と
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
「自
性
唯
心
」
に
沈
む
人
々
の
精
神
的
態
度
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
真 

の
現
実
性
が
欠
如
し
、
人
生
を
一
場
の
夢
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
消
極
的
な
人
生
観
が
あ
る
。
近
世
の
宗
師
と
は' 

人
生
と
は
こ
う
い
う
も 

の
だ
と
諦
め
て
、
奥
義
に
と
じ
こ
も
り
悟
り
を
開
い
て
し
ま
っ
た
人
々
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
々
に
と
っ
て
は' 

人
生
は
生
き
る
こ 

と
で
は
な
く
、
見
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
仏
と
い
い
浄
土
と
い
っ
て
も' 

畢
竟
そ
れ
は
紙
に
書
か
れ
た
餅
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
か
く 

し
て
親
鸞
の
不
動
の
信
念
は
、

「誠
に
仏
恩
の
深
重
な
る
を
念
じ
て
、
人
倫
の
屏
言
を
恥
ぢ
ず
」
と
い
う
自
信
に
満
ち
た
言
葉
と
な
っ
て 

現
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
願
に
乗
託
し
て
い
る
者
の
み
が
吐
く
こ
と
の
で
き
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
 

別
序
の
最
後
の
言
葉
は
、

「
浄
邦
を
忻
ふ
徒
衆
、
穢
域
を
厭
ふ
庶
類' 

取
捨
を
加
ふ
と
雖
も
、
毁
謗
を
生
ず
る
こ
と
莫
れ
矣
」
と
結
ば 

れ
て
い
る
。
浄
土
を
求
め
る
者
は
、

「
信
巻
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
非
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
訂
正
し
、 

新
た
に
書
き
加
え
て
も
本
望
と
す 

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
誹
謗
正
法
の
罪
は
犯
さ
な
い
で
欲
し
い
と
願
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
十
八
願
の
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
う 

抑
止
の
願
意
が
呼
び
起
さ
れ
て
い
る
。
別
序
が
抑
止
に
お
い
て
結
ば
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後

序

は

「若
し
斯
の
書
を
見
聞
せ
ん
者
は
、
 

信
順
を
因
と
な
し
、
疑
謗
を
縁
と
な
し
、
信
楽
を
願
力
に
彰
し
、
梦
果
を
安
養
に
顕
さ
ん
矣
」
と
い
う
よ
う
に
、
摂
取
に
お
い
て
結
ば
れ 

て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に' 

別
序
は
極
め
て
慎
重
な
配
慮
に
お
い
て
論
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て' 

こ
の
こ
と
か
ら 

も

「
信
巻
」
が
5)
と
か
ら
付
け
加
え
ら
れ
た
と
す
る
学
説
は
首
肯
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
か
く
し
て
別
序
の
内
景
を
洞
察
す
る
時
、 

別 

序
は
単
な
る
序
文
と
い
う
意
味
を
越
え
て
、

「真
実
信
」
の
開
顕
に
先
立
つ
宣
言
と
し
て
、
そ
こ
に
大
き
く
「
信
巻
」
全
体
の
問
題
が
凝 

縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
「
行
巻
」
か

ら

「
信
巻
」

へ
の
展
開
に
つ
い
て' 

そ
の
問
題
の
孕
む
宗



教
的
意
義
を
推
求
し
た
わ
け
で
あ
る
が' 

そ
れ
は
単
な
る
教
学
的
操
作
と
い
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
聖
者
の
仏
教
か
ら
俗
人
在
家
の
仏 

教
へ
の
必
然
的
転
回
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
念
仏
門
は
正
当
な
論
理
的
・
仏
教
学
的
根
拠
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の 

で
あ
る
。
こ
の
信
心
為
本
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
親
鸞
教
学
の
伝
統
を
ど
う
受
け
と
め
て
行
く
べ
き
か
、
こ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
自
身
の 

足
下
に
現
在
開
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

(
注)

小
論
の
論
述
に
あ
た
っ
て
は
、
稲
葉
莠
賢
著
『
教
行
信
証
の
諸
問
題
』
、
安
田
理
深
著
『
他
力
の
信
心
』
の
示
唆
に
負
う
所
が
多
か
っ
た
。
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