
礼

讃

す

る

存

在

—
!

仏
弟
子
論
と
し
て
の
『
浄
土
論
』㈡

——加 

来

雄 

之

©
 

阿
弥
陀
の
た
め
に
礼
を
な
し
、
頭
脳
を
も
っ
て
地
に
著
け
、
南
無
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
檀
と
言
え
。(
『
大
阿
弥
陀
経
』) 

は

じ

め

に

今
日
の
宗
教
の
混
迷
は' 

宗
教
に
お
け
る
礼
讃
と
い
う
意
義
が
見
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く 

と
も
宗
教
が
思
想
と
し
て
語
ら
れ
る
と
き
、

理
性
に
よ
る
批
判
と
い
う
立
場
が
礼
讃
と
い
う
宗
教
的
行
を
駆
逐
し
た
か
の
よ
う
な
印
象
を 

う
け
る
。

ま
た
一
方
で
は
、
非
常
に
稚
拙
で
野
蛮
な
礼
讃
が
人
間
の
自
立
性
を
奪
っ
て
い
る
。

果

た

し

て

礼

拝•

讃
嘆
と
い
う
行
は
人
間
の
批
判
精
神
を
弱
体
化
さ
せ
、
人
間
の
自
立
を
奪
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
礼

拝
•

讃
嘆
と 

批
判
精
神
と
は
両
立
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
礼

拝
•

讃
嘆
は
人
間
の
生
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
 

仏
道
の
死
、

つ
ま
り
仏
道
が
そ
の
使
命
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
あ
り
方
に
二
つ
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
観
念
化
で
あ
り
、
教 

義
化
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
は
礼
讃
行
の
喪
失
で
あ
る
と
い
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
行
の
喪
失
が
仏
教
を
観
念
化
す
る
の
で 

あ
る
。

こ
こ
で

い
う
行
と
は
教
義•

教
理
を
理
解
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
実
践
す
る
と
い
う
宗
教
的
な
諸
行
為
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
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行
は
固
定
化
さ
れ
た
修
道
体
系
の
な
か
の
一
つ
の
構
成
要
素
で
し
か
な
い
。
私
た
ち
が
喪
失
さ
れ
た
と
し
て
問
題
と
す
る
行
と
は
、
身
体 

を
も
つ
生
全
体
を
方
向
づ
け
る
よ
う
な
行
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
行
の
喪
失
と
は
、
宗
教
的
な
諸
行
為
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
 

宗
教
的
行
の
本
質
が
見
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
 

仏
教
に
好
事
家
的
関
心
を
も
っ
て
い
る
だ
け
の
も
の
を
仏
弟
子
と 

呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
知
的
関
心
か
ら
仏
教
を
か
た
る
も
の
は
傍
観
者
で
あ
り
、 

そ
の
こ
と
が
も
つ
脆
弱
さ
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ 

る
。
仏
教
が
礼
讃
と
い
う
行
を
見
失
っ
た
と
き
仏
教
は
身
体
の
感
覚
を
失
い
観
念
化
す
る
の
で
あ
る
。
仏
道
を
生
き
る
と
い
う
身
体
の
感 

覚
を
回
復
す
る
の
が
礼
讃
と
い
う
行
で
あ
ろ
う
。

仏
教
の
歴
史
の
な
か
で
観
念
に
堕
落
す
る
こ
と
か
ら
守
っ
て
き
た
伝
統
の
一
つ
が
浄
土 

の
教
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

そ
れ
は
浄
土
教
の
使
命
が
、

観

念

化•

教
条
化
の
克
服
に
あ
り
、
身
体
を
も
っ
て
生
き
る
主
体
の 

回
復
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
浄

土

教

の

「
一
切
苦
悩
の
衆
生
」

と
い
う
主
題
も' 

仏

道

を

生

き

る

「
わ
が
身
」

の
問
題
を
回
復
す
る
こ 

と
と
無
関
係
で
は
な
い
。

も
う
一
つ
の
仏
教
の
死
は
外
道
化
で
あ
る
。
自
己
の
外
に
あ
る
何
か
に
我
が
身
を
投
げ
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
奴
隸
と
な
る
こ
と 

で
あ
る
。
外
道
と
は
、
真
に
礼
讃
す
べ
き
も
の
を
見
失
い
、
礼
讃
す
べ
き
も
の
で
な
い
も
の
を
礼
讃
す
る
生
の
あ
り
方
で
あ
る
。
閉
じ
ら 

れ

た

社

会
(

空
間)

と

歴

史
(

時
代)

の
な
か
で
し
か
な
り
た
た
な
い
も
の
を
礼
拝
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
固
定
し
た
教
義
、
も
し
く 

は
人
物
を
礼
讃
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
枠
組
み
の
な
か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
奴
栽
と
な
る
し
か
な
い
。

宗
教
的
存
在
と
は
礼
拝
し
讃
嘆
す
る
存
在
で
あ
る
。
身
命
を
投
げ
出
す
何
か
を
人
生
に
も
つ
存
在
で
あ
る
。
礼
讃
す
る
こ
と
の
な
い
も 

の
は
宗
教
的
存
在
で
は
な
い
。
礼
讃
と
い
う
宗
教
的
行
が
、
宗
教
的
身
体
を
生
み
だ
し
、
宗
教
的
環
境
を
感
得
さ
せ
る
。
浄
土
が
生
き
生 

き
と
し
た
生
活
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

「
心
の
も
ち
ょ
う
」

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
宗
教
的
生
を
あ
ら
わ
せ
な
い
こ
と
を
示
し 

て
い
る
。
礼
讃
と
い
う
行
は' 

単
な
る
主
観
の
問
題
で
は
な
い
。

そ
れ
ま
で
の
主
観
の
身
体
に
死
ん
で
、
主
体
と
し
て
の
身
体
を
生
き
る 

こ
と
で
あ
り
、
主
体
と
し
て
新
し
い
世
界
を
も
っ
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
世
界
は
主
観
に
と
っ
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
他
者
と
生
き 

る
場
で
あ
る
。
確
か
に
私
た
ち
は' 

歴
史
と
社
会
を
も
っ
た
世
界
の
な
か
に
生
ま
れ
て
く
る
。

し
か
し
ど
れ
ほ
ど
広
く
深
く
世
界
に
こ
の

20



主
体
を
ひ
ら
く
か
。

こ
れ
が
生
の
満
足
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
。

礼
讃
を
背
景
に
も
た
な
い
生
は
貧
相
で
脆
弱
で
あ
る
。
主
観
が
認
識
し
た
知
の
対
象
と
し
て
の
客
観
的
世
界
に
は
共
に
生
き
る
と
い
う 

身
体
の
感
覚
は
な
い
。

そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
純
粋
で
あ
っ
て
も
、

そ
こ
に
は
大
地
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
身
体
の
感
覚
が
な
い
。
真
の
礼
讃 

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
は' 

生
を
方
向
づ
け
る
根
本
行
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
こ
に
宗
教
的
生
の
根
本
的
課
題
が
あ
る
。 

冒
頭
に
掲
げ
た
一
文
は
、
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
世
界
を

見
よ
う
と

思
う
な
ら
ば

阿
弥
陀
仏
を

「
礼
讃
す
る
存
在
と
な
れ
」
と
い
う
釈
尊
に 

よ
る
阿
難
へ
の
発
遣
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
礼
讃
を
称
名
と
し
て

表
現
す
る
こ
と
は
初
期
〈
無
量
寿
経
〉

に
の
み
存
在
し
、
後 

期

〈
無
量
寿
経
〉

で
は
失
わ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
も

っ

と

も

素

朴

な

形

態

を

も

っ

た

〈
無
量
寿
経
〉

に
こ
の
よ
う

②

な
礼
讃
の
表
現
が
出
て
く
る
こ
と
は
意
味
深
い
こ
と
だ
と
思
う
。

ー
 

曇

鸞

の

問

題

提

起

④
 

世
尊
、
我
れ
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
安
楽
国
に
生
と
願
ず 

こ
れ
は'

『
願
生
偈
』

の
第
一
行
で
あ
り
、
普
通
に
は
帰
敬
序
に
あ
た
る
。

し
か
し
曇
鸞
は' 

こ
れ
を
単
に
帰
敬
を
表
白
す
る
序
で
は 

な
く
、
礼

拝
•

讃

嘆
•

作
願
の
行
を
ふ
く
む
と
い
う
独
自
の
注
釈
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
れ
は
仏
弟
子
と
し
て
帰
依
す
る
べ
き
あ
り
方
を
見 

失

い

、
仙
経
を
求
め
た
曇
鸞
に
と
っ
て
、
菩

提

流

支

の

「
真

に

〈
世
に
お
い
て
尊
い
も
の
〉

に

呼

び

か

け

る

こ

と

で

き

る

〈
我
〉
を
生
き 

て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
か
け
が
衝
撃
的
な
意
味
を
も
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

こ

の

問

い

に

基

づ

い
て

曇

鸞

は

『
願
生
偈
』

を
仏
弟
子

⑤

論
と
し
て
注
意
深
く
読
み
込
み
註
釈
し
て
い
く
。

ま
ず
、
曇
鸞
は
、
『
願
生
偈
』

の

冒

頭

に

世

親

が

「
世
尊
我
一
心
」

と
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
が
も
つ
決
定
的
な
意
義
に
注
目
し'

「
世 

尊
我
一
心
」
を

『
願
生
偈
』

に
お
い
て
独
自
の
文
脈
の
な
か
に
置
い
た
。

つ

ま

り

「
世
尊
我
一
心
」

を

「
帰
命
」

以
下
と
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て' 

信
心
を
あ
ら
わ
す
ー
句
と
し
て
独
立
さ
せ
、

「
帰
命
」

以
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下
の
偈
文
を
解
義
分
に
説
か
れ
る
五
念
門
の
行
に
配
当
す
る
と
い
う
、

五
念
門
配
釈
と
呼
ば
れ
る
解
釈
を
お
こ
な
っ
た
。

さ
ら
に
曇
鸞
は
、
 

そ

の

解

釈
を

基

礎
づ
け

る

た

め

に

第

二

行(

一
般
的
に
は
発
起
序
と
み
な
さ
れ
る)

に

「
成
上
起
下
」

と
い
う
独
創
的
な
意
味
を
与
え
る 

こ
と
に
よ
っ
て
、

「
云
何
が
上
三
門
を
成
じ
、

下
の
二
門
を
起
こ
す
や
」

と
、

五

念

門

の

行

を

前

三•

後
二
に
わ
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の 

こ
と
は
上
の
三
門
の
行
が
一
つ
の
完
結
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ

こ

に

「
世
尊
我
一
心
」

と
表
白
す
る
仏
弟
子
に
と
つ 

て

「
上
三
門
が
成
」

じ
ら
れ
る
と
は
ど
う
い
う
意
義
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

ま
た
曇
鸞
は
同
時
に
、

第
一
行
の
四
句
に
相
い
含
み
て
三
念
門
有
り
、
上
の
三
句
は
是
れ
礼
拝
、
讃
嘆
門
な
り
。

下
の
一
句
は
是
れ
作
願
門
な
り
。
 

と' 

前

に

は

独

立

さ

せ

た

「
世
尊
我
一
心
」

の

一

句

が

礼

拝•

讃
嘆
門
に
含
ま
れ
る
と
い
う
矛
盾
し
た
指
摘
も
し
て
い
る
。

さ
ら
に
作
願 

門
を
礼
拝
、
讃
嘆
門
と
位
相
が
異
な
る
も
の
と
し
て
注
釈
し
て
い
る
。

そ

れ

は

礼

拝•

讃

嘆

と

い

う

行

を

離

れ

て

「
世
尊
我
一
心
」

を
立 

て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と' 

つ

ま

り

「
世
尊
我
一
心
帰
命
得
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」

こ
そ
が
世

S1
に
現
前
し
て
い
る
宗
教
的
事 

実
で
あ
る
と
の
理
解
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
三
念
門
の
な

か
の
礼
拝•

讃
嘆
門
と
作
願
門
と
を
ど
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
理
解
す
れ 

ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

二
帰
敬
序
に
三
業
を
配
当
す
る
意
義

『
浄
土
論
』

に
お
い
て
五
念
門
行
は
そ
れ
ぞ
れ
身
業• 

口

業•

意

業
•

智

業
•

方
便
智
業
に
配
当
さ
れ
る
。

と
く
に
意
業
で
あ
る
作
願
、
 

智

業
で

あ

る

観

察

門

は

奢

摩

他•

毘
婆
舎
那
、

い
わ
ゆ
る
止
観
行
で
あ
る
と
世
親
自
身
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、

五 

念
門
行
は
止
観
行
を
中
心
と
し
た
行
の
体
系
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
作
願
と
観
察
を
成
上
起
下
と
い
う
独
自
の
解
釈
の
方
法
に
よ
っ 

て
分
断
す
る
曇
鸞
の
注
釈
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

で
は
あ
え
て

身□

意

の

三

業

と

智

業•

方
便
智
業
を
位
相
の
異
な 

る
も
の
と
し
、
帰
教
序
に
三
業
を
配
当
す
る
曇
鸞
の
問
題
意
識
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

22



㈠

第

一

行
を
ゝ

身□

意
の
三
業
に
配
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
 

我
々
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
生
き
て
い
る
と
い 

う
こ
と
と
生
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
区
別
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

仏
教
の
伝
統
に
よ
れ
ば
、

「
生
」

は
業
と
い
う
概
念
に
深
く
関
わ⑧

 

つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
業
と
い
う
概
念
に
は
さ
ま
さ
ま
な
側
面
か
あ
る
か
、
『
浄
土
論
』
は
三
業
を
中
心
と
す
る
体
系
を
採
用
し
て
い
る
。
 

三
業
と
い
う
業
の
体
系
は
、
身
•

ロ 
•

意

の

三

種

の

業

に

よ

っ

て

あ

ら

ゆ

る

業(

経
験)

を
包
括
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
 

存
在
に
と
っ
て
三
業
以
外
の
い
か
な
る
経
験
も
あ
り
え
な
い
。

一
般
的
に
三
業
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
身
業
は
身
体
表
現
と
し
て 

の
経
験
で
あ
り
、

口
業
は
言
語
表
現
と
し
て
の
経
験
で
あ
り
、
意
業
は
意
思
表
現
と
し
て
の
経
験
で
あ
る
。
 

ま
た
こ
の
三
業
は
大
き
く
二
つ
の
経
験
に
分
類
さ
れ
る
。
行
為
す
る
経
験
と
、
考
え
意
欲
す
る
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
身
•

口
の
二
業 

が
行
為
す
る
経
験
を
あ
ら
わ
し
、
意
業
が
考
え
る
経
験
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

つ
ま
り
身
口
ニ
業
は
身
体
的
表
現
で
あ
り
、
意
業
は
心
を 

表
現
す
る
。

こ
の
三
業
に
心
身
の
営
み
す
べ
て
が
お
さ
ま
る
。
生
の
営
み
は
三
業
以
外
に
な
い
。

そ
の
意
味
で
、

三
業
こ
そ
生
活
す
べ
て 

で
あ
り
、
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
し' 

実
存
的
に
は
、

そ
の
三
業
は
よ
り
深
い
限
定
の
な
か
に
あ
る
。

つ
ま
り
三
業
と
し
て
の
経
験 

は
現
実
存
在
の
限
定
の
な
か
に
あ
る
。
誰
の
も
の
で
も
な
い
抽
象
的
な
三
業
と
い
う
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
業
は' 

い
っ 

も
ど
こ
か
だ
れ
か
の
業
で
あ
る
。
業
と
い
う
言
葉
が
も
つ
厳
粛
な
感
じ
は
、
業
と
い
う
術
語
が
客
観
的
な
法
則
の
説
明
で
は
な
く
、
苦
悩 

す
る
存
在
の
背
景
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
実
存
的
な
責
任
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ

こ

に

は

「
存
在
の
責
任
感
」(

安
田
理
深)

と
い
わ
れ 

る
よ
う
に
、
単
な
る
行
為
へ
の
責
任
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
存
在
す
る
こ
と
へ
の
責
任
感
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
。
限
定
さ
れ' 

し
か
も
ー 

般
化
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
厳
粛
な
存
在
の
感
覚
を
業
と
い
う
語
は
は
ら
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、
我
々
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
限
定
さ
れ
た
業
異
熟
と
し
て
の
身
体
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
生
き
て
い
く 

と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
限
定
の
な
か
で
さ
ら
に
業
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
自
ら
を
限
定
し
、
自
ら
の
生
を
意
味
づ
け
て
い
く
と
い
う 

こ
と
で
あ
る
。

正
直
に
い
え
ば
、
生
を
意
味
づ
け
て
い
く
と
い
う
よ
り
は
生
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
く
と
い
う
感
覚
で
あ
る
が
。

そ
の
意
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味
で
、
業
(

経
験)

を
作
る
と
い
う
こ
と
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま

た

業
(

異

熟

果•

与
え
ら
れ
た
社
会
的
時
代
的
限
定) 

を
果
た
す
と
い
う
こ
と
が
こ
の
唯
一 
• 

一
回
性
の
一
般
の
中
に
解
消
で
き
な
い
実
存
的
な
我
が
身
が
生
き
る
意
味
を
語
っ
て
い
る
。

つ
ま 

り
、
業
は
実
存
的
責
任
感
を
あ
ら
わ
す
術
語
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
い
え
ば' 

宗
教
的
関
心
と
い
う
も
の
は
抽
象
的
な
個
人
、

一
般
化
さ
れ
る
個
人
の
問
題
で
は
な
い' 

時
代
的
社 

会
的
限
定
、

い
わ
ゆ
る
五
濁
の
世
と
か
無
仏
の
時
と
示
さ
れ
る
よ
う
な' 

無
限
の
迷
妄
の
歴
史
の
な
か
に
個
は
生
ま
れ
て
く
る
、

そ
の
よ 

う
な
世
界
を
も
っ
た
身
体
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え

に
社
会
的
苦
悩
を
共
業
と
し
て-

人
一
人
が
苦
し
む
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
人
類
の 

歴
史
を
担
っ
た
、

し
か
も
た
だ
一
人
の
主
体
に
お
い
て
業
が
問
題
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
所
以
が
あ
る
。

三
業
に
よ
っ
て
生
存
在
を
あ
ら
わ
す
と
す
れ
ば' 

第
一
行
に
三
業
を
配
当
す
る
と
い
う
意
味
は
、
第
一
行
に
生
全
体
が
表
現
さ
れ
て
い 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ

こ

に

は

「
た
だ
」

と
い
う
言
葉
は
な
い
け
れ
ど
も
、
三

業

に

配

当

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

「
全
存
在
を
挙
げ 

て
」

と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
第
一
行
が
示
す
三
業
は
多
く
の
行
為
の
一
つ
で
は
な
い
。

『
無
量
寿
経
』

の
歴
史
に
よ 

っ
て
選
ば
れ
た
も
っ
と
も
純
粋
な
宗
教
的
生(

つ

ま

り

「
世
尊
我
一
心
」)

を
表
現
す
る
三
業
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
三
業
は
行
と
し 

て
の
意
味
を
も
つ
あ
の
で
る
。

こ
の
三
業
は
我
々
の
主
観
も
し
く
は
自
我
に
も
と
づ
く
諸
行
為
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
。

そ
こ
に
実
存
的 

問
い
が
生
ま
れ
る
。

㈡
 

帰

敬

序
(

曇
鸞
自
身
は
第
一
行
と
よ
ぶ)

に
三
業
で
あ
る
三
念
門
を
含
む
と
い
う
こ
と
は
、

こ

の

一

行

に

「
世
尊
我
一
心
」

と
呼 

び
か
け
る
純
粋
な
宗
教
的
生
を
成
立
さ
せ
る
三
業
が
言
い
当
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

三
業
と
し
て
し
め
す
意
図
は
、
 

決
し
て
ば
ら
ば
ら
な
三
つ
の
宗
教
的
行
為
を
列
記
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
生
を
成
立
さ
せ
る
三
業
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な 

構
造
を
言
い
当
て
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
三
業
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
行
は
、
宗
教
的
な
諸
行
為
の
な
か
の
一
つ
で 

は
な
く
、
宗
教
的
生
の
本
質
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
第
一
行
に
は
、

『
無
量
寿
経
』

に
お
け
る
宗
教
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的

生

の

元

型
(

ア
ー
キ
タ
イ
プ)

が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
宗
教
的
生
を
成
立
す
る
行
を
三
業
で
押
さ
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

決
し
て
曇
鸞
の
独
創
で
は
な
い
。

さ

き

に

は

『
大
阿
弥 

陀
経
』

の
文
を
あ
げ
た
が
、
『
論
註
』

が

指

南

と

す

る

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

を
、

一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、

そ
こ
に
は
、 

「
若
し
人
、
疾
く
不
退
転
地
に
至
ら
ん
と
欲
せ
ば
応
に
恭
敬
の
心
を
以
て
執
持
し
て
名
号
を
称
す
べ
し
」(

易
行
品) 

「
阿
弥
陀
等
の
仏 

及
び
諸
も
ろ
の
大
菩
薩
あ
っ
て 

名
を
称
え
一
心
に
念
ず
る
も 

亦
た
不
退
転
を
得
る 

更
に
阿
弥
陀
等
の
諸 

仏
有
り
、
亦
た
応
に
恭
敬
し
礼
拝
し
て
其
の
名
号
を
称
す
べ
し
。
今

、
当
に
具
さ
に
説
く
べ
し
。
無
量
寿
仏
、
世
自
在
王
仏
…
…
」

⑫

(

易
行
品)

「
阿
惟
越
致
を
求
め
る
者
は
、

但
だ
憶
念
し
、
称
名
し
、
礼
敬
す
る
の
み
に
非
ず
、
復
た
応
に
諸
も
ろ
の
仏
所
に
於
い
て
懺
悔
し
、 

勧
請
し
、
随
喜
し
、

回
向
す
べ
し
。
」(

除
業
品)

な
ど' 

身

業

と

し

て

「
恭
敬
」
「
恭
敬
礼
拝
」

「
礼
敬
」
、

口

業

と

し

て

「
名
号
執
持
」
「
称
名
」
、
意

業

と

し

て

「(

恭
敬)

心
」

「
一
心
念
」 

「
憶
念
」

と
、
多
少
の
移
動
と
混
乱
は
あ
る
に
し
て
も' 

阿
毘
跋
致
を
求
め
る
行
を
三
業
に
よ
っ
て
お
さ
え
て
い
る
と
い
う
伝
統
は
確
か 

に
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

れ

ら

の

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

の
説
く
と
こ
ろ
が
、
曇®

に
大
き
な
示
唆
を
与
え
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。 

㈢
 

三
業
は
三
つ
の
バ
ラ
バ
ラ
な
行
為
で
は
な
い
。

と
く
に
宗
教
的
生
を
表
現
す
る
場
合
は
明
確
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ

⑭

た
よ
う
に
業
と
い
う
こ
と
の
本
質
は
意
思
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

三
業
の
な
か
で
意
業
が
も
っ
と
も
重
た
い
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は 

結
果
よ
り
も
動
機
を
重
ん
じ
る
と
い
う
理
解
に
よ
っ
て
い
る
。

し
か
し
身
と
口
の
業
は
意
業
の
発
現
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
い
う
が
、

か
え 

っ
て
意
業
と
い
う
も
の
が
身•

口
の
二
業
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
身
•

口
の
二
業
と
い
う
も 

の
は
、
歴
史
的
社
会
的
表
現
と
し
て
の
身
体
と
い
う
限
定
を
受
け
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
意
識
と
い
う
も
の
は
内
面
性
と
し
て
、

そ
れ 

ら
の
束
縛
か
ら
自
由
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
よ
く
考
え
る
と' 

意
識
は
何
の
制
限
も
な
く
自
由
に
意
思
す
る
こ
と
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が
で
き
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
限
定
を
受
け
た
な
か
で
作
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
生
ま
れ
も
っ
た
資
質
、
生 

ま
れ
育
っ
た
環
境
、
言
語
、
文
化' 

教
育
と
か' 

広
く
は
、
意
識
は
運
命
的
に
対
象
的
で
あ
る
こ
と
と
か' 

人
間
と
い
う
種
と
し
て
生
ま 

れ
た
こ
と
な
ど
、

こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

ど

の

よ

う

な

身

業•

口
業
が
発
現
し
て
い
る
か
と
い 

う
こ

と

に
よ
っ
て

意
業
の
あ
り
方(

意

欲

の

発

現•

表
現)

も
決
定
さ
れ
て
く
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

と
す
れ
ば
身
業• 

口
業
を
統
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
業
を
整
え
る
と
い
う
方
向
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。

た

と

え

ば

戒(

身
• 

口
業)

定
(

意
業) 

慧
(

智
業)

の
三
学
な
ど
は
、

こ
の
視
点
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
に
は
生
活
こ
そ
が
意
識
を
か
た
ち
づ
く
る
と
い
う
視

⑮

点
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
存

在

を

仏

道

に

方

向

づ

け

る

よ

う

な

業(

行
為)

を
こ
そ
本
来
の
意
味
で
行
と
呼
ぶ
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
 

存
在
の
真
実
を
表
現
す
る
行
に
よ
っ
て' 

存
在
の
真
実
に
帰
る
。
仏
道
の
歴
史
に
帰
依
す
る
と
い
う
行
を
通
し
て' 

仏
道
を
生
き
る
と
い 

う
意
欲
を
み
い
だ
す
。

そ
う
い
う
こ
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

と
す
れ
ば
、
曇

鸞

が

身• 

口
業
の
礼
讃
二
門
を
分
離
せ
ず
に
注
釈
し
、
 

意
業
の
作
願
門
を
区
別
す
る
意
図
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

『
浄
土
論
』

で
も
、
礼
拝
門
、
讃

嘆

門

だ

け

に

「
身 

業

礼

拝

」
「
口
業
讃
嘆
」
と

「
業

」

で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

㈣
 

人
生
を
方
向
づ
け
る
業
を
求
め
る
こ
と
は' 

ど
の
よ
う
な
宗
教
に
と
っ
て
も
切
実
な
要
求
で
あ
る
。

で
は
第
一
行
の
三
業
が
生
を 

し
て
宗
教
的
生
た
ら
し
め
る
も
の
と
す
れ
ば' 

そ
の
三
業
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
解
義
分
に
お
い
て
は
、
善
男
子
善 

女
人
が
五
念
門
行
を
通
し
て
菩
薩
に
転
じ
て
く
る
。
厳
密
に
い
え
ば
善
男
子
善
女
人
が
菩
薩
の
課
題
を
も
つ
存
在
と
な
る
。

そ
れ
は
な
ぜ 

か
。

『
浄
土
論
』

の
当
面
の
文
脈
で
は
、
第
一
行
の
三
業
は
、

世
親
の
三
業
で
あ
り' 

如
来
の
三
業
で
は
な
い
。

し
か
し
ま
た
そ
れ
は
世 

親
の
恣
意
的
な
行
為
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら' 

そ

れ

は

如

来

に

よ

っ

て

選

び

と

ら

れ(

選
択)

言

い

当

て

ら

れ

表

現

さ

れ

た(

回
向)

三 

業
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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⑯
 

三
業
に
配

当

さ
れ

る

礼

拝•

讃

嘆
•

作
願
の
行
は
、

『
無
量
寿
経
』

に
基
づ
く
行
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
法
蔵
菩
薩
と
い
う
象
徴
的
人
格 

に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
浄
土
へ
生
ま
れ
る
た
め
の
衆
生
の
三
業
で
あ
る
。
衆
生
の
行
と
い
う
意
味
で
は
、

こ
の
三
業
は
個
人
の
経
験
で
あ 

る
が
、

し
か
し
法
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
行
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
個
人
の
体
験
に
包
み
込
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
三
業
が
選
択
さ
れ
た
歴
史
を
内
観
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
の
三
業
を
個
人
の
体
験
の
な
か
に
取
り
込
む
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な 

三 

な

ぜ

「
帰
命
」
は
礼
拝
行
で
あ
る
の
か 

㈠
 

曇
鸞
は
、

そ

の

帰

敬

を

示

す

『
願
生
偈
』

の
第
一
行
四
句
に
三
念
門
行
を
含
む
と
い
う
。

「
世
尊
我
一
心
」

と
い
う
主
体
を
成
立 

す
る
行
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
浄
土
教
に
と
っ
て
帰
敬
は' 

行
の
た
め
の
前
提
で
は
な
く
、
行
そ
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ 

か
。

「
帰
敬
」

は
存
在
に
宗
教
的
方
向
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

帰

敬

は

個

人

の

上

に

起

き

る

体

験(

行
為)

で
あ
る
が' 

個
人
的
体
験 

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
個
人
的
体
験
と
い
う
だ
け
で
あ
れ
ば
主
観
的
事
実
で
し
か
な
い
。

し
か
し
帰
敬
は
個
人
の
体
験
で
あ 

る
が
、

そ
れ
以
上
に
歴
史
的
社
会
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
個
人
の
上
に
お
こ
る
が
、
全
存
在
を
か
け
て
仏
道
の 

選
択
回
向
し
た
行
を
表
現
す
る
体
験
と
い
う
意
味
で
は
社
会
歴
史
的
表
現
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ

れ

は

歴

史

的

世

界

に

帰

入

す

る(

参 

与
す
る)

と
い
う
意
味
を
も
つ
。

曇®

は

「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
者
」

と
、

「
帰
命
」
と

「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」

を
あ
わ
せ
あ
げ' 

つ

い

で

「
帰
命
」
を
礼
拝
門 

に
、

「
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
を
讃
嘆
門
に
配
当
し
て
注
釈
し
て
い
く
。

こ
の
こ
と
は
こ
の
ニ
句
が
曇
鸞
に
よ
っ
て
分
割
す
る
こ
と
の
で

⑳
 

き
な
い
事
実
と
し
て
体
験
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
曇
鸞
は
そ
の
体
験
を
忠
実
に
記
述
し
た
の
で
あ
る
。
 

曇®

は

「
帰
命
」
を
礼
拝
門
に
配
当
す
る
。

し
か
し
先
人
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
帰
命
」
は
語
義
的
に
は
意
業
を
意
味
し' 

た
だ
ち

㉑

に

身

業

の

「
礼
拝
」
と
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
こ
と
は
曇»

も
よ
く
承
知
し
て
い
た
。
だ

か

ら

こ

そ

「
何
を
以
て
か
知
る
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と
な
れ
ば
、
帰
命
は
是
れ
礼
拝
な
り
と
」
と
自
問
す
る
。

し
か
し
そ
こ
で
な
さ
れ
る
証
明
の
論
法
は
、
今
日
の
視
点
か
ら
は
、
あ
ま
り
説 

得
力
の
お
る
方
法
と
は
思
わ
れ
な
い
。

つ

ま

り

龍

樹

の

「
阿
弥
陀
如
来
讃
」
(

易
行
品)

に
出
現
す
る
礼
拝
と
帰
命
の
呼
応
関
係
を
示
す 

い
く
つ
か
の
表
現
例
、

「
稽
首
礼
」

「
我
帰
命
」

「
帰
命
礼
」
を
あ
げ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

お

そ

ら

く

曇

鸞

に

は

「
帰
命
」
と

「
礼
拝
」 

を
語
義
的
に
会
通
し
よ
う
と
い
う
気
な
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
、
龍
樹
の
讃
に
現
れ
る
そ
れ
ら
の
表
現
を
、

一
人
の
宗
教
的
実 

存
に
よ
る
体
験
の
記
述
、
説
明
の
必
要
さ
え
な
い
心
霊
上
の
事
実
の
記
述
で
あ
る
と
み
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

㈡
 

礼
拝
こ
そ
生
を
方
向
づ
け
る
行
で
あ
る
。
身
業
に
礼
拝
す
る
こ
と
は
宗
教
の
特
徴
の
一
つ
と
い
う
よ
り
も
、
宗
教
的
生
そ
の
も
の 

で
あ
る
。
宗
教
心
を
も
っ
と
も
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
礼
拝
す
る
存
在
こ
そ
宗
教
的
存
在
で
あ
る
と
い
っ 

て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
往
生
と
い
う
概
念
が
、
宗
教
的
生
が
仏
の
世
界
に
向
か
っ
て
は
っ
き
り
と
方
向
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味 

す
る
と
す
れ
ば
、

「
五
念
門
の
中
に
礼
拝
は
是
れ
ー
な
り
」

と
い
う
表
現
は
、
 

ま
さ
し
く
往
生
と
い
う
目
的
に
対
し
て
礼
拝
と
い
う
行
が 

も
つ
必
然
的
意
義
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

㉓
 

既
に
往
生
を
願
ず
、
豈
に
礼
せ
ざ
る
容
け
ん
や
。
 

と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

往
生
を
課
題
と
す
る
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
礼
拝
は
必
ず
第
一
の
行
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
礼
拝
は
存
在
を
宗
教
的
生
と
し
て
方
向 

づ
け
る
行
で
あ
り' 

往
生
と
い
う
言
表
は
、
願
生
と
い
う
宗
教
的
意
欲
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
宗
教
的
生
の
あ
り
方
を
意
味
す
る
か 

ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
自
己
の
生
の
方
向
が
決
定
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
、

「
阿
毘
跋
致
」
と

か

「
正
定
聚
」
と

い

う

テ

ク-
ー
カ
ル
タ
ー

ム
が

㉕
 

も
つ
意
義
を
、
も
っ
と
素
朴
な
感
情
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

い
わ
ゆ
る
宗
教
的
生
と
は
、
有
限
な
る
も
の
が
無
限
な
る
も
の
の
前
に
立
つ
自
覚
に
与
え
ら
れ
る
。
先
人
が
い
う
よ
う
に
、
無
限
は
有 

限
を
包
む
が
、
有
限
に
と
っ
て
無
限
へ
の
橋
は
な
い
。
有
限
な
る
意
識
を
生
き
る
も
の
、

つ

ま

り

有

情

に
と

っ
て

無
限
と
は

「
彼
(

か
し
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こ)

」

で
し
か
な
い
。

そ
の
意
味
で
宗
教
的
生
の
本
質
は' 

対
象
的
観
想
を
行
う
こ
と
で
も' 

道
徳
的
責
務
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
で
も 

な
い
。

そ
れ
は
無
限
に
対
し
て
自
ら
の
生
を
方
向
づ
け
る
と
い
う
転
換
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
礼
拝
は
、
自

我
(

主
観)

に
対
す
る
信 

頼
の
放
棄
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
無
限
へ
の
礼
拝
は
、
有
限
な
る
生
は
か
ら
い
を
根
拠
と
す
る
こ
と
へ
の
断
念
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

言
い
換
え
れ
ば
、
 

礼
拝
と
は
有
限
な
る
生
へ
の
懺
悔
を
と
も
な
う
。
逆
に
い
え
ば
真
の
礼
拝
こ
そ
、
懺
悔
な
の
で
あ
る
。
無
限
が
自
己
を 

支
え
る
根
源
で
あ
る
か
ぎ
り' 

そ
の
転
換
は
回
心
懺
悔
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

も
し
礼
拝
が
な
け
れ
ば' 

そ
の
生
は
、
 

そ
の
と
き
、

そ
の
と
き
の
状
況
の
な
か
で
、
自
分
の
都
合
の
良
い
も
の
を
選
ん
で
い
く
だ
け
の 

も
の
に
な
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
根
拠
は
ど
れ
ほ
ど
飾
り
た
て
よ
う
と
も' 

結
局' 

自
分
の
理
性
で
あ
り' 

自
分
の
論
理
で
あ
り
、
自
分 

の
歴
史
観
で
あ
り' 

自
分
の
主
観
で
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
あ
る
。
礼
拝
に
宗
教
的
生
が
あ
る
。
宗
教
的
生
と
い
う
も
の 

が
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
礼
拝
す
る
生
の
誕
生
が
宗
教
な
の
で
あ
る
。
礼
拝
が
な
け
れ
ば
、

ど
の
よ
う
な
業
も
宗
教
的
行
と
は
な 

ら
な
い
。
礼
拝
の
な
い
宗
教
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ

の

意

味

で

ま

た

「
礼
拝
は
是
れ
ー
」
な
の
で
あ
る
。

㈢
 

し
か
し
真
に
礼
拝
す
る
こ
と
は
本
当
に
難
し
い
。
多
く
の
場
合
、

人
は
、
仮
初
め
の
も
の
を
礼
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
息
の
場 

を
求
め
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
特
定
の
状
況
の
な
か
で
し
か
成
り
立
た
な
い
も
の
を
礼
拝
す
れ
ば
、
結
局
そ
の
生
は
状
況
の
な
か
に
取
り 

込
ま
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
人
は
自
己
の
外
な
る
も
の
を
礼
拝
す
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
は
そ
の
何
か
に
自
己
の
主
体 

を
売
り
渡
す
こ
と
に
な
る
。
礼
拝
が
こ
の
有
限
な
る
生
を
あ
る
偶
像
に
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
礼
拝
は
主
体
の
否
定
で
あ 

り
、
生
き
る
こ
と
の
個
人
的
責
任
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
礼
拝
と
い
う
行
為
は
、

そ
の
ま
ま
人 

間
の
自
律
性
を
眠
ら
せ
る
麻
薬
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
宗
教
的
形
態
が
科
学
的
理
性
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な 

点
に
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
真
実
な
る
礼
拝
と
は
何
か
を
言
い
当
て
る
こ
と
が
宗
教
の
歴
史
の
大
き
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

本
当
に
無
限
に
存
在
を
方
向
づ
け
る
礼
拝
と
は
な
に
か
。

そ
れ
が
言
い
当
て
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
い
当
て
る
と
い
う
こ
と
が
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表
現
で
あ
る
。

『
願
生
偈
』

に
お
い
て
礼
拝
は
帰
命
と
し
て
言
い
当
て
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
法
蔵
菩
薩
の
礼
拝
を
ど
こ
ま
で
も
純
化
し 

た
修
行
の
歴
史
が
、
真
の
礼
拝
は
帰
命
で
あ
る
と
言
い
当
て
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
に
真
実
の
礼
拝
行
が
回
施
さ
れ
た 

の
で
あ
る
。
生
を
方
向
づ
け
る
こ
と
が
礼
拝
の
行
の
意
義
で
あ
る
な
ら
ば
、
帰
命
こ
そ
も
っ
と
も
純
粋
な
礼
拝
行
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら 

な
い
。
身
体
的
行
為
で
あ
る
礼
拝
は
必
ず
し
も
存
在
を
方
向
づ
け
な
い
。

「
帰
命
」

と
い
う
表
白
は' 

礼
拝
の
も
っ
と
も
純
粋
な
る
表
現 

を
求
め
続
け
て
き
た
歴
史
の
背
景
を
も
つ
。

「
帰
命
」

と
い
う
表
白
に
お
い
て' 

い
ま
、

そ
の
歴
史
に
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

㈣
 

礼
拝
門
は
身
業
で
あ
り' 

讃
嘆
門
は
口
業
で
あ
る
。
身
業
は
単
な
る
物
理
的
動
作
で
は
な
く' 

口
業
は
単
な
る
発
音
で
は
な
い
。
 

身
業
も
口
業
も
思
已
業
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
思
業
で
あ
る
意
業
の
結
果
で
あ
る
。
身
業
が
宗
教
的
自
覚
と
不
離
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ 

ば
、
そ
れ
は
身
業
が
単
な
る
身
体
的
な
運
動
で
は
な
く
、

や

は

り

ロ

ゴ

ス(

意
味
表
現)

と
い
う
こ
と
を
は
ら
ん
で
い
な
く
て
は
な
ら
な 

い
か
ら
で
あ
る
。
礼
拝
が
身
業
で
表
現
さ
れ
る
意
義
は
、

そ
れ
が
単
な
る
身
体
的
行
為
と
い
う
の
み
で
な
く
、
全
人
的
も
し
く
は
挙
体
的 

な
意
業
の
表
現
を
指
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ

こ

に

身•

口
の
二
業
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
。

曇

鸞

は

『
浄
土
論
』
解
義
分
の
、
 

云
何
礼
拝
、
身

業

礼

拝

阿

弥

陀

如

来•

応
•

正
遍
知
、
為
生
彼
国
意
故 

を
二
つ
に
分
け
て
解
釈
し
て
い
る
。

は
じ
め
に 
⑴

「
云
何
礼
拝
、
身

業

礼

拝

阿

弥

陀

如

来•

応
•

正
遍
知
。
」
、
 

つ
ぎ
に 
⑪

「
為
生
彼
国 

意
故
。
」

に
つ
い
て
解
釈
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
礼
拝
す
る
か
と
い
う
問
い
が
、 

礼

拝

の

対

象
(

何
を
礼
拝
す
る 

の
か)

と
、
礼

拝

の

目

的
(

な
ぜ
礼
拝
す
る
の
か)

と
し
て
明
晰
に
示
さ
れ
る
。

は
じ
め
の⑴

に
よ
っ
て
、

「
礼
拝
す
る
姿
勢
が
尊
い
の
だ
」

と
す
る
よ
う
な
発
想
は
断
ち
切
ら
れ
る
。

た
だ
五
体
投
地
し
て
礼
拝
す
れ 

ば
よ
い
の
で
は
な
い
。
全
身
を
あ
げ
て
何
を
礼
拝
す
る
か
が
決
定
的
な
問
題
で
あ
る
。

そ
の
唯
一
の
対
象
と

し
て

阿
弥
陀
如
来•

応
•

正 

遍
知
な
る
名
号
が
選
ば
れ
て
い
る
。
礼

拝

が

「
帰
命
」

で
あ
る
の
は
、

そ

の

礼

拝

の

対

象

が

如

来

の

名(

ロ
ゴ
ス)

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
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こ
こ
に
は
何
を
礼
拝
す
べ
き
か
を
求
め
続
け
た
法
蔵
菩
薩
の
思
惟
行
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

そ
し
て

(ii)
で
は
礼
拝
の
目
的
動
機
は
何
か
が
示
さ
れ
る
。
礼
拝
の
目
的
は
、
彼
の
国
に
生
れ
る
意
欲
を
な
さ
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
普 

通
に
は
彼
の
国
に
生
ま
れ
る
意
欲
が
あ
る
か
ら
礼
拝
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

し

か

し

曇

鸞

は

「
今' 

常
に
願
生
の
意
を
作
す
べ
き 

が
故
に
阿
弥
陀
如
来
を
礼
し
た
て
ま
つ
れ
と
」

と
、

「
常
に
願
生
の
意
を
作
す
」

た
め
に
阿
弥
陀
仏
を
礼
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

㉗
 

「
彼
の
国
に
生
じ
よ
う
と
い
う
意
欲
を
生
む
」

こ
と
に
こ
そ
身
業
に
礼
拝
す
る
動
機
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
阿
弥
陀
と
い
う
名
は' 

礼
拝
す
る
も
の
に
願
生
の
意
欲
を
必
然
す
る
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
尽
十 

方
無
碍
光
如
来
」

と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
名
は
、
歴
史
を
つ
く
し
て
選
択
さ
れ
表
現
さ
れ
た
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。

こ
の
名
に
こ
そ
衆
生
が
本
当 

に

投

げ

出

す

べ

き

「
こ
と
ば
」(

ロ
ゴ
ス)

が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ

か

ら

こ

そ

阿

弥

陀

仏

へ

の

礼

拝

は

「
帰
命
」

で
な
く
て 

は
な
ら
な
い
。
仏

弟

子
で

あ

ろ

う

と

す

る

も

の

の

礼

拝

は

「
帰
命
」

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
帰
命
は
個
人
的
な
心
情
を
あ
ら
わ
す
の
で 

は
な
い
。

「
帰
命
」

は
法
蔵
菩
薩
に
象
徴
さ
れ
る
仏
道
の
歴
史
に
よ
っ
て
純
粋
な
礼
拝
と
し
て
選
択
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
歴
史
的
行
で 

あ
る
。

そ

れ

ゆ

え

に

「
礼
拝
は
但
だ
是
れ
恭
敬
な
り
、

必
ず
帰
命
に
あ
ら
ず
」

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
帰
命
こ
そ
礼
拝
の
本
当
の
意
義 

で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
以
上' 

帰
命
以
外
に
礼
拝
を
立
て
る
必
要
は
な
い
。
帰
命
は
礼
拝
の
門
か
ら
出
で
て
礼
拝
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
 

こ

の

よ

う

に

「
帰
命
」

は' 

宗
教
的
生
を
誕
生
さ
せ
る
礼
拝
行
を
十
全
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

四 

な

ぜ

「
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」
は
讃
嘆
行
で
あ
る
の
か

㈠
 

礼
拝
門
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
曇
鸞
は
、
讃

嘆

門

の

註

釈

も

「
何
を
以
て
か
尽
十
方
無
碍
光
如
来
是
れ
讃
嘆
門
な
り
と
知
る 

と
な
ら
ば
」

と
い
う
問
い
か
ら
始
め
て
い
る
。
礼

拝
•

讃
嘆
門
以
外
の
三
門' 

つ

ま

り

作

願•

観

察
•

回
向
門
の
解
釈
で
は
、

こ
の
よ
う 

な
問
い
は
置
か
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
常
識
的
な
修
道
観
に
た
っ
と
き
、

「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」

の
二
句
を
行
と
し
て
理
解 

す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
難
し
い
か
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
二
句
を
行
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が' 

『
無
量
寿
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経
』

の
示
す
宗
教
的
生
の
本
質
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
。

ど

う

し

て

「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」

と

い

う

「
こ
と
ば
」

が

讃

嘆

門

の

「
行

」

で
あ
る
の
か
。

そ
れ
は
讃
嘆
門
が
口
業
で
あ
る
か
ら
で 

あ
る
。

口
業
は
発
声
で
は
な
い
。

口
業
は
、
思
已
業
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
思
業
で
あ
る
と
こ
ろ
の
意
業
の
表
現
で
あ
る
。
内
な 

る
意
思
を
ロ
ゴ
ス
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
口
業
で
あ
る
。

口
業
を
も
っ
て
讃
嘆
す
る
と
い
う
行
は
、
礼
拝
す
る
対
象
を
明
晰
か
つ
判
明
な 

「
こ
と
ば
」

と
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ

れ

ゆ

え

に

口

業(

言
語
的
行
為)

と

し

て

表

現

さ

れ

る

「
こ
と
ば
」
と
し
て
示
さ
れ
な 

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

口

業

で

な

い

「
こ
と
ば
」

で
あ
れ
ば
人
生
の
あ
り
方
に
何
の
ヵ
も
も
た
な
い
、
単
な
る
符
号
で
し
か
な
い
一 

安
田
理
深
は
、
根

源

的

な

「
こ
と
ば
」
を

「
言
(

ご
ん
、w
o
r
t
)

」
と
呼
び
、

「
言
」
に

つ

い

て

語

る

「
言

の

葉
(

こ
と
の
は
、s

p
r
e
c
h
e
)
」  

と
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
。
あ

ら

ゆ

る

教

え

は

こ

の

「
言
」

を
時
代
と
社
会
の
限
定
の
中
で
表
現
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ 

え

に

「
言
の
葉
」

を

聴

く

こ

と

に

よ

っ

て

「
言
」

を
聞
く
の
で
あ
る
。

ま
た
仏
の
名
号
は
名
詞
で
は
な
く
、

動
詞
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も 

し
て
い
る
。
「
こ
と
ば
」

に
は
、

二
つ
の
位
相
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

自
己
と
世
界
を
分
離
し
、

世
界
を
分
節
し
な
が
ら
モ
ノ
と
し
て
名 

前

を

与

え

て

い

く

「
名
詞
的
」
な

「
こ
と
ば
」

と' 

全
身
全
霊
を
も
っ
て

呼
び
か
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
た
「
行
為
的
」

「
動
詞
的
」
な 

「
こ
と
ば
」

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
仏
の
名
は
後
者
で
あ
る
。

そ

れ

は

呼

び

声

と

し
て

働

く

よ

う

な

「
こ
と
ば
」

で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い 

か
も
し
れ
な
い
。

つ

ま

り

「
言
」
な
る
声
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
事
実
そ
の
も
の
が
行
な
の
で
あ
る
。
 

口
業
が
、

「
た
だ
」
「
讃
嘆
す
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
と
き' 

そ
れ
は
単
な
る
言
語
行
為
で
は
な
く
、
行
で
あ
る
。

そ
の
言
葉
は
発
声 

で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
日
常
的
な
言
語
活
動
の
一
つ
で
も
な
い
。

そ
れ
は
、
自
ら
が
畢
竟
何
に
帰
依
す
る
か
を
表
明
す
る
こ
と
で 

あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
言
語
行
為
と
い
う
よ
り
は
、
全
存
在
を
あ
げ
た
責
任
的
な
行
為
で
あ
る
。

そ
れ
は
実
際
、
全
人
的
な
決
断
を
も
つ 

た
選
び
で
あ
る
。

つ
ま
り
阿
弥
陀
の
名
は
、
抽
象
的
な
記
号
で
も
、
陀
羅
尼
で
も
、
聖
な
る
名
で
も
な
い
、

そ
れ
は
全
人
的
な
行
為
と
切 

り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
名
で
あ
る
。

し
か
し
私
た
ち
は
、

そ

の

よ

う

な

「
言
」
を
、
個
人
の
体
験
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
い
く
。
だ
か 

ら

こ

そ

「
帰
命
」
と

い

う

こ

と

が

「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」

の
名
に
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
こ
と
ば
」
が
行
と
な
る
の
は
、

全
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存
在
を
あ
げ
る
と
い
う
帰
命
の
行
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
に
曇
鸞
は
、
礼
拝
門
と
讃
嘆
門
を
切
り
離
す
こ
と
な
く
解
釈
し 

た
の
で
あ
ろ
う
。

㈡

〈
南
無
——
無
限
〉
と
い
う
構
造
こ
そ' 

宗
教
的
生
を
表
現
す
る
行
の
骨
格
で
あ
る
。
宗
教
的
生
か
ら
余
分
な
衣
を
は
ぎ
取
り' 

贅 

肉
を
取
り
除
い
た
、
宗

教

的

生

の

骸

骨

は

〈
南
無
—
無
限
〉

で
あ
る
。
無

限

に

帰

命
(

南
無)

し' 

無
限
を
礼
拝
す
る
。

「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」

は
有
限
と
無
限
と
の
も
っ
と
も
原
初
的
な
関
係
を
表
現
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
教
的
生 

は' 

讃
嘆
す
べ
き
も
の
を
礼
拝
す
る
こ
と
に
あ
る
。

よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
無

限

を

表

現

す

る

「
言
」

に
帰
命
す
る
こ
と
に
あ
る
。

し
か 

し
そ
の
無
限
な
る
存
在
が
有
限
な
る
存
在
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る.
へ
き
か
が
問
題
で
あ
る
。
も

し

無

限

を

表

現

す

る

「
言
」 

を
、

「
言
葉
」

と
し
て
有
量
な
る
存
在
の
内
に
立
て
れ
ば'

「
自
性
唯
心
に
沈
む
」

こ
と
に
な
る
。

そ

れ

は

神

秘

的

な

体

験(

内
在
的
な
神
、
 

汎
心
論
的
神
の
直
感
か
も
し
く
は
知
的
直
観)

で
し
か
な
く'

こ
の
と
き
は
凡
夫
の
現
実
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
。
も
し
無
限
を
表
現
す

©

る

「
言
」
を
、
有
量
な
る
存
在
の
外
に
立
て
れ
ば' 

「
定
散
自
心
に
迷
う
」

こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
神
と
か
天
国
、
如
来
と
か
浄
土
の 

よ
う
な
外
在
的
実
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は

絶

対

者

か
ら

の

教

条•

律
法
と
し
て
の
み
し
か
人
間
に
は
開
示
さ
れ
な
い
。
内 

で
あ
ろ
う
と
外
で
あ
ろ
う
と' 

ど

ち

ら

も

自

心(

個
人
的
な
主
観
も
し
く
は
自
我
意
識)

の
う
え
に
仮
に
立
て
ら
れ
た
像
、
 

偶
像
で
し
か 

な
い
。

そ
れ
は
対
象
と
し
て
主
観
的
な
も
の
と
さ
れ
る
に
し
て
も
客
観
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
る
に
し
て
も
、
自
心
の
内
に
仮
に
立
て
ら 

れ
た
影
像
で
し
か
な
い
。

無
限
そ
の
も
の
は' 

有
限
な
る
存
在
の
対
象
論
理
に
立
つ
意
識
に
と
っ
て
は
思
い
描
く
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。

も
と
も
と
無
限
な
る 

「
言
」

は' 

有
限
な
も
の
へ
の
信
頼
に
基
づ
く
人
間
中
心
主
義
、
自
我
中
心
主
義
的
な
発
想
を
打
ち
砕
く
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
人 

間
は' 

ど
う

に
か
し
て

無
限
を

実
体
化•

偶
像
化
し
て

自
ら

の
手
の
う
ち

に
安
心
し
て

握
る
こ

と
が
で

き

る
も

の(

体

験
•

自
力
行)

へ 

と
変
質
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
南
無
を
離
れ
た
と
き
、

無

限
(

も

し

く

は

無

限

を

表

す

「
言
」)

は
実
体
化
す
る
し
か
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な
い
。

礼
拝
が
讃
嘆
に
と
っ
て
不
可
離
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
無
限
と
い
う
観
念
が
、
内
に
も
外
に
も
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
知
的
に 

も
倫
理
的
に
も
関
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
礼
拝
と
い
う
か
た
ち
で
の
み
関
係
が
成
立
す
る
。
礼
拝
を
離
れ
て
語
ら 

れ
る
無
限
は
、
す
で
に
実
体
化
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

浄
土
教
の
歴
史
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
無

限

の

「
言
」

を
象
徴
的
に
表
現
す
る
阿
弥
陀
の
名
も
ま
た
実
体
化
さ
れ
固
定
化
さ
れ
て
い 

っ
た
。
仏
の
名
の
り
さ
え
対
象
化
し
実
体
化
し
て
い
く
と
い
う
人
間
の
運
命
を
超
え
て
い
く
道
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

㈢
 

讃

嘆

門

は

問

い

を

起
こ

す
こ

と

に

よ

っ
て

宗

教

的

生(

我
一
心)

を
回
復
す
る
。

実
は' 

讃
嘆
行
自
身
の
う
ち
に
そ
の
道
は
含
ま
れ
て
い
る
。
龍
樹
、
天
世
の
よ
う
な
大
乗
を
代
表
す
る
菩
薩
さ
え
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ 

と
を
要
求
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
曇
鸞
は
そ
の
理
由
を' 

浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
菩
薩
の
求
道
に
と
っ
て
最
大
の
難
関
で
あ
る 

七
地
沈
空
を
突
破
し
て
い
く
た
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

そ

の

こ

と

に

よ

っ

て

「
上
に
求
め
る
べ
き
菩
提
な
く
、

下
に
度
す
べ
き
衆
生
な 

し
」
と
い
う
よ
う
な
宗
教
的
実
存
と
し
て
の
実
体
化
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
い
く
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
親
鸞
が
端
的
に
語 

る
よ
う
に' 

浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
の
意
義
は
、

不

虚

作

住

持(

因
縁)

の
環
境
に
与
か
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。

「
尽
十
方
無
碍
光 

如
来
」
と

い

う

「
言
」

は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
と
の
無
限
の
関
係
の
な
か
に
生
き
て
い
る
縁
起
の
事
実
を
、
私
た
ち
に
呼
び
か
け
思
い
出
さ 

せ
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て'

「
言
」

は
存
在
を
方
向
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、
絶

え

間

な

く

歩

ま

せ

る

の

で

あ

る(

つ
ま
り
住
持
で
あ
る)

。
 

し
か
し' 

ど

の

よ

う

な

構

造

を

も

っ

て

「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と

い

う

「
言
」

は
存
在
を
し
て
仏
弟
子
と
す
る
の
か
。

ど
の
よ
う
に 

し
て
宗
教
的
生
へ
と
呼
び
か
え
す
の
か
。
曇
鸞
は
、
讃
嘆
門
の
解
釈
を
次
の
よ
う
に
始
め
る
。

何
を
以
て
か
尽
十
方
無
碍
光
如
来
は
是
れ
讃
嘆
門
な
り
と
知
る
と
な
ら
ば' 

下
の
長
行
の
中
に
言
わ
く
、

云
何
が
讃
嘆
門
、

謂
く
彼 

の
如
来
の
名
を
称
し
、
彼
の
如
来
の
光
明
智
相
の
如
く
、
彼
の
名
義
の
如
く
、
実
の
如
く
修
行
し
相
応
せ
ん
と
欲
う
が
故
と
な
り
。
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つ
ま
り' 

称
名
は
、
光
明
智
相
の
ま
ま
に
、
名
義
の
ま
ま
に
、
実
の
よ
う
に
修
行
し
相
応
し
よ
う
と
欲
求
す
る
こ
と
を
内
実
と
し
て
い 

る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、

こ

こ

に

い

う

「
下
の
長
行
」
と

は

『
浄
土
論
』
解

義

分

の

「
称
彼
如
来
名
如
彼
如
来
光
明
智
相
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相 

応
故
」

の
文
で
あ
る
。

こ
の
文
は
普
通
で
あ
れ
ば
、

(a)
称
彼
如
来
名
、

⑹

如
彼
如
来
光
明
智
相
、

⑹

如
彼
名
義
、

⑴

欲
如
実
修
行
相
応
故
、

と
四
段
に
分
け
て
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す

れ

ば

祢

名
と

い
う

修
行
の
態
度
が

三
つ
の
「
如

」

に
よ
っ
て
並
列
的
に
あ
げ
ら
れ 

て
い
る
だ
け
で
、
な
ん
の
疑
問
も
起
こ
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
曇
鸞
は
こ
の
文
章
を
以
下
の
よ
う
に
三
段
に
分
け
、
あ
え
て⑹

(d)
を
一
連
の 

文
と
し
て
解
釈
を
施
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

(a) 

称
彼
如
来
名

(b) 

如
彼
如
来
光
明
智
相

⑹

(d)
如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応

こ
の
区
分
の
方
法
に
曇
鸞
の
独
自
の
解
釈
方
法' 

ま
た
そ
の
解
釈
を
支
え
る
問
題
を
意
識
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
 

こ
の
こ
と
に
注
意
し
、
改

め

て

『
論
註
』

上
巻
で
の
讃
嘆
門
の
解
釈
を
み
る
と' 

曇
鸞
は
、

次
の
よ
う
に
讃
嘆
門
を
定
義
し
て
注
釈
を
結 

ん
で
い
る
。

彼
の
如
来
の
名
に
依
る
、
彼
の
如
来
の
光
明
智
相
の
如
く
、
讃
嘆
す
る
な
り
。
故
に
知
り
ぬ
。
此
の
句
は
是
れ
讃
嘆
門
な
り
。
 

こ
こ
に
は
注
目
す
べ
き
二
つ
の
点
が
あ
る
。

第
一
点
は
、

『
浄
土
論
』

で

「
称
彼
如
来
名
」
と

あ

る

と

こ

ろ

が

「
依
彼
如
来
名
」

に
変
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え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
曇
鸞
は
、
世

親

が

「
称
」

と
表
現
し
た
意
義
は
、
実

は

宗

教

的

生

の

事

実

と

し

て

は

「
依
」
と
い 

う
課
題
に
応
え
た
の
で
あ
る
と
解
釈
し
な
お
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
讃
嘆
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
発
声
や
賞
賛
で
は
な
く
、 

ま
た
観
念
の
た
め
の
手
段
で
も
な
く
、

「
依
(

依
り
処)

」

と
い
う
宗
教
的
実
存
に
と
っ
て
の
最
大
の
関
心
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と 

を
示
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
点
に
は
、
こ
れ
が
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
冒
頭
で
は
挙
げ
ら
れ
て
い
た
長
行
の
文
か
ら
何⑷

に

あ

た

る

「
如 

彼
名
義
如
実
修
行
相
応
故
」
と
い
う
一
文
が
省
か
れ
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は

(a)⑹

と©

⑷

で
は
讃
嘆
行
を
明
ら
か
に
す
る
側 

面
が
違
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
讃
嘆
門
の
語
義
的
な
定
義
で
あ
れ
ば
、
前
の
二
つ

(a)
(b)
で
十
分
に
つ
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

で
は
、
省
か
れ
た
一
文⑹

(d)
が
も
つ
讃
嘆
門
の
側
面
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
曇
鸞
は
下
巻
の
讃
嘆
門
解
釈
に
お
い
て
、

上 

述
の®

と

(b)
の
解
釈
を
終
え
、⑹

(d)
の
解
釈
に
入
っ
て
、
す
ぐ
に
問
い
を
展
開
す
る
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
、⑹

(d)
の
解
釈
に
は
、

こ
の
問 

い
が
必
然
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
な
感
が
あ
る
。

こ
の
問
い
は
、
上

巻

で

な

さ

れ

た

「
無
碍
応
如
来
の
光
明
無
量
に
し
て
十
方 

国
土
を
照
ら
し
た
ま
う
に
障
礙
す
る
と
こ
ろ
な
し
と
言
わ
ば' 

此
の
間
の
衆
生
、
何
を
以
て
か
光
照
を
蒙
ら
ざ
ら
ん
や
」
と
い
う
問
い
を 

思
い
起
こ
さ
せ
る
。

如
彼
名
義
欲
如
実
修
行
相
応
は
、
彼
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
は
能
く
衆
生
一
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
一
切
の
志
願
を
満
て
た 

ま
う
。
然
る
に
名
を
称
し
憶
念
す
る
こ
と
あ
れ
ど
も
、

無

明

由

お

〔
存
〕

し
て
所
願
を
満
て
ざ
る
は
何
ん
と
な
れ
ば
、
 

と
問
い
、

さ
ら
に
そ
の
理
由
を'

如
実
修
行
せ
ざ
る
と
名
義
と
相
応
せ
ざ
る
に
由
る
が
故
也
。

と

「
不
如
実
修
行
」

「
不
相
応
名
義
」
と

押

さ

え

「
二
不
知
」

「
三
不
信
」
と
展
開
し
、
最
後
に
、

は

じ

め

®
 

此
れ
を
相
違
せ
る
を
如
実
修
行
相
応
と
名
づ
く
。

是
の
故
に
論
主
、
建

に

「
我
一
心
」

と
言
ま
え
り
。
 

と

「
我
一
心
」

と
い
う
世
親
の
表
白
に
集
約
さ
せ
て
い
く
。

「
此
れ
と
相
違
せ
る
を
」

と
、

否
定
的
表
現
も
っ
て
示
さ
れ
る
の
は
、

そ
の

36



問
い
が
、
衆
生
に
対
し
て
如
実
に
相
応
し
て
い
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
せ
る
と
い
う
具
体
性
を
も
っ
て
働
く
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

世
親
が
讃
嘆
門
の
定
義
に
後
半
の
二
句⑹

⑴

を
加
え
た
の
は
、
讃
嘆
と
い
う
行
は
如
実
修
行
相
応
と
い
う
問
題
提
起
を
衆
生
に
対
し
て 

投
げ
か
け
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
と
曇®

が
理
解
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
讃
嘆
行
は
、
単
に
仏
の
功
徳
の
賞
賛
に
お
わ
る
の
で 

は
な
い
。

讃

嘆

さ

れ

た

仏

の

名(

言)

は
、

必

然

的

に

展

開

と

し

て

衆

生

に

「
名
義
の
ご
と
く
」
「
実
の
ご
と
く
修
行
し
相
応
せ
ん
と
欲 

う
」

こ
と
を
要
請
し
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
讃
嘆
門
は
、

「
言
」

の
現
前
に
よ
っ
て
、
有
限
な
る
存
在
自
身
を
存
在
の 

根
底
か
ら
問
い
質
す
よ
う
な
問
い
を
突
き
つ
け
る
。
衆
生
は
選
択
本
願
の
仏
道
の
歴
史
の
前
に
一
人
で
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
 

そ
の
問
い
は
、

そ
の
問
い
の
ご
と
く
に
内
観
す
れ
ば
、

衆
生
が
本
来
帰
る
べ
き
主
体
、

「
建
言
我
一
心
」
と
い
う
宗
教
的
生
へ
と
帰
ら
し 

め
る
の
で
あ
る
。
世
親
が
、
は

じ

め

に

世

尊

に

向

か

っ

て

「
我
一
心
」

と
呼
び
か
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
宗
教
的
人
間
の
原
点
へ
存
在
を& 

着
地
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
、

「
我
」

を

「
世
親
の
わ
が
身
と
の
た
ま
え
る
な
り
」
と
解
釈
し
た
よ
う
な
主
体
へ
呼
び
戻
す
の
で
あ
る
。
 

こ

の

よ

う

に

帰

命

さ

れ

る

「
言

」
は
、
衆
生
に
究
極
的
な
問
い
を
生
み
出
す
。
と
い
う
よ
り
も
究
極
的
な
問
い
の
な
か
に
宗
教
的
存
在 

を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
を
摂
取
す
る
。
存
在
は
こ
の
問
い
に
支
え
ら
れ
て
主
体
へ
帰
る
道
を
無
限
に
歩
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

ま
さ
し
く
我
々
の
問
う
べ
き
こ
と
は
、
無
限
を
求
め
る
自
己
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ

の

「
言
」

は
、

ま

さ

し

く

「
碍
は
衆
生
に
属
す
」 

と
こ
と
を
思
い
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

㈣
 

礼
拝
門
で
は
礼
拝
す
る
対
象
が
阿
弥
陀
仏
の
三
号
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
自
覚
を
求
め
る
以
上
、
礼

拝

の

対

象

は

「
言
」 

で
あ
る
こ
と
、
宗
教
的
表
現
と
は
そ
の
も
っ
と
も
深
い
意
味
に
お
い
て
仏
の
名
号
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
讃
嘆 

門
で
は
、
そ

の

「
言
」
が

「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」

は
、

『
無
量
寿
経
』

に
阿
弥
陀
仏
の
十
二
光
の
名
が
阿
弥
陀
仏
の
意
義
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
な
か
か
ら 

世
親
が
選
び
と
っ
た
名
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

た
ま
た
ま
十
二
の
な
か
か
ら
こ
の
名
を
取
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
世
親
は
、

こ
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の

名

義

に

「
如
来
、
応
供
、

正
遍
知
」

の
三
号
で
押
さ
え
ら
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
本
質
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
世
親
は' 

礼
拝
す
べ 

き

無

限

を

『
無
量
寿
経
』

の

伝

統

に

立

っ

て

「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

さ

て

『
浄
土
諭
』

に
依
れ
ば
、

礼

拝

門
•

讃
嘆
門
の
結
果
と
し
て
の
第
二
功
徳
相
は
、

「
大
会
衆
の
数
に
入
る
こ
と
を
得
る
」

こ
と
で 

あ
る
。
そ
こ
で
は
帰
依
僧
伽
と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が' 

こ
の
課
題
は
、
作

願

門

「
願
生
安
楽
国
」
と
の
関
わ
り
の
な
か
で 

後
日
稿
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。

曇
鸞
は
、
「
〈
願
生
安
楽
国
〉
は
一
句
は
、
意
業
の
作
願
門
で
あ
る
か
ら
、
世

親

の

帰

命

の

意(

欲)

を
表
明
し
て
い
る
」
と
注
釈
し
て 

い
る
。

つ

ま

り

「
願
生
安
楽
国
」

は
、
世
親
が
帰
命
す
る
意
欲
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、

『
無
量
寿
経
』

に
基
づ
い
て
精
確
に 

記
述
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
上

述

し

た

よ

う

に

礼

拝•

讃

嘆
•

作
願
の
三
念
門
は
、
身
•

ロ
—
意
と
次
第
す
る
。
宗
教
心
は
、
 

身
体
的
表
現
を
通
し
て
内
面
的
根
源
的
意
欲
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
表
現
さ
れ
た
行
を
通
し
て
表
現
す
る
意
欲
を
感
得 

す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
世
親
が
安
楽
国
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
と
い
う
意
欲
を
お
こ
し
、

そ
れ
か
ら
礼
拝
し
讃
嘆
す
る
の
で 

は
な
い
。

ま
た
世
親
が
帰
命
し
、
名
を
讃
嘆
し
、

さ
ら
に
願
生
す
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
言
え
ば
、
世
親
は' 

礼 

拝
し
讃
嘆
す
る
行
に
お
い
て
、

は
じ
め
て
行
の
内
に
自
ら
の
要
求
を
超
え
た
共
同
体
を
生
き
よ
う
と
い
う
意
欲
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
 

礼

拝
•

讃
嘆
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、

い
つ
で
も
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
実
現
で
き
る
行
と
し
て
歴
史
的
に
選
び
と
ら
れ 

て
き
た
行
で
あ
る
。
世
親
は
、

そ
の
歴
史
的
な
行
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
な
意
欲
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。
世
親
は' 

礼
讃
の
行
に
表
現
さ
れ 

て

い

る

「
願
生
安
楽
国
」

に

真

の

自

己(

我
一
心)

を
支
え
る
歴
史
的
な
清
浄
意
欲
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
『
願
生
偈
』

の
第
一
行
は
、
帰 

敬
と
い
う
宗
教
的
事
実
が
成
り
立
つ
全
人
的
行
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
表
現
し
て
い
る
。
曇®

は
、

こ

の

よ

う

な

こ

と

を

「
世
尊
我
一
心 

帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽
国
」

の
一
行
の
な
か
に
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
三
業
が
宗
教
的
生
を
成
立
さ
せ
る
行
を
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
下
二
門
の
観
察
、

回
向
に
配
当
さ
れ
る
智
業
と
方
便
智
業
は
、
 

そ

の

生

に

展

開

す

る

智

慧

の

働

き(

世
界
観
と
歴
史
観)

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
帰
命
す
る
存
在
に
、
願
生
の
意
欲
が
出
現
す
る
と
、
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そ
の
願
生
の
意
欲
に
よ
っ
て
自
己
は
包
ま
れ
る
。

そ

の

「
願
生
安
楽
国
」

の
意
欲
に
よ
っ
て
自
己
が
包
ま
れ
る
と
、
自
己
の
意
識
の
う
え 

に
仏
道
の
智
慧
が
世
界
観
と
歴
史
観
と
し
て
展
開
し
て
い
く
。

『
論
』

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

智
慧
は
二
重
の
性
質
を
も
っ
て
展
開
し
て 

い
く
。

そ
の
相
を
記
述
し
た
の
が
智
業
の
観
察
門
、
方
便
智
業
の
回
向
門
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
門
は
作
願
と
い
う
心
業
の
歩
み
で
あ
る
。
 

こ
の
二
門
を
通
し
て
私
た
ち
は
純
粋
な
願
生
の
意
欲
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ

れ

が

「
起
下
二
門
」

の
意
味
で
は
な
い
だ
ろ 

う
か
。

お

わ

り

に

礼

拝
•

讃
嘆
と
い
う
行
を
見
失
っ
た
存
在
に
、
願
生
と
い
う
意
欲
の
現
行
は
な
い
。
礼
讃
は
無
限
と
有
限
な
る
私
た
ち
の
関
係
を
身
体 

に
表
現
し' 

主
体
の
純
粋
な
意
欲
へ
と
私
た
ち
を
呼
び
か
え
す
行
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
純

粋

な

る

意

欲
を

生

み

出
す

礼

拝•

讃
嘆 

の
行
を
衆
生
に
明
示
す
る
こ
と
が
浄
土
仏
教
の
課
題
で
あ
っ
た
。
礼
讃
の
行
に
よ
っ
て
、
人
は
人
生
に
崩
れ
る
こ
と
の
な
い
基
盤
を
与
え 

ら
れ
、

人
生
が
方
向
づ
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
具
体
的
に
は
人
生
に
根
源
的
な
問
い
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
問
い
の
な 

か

に

根

源

的

な

意

欲(

究
極
的
関
心)

を
一
瞬
一
瞬
に
回
復
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
曇
鸞
の
ふ
れ
た
不
退
転
の
生
の
具
体
相 

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

註

①
 

『
真
宗
聖
教
全
書
』

一
 
• 

一
七
九
頁
源
漢
文
。

®
 

『
大
阿
弥
陀
経
』
と
同
じ
二
十
四
願
経
で
あ
る
『
平
等
覚
経
』
に

も

「
無
量
清
浄
仏
の
た
め
に
礼
を
な
し
、
頭
脳
を
も
っ
て
地
に
著
け
て
、
南
無
無 

量
清
浄
平
等
覚
と
言
え
。
」
と
あ
る
。

ま
た
仏
教
に
お
け
る
礼
拝•

讃
嘆
の
原
初
的
な
意
味
を
探
る
と
き
次
の
指
摘
も
参
考
に
し
て
よ
い
。

「
頭
面
を
も
っ
て
釈
尊
の
足
を
礼
拝
し
、
か
れ
に
い
っ
た
。

『
こ
こ
に
わ
れ
ら
は
尊
師
と
法
と
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
。

尊
師
よ
。
わ
れ
ら
を
在
家 

信
者
と
し
て
う
け
い
れ
た
ま
え
。
今
日
よ
り
は
じ
め
て
命
の
終
わ
る
ま
で
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
』
と
。
か
れ
ら
は
、
世
間
に
お
い
て
て
は
じ
め
て
〔仏

39



③⑤④⑥⑧⑦
と
法
と
に
対
す
る
〕
二
帰
依
を
唱
え
て
在
俗
信
者
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
」(

中
村
元
選
集
決
定
版
第
十
一
巻
『
ゴ
ー
タ
マ•

ブ
ッ
ダ
』
岩
波
書
店) 

も
ち
ろ
ん
主
観
も
主
体
も
英
語
で
は
同
じ
く s

u
b
j
e
c
t

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
主
観
と
主
体
を
区
別
し
て
い
る
。
安
田
理
深
に
、
主
観
と
主
体
と 

い
う
意
義
を
見
い
だ
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま

た

『
岩
波
現
代
社
会
学
講
座4

』
に
お
い
て
湯
浅
泰
雄
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
身
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
自
我
の
意
識
に
人
間
の
本
質
を
求
め
、
思
考
の
主
体
と
し
て
の
理
性
を
そ
の
中
心
に
お
い
た
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
主
体
は 

身
体
と
い
う
基
盤
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
世
界
を
客
観
的
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
「
主
観
」
に
な
る
。
こ
う
し
て
理
性
は
思
考
の
論
理
的
形
式
の
統
合 

者
と
し
て
、

世
界
を
知
的
支
配
の
下
に
お
く
に
至
る(

カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回)

。

ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
よ
う
な
観
念
諭
哲
学
の
主
知
主
義
を 

—
!

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
口
を
借
り
て
——

本
能
か
ら
切
断
さ
れ
た
理
性
と
呼
ん
で
い
る
。」(

五
〇
頁)

「
「
西
洋
語
のs

u
b
j
e
c
t
;

は
認
識
論
で
い
う
自
我
意 

識
と
し
て
の
「
主
観
」
の
ほ
か
に
、
実
存
的
意
味
を
も
つ
「
主
体
」
、
文
法
上
の
「
主
語
」
、
討

論

の

「
主
題
」
な
ど
も
意
味
す
る
多
義
的
な
言
葉
な
の 

で
、
日
本
語
の
方
が
意
味
内
容
を
厳
密
に
区
別
で
き
る
。
」(

ベ
ル
ク
『
空
間
の
日
本
文
化
』
ち
く
ま
文
芸
文
庫
、

一
七
頁
参
照)

。
」(

六
九
頁)

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
加
点
編
二•

六
頁•

原
漢
文

こ
れ
は
高
僧
伝
な
ど
に
よ
っ
て
筆
者
が
作
り
上
げ
た
問
い
で
あ
る
。
曇
鸞
自
身
は
こ
の
伝
説
化
さ
れ
た
回
心
体
験
に
つ
い
て
な
に
も
述
べ
て
い
な
い
。

し
か
し
法
然
、

親
鸞
は
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
』
註
釈
の
姿
勢
を
こ
の
伝
説
に
照
ら
し
て
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

「
世 

尊
」
は

b
h
a
g
a
v
a
卄

「
聖
な
る
者
」
「
福
徳
あ
る
者
」
の
漢
訳
で
直
接
的
に
は
釈
尊
を
指
示
し
て
い
る
。

『
無
量
寿
経
』
に
は

「
吾
、
当
は
世
に
於
い
て

る
べ
し
ー
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
世
に
お
い
て
無
上
に
尊
い
あ
り
方
を
示
す
存
在
」
を

「
世
尊
」
と
し
て
了
解
し
た
い
。
曇
鸞
も
、
ま
ず

こ
れ
が
諸
仏
に
共
通
す
る
呼
び
名
で
あ
り
、
そ
の
名
義
は
「
能
く
世
間
を
利
し
て
世
の
為
に
尊
重
」
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、

つ
ぎ
に
こ
こ
で
い
う

は
世
尊
は
『
無
量
寿
経
』
を
説
か
れ
た
釈
尊
で
あ
る
と
限
定
し
て
い
く
。

さ
ら
に
曇
鸞
は
第
二
行
の
成
上
起
下
の
意
義
を
三
何
依(

何
処
依W

h
e
r
e

 •

何
故
依W

h
y

 •

云
何
依H

o
w
)

と
い
う
解
釈
方
法
を
用
い
て
論
証
す 

る
。
こ
の
解
釈
の
根
底
に
は
、
偈
文
は
畢
竟
、

「
世
尊
我
一
心
」
な
る
主
体
が
依
っ
て
立
つ
も
の
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え 

に

「
成
上
起
下
」
の
解
釈
が
、
三
何
依
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
法
で
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
加
点
編
二•

五
頁

身

業•

口
業•

意

業•

方
便
智
業
の
五
業
の
体
系
も
基
本
的
に
は
身
口
意
の
三
業
に
収
斂
さ
れ
よ
う
。

「
是
れ
を
菩
薩
摩
訶
薩
の
随
順
五
種
の
法
門 

•

所
作
、
意
に
随
い
て
自
在
に
成
就
せ
り
と
名
づ
く
。
向
の
所
説
の
如
き
身
業•

口
業•

意

業•

智

業•

方
便
智
業
は
随
順
の
法
門
な
る
が
故
に
と
。

い
う
は
、
言
う
こ
こ
ろ
は
、
此
の
五
種
の
功
徳
を
し
て
、
能
く
清
浄
土
に
生
ま
れ
て
、
出
没
自
在
な
る
な
り
。
身
業
は
礼
拝
な
り
、

口
業
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は
讃
嘆
な
り
、
意
業
は
作
願
な
り
、
智
業
は
観
察
な
り
、
方
便
智
業
は
回
向
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
此
の
五
種
の
業
和
合
す
れ
ば
、
則
ち
是
れ
往
生

、
自
在
の
業
成
就
せ
る
な
り
。
」(

『
真
宗
教
全
書
』

一
 
•

三
四
三
頁)

⑩⑨

『
真
宗
の
教
学
に
お
け
る
宿
業
の
問
題
』(

東
本
願
寺
教
学
研
究
所
編)

参
照
。

も
ち
ろ
ん
『
中
論
』
が
示
す
よ
う
に
業
を
作
る
存
在
が
ま
ず
存
在
し
て
業
を
作
る
の
で
は
な
い
。
業
を
作
る
者
と
業
と
は
相
依
相
待
の
関
係
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
縁
起
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
業
を
作
る
こ
と
に
先
立
つ
生
存
在
と
い
う
実
体
的
な
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
。

つ
ま
り
業
の
作
に
仮
設
し
た 

も
の
が
作
業
者(

生)

で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
業
を
作
る
実
体
と
い
う
も
の
を
立
て
れ
ば
輪
廻
す
る
実
体
的
自
我
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
 

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
易

行

品(

『
真
宗
聖
教
全
書
』

一
 
•

二
五
四
頁)

原
漢
文
。

⑫@⑭⑬

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
易

行

品(

『
真
宗
聖
教
全
書
』

一
 
•

二
五
八
頁)

原
漢
文
。

因
み
に
親
鸞
は
「
阿
弥
陀
等
の
仏
及
ビ
諸
大
菩
薩
、

名
ヲ
称
し
ー 

心
に
念
ず
れ
ば
亦
タ
不
退
転
を
得
ル
こ
と
是
の
如
し
。
阿
弥
陀
等
の
諸
仏
、
亦
タ
恭
敬
礼
拝
し
其
の
名
号
を
称
す
応
し
。
今
、
当
に
具
さ
に
無
量
寿
仏

を
説
く
べ
し
。
世
自
在
王
仏
乃
至
有
其
余
仏
是
の
諸
仏
世
尊
現
在
十
方
の
清
浄
世
界
に
皆
名
ヲ
称
し
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
憶
念
す
る
こ
と
是
の
如
し
」

と

『
無
量
寿
経
』
の
文
脈
で
読
み
変
え
て
い
る
。

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
除

業

品(

『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
二
六
巻
四
五
頁
上)

原
漢
文
。

経
部
で
は
、
行
為
を
意
思
活
動
と
す
る
見
解
か
ら
、
意
業
は
意
思
の
内
的
活
動
で
あ
る
思
業(

意
思
そ
の
も
の•

審
慮
思
と
決
定
思)

で
あ
り
、
身 

ー
の
二
業
は
思
業
の
結
果
で
あ
る
思
已
業(
意
思
の
の
ち
に
起
こ
さ
れ
た
行
為•

そ
の
本
質
は
動
発
勝
思)

で
あ
る
と
す
る
。
と
く
に
唯
識
教
学
で
は

〇
「
身
•

語
の
表
は
、
思
に
由
て
発
す
る
が
ゆ
え
に
、

仮
に
説
い
て
業
と
な
す
。

思
が
履
む
と
こ
ろ
な
る
が
ゆ
え
に

(

『
成
唯
識
論
』)

。

そ
こ
に
は
か
た
ち
を
通
し
て
本
質
に
近
づ
く
、
と
か
道
は
「
か
た
」
か
ら
入
る
と
い
う
よ
う
東
洋
的
な
発
想
を
想
起
し
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
 

も
ち
ろ
ん
蜃
鸞
の
礼
拝
と
帰
命
に
つ
い
て
の
検
討
を
通
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
が
、

「
か
た
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
「
か
た
」
で
し
か
な
い
。

し
か
し
そ
の 

「
か
た
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
選
び
取
ら
れ
て
き
た
の
か
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
「
か
た
」
を
選
び
取
る
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
問
わ 

れ
る
必
要
が
あ
る
。

「
世
尊
よ
、
も
し
も
、
わ
た
し
が
覚
り
を
得
た
後
に
、
無
量
の
諸
仏
国
土
に
お
け
る
無
量•

無
数
の
世
尊•

目
覚
め
た
人
た
ち(

=
=

諸
仏)

が
、
わ 

た
し
の
名
を
称
え
た
り
、
ほ
め
讃
え
た
り
せ
ず
、
賞
賛
も
せ
ず
、
ほ
め
こ
と
ば
を
宣
揚
し
た
り
弘
め
た
り
も
し
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
間
は
わ 

た
し
は
、
〈
こ
の
上
な
い
覚
り
〉
を
現
に
覚
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
う
に
。」(

岩

波

『
浄
土
三
部
経
』)

。
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こ
の
よ
う
な
立
体
的
な
構
造
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
親®

は
、

『
入
出
二
門
偈
』
で
五
念
門
行
は
法
蔵
菩
薩
が
、

衆
生
に
お
け
る
真
の
宗
教
的
人
間
像 

と
は
何
か
を
も
と
め
た
業
と
し
て
語
る
の
で
あ
る
。

⑲ ⑱

「
第
一
行
の
四
句
に
相
い
含
み
て
三
念
門
あ
り
、
上
の
三
句
は
是
れ
礼
拝•

讃
嘆
門
な
り
。
下
の
一
句
は
是
れ
作
願
門
な
り
」(

『
定
本
親
鸞
聖
人
全 

集
』
加
点
編
二•

五
頁)

「
第
一
行
の
三
念
門
を
釈
し
畢
り
ぬ
」(

同
一
〇
頁)

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

曇
鸞
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
我
一
心
」
と
は
、
「
無
碍
光
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
り
て
、
安
楽
に
生
ぜ
ん
と
願
う
こ
と
、
心
相
続
し
て
他
の
想
い
間
雑
す 

る
こ
と
無
き
と
な
り
。
」
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
「
無
碍
光
仏
を
念
じ
て' 

安
楽
に
生
ぜ
ん
と
願
う
」
と
は
、
ま
さ
に
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
願
生
安 

楽
国
」

の
三
念
門
を
示
し
て
い
る
。

礼
拝
讃
嘆
が
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
「
第
一
行
の
四
句
に
相
ひ
含
み
て
三
念
門
有
り
。
上
の
三
句
は
是
れ
礼
拝•

讃
嘆
門
な
り
。
下
一
句 

は
是
れ
作
願
門
な
り
」(
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
加
点
篇
二•

五
頁)

と
い
う
曇
鴛
の
五
念
門
釈
の
配
当
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

㉗㉖ ㉕㉔㉓ ㉒ ㉑

「
帰
命
」
の
原
語
は
お
そ
ら
く n

a
m
a
s

で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
先
人
は
次
の
よ
う
に
述.
へ
て
い
る
。
「
帰
命
は
是
れ
意
業
。
礼
拝
は
是
れ
身 

業
。
其
の
相
、
格
別
な
る
が
故
に
「
何
を
以
て
」
等
と
云
う
」(

『
浄
土
論
註
顕
深
義
記
』•

『
真
宗
体
系
』
第
六
巻
一
三
三
頁
、
国
書
刊
行
会)

原
漢
文
。
 

西
田
幾
多
郎
は
「
宗
教
は
心
霊
上
の
事
実
で
あ
る
。
哲
学
者
が
自G

の
体
系
の
上
か
ら
宗
教
を
捏
造
す
べ
き
で
は
な
い
。
哲
学
者
は
こ
の
心
霊
上
の

い
。
」(

『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
岩
波
文
庫)

と
述
べ
て
い
る
。

『
論
註
』
上

巻
(

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
加
点
編
二•

七
頁)

原
漢
文
。

南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
る
こ
と
が
真
の
懺
悔
の
意
味
を
も
つ
の
だ
、
と
い
う
親
燔
の
指
摘
が
あ
る
。(

『
尊
号
真
像
銘
文
』)

。
 

そ
れ
ゆ
え
に
親
鸞
は
、
「
〈
即
得
往
生
〉
は
、
信
心
を
う
れ
ば
す
なb

ち
往
生
す
と
い
う
。
す
な
わ
ち
往
生
す
と
い
う
は
、
不
退
転
に
住
す
る
を
い
う
。
 

不
退
転
に
住
す
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
正
定
聚
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
る
と
の
た
ま
う
御
の
り
な
り
」
と
い
う
。(

『
唯
信
鈔
文
意
』)

。

『
真
宗
聖
教
全
書
』

一
 
•

三
一
三
頁
。

親
鸞
は
、
「
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
意
を
為
さ
せ
ん
が
た
め
の
故
な
り
」
と
独
自
の
訓
み
か
た
を
し
て
い
る
。

ま
た
親®

の

『
入
出
二
門
偈
』
に
は
、

願

よ
り
明
瞭
で
あ
る
。
「
云
何
が
礼
拝
す
る
。
身
業
に
礼
拝
し
た
ま
い
き
。

阿
弥
陀
仏
正
遍
知
、

諸
の
群
生
を
善

巧
方
便
し
て
、
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
意
を
為
さ
し
め
た
ま
う
が
ゆ
え
な
り
。
」
。

こ
こ
で
は
、
群
生
が
阿
弥
陀
仏
正
遍
知
を
礼
拝
す
る
の
で
は
な
く
、
群
生
を
し
て
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
意
を
な
さ
し
め
る
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏
が
礼
拝 

し
て
き
た
こ
と
を
感
動
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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親
鸞
の
「
礼
拝
は
但
是
れ
恭
敬
な
り
。
必
ず
帰
命
に
不(

ア
ラ)

ず
。
帰
命
は
必
ず
是
れ
礼
拝
な
り
」
の
訓
に
よ
る
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
加
点
篇
二
・
九
頁•

原
漢
文
。

安
田
理
深
「
名
言
と
自
覚
」
第

四

講(

未
発
表)

に
よ
る
。

「
法
身
は
、
い
ろ
も
な
し
、
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
、
こ
こ
ろ
も
お
よ
ば
れ
ず
。
こ
と
ば
も
た
え
た
り
。
こ
の
一
如
よ
り
か
た
ち
を
あ 

ら
わ
し
て
、
方
便
法
身
と
も
う
す
御
す
が
た
を
し
め
し
て
、
法
蔵
比
丘
と
な
の
り
た
ま
い
て
、
不
可
思
議
の
誓
願
を
お
こ
し
て
、
あ
ら
わ
れ
た
ま
う
御 

か
た
ち
を
ば
、
世
親
菩
薩
は
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
え
り
。
」(

『
唯
信
鈔
文
意
』)

。

西
田
幾
多
郎
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
如
何
な
る
宗
教
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
真
の
宗
教
で
あ
る
か
ぎ
り
、(

中
略)

絶
対
者
と
人
間
の
間
に
は
、
絶 

対
矛
盾
の
自
己
同
一
的
な
る
背
理
の
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
覚
的
で
も
な
く
、
理
性
的
で
も
な
い
。
絶
対
者
の
自
己
表
現
と
し 

て
の
言
葉
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
創
造
的
言
葉
で
あ
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
太
始
に
言
葉
あ
り
と
い
う
。
而
し
て
キ
リ
ス 

ト
に
つ
い
て
「
言
葉
肉
体
と
な
り
て
我
ら
の
中
に
宿
り
給
え
り
」
と
い
う
。

仏
教
に
お
い
て
も
、

名
号
即
ち
仏
で
あ
る
の
で
あ
る
。
」(
『
場
所
的
論
理 

と
宗
教
的
世
界
観
』
岩
波
文
庫)

。

『
教
行
信
証
』
信

巻

序(

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』

ー
 
•

九
五
頁)

原
漢
文
。

同
上
九
五
頁
・
原
漢
文
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
加
点
篇
二•

ハ
頁
・
原
漢
文
。

同
上
九
頁•

原
漢
文
。

同
上
九
頁•

原
漢
文
。

同
上
七
四
頁•

原
漢
文
。

同
上
七
四
頁•

原
漢
文
。

同
上
七
五
頁•

原
漢
文
。

『
尊
号
真
像
銘
文
』
。

「
願
生
安
楽
国
は
、
此
の
一
句
は
是
れ
作
願
門
な
り
。

天
親
菩
薩
の
帰
命
の
意
な
り
。

安
楽
の
義
は
具
に
下
の
観
察
門
の
中
に
在
り
」
『
定
本
親
鸞 

聖
人
全
集
』
加
点
篇
二•

九

頁

・
原
漢
文
。
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