
本

願

と

信

知

一

親
鸞
は
唯
除
に
つ
い
て
、

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
ふ
は
、
唯
除
と
い
ふ
は
た£
 

の
ぞ
く
と
い
ふ
こ
と
ば
也
、
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
、
 

誹
謗
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
む
と
也
。

こ
の
ふ
た
つ
の
っ 

み
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て
、
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も 

れ
ず
往
生
す
べ
し
と
し
ら
せ
む
と
な
り
。(
『
尊
号
真
像
銘
文
』 

広

本

・
定
親
全
三
・
七
五
頁)

と
述
べ
る
。
こ
こ
に
親
鸞
は
、
「
唯
だ
除
く
」
と
い
う
悲
心
を
、
「
五 

逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
、
誹
謗
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
ん
」 

と
い
う
具
体
相
に
お
い
て
確
か
め
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
現
実 

の
諸
情
況
に
具
体
性
を
も
っ
て
生
き
る
人
間
が
、
そ
の
具
体
性
に 

よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
言
う
も
の
で
な
い
こ
と
は 

明
ら
か
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
選
び
に
拘
泥
す
る
人
間
そ
れ
自
体
に

三
 

木
 

彰
 

円
 

対
す
る
本
願
の
喚
び
か
け
に
他
な
ら
な
い
。
本
願
は
諸
情
況
の
只 

中
に
生
き
る
人
間
と
い
う
存
在
全
体
に
対
し
て
、
そ

の

「
十
方
一 

切
の
衆
生
」

が
、

「
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
」
き
存
在
と
し
て
あ 

る
こ
と
を
、
具

体

的

に

「
き
ら
い
」
「
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
ん
」 

と
い
う
言
葉
と
し
て
人
間
に
示
す
と
、
親
鸞
は
確
か
め
て
い
く
の 

で
あ
る
。

①
 

こ
の
こ
と
は
、
「
斯

の

大

願

・
選
択
本
願
」
と
言
い
切
ら
れ
る
本 

願
の
性
格
と
し
て
、
 

設
我
得
仏
十
方
衆
生
…
…
若
不
生
者
不
取
正
覚 

と
い
う
基
本
構
造
の
う
ち
に
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ 

れ
が
人
間
に
信
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
の
意
味
と
、
さ
ら
に
親
鸞 

が

「
唯
除
」
と
い
う
言
葉
に
本
願
を
押
さ
え
て
い
こ
う
と
す
る
こ 

と
の
問
題
を
、
「
信
巻
」

の
展
開
を
通
し
て
窺
っ
て
い
き
た
い
。
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二 

親
鸞
は

、
本

願

の

「
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
」

と
い
う 

基
本
性
格
を'

「
信
巻
」

に
確
か
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
ゝ
ま
ず 

人
間
と
い
う
存
在
が
課
題
的
存
在
と
し
て
あ
る
こ
と
を
、

「常
没 

流
転
」
と
押
さ
え
て
、

常

没

の

凡

愚

・
流
転
の
群
生
、
無
上
妙
果
の
成
じ
難
き
に
あ 

ら
ず
。
真
実
の
信
楽
実
に
獲
る
こ
と
難
し
。(

「
信
巻
」
定
親
全 

ー
・
九
六
頁)

と
述
べ
、
真
実
信
楽
の
獲
得
か
否
か
に
、
人
間
の
存
在
の
解
決
を 

押
さ
え
て
い
く
。

こ
の
真
実
信
楽
は
、

「
如
来
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
し
た
ま
う 

②
所
」

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
親
鸞
は
こ
の
こ
と
を 

三
心
の
字
訓
に
尋
ね
て
い
る
。
そ
こ
で
親
鸞
が
問
う
こ
と
は
、
「
至 

心

・
信
楽
・
欲
生
の
誓
い
を
発
」

し

た

如

来

の

本

願

に

お

け

る 

「
三
心
」

に
根
拠
す
る
真
実
信
楽
の
成
就
を
、
何
ゆ
え
に
論
主
が 

「
一
心
」
と
言
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
親
鸞
は
端
的
に
、
 

涅
槃
の
真
因
は
唯
信
心
を
以
て
す
。(

同

前

・
一
ー
五
頁) 

と
押
さ
え
て
い
く
。
先
の
問
い
は
、
単

に

「
一
心
」
が
、
本
願
の 

誓

い

と

し

て

あ

る

「
三
心
」
と
相
即
性
・
関
係
性
を
持
つ
事
柄
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
問
い
で 

あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
改
め
て
こ
の
言
葉
を
そ 

の
問
い
に
折
り
返
し
て
見
る
時
、
む
し
ろ
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る 

内
容
は
、
単

に

「
三
心
」
と

「
一
心
」

と
の
関
係
を
問
う
と
い
う 

質
の
も
の
で
は
な
い
。

「
三
心
」
と

い

う

誓

い

が

何

故

「
一
心
」
と 

言
わ
れ
る
の
か
と
問
う
こ
と
も
、
実
は
そ
れ
を
問
う
側
に
、
如
来 

の

本

願

が

「
三
心
」

を
誓
う
こ
と
の
課
題
と
し
て
、

「
愚

鈍

の

衆 

生
」

に

「
涅
槃
の
真
因
」

た

る

「
唯
信
心
」

が
成
就
す
る
と
い
う 

こ
と
が
あ
る
と
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

す
な
わ
ち

如
来
の
本
願
が

「
三
心
」
を
誓
う
こ
と
も
、
衆

生

に

「
涅 

槃
の
真
因
」

た

る

「
唯
信
心
」
が
成
就
す
る
と
い
う
唯
一
事
の
た 

め
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て' 

人
間
と
い
う
存
在
に
、
「
獲
得
」 

と
い
う
言
葉
で
課
題
的
に
語
ら
れ
る
信
が
、
人
間
の
必
須
の
課
題 

で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
、
如
来
の
本
願
の
摂
取
の
事
実
に
押
さ
え 

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ

し

て

論

主

が

「
一
心
」

と
言
う
こ
と
も
、
 

あ
く
ま
で
も
、
如

来

の

本

願

が

「
三
心
」

の
誓
い
に
よ
っ
て
、
「
涅 

槃
の
真
因
」
と
し
て
の
信
の
成
就
を
人
間
に
と
っ
て
必
須
の
こ
と 

と

し
て

位
置
付
け
て

い
る
こ

と

の
確
認
の
上
に
「
建
言
」

さ
れ
た 

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
の
確
か
め
に
お
い
て
、
改
め
て
先
の
問
い
が
、
問
い 

と
し
て
成
立
し
て
い
く
。
す

な

わ

ち

摂

取

の

事

実

を

「
涅
槃
の
真
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因
」
た

る

「
唯
信
心
」
の
成
就
に
誓
う
如
来
の
本
願
が
、
「
愚
鈍
の 

衆

生' 

解
了
易
か
ら
し
め
ん
が
た
め
」

に
、
本
来
と
し
て
誓
っ
た 

「
三
心
」

に
、
あ
え
て
え
ら
ぶ
か
た
ち
で
、
何

故

論

主

は

「
一
心
」 

と
表
現
し
て
い
く
の
か
。

こ
の
こ
と
が
、

「
私
に
三
心
の
字
訓
を 

關
う
」

こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
 

こ

の

「
至

心

・

信

楽

・
欲
生
」

の
字
訓
の
推
求
に
よ
っ
て
、
 

今
三
心
の
字
訓
を
按
ず
る
に
、
真
実
の
心
に
し
て
虚
仮
雑
わ 

る
こ
と
無
し
、
正
直
の
心
に
し
て
邪
偽
雑
わ
る
こ
と
無
し
。
 

真
に
知
り
ぬ' 

疑
蓋
間
雑
無
き
が
故
に'

是
れ
を
信
楽
と
名 

づ
く
。
信
楽
は
即
ち
是
れ
一
心
な
り
。

一
心
は
即
ち
是
れ
真 

実
信
心
な
り
。(

同

前

・
一
ー
六
頁) 

と
、

親
鸞
は
言
い
切
っ
て
、

「
一
心
」
を

本

願

に

根

拠

す

る

「
涅 

槃
の
真
因
」

た

る

「
唯
信
心
」
の
成
就'

「
疑
蓋
無
間
雑
」
の
信
楽 

と
確
か
め
、
そ
れ

ゆ
え

に

真

実

信

心

と

し
て

の

「
一
心
」

を
頷
い

③

て
い
く
。

「
論
主
、

建
め
に
一
心
と
言
え
る
」

こ
と
も
、

信
の
成 

就
が
人
間
に
必
須
の
こ
と
と
し
て
あ
る
こ
と
を
、
論
主
が
明
ら
か

④

に
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
「
知
る
応
」
き
こ
と
と
し
て
示
さ
れ
て
い 

る
の
で
あ
る
。

こ
の
第
一
の
問
い
に
お
い
て
、
人
間
存
在
に
と
っ
て
の
信
成
就 

の
意
味
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
展
開
し
て
、

⑤

「
三
心
」
を

「
已
発
」

し
た
願
が' 

衆
生
に
い
か
な
る
必
然
性
を

見

る

か

ら

「
三
心
」
と
誓
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ 

と
、
す
な
わ
ち
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
本
願
が
人
間
な
る
存
在
の
存 

在
性
を
い
か
な
る
こ
と
と
し
て
確
か
め
る
か
ら
、
 

已
に
し
て
願
を 

発
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
根
源
的
な
事
柄
と' 

そ
の 

人
間
存
在
に
ど
の
よ
う
に
願
心
内
存
在
と
し
て
あ
る
事
実
が
明
ら

⑥
 

か
に
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
、

「惻

り

難

き

仏

意

」

に 

問
わ
れ
て
い
く
。

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
に
お
い
て
は
、
願
心
内 

存
在
と
し
て
あ
る
本
来
性
に
、
衆
生
が
背
い
て
在
る
と
い
う
こ
と 

が
ま
ず
押
さ
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
背
く
事
実
が
、
 

一
切
の
群
生
海
、
無
始
自
従
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
無
し
、
虚
仮
諂
偽
に
し 

て
真
実
の
心
無
し
。(

同

前

・
一
ー
六
頁) 

と
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は' 

「
一
切
の
群
生
海
」

と
言
わ 

れ
る
よ
う
に
、
衆
生
と
い
う
存
在
の
事
実
と
し
て
の
一
切
性
に
お 

い
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
一
切
性
と
い
う
こ
と 

は
ま
た
、

「
無
始
自
従
リ
」

と
言
い
切
ら
れ
る
よ
う
な
、

人
間
の 

思
慮
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
確
か
め 

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
願
に
邂
逅
し
な
い
ま
ま
に
、
 

本
願
に
逆
違
し' 

背
き
続
け
て
あ
る
衆
生
と
い
う
存
在
の
自
性
に 

お
い
て
、
人
間
の
一
切
性
が
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
に
は
、
注
目
さ 

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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「
一
心
」
は

「
涅
槃
の
真
因
」
た

る

「
唯
信
心
」
と
位
置
付
け 

ら
れ
て
、

「
斯

の

大

願

・
選
択
本
願
」
が
成
就
す
る
信
で

あ
り
、
 

そ
の
成
就
の
具
体
相
が
、

「
我

，
一
心
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て 

表
白
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

こ

の

「
我
」
と
い
う
言
葉
は
、 

「我
一
心
」
は
、
天
親
菩
薩
自
督
の
詞
な
り
。(

『
論
註
』
真
聖 

全

一,

二
八
二
頁)

と
言
い
、
ま
た

今

「
我
」

と
言
う
は
、
天
親
菩
薩
自
ら
之
を
指
し
う
る
言
な 

り
。

流
布
語
を
用
う
、

邪

見

と

自

大

と

に

非

ざ

る

な

り

。

(

同
前-

同
頁)

と
曇
鸞
が
註
す
る
よ
う
に' 

邪

見

・
自
大
の
名
乗
り
で
は
な
い
。 

こ

の

「
我
」
と
は
、
さ

ら

に

親

鸞

が

「
わ
が
み
と
の
た
ま
え
る
な 

⑦
 

一

り
」
と
押
さ
え
る
よ
う
に
、
衆
生
の
一
切
性
に
お
い
て
確
か
め
ら 

れ
る
よ
う
な
、
本

願

に

願
わ

れ

続

け

る

人

間

の

存

在

の

自

覚

を

⑧

「
ア
キ
ラ
カ
」

に
す
る
言
葉
に
他
な
ら
ず
、
人
間
の
個
的
あ
る
い 

は
私
的
な
こ
と
の
成
就
を
言
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
を
ま
た 

な
い
。
自
ら
を
ど
こ
ま
で
も
個
的
な
と
こ
ろ
に
閉
じ
、
大
地
と
言 

わ
れ
る
ご
と
き
人
間
の
存
在
の
一
切
性
に
立
つ
こ
と
な
く
私
性
に 

塞
じ
て
生
き
よ
う
と
し
て
流
転
す
る
人
間
の
救
済
を
、
信
の
成
就 

を
必
須
の
こ
と
と
す
る
こ
と
に
願
う
本
願
は
、
あ

く

ま

で

も

「
ー
 

切
の
群
生
海
」

と
、
衆
生
の
一
切
性
を
基
点
に
押
さ
え
る
願
い
で

あ
る
。

そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
本
願
に
根
拠
し
て
成
就
す
る 

真
実
信
心
は
、
そ
の
一
切
性
に
人
間
を
覚
知
せ
し
め
、
人
間
を
ー 

切
性
に
喚
び
か
え
す
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
し

た

が

っ

て

「
我
」 

の
名
乗
り
は
、

「
わ
れ
ら
」
な

る

「
我
」

の
頷
き
で
あ
っ
て
、

「
わ 

れ
ら
」
を
そ
の
具
体
相
と
し
て
内
包
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

し 

か
し
同
時
に
、
あ

く

ま

で

も

「わ
れ
ら
」
と
い
う
人
間
の
存
在
へ 

の
覚
知
は
、
本
願
に
立
脚
す
る
一
心
の
成
就
た
る
「
我
」
・
「
一
人
」 

の
基
点
に
立
た
な
い
限
り
、
人
間
が
参
画
し
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
 

具
体
性
を
持
た
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

⑨

「
願
よ
り
生
ず
る
信
」

の
意
味
が
、

こ
の
衆
生
の
一
切
性
に
立 

脚
し
て
、
衆
生
を
一
切
性
に
立
た
し
む
る
べ
く
、
三
心
を
誓
う
如 

来
の
願
心
に
根
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
明
ら
か
に
な
る
時'

⑩

「
真
実
の
信
心
」

「
願
力
の
信
心
」

た

る

「
我
・
一
心
」

の
建
言
が 

人
間
に
必
須
の
こ
と
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
も' 

仏
意
に
お 

け
る
三
心
の
確
か
め
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
結
論
的 

に
、

「
我
・
一
心
」
と
表
白
さ
れ
る
信
の
成
就
が
人
間
存
在
の
ー 

切
の
各
別
性
に
お
い
て
、
「
獲
得
」
と
課
題
的
に
位
置
付
け
ら
れ
る 

事
柄
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
つ
つ' 

さ
ら
に
そ
の
信 

の
成
就
が
、
そ
の
各
別
性
の
成
就
を
ま
た
ね
ば
明
ら
か
に
な
ら
な 

い
人
間
な
る
存
在
の
総
体
と
し
て
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
、
 

「
大 

信
海
」

と
い
う
言
葉
で
押
さ
え
て'
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凡
よ
そ
大
信
海
を
按
ず
れ
ば
、
貴
賤
緇
素
を
簡
ば
ず
、
男
女 

老
少
を
謂
わ
ず
、
造
罪
の
多
少
を
問
わ
ず
、
修
行
の
久
近
を 

論
ぜ
ず
、
行
に
非
ず' 

善
に
非
ず
、
頓
に
非
ず
、
漸
に
非
ず
、
 

定
に
非
ず
、
散
に
非
ず
、
正
観
に
非
ず
、
邪
観
に
非
ず' 

有 

念
に
非
ず
、
無
念
に
非
ず
、
尋
常
に
非
ず
、
臨
終
に
非
ず
、
 

多
念
に
非
ず
、

一
念
に
非
ず
、
唯
だ
是
れ
不
可
思
議
不
可
説 

不
可
祢
の
信
楽
な
り
。
喩
え
ば
阿
伽
陀
薬
の
能
く 

一
切
の
毒 

を
滅
す
る
が
如
し
。
如
来
誓
願
の
薬
は
、
能
く
智
愚
の
毒
を 

滅
す
る
な
り
。(

「
信
巻
」
定
親
全
一
，
一
三
ニ
頁) 

と
、
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
す

な

わ
ち

人

間

の

諸

属

性

・
諸
行
為 

に
お
け
る
簡
び
を
超
え
て' 

一
切
の
人
間
を
、
 

そ
の
存
在
の
基
底 

で
あ
る
一
切
性
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
を
も
っ
て
、
人
間
で
あ
る
こ 

と

を

充

足

す

る

仏

道

を

「如
来
誓
願
」

の
仏
道
と
親
鸞
は
明
ら
か 

に
す
る
の
で
あ
る
。

こ

の

「能
く
智
愚
の
毒
を
滅
す
」

る

「
如
来
誓
願
」

の
性
格
を 

確
か
め
る
親
鸞
は
、
さ
ら
に
そ
れ
を' 

横
超
の
誓
願
と
押
さ
え
る
。

〇' 

そ
れ
は
、
「
品
位
階
次
を
云
わ
」
ざ

る

「
大
願
清
浄
の
報
土
」
に
立 

脚
し
、
「
一
念
須
臾
の
傾
に
速
や
か
に
疾
く
」
と

、
衆
生
な
る
存
在 

の
課
題
の
速
疾
性
に
、
速
疾
性
を
も
ち
、
か

つ

「
必
得
」

と
い
う 

「自
然
」

の
こ
と
と
し
て
応
答
す
る
誓
願
で
あ
り' 

そ
の
ゆ
え
に
、
 

横

超

は

即
ち

願

成

就

一

実

円

満

の

真

教

真

宗

是

れ

な

り

。

(

同

前,

一
四
一
頁)

と'

「真
教
」
・
「
真
宗
」
な
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の 

「真
教
」
・
「
真
宗
」
に
人
間
が
生
き
る
こ
と
が'

「
涅
槃
の
真
因
」
た 

る

「
唯
信
心
」
を
成
就
す
る
横
超
の
誓
願
が
、

「
愚
鈍
の
衆
生
」
に 

願
う
端
的
な
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
本

願

が

「
三
心
の
誓
」
に
お
い 

て
人
間
に
開
く
、
そ
の
存
在

の

根

本

意
義

・
本
来
意
義
が
、
改
め
て 

「真
仏
弟
子
」

と
言
う
は
、

「
真
」

の
言
は
偽
に
対
し
仮
に 

対
す
る
な
り
。

「弟
子
」

は
釈
迦
諸
仏
の
弟
子
な
り
、

金
剛 

心
の
行
人
な
り
。

斯
の
信
行
に
由
り
て
必
ず
大
涅
槃
を
超
証 

す
可
き
が
故
に
、
「
真
仏
弟
子
」
と
日
う
。(

同

前-

一
四
四
頁) 

と
確
認
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三

「
涅
槃
の
真
因
」
と

し

て

の

「
唯
信
心
」

の
成
就
、
す
な
わ
ち 

信
楽
の
獲
得
と
い
う
こ
と
も' 

人
間
に
付
加
的
な
こ
と
と
し
て
位 

置

付

け

ら

れ

る

「
信
」

と
い
う
何
事
か
を
言
う
も
の
で
は
な
い
。
 

「
涅
槃
の
真
因
」
と
し
て
の
生
の
本
来
性
を
人
間
に
与
え
る
こ
と
、
 

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
「
涅
槃
の
真
因
」
と
し
て
の
人
間
に
成
る
こ 

と
が' 

人
間
の
生
存
の
本
来
意
義
と
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
る
こ 

と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
し' 

そ
の
存
在
の
意
義
が
、

「
釈
迦 

諸
仏
の
弟
子
」
と
し
て
、
「
偽
に
対
し
仮
に
対
す
る
」
真
仏
弟
子
と
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明
確
化
さ
れ
て
い
る
。

信
の
成
就
、
 

信
楽
の
獲
得
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
人
間
な
る
存 

在
の
本
来
意
義
に
人
間
が
値
遇
す
る
こ
と
で
あ
り
、
三
心
の
誓
を 

誓
う
、
已
発
の
願
も
、
そ
れ
を
人
間
に
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
こ
の
信
の
成
就
も
、
再
説
し
て
き
た
よ
う
に
、
各
別
性
の 

こ
と
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
成
就
の
内
容
と
し
て
は
、
各
別 

性
に
生
き
る
一
切
の
人
間
に
、
「わ
れ
ら
」
と
い
う
、
本
願
に
お
い 

て
確
認
さ
れ
て
い
る
人
間
の
存
在
の
一
切
性
を
開
か
し
む
る
事
柄 

な
の
で
あ
り
、
各
別
性
に
生
き
る
人
間
が
真
に
自
立
す
る
存
在
と 

な
る
こ
と
も
、

一
切
性
に
よ
っ
て
立
つ
存
在
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
 

真
仏
弟
子
と
し
て
確
か
め
ら
れ
る
存
在
の
本
来
意
義
も
、

こ
の
ー 

切
性
に
よ
っ
て
立
つ
人
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え 

る
。親

鸞
は
こ
の
こ
と
を
如
来
の
誓
願
に
確
か
め
る
時
、
 

誠
に
知
り
ぬ
、
悲
し
き
哉
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
 

名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば 

ず

、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と
を
恥
ず 

可
し
傷
む
可
し
、
と
。(

同

前

・
一
五
三
頁) 

と
表
白
す
る
。
真
仏
弟
子
た
る
べ
く
在
る
と
い
う
人
間
の 

一  

切
の 

存
在
の
本
来
意
義
を
、
「
我

・
一
心
」
と

い

う

「
唯
信
心
」
の
成
就 

に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
誓
願
の
仏
道
に
帰
す
る
存
在
と
し
て
の

自

身

・
「
愚
禿
鸞
」
が
、

「
恥
ず
可
」
く

「
傷
む
可
」
き
事
実
と
し 

て
悲
す
る
こ
と
と
は
、
そ
の
誓
願
に
お
い
て
知
見
せ
ら
れ
た
人
間 

な
る
存
在
の
一
切
性
に
立
ち
得
な
い
こ
と
、
す

な

わ

ち

「
定
聚
の 

数
に
入
る
」

べ

き

自

身

と

し

て

あ

る

「
一
人
」

に

対

す

る

、

「
不 

喜
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ

こ

に

「喜

」
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
 

喜
は
こ
ゝ
ろ
に
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
な
り
、
う
べ
き
こ
と
を
え 

て
む
ず
と
、
か
ね
て
さ
き
よ
り
よ
ろ
こ
ぶ 

こ

ゝ

ろ

な

り

。
 

(
『
一
念
多
念
文
意
』
定
親
全
三
・
一
二
六
頁 

傍
点
筆
者) 

と

押

さ

え

ら

れ

る

「
喜
」
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
「
定
聚
の
数
に 

入
る
」

べ

き

「
一
人
」
と
し
て
あ
る
自
身
の
不
信
を
押
さ
え
る
言 

葉
で
あ
る
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
不
信
な
る
こ
と
に
よ 

っ
て
、
誓

願
す

る

如

来

の

悲

心

が

明

ら

か

に

す

る

「真
証
の
証
」 

と

い

う

「
わ
れ
ら
」
な
る
人
間
の
存
在
の
大
地
に
、

「
一
人
」
と
し 

て

「
近
づ
く
」

べ
き
身
と
し
て
在
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
た
な 

い
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

正
し
く
そ
れ
は
、
か 

た

く

な

な

ま

で

も

各

別

性

に

「
沈
没
し
」
・
「
迷
惑
し
て
」
自
己
を 

閉
ざ
し
続
け
、
浮
遊
さ
せ
続
け
て
い
く
人
間
の
事
実
を
押
さ
え
て 

い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
し
、
そ
こ
に
人
間
で
あ
る
こ
と
の
課
題
、
 

す
な
わ
ち
誓
願
さ
れ
る
存
在
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
も 

あ
る
の
で
あ
る
。

誓
願
の
仏
道
に
帰
す
る
身
に
、
誓
願
す
る
如
来
の
悲
心
に
お
い
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て

明

ら

か

に

せ

ら

れ

る

「
真
」

な

る

こ

と

と

し

て

の

「
わ
れ
ら
」 

な
る
人
間
の
存
在
の
一
切
性
に
、
「
一
人
」
た

る

「
我
」
と
し
て
着 

地
せ
し
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
必
然
す
る
こ
と
も
、
そ

れ

は

「
釈 

迦
諸
仏
の
弟
子
」
と
し
て
、
誓
願
の
仏
道
に
帰
す
こ
と
に
よ
る
も 

の
で
あ
る
。

「
釈
迦
諸
仏
の
弟
子
」

と
し
て
在
る
こ
と
の
根
拠
は
、
 

釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
恵 

む
に
真
実
の
利
を
以
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。(

「
教
巻
」
・
同 

九
頁)

如

来

、
世
に
興
出
し
た
ま
う
所
以
は
、
唯
だ
弥
陀
本
願
海
を 

説
か
ん
と
な
り
。

五
濁
悪
時
の
群
生
海
、
如
来
如
実
の
言
を 

信
ず
べ
し
。(

「
行
巻
」
・
同
ハ
六
頁) 

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
釈

迦

が

弥

陀

の

本

願

悲

心

を

「
唯
説
」
す 

る
こ
と
に
あ
る
。

「
む
か
し
よ
り
あ
り
し
」
本

願

の

悲

心

を

、

発 

起

す

る

「
無
上
の
信
心
」

と
し
て
、
人

間

が

「
い
ま
は
じ
め
て
」

⑮

「
ひ
ら
き
お
こ
」

し

「
た
て
お
こ
す
」

こ
と
が
、
釈

迦

の

「
説
本 

願
」
に
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
釈
迦
諸
仏
の
弟
子
」
と 

言
い
切
れ
る
の
で
あ
る
。

さ

ら

に

そ

の

「
唯
説
弥
陀
本
願
海
」
を 

「所
以
」
と
し
て
、
釈

迦

が

「
世
に
興
出
し
た
ま
う
」

こ
と
の
意 

味
を
確
か
め
て
い
く
な
ら
ば
、
釈
尊
の
出
世
と
は
、
本
願
の
悲
心 

が

「
一
切
の
群
生
海
」

に
開
か
れ
る
基
点
を
、
人
間
が
始
め
て
持 

っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、 

そ
の
事
実
は
、
人

間

が

「
煩
悩

⑯

成
就
の
わ
れ
ら
」

と
し
て
あ
る
事
実
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
の
事
実
は' 

具
体
的
に
仏
陀
釈
尊
の
出
世
を
ま
た
な
け
れ
ば
、
 

人
間
が
確
か
め
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
釈
尊
を
基
点
と 

す

る
こ

と

に

よ

っ

て

し

か

人

間

に

「
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
」
と
い 

う
存
在
の
事
実
は
明
ら
か
に
な
り
得
な
い
こ
と
を
、 

そ
こ
に
押
さ 

え
て
い
け
る
。

人

間

に

「
弥
陀
本
願
海
」

が

「
唯
説
」

さ
れ
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
も
、
「
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
」
と
い
う
存
在 

の
事
実
の
確
か
め
を
く
ぐ
る
こ
と
に
お
い
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
 

人
間
が
そ
れ
を
知
る
時
、
そ

こ

に

人

間

は

「弟
子
」
と
し
て
生
き 

る
位
置
が
与
え
ら
れ
て
、

真
心
を
開
闡
す
る
こ
と
は' 

大
聖
矜
哀
の
善
巧
従
り
顕
彰
せ 

り
。(

「
信
巻
」
・
同
九
五
頁)

と

、
信
楽
獲
得
の
意
味
を
、
大
聖
釈
尊
の
善
巧
の
う
ち
に
押
さ
え 

て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ

の

こ

と

を

「真
仏
弟
子
」
と
い
う
人
間
の
意
義
に
押
さ
え
切 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は

じ

め
て

そ
こ

に

「
偽
に
対
し
仮
に
対
す
る
」 

こ
と
が
課
題
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

あ

く

ま

で

も

そ

の 

「
対
」
と
は
、

「
定
聚
の
数
に
入
る
」

べ

き

身

と

し

て

あ

る

「
ー
 

人
」

た
る
自
身
へ
の
不
信
と
信
と
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
く 

こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
ど

こ

ま

で

も

そ

の

「
一
人
」

に 

お
い
て
問
わ
れ
る.
へ
き
、

「わ
れ
ら
」
な
る
衆
生
の
存
在
の
本
来
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意
義
、

す
な
わ
ち
誓
願
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
る
ゝ

「
定
聚
の
数 

に
入
る
」
と
い
う
、
 

一
切
性
の
問
題
で
あ
る
が
ゆ
え
に' 

個
的
内 

省
と
し
て
の
問
題
に
止
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま

た

「
我

」
 

の
外
に
他
を
立
て
て
な
さ
れ
る
「
対
偽
・
対
仮
」
で
も
な
い
。

「
対 

偽
・
対
仮
」
と
は
、

「
わ
れ
ら
」
と
い
う
誓
願
さ
れ
る
存
在
と
し 

て

の
人
間
存
在
の
一
切
性
を
内
包
し
内
容
と
す
る
「我
」
が
人
間 

に
成
就
す
る
こ
と
に
お
け
る
課
題
で
あ
っ
て
、
「
わ
れ
ら
」
と
い
う 

頷
き
を
人
間
に
成
就
せ
ん
と
す
る
誓
願
が
、
そ
れ
を
成
就
せ
し
め 

る
べ
く
人
間
に
与
え
る
事
柄
で
あ
る
と
言
え
る
。

す
な
わ
ち
誓
願
の
仏
道
に
お
い
て
、
「
我
」
な

る

「
一
人
」
に
明 

ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

「
真
」

な

る

人

間

存 

在

の

本

来

意

義

と

し

て

あ

る

「
定
聚
の
数
に
入
る
」

こ
と
で
あ
り
、
 

そ

れ

を

「
偽
・
仮
」

に

「
対
す
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
人
間
に 

徹
底
し
て
明
ら
か
に
し
尽
く
し' 

具
現
す
る
と
い
う
、
 

用
ら
く
事 

実
と
し
て
本
願
は
あ
る
。

「
愚
禿
鸞
」

は
、
「
十
方
衆
生
よ
」
と
い 

う
本
願
の
喚
び
か
け
を
、
 

そ
の
よ
う
に
聞
き
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

喚

び

か

け

ら

れ

る

「
一
切
の
群
生
海
」
と

い

う

存

在

を

「悲
」
と 

い
う
一
言
で
受
け
止
め
切
る
こ
と
を
、
「
矣
」
と
い
う
明
確
に
文
を 

切
る
一
文
字
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
く
の
で
あ
り' 

し
た
が
っ
て
親
鸞
は
、
本
願
の
喚
び
か
け
に
お
い
て
人
間
が
聞
き 

取
る
べ
き
事
柄
を
明
瞭
に
示
す
か
た
ち
を
と
っ
て' 

こ
こ
で
一
つ

の
展
開
の
帰
結
を
押
さ
え
て
い
る
と
言
え
る
。

四

誓

願

が

開

く

人

間

存

在

の

本

来

意

義

を

「真
仏
弟
子
」
と
し
て
、
 

確
か
め
切
る
親
鸞
は
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
改
め
て
、
 

夫
れ
仏
難
治
の
機
を

説
き
て

『
涅
槃
経
』
に
言
わ
く 
(

「
信
巻
」 

-

同
一
五
三
頁)

と
い
う
書
き
出
し
で
、

釈
尊
涅
槃
の
教
言
に
、

「難
治
の
機
」
を 

押
さ
え
て
い
く
。

こ

こ

で

「難
治
の
機
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ 

て
い
く
事
柄
は
、
ま
ず
端
的
に
言
っ
て
、
機
を
治
す
る
仏
に
お
け 

る
根
本
的
な
課
題
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
仏
の
治
す
べ 

き

機

が

善

巧

方

便

を

必

然

す

る

「難
治
」

な
る
存
在
性
を
生
き
る 

存
在
で
あ
る
と
い
う
如
実
知
見
の
事
柄
で
あ
る
と
考
え
る
。
 

こ

の

「難
治
の
機
」

と
し
て
親
鸞
が
押
さ
え
る
こ
と
は
、
釈
尊 

の
遺
教
と
し
て
の
『
涅
槃
経
』
の
経
言
に
お
い
て
、

「謗
大
乗
・
五 

逆

罪

・
一
闡
提
」
と
い
う
三
病
の
現
実
を
生
き
る
人
間
の
救
済
と 

い
う
こ
と
を
主
題
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
く
。

こ

の

「難
治
の 

機
」
と

い

う

こ

と

が

何

ゆ

え

に

『
涅
槃
経
』

の
教
言
に
確
か
め
ら 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時' 

そ
こ
に 

は
い
ろ
い
ろ
な
諸
要
素
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が' 

ま
ず
直 

接
的
に
は'

「弥
陀
の
本
願
海
」
を

「
唯
説
」
す

る

こ

と

を

「
所
以
」

40



と
し
て
世
に
興
出
し
た
釈
尊
を
、
親
鸞
が
押
さ
え
切
っ
た
こ
と
に 

由
来
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

既

に

親

鸞

は

「
信
文
類
序
」

に
お
い
て
、
大

聖

釈

尊

は

「
矜
哀 

の
善
巧
」
を

も

っ

て

「真
心
を
開
闡
す
る
こ
と
」
を
人
間
に
顕
彰 

す
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち' 

人

間

に

「
涅
槃
の
真
因
」 

と

し

て

の

「
唯
信
心
」

の
成
就
を
誓
う
如
来
の
本
願
を
説
く
こ
と 

を' 

そ
の
本
懐
と
し
て
出
世
し
た
釈
尊
は
、
そ
の
出
世
の
意
味
に 

か
け
て
示
す
善
巧
方
便
を
通
し
な
が
ら
も
、
正

し

く

そ

こ

に

「
治 

し
難
し
」

と
確
か
め
得
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
般
涅
槃
の
教 

言
と
し
て
遺
教
し
た
の
で
あ
り
、
そ

れ

ゆ

え

に

「
釈
迦
諸
仏
の
弟 

子
」

と
し
て
生
き
る
こ
と
を
自
ら
に
必
然
性
を
持
っ
て
確
か
め
る 

存
在
と
は
、
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
与
え
ら
れ
た
責
任
に
お
い
て
、
 

そ
れ
を
聞
き
取
っ
て
い
く
存
在
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ 

こ
に
聞
き
取
る
こ
と
が
、
「
難
治
の
機
」
と
い
う
言
葉
で
端
的
に
押 

さ
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
誓
願
が
明
ら
か
に
す
る
、

「
定
聚
の
数
に 

入
る
」

べ
き
身
と
し
て
あ
る
と
い
う' 

人
間
の
存
在
の
一
切
性
を
、
 

如
来
の
本
願
を
説
く
釈
尊
に
よ
り
教
え
ら
れ
る
存
在
に
と
っ
て
の 

課
題
で
あ
っ
て' 

釈
尊
の
遺
教
を
通
し
て
結
論
的
に
明
ら
か
に
な 

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
こ
そ
、
人
間
が
存
在
の
本
来
意
義
に 

対
し
て
、
不
信
の
身
の
事
実
を
生
き
る
存
在
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
願
い
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
、
ま

ず

『
涅
槃
経
』

現
病
品
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
 

仏
菩
薩
に
従
い
て
聞
治
を
得
已
り
て
、
即
便
ち
能
く
阿
耨
多 

羅
三
藐
三
菩
提
心
を
発
せ
む
。(

同
前
・
一
五
四
頁) 

と

、
端

的

に

「
仏
菩
薩
に
従
う
」
「
聞
治
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。

そ 

こ

か

ら

梵

行

品

・
迦
葉
品
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
阿

闍

世

の

獲

信

・
 

無
根
の
信
と
い
う
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ 

れ
全
体
を
親
鸞
は
、

是
こ
を
以
て
今
大
聖
の
真
説
に
拠
る
に
、
難

化

の

三

機

・
難 

治
の
三
病
は
、
大
悲
の
弘
誓
を
憑
み
、
利
他
の
信
海
に
帰
す 

れ
ば
、
斯
れ
を
矜
哀
し
て
治
す
、
斯
れ
を
憐
憫
し
て
療
し
た 

ま
う
。
喩
え
ば
醍
醐
の
妙
薬
の
一
切
の
病
を
療
す
る
が
如
し
。
 

濁

世

の

庶

類

・
穢
悪
の
群
生
、
金
剛
不
壊
の
真
心
を
求
念
す 

応
し
、
本
願
醍
醐
の
妙
薬
を
執
持
す
可
き
な
り
と
、
知
る
応 

し
。(

同

前

・
一
ハ
三
頁) 

と
い
う
言
葉
で
結
ん
で
い
く
。

こ

の

『
涅
槃
経
』

に
よ
っ
て
親
鸞 

が
押
さ
え
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
人
間
が
そ
の
存
在
の
本
来 

意
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
常
に
逆
行
し
続
け
て
、
 

迷

妄

し

て

い

く

と

い

う

「
治
す
る
こ
と
難
」
き
存
在
と
し
て
三
病 

の
現
実
に
埋
没
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ 

は
如
来
に
確
か
め
ら
れ
る
人
間
の
存
在
性
で
あ
る
と
同
時
に
、
衆
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生
の
難
化
な
る
こ
と
に
そ
の
人
間
の
難
治
性
の
根
本
因
由
が
確
か 

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

釈
尊
は
、
衆

生

の

「難
化
」
な
る
こ 

と
、
す
な
わ
ち
逆
違
す
る
こ
と
を
自
性
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
人 

間

が

「
化
せ
ら
れ
る
こ
と
難
」
き
存
在
で
あ
り'

「
化
」
を
拒
絶
す 

る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
見
定
め
て
、
「
化
」
を

明

ら

か

に

す

る

「
矜 

哀
の
善
巧
」
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

そ

の

「
大
聖
矜
哀
の
善
巧
」 

に

お

い

て

「
難
化
の
三
機
」
と
し
て
あ
る
人
間
に
明
ら
か
に
さ
れ 

る
こ
と
は
、

「
大
悲
の
弘
誓
を
憑
み
、

利
他
の
信
海
に
帰
す
」

こ 

と
に
他
な
ら
な
い
。

こ

の

『
涅
槃
経
』

の
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
 

直

接

的

に

は

「
唯
だ
除
く
」

と
言
い
切
ら
れ
る
機
の
問
題
な
の
で 

は
あ
る
が
、
機
そ
れ
自
体
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も. 

機
が
問
題
と
な
る
こ
と
の
意
味
を
包
む
か
た
ち
で
、
む
し
ろ
機
を 

「
難
治
の
機
」

「難
化
の
機
」
と
み
そ
な
わ
す
釈
尊
が' 

そ
の
機
を 

課
題
的
に
担
わ
れ
て
、

「矜
哀
の
善
巧
」
に

よ

り

「真
説
」
と
し
て 

示
さ
れ
た
大
悲
の
事
実
を
押
さ
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
”
 

そ

の

釈

尊

は

「
説
本
願
」
を

世

に

興

出

す

る

そ

の

「
所
以
」
と
す 

る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
釈

尊

に

よ

っ

て

示

さ

れ

た

「
矜 

哀
の
善
巧
」
も
如
来
の
本
願
悲
心
に
応
同
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ 

れ
ゆ
え
に
釈
尊
が
人
間
に
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
も
、

「
涅 

槃
の
真
因
」

た

る

「
唯
信
心
」

の

成

就

を

「
三
心
の
誓
」

に
明
ら

か
に
す
る
如
来
の
本
願
の
悲
心
で
あ
る
と
言
え
る
。
 

し

た

が

っ

て

「難
治
の
機
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
意
味
と 

は' 

「
誠
に
知
り
ぬ
、

悲
し
き
哉
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
確
か 

め

切

っ

た

「
一
切
の
群
生
海
」
に
、
「
十
方
衆
生
よ
」
と
喚
び
か
け 

る
本
願
の
悲
心
が
、

「
一
切
の
群
生
海
」
と
し
て
あ
る
一
切
の
人 

間
に
必
然
の
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く 

こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

ま

た

そ

れ

は

『
尊
号
真
像
銘
文
』

の
言 

葉
に
帰
す
な
ら
ば
、
「
つ
み
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て
、
十
方
一 

切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
と
し
ら
せ
ん
」
と
い
う
、 
- 

切

の

存

在

に

対

し

て

「
往
生
す
べ
し
」
と
知
ら
せ
る
本
願
の
能
動 

性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
誓
願
す
る
如
来
の
本
願
悲
心
に
お
い
て
、
 

「
定
聚
の
数
に
入
る
」
自
身
と
し
て
一
切
の
存
在
が
在
る
こ
と
と
、
 

正
し
く
そ
の
こ
と
が
本
願
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ 

る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
す
な
わ
ち 

「濁

世

の

庶

類

・
穢
悪
の
群
生
」
と

「
一
切
の
群
生
海
」

が
具
体 

的
に
押
さ
え
ら
れ
て
、
「
金
剛
不
壊
の
真
心
を
求
念
す
応
」
く
あ
る 

身
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ

の

「真
心
の
求
念
」

に
お
い
て
、
知
ら 

せ

る

「
本
願
醍
醐
の
妙
薬
を
執
持
す
可
」
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い 

く
の
で
あ
る
。
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五

こ

の

「
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
」

と
人
間
に
知
ら
せ
る
と
い 

う
本
願
の
能
動
性
に
、
人
間
と

い
う

存
在
が
誓
願
を
「
執
持
す
可
」 

き
こ
と
の
績
極
的
な
理
由
が
あ
る
の
だ
が
、
さ

ら

に

そ

れ

を

「難 

治
の
機
」
を

確

か

め

る

『
涅
槃
経
』

に
考
え
て
い
く
時
、
注
意
し 

て
お
き
た
い
の
は
、
悉
知
義
の
阿
闍
世
に
対
す
る
語
り
か
け
の
言 

葉
で
あ
る
。

悉
知
義
の
言
葉
は
、

『
教
行
信
証
』

坂
東
本
に
お
い 

て

は

「
信
巻
」

の
表
紙
見
返
し
に
も
、
抄
出
す
る
か
た
ち
で
置
か

⑱

れ
て
い
る
。

そ
こ
に
書
か
れ
る
言
葉
そ
れ
自
体
の
位
置
付
け
に
っ 

い
て
は
、
十
分
な
確
か
め
が
必
要
で
あ
り
、
早
急
に
結
論
を
出
す 

こ
と
は
し
な
い
が
、
改
め
て
こ
の
言
葉
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
阿

0-

闍

世

に

語

り

か

け

る

「
邪
見
六
臣
の
言
」

を
見
る
時' 

悉
知
義
の 

語
り
か
け
に
注
意
が
払
わ
れ
る
。

而
る
に
眷
属
の
為
に
現
世
の
五
欲
の
楽
に
貪
著
す
る
が
故
に
、
 

父
の
王
辜
無
き
に
横
に
逆
害
を
加
す
。

父
を
害
す
る
に
因
り 

て
、
己
れ
が
心
に
悔
熱
を
生
ず
。

乃
至
心
悔
熱
す
る
が
故
に 

徧
体
に
瘡
を
生
ず
。(

同
前
・
一
五
四
頁) 

と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
身
を
痛
み
、
心

を

痛

ん

で

「
我
今
此
の
身 

に
已
に
華
報
を
受
け
た
り
。

地
獄
の
果
報
、
将
さ
に
近
づ
き
て
遠 

か
ら
ず
と
す
」
と
実
感
す
る
阿
闍
世
に
対
し
て
、
六
臣
は
そ
れ
ぞ

れ
が
依
拠
す
る
思
想
を
語
っ
て
い
く
。

そ

の

質

が

「
慰
撫
」
と
い 

う
言
葉
で
括
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
 

一
々
の
思
想
の
内
容 

に
押
さ
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
そ

の

「
邪
見 

六
臣
の
言
」

に
現
れ
る
思
想
が
、
人
間
に
具
体
的
に
作
用
す
る
こ 

と
を
ど
こ
で
押
さ
え
て
い
く
か
と
い
う
時
、
そ
の
こ
と
は
悉
知
義 

の\

惟
や
願
わ
く
は
大
王
、
愁
苦
を
放
捨
せ
よ
。
(

同

前

・
一
五
九 

頁)

と
い
う
言
葉
に
見
て
い
き
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
 

こ
の
悉
知
義
の
言
葉
に
類
す
る
表
現
で
、
六
臣
の
そ
れ
ぞ
れ
の 

語

り

か

け

の

中

に

「
愁
い
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
は
表
現 

さ
れ
る
し
、
悉

知

義

の

言

葉

自

体

に

も

「
愁
苦
を
放
捨
せ
よ
」

と 

い
う
言
葉
に
重
ね
て
、
「
愁
怖
を
懐
く
こ
と
勿
れ
」
と
言
わ
れ
て
い

㉑

く
の
で
あ
る
が
、
今
問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
経
典
の 

表
現
方
法
に
お
け
る
事
柄
で
は
な
く
し
て
、

「
愁
苦
を
放
捨
せ
よ
」 

と
い
う
言
葉
に
読
み
取
っ
て
い
け
る
こ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。

阿

闍

世

に

お

い

て

「
愁
苦
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
基
点
に
は
、 

我

、
智
者
に
従
い
て
曾
て
是
の
義
を
聞
き
き
。

世
に
五
人
あ 

り

、
地
獄
を
脱
が
れ
ず
と
。

謂
わ
く
、
五
逆
罪
な
り
。
我

、
 

今
已
に
無
量
阿
僧
祇
の
罪
有
り
。(

同

前

・
一
五
五
頁)
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と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

五
逆
罪
を
十
分
に
知
る
阿
闍
世
が
あ
る
。
 

阿
闍
世
は
五
逆
罪
を
知
る
か
ら
こ
そ' 

自
ら
の
な
し
た
逆
害
の
事

な 

㉒
 

実
を

、
「
曾
し
智
者
の
是
く
の
如
き
の
言
を
作
し
し
を
聞
き
き
」
・

㉓

「
我
亦
た
曾
て
智
者
の
説
き
て
言
い
し
を
聞
き
き
」
と

、
さ
ら
に 

繰
り
返
し
て
自
問
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
五
逆
罪
の
知
が
、
 

身

の

事

実
と

し
て

の
知
に
な

り
え
な

い
こ

と
が

「
愁
苦
」
と
し
て 

具
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
罪
の
内
容
が
五
逆
で
あ
る
と
い
う 

程
度
の
問
題
に
よ
っ
て
愁
苦
す
る
の
で
は
な
く
、
五
逆
の
身
と
し 

て

あ

る

「
つ
み
」
を
知
る
こ
と
が
開
か
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
愁 

苦
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
阿
闍
世
が
人
間
と
し
て
の
存
在 

を
確
保
で
き
る
か
否
か
の
分
岐
点
が
示
さ
れ
て
い
く
と
言
え
る
。
 

す

な

わ

ち

五

逆

の

身

と

し
て

あ

る

「
つ
み
」
を
知
る
こ
と
と
は
、
 

単

に

「
つ
み
」

の
身
を
知
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
は
な
く
、
 

「
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
、
誹
謗
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
」 

る
こ
と
に
お
い
て
、

「
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ 

し
と
し
ら
せ
ん
」
と
す
る
本
願
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
往 

生
す
べ
し
と
知
ら
せ
ん
」
と
す
る
本
願
を
、
人
間
が
知
っ
て
往
生 

す
る
存
在
と
な
る
か
ヽ
知
ら
ず
し
て
人
間
で
あ
る
こ
と
を
失
っ
て 

い
く
か
と
い
う
こ
と
を
決
す
る
の
は
、
愁
苦
に
五
逆
の
身
と
し
て 

あ

る

「
つ
み
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で 

あ
っ
て
、
し

た

が

っ

て

「
愁
苦
」

こ
そ
が
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を

確
保
で
き
る
基
点
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
 

そ
の
時
、
愁
苦
す

る

存

在

に

対

し
て

「
愁
苦
し
て
は
な
ら
な
い
」 

と
い
う
言
葉
は
、
「
つ
み
」
の
身
と
し
て
あ
る
こ
と
に
不
知
で
あ
る 

こ
と
を
人
間
に
要
請
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
人
間
に 

人
間
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
せ
し
め
る
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間 

に
対
し
て
最
も
具
体
的
に
作
用
す
る
時' 

人
間
は
人
間
で
あ
る
こ 

と
を
放
棄
す
る
こ
と
を
必
然
し
て
い
く
。

そ
の
意
味
で
悉
知
義
の 

「
愁
苦
を
放
捨
せ
よ
」
と
い
う
語
り
か
け
は
、 

そ
れ
を
最
も
直
截 

に
語
り
、
そ
し
て
示
す
言
葉
と
し
て
の
位
置
付
け
を
持
つ
こ
と
と 

な
る
。

親
鸞
は
、
「
邪
見
六
臣
」

と
言
わ
れ
る
邪
見
の
質
を
、

短 

絡
的
に
六
臣
の
一
々
が
外
道
と
位
置
付
け
ら
れ
る
思
想
を
根
拠
と 

し
て
い
る
か
ら
邪
見
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
見
る
の
で
は
な
い
。
 

む
し
ろ
六
臣
の
語
り
か
け
に
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
せ
し
め 

る
と
い
う
具
体
的
な
作
用
と
し
て
の
外
道
性
を
統
括
的
に
押
さ
え 

切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
外
道
性
と
し
て
作
用
す
る
根
拠
に
邪 

見
と
い
う
質
を
見
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
邪
見 

で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
、
「
如
来
に
非
ざ
る
六
師
」
に
依
る
こ
と
に

㉕
 

集
約
す
る
か
た
ち
で
明
確
に
し
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

こ
う
押
さ
え
る
時
、

復
有
一
臣
名
悉
知
義 

昔

者

有

王

名

日

羅

摩

害

其

父

得

紹

王

位

跋

提

大

王

毘

樓
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眞
王 

那
猴
沙
王 

迦
帝
迦
王 

毘
舎
怯
王 

月
光
明
王 

日
光
明
王 

愛
王 

持
多
人
王 

如
是
等
王
皆
害
其
父
得
紹 

王
位
然
无
一
王
入
地
獄
者
於
今
現
在
毘
瑠
璃
王 

優
陀
邪
王 

惡
性
王 

鼠
王 

蓮
華
王 

如
是
等
王
皆
害
其
父
悉
无
一
王 

生
愁
惱
者 

文
(

同
前
・
九
四
頁) 

と
、
親
鸞
が
記
す
言
葉
は
、
阿
闍
世
に
と
っ
て
は
最
も
具
体
的
に 

人
間
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
せ
し
め
る
言
葉
と
し
て
作
用
す
る
こ
と 

を
押
さ
え
る
言
葉
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ' 

さ
ら
に
は
そ
れ
は
阿 

闍
世
個
人
に
お
け
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
つ
み
」
の
身
と
し
て 

あ
り
な
が
ら
、
「
一
王
と
し
て
地
獄
に
入
る
も
の
無
し
」

「今
現
在 

に
悉
く 

一
王
と
し
て
愁
悩
を
生
ず
る
者
無
し
」
と
い
う
言
葉
に
よ 

っ
て
、

「今
現
に
」
人
間
で
あ
る
こ
と
を
自
失
し
な
が
ら
、

阿
闍 

世
性
を
生
き
る
人
間
に
対
し
て
も
、
同
様
に
放
棄
を
必
然
す
る
言 

葉
と
し
て
作
用
し
て
い
く
。

そ
の
言
葉
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
が 

不
明
な
ま
ま
に
人
間
を
根
拠
と
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
・ 

人
間
を
放
棄
せ
し
め
る
言
葉
と
な
る
の
で
あ
り' 

そ
れ
を
押
さ
え 

る
時
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
人
間
に
明
ら
か
に
す
る
本
源
的
な
根 

拠
と
し
て
の
本
願
が
、

至

心

信

楽

之

願

正

定

聚

之

機(

同
前
九
五
頁) 

と
示
さ
れ
、
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

善
き
哉
善
き
哉
、
大
王' 

罪
を
作
す
と
雖
も
心
に
重
悔
を
生 

じ
て
慙
愧
を
懐
け
り
。(

中
略)

無
慙
愧
は
名
づ
け
て
人
と
為 

ず
。
名
づ
け
て
畜
生
と
為
す
。

故
に
則
ち
能
く
父
母
師
長
を 

恭
敬
す
。

慙
愧
有
る
が
故
に
父
母
兄
弟
姉
妹
あ
る
こ
と
を
説 

く
。

善
き
哉
大
王
、
具
さ
に
慙
愧
有
り
、
と
。(

同
前
一
六
二 

頁)

と
、

「
慙
愧
せ
よ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
「
愁
苦
」

に
救
済
の 

接
点
を
示
す
耆
婆
の
言
葉
が
、

汝

、
今
当
さ
に
耆
婆
の
所
説
に
随
う
べ
し
。

邪
見
六
臣
の
言 

に
随
う
こ
と
莫
れ
。(

同
前
一
六
四
頁)

と
、 

邪
見
に
依
る
こ
と
の
な
い
言
葉
と
し
て
、

「
随
う
べ
」
き
言 

葉
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
も
、

「知

ら

せ

ん

」

と
す 

る

本

願

を

「知
る
」

こ
と
を
、
端
的
に
人
間
に
示
す
言
葉
で
あ
る 

こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

六

「難
治
の
機
」

に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
人
間
が
人 

間
で
あ
る
こ
と
を
奪
還
す
る
根
拠
と
し
て
の
本
願
で
あ
り
、
ま
た 

そ
の
本
願
は
、
人
間
の
根
拠
と
し
て
用
ら
く
こ
と
で
あ
り
得
る
が 

た
め
に
、
自

ら

そ

れ

を

「
十
方
一
切
の
衆
生
に
」
「
知
ら
せ
ん
」
と 

す
る
能
動
性
を
も
っ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ

の

「知
ら
せ
ん
」
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と
す
る
本
願
の
悲
心
に
呼
応
し
て
、
釈

尊

は

「
矜
哀
の
善
巧
」
を 

も

っ

て

「
知
ら
せ
ん
」
と
す
る
本
願
の
性
格
を
、
「
諸
の
大
乗
」
に 

お
い
て
衆
生
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
、
ま
ず
端
的 

に
位
置
付
け
て
お
き
た
い
。

そ
の
よ
う
に
、
「
難
治
の
機
」

に
誓
願
す
る
如
来
の
、
「知
ら
せ 

ん
」
と
い
う
悲
心
と
、
そ

の

悲

心

を

責

任

的

・
課
題
的
に
担
っ
て 

衆
生
に
明
ら
か
に
す
る
釈
尊
と
を
押
さ
え
て
、
知
ら
せ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
存
在
と
し
て
の
人
間
を
押
さ
え
る
時
、
そ
こ
で
端
を
改 

め
て

夫
れ
諸
の
大
乗
に
拠
る
に
、
難
化
の
機
を
説
け
り
。(

同
前
ー 

ハ
四
頁)

と
言
い
切
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
本
願
の
悲
心
と
、

「
説
本
願
」

の 

た

め

に

「
矜
哀
の
善
巧
」
を
示
す
釈
尊
と
の
呼
応
へ
の
確
か
め
を 

く
ぐ
っ
て
言
い
切
ら
れ
る
衆
生
の
難
化
性
の
問
題
、
す
な
わ
ち
化 

の
対
象
と
し
て
の
人
間
を
確
か
め
た
こ
と
を
承
け
て
い
く
も
の
で 

あ
る
。

そ
う
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
 

斯
れ
等
の
真
教
、
云
何
が
思
量
せ
ん
や
。(

同
前
同
頁) 

と
い
う
言
葉
も
、
諸
経
の
表
現
を
い
か
に
会
通
し
て
い
く
か
と
い 

う
問
い
で
は
な
く
、
「
難
化
の
機
」
と
そ
の
難
化
性
を
確
か
め
ら
れ 

た
人
間
が
、
ど

こ

で

何

に

よ

っ

て

「
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ 

ず
往
生
す
べ
し
と
し
ら
せ
ん
」
本

願

を

知

る

の

か

、
す
な
わ
ち

「
知
ら
せ
ん
と
」
す
る
本
願
を
、
人

間

が

「
知
る
」

こ
と
を
問
う 

こ
と
を
内
容
と
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ

こ

に

「
知 

ら
せ
ん
」
と
す
る
本
願
を
、
「知
る
」
こ
と
と
し
て
端
的
に
示
さ
れ 

る
の
が
、

乃
し
弥
陀
の
因
地
に
し
て
、
世
饒
王
仏
の
所
と
に
し
て
、
位 

を
捨
て
て
家
を
出
ず
。

即
ち
悲
智
の
心
を
起
こ
し
て
広
く
四 

十
八
願
を
弘
め
し
め
た
ま
う
し
に
、
仏
願
力
を
以
て
五
逆
と 

十
悪
と
罪
滅
し
生
を
得
し
む
。
謗
法
闡
提
回
心
す
れ
ば
皆
往 

<
'

と
。(

同
前
一
九
一
頁) 

と
言
わ
れ
る
回
心
で
あ
っ
て
、
さ

ら

に

は

「
本
願
円
頓
一
乗
は
逆

㉖

悪
摂
す
と
信
知
し
て
」
と
言
わ
れ
る
信
知
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
の
こ
と
が
中
核
的
に
踏
ま
え
ら
れ
た
上
で
、
『
大
経
』
『
如
来 

会
』
『
観
経
』
『
涅
槃
経
』

と

い

う

大

聖

の

「真
教
」

に
お
け
る
、
 

五

逆

・
十
悪
・
謗
法
・
一
闡
提
が
問
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
 

こ

の
五
逆
・
十
悪
，
謗

法

・
一
闡
提
と
い
う
こ
と
も
、
 

各
別
的
な 

問
題
で
も
な
く'

人
間
に
他
と
し
て
の
区
分
を
付
す
る
こ
と
を
正 

当
化
し
て
い
く
根
拠
と
な
る
よ
う
な
質
で
の
一
切
性
の
確
認
で
も 

な
い
。
「
一
切
の
群
生
海
」
が
本
願
に
帰
す
べ
き
身
と
し
て
存
在
す 

る
こ
と
の
確
か
め
に
お
け
る
、
回

心

，
信
知
の
内
容
と
し
て
の
こ 

と
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ

の

回

心

，
信
知
と
は
、
人
間
の
位
相
の 

段
階
的
な
変
化
を
示
す
こ
と
で
は
な
く
、
本
願
に
依
っ
て
生
き
る
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存
在
と
な
る
か' 

本
願
に
依
ら
ず
し
て
生
き
る
の
か
ゝ
す
な
わ
ち 

本
願
か
非
本
願
か
と
い
う
、
人
間
の
依
止
の
根
本
的
な
転
換
と
し 

て
の
回
心
で
あ
り
信
知
で
あ
る
。

し

た

が

っ

て

「
定
聚
の
数
に
入 

る
」

べ
き
自
身
と
し
て
あ
る
、
人
間
と
い
う
存
在
へ
の
不
信
と
い 

う
問
題
が
、
回

心

・
信
知
の
不
明
確
性
と
し
て
提
起
さ
れ
る
と
と 

も
に
、
そ
の
不
明
確
性
の
内
容
と
し
て
、
逆
謗
闡
提
、

こ
と
に
五 

逆
と
謗
法
が
位
置
付
け
ら
れ
て
提
示
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

親
鸞
が
こ
の
五
逆
と
謗
法
の
問
題
を
、
回
心
を
明
確
に
位
置
付 

け
た
上
で
、
改
め
て
信
知
の
内
容
と
し
て
の
五
逆
と
は
何
か
を
確 

認

す

る

か

た

ち

で

「
信
巻
」

を
結
ん
で
い
く
こ
と
の
意
味
、
そ
れ 

に

お

い

て

「
つ
み
」

「
と
が
」
と
言
わ
れ
、
さ

ら

に

は

「
疑
謗
」
「
毀 

謗
」
と
確
認
さ
れ
て
い
く
こ
と
の
問
題
に
つ
い
て
確
か
め
る
こ
と 

が
必
要
と
な
る
が
、
 

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
考
え
る 

こ
と
と
し
た
い
。

註
・
出
典
は
次
の
よ
う
に
略
称
す
る
。
な
お
引
用
に
あ
た
り
漢
文
は
書
き 

下
し
文
と
し
た
。

『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』!

定
親
全

『
真
宗
聖
教
全
書
』!

真
聖
全

①
 

「
信
巻
」(

定
親
全
一
・
九
六
頁)

② 

同

前
(

同
一
一
五
頁)

③

④

同

前
(

同
一
一
六
頁)

⑤
 

「
阿
弥
陀
如
来
、

已
に
三
心
の
願
を
発
し
た
ま
え
り
」(

同
前
同 

頁)

⑥ 

「
仏
意
惻
り
難
し
」(

同
前
同
頁)

⑦
 

『
尊
号
真
像
銘
文
』
広

本
(

定
親
全
三
・
ハ
六
頁)

⑧
 

「
行
巻
」
所

引

『
浄
土
論
註
』
上
欄
註
記
「
督
字
ア
キ
ラ
カ
ナ
リ
」 

(

定
親
全
一
・
三
四
頁)

⑨
 

『
高
僧
和
讃
』
善

導

讃

「
信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば 

念
仏
成
仏
自 

然
な
り
自
然
は
す
な
は
ち
報
土
な
り
証
大
涅
槃
う
た
が
は
ず
」

(

定
親
全
二
・
ー
 

ー
ハ
頁)

⑩ 

「
信
巻
」(

定
親
全
一
・
一
三
二
頁)

⑪

⑫

同

前
(

同
一
四
一
頁)

⑬
 

『
尊
号
真
像
銘
文
』
広

本
(

定
親
全
三
・
七
七
頁) 

⑭
⑮
 

『
高
僧
和
讃
』
善
導
讃
「
釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母 

種
種
に 

善
巧
方
便
し
て
わ
れ
ら
が
無
上
の
信
心
を
発
起
せ
し
め
た
ま
ひ 

け
り
」
の

「
発
起
」
の
左
仮
名
「
ひ
ら
き
お
こ
す 

た
て
お
こ
す 

む
か
し
よ
り
あ
り
し
こ
と
を
お
こ
す
を
ほ
ち
と
い
ふ
い
ま
は
し
め 

て
お
こ
す
を
き
と
い
ふ
」(

定
親
全
二
・
ー
ー
四
頁) 

⑯
 

「
論
主
の
一
心
と
と
け
る
お
ば 

曇
鸞
大
師
の
み
こ
と
に
は 

煩 

悩
成
就
の
わ
れ
ら
が 

他
力
の
信
と
の
べ
た
ま
ふ
」

『
高
僧
和
讃
』 

壘

鸞

讃(

定
親
全
二
・
九
四
頁)

⑰
 

拙
稿
「
難
治
の
機
—
課
題
的
存
在
と
し
て
の
人
間
—
」(

大
谷
大
学 

大
学
院
研
究
紀
要
九
号)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑱
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
古
田
武
彦
氏
『
親
鸞
思
想
』
に
論
及
さ
れ
て
い 

る
。

⑲
 

「
信
巻
」(
定
親
全
一
・
一
六
四
頁)

⑳

同
前
・
同
一
五
四
頁
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㉑

六
臣
の
表
現
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

日
月
称
「
大
に
愁
苦
す
る
こ
と
莫
れ
」(

同
前
一
五
五
頁) 

蔵

徳

「
惟
や
願
わ
く
は
大
王
、

且
ら
く
愁
怖
す
る
こ
と
莫
れ
」
(

同

前
一
五
七
頁)

実

徳

「
惟
や
願
わ
く
は
大
王
、
且
た
愁
苦
す
る
こ
と
莫
れ
」(

同
前 

一
五
ハ
頁)

実

徳

「
惟
や
願
わ
く
は
大
王
、
意
を
寛
か
に
し
て
愁
う
る
こ
と
莫 

れ
」(

同
前
同
頁)

悉
知
義
「
惟
や
願
わ
く
は
大
王
、
愁
苦
を
放
捨
せ
よ
」(

同
前
一
五 

九
頁)

実

徳

「
惟
や
願
わ
く
は
大
王
、

愁
怖
を
懐
く
こ
と
勿
れ
」(

同
前
ー 

六
〇
頁)

吉

徳

「
惟
や
願
わ
く
は
大
王
、
愁
苦
を
生
ず
る
こ
と
莫
れ
」(

「
信
巻
」 

定
親
全
一
・
一
六
一
頁)

無
所
畏
「
唯
願
大
王
莫
復
愁
苦
」(

大
正
蔵
一
ニ
・
七
一
四3
)

㉒
 

「
信
巻
」(

定
親
全
一
・
一
五
ハ
頁)

㉓

同

前

・
同
一
五
九
頁 

、

㉔

「
是
の
故
に
如
来
を
大
良
医
と
な
す
。
六
師
に
は
非
ざ
る
な
り
」 

(

同
前
一
六
三
頁)

㉕
 

親
鸞
が
様
々
に
経
文
を
乃
至
し
略
抄
し
て
い
く
こ
と
の
視
点
に
は
、
 

人
間
を
放
棄
せ
し
め
る
と
い
う
外
道
性
を
も
っ
て
具
体
的
に
作
用
す 

る

「
邪
見
六
臣
の
言
」
を
明
白
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㉖
 

『
高
僧
和
讃
』
天

親

讃(

定
本
ニ
・
九
二
頁)
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