
如

来

二

種

の

回

向

は

じ

め

に

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』

は
、
証
道
今
盛
な
る
仏
道
と
し 

て
浄
土
真
宗
を
顕
わ
す
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。

そ
の
浄
土
真 

宗
を
顕
わ
す
に
つ
い
て
、
親

鸞

は

「
教
巻
」
冒
頭
に
わ
ざ
わ
ざ
次 

の
言
葉
を
置
い
て
い
る
。

謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、

二
種
の
回
向
あ
り
。

一
つ 

に
は
往
相
、

二
つ
に
は
還
相
な
り
。

往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
 

真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。
 

(

定
親
全.
一
・
九
・
原
漢
文) 

こ
の
部
分
は
古
く
か
ら
真
宗
大
綱
と
呼
ば
れ
、
往

相

・
還
相
の
二 

種
の
回
向
が
浄
土
真
宗
の
根
本
原
理
で
あ
る
こ
と
は' 

誰
も
が
認 

め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
が
何
故
に
二
種
の
回
向 

を
根
本
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
 

ま
た
そ
れ
が
衆
生
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
か
に
つ
い 

て
は
様
々
な
見
解
が
出
さ
れ
て
お
り
、
根
本
原
理
で
あ
る
と
い
わ

一
 

楽 

真

れ
て
い
る
ほ
ど
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
 

様
々
な
見
解
が
出
さ
れ
る
中
、
特
に
論
点
が
大
き
く
分
か
れ
る 

の
は
、
往
還
の
二
相
を
ど
こ
に
見
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
す 

な
わ
ち
、

往

還

を

如

来

の

回

向

に

よ

っ
て

衆

生

に

実

現
す

る

相 

(

す
が
た)

と
見
る
の
か
、
或
は
如
来
の
回
向
そ
の
も
の
に
往
還
ニ

①

相
を
見
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
還
相 

は
往
相
の
証
果
の
後
に
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
利
他
行
を
行 

ず
る
の
は
衆
生
自
身
と
見
な
さ
れ
る
。

ま
た
そ
の
際
、
還
っ
て
く

②

る
の
は
い
つ
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対 

し
後
者
は
、
如
来
の
回
向
を
受
け
る
も
の
と
し
て
の
衆
生
と
い
う 

面
に
主
張
点
が
あ
る
。

親
鸞
に
お
い
て
ま
ず
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
往
還
を 

と
も
に
如
来
の
回
向
と
押
さ
え
る
言
葉
で
あ
る
。

往
相
還
相
の
回
向
に 

ま
う
あ
は
ぬ
身
と
な
り
に
せ
ば 

流

転

輪

廻

も

き

は

も

な

し

苦

海

の

沈

淪

い

か

が

せ

ん
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(

『
正
像
末
和
讃
』
定
親
全
二
・
和
讃
篇
一
入
一) 

無

始

流

転

の

苦

を

す

て

て

無

上

涅

槃

を

期

す

る
こ

と 

如

来

二

種

の

回

向

の

恩

徳

ま
こ

と

に

謝

し

が

た

し

(

同
右
ー
ー
八
二) 

こ
れ
ら
の
言
葉
を
見
れ
ば
、
流
転
輪
廻
の
超
克
は
如
来
二
種
の
回 

向
に
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

し 

か
も
、如

来
の
二
種
の
回
向
に
よ
り
て
、
真
実
の
信
楽
を
う
る
人
は 

か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
す
る
が
ゆ
へ
に
他
力
と
ま 

ふ
す
な
り
。 

(

『
三
経
往
生
文
類
』
定
親
全
三-

和
文
篇
二
八) 

と
述
べ
ら
れ
る
の
を
考
え
れ
ば
、
往

還

二

回

向

は

「真
実
の
信
楽 

を
う
る
」
と
い
う
一
事
に
は
関
わ
っ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。

決
し
て
、
往
相
の
後
に
還
相
が
期
待
さ
れ
て
い
る
わ
け
で 

は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
 

往
還
の
二
相
は
如
来
の
は
た 

ら
き
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
。
 

弥

陀

の

回

向

成

就

し

て

往

相

還

相

ふ

た

つ

な

り 

(

わ
う
さ
う
は
こ
れ
よ
り
わ
う
し
や
う
せ
さ
せ
む
と
お
ほ
し
め
す 

ゑ
か
う
な
り
く
ゑ
ん
さ
う
は
し
ゃ
う
と
に
ま
い
り
は
て
は
ふ
け 

ん
の
ふ
る
ま
い
を
せ
さ
せ
て
し
ゅ
し
ゃ
う
り
ゃ
く
せ
さ
せ
ん
と 

ゑ
か
う
し
た
ま
へ
る
な
り)

こ
れ
ら
の
回
向
に
よ
り
て
こ
そ 

心
行
と
も
に
え
し
む
な

れ 

(

『
高
僧
和
讃
』
初
稿
本
、
定
親
全
二
・
和
讃
篇
九
三) 

い

ま

注

意

し

た

い

の

は

「
往
相
還
相
」

に
付
さ
れ
た
左
訓
で
あ
る
。 

こ

れ

は

「
往
相
は
こ
れ
よ
り
往
生
せ
さ
せ
ん
と
欲
し
め
す
回
向
な 

り
。

還
相
は
浄
土
に
参
り
、
果
て
は
普
賢
の
ふ
る
ま
い
を
せ
さ
せ 

て
、
衆
生
利
益
を
せ
さ
せ
ん
と
回
向
し
た
ま
え
る
な
り
」

と
読
め
、
 

衆
生
を
往
生
さ
せ
る
の
が
往
相
回
向
で
、
衆
生
に
普
賢
菩
薩
の
ふ 

る
ま
い
を
さ
せ
衆
生
利
益
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
還
相
回
向
で 

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

同
様
に
、

『
浄
土
和
讃
』

の
左
訓
に 

お

い

て

も

「
わ
れ
ら
衆
生
、
極
楽
に
参
り
な
ば
、
大
慈
大
悲
を
お 

こ
し
て
十
方
に
至
り
て
衆
生
を
利
益
す
る
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い 

る
。

こ
れ
ら
は
、
往
還
二
相
を
衆
生
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
典
拠 

と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
に
見 

る
な
ら
ば
、
前
に
挙
げ
た
往
還
二
相
を
如
来
の
回
向
に
つ
い
て
語 

る
親
鸞
の
表
現
と
ど
う
し
て
も
ず
れ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。
 

本
稿
は
こ
れ
ら
の
表
現
の
整
合
性
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の 

で
は
な
い
。

ま
た
往
還
二
相
を
如
来
に
見
る
か
衆
生
に
見
る
か
と 

い
う
分
類
を
問
題
に
し
た
い
の
で
も
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
前
に' 

何

故

に

親

鸞

は

「如
来
二
種
の
回
向
に
遇
わ
ね
ば
流
転
を
超
え
ら 

れ
な
い
」

と
語
っ
た
の
か
、

往
還
二
相
を
も
っ
て
は
た
ら
き
か
け 

ら
れ
な
け
れ
ば
流
転
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
我
々
の
問
題
性 

は
何
か
、

そ
れ
を
考
え
た
い
と
思
う
。

以
下
、

「如
来
二
種
の
回
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向
」
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
に
重
き
を
置
き
な
が
ら
、
往

相

回

向

，
 

還
相
回
向
が
も
つ
意
味
を
確
か
め
て
い
き
た
い
。

ー
 

『
論

註

』

に

お

け

る

往

還 

改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く'

回

向

に

往

相

・
還
相
の
二
相
を
見 

開
い
た
の
は
曇
鸞
で
あ
る
。
『
浄
土
論
』
が

語

る

五

念

門

の

中

「
回 

向
門
」

に
つ
い
て
釈
す
る
際
に
、

「
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
。

ー
 

っ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
」

と
わ
ざ
わ
ざ
立
て
た
も
の 

で
あ
る
。

そ
の
意
図
を
尋
ね
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い0 

『
浄
土
論
註
』
は' 

天

親

の

『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
を 

註
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
龍
樹
が
示
し
た
易
行
道
こ
そ
が
不
退 

転
地
に
至
る
と
い
う
大
乗
の
課
題
に
応
え
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と 

を
明
ら
か
に
す
る
書
物
で
あ
る
。
龍

樹

，
天
親
と
い
う
大
乗
の
二 

大
論
師
の
意
図
を
受
け
継
ぎ
、
真
の
大
乗
の
仏
道
を
掲
げ
よ
う
と 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
諸
の
難
行
を
行
ず
る
こ
と
久
く 

し
て
乃
ち
得
べ
し
」
と
押
さ
え
ら
れ
る
難
行
道
か
、
自
ら
の
成
仏 

の
可
能
性
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
が
故
に
、
自
ら
の
歩
み
の 

正
当
性
を
も
自
明
と
し
て
い
く
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ 

と
を
見
抜
い
た
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
「
無
仏
の
時
」
を
生
き
る 

者
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
修
道
が
如
実
で
あ
る
こ
と
を
自
分
自
身 

で
証
明
す
る
よ
り
外
な
く'

自
己
満
足
と
区
別
で
き
な
い
と
い
う

問
題
性
を
見
た
の
で
あ
る
。
難
行
道
が
不
退
転
地
に
至
る
こ
と
が 

難

し

い

根

本

理

由

と

し

て

「
た
だ
こ
れ
自
力
に
し
て
他
力
の
持
つ

⑤
な
し
」
と

語

ら

れ

る

「
自
力
」

の
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
真
実 

に
不
退
転
地
に
至
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
実
現
す
る
か
と
い
う
こ 

と
が
、
改
め
て
問
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
難
行
道
と
簡 

ん
で
立
て
ら
れ
る
易
行
道
は
、

「
た
だ
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土 

に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
」
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
速
や
か
に
不
退 

転
地
に
至
る
こ
と
が
実
現
す
る
道
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
観
点
か
ら
曇
鸞
は
、
『
願
生
偈
』
の
本
文
を
註
釈
す
る
に
先 

立
っ
て
、
天

親

に

お

こ

っ

た

「
一
心
」
を
信
仏
の
因
縁
の
具
体
的 

事
実
と
見
て
、
そ
の
一
心
の
内
容
と
し
て
五
念
門
を
押
さ
え
切
ろ 

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
五
念
配
釈
と
呼
ば
れ
る
部
分
で 

あ
る
。偈

中
分
為
ー
ー
五
念
門
「
如
ー
ー
下
長
行
所
匸
釈
。
第
一
行
四
句
相
含 

有
二
三
念
門(

上

三

句

是

礼

拝

・
讃
嘆
門
、

下
一
句
是
作
願 

門
。

第
二
行
論
主
自
述
卞
我
依
ー
ー
仏
経
一
造
レ
論
与
二
仏
教-

相
応 

所
レ
服 

有

七

宗

。
何
故 

云' 

此
為
レ
成
ー
一
優
婆
提
舎
名
一
故
。
 

亦
是
成
一
ー
上
三
門
一
起
一
卞
二
門
宀
所
以
次
レ
之
説
。

従
ー
ー
第
三 

行
一
尽
ー
ー
廿
一
行
一
是
観
察
門
。

末
後
一
行
是
廻
向
門
。
分
ー
ー
偈 

章
門
一
竟
。 

(

真
聖
全-

・
ニ
ハ
ー) 

信
心
を
お
こ
し
た
後
に
五
念
門
の
行
を
一
々
修
し
て
い
く
と
い
う
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の
で
は
な
く
、

一
 

心
の
表
白
で
あ
る
願
生
の
偈
に
五
念
門
が
す
で 

に
具
わ
っ
て
い
る
と
読
む
の
で
あ
る
。

さ
も
な
い
と
、
信
仏
の
因 

縁
の
後
に
五
念
門
の
行
が
考
え
ら
れ
、
不
退
転
地
は
更
に
そ
の
彼 

方
の
理
想
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
も
や
難
行
道
と
同
じ
轍
を
踏 

む
こ
と
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
曇
鸞
は
見
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
 

こ

の

よ
う
な

意
図
か
ら

「
末
後
一
行
」
、
す

な

わ

ち

「
我
作
論
説
偈 

願

見

弥

陀

仏

普

共

諸

衆

生 

往
生
安
楽
国
」
と

い

う

『
願
生
偈
』 

の

四

句

一

行

は

「
回
向
門
」

と
押
さ
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し

⑥

て

前

の

四

門

が

「
安
楽
浄
土
に
入
る
門
」
と
言
わ
れ
自
利
の
課
題

⑥
 

を
担
う
の
に
対
し
、
回

向

門

は

「慈
悲
教
化
に
出
る
門
」
と
言
わ 

れ
、
 

利
他
を
果
た
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
課
題
を
も
っ
て
い
る
こ
と 

が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
曇
鸞
の
確
か
め
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

天
親
に
お
こ
っ
た
一
心
は
五
念
門
を
内
実
と
し
、
自
利
利
他
成
就 

と
い
う
大
乗
の
仏
道
の
課
題
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら 

れ
る
。

回
向
門
の
一
行
に
つ
い
て
曇
鸞
は
次
の
よ
う
に
釈
し
て
い
る
。
 

此
四
句
是
論
主
回
向
門
。

回
向
者
回
二
己
功
徳つ

普
施
ー
ー
衆 

生
一
共
見
二
阿
弥
陀
如
来
一
生
一
ー
安
楽
国
『

(
真
聖
全
一
・
三
〇
七) 

と

こ

ろ

が

下

巻

に

移

っ

て

「
云
何
回
向
」
と
い
う
論
の
言
葉
を
釈 

す
る
に
際
し'

「
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
」

と
述
べ
、

往
還
二
種

の
相
を
見
開
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

① 

往
相
者
、
以
ー
ー
己
功
徳
一
回
ー
ー
施
一
切
衆
生
一
作
願 

共
往
ー
ー 

生 

彼
阿
弥
陀
如
来
安
楽
浄
土
『

② 

還
相
者' 

生
二
彼
土

已
、
得
二
奢
摩
多
毘
婆
舎
那
方
便
ヵ
成 

就

へ

回

二

入

生

死

稠

林(

教
花
一
切
衆
生
一
共
向
二 

仏

道

『 

(

真
聖
全
一'

ー
二
六)

の
二
種
で
あ
る
。

上

巻

で

「
回
向
は
己
れ
が
功
徳
を
回
し
て
普
く 

衆
生
に
施
し
て
、
共
に
阿
弥
陀
如
来
を
見
た
て
ま
つ
り
、
安
楽
国 

に
生
れ
ん
と
な
り
」

と
自
ら
述
べ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず' 

そ
れ
を 

回
向
の
往
相
と
し
た
上
で
、
更
に
回
向
の
還
相
を
立
て
て
く
る
の

0
 

で
あ
る
。

そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ 

れ
に
つ
い
て
は
曇
鸞
が
生
き
た
当
時
の
仏
教
界
の
状
況
を
考
え
合 

わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

い
ま
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き 

な
い
が' 

先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に' 

修
行
に
よ
っ
て
智
慧
を
獲 

得
し
て
い
く
菩
薩
道
に
対
し
、
願
生
浄
土
の
仏
道
の
必
然
性
を
掲 

げ
て
い
く
と
い
う
課
題
が
曇
鸞
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
 

い
わ
ゆ
る
死
後
に
期
待
さ
れ
る
浄
土
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
し

⑨
 

て
お
く
必
要
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
注
意
し
な
が
ら 

『
論
註
』

を
開
く
と
、
何
故
浄
土
を
願
う
の
か
と
い
う
問
い
が
あ 

ち
こ
ち
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

た
と
え
ば
、
次
の
ご 

と
く
で
あ
る
。
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願
生
安
楽
国
者
、
此
一
句
是
作
願
門
、
天
親
菩
薩
帰
命
之
意 

也
。
其
安
楽
義
具
在
二
下
観
察
門
中
『
問
日
。
大
乗
経
論
中
、 

処
処
説
ー
ー
ー
衆
生
畢
竟
無
生
如
一
ー
虚
空
へ
云
何
天
親
菩
薩
言
ー
ー 

願
生
一
耶
。
答
日
。
説
三
衆
生
無
生 

如
一
一
虚
空
一
有
ニ
ニ
種
『

ー
 

者
如
ー
ー
凡
夫
一
所
レ
謂
実
衆
生
、
如
一
ー
凡
夫
所
レ
見
実
生
死
へ
此
所 

見
事
畢
竟 

無
レ
所
レ 

有 

如
一
ー
亀
毛
一
如
ー
ー
虚
空
『
二
者
謂
諸 

法
因
縁
生
故
即
是
不
生
、
無
レ
所
レ
有
如
一
一
虚
空
『 

天
親
菩
薩 

所
レ
願 

生
者
是
因
縁
義
、
因
縁
義
故
仮
名
レ
生
、
非
レ
如
二
凡 

夫
謂
匸
有
一
一
実
衆
生
実
生
死
一
也
。
問
日
。
依
ー
ー
何
義
一
説
二
往生

!
'  

・答
日
。
於
ー
ー
此
間
仮
名
人
中
一
修
二
五
念
門
へ
前
念
与
ー
ー
後
念
ー 

作
レ
因
。
穢
土
仮
名
人
、
浄
土
仮
名
人
、
不
レ
得
一-
決

定

一
-

不
レ 

得
一
ー
決
定
異へ

前

心

・
後

心' 

亦
如
レ
是
。
何
以
故
、
若
ー 

則
無
二
因
果
へ 

若
異 

則
非
ー
ー
相
続へ  

是
義
観
一
一
一
異
門
一
論 

中
委
曲
、 

(

真
聖
全
一-

二
八
三) 

こ

こ

は

「
願
生
安
楽
国
」

の
一
句
を
天
親
の
作
願
門
と
し
て
釈
す 

る
一
段
で
あ
る
が
、
作
願
門
の
説
明
と
い
う
よ
り
も
、
わ
ざ
わ
ざ 

二
番
の
問
答
を
置
い
て
浄
土
願
生
の
意
味
を
確
か
め
る
文
章
に
な 

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
問
答
に
お
い
て
は
、
天
親
の
い 

う

願

生

を

「
因
縁
の
義
」
と
押
さ
え'

「
生
ま
れ
ん
と
願
う
」
と
い 

っ
て
も
凡
夫
が
衆
生
や
生
死
を
実
体
的
に
有
る
と
考
え
る
の
と
は 

異
な
っ
て
お
り' 

大
乗
の
諸
経
論
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
次
に
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
何
故
に 

往
生
と
い
う
こ
と
を
説
く
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
更
に 

立
て
、
穢

土

の

仮

名

人

・
浄
土
の
仮
名
人
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
、
 

穢
土
を
生
き
る
者
と
浄
土
を
生
き
る
者
と
の
質
的
違
い
を
押
さ
え 

て
い
る
。

つ
ま
り
、
ど
ち
ら
も
仮
名
人
で
あ
る
と
押
さ
え
ら
れ
る 

こ
と
に
よ
っ
て' 

浄
土
を
実
体
的
他
世
界
と
す
る
見
解
を
徹
底
し 

て
払
拭
し
、
往
生
と
い
っ
て
も
、
人
間
の
在
り
方
が
質
的
に
変
革 

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
下
巻
に
お
い
て
国
土
十
七
種
荘
厳
の
次
第
に
つ
い
て
述 

べ
る
と
こ
ろ
で
も
、
願
生
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
疑
問
が
置
か

れ
て
い
る
。

建

章

言
-

帰
命
無
碍
光
如
来
願
生
安
楽国

5
'  

此
中
有
レ 

疑

、
疑
言 

生
為
一
ー
有
本
衆
累
之
元
へ 

棄
レ
生
願
レ
生
、
生 

何
可
レ
尺
。
為
レ
釈
ー
ー
此
疑
匸
疋
故
観
ー
ー
彼
浄
土
荘
厳
功
徳
成
就" 

明

、
 

彼
浄
土
是
阿
弥
陀
如
来
清
浄
本
願
無
生
之
生
、
非
レ
如
ー
ー 

三
有
虚
妄
生-

也
。

何
以
言
レ 

之

、
夫
法
性
清
浄 

畢
竟 

無

生

、
言
レ
生
者
是
得
生
者 

之
情 

耳
。

(
真
聖
全
一
・
三
二
七
頁) 

こ
こ
に
曇
鸞
は
国
土
荘
厳
に
つ
い
て
述
べ
来
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、

「
明
け
し
、
彼
の
浄
土
は
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
本
願
の
無
生
の
生 

な
り
」
と
断
言
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
安
楽
国
に
生
ま
れ
る
と
は
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三
有
虚
妄
と
い
う
迷
い
の
生
で
は
な
く
、
従
っ
て
ま
た
迷
い
を
延 

長
す
る
の
で
も
な
い
。

そ
の
よ
う
な
、
ま
だ
見
ぬ
世
界
を
予
想
し 

切

望

す

る

よ

う

な

在

り

方

は

「
為
楽
願
生
」
と

し

て

『
論
註
』

自 

身

が

批

判

し

て

い

る

こ

と

は

周

知

の

通

り

で

あ

る

。

こ
こ
で
も 

「
生
と
い
う
は
こ
れ
得
生
者
の
情
な
ら
く
の
み
」
と
言
わ
れ
る
よ 

う
に
、
未
だ
浄
土
の
生
を
得
て
い
な
い
者
が
浄
土
を
夢
見
る
の
が 

願
生
で
な
い
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
浄
土
は
荘
厳
功
徳
成 

就
と
し
て
在
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
は
た
ら
き
を
現
に
受
け
て
い 

る
得
生
者
の
み
に
成
り
立
つ
こ
と
と
し
て
願
生
は
あ
る
。

荘
厳
功 

徳
と
し
て
の
浄
土
に
ふ
れ
な
い
な
ら
ば
、
穢
土
を
穢
土
と
自
覚
す 

る
こ
と
す
ら
あ
り
え
な
い
。

ま
し
て
や
穢
土
の
現
実
を
痛
み
、
浄 

土
を
願
う
こ
と
な
ど
あ
る
べ
く
も
な
い
。

そ
の
意
味
で' 

得
生
者 

と
は
穢
土
に
在
り
な
が
ら
穢
土
を
超
え
て
い
く
と
い
う
課
題
を
担 

2
た
存
在
を
い
う
の
で
あ
っ
て' 

決
し
て
穢
土
を
捨
て
て
浄
・
土
に 

往
っ
て
し
ま
っ
た
存
在
を
指
す
の
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
実
体
的 

な
捉
え
方
を
破
る
た
め
に
、

い
く
つ
も
の
問
答
が
わ
ざ
わ
ざ
置
か 

れ
・
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
曇
鸞
の
意
図
を
尋
ね
る
と
き
、
も
う
一
つ
注
意
さ 

れ

て

く

る

の

が

「浄
土
の
命
を
捨
て
る
」

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
 

荘
厳
主
功
徳
成
就
者
、
偈
言
正
覚
阿
弥
陀
法
王
善
住
持
故
。
 

此
云
何
不
思
議
、
正
覚
阿
弥
陀
不
思
議
、

彼
安
楽
浄
土
為
二

正
覚
阿
弥
陀
善
力
一
住
持
、

云
何
可
レ
得
ー
ー
思
議
一
耶
。
住
名
ー
ー 

不
異
不
滅
へ
持
名
二
不
散
不
失
『
如
下
以
二
不
朽
薬
ー
塗
二
種
子
】
 

在
レ
水
不
レ
瀾 

在
レ
火
不
レ
焦
、
得
ー
ー
因
縁
一
即
生,
し
〇
何
以
故
、
 

不
朽
薬
力 

故
。

若

人

一

生

一

安

楽

浄

土

後

時

意

願

冃 

生
二
三
界
一
教
由
化
衆
生
レ
捨
ー
ー
浄
土
命-

随
レ
願
得
レ
生
雖
レ
生
一
一 

三
界
雑
生
火
中
へ
無
上
菩
提
種
子
、
畢
竟 

不
レ
朽
。
何
以
故
、
 

以
レ
逕
一
一
正
覚
阿
弥
陀
善
住
持

故
。

(

真
聖
全
一
・
三
二
四) 

こ

れ
は

親
鸞
も
難
思
議
往
生
を
顕
す
文
証
と
し
て

「
証
巻
」

に
引 

用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
曇
鸞
の
往
生
に
対
す
る
見 

解
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
思
う
。
安
楽
浄
土
に
お
け
る
功
徳
を
述 

べ
る
な
ら
ば
、

「
彼
の
安
楽
浄
土
は
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
の
た 

め
に
住
持
せ
ら
れ
て
、
受
楽
間
な
き
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
事
足 

り
る
に
違
い
な
い
。

し
か
し' 

安
楽
浄
土
に
留
ま
る
こ
と
に
よ
っ 

て
得
る
功
徳
で
は
な
く
、
逆
に
浄
土
の
命
を
捨
て
て
三
界
雑
生
の 

火
の
中
に
生
ま
れ
て
も
無
上
菩
提
の
種
子
が
朽
ち
る
こ
と
が
な
い 

と
い
う
こ
と
を
以
て
阿
弥
陀
の
善
力
に
よ
っ
て
住
持
さ
れ
て
い
る 

浄
土
の
功
徳
を
語
っ
て
い
る
。
三
界
に
勝
過
せ
る
安
楽
浄
土
は
、
三 

界
と
の
関
係
を
断
つ
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
三
界
の
た
だ
中 

に
仏
道
を
開
く
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の 

意
味
で
曇
鸞
に
お
け
る
往
生
と
は
、
実
体
的
世
界
と
し
て
の
浄
土 

に
往
く
こ
と
で
は
な
く
、
「
正
覚
阿
弥
陀
の
善
く
住
持
を
逕
る
」
存
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在
と
な
る
こ
と
に
重
点
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
単
に
三
界
を
超
え
て
安 

楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
だ
け
で
な
く'

「浄
土
の
命
を
捨
て
て
三 

界
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
所
以
が
あ
る
。
確
か
に
迷
い
の 

三
界
は
超
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
三
界
を
離
れ
た
浄
土
を
求 

め
る
な
ら
ば' 

そ
れ
も
ま
た
迷
い
の
延
長
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
尋
ね
て
く
る
と
、
前

に

挙

げ

た

回

向

門

の

釈

に 

「
共
に
安
楽
浄
土
に
往
生
す
る
」
と

い

う

相

と

「
生
死
の
稠
林
に 

回
入
し
て
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
共
に
仏
道
に
向
か
う
」

と
い
う 

相
が
立
て
ら
れ
る
意
図
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
安
楽
浄
土 

に
生
ず
る
こ
と
が
三
界
の
現
実
か
ら
逃
避
す
る
も
の
で
は
な
く
、
 

か
え
っ
て
三
界
の
た
だ
中
で
仏
道
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
が
回 

向
門
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
 

往
還
と
い
う
も
衆
生
が
実
体
的
に
往
き
還
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
 

三
界
を
超
え
て
し
か
も
三
界
を
捨
て
な
い
と
い
う
課
題
の
二
面
性 

を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ

の

二

つ

の

課

題

を

「
普
共
諸
衆
生 

往
生
安
楽
国
」
と
い
う
天
親
の
表
白
が
す
で
に
も
っ
て
い
る
こ
と 

を
曇
鸞
は
示
し
た
の
で
あ
る
。

-- 

如

来

の

回

向

『
願
生
偈
』

に
お
い
て
五
念
門
は
、
善
男
子
・
善
女
人
の
行
と 

し
て
説
か
れ
、
そ
の
行
の
成
就
と
し
て
い
わ
ゆ
る
五
功
徳
門
が
説

か
れ
て
い
る
。

そ
の
中' 

前
の
四
門
は
入
の
功
徳(

自
利
の
成
就) 

に
つ
い
て
言
わ
れ
、
後

の

一

門

は

出

の

功

徳(

利
他
の
成
就)

に 

つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
利
利
他
と
も
に
善
男
子
・ 

善
女
人
が
果
た
し
遂
げ
る
べ
き
課
題
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
。

『
論
註
』

は
随
文
解
釈
の
形
を
と
っ
て
お
り
、

一
応
は 

『
願
生
偈
』

の
展
開
に
沿
っ
て
解
釈
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ 

故' 

五
念
門
は
段
階
的
に
行
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
の
よ 

う
に
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
前
に
も
尋
ね
た
よ
う
に
、
 

わ
ざ
わ
ざ
天
親
の
一
心
の
偈
に
五
念
門
を
配
当
し' 

五
念
門
は
ー 

心
に
具
わ
る
こ
と
が
押
さ
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
に
と
つ 

て

の

課

題

は

「
信
仏
の
因
縁
」
と
い
う
一
事
で
あ
っ
て
、
五
念
門 

を
一
々
行
ず
る
こ
と
で
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
観
点 

か
ら
曇
鸞
は
自
利
利
他
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も' 

衆
生
が
果
た 

し
遂
げ
得
る
課
題
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
を
、
下
巻
の 

最
後
に
お
い
て
念
を
押
す
よ
う
に
確
か
め
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
竅 

求
其
本
釈
で
あ
る
。

問
日
。
有
一
ー
何
因
縁
一
言
ー
一
速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩 

提
ッ
答
日
。
論
言
。
修
二
五
門
行
一
以
ー
ー
自
利
利
他
成
就
一
故
。
 

然1

求
二
其
本
一
阿
弥
陀
如
来
為
二
増
上
縁
—〇
他
利
之
與
二
利 

他
一
談
有
ー
ー
左
右
ツ
若
自 

仏
而
言
宜
レ
言
ー
ー
利
他

へ  

自 

衆
生
而
言
宜
レ
言
二
他
利"

今
将
レ
談
一
ー
仏
カ
へ 

是
故
以
二
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利
他
一
言
レ
之
。
当
レ
知
此
意
也
。
凡
是
生
ー
ー
彼
浄
土 
一
及
彼
菩
薩 

人
天
所
起
諸
行
皆
縁
ニ
阿
弥
陀
如
来
本
願
カ
ー
故
。

何
以
言
レ 

之

、
若
非
ニ
仏
カ
ー
四
十
八
願
便
是
徒
設
。

(

真
聖
全
一
・
三
四
六) 

こ
こ
に
自
利
利
他
の
成
就
は
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
す
る
こ
と 

が
先
ず
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
次
に
、
利
他
に
対
し
て
あ 

え
て
他
利
と
い
う
言
葉
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
親

鸞

が

「
愍
勲
に

⑫

他
利
利
他
の
深
義
を
弘
宣
し
た
ま
え
り
」
と
讃
仰
す
る
部
分
で
あ 

る
。
仏
道
に
自
力
が
介
在
す
る
こ
と
を
徹
底
し
て
問
題
に
す
る
曇 

鸞
の
態
度
を
考
え
れ
ば' 

こ
の
他
利
は
積
極
的
な
意
味
を
与
え
ら 

れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
「
他
を
利
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と 

考
え
る
衆
生
の
傲
慢
さ
を
破
り
、
そ
も
そ
も
衆
生
に
は
利
他
と
い 

う
こ
と
自
体
が
成
立
し
得
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
見
る
べ
き 

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
、

い
ま
こ
こ
に
利
他
と
い
わ
れ
る
の
は
全
く 

仏
力
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
衆
生
が
自
利
利
他
し
て
い
く
の
で
は 

な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
彼

の

安

楽

浄

土

の

菩

薩

・
 

人
・
天
を
も
包
ん
で
衆
生
と
言
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
凡
夫
の 

み
な
ら
ず
、
浄
土
の
菩
薩
ま
で
も' 

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁 

る
と
こ
ろ
に
自
利
利
他
の
成
就
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の 

意
味
で
、
衆
生
が
課
題
と
す
べ
き
な
の
は
、
如
来
の
本
願
力
に
帰 

す
こ
と
で
あ
っ
て' 

如
実
に
五
念
門
を
行
ず
る
と
か' 

自
利
利
他

し
得
る
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。

そ
こ
に
曇
鸞 

は

「
若
し
仏
力
に
非
ず
ば
四
十
ハ
願
す
な
わ
ち
是
徒
設
な
ら
ん
」 

と
ま
で
述
べ
て
、
 

十

一

・
十
八
・
二
十
二
の
三
願
を
挙
げ
て
、
 

仏 

力
に
縁
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
く
の
で
あ
る
。

い
ま
詳
し
く
三
願
の
内
容
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
仏 

願

力

に

縁

っ

て

「
速
や
か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
す
る 

こ
と
を
得
る
」
証

明

と

し

て

「
十
念
念
仏
便
得
往
生
」
、

「
住
正
定 

聚

」
、
「超
出
常
倫
諸
地
之
行
現
前
修
習
普
賢
之
徳
」

の
三
事
が
述 

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

天
親
に
お 

こ
っ
た
一
心
が
五
念
門
を
内
実
と
し
、
自
利
利
他
成
就
と
い
う
課 

題
に
応
え
得
る
根
拠
を
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
こ
と
を 

以
て
押
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
如
来
の
本
願
力 

に
縁
る
こ
と
を
通
し
て
、
天
親
の
一
心
は
十
方
衆
生
に
開
か
れ
て 

い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
前
節
で
、
三
界
を
超
え 

て
し
か
も
三
界
を
捨
て
な
い
と
い
う
二
つ
の
課
題
と
し
て
回
向
門 

の
往
還
二
相
を
見
た
が
、
そ
れ
と
て
仏
願
力
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ 

る
こ
と
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
曇
鸞
の
意
図
を
受
け
て
、
親
鸞
は
五
念
門
の
全
体 

を
読
み
直
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た

と

え

ば

『
入
出
二
門
偈
』 

に
は
次
の
よ
う
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

菩
薩
入
ー
ー
出
五
種
門- 

自
利
利
他
行
成
就
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不
可
思
議
兆
載
劫 

漸
次
成
一
ー
就 

五
種
門
一 

何
等
名
為
一
ー
五
念
門
一 

礼
讃
作
願
観
察
回

(

定
親
全
二
・
漢
文
篇
一
ー
四) 

親
鷹
は
こ
こ
で
五
念
門
を
、
『
大
無
量
寿
経
』
が
語
る
法
蔵
菩
薩
の 

不
可
思
議
兆
載
永
劫
の
修
行
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

「
平

等

の

慈 

悲
に
催
さ
れ
て
普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
た
め
」

の
本
願
を
選
び
取 

り

、
そ
の
成
就
の
た
め
に
歩
み
続
け
る
精
神
が
形
を
と
っ
た
の
が 

法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。

そ
の
清
浄
真
実
な
る
精
神
に
ふ
れ
る
と
き
、
 

我
々
は
は
じ
め
て
自
力
が
不
清
浄
不
真
実
で
あ
り
、
限
界
を
も
つ 

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ 

の
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
自
利
利
他
を
実
現
し
得
る
と
思
っ
て
い 

た
こ
と
が
、
傲
慢
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
自
他
と
も
に
迷
い
を 

深
め
る
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
目
が
覚
め
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
回
向
の
も
つ
意
味
は
大
き
く
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

-

云

何

回

向

心

作

願
 

不
レ
捨
二
苦
悩
一
切
衆
ー 

回
向
為
レ
首
得
レ 

成
二
就 

大
悲
心
一
故
施
二 

功
徳
一

(

定
親
全
二
・
漢
文
篇
一
ー
ハ) 

と
述
べ
ら
れ
る
の
を
見
る
と
き
、
回
向
は
五
念
門
の
中
の
一
っ
と 

い
う
よ
り
も
、

一
切
衆
生
を
救
わ
ん
と
す
る
大
悲
心
の
表
わ
れ
と 

い
う
根
源
的
意
味
を
も
っ
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
衆
生
の
回
向
と 

読
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ

こ

に

衆

生

の

課

題

は

「
回
向
し

た
ま
う
」
事
実
に
目
覚
め
る
こ
と
で
あ
り
、
自
力
の
回
向
を
す
て 

る
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
更
に
示
す
の
が
、
「信
巻
」
欲
生
釈
の
引
文
で
あ
る
。 

そ

こ

に

は

先

ず

「本
願
の
欲
生
心
成
就
の
文
」

と

し

て

『
大
経
』 

及

び

『
如
来
会
』

の
文
が
置
か
れ
、
続

い

て

「浄
土
論
に
日
く
」 

と

し

て

『
論
註
』

の
文
が
引
か
れ
て
い
る
。

云
何
回
向 

不
ー
ー
ー
捨
一
一
一
切
苦
悩
衆
生
一
心
常
作
願 

回
向 

為
一
ー
首
一
得
ー
ー
ー
成
ー
ー
就
大
悲
心
一
故 

回
向
有
二
ニ
種 

相
一 

ー
者
往
相
二
者
還
相 

往
相
者
以
二
己 

功
徳
一
回
二
施 

一
切
衆
生
一
作
願 

共
往
一
ー
生 

彼
阿
弥
陀
如
来
安
楽
浄 

土

還
相
者
生
二
彼
土
一
已 

得
二
奢
摩
多
毘
婆
舎
那
方
便
ヵ
成 

就
一
回
ー
ー
入
生
死
稠
林
一
教
花
一
切
衆
生
一
共
向
ー
ー 

仏
道
一
若
往
若
還
皆
為
卞 

抜
ー
ー
衆
生-
渡
・
生
死
海
上
是
故 

言
二 

回
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
ー(

定
親
全
一
・
ー
ニ
九) 

一
読
し
て
分
か
る
よ
う
に
、

こ
こ
に
は
敬
語
の
送
り
仮
名
が
付
さ 

れ
て
い
る
。

こ

れ

は

親

鸞

自

身

の

『
論
註
』

加
点
本
の
読
み
と
も 

異
な
り
、
す
べ
て
如
来
の
回
向
と
読
む
べ
き
こ
と
が
は
っ
き
り
と 

示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、

こ
の
位
置
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ 

て
、
お

の
ず

か

ら

前

の

欲

生

心

成

就

文

に

「
至
心
回
向
し
た
ま
え 

り
」
「
所
有
の
善
根
回
向
し
た
ま
え
る
」
と
説
か
れ
る
如
来
回
向
の 

具
体
性
を
述
べ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
欲
生
と

言
う
は

如
来
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諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
の
勅
命
な
り
」
と
述
べ
、
そ
の
欲 

生

を

「
回
向
心
」
と
押
さ
え
る
親
鸞
の
意
図
を
考
え
れ
ば
、

こ
の 

一
段
は
如
来
が
名
号
を
以
て
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
相
を 

明
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
往
相
・
還
相
の 

二
相
は
如
来
が
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
相
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
意
味
で
欲
生
心
の
成
就
と
は
、
往
還
二
相
を
も
っ
て
招
喚 

し
た
も
う
如
来
の
願
心
に
遇
う
こ
と
を
除
い
て
は
あ
り
え
な
い
。
 

そ
の
二
相
の
願
心
と
は
、
因
位
法
蔵
と
し
て
修
す
る
と
こ
ろ
の
功 

徳
を
一
切
衆
生
に
回
施
し
て
共
に
安
楽
浄
土
に
往
生
せ
し
め
よ
う 

と
す
る
願
心
で
あ
り
、
 

ま
た
同
時
に
安
楽
浄
土
に
止
ど
ま
る
こ
と 

な
く
、
生
死
の
稠
林
に
回
入
し
て
、

一
切
衆
生
を
教
化
し
て
共
に 

仏
道
に
向
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
願
心
で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
衆
生
を 

抜
い
て
生
死
海
を
渡
そ
う
と
す
る
願
心
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は 

な
い
。

し
か
し
、
ど
こ
ま
で
も
生
死
の
只
中
に
突
入
し
て
く
る
還 

相
と
い
う
方
向
が
特
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
は
生
死 

の
現
実
を
捨
て
て
ど
こ
か
に
往
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
な
い
こ
と 

が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
こ
に
在
り
な
が
ら
、
清
浄
真
実
の
功
徳
を 

受
け
る
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
願
心
に
遇
う
と
こ
ろ 

に' 

曇
鸞
が
示
し
た
三
界
を
超
え
て
し
か
も
三
界
を
捨
て
な
い
と 

い
う
課
題
が
す
で
に
果
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

願
心
に
遇
っ 

て
そ
れ
か
ら
衆
生
が
そ
の
課
題
を
背
負
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
に
答
え
る
と
こ
ろ
に
は
、
背
負
い
得
る
自
分
が
前
提
さ 

れ
て
い
る
。

し
か
し
、
背
負
い
得
る
と
い
う
自
負
こ
そ
、 

す
で
に 

回
向
し
た
ま
え
る
如
来
に
対
す
る
背
反
で
あ
る
。
如
来
の
仕
事
を 

盗
む
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

為
楽
願
生
を
超
え
し
め
、
証
大
涅
槃
と
い
う
質
を
も
つ
難
思
議 

往
生
を
成
り
立
た
せ
る
原
理
と
し
て
如
来
二
種
の
回
向
は
あ
る
。
 

衆
生
の
課
題
は
、
自
利
利
他
を
実
現
す
る
者
と
な
る
こ
と
や' 

実 

際
に
往
還
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

往
還
二
相
を
以
て
す 

で
に
回
向
し
た
ま
え
る
如
来
の
願
心
に
帰
す
る
こ
と
に
あ
る
。
「決

⑮

定
真
実
心
の
中
に
回
向
し
た
ま
え
る
願
を
須
い
る
」

こ
と
に
あ
る
。
 

そ
こ
に
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
自
利
利
他
の
成
就
が
あ
る
。
 

如
来
の
回
向
に
帰
入
し
て 

願
作
仏
心
を
う
る
ひ
と
は 

自
力
の
回
向
を
す
て
は
て
て 

利
益
衆
生
は
き
は
も
な
し

(

『
正
像
末
和
讃
』
定
親
全
二
・
一
六
九) 

「自
力
の
回
向
が
す
て
な
て
」
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
の
み
、
き
わ
ま 

る
こ
と
の
な
い
本
願
力
の
は
た
ら
き
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
 

①
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
寺
川
俊
昭
氏
が
『
教
行
信
証
の
思
想
』
に
お 

い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
両
者
を
融
合
さ
せ
た
見
解 

と
し
て
信
楽
峻
曆
氏
の
「
親
鸞
に
お
け
る
還
相
回
向
の
思
想
」(
龍
谷 

大
学
論
集
四
三
八
号)

が
あ
る
。

ま
た
廣
瀬
惺
氏
は
、

「
親
鸞
の
還 

相
回
向
観
」(

真
宗
研
究
三
十
七
輯)

に
お
い
て
、
二
種
回
向
を
根
本 

的
側
面
と
衆
生
に
開
か
れ
る
利
益
的
側
面
か
ら
考
察
し
て
い
る
。

27



②
 

最
近
で
は
、
浄
土
を

「
あ
の
世
」
や

「
他
世
界
」
と
同
一
視
し
て 

肉
体
の
滅
後
に
再
び
こ
の
世
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
還
相
と
呼
ぶ
、
 

お
よ
そ
仏
教
と
は
言
え
な
い
見
解
ま
で
出
さ
れ
て
い
る
。

③
 

初
稿
本
「
普
賢
の
徳
に
帰
し
て
こ
そ
」

の
左
訓(

定
親
全
二
・
和 

讃
篇
一
五)

④
 

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
「
易
行
品
」(

真
聖
全
一
・
二
五
三)

⑤ 

『
論
註
』(

真
聖
全
一
・
ニ
七
九)

⑥ 

同

右
(

真
聖
全
一
・
三
一
三)

⑦ 

神
塚
淑
子
氏
は
曇
鸞
の
往
相
と
還
相
の
説
を
中
国
の
隠
逸
論
の
展 

開
上
に
見
て
い
る
。
(
岩
波
講
座
東
洋
思
想
一
四
巻
「
中
国
宗
教
思 

想2
」

二
五
二)

⑧ 

藤
堂
恭
俊
稿
「
天
親
と
曇
鸞
の
浄
土
教
思
想
」(

講

座

・
大
乗
仏
教

5
所
収)

ニ
ー
〇
頁
参
照
。

⑨ 

塚
本
善
隆
著
『
唐
中
期
の
浄
土
教
』
七
一
頁
参
照
。

⑩
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
に
若
干
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
参
照

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
拙
稿
「
還
相
の
利
益
」(

親
鸞
教
学
第

⑪⑫⑭⑮

五
十
一
号)

- 

『
論
註
』(

真
聖
全
ー

- 

「
証
巻
」(
定
親
全
一

ー

『
選
択
集
』
本
願
章

「
信
巻
」(

定
親
全
一

「
信
巻
」(

定
親
全
一 

で
あ
る
が
、
訓
点
は
親
鸞
独
自
の
も
の
で
、
こ
こ
に
も
如
来
回
向
を

・
三
三
九)

・
ニ
ニ
三)

(

真
聖
全
一
・
九
四
五)

・
一
ニ
七)

・
一
三
〇)

こ
れ
は
善
導
「
散
善
義
」
の
文

示
そ
う
と
す
る
意
図
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
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