
親
鸞
教
学
に
お
け
る
弾
圧
の
意
味(
下) 

廣 

瀬

杲

十
三

論
点
を
絞
ろ
う
と
し
て
、
却
っ
て
論
述
が
窮
屈
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
改

め

て

『
教
行
信
証
』
流
通
分
の
文
に
返
る
と
き
、
こ
の
文 

が

『
教
行
信
証
』

に
お
け
る
他
の
記
述
の
形
態
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
誰
し
も
が
気
付
く
に
違
い
な
い
。
そ
の
相 

違

は

『
教
行
信
証
』
全
六
巻
の
ど
こ
を
見
て
も
、
こ
れ
程
あ
か
ら
さ
ま
に
現
実
の
事
象
を
記
述
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

あ
え
て
そ
れ
に
類
し
た
文
言
を
他
の
と
こ
ろ
に
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「化
身
土
巻
・
本
」

の
中
に 

三
時
教
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
般
涅
槃
の
時
代
を
勘
う
る
に
、
周
の
第
五
の
主
、
穆
王
五
十
一
年
壬
申
に
当
れ
り
。
そ
の
壬
申
よ
り
我 

が
元
仁
元
年
甲
申
に
至
る
ま
で
、
二
千
一
百
八
十
三
歳
な
り
。
ま

た

『
賢
劫
経
』,

『
仁
王
経
』"

『
涅
槃
』
等
の
説
に
依
る
に
、
已
に 

も
っ
て
末
法
に
入
り
て
六
百
八
十
三
歳
な
り(
教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
三
六
〇
頁)

と
記
さ
れ
て
い
る
一
文
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
殊
更
に
強
弁
し
な
く
て
も
、
こ
の
一
文
が
持
っ
て
い
る
意
味
と
流
通
分
の
文
意
と
の 

間
に
は' 

思
想
と
し
て
の
深
い
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
関
係
の
深
み
か
ら
顕
浄
土
真
実
教
行
証
と
い
う
教
学
課 

題
の
・
中
核
に
迫
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
考
究
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
大
切
な
確
認
事
で
あ 

る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
今
回
は
そ
の
点
に
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
本
論
述
を
進
め
て
い
く
た
め
に
必
要
と
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考
え
ら
れ
る
点
に
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
つ
の
文
が
ど
れ
ほ
ど
現
実
事
象
を
以
て
記
述
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
両
者 

の
間
に
思
想
と
し
て
の
必
然
性
を
見
究
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
決
し
て
現
実
事
象
へ
の
関
心
の
対
象
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
は
、

記
述
さ
れ
て
い
る
表
現
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、

思
想
と
し
て
事
を
明
ら
か
に
す
る
書
で
あ
り
、
そ 

れ
故
に
徹
底
し
た
客
観
的
論
述
を
い
の
ち
と
し
て
い
る
論
書
な
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
が
甘
く
な
れ
ば
な
る
程
、
 

そ
の
了
解
は
親
鸞
に
お
け
る
教
学
の
本
意
を
曖
昧
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
流
通
分
の
文
章
形
態
が
他
の
部
分
に
較
べ
て
余
り
に
異
る
が
為
に
、
多
く
こ
れ
を
後
序
と
呼
称
し
て
、
そ
こ
に
『
教
行
信
証
』 

撰
述
の
事
由
を
見
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
考
え
方
を
否
定
す
る
か
た
ち
で
既
に
一
言
し
た
が
、
私
が
そ 

う
し
た
考
え
方
に
否
定
的
な
の
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
現
実
的
事
象
の
表
示
が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
撰
述
の
事
由
を
即 

事
的
に
そ
こ
に
見
出
そ
う
と
す
る
着
想
を
是
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
い
か
な 

る
表
現
の
仕
方
も
、
選
び
な
く
顕
浄
土
真
実
教
行
証
と
い
う
教
学
主
題
に
つ
い
て
の
思
想
と
し
て
の
表
現
以
外
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を 

見
定
め
る
こ
と
に
積
極
的
役
割
を
果
す
理
解
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
文
章
形
態
の
相
違
を
以
て
即
事
的
に
撰
述 

事
由
を
述
べ
る
文
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
顕
浄
土
真
実
教
行
証
と
い
う
明
確
な
主
題
を
持
つ
教
学
の
営
み
の
全
体
が
、
必
然
的 

に
そ
こ
へ
帰
し
て
行
く
べ
き
帰
結
の
積
極
的
表
示
を' 

こ
の
文
章
の
全
体
を
通
し
て
見
定
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
あ 

え
て
呼
ぶ
な
ら
ば
流
通
分
と
言
う
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
従
っ
て
私
と
し
て
は
、
こ
れ
を
後
序
と
し
て
理
解
す
る
た
め
の
必
然
性 

を
見
出
す
に
は
、
か
な
り
の
想
像
を
思
い
巡
し
て
も
、
な
お
落
着
か
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
こ
の
ー 

文
を
流
通
分
と
決
定
す
る
と
き
、
流
通
分
の
冒
頭
に
位
置
付
け
ら
れ
た 

竊
か
に
以
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り 

と
い
う
内
容
の
明
晰
な
一
文
が
、
そ
の
直
前
に
顕
浄
土
真
実
教
行
証
と
い
う
教
学
を
結
着
つ
け
る
文
と
し
て
置
か
れ
た
『
論
語
』

の
文
の 

引
用
の
意
を
受
け
て
、
そ
こ
へ
結
帰
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
的
意
味
を
改
め
て
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
仏
教
を
仏
教
と
し
て
伝
承
す
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る
必
然
的
理
事
を
開
示
し
た
も
の
と
考
え
る
。
親
鸞
が

『
論
語
』
云
季
路
問 

事
ニ
鬼
神
一
子
日
不
一-
一
能
ー
ー
事
一
人
焉 

能
事
レ 

鬼
神
一̂

(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
第
一
巻'

ー
ー
ハ
〇
頁) 

と
訓
読
し
て
、
こ
の
文
を
こ
こ
に
位
置
付
け
た
と
き
、
そ
こ
で
は
も
は
や
『
論
語
』
先
進
篇
で
表
そ
う
と
し
た
思
想
は
、
完
全
に
否
定
さ 

れ
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
の
『
論
語
』
先
進
篇
に
お
け
る
こ
の
文
が
表
わ
そ
う
と
す
る
思
想
は

季
路
、
鬼
神
に
事
え
ん
こ
と
を
問
う
。
子
の
日
わ
く
、
未
だ
人
に
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
、
焉
ん
ぞ
能
く
鬼
神
に
事
え
ん

(
岩
波
文
庫
・
金
谷
治
訳
註
論
語
・
一
四
六
頁) 

と
訓
読
さ
れ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
金
谷
治
が
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に 

季
路
が
神
霊
に
仕
え
る
こ
と
を
お
た
ず
ね
し
た
。

先
生
は
い
わ
れ
た
、
「
人
に
仕
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
に' 

ど
う
し
て
神
霊
に 

仕
え
ら
れ
よ
う
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
 

こ
の
訳
文
を
ど
の
よ
う
に
了
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と' 

か
な
り
の
含
み
が
あ
る 

為
に
充
分
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
こ
の
よ
う
に
了
解
す
る
。
季
路
の
質
問
は
「鬼

神
(

神
霊)

に
仕 

え

--3
こ
と
」

こ
そ
人
間
と
し
て
な
す
べ
き
務
め
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
前
提
し
た
う
え
で
、
そ
の
事
え
方
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ 

れ
让
対
す
る
孔
子
の
答
え
は
、
人
に
さ
え
十
全
に
仕
え
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
人
間
が
、
鬼
神
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る 

に
と
自
体
の
不
遜
さ
を
指
摘
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
思
想
の
根
っ
こ
に
は
、
人
に
さ
え
も
十
全
に
仕
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
、
と 

い
う
人
間
に
つ
い
て
の
基
礎
認
識
が
厳
然
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
人
間
に
関
し
て
の
基
礎
認
識
に
立
っ
て
、
鬼
神
に 

仕
え
る
こ
と
へ
の
問
い
を
起
す
と
い
う
、
 

そ
の
こ
と
の
不
遜
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
了
解
す
る
な
ら
ば
、

『
論
語
』

の
こ
の
一
文
は
、
 

人
間
を
本
来
的
に
隸
属
的
で
あ
る
べ
き
存
在
と
規
定
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
隸
属
性
は
、
 

人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、

「
未
だ
人
に
事
う
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
い
う
一
語
か
ら
充
分
に
窺
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

隸
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属
、
被
隸
属
の
関
係
を
生
き
る
こ
と
を
以
て
、
人
間
存
在
に
お
け
る
当
然
の
在
り
方
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
在
り
方
が
十
全
で
あ
る
こ
と 

を
理
想
と
す
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り' 

そ
の
理
想
的
人
間
関
係
の
全
き
成
立
に
向
っ
て
、
現
在
の
人
間
は
「
未
だ
人
に 

事
う
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
し
て
不
充
分
な
生
き
方
が
指
摘
し
続
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ

の

「
未
」

の
一
字
の 

持
つ
意
味
は
ず
い
ぶ
ん
と
重
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
質
と
し
て
人
間
の
不
充
分
性
を
抑
え
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
人
間 

存
在
に
は
鬼
神
に
事
う
る
こ
と
を
問
う
資
格
な
ど
全
く
無
い
。
と
い
う
こ
と
は
絶
対
無
条
件
で
鬼
神
を
拝
跪
す
べ
き
存
在
と
し
て
人
間
を 

位
置
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
一
文
の
中
に
は
人
間
の
存
在
の
質
を
、
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
と' 

人
と
鬼
神
と
の 

関
係
に
お
い
て
と
の
二
重
関
係
を
も
っ
て
、
人
間
を
隸
属
的
存
在
と
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
親
鸞
は
『
論
語
』

の
思
想
の
根
幹
を
、
き
わ
め
て
冷
厳
な
現
実
の
視
座
か
ら' 

こ
の
先
進
篇
の
中
の
一
文
を
も
っ
て
読
み
尺
し 

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
『
論
語
』
と
い
う
一
冊
の
論
書
に
つ
い
て
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
儒
教 

倫
理
、
儒
教
思
想
の
質
に
、
こ
う
し
た
隸
属
的
存
在
と
し
て
の
人
間
観
を
見
取
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
え 

て

『
論
語
』

の
文
を
以
て
顕
浄
土
真
実
教
行
証
と
い
う
教
学
の
結
文
と
す
る
意
味
を
了
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う 

十
四

そ
の
点
に
つ
い
て
の
私
の
了
解
を
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
差
控
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
『
論
語
』
先
進
篇
の
中
の
一
文
の
み
を
以
て
儒 

教
思
想
の
中
核
を
見
定
め
る
と
い
う
親
鸞
の
着
目
の
意
味
は
大
き
い
。
大
雑
把
な
言
い
方
で
恐
縮
だ
が
、
儒
教
が
紀
元
前
百
年
の
頃
、
す 

な
わ
ち
前
漢
の
武
帝
の
治
世
期
に
、
 

中
国
に
お
け
る
正
統
教
学
と
し
て
国
教
化
し
、
以
後
、
清

朝

の

終

り(

一
九
ー
ー)

に
至
る
ま
で
、
 

中
国
に
お
け
る
王
朝
に
よ
る
民
衆
支
配
体
制
を
正
当
化
す
る
思
想
と
し
て
、
不
動
の
役
割
を
果
し
続
け
た
と
い
う
考
え
方
は
基
本
的
に
否 

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
儒
教
思
想
の
史
的
展
開
が
、
そ
の
ま
ま
前
近
代
中
国
の
思
想
史
を
貫
通
し
て
い
た
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と
言
い
切
っ
て
よ
い
と
考
え
る
。
し
か
も
中
国
二
千
年
に
も
及
ぶ
民
衆
支
配
を
正
当
化
し
続
け
て
き
た
儒
教
は
、
や
が
て
ア
ジ
ア
各
国
に 

お
い
て
民
衆
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
受
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
受
用
に
き
わ
め
て
積
極
的
で
あ
っ
た
の
が
日
本
で
あ
ろ
う
。
そ
の
受 

用
は
お
そ
ら
く
五
世
紀
頃
に
伝
来
し
て
以
来
、
日
本
に
お
け
る
前
近
代
社
会
の
諸
思
想
、
諸
機
構
の
基
底
に
お
い
て
確
固
と
し
た
位
置
を 

保
持
し
続
け
た
の
み
な
ら
ず
、
現
代
に
お
い
て
も
そ
の
思
想
は
色
濃
く
日
本
人
の
生
き
方
を
支
配
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ 

の
程
度
の
理
解
を
述
べ
る
だ
け
で
断
定
的
な
言
い
方
を
す
る
こ
と
は
、
余
り
に
も
無
謀
に
過
ぎ
る
と
は
思
う
が
、
少
く
と
も
儒
教
思
想
は 

社
会
的
存
在
で
あ
る
人
間
を
竪
の
関
係' 

す
な
わ
ち
上
下
関
係
に
お
い
て
見
る
こ
と
を
決
定
付
け
る
性
格
を
も
っ
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ 

ろ
う
。
と
同
時
に
、
極
め
て
具
体
的
な
現
実
性
を
常
に
確
保
し
て
い
る
思
想
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
思
想
の
も
と
に
如
何
な
る 

人
間
社
会
が
作
り
出
さ
れ
る
か
は
充
分
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
儒
教
思
想
の
基
本
性
格
を
『
論
語
』
先
進
篇
中
の
ー 

文
の
み
に
よ
っ
て
決
定
し
切
っ
た
親
鸞
に
と
り
、
儒
教
、
並
び
に
そ
れ
の
影
響
の
も
と
に
作
用
す
る
思
想
、
さ
ら
に
は
、
人
間
に
お
け
る 

社
会
規
範
、
行
為
規
定
等
は
、
完
全
に
根
切
り
を
し
て
超
克
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
愚
禿
釈
と
名
乗
る
如
来
の
遺
弟
親
鸞 

が
唯
仏
一
道
の
開
顕
の
た
め
に
顕
浄
土
真
実
教
行
証
な
る
教
学
の
営
み
ひ
と
つ
に
か
か
わ
り
続
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
が
あ
る
と 

言
い
切
っ
て
も
、
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
と
考
え
る
。

『
教
行
信
証
』

の
本
文
を
通
し
て
、
 

上
記
の
事
柄
を
明
ら
か
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
文
を
求
め
る
な
ら
ば' 

ま

ず

「化
身
土
巻
，
末
」 

の
冒
頭
の
文
が
想
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

そ
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
修
多
羅
に
拠
っ
て
真
偽
を
勘
決
し
て
、

外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誡
せ
ば
、
『
涅
槃
経
』

に
言
わ
く
、

仏
に
帰
依 

せ
ば
、
終
に
ま
た
そ
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
、
と
。
略

出(
教
行
信
証
，
真
宗
聖
典
三
六
ハ
頁) 

と
書
き
出
さ
れ
る
文
で
あ
る
が
、
こ
の
書
き
出
し
の
一
文
は
、
す
で
に
そ
れ
自
体
と
し
て
、
親
鸞
の
主
張
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
読
ま
ざ 

る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
文
中
の
「
『
涅
槃
経
』
に
言
わ
く
」
は
、
文
類
で
あ
る
『
教
行
信
証
』

の
中
の
他
の
と
こ
ろ
に
見
ら
れ 

る
、
い
わ
ゆ
る
経
文
引
用
の
形
式
を
と
っ
て
は
お
ら
ず' 

親
鸞
自
身
の
文
章
の
中
に
納
め
る
形
で
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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周
知
の
如
く
こ
の
『
涅
槃
経
』

の
文
は
如
来
性
品
の
中
の
、
三
帰
依
者
に
つ
い
て
偈
頌
の
形
式
を
以
て
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ 

の
第
一
番
目
の
帰
依
仏
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
る
文
で
あ
る
。
従

っ

て

『
涅
槃
経
』

の
中
で
の
も
と
も
と
の
文
は 

帰
依
於
仏
者 

真
名
優
婆
塞 

終
不
更
帰
依 

其

余

諸

天

神(

仏
に
帰
依
す
る
者
、
真
に
優
婆
塞
と
名
く
。
終
に
更
に
其
の
余
の
諸 

の
天
神
に
帰
依
せ
ず
。)

と
読
む
べ
き
で
あ
り' 

従
っ
て
、
こ
れ
に
続
い
て
「
法
に
帰
依
す
る
者
」
と

「
聖
僧
に
帰
依
す
る
者
」
に
つ
い
て
説
示
さ
れ
て
い
る
。
し 

か
し
親
鸞
は
、
そ
う
し
た
『
涅
槃
経
』

の
文
意
に
直
接
か
か
わ
る
意
識
を
持
つ
こ
と
な
く
、
『
教
行
信
証
』
、
な

か

ん

ず

く

「
化
身
土
巻
・ 

末
」

の
全
体
を
方
向
付
け
る
冒
頭
の
言
葉
と
し
て
、
文
の
形
を
変
え
て
ま
で
し
て
、
主
張
的
な
指
示
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち 

親
鸞
が
提
起
的
に
述
べ
て
い
る
こ
の
文
の
意
は
、
ま

ず

「
も
ろ
も
ろ
の
修
多
羅
に
拠
っ
て
真
偽
を
勘
決
し
」
そ
れ

に

よ

り

「外
教
邪
偽
の 

異
執
を
教
誡
」
す
る
真
の
仏
弟
子
の
課
題
を
担
う
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
仏
教
者
た
る
所
以
は
、

「仏
に
帰 

依
せ
ば
、
終
に
ま
た
そ
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
」
と
語
り
遺
し
た
も
う
た
、
釈
尊
に
お
け
る
涅
槃
の
遺
教
の
も
と
に
直
参
す
る
存 

在
と
し
て
生
き
る
外
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従

っ

て

「教
誡
せ
ば
涅
槃
経
に
言
わ
く
」
と
い
う
記
述
の
仕
方
は
、
大
乗
経
典
の 

中
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
涅
槃
経
』

の
中
の
一
文
の
引
用
で
は
な
く
、
如
来
涅
槃
の
遺
教
の
も
と
で
一
途
に
生
死
す
る
存
在
と
な
り
切
れ
る 

か
否
か
は
、
教
誡
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
「外
教
」

の

質

を

「
邪
偽
異
執
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
し
て
白
日
の
下
に
晒
す
と 

同
時
に
、
そ
の
こ
と
を
以
て
真
の
仏
弟
子
の
本
質
が
具
体
的
に
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
如
来
に
お
け
る
遺
教
の
内 

容
を
具
体
的
に
示
す
経
文
が
、
次

の

『
般
舟
三
昧
経
』

の
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

『
般
舟
三
昧
経
』

に
言
わ
く
、
優
婆
夷
、
こ
の
三
昧
を
聞
き
て
学
ば
ん
と
欲
わ
ば
、

乃
至
自
ら
仏
に
帰
命
し
、
法
に
帰
命
し
、
比
丘 

僧
に
帰
命
せ
よ
。
余
道
に
事
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
鬼
神
を
祠
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
吉
良
日
を
視
る 

こ
と
を
得
ざ
れ
、
と
。
已
上(

教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
三
六
ハ
頁)

と
、
極
め
て
事
を
具
体
的
に
教
示
し
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
確
認
提
示
す
る
か
た
ち
で
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ま
た
言
わ
く
、
優
婆
夷
、
三
昧
を
学
ば
ん
と
欲
わ
ば
、
乃
至 

天
を
拝
し
神
を
祠
祀
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
と
。
略
出(

同
上) 

と
説
か
れ
た
経
文
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
一
言
に
し
て
語
れ
ば
、

天
神
地
祇
へ
の
拝
跪
、

す

な

わ

ち

「鬼
神
に
事
う
る
こ
と
」
、
そ 

れ
と
の
全
き
訣
別
を
示
教
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
涅
槃
の
遺
教
に
凝
集
さ
れ
た
仏
の
教
言
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
 

こ

う
し
た
「
化
身
土
巻
・
末
」

の
冒
頭
に
お
い
て
、
仏
教
の
名
と
実
と
を
明
記
し
た
親
鸞
に
と
り
「
鬼
神
」

の
正
体
に
つ
い
て
は
、
神 

智
法
師
の
文
を
引
く
か
た
ち
で

「鬼
」
の
言
は
尸
に
帰
す
。
『
子
』

の
日
わ
く
、
「古
は
人
死
と
名
づ
く'

帰
人
と
す
。
ま
た
天
神
を
「
鬼
」
と
云
う
、
地

神

を

「
祇
」 

と
日
う
な
リ
。
」(

教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
三
九
七
頁) 

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
極
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
文
も 

鬼
の
言
は
帰
な
り
。
尸
子
に
日
く
、
古
は
人
の
死
を
名
け
て
帰
人
と
な
す
。
ま
た
天
神
を
鬼
と
云
う
、
地
祇
を
祇
と
日
う
な
り

(
教
行
信
証
講
義
集
成
第
九
巻
・
原
漢
文
・
六
六
七
頁) 

と
訓
読
さ
れ
る
の
が
常
識
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
了
解
は
、
「
六
要
鈔
」
に
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く 

爾
雅
に
云
く
。
鬼
と
は
帰
な
り
。
尸
子
に
日
く
、
古
は
死
人
を
名
け
て
帰
人
と
な
す
。
ま
た
人
神
を
鬼
と
日
い
、
地
神
を
祇
と
日
い
 ゝ

天
神
を
霊
と
日
う
已
上
い
ま
智
師
の
意
、
こ
の
釈
を
模
す
る
か
。
但
し
欠
く
る
所
は
人
神
の
釈
、
ま
た
違
す
る
所
は
天
神
を
鬼
と
云 

い
、
霊
と
云
う
と
異
る
な
り
。
尸
子
と
言
う
は
外
書
の
名
な
り
。
爾
雅
の
文
に
云
く
、
鬼
は
帰
な
り
と
。
尸
子
の
言
に
帰
人
と
名
く 

と
云
う
。
け
だ
し
こ
れ
俗
典
に
は
生
死
解
脱
の
理
を
談
ぜ
ざ
る
が
故
に
、
黄
泉
に
趣
く
を
以
て
称
し
て
帰
泉
と
日
う
。
幽
冥
の
魂
魄 

を
皆
な
鬼
と
為
す
な
り(

同
上)

と
述
べ
て
い
る
通
り
、
儒
教
思
想
の
も
と
に
成
立
し
て
い
た
社
会
の
中
で
作
用
す
る
事
柄
に
つ
い
て
の
説
明
文
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ 

ろ
う
。
『
礼
記
』

に

も

「衆
生
か
な
ら
ず
死
す
、

死
す
れ
ば
か
な
ら
ず
土
に
帰
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と.
こ
ろ
か
ら
、

死
を
帰
土
と
称
し 

た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
合
せ
見
る
と
き
、
さ
し
て
注
目
す
べ
き
文
と
は
考
え
ち
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
親
鸞
は
、
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鬼
之
言
帰
一-
尸
一
子
日
古 

者
名
ー
ー
人
死
一
為
ニ
帰
人-

又
天
神
云
ー
ー
鬼-

地
神
日
一
一
祇
一
也(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
第
一
巻
・
三
七
九
頁) 

と
訓
読
す
る
こ
と
に
よ
り' 

鬼
の
作
用
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
こ
で
は
鬼
と
呼
ば
れ
る
存
在
の
有
無
は
全
く
問
題
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず' 

具
体
的
事
実
と
し
て
生
き
る
人
間
を
屍
、

す
な
わ
ち
非
人
間
に
化
し
て
し
ま
う
作
用
の
す
べ
て
を
「鬼
の
言
」
、

す
な
わ
ち
鬼
の
作
用
と 

言
い
切
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
「
死
人
」
の
説
明
と
し
て
「
人
の
死
を
」
と
読
む
の
で
は
な
く
「
人
死
」
と
読
み
切
る
こ
と
を
以
て
、
「
人 

の
死
」
す
な
わ
ち
積
極
的
な
人
間
と
し
て
の
生
を
収
奪
し
去
ら
れ
る
事
実
と
抑
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
極
め
て
強
烈
な
鬼
神
へ
の
生
き
た 

人
間
の
拒
否
の
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
五

生
き
る
人
間
を
死
に
至
ら
し
め
、
生
け
る
屍
と
化
す
は
た
ら
き
、
そ
れ
こ
そ
が
親
鸞
の
凝
視
し
続
る
鬼
・
鬼
神
の
正
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
 

親

鸞

に

と

り

「大
乗
の
な
か
の
至
極
」(

末
燈
鈔
・
真
宗
聖
典
六
〇
一
頁)

と
敬
信
す
る
仏
教
は
、
鬼
神
の
支
配
か
ら
完
全
に
全
て
の
人
間
を 

解
放
す
る
教
え
以
外
に
は
な
い
。

こ
こ
ま
で
見
て
く
る
な
ら
ば
、

「化
身
土
巻-

末
」

の
冒
頭
に
涅
槃
の
遺
教
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
仏 

教
に
帰
依
す
る
真
の
仏
弟
子
と
し
て
生
き
る
存
在
に
と
り
、
対
決
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
事
柄
の
本
質
が
何
で
あ
る
か
は
、
も
は
や
説
明
無 

用
で
あ
ろ
う
。
そ
の
説
明
無
用
の
事
柄
こ
そ
、
結
語
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
『
論
語
』
先
進
篇
が
主
張
す
る
「事
鬼
神
」

の
完
全
拒
否 

に
外
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
親
鸞
が
こ
こ
で
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
決
し
て
容
易
に
事
を
決
し
得
る
性
格
の
事
柄
で
は 

な
い
。.
根
源
的
主
体
性
の
確
立
と
か
従
属
的
生
存
か
ら
の
脱
却
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
寸
分
の
観
念
化
も
許
さ
れ
な
い
、
ま
さ
に
現
実 

の
事
だ
か
ら
で
あ
る
。

仏
道
、

そ

れ

は

「帰
依
仏
」

の
み
に
根
拠
を
も
つ
独
立
自
尊
の
人
間
を
生
産
す
る
道
で
あ
り
、

外
道
、

そ
れ
は 

「事
鬼
神
」
に
支
え
ら
れ
た
依
存
的
在
り
方
に
お
い
て
し
か
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
非
人
間
化
の
道
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る 

こ
と
は
充
分
に
可
能
な
こ
と
で
あ
る
し
、
そ
う
し
た
説
示
は
し
ば
し
ば
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
親
鸞
に
お
け
る
課
題
が
そ
う
し
た 

理
解
を
説
示
す
る
こ
と
で
事
足
る
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
あ
え
て
仏
道
の
真
実
を
開
示
す
る
結
文
と
し
て
『
論
語
』

の
文
を
置
く
必
要
は
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な
い
し
、
ま
し
て
そ
の
文
章
を
読
み
変
え
て
ま
で
す
る
煩
雑
な
方
法
を
と
る
必
然
は
さ
ら
さ
ら
無
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
は
親 

鸞

が

「
『
論
語
』

に
云
わ
く
」
と
し
て
、

そ
の
文
の
訓
読
を
改
変
し
て
ま
で
し
て
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
必
然
的
理
由
と 

は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
私
な
り
の
結
論
を
出
す
前
に
、

こ

の

「
『
論
語
』

に
云
わ
く
云
々
」

の
結
文
を
『
教
行
信
証
』

の
う
え
で
の
、
 

よ
り
広
い
課
題
点
か
ら
点
検
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ

れ

は

『
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
』

の
書
き
出
し
部
分
の
文
、
抑
え
た
言 

い
方
を
す
る
な
ら
ば
「
化
身
土
巻
，
本
」

の
内
容
展
開
を
惹
起
す
べ
く
書
き
出
さ
れ
た 

し
か
る
に
濁
世
の
群
萌
、
穢
悪
の
含
識
、
い
ま
し
九
十
五
種
の
邪
道
を
出
で
て
、
 

半

満

・
権
実
の
法
門
に
入
る
と
い
え
ど
も' 

真
な 

る
も
の
は
、
は
な
は
だ
も
っ
て
難
く
、
実
な
る
者
は
、
は
な
は
だ
も
っ
て
希
な
り
。
偽
な
る
者
は
、
は
な
は
だ
も
っ
て
多
く
、
虚
な 

る
者
は
、
は
な
は
だ
も
っ
て
滋
し(

教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
三
二
六
頁)

の
文
に
対
応
し
て
、
『
論
語
』

の
文
が
如
何
な
る
こ
と
と
し
て
、

結
語
た
り
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
が
こ
の
文
を
顕
浄
土
方 

便
化
身
土
と
い
う
教
学
の
営
み
全
体
を
惹
き
起
す
べ
く
提
起
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
課
題
を
表
わ
す
文
で
あ
る
と
見
定
め
て
い
る
こ
と
は 

確
か
で
あ
る
が
、
あ
え
て
限
定
的
に
抑
え
れ
ば
「化
身
土
巻
・
本
」

の
内
容
展
開
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
言
う
の
は
、

一
読
し
て
判 

然
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

問
う
。
『
大
本
』

の
三
心
と
『
観
経
』

の
三
心
と
、

一
異
い
か
ん
ぞ
や(

教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
三
三
一
頁)

の
文
、
さ
ら
に
は

ま
た
問
う
。
『
大
本
』
と

『
観
経
』

の
三
心
と
、
『
小
本
』

の
一
心
と
、

一
異
い
か
ん
ぞ
や(

同
上
三
四
四
頁)

と
い
う
文
を
中
心
と
す
る
問
答
を
核
と
し
て
確
か
め
を
行
い
、

つ
い
に

こ
こ
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
、
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
。
至
徳
を
報
謝
せ
ん
が
た
め
に' 

真
宗
の
簡
要
を
摭
う
て
、
恒
常
に
不
可
思 

議
の
徳
海
を
称
念
す
。

い
よ
い
よ
こ
れ
を
喜
愛
し
、
特
に
こ
れ
を
頂
戴
す
る
な
り(

同
上
三
五
七
頁)
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と
い
う
文
に
結
ば
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
三
願
転
入
、
従
っ
て
、
古

来

よ

り

「
三
々
の
法
門
」
と
呼
ば
れ
て
来
た
教
学
の
確
か
め
の
重
大
さ
を 

充
分
に
認
識
し
た
う
え
で
、

信
に
知
り
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
、
在
世
正
法
の
た
め
に
し
て
、
ま
っ
た
く
像
末
，
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
。
す
で
に
時
を
失
し
機
に 

乖
け
る
な
り
。
浄
土
真
宗
は
、
在
世
・
正
法
・
像

末

・
法
滅'

濁
悪
の
群
萌' 

斉
し
く
悲
引
し
た
ま
う
を
や(

同
上
三
五
七
頁) 

と
い
う
感
動
的
表
示
の
も
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
「化
身
土
巻
・
本
」
に
お
け
る
教
学
展
開
の
中
に
、
私
の
拙
論
の
主
題
に
深
く
か 

か
わ
る
教
示
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
先
に
引
い
た
、
顕
浄
土
方
便
化
身
土
と
い
う
課
題
を
必
然
す
る
一
文
、
な
か
ん
ず

く

「
化
身
土
巻
・
本
」

の
、
い
わ
ゆ
る
三 

願
転
入
の
表
白
文
を
「
信
知
」
と
受
け
て
端
を
改
め
て
の
展
開
を
必
然
す
る
文
を
改
め
て
見
直
す
と
、
何
よ
り
も
ま
ず
「化
身
土
巻
」
を 

必
然
せ
し
め
て
い
る
の
は
、
「
い
ま
し
九
十
五
種
の
邪
道
を
出
で
」
て

「
半

満

・
権
実
の
法
門
に
入
る
」
、

つ
ま
り
、
外
道
を
離
れ
て
仏
道 

に
帰
入
し
た
「濁
世
の
群
萌
、
穢
悪
の
含
識
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
人
間
に
お
け
る
存
在
の
質
の
問
題
と
言
う
べ 

き
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
こ
の
表
現
か
ら
見
る
か
ぎ
り
は' 

仏
道
に
無
関
係
な
存
在
で
は
な
く
、
外
道
を
離
れ
て
仏
道
に
帰
入
し
た 

と
、
自
認
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
仏
道
に
帰
入
し
た
と
自
認
す
る
で
あ
ろ
う
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

仏
弟
子
と

し
て

「真
」
で

あ

り

「実
」
で
あ
る
こ
と
は
難
希
に
し
て
、
偽
虚
で
あ
る
こ
と
は
多
滋
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
仏
弟
子
で
あ
る 

こ
と
が
内
に
包
ん
で
い
る
矛
盾
へ
の
本
質
的
問
い
の
も
と
に
、
顕
浄
土
方
便
化
身
土
と
い
う
、
仏
教
そ
れ
自
体
が
開
示
し
な
く
て
は
な
ら 

ぬ

「方
便
真
実
の
教
」(

教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
三
三
九
頁)

、
本
願
が
本
願
な
る
故
に
本
願
そ
れ
自
体
の
具
体
的
実
用
を
表
さ
な
く
て
は
な
ら 

ぬ

「真
実
方
便
の
願
」(

同
上)

に
立
つ
教
学
課
題
に
開
眼
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
主
体
的
に
し
て
現
実
的 

な
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
課
題
は
根
を
同
じ
く
し
つ
つ
も
、
い
わ
ゆ
る
三
願
転
入
の
表
白
文
を
以
て-

つ
の
確
か
め 

を
完
了
す
る
一
面
と
、
そ
の
一
つ
の
完
了
の
も
と
に
明
確
に
し
尺
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
「信
知
」

の
眼
を
以
っ
て
徹
底
し
切
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
： 

面
と
を
も
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
課
題
の
同
根
性
と
は
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す
で
に
し
て
悲
願
い
ま
す 

竅
行
信
証
・
真
宗
聖
典
三
二
六
頁)

の
一
句
に
外
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
一
句
と
し
て
表
さ
れ
る
仏
事
へ
の
目
覚
め
が
、
い
わ
ゆ
る
三
願
転
入
の
表
白
文
の
中
に
お 

い

て

は

「
こ
こ
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
、
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
」
と
い
う
謝
念
の
人
を
生
み
、
ま
た

同

時
に
「在
世
・
正
法
・
像

末- 

法
滅
、
濁
世
の
群
萌' 

斉
し
く
悲
引
し
た
ま
う
を
や
」
と
嘆
ず
る
奇
特
の
一
道
へ
の
「信
知
」
に
立
脚
す
る
真
の
仏
弟
子
の
責
任
的
公
事 

を
開
示
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
浄
土
方
便
化
身
土
を
顕
証
す
る
と
は
、
願
身
願
土
の
実
用
に
値
遇
す
る
存
在
と
な
る 

こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
究

極

的

に

は

「
仏
に
帰
依
せ
ば
、
終
に
ま
た
そ
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
」
と
の
遣
教
を 

聞
き
得
ず
し
て
、
自
ら
は
仏
道
に
帰
入
し
た
存
在
で
あ
る
と
自
認
す
る
存
在
の
本
質
に
お
け
る
虚
偽
性
を
白
日
の
下
に
晒
す
こ
と
と
な
る 

の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
大
悲
の
仏
事
な
の
で
あ
る
。

十
亠
ハ

そ
の
大
悲
の
仏
事
の
も
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
外
道
を
出
で
て
仏
道
に
帰
入
し
た
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
正
真
の
仏
道
を
歩
む 

存
在
が
皆
無
に
等
し
い
と
い
う
矛
盾
し
た
現
実
を
限
り
な
く
生
起
せ
し
め
て
い
く
と
い
う
事
実
が
現
在
す
る
の
は
、
外
道
を
出
で
て
仏
道 

・に
帰
し
た
と
い
う
存
在
の
本
質
が
、
外
道
の
そ
れ
を
払
拭
し
切
っ
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
に
外
な
ら
な
い
。
顕
浄
土
方
便
化
身
土
と
い
う 

教
学
営
為
を
必
然
す
る
も
の
は' 

何
の
不
思
議
も
な
い
、
道
理
に
か
な
っ
た
事
実
へ
の
確
か
な
認
識
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
問 

題
は' 

外
道
的
質
を
保
持
し
つ
つ
仏
教
を
自
称
し
、
そ
の
存
在
の
正
当
性
を
主
張
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
世
間
一
般
に
お
い
て
も
、
そ
れ 

以
外
に
仏
教
は
在
り
得
な
い
と
認
識
す
る
事
実
が
、
常
識
と
な
っ
て
ま
か
り
通
っ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
事
実
の
具
体
的 

な
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
拙

論

の

「上
」
で
述
べ
て
い
る
か
ら' 

重
複
す
る
性
格
の
論
述
は
避
け
る
が
、
た
だ
私
は
、
そ
こ
に
親
鸞
が
見
、
 

そ
し
て
、
悲
歎
述
懐
し
て
い
る
こ
と
を
、
仏
教
の
堕
落
が
外
道
に
変
質
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
点
だ
け
は
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お 

き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
相
対
視
座
か
ら
傍
観
す
る
仏
教
の
内
と
外
の
相
違
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
本
質
に
お
い
て
は
、
仏
教
は
い
か
な
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る
こ
と
が
あ
っ
て
も
仏
教
で
あ
り
、
外
教
も
ま
た
ど
れ
ほ
ど
変
容
し
よ
う
と
も
外
教
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
外
な
る
相
の
差
違
に
お
い 

て
自
由
で
あ
る
と
こ
ろ
に
本
質
の
不
動
さ
が
証
さ
れ
て
い
く
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
形
態
の
変
容
に
お
い
て
無
碍
で
あ
り
得
る
本
質
、
 

そ
の
一
点
を
こ
そ
、
私
は
見
定
め
ね
ば
な
ら
ぬ
事
柄
で
あ
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
仏
道
も
堕
落
す
る
と
外
道
に
変
じ
、
外
道
も
徹
底
さ 

れ
る
と
仏
道
と
な
る
、
と
い
っ
た
発
想
が
、
ど
れ
程
わ
れ
わ
れ
を
混
乱
さ
す
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
私
自
身
も
仏
道
の
外
道
化
と
い 

う
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
認
識
の
故
に
自
ら
惑
乱
し
続
け
て
来
た
。
そ
れ
故
、
親
鸞
に
お
け
る
顕
浄
土
方
便
化
身
土
の
課 

題
の
本
質
が
見
え
な
か
っ
た
こ
と
を
愧
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
親
鸞
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
真
仮
、
真
偽
の
決
判
を
見
る
と
き
、
そ
う
し
た
発 

想
を
自
分
自
身
に
許
す
根
底
に
は
、
す
で
に
仏
道
と
外
道
と
の
同
質
性
を
容
認
す
る
認
識
が
在
る
。
そ
れ
こ
そ
非
仏
教
的
認
識
と
い
う
べ 

き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
仏
教
の
堕
落
態
を
外
道
化
と
評
す
る
こ
と
は
拒
否
し
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
く
と
も
親
鸞
に
は
そ
う
し
た
認
識 

は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

確

か

に

「
信
巻
」

の
仏
弟
子
釈
の
う
え
に
、
真

・
偽
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

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
」
と
は
釈
迦
諸
仏
の
弟
子
な
り
。
金
剛
心
の
行
人
な 

り
。

こ
の
信
・
行
に
由
っ
て
、
必
ず
大
涅
槃
を
超
証
す
べ
き
が
ゆ
え
に
、

「真
仏
弟
子
」
と

日

う(
教
行
信
証
，
真
宗
聖
典
二
四
五
頁) 

と
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、

「仏
弟
子
」

の

「真
」
た
る
積
極
的
内
容
と
し
て
対
決
さ
れ
る
べ
き
事
柄
が
「偽
」
で

あ

り

「仮
」

で
あ
る
と 

示
さ
れ
て
い
る
。
そ

し

て

「仮
」
に
つ
い
て
は

「仮
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
聖
道
の
諸
機
、
浄
土
の
定
散
の
機
な
り(

同
上
ニ
五
〇
頁) 

と
言
い
、
「偽
」
に
つ
い
て
は

「偽
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
六
十
二
見
・
九
十
五
種
の
邪
道
こ
れ
な
り(

同
上
ニ
五
一
頁) 

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し' 

こ
こ
で
注
目
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、

「仮
」
は

「
聖
道
」
と

「浄
土
」

の

「機
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る 

の
で
あ
る
が
、

「偽
」
は
あ
く
ま
で
も
邪
「
見
」
で

あ

り

「邪
道
」
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。

「
則
」
「
是
也
」
と
い
う
表
現
は
断
定
表
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現
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
「
仮
」
は
機
根
の
性
格
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
「
偽
」
は
仏
教
と
は
異
質
の
思
想
で
あ
り
外
道
で
あ
る
と
決
定
さ 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
、
同

じ

く

「真
」
で
あ
る
こ
と
と
し
て
対
決
を
内
容
と
し
て
い
る
と
し
て
も
、
「仮
」
と

「偽
」 

と
で
は
異
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
見
落
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、

「真
」
「仮
」
「偽
」
と
判
別
さ 

れ
て
お
り
な
が
ら
、

一
切
衆
生
の
本
質
と
し
て
は
、
如
来
に
よ
り
仏
弟
子
と
し
て
愍
念
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
了
解
は
微
動
だ
に
し
て
い 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
真
仮
、
真
偽
の
決
判
は
、
こ
の
如
来
の
平
等
の
大
悲
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
事
柄
で
あ
る
と
い 

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
こ
そ
、

一
切
衆
生
の
悉
皆
成
仏
を
決
定
す
る
仏
教
の
絶
対
的
意
味
が
あ
る
。
 

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
絶
対
的
意
味
で
あ
っ
て
、
相
対
関
係
の
中
へ
持
ち
込
む
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
の
混
迷 

を
厳
し
く
排
し
切
れ
な
い
時
、
仏
教
の
現
実
は
悪
し
き
恩
寵
主
義
か
、
冷
酷
な
排
除
の
作
用
か
に
傾
く
こ
と
を
思
う
。
 

と

こ

ろ

で

「
方
便
化
身
土
巻
」
で
は
、
「信
巻
」
で
明
ら
か
に
示
し
た
「仮
」
・
「偽
」
に
対
決
す
る
こ
と
を
内
実
と
す
る
「真
」

の
具 

体
的
作
用
を
、
「教
誡
」

の
二
字
に
代
表
せ
る
か
た
ち
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、

そ

の

「
教
誡
」

の
内
容
も
決
し
て
同
一
で
は 

な
い
。
す

な

わ

ち

「真
」
と

「仮
」
に
お
い
て
は

正
真
の
教
意
に
拠
っ
て
、
古
徳
の
伝
説
を
披
く
。
聖

道

・
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
し
て
、
邪

偽

・
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
。
如
来
涅
槃 

の
時
代
を
勘
決
し
て
、
 

正

・
像

・
末
法
の
旨
際
を
開
示
す(

教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
三
五
ハ
頁) 

と
示
さ
れ
て
お
り
、
「教
誡
」

の

「誡
」
に

は

「
イ
マ
シ
ム
」

の
左
訓
が
あ
り
「
勘
決
」
に

は

「
カ
ム
カ
フ
サ
タ
ム
」
、
更

に

「旨
際
」
に 

は

「
ム
ネ
キ
ワ
」

の
左
訓
が
そ
れ
ぞ
れ
施
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
左
訓
が
施
さ
れ
た
文
字
は
、

「真
」
と

「偽
」

の
決
判
を
な
す
場
合
に
も 

積
極
的
意
味
を
も
っ
こ
と
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら' 

左
記
の
文
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
は
主
題
と
な
る
こ
と
が
大 

き
く
二
つ
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
第
一
は

「聖
道
」
と

「浄
土
」
と

の

「真
仮
」
を

「
開
顕
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
邪 

偽
異
執
」
を
剔
示
し
、
そ
れ
を
以
て
仏
教
、
従
っ
て
仏
弟
子
を
自
負
す
る
機
根
が
「外
教
」

の
そ
れ
と
等
同
の
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
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明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
「教
誡
」

の
具
体
的
内
容
と
す
る
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
そ
う
し
た
外
教
と
同
等
の
質
の
変
革
が
な
さ
れ
な
い
か 

ぎ
り
、,

「如
来
涅
槃
の
時
代(

仮
名
は
筆
者)

」
の
重
大
さ
を
「
勘
決
」
し
得
ず
、
そ

れ

故

に

「
正
像
末
の
旨
際(

む
ね
き
わ)

」
に
つ
い
て
の
自 

覚
的
認
識
も
持
ち
得
な
い
ま
ま
に
、
人
間
の
向
上
主
義
的
心
情
に
乗
じ
て
成
仏
の
可
能
性
を
人
間
的
努
力
の
う
え
に
夢
見
つ
づ
け
る
と
い 

う
無
明
性
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
如
来
涅
槃
し
た
も
う!

と
い
う
、
こ
の
こ
と
一
つ
を
聞
思
し
尽
し
て
決
定
し
、
「
正
像
末
」 

を

「
三
時
教
」(

教
行
信
証
，
真
宗
聖
典
三
六
〇
頁)

、

す
な
わ
ち
如
来
の
教
示
し
た
も
う
遺
教
に
聞
い
て
、

そ
の
よ
う
に
説
き
た
も
う
「旨 

際
」
を
自
覚
で
き
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
真
仏
弟
子
の
道
は
時
機
の
選
び
を
超
え
る
「
皆
同
斉
」(
教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
一
ハ
九
頁)

の
唯
仏 

一
道
と
し
て
公
開
さ
れ
、
そ
の
一
道
に
お
い
て
一
切
衆
生
は
「斉
悲
引
」
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ

こ

に

「真
」
に
お
け 

る

「仮
」

の

「教
誡
」

の
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

十
七

し
か
ら
ば
親
鸞
に
お
け
る
真
偽
の
決
判
を
表
す
い
ま
一
つ
の
「
教
誡
」

の
語
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
何
か
。
そ
れ
は 

そ
れ' 

も
ろ
も
ろ
の
修
多
羅
に
拠
っ
て
真
偽
を
勘
決
し
て
、
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誡
せ
ば
、
涅
槃
経
に
言
わ
く
、
仏
に
帰
依
せ
ば
、
 

終
に
ま
た
そ
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ

と
い
う
一
文
に
尽
し
切
ら
れ
る
。

「真
」
と

「
仮
」
と'

「真
」
と

「偽
」
と
の
決
判
は
異
る
。

「真
仮
」
は

「
開
顕
」
さ
れ
る
べ
き
機
根 

の
問
題
で
あ
り
、
「真
偽
」
は

「勘
決
」
し
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
人
間
の
死
活
を
決
す
る
道
の
問
題
で
あ
る
。

「仮
」
は

「邪
偽
異
執
」
で 

あ
る
こ
と
に
よ
り
「外
教
」
を
成
立
せ
し
め
る
機
根
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
質
を
開
示
し
顕
彰
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ

に

よ

り
「
帰
依 

仏
」

の

質

と

「事
鬼
神
」

の
質
と
が
峻
別
で
き
る
。
ま

た

「偽
」
は

「外
教
」
と
し
て
作
用
し
て
い
る
「邪
偽
異
執
」
の
肯
定
の
上
に
成 

立
し
て
い
る
思
想
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
を
顕
開
す
る
た
め
に
は
徹
底
し
て
「
勘
決
」
し
尽
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
親
鸞
が 

道
に
九
十
六
種
あ
り
、
た
だ
仏
の
一
道
こ
れ
正
道
な
り
。
そ
の
余
の
九
十
五
種
に
お
い
て
は
み
な
こ
れ
外
道
な
り
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(

教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
三
九
六
頁)

，と
言
い
切
り 

老
子
・
周
公
・
孔
子
等' 

こ
れ
如
来
の
弟
子
と
し
て
化
を
な
す
と
い
え
ど
も
、
す
で
に
邪
な
り
。
た
だ
こ
れ
世
間
の
善
な
り(

同
上) 

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
と
に
真
偽
の
決
判
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
考
え
る
。
な

ぜ

な

ら

「
老

子

・
周

公

・
孔
子
等
」

の
外 

教
が
、

外
道
と
し
て
作
用
す
る
の
み
で
な
く
、
「如
来
の
弟
子
と
し
て
化
を
な
」
し
、

仏
教
を
主
張
す
る
と
い
う
事
実
を
「
た
だ
こ
れ
世 

間
の
善
」
な
る
が
ゆ
え
に
「
す
べ
て
邪
な
り
」
と
抑
え
切
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
更
に 

出
家
の
人
の
法
は
、
国
王
に
向
か
い
て
礼
拝
せ
ず
、
父
母
に
向
か
い
て
礼
拝
せ
ず' 

六
親
に
務
え
ず' 

鬼
神
を
礼
せ
ず

(
教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
三
ハ
七
頁) 

と
言
い
切
っ
た
と
き
、
事
は
極
め
て
明
白
と
な
る
。
仏
教
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
出
家
の
人
の
法
」
、

す
な
わ
ち
、

生
死
出
ず
べ
き
道 

で
あ
っ
て
、
決

し

て

「世
間
の
善
」
で
は
な
い
。
そ

れ

ゆ

え

「
世
間
の
善
」
に
寄
せ
る
人
間
関
心
を
以
て
、
そ

の

「
世
間
の
善
」
を
修
す 

る

こ

と

を

「如
来
の
化
」'

す
な
わ
ち
仏
教
と
し
て
の
勧
化
と
称
す
る
か
ぎ
り' 

そ
れ
が
如
何
な
る
道
で
あ
ろ
う
と
も
「す
べ
て
邪
な
り
」 

と
弾
劾
し
切
る
と
こ
ろ
に
の
み
、
は
じ
め
て
仏
教
が
真
実
の
「
正
道
」
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
質
の
「教
誡
」 

を
な
し
切
る
こ
と
に
逡
巡
す
る
か
ぎ
り
、

そ
の
こ
と
自
体
、

「如
来
の
化
」
と

し

て

「
世
間
の
善
」
を

勧

め

る

「邪
」
道
を
自
他
共
に
容 

認
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
親
鸞
が 

在
此
起
心
立
行
は 

此
是
自
力
と
さ
だ
め
た
り(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
第
二
巻
・
一
〇
四
頁) 

と
言
い
、
そ
の
二
句
の
文
に
通
ず
る
か
た
ち
で
「
こ
こ
に
在
り
て
こ
こ
ろ
を
お
こ
し
行
を
た
つ
る
は
」
「
こ
れ
は
こ
れ
自
力
な
り
」(

同
上
、
 

本
文
は
仮
名)

と
左
訓
を
施
す
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
「自
力
諸
善
の
ひ
と
」(

正
像
末
和
讃
・
真
宗
聖
典
五
〇
六
頁)

、
あ
る
い
は
「自 

力
作
善
の
ひ
と
」(

歎
異
抄
，
真
宗
聖
典
六
一
ー
七
頁)

と
言
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
在
り
方
を
認
め
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
仏
教
公
開
を
阻
害
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す
る
は
た
ら
き
を
な
す
存
在
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
最
も
消
極
的
な
態
度
を
と
る
人
こ
そ
、
現
実
に
あ
っ
て
は
最
も
積
極
的
な 

作
用
の
担
い
手
な
の
で
あ
る
。
そ

う

し

た

「自
力
諸
善
」
そ

し

て

「自
力
作
善
の
ひ
と
」
を
厳
し
く
指
摘
し
て
い
る
文
と
し
て 

異
学
と
い
う
は
、
聖
道
外
道
に
お
も
む
き
て
、
余
行
を
修
し
、
余
仏
を
念
ず
、
吉
日
良
辰
を
え
ら
び
、
占
相
祭
祀
を
こ
の
む
も
の
な 

り
。

こ
れ
は
外
道
な
り
。

こ
れ
ら
は
ひ
と
え
に
自
力
を
た
の
む
も
の
な
り
。
別
解
は
、
念
仏
を
し
な
が
ら' 

他
力
を
た
の
ま
ぬ
な
り
。
 

別
と
い
う
は' 

ひ
と
つ
な
る
こ
と
を
ふ
た
つ
に
わ
か
ち
な
す
こ
と
ば
な
り
。
解
は
さ
と
る
と
い
う' 

と
く
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
念 

仏
を
し
な
が
ら
自
力
に
さ
と
り
な
す
な
り 

(

一
念
多
念
文
意
・
真
宗
聖
典
五
四
一
頁) 

と
言
い
切
ら
れ
る
一
文
を
思
う
。

「聖
道
」
を

「外
道
な
り
」
と
断
定
し
、
「念
仏
し
な
が
ら' 

他
力
を
た
の
ま
ぬ
」

い

わ

ゆ

る

「浄
土
定 

散
の
機
」
を

「念
仏
を
し
な
が
ら
自
力
に
さ
と
り
な
す
」
存
在
と
し
て
、
そ
の
質
に
お
け
る
外
道
と
の
等
同
性
へ
の
無
自
覚
を
指
摘
す
る 

こ
の
一
文
の
厳
し
さ
を
改
め
て
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
し
て

自
力
と
い
う
は
、
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
こ
ろ
を
た
の
む
、
わ
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま
ざ
ま
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と 

な

り
(

同
上)

と
明
示
す
る
。
詳
論
は
避
け
る
が' 

こ
れ
ら
の
文
脈
の
中
に
見
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ

は

「自
力
作
善
」
と

は

「外
道
」
を
成
立 

せ
し
め
る
修
善
主
義
、
向
上
主
義
と
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ

の

「自
力
作
善
」

こ
そ
儒
教 

に
代
表
さ
れ
る
「
世
間
の
善
」

の
蓄
積
を
是
と
す
る
倫
理
、
さ
ら
に
は
、
そ

の

「世
間
の
善
」

の
質
を
世
俗
社
会
形
成
に
積
極
的
に
役
立 

っ
も
の
と
決
定
し
て
、
そ
の
思
想
の
も
と
に
人
間
の
隸
属
的
在
り
方
を
「
作
善
の
人
」
と
認
識
せ
し
め
、
そ
の
認
識
の
も
と
に
生
き
る
人 

間
を
つ
く
る
作
用
に
、
あ
る
意
味
で
は
最
も
積
極
的
役
割
を
果
す
こ
と
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
論
を
進
め
て
来
て
、
私
は
は
じ
め
て
訓
読
を
改
め
て
「
論
語
に
云
わ
く
」
と
明
示
し
、
顕
浄
土
方
便
化
身
土
な
る
課
題
の
全 

体
を
結
着
し
切
っ
た
親
鸞
の
強
靱
に
し
て
徹
底
し
た
人
間
観' 

と
い
う
よ
り
も
、
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
合
う
こ
と
の
公
平
な
る
社
会 

観
、
さ
ら
に
は
、
人
間
の
み
に
止
ま
ら
ず
、

阿
弥
陀
の
本
願
に
よ
っ
て
「諸

天

・
人

民

・
嶋

飛

・
蠕
動
の
類
」
(

教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
一
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五
入
頁)

を

「十
方
衆
生
」
と
呼
び
掛
け
ら
れ
る
存
在
と
し
て
の
生
命
観
、
そ
の
全
て
を
包
み
切
っ
て
の
「親
鸞
一
人
」(

歎
異
抄
・
真
宗
聖 

典
六
四
〇
頁)

の
頷
き
と
し
て'

「
か
た
じ
け
な
さ
よ
」(

同
上)

と
謝
念
の
実
践
ひ
と
つ
に
生
涯
を
尺
し
切
る
「真
仏
弟
子
」

の
、
確
か
な 

仏
教
と
の
値
遇
の
す
が
た
を
思
う
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
先
に
一
言
し
た
『
論
語
』
先
進
篇
の
思
想
を
表
わ
す
た
め
に
重
要
な
意
味
を
も 

つ
ー
字
で
あ
っ
た
「
未
」
は
、
親
鸞
に
お
い
て
は
完
全
に
拒
絶
さ
れ
て
「
不
」
と
い
う
完
全
否
定
の
文
字
に
置
き
か
え
ら
れ
、
「事
鬼
神
」 

か
ら
解
放
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
人
を
「
人
焉
能
事
鬼
神
」
と
明
示
し
た
。

こ
れ
こ
そ
仏
教
に
よ
っ
て
の
み
な
し
得
る
事
で
あ
っ
た
の
で 

あ
る
。

結

そ

の

「
人
焉
能
事
鬼
神
」
と
い
う
一
事
を
公
開
し
た
の
が
、
外
で
も
な
い
法
然
に
よ
る
浄
土
宗
の
興
行
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
浄
土
宗 

の
独
立
と
は
仏
教
の
独
立
で
あ
り
興
行
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
浄
土
宗
の
弾
圧
を
自
ら
の
存
亡
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
世
俗
権
力
に 

対
し
て
要
望
し
、
そ
の
要
望
に
応
じ
て
弾
圧
を
強
行
し
た
権
力
体
制
、
こ
の
両
者
の
本
質
が
何
で
あ
る
か
は
、
も
は
や
説
明
を
要
し
な
い 

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
親
鸞
は
、
そ
の
弾
圧
記
述
の
た
だ
中
で 

真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
、
な
ら
び
に
門
徒(
教
行
信
証
，
真
宗
聖
典
三
九
八
頁) 

と
宣
言
す
る
の
で
あ
り
、
そ

の

「真
宗
」
と

し

て

「世
間
の
善
」

の
し
が
ら
み
か
ら
一
切
衆
生
を
解
放
す
る
唯
一
道
で
あ
る
仏
教
へ
の
弾 

圧
は
、
「
猥
り
が
わ
し
」(

同
上)

い

「罪
科
を
考
え
」(

同
上)

ざ
る
無
法
の
所
業
に
外
な
ら
な
い
と
断
定
す
る
。

し
か
し
、
親
鸞
は
、
そ 

の
弾
圧
の
中
に
身
を
置
き
続
け
た
こ
と
に
対
し
、

「
予
は
そ
の
ー
な
り
」(

同
上)

と
言
い
、

そ

の

「
ー
な
」
る
身
に
お
い
て
「雑
行
を
棄 

て
て
本
願
に
帰
」
し
た
こ
と
の
本
意
を
深
か
深
か
と
頷
い
て
い
る
。
そ
の
頷
き
を
、
被
弾
圧
の
浄
土
真
宗
で
あ
り
得
る
こ
と
に
お
い
て
こ 

そ
、
仏
道
が
正
道
と
し
て
現
在
し
得
る
こ
と' 

そ
の
こ
と
を
理
を
尽
し
て
明
ら
か
に
し
切
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
顕
浄
土
真
実
教
行
証 

と
い
う
教
学
の
営
み
が
必
須
の
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
ら
ば

大
無
量
寿
経 

鹫

為
(
教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
一
五
〇
頁)

の
一
句
を
以
て
始
ま
っ
た
顕
浄
土
真
実
教
行
証
と
い
う
教
学
は
「
『
論
語
』

に
云
わ
く
」
の
一
文
を
以
て
名
実
共
に
明
ら
か
な
結
着
を
つ
け 

た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
流
通
分
は
厳
正
に
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

権
力
統
治
の
世
俗
社
会
の
た
だ
中
に
お
い
て
、
仏
教
が
真
宗
と
し
て
開
顕
さ
れ
る
と
き
、
弾
圧
は
必
然
的
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
様
相 

が
ど
れ
ほ
ど
変
容
し
た
と
し
て
も
、
世
俗
社
会
の
基
軸
は
真
宗
を
排
除
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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