
紹

介

寺
川
俊
昭
著

『
教
行
信
証
の
思
想
』

本

多

弘

之

こ
の
書
を
読
ん
で
、
言
葉
と
い
う
も
の
の
秘
義
と
で
も
い
う
の 

か
、
言
葉
が
内
に
秘
め
て
い
る
意
味
の
解
明
の
大
切
さ
と
い
う
こ 

と
を
改
め
て
教
え
ら
れ
た
。
人
間
が
使
う
言
葉
は
、
そ
の
連
鎖
の 

中
で
、
そ
の
言
葉
が
担
っ
て
い
る
多
義
性
の
中
か
ら
、
そ
れ
が
あ 

る
意
味
を
指
定
し
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
 

言
葉
の
意
味
が
特
定
さ
れ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
言
葉
そ
の
も
の 

が
、
人
間
の
歴
史
と
等
し
い
よ
う
な
時
間
的
背
景
を
持
ち
、
人
間 

が
持
つ
社
会
性
と
等
し
い
よ
う
な
同
時
代
の
言
葉
群
と
の
連
関
関 

係
を
も
っ
て
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
幅
を
き
か 

せ
た
言
葉
で
あ
っ
て
も
、

日
常
に
使
用
さ
れ
な
く
な
れ
ば
、

「
死 

語
」
と
な
っ
て
い
く
し
、
新
し
い
雰
囲
気
を
言
い
当
て
る
た
め
に 

は
、
新
し
い
言
葉
が
誕
生
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
歴 

史

・
社
会
の
流
動
す
る
情
況
と
共
に
、
言
葉
の
も
つ
作
用
や
意
味
、

つ
ま
り
共
通
了
解
さ
れ
う
る
含
意
も
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
ろ 

う
。
言
葉
そ
れ
自
体
の
も
つ
性
格
が
、
民
族
や
社
会
生
活
、
時
代 

思
潮
や
価
値
体
系
を
映
し
つ
つ
、
流
動
的
で
あ
る
と
い
え
る
の
で 

あ
る
と
思
う
。

宗
教
経
験
は
、
人
間
の
諸
経
験
の
中
に
あ
っ
て
、
独
自
の
領
域 

を
も
っ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
絶
対
性
と
か
超
越
性
と
い
わ
れ
る
よ 

う
な
面
を
も
っ
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る 

内
在
性
を
包
み
こ
ん
だ
超
越
性
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
有
限
性
を
そ 

の
ま
ま
に
置
い
て
い
る
無
限
性
で
あ
る
。
そ
う
い
う
原
体
験
と
し 

て
の
覚
醒
を
、
人
間
の
諸
情
況
の
中
で
持
続
す
る
も
の
と
し
、
多 

く
の
人
々
の
共
通
の
基
本
体
験
と
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
 

そ
の 

経
験
そ
の
も
の
を
、
人
間
の
生
活
感
覚
を
表
現
し
て
い
る
言
葉
で 

い
い
当
て
、
そ
の
生
活
感
覚
が
構
成
し
て
い
る
人
間
の
諸
経
験
の 

中
へ
積
極
的
に
訴
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
使
用
す
る
言
葉
が 

す
で
に
有
し
て
い
る
意
味
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
新
し
い
宗
教
経
験 

の
も
つ
独
自
の
意
味
を
表
現
し
う
る
よ
う
な
言
葉
の
連
鎖
の
中
へ 

換
骨
奪
胎
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
常
用
語
の
連
鎖
を
ほ
ぐ 

し
て
、
思
想
表
現
の
言
葉
の
海
へ
投
げ
込
み
、
そ
の
海
の
味
を
も 

っ
た
言
葉
に
錬
成
し
て
、
新
し
い
思
想
表
現
の
文
章
連
鎖
を
構
築 

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
構
築
せ
ら
れ
た
思
想
表
現
の
内
な
る
言
葉
は
、
宗
教
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体
験
の
原
点
か
ら
発
起
し
、
そ
れ
に
接
す
る
人
に
ま
た
そ
の
原
点 

へ
と
指
向
す
る
経
験
を
生
み
出
す
よ
う
な
作
用
を
も
っ
た
も
の
と 

な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
独
創
的
な
宗
教
家
の
表
現
は
、
 

そ
の
強
烈
な
原
体
験
を
持
続
し
て
、
歴
史
を
貫
い
て
人
間
経
験
の 

中
に
宗
教
的
超
越
性
の
体
験
を
回
復
せ
し
め
ん
と
し
て
い
る
も
の 

な
の
で
あ
ろ
う
。

親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
も
、
そ
う
い
う
宗
教
経
験
か
ら
生
ま
れ 

て
、
宗
教
経
験
を
回
復
す
る
使
命
を
担
っ
た
書
で
あ
る
に
相
違
な 

い
。
し
か
る
に
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
思
想
連
鎖
を
感
受 

し
た
後
世
の
人
間
の
了
解
に
よ
っ
て
、
誤
解
さ
れ
て
伝
承
さ
れ
う 

る
も
の
で
あ
る
。
む

し
ろ

「祖
師
の
教
が
流
行
る
の
は
、
誤
解
さ 

れ
た
面
で
も
て
は
や
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
(

安
田
理
深)

と
も 

い
わ
れ
る
。
特
に
権
力
構
造
に
密
着
し
た
宗
教
情
況
の
た
だ
中
に
、
 

「浄
土
宗
」
の
名
の
り
の
下
に
新
興
の
仏
教
と
し
て
出
発
し
た
法 

然
の
教
団
は
、
激
し
い
弾
圧
の
嵐
を
く
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

長
い
仏
教
の
思
想
的
学
問
的
伝
承
と
も
、
真
向
か
ら
対
決
し
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
思
想
的
課
題
を
担
っ
て
い
た
。

『
教
行
信
証
』

は 

漢
文
で
書
か
れ
、
そ
の
思
想
的
内
容
は
高
度
な
仏
教
思
想
史
の
論 

難
に
耐
え
、
課
題
に
応
答
す
る
た
め
に
、
厳
密
な
親
鸞
自
身
の
思 

想
的
練
磨
を
経
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
を
直
接
に
読
ん
で
解
釈
す 

る
こ
と
は
、

一
般
に
は
長
い
間
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
江
戸
期
を

通
じ
て
『
六
要
鈔
』
(

存
覚
作)

を
依
り
所
と
し
て
の
み
、

読
む 

こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

あ
る
先
生
が
こ
の
度
の
『
教
行
信
証
の
思
想
』
を
見
ら
れ
て
、
 

「講
録
に
よ
ら
な
い
初
め
て
の
『
教
行
信
証
』
解
釈
が
生
ま
れ
た
」
 

と
喜
ば
れ
た
と
聞
い
た
。
本
書
に
お
け
る
親
鸞
解
釈
の
方
法
論
は
、
 

著
者
が
先
著
『
歎
異
抄
の
思
想
的
解
明
』
以
来
継
続
さ
れ
て
き
た 

方
法
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
教
行
信
証
』

の
言
葉
を
、
で
き
う
る 

限
り
親
鸞
が
語
る
文
章
の
中
で
、
彼
が
使
う
用
語
例
に
返
し
て
、
 

彼
自
身
の
言
葉
の
連
鎖
に
即
し
て
、
生
き
て
い
る
本
来
の
意
味
と 

し
て
取
り
出
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
て
い
え
ば
、
生
化 

学
的
反
応
を
、
試
験
管
の
中
の
実
験
で
証
明
す
る
の
で
は
な
く
、
 

生
体
内
で
生
理
現
象
と
し
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
如
き
方
法
論
で 

あ
る
。
慣
れ
な
い
読
者
は
、
あ
る
い
は
本
書
の
引
用
文
の
量
に
圧 

倒
さ
れ
て' 

著
者
の
思
想
を
読
む
前
に
す
で
に
引
用
文
を
読
む
た 

め
に
疲
労
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
引
用
文
は
、
著 

者
が
解
明
せ
ん
と
す
る
言
葉
の
原
意
を
、
親
鸞
の
思
想
表
現
の
海 

に
浮
び
な
が
ら
味
読
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
著
者
の
親
鸞
そ
の 

人
に
対
す
る
無
私
の
姿
勢
の
表
わ
れ
な
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
い
え 

ば
、
要
文
を
収
集
し
て
、
如
来
の
大
悲
心
の
意
図
を
語
ら
せ
る
の 

は
、
浄
土
の
学
び
の
伝
統
の
方
法
論
な
の
で
も
あ
る
。
そ
の
方
法 

論
に
よ
っ
て
、
親
鸞
没
後
七
百
三
十
年
の
歳
月
を
隔
て
て
、
長
い
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誤
解
の
雲
霧
を
払
っ
た
初
め
て
の
『
教
行
信
証
』
論
が
生
ま
れ
た 

の
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
も
そ
も
、
誤
解
さ
れ
た
言
葉
を
解
き
ほ
ぐ
す
と
い
う
こ
と
の 

意
味
は
何
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
第
一
に
歴
史
に
埋
没
し
た
史 

蹟
を
発
掘
す
る
ご
と
き
意
味
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
っ
と
い
え
ば
、
 

誤
解
の
中
に
埋
没
し
た
宗
教
的
言
語
と
い
う
も
の
は
、
真
の
人
間 

解
放
の
志
願
を
荷
負
す
べ
き
宗
教
経
験
の
原
意
を
発
揮
で
き
て
い 

な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
時
代
状
況
に
屈
従
し
て
、
あ
の
法
然 

-

親
鸞
が
受
け
た
弾
圧
の
意
味
を
風
化
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え
る 

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
新
鮮
な
原
体
験
と
し
て
生
き
た
感
動
と
共
に 

仏
法
の
事
実
と
し
て
呼
び
起
こ
す
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
自
身
の
文
章 

連
関
の
中
で
生
き
た
言
葉
を
把
え
な
お
す
作
業
の
真
意
が
あ
る
の 

で
あ
ろ
う
。

本
書
の
著
者
は
ど
こ
ま
で
も
真
直
ぐ
に
親
鸞
に
直
参
し
て
、
彼 

の
言
葉
に
尋
ね' 

彼
の
原
意
に
迫
ろ
う
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
こ 

か
ら
二
つ
の
事
柄
つ
い
て
の
開
眼
を
恵
ま
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
 

そ
の
第
一
は' 

親
鸞
聖
人
の
回
向
の
了
解
、
こ
と
に
還
相 

回
向
の
そ
れ
で
あ
り
、
第
二
は
聖
人
に
お
け
る
師
教
の
恩
厚
、
 

つ
ま
り
親
鸞
聖
人
と
法
然
上
人
と
の
間
に
結
ば
れ
た
因
縁
の 

深
さ
で
あ
る
。

聖
人
の
回
向
論
に
つ
い
て
は
、

も
と
私
も 

「願
生
浄
土
」
の
章
で
「
通
念
的
了
解
」
と
し
て
述
べ
た
よ

う
な
理
解
を
も
っ
て
い
た
。

一
言
で
い
え
ば
、
回
向
の
法
と 

い
う
べ
き
本
願
の
名
号
に
帰
し
た
時
、
我
わ
れ
の
生
に
往
・ 

還
二
つ
の
方
向
を
も
っ
た
運
動
が
始
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
了 

解
で
あ
る
。(

三
頁)

こ
の
通
念
的
了
解
の
要
点
を
著
者
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
 

こ
の
見
解
の
要
点
は
、
往
相
・
還
相
を
衆
生
に
属
す
る
も 

の
、
す
な
わ
ち
如
来
の
回
向
に
よ
っ
て
実
現
す
る
衆
生
の
生 

の
相
と
す
る
こ
と
で
あ
り' 

さ
ら
に
如
来
の
他
力
に
よ
っ
て 

往
生
浄
土
し
ま
た
還
来
穢
国
度
人
天
す
る
主
体
を
、
「
私
共
」
 

と

し

「私
た
ち
」

と
了
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

端
的 

に
い
う
な
ら
ば
如
来
の
回
向
に
よ
っ
て
往
生
浄
土
す
る
の
が 

「私
た
ち
」
と
い
わ
れ
る
衆
生
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に' 

「浄
土
か
ら
こ
の
世
へ
済
度
に
還
る
」

も
の
、

あ
る
い
は 

「浄
土
か
ら
穢
土
に
た
ち
か
え
り
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
済
度 

す
る
」
も
の
、
そ
れ

も

「私
た
ち
」
と
い
わ
れ
る
衆
生
で
あ 

る
と
了
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
往
生
浄
土
す
る 

我
の
歩
み
の
展
開
上
に' 

還
来
穢
国
す
る
我
が
構
想
さ
れ
て 

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
見
解
を
率
直
か
つ
端
的
に
い
い 

直
せ
ば
、
往
相
道
に
立
つ
主
体
で
あ
る
我
が
、
や
が
て
還
相 

行
を
行
ず
る
主
体
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
、
主
張
さ
え
さ
れ
て 

い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。(

一
四
三
—
四
頁)
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そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
そ
の
人
の
語
る
言
葉
に
即
し
て
「
回
向
」
の 

義
を
尋
ね
る
と
き
、
世
親

・
曇
鸞
の
語
を
引
い
て
語
る
意
味
は
ど 

う
で
あ
る
か
。

方
便
カ
を
成
就
し
応
化
身
を
示
し
て
、
衆
生
の
生
死
の
稠 

林
の
只
中
で
教
化
の
仏
事
を
任
運
に
行
ず
る
菩
薩
に
往
生
を 

全
う
し
て
大
涅
槃
を
証
し
た
の
ち
、
や
が
て
成
っ
て
い
く
親 

鸞
自
身
の
相
を
教
え
ら
れ
、
そ
し
て
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
れ
と
も
「生
死
の
園
・
煩
悩
の
林
」
の
中
に
あ
っ
て
、
菩 

薩
の
大
悲
の
教
化
を
受
け
る
べ
き
「苦
悩
の
衆
生
」
に
、
自 

己
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
往
相
の
形
で
あ
れ
還
相
の
形
で 

あ
れ
、
大
悲
の
回
向
は
生
死
海
に
苦
悩
す
る
衆
生
を
摂
取
し 

て
仏
道
に
立
た
し
め
よ
う
と
す
る
菩
薩
の
行
で
あ
る
と
、
曇 

鸞
は
い
う
。
こ
の
よ
う
な
菩
薩
行
の
主
体
に' 

如
来
の
回
向 

に
よ
っ
て
「私
た
ち
」
が
当
来
の
益
と
し
て
や
が
て
成
っ
て 

い
く
の
で
あ
る
と
、
親
鸞
は
こ
れ
ら
祖
師
た
ち
の
教
説
を
読 

ん
で
了
解
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
ま
た
、

こ 

の
よ
う
な
還
相
の
菩
薩
行
が
、
如
来
の
回
向
に
帰
し
て
往
相 

道
に
立
っ
た
「我
ら
」
の
と
こ
ろ
に
、
思
い
を
こ
え
て
行
ぜ 

ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
と
、
親
鸞
は
了
解
し
か
つ
語
ろ
う
と 

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
、

「無
明
海
に
流
転 

し
、
諸
有
輪
に
沈
迷
し
、
衆
苦
輪
に
繫
縛
せ
ら
れ
て
」
出
離

の
縁
の
な
い
者
と
し
て
の
自
己
を
悲
傷
し
つ
つ
、
そ
の
自
己 

に
大
悲
同
感
し
つ
つ
愍
勲
に
教
化
し
て
止
む
こ
と
の
な
い 

「
よ
き
人
」
の
仰
せ
に
、
親
鸞
は
菩
薩
の
還
相
の
恩
徳
を
深 

く
感
佩
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
わ
れ
は
三
思
三
省
し 

て
、

よ
く
よ
く
思
い
を
ひ
そ
め
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
 

(

一
五
ハ
頁)

と
い
わ
れ
、

往
相
の
回
向
で
あ
れ
還
相
の
回
向
で
あ
れ' 

そ
の
根
源
に 

あ
る
も
の
は
、

一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
そ
れ
を
摂
取
し 

て
生
死
海
を
渡
そ
う
と
作
願
し
て
止
む
こ
と
の
な
い
、
大
悲 

心
で
あ
る
。
そ
の
大
悲
心
が
回
向
と
い
う
形
に
お
い
て
、
生 

死
海
に
流
転
し
苦
悩
す
る
衆
生
に
は
た
ら
く
の
で
あ
る
が
、
 

そ
の
回
向
の
端
的
な
形
は' 

本
願
の
名
号
が
我
ら
に
施
与
さ 

れ
て
あ
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
親
鸞 

が
い
だ
い
て
い
た
独
自
の
了
解
で
あ
る:

：:

。
我
わ
れ
の
体 

験
に
立
っ
て
こ
の
こ
と
を
逆
に
い
え
ば
、
回
向
の
法
で
あ
る 

本
願
の
名
号
の
施
与
に
あ
ず
か
っ
た
時
、
衆
生
が
今
更
の
よ 

う
に
深
い
感
動
と
謝
念
の
中
に
自
証
す
る
も
の
、
そ
れ
こ
そ 

が
如
来
の
大
悲
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
親
の
い 

わ

ゆ

る

「
回
向
為
首
得
成
就
大
悲
心
故
」
と
は
、
こ
の
自
証 

の
表
白
そ
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
往
相
回
向
で
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あ
れ
還
相
回
向
で
あ
れ
、
こ
の
二
種
の
回
向
は
大
悲
心
の
現 

に
は
た
ら
く
形
で
あ
っ
て
、
挙
げ
て
如
来
の
恩
徳
で
あ
る
こ 

と
を' 

我
わ
れ
は
自
見
の
覚
悟
に
陥
る
こ
と
な
く'

明
確
に 

把,
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
く
思
う
の
で
あ
る
。
 

(

二
七
二
頁)

と
い
わ
れ
る
。

「
回
向
」

と
い
う
親
鸞
の
思
想
の
根
本
概
念
が
、
 

長
い
間
、
通
念
的
理
解
の
ご
と
く
誤
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
 

大
悲
心
成
就
を
「如
来
の
回
向
」
と
受
け
と
め
た
親
鸞
の
原
点
に 

帰
り
、
「煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
「生
死
罪
濁
の
群
萌
」
と
自
己
の
立 

つ
地
平
を
凝
視
し
続
け
た
親
鸞
の
基
点
を
失
っ
て
は
な
る
ま
い
。
 

に
も
か
か
わ
ら
ず' 

い
つ
の
間
に
か
「我
わ
れ
」
が
自
分
で
菩
薩 

行
を
行
じ
う
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
よ
う
に
し
て
し
ま
う
も
の 

は
何
か
。
そ
れ
は
親
鸞
の
聞
思
の
言
葉
を
読
み
つ
つ
、
自
我
執
心 

の
座
標
軸
に
そ
れ
を
移
し
変
え' 

自
力
の
努
力
意
識
が
求
め
る
影 

と
し
て
し
ま
う
か
ら
で
は
な
い
か
。
著
者
は
、
そ
の
意
味
で
は
、
 

親
鸞
の
言
葉
を
読
む
座
標
軸
を
、
決
定
し
て
親
鸞
の
視
座
に
置
き 

続
け
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
思
う
。
徹
底
し
て
聞
法
者
の
位
、
 

仏
願
に
随
順
す
る
仏
弟
子
の
位
に
立
っ
て
、
愚
鈍
無
智
の
輩
と
共 

に
往
生
せ
ん
と
い
う
法
然
の
師
教
を
受
け
て
、
「苦
悩
の
群
生
海
」
 

に
身
を
置
く
な
ら
、
い
う
ま
で
も
な
く
回
向
は
二
相
と
も
に
如
来 

大
悲
の
利
益
で
あ
る
。
往
相
の
利
益
が
「教
行
信
証
」
の
四
法
と

い
う
次
第
を
取
る
の
に
対
し
、
還
相
の
回
向
は
煩
悩
海
中
に
身
を 

投
じ
て
、
大
悲
願
心
を
行
ず
る
相
で
あ
る
。
そ
れ
を
著
者
は
曾
我 

量
深
師
の
教
示
の
下
に' 

人
身
を
示
現
し
て
本
願
を
説
か
れ
た
善 

知
識
と
の
出
遇
い
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

種
々
の
身
を
も
っ
て
は
た
ら
く
如
来
の
応
化
身
と
は
、
我 

ら
を
教
化
し
て
仏
道
に
向
け
し
め
る
師
教
に
帰
し
た
時
、
今 

更
の
よ
う
に
深
々
と
自
証
さ
れ
る
如
来
の
恩
徳
の
具
体
相
で 

あ
る
。
阿
弥
陀
と
い
う
名
で
表
わ
さ
れ
る
如
来
は
、
 

こ
れ
ら 

の
報
身
と
し
種
々
の
応
化
身
と
し
て
具
体
的
に
そ
の
恩
徳
を 

現
前
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
親
鸞
は
了
解
し
た
の
で
あ
っ 

た
。
そ
し
て
こ
の
応
化
身
を
「
回
向
」
と
い
う
観
点
に
立
つ 

て
と
ら
え
る
時
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
本
願
力
の
は
た
ら
く
形 

と
し
て
の
、
還
相
回
向
の
具
体
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
、
 

改
め
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
師
教
の
恩
厚
は
、
実
は
そ
の 

ま
ま
如
来
の
還
相
回
向
の
恩
徳
で
あ
る
。(

ニ
ハ
ー
頁) 

こ
の
観
方
に
つ
い
て
は
、
先
の
通
念
的
理
解
に
慣
れ
た
耳
に
は
、
 

な
か
な
か
聴
さ
入
れ
に
く
い
と
こ
ろ
で
は
あ
ろ
う
が
、
本
書
を
熟 

読
い
た
だ
け
ば' 

懇
切
な
著
者
の
淳
々
と
し
て
倦
む
こ
と
の
な
い 

説
得
を
通
し
て
、
き
っ
と
了
解
い
た
だ
け
る
と
信
ず
る
。
還
相
回 

向
に
つ
い
て
、
す
で
に
曾
我
先
生
の
教
示
を
う
け
て
考
え
よ
う
と 

し
て
き
た
愚
生
も' 

眼
か
ら
う
ろ
こ
が
落
ち
る
ご
と
く
に
う
な
ず
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か
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
誠
に
こ
の
点
の
著
者
の
分 

析
と
了
解
は
、
七
百
年
の
闇
を
破
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の 

画
期
的
な
仕
事
で
あ
る
と
仰
が
れ
る
も
の
が
あ
る
。

そ
し
て
著
者
の
い
う
第
二
の
事
柄
、

「親
鸞
の
も
っ
た
師
教
へ 

の
恩
徳
」
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も' 

本
書
の
全
編
に
わ
た
っ
て 

溢
れ
る
ご
と
く
に
満
ち
て
い
る
も
の
を
感
ず
る
。
親
鸞
が
法
然
に 

対
し
て
懐
い
た
想
い
、
そ
れ
は
生
死
出
づ
べ
き
道
と
し
て
の
仏
道 

に
、
値
う
資
格
の
な
い
身
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
願
の
仏
道
に
参 

入
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
「感
佩
」
で
あ
る
。
著
者
は
そ
の
想
い 

を
感
動
、
謝
念
、
感
得
、
情
熱
等
と
語
る
が
、
な
か
ん
ず
く
「感 

佩
」
の
語
に
何
か
言
い
当
て
る
も
の
を
見
出
だ
さ
れ
た
ら
し
い
。
 

「
佩
」
と
は
身
に
帯
び
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
曇

鸞

の

「服
膺
」 

に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

感
動
が
身
に
染
み
、

「
そ
く
ば
く 

の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し 

立
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
常
に
述
懐
さ
れ
た
と
い 

う
親
鸞
の
原
体
験
た
る
初
一
念
、
こ
の
感
動
と
感
情
を
失
う
こ
と 

な

く

『
教
行
信
証
』

の
言
葉
を
読
み
込
ん
で
い
こ
う
と
さ
れ
る
著 

者
の
想
い
が
、
感
佩
の
語
に
二
重
映
し
に
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
態
度
で
謙
虚
に
親
鸞
そ
の
人
の
言
葉
を
聴
い
て
い 

く
著
者
で
あ
る
が
、
読
み
込
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
了
解
を
表
現
す 

る
著
者
独
自
の
言
葉
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
も
言
葉
の
性

格
上
当
然
な
の
で
も
あ
ろ
う
。
著
者
は
親
鸞
の
思
想
を
「大
般
涅 

槃
道
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を 

一
実
真
如
の
は
た
ら
き
は
、
そ
の
広
大
無
辺
際
の
一
実
真 

如
海
で
あ
る
無
上
涅
槃
に
帰
る
道
を
、
衆
生
に
開
く
の
で
あ 

る
と
い
う
。
無
上
涅
槃
に
帰
る
道
を
も
し
大
般
涅
槃
道
と
呼 

ぶ
な
ら
ば
、
本
願
の
名
号
に
帰
し
た
称
無
碍
光
如
来
名
と
い 

う
自
覚
的
行
為
は
、
無
明
海
に
流
転
す
る
衆
生
を
ま
さ
し
く 

大
般
涅
槃
道
に
立
た
し
め
る
の
で
あ
る
。(

ニ
四
六
頁) 

「如
来
す
で
に
発
願
し
て
、
衆
生
の
行
を
回
施
し
た
ま
う
」 

と
は
、
如
来
が
衆
生
の
貪
瞋
煩
悩
中
に
捨
身
し
て
、
帰
命
尺 

十
方
無
碍
光
如
来
の
如
来
の
全
体
を
も
っ
て
、
流
転
す
る
虚 

妄
の
衆
生
が
し
か
も
大
般
涅
槃
無
上
の
大
道
に
立
つ
大
地
と 

な
ろ
う
、
こ
れ
が
こ
の
如
来
の
大
悲
回
向
心
を
深
く
感
佩
し 

た
親
鸞
の
、
そ
の
感
動
が
自
証
し
た
名
号
の
深
い
意
味
で
は 

な
い
で
あ
ろ
う
か
。(

二
五
〇
頁)

回
向
の
法
で
あ
る
本
願
の
名
号
に
帰
し
た
者
と
は
、
そ
こ 

に
回
施
せ
ら
れ
る
真
如
一
実
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
流
転
す
る 

虚
妄
の
生
を
転
じ
て
大
般
涅
槃
道
に
立
っ
た
者
で
あ
る
と
い 

、つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。(

二
五
〇
頁) 

等
と
い
う
。
大
般
涅
槃
と
い
う
大
乗
の
至
極
を
表
わ
す
究
意
概
念 

を
、
親
鸞
は
確
か
に
そ
の
文
中
に
非
常
に
績
極
的
に
使
っ
て' 

念
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仏
の
信
心
が
も
つ
具
体
的
な
は
た
ら
き
を
意
味
づ
け
て
い
る
。
往 

生
浄
土
の
道
の
意
味
を' 

大
乗
の
志
願
に
照
ら
し
つ
つ
、
如
来
本 

願
の
大
悲
回
向
と
し
て
、
我
ら
に
成
立
す
る
ゆ
る
ぎ
な
き
仏
道' 

そ
こ
に
親
鸞
の
信
念
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
表
現
さ
れ
よ
う
と
す 

る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

著
者
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
「先
入
観
を
排
し
て
」
親
鸞
の
語
る 

と
こ
ろ
を
聞
き
と
る
こ
と
は
、
手
易
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
難 

し
さ
は
、
恐
ら
く
、
難
値
難
見
と
い
わ
れ
、
唯
仏
与
仏
の
智
見
と 

い
わ
れ
る
本
願
力
の
境
位
を
う
か
が
う
困
難
さ
で
あ
る
。
著
者
は 

こ
の
難
関
に
立
ち
向
い
つ
つ
、
悠
然
と
し
て
「如
須
弥
山
王
」
の 

風
情
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
に
接
す
る
も
の
に
も
ま
た
聞
思
へ
の
新 

た
な
る
情
念
と
勇
気
を
恵
ま
れ
る
。
こ
の
書
に
啓
発
さ
れ
て
、
愚 

生
も
ま
た
い
く
つ
か
の
課
題
を
提
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
稿 

を
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

真
の
宗
教
心
か
ら
生
れ
た
言
葉
は
、
 

真
の
宗
教
心
を
ま
っ
て
そ 

の
意
が
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
常
に
新
た
に 

『
教
行
信
証
』

の
言
葉
も
こ
れ
か
ら
解
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ 

ろ
う
。

本
書
は
そ
の
こ
と
を
、

『
大
無
量
寿
経
』
か
ら
生
れ
た
釈 

論
も
ま
た
『
無
量
寿
経
』
と
名
づ
け
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い 

う
。
そ
の
意
味
で
『
無
量
寿
経
』

の
歴
史
的
歩
み
の
記
念
塔
の
位 

置
を
、
本
書
が
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
も
拝
せ
ら
れ

る

こ

と

で

あ

る

。

〔平
成
二
年
四
月
刊
文
栄
堂
人5
判

三

四

四

頁

四

、
五0
0
円
〕
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