
親
鸞
教
学
に
お
け
る
「弾
圧
」
の

意

味(
上)

廣 

瀬 

杲

一

親
鸞
に
お
け
る
教
学
の
営
み
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
も
と
に
開
示
さ
れ
る
思
想
は
、

一
貫
し
て
弾
圧
の
も
と
に
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ 

る
。

こ
の
よ
う
に
断
定
的
な
言
い
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
は' 

随
分
と
奇
異
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、

し 

ば
し
ば
語
ら
れ
る
、
知
恩
報
徳
の
教
学
と
し
て
の
性
格
を
根
底
か
ら
覆
す
、

不
遜
な
受
け
止
め
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

と
も
か
く
、

い
ず
れ
に
し
て
も
決
し
て
馴
み
易
い
言
い
方
で
は
な
い
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
少
く
と
も
約
四
十
年
に
わ
た
っ
て
、
真
宗 

学
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
学
問
に
の
み
か
か
わ
り' 

そ
の
間
、
自
分
な
り
に
研
究
成
果
と
思
わ
れ
る
こ
と
の
い
く
つ
か
を
公
表
も
し
て
来 

た
私
に
と
っ
て
は' 

今
の
時
点
で
、

こ
の
よ
う
に
言
い
切
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
定
的
な
意
味
に
お
い
て
の
救
い
な
の
で
あ
る
。
も
し 

こ
の
よ
う
に
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で
、
今
後
も
真
宗
学
徒
と
し
て
学
び
続
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、

お
そ
ら 

く
私
自
身
、

そ
の
こ
と
に
耐
え
得
な
く
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

正
直
に
い
っ
て
私
は
、
今
日
ま
で
学
ん
で
来
た
つ
も
り
の
真
宗
学
に
つ
い
て
、

つ
ね
に
う
な
ず
き
切
れ
な
い
も
の
を
感
じ
続
け
て
い
た
。
 

し
か
し
、

こ
う
し
た
不
充
足
感
は
、
真
宗
学
徒
と
し
て
の
私
自
身
の
学
び
の
不
充
分
さ
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
徒
と
し
て
の
怠
惰 

ゆ
え
で
あ
る
と
、
自
ら
を
叱
責
し
続
け
も
し
た
。

そ
し
て
も
と
よ
り
、

そ
の
こ
と
の
当
を
得
て
い
る
部
分
が
余
り
に
も
大
き
い
と
い
う
こ
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と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
自
責
の
思
い
の
も
と
に
、

問
題
解
決
の
方
途
を
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
分
自 

身
の
学
び
の
全
体
を
覆
っ
て
い
る
不
充
足
感
は
増
大
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、

そ
の
こ
と
に
伴
う
真
宗
学
徒
と
し
て
の
不 

安
は' 

こ
と
に
こ
こ
十
数
年
間
、
私
自
身
を
し
て
出
口
の
見
つ
か
ら
ぬ
迷
路
を
彷
徨
い
続
け
さ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、

ー
 

人

の

知

人

か

ら

「
親
鸞
は
な
ぜ
比
叡
山
を
下
り
て
、
禁
弾
さ
れ
つ
づ
け
て
い
た
専
修
念
仏
僧
の
な
か
へ
入
っ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ 

ろ
う
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
。

そ
う
尋
ね
た
知
人
は
特
別
に
真
宗
学
を
学
ん
で
い
る
学
究
の
徒
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、

た

ま

た

ま

『
吾
妻 

鏡
』

に
眼
を
通
し
て
い
た
ら' 

正

治

二(

一
二
〇
〇)

年
の
五
月
に
、
源
頼
家
に
よ
る
専
修
念
仏
僧
の
禁
断
令
が
出
さ
れ
た
と
い
う
記
録
に 

眼
が
止
ま
っ
た
。

『
吾
妻
鏡
』

そ
の
も
の
の
性
格
上' 

幕
府
に
か
か
わ
る
事
項
の
記
録
が
中
心
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
 

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
 

専
修
念
仏
僧
の
禁
断
は
、
権
力
体
制
の
下
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
機
関
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ 

う
か
。

と
す
る
と
、
な
ぜ
親
鸞
は
、
 

そ
う
し
た
禁
圧
の
状
況
の
中
へ
自
ら
身
を
投
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
知
人
の
も
っ
た
疑
問
の 

大
方
で
あ
る
が' 

一
見
さ
り
げ
な
く
投
げ
掛
け
ら
れ
た
そ
の
疑
問
は' 

私
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
吾
妻
鏡
』

は
も 

ち
ろ
ん
の
こ
と' 

ほ
と
ん
ど
歴
史
的
な
資
料
に
注
目
す
る
と
い
う
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
身
勝
手
な
か
た
ち
で
構
想
す
る
こ
と
を
常
と
し
て 

い
る
私
で
は
あ
る
が
、

こ
の
知
人
の
問
い
掛
け
か
ら
受
け
た
衝
撃
は' 

か
つ
て
余
り
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
 

正
治
二
年
と
い
え
ば' 

親
鸞
が
比
叡
山
を
下
り
法
然
の
門
に
入
っ
た
建
暦
元(

ニ
ー
〇
ー)

年
の
前
の
年
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
私
が
受 

け
た
衝
撃
の
内
容
は' 

親
鸞
が
、

た
ま
た
ま
記
録
に
止
め
ら
れ
て
い
る
専
修
念
仏
僧
へ
の
禁
断
令
が
出
さ
れ
た
翌
年
、

比
叡
山
を
下
り
た 

と
い
う
事
実
に
よ
る
だ
け
の
も
の
と
し
て
終
る
質
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

確
か
に
専
修
念
仏
が
禁
圧
さ
れ
続
け
て
い
た
歴
史
状
況
に
対 

し
て
充
分
な
注
目
を
注
ご
う
と
し
な
か
っ
た
私
自
身
の
迂
闊
さ
を
改
め
て
知
ら
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し' 

私
の
受
け
た
衝 

撃
の
内
容
は
、
も
ち
ろ
ん
、

そ
う
し
た
迂
闊
さ
を
も
包
ん
で
、
専
修
念
仏
禁
断
と
い
う
事
柄
に
対
す
る
親
鸞
自
身
の
確
認
の
厳
密
さ
を
、
 

ほ
と
ん
ど
踏
ま
え
る
こ
と
の
な
い
ま
ん
ま
で
、
平
然
と
親
鸞
の
教
学
を
学
ん
で
い
る
つ
も
り
の
度
し
難
い
迷
妄
の
深
さ
に
対
す
る
鋭
い
指 

摘
と
し
て
実
感
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
親
鸞
の
教
学
の
営
み
、

そ
れ
は' 

明
ら
か
に
選
択
本
願
念
仏
の
本
意
を
公
開
す
る
こ
と
に
尺
さ
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れ
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は
、 

選
択
本
願
念
仏
と
し
て
の
み
成
り
立
つ
専
修
念
仏
の
意
義
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

と
す
る 

な
ら
ば' 

専
修
念
仏
の
禁
圧
に
つ
い
て
は' 

非
妥
協
的
に
事
の
本
質
を
見
据
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

親
鸞
が
顕
浄
土
真
実
教
行
証 

と
い
う
教
学
課
題
を
荷
負
す
る
の
も
そ
の
こ
と
以
外
に
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二

と
こ
ろ
で
親
鸞
は
、

そ
の
顕
浄
土
真
実
教
行
証
と
い
う
課
題
を' 

そ
の
ま

ま

題

号
と

し
て

い

る

主

著

『
顕

浄

土

真

実

教

行

証

文

類

』 

(

以

下

『
教
行
信
証
』
と
略
称
す
る)

の

「
流
通
分
」
、

い

わ

ゆ

る

「
後
序
」

の
文
に
お
い
て
、

一
般
に
承
元
の
法
難
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い 

る

「
他
力
本
願
念
仏
宗
」(

歎
異
抄
，
真
宗
聖
典
六
四
一
頁)

に
加
え
ら
れ
た
弾
圧
の
本
質
を' 

具
体
的
事
実
を
以
て
内
容
付
け
を
し
な
が
ら
、
 

き
わ
め
て
厳
密
に
押
え
尺
く
し
て
い
る
が' 

そ
の
本
意
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
文
は 

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
。

し
か
る
に
諸
寺
の
釈
門
、
 

教
に
昏
く 

し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
、
洛
都
の
儒
林
、
行
に
迷
う
て
邪
正
の
道
路
を
弁
う
る
こ
と
な
し
。

こ
こ
を
も
っ
て
興
福
寺
の
学
徒
、
 

太
上
天
皇
諱
尊
成
、
今
上
諱
為
仁
聖
暦' 

承
元
丁
の
卯
の
歳
、
仲
春
上
旬
の
候
に
奏
達
す
。

主
上
、
臣
下
、
法
に
背
き
義
に
違
し' 

忿 

を
成
し
怨
を
結
ぶ
。

こ
れ
に
因
っ
て
、
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
、

な
ら
び
に
門
徒
数
輩
、
罪
科
を
考
え
ず
、
猥
り
が
わ
し
く
死 

罪
に
坐
す
。
あ
る
い
は
僧
儀
を
改
め
て
姓
名
を
賜
う
て
、
遠
流
に
処
す
。

予
は
そ
の
ー
な
り
。

し
か
れ
ば
す
で
に
僧
に
あ
ら
ず
俗
に 

あ
ら
ず
。
こ

の
ゆ
え
に
「
禿
」
の
字
を
も
っ
て
姓
と
す
。
空
師
な
ら
び
に
弟
子
等
、
諸
方
の
辺
州
に
坐
し
て
五
年
の
居
諸
を
経
た
り
き
。
 

註皇
帝
諱
守
成
歴
代
、

建
暦
辛
の
未
の
歳
、

子
月
の
中
旬
第
七
日
に
、

勅
免
を
蒙
り
て
、

入
洛
し
て
已
後' 

空
(

源
空)

、

洛
陽
の
東 

山
の
西
の
麓' 

鳥
辺
野
の
北
の
辺' 

大
谷
に
居
た
ま
い
き
。

同
じ
き
二
年
壬
申
寅
月
下
旬
第
五
日
午
の
時
、

入
滅
し
た
ま
う
。
奇
瑞 

称
計
す
べ
か
ら
ず
。
『
別
伝
』

に
見
え
た
り
。
然
る
に
愚
禿
釈
の
鸞' 

建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑

行

を

棄

て

て

本

願

に

帰

す(

教
行
信
証 

-

真
宗
聖
典
三
九
ハ
頁)
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こ
の
一
文
に
関
す
る
数
多
く
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

い
ま
直
接
的
に
か
か
わ
る
か
た
ち
で
論
じ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。

と
同
時
に
、

こ 

れ
ま
で
私
自
身
が
こ
の
一
文
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
、
直
接
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、

い
ま
、
は
っ
き 

り
と
言
え
る
こ
と
は' 

こ
れ
こ
そ
が
、

「
他
力
本
願
念
仏
宗
」
、
す
な
わ
ち' 

一
向
専
修
念
仏
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
弾
圧
の
も
つ
本
質
的 

理
不
尽
性
を
、
親
鸞
が
剔
示
し
た
決
定
的
文
章
で
あ
る
と
は' 

決
し
て
読
み
切
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

た
し
か
に
、

こ
の
一
文
の
な
か
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
弾
圧
の
事
実
は' 

建

永

二(

ニ
ー
〇
七)

年
二
月
上
旬' 

専
修
念
仏
の
廃
亡
、
 

浄
土
宗
の
壊
滅
を
期
し
て
行
な
わ
れ
た
大
弾
圧
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
事
実
は
建
永
二
年
と
い
う
時
の
弾
圧
で
あ
る 

と
し
て
も
、

こ
の
一
文
は
決
し
て
建
永
二
年
の
弾
圧
に
関
す
る
記
録
文
書
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か' 

建
永
の
弾
圧
と
い
う
事
実
に
関 

す
る
確
認
の
た
め
の
記
録
で
あ
る
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
な
ら
ば' 

余
り
に
も
不
充
分
に
過
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ 

の
か
ぎ
り' 

こ
の
一
文
の
も
つ
本
意
は
、
建
永
の
弾
圧
と
い
う
浄
土
宗
の
壊
滅
を
期
し
て
実
施
さ
れ
た
弾
圧
の
事
実
を
底
の
底
ま
で
凝
視 

す
る
こ
と
を
以
て
、
親
鸞
が
荷
負
し
た
顕
浄
土
真
実
教
行
証
と
い
う
仏
教
開
顕
の
課
題
の
本
質
的
必
然
性
を
明
確
化
す
る
一
文
で
あ
る
、
 

と
読
み
切
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
建
永
二
年
と
い
う
一
つ
の
時
期
の
弾
圧
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
、
正
確
な
分
析
を
し
て
い 

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

そ
の
弾
圧
が
浄
土
宗
に
壊
滅
的
な
打
撃
を
与
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

そ
れ
を
通
し
て
、 

「
他
力
本
願
念
仏
宗
」

に
加
え
ら
れ
る
弾
圧
の
必
然
性
を' 

本
質
的
に
開
示
し
切
ろ
う
と
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
 

註 

真
宗
聖
典
で
は
「
『
別
伝
』
に
見
え
た
り
」
で
改
行
し
て
「
然
る
に
愚
禿
釈
の
燔
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
坂
東
本
、
西
本
願
寺
本
、
高
田
本 

で
は
、
「
経
一-

五
年
居
諸
こ 

で
切
り
、
行
を
改
め
て
「
皇
帝
」
と
書
き
出
す
と
い
う
形
と
な
っ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
改
行
に
き
わ
め
て
重
大
な
意
味 

を
見
て
い
る
た
め
、
あ
え
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
改
行
を
し
た
。

三

然
ら
ば' 

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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そ
れ
は
、
仏

教

が

「諸
教
」
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
と
き
、

そ

う

し

た

仏

教

の

本

質

を

「
聖
道
」
と
い
う
一
点
に 

お
い
て
見
据
え
る
な
ら
ば
、

そ

の

「
聖
道
」

を
本
質
と
す
る
仏
教
は

門

門

不

同

な

る

を

「
漸
教
」

と
名
づ
く
、

万
行
苦
行
し
て

無
生
を

証
す(

教
行
信
証
，
真
宗
聖
典
二
五
一
頁)

と
い
わ
ざ
る
を
得
ず' 

さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
徹
底
す
る
な
ら
ば

人
修
行
し
て
往
生
す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。

か
え
っ
て

九
十
五
種
の
邪
道
に
事
う(

教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
一
七
三
頁) 

と
決
定
さ
れ
る
。

親
鸞
が
何
よ
り
も
ま
ず
明
確
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に

聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ

と
い
う' 

本

質

に

立

脚

し

た

「
聖
道
の
諸
教
」
と
し
て
あ
る
仏
教
の
現
実
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
。

「
諸
」
と
は
人
間
的
関
心
で
あ
る
。

そ 

う

し
た
人
間
的
関
心

に

お

い
て

仏

教
を

「
聖
道
」
と
受
け
止
め
た
と
き
、

如
来
の
智
慧
海
は
、

深
広
に
し
て
涯
底
な
し
。

二
乗
の
測
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。

唯
仏
の
み
独
り
明
ら

か

に

了

り

た

ま
え

り(

仏
説 

無
量
寿
経
・
真
宗
聖
典
五
〇
頁)

と
教
示
さ
れ
る
仏
教
は
ど
こ
に
も
な
く'

た

だ

あ

る

も

の

は

夢

想

さ

れ

た

「
聖
」
を
希
求
し
て
歩
む
人
間
的
修
道
の
み
と
な
り
、

そ
の
果 

て
に
知
る
こ
と
は
徒
労
を
か
こ
っ
こ
と
以
外
に
な
い
か' 

な
お
そ
う
し
た
修
道
に
人
間
関
心
に
も
と
づ
い
た
何
等
か
の
有
意
義
さ
を
認
め 

て
、
修
道
そ
れ
自
体
を
量
的
発
想
内
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て' 

そ
の
結
果
と
し
て
現
実
に
生
起
す
る
こ
と
は. 

そ
う
し
た
修
道
に
基
準
を
お
く
人
間
に
お
け
る
排
除
と
差
別
の
み
と
な
る
。

ま

さ

に

「
邪
道
に
事
う
」

る

こ

と

の

み

で

仏

教

に

お

け

る 

「
行
証
」
は

「
久
廃
」
し
尽
す
だ
け
で
あ
る
。

「
聖
道
」
な
る
仏
教
を
、

こ
の
よ
う
に
見
定
め
切
る
と
き
、
 

九
十
五
種
み
な
世
を
汚
す
、

た
だ
仏
の
一
道
、
独

り

清

閑

な

り(

教
行
信
証
，
真
宗
聖
典
二
五
一
頁)

と
う
な
ず
き
、
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世
尊
常
に
説
き
た
ま
わ
く
、

「
一
切
の
外
の
九
十
五
種
を
学
び
て
、

み
な
悪
道
に
趣
く
」(

前
同) 

と
い
う
仏
説
が' 

人
間
に
お
け
る
具
体
的
現
実
と
な
り' 

人
間
で
あ
る
こ
と
の
差
別
の
す
べ
て
を
平
等
に
超
え
て'

「
い
ま
」
万

人

の

「
証 

道
」
と
し
て
作
用
す
る
仏
道
は

凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
、
 

か
る
が
ゆ
え
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り(

教
行
信
証
・
真
宗
聖
典
一
ハ
九
頁) 

と
、
人
間
が
選
び
な
く
身
を
以
て
う
な
ず
く 

一
 

道
の
外
に
は
な
い
。

そ
の
唯
一
仏
道
に
あ
っ
て
こ
そ 

大

小

の

聖

人'

里
軽
の
悪
人' 

み
な
同
じ
く
斉
し
く
選
択
の
大
宝
海
に
帰
し
て' 

念

仏

成

仏

す

べ

し(

前
同) 

と
決
定
さ
れ
る
。

こ

の

人

間

に

お

け

る

「
皆
・
同
・
斉
」

の
仏
道
、

そ

れ

こ

そ

「
浄
土
の
真
宗
」

で
あ
る
。

「
浄
土
の
真
宗
」
が

「証
道 

い
ま
盛
な
り
」

と
言
い
切
れ
る
の
は' 

仏
教
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
仏
道
だ
か
ら
で
あ
る
。

人
間
の
分
別
智
に
よ
る
解
釈
と
行
修
で
は
な
く
、 

人
間
を
成
就
す
る
仏
道
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
が
、
仏

教

の

道

理

に

基

く

「
行
証
久
廃
」
と

「
証
道
今
盛
」

の 

事
実
な
の
で
あ
り
、

こ

の

仏

道

の

現

実

を

「
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り
」

と' 

一
点 

の
私
心
も
加
え
る
こ
と
な
く
明
示
す
る
為
の
必
須
の
事
柄
と
し
て' 

親
鸞
は
弾
圧
と
い
う
事
実
を
厳
密
に
押
え
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た 

の
で
あ
る
。

「
他
力
本
願
念
仏
宗
」

の
興
起
に
、

な
ぜ
弾
圧
は
必
然
す
る
の
か
。

親
鸞
に
と
っ
て
は
、

浄
土
宗
壊
滅
を
期
し
て
迫
っ
て
来 

た
弾
圧
の
理
不
尽
さ
に
対
す
る
悲
憤
の
心
情
に
止
ま
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

そ
の
悲
憤
の
情
念
を
徹
底
す
る
こ
と
を
通
し 

て
、
仏
教
の
廃
滅
と
仏
教
の
興
隆
と
の
底
を
貫
通
す
る
不
動
の
道
理
に
う
な
ず
き
、

そ
の
う
な
ず
き
を
適
確
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た 

の
で
あ
る
。

四

「
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
理
事
共
に
公
明
な
る
仏
道
の
事
実
を
明
示
し
て
、
 

そ

の

事

実

を

「
し
か
る
に
」

と

受

け

て

「
諸
寺
の
釈
門' 

教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
、
洛
都
の
儒
林
、
行
に
迷
う
て
邪
正
の
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道
路
を
弁
う
る
こ
と
な
し
」

と
述
べ
る
。
ま
さ
し
く
こ
こ
に
弾
圧
の
本
質
が
具
体
的
事
実
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、

お
そ
ろ
し
い
ま
で
に 

透
徹
し
た
眼
で
見
据
え
、

そ
れ
を
剔
示
し
た
の
で
あ
る
、
わ

れ

わ

れ

は

「
し
か
る
に
」

の
一
語
の
重
さ
に
心
を
止
め
る
べ
き
で
あ
る
。

こ 

の
一
語
が
仏
教
を
廃
亡
せ
し
め
る
筋
と
し
て
の
理
不
尽
性
を
抉
り
出
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
理
不
尽
性
の
主
要
点
は
ど
こ
に
あ 

る
の
か
。

そ
れ
は
、

「
釈
門
」
を

自

ら

主

張

す

る

「
諸
寺
」
が

「
昏
教
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
諸
寺
」

と

い

う

在

り

方

で

「
釈 

門
」
を
主
張
し
て
お
り
な
が
ら
、

そ
の
釈
尊
の
法
門
で
あ
る
仏
教
に
昏
昧
で
あ
り' 

昏

昧

で

あ

る

が

ゆ

え

に

「
真
仮
の
門
戸
」

に
つ
い
て 

「
不
知
」
で
あ
る
と
い
う
、

い
か
に
し
て
み
よ
う
も
な
い
本
質
矛
盾
を
内
包
し
つ
つ
現
実
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た 

が

っ

て

「
昏
教
」
で

あ

る

ま

ま

に

「
釈
門
」
を
名
乗
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

そ
の
こ
と
は
三
歳
の
童
児
に
あ
っ
て
も 

了
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
が
、

い
ま
現
に
許
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ 

る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
存
在
す
る
理
由
は' 

も
は
や
仏
教
の
道
理
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
昏
教
」
な

る

が

ゆ

え

に

「
真
仮
の
門
戸
を
知
」
り
得
ず
、

し
た
が
っ
て' 

仏
教
に
お
け
る
真
実
と
方
便
と
を
世
の
人
び
と
に
明
ら
か 

に

示

す

と

い

う

「
釈
門
」
と
し
て
の
役
割
を
果
し
得
な
い
ま
ま
に
、
な

お

「
諸
寺
」
と
し
て
存
在
す
る
。

そ
の
限
り
、

そ
う
し
た
存
在
を 

理
由
付
け
る
理
が
仏
教
の
な
か
に
あ
る
は
ず
も
な
い
。

と
す
る
と
、

そ

う

し

た

「
昏
教
」
な

る

「
諸
寺
の
釈
門
」

の
存
在
に
主
張
根
拠
を 

与
え
て
い
る
も
の
が
、

外
に
あ
る
と
見
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』

と

標

示

さ

れ

て

い

る

『
和
讃
』

に
お
い
て
、

親
鸞 

自

身

あ

え

て

「
愚
禿
悲
歎
の
述
懐
」

と
指
示
し
、
注
意
を
喚
起
す
る
よ
う
に
し
て
記
さ
れ
た

五
濁
増
の
し
る
し
に
は

こ
の
よ
の
道
俗
こ
と
ご
と
く

外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て

内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
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か
な
し
き
か
な
や
道
俗
の 

良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め 

天
神
地
祇
を
あ
が
め
つ
つ 

卜

筮

祭

祀

つ

と

め

と

す 

僧
ぞ
法
師
と
い
ふ
御
名
は 

た
ふ
と
き
こ
と
ゝ
き
ゝ
し
か
ど 

提
婆
五
邪
の
法
に
に
て 

い
や
し
き
も
の
に
な
づ
け
た
り 

外
道
梵
士
尼
乾
志
に 

こ
ゝ
ろ
は
か
わ
ら
ぬ
も
の
と
し
て 

如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き
て 

一
切
鬼
神
を
あ
が
む
め
り 

か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ
の 

和
国
の
道
俗
み
な
と
も
に 

仏
教
の
威
儀
を
こ
と
ゝ
し
て 

天

地

の

鬼

神

を

尊

敬

す(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
二V

ニ
ー
頁)
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と
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
界
、

そ
し
て
、
仏
教
に
か
か
わ
る
状
況
を
、
具
体
的
に
指
摘
し
悲
歎
述
懐
し
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な 

状
況
を
親
鸞
が
悲
歎
述
懐
せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

た
だ
現
象
と
し
て
の
仏
教
の
堕
落
態
に
つ
い
て
の
単
な
る
即
事
的 

悲
憤
で
は
な
い
。

つ
ね
に
親
鸞
の
眼
は
現
象
そ
れ
自
体
を
第
一
義
的
に
見
よ
う
と
す
る
不
自
由
さ
を
超
え
て
い
る
。

一
つ
の
事
が
実
在
す 

る
と
い
う
と
き
、

そ
の
在
り
方
の
如
何
だ
け
が
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

問
題
は' 

そ

の

本

質

そ

れ

自

体

が

「
外
道
梵
士
尼
乾
子
」 

と
同
質
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
故
に
、
ど

れ

ほ

ど

「
如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き
て
」

「
外
儀
」
に

の

み

「
仏
教
の
す
が
た
」
を
表
わ
し
て
い 

よ
う
と
も
、

「
内
心
」

に

お

い

て

は

「
外
道
に
帰
敬
」
す
る
ほ
か
に
方
途
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

「
一
切
の
鬼
神
を
あ
が
」

め

「
天
地
の 

鬼
神
を
尊
敬
」
す
る
故
に
、

「
良
日
吉
日
」
を

え

ら

び

「
卜
筮
祭
祀
を
つ
と
め
と
す
」

る
以
外
に
術
な
き
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 

私
は' 

こ
の
よ
う
な
仏
教
界
の
現
実
を' 

あ

え

て

「
愚
禿
の
悲
歎
述
懐
」

の
内
容
と
す
る
親
鸞
の
心
の
奥
に
は
、
単
純
な
意
味
で
の
悲
憤 

が
あ
っ
た
と
は
、

と
う
て
い
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

「
外
儀
」

に

「
如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き
て
」

い
る
と
い
う
こ 

と
自
体
、

「
良
時
吉
日
」
を

え

ら

び

「
卜
筮
祭
祀
を
」
自

ら

の

「
つ
と
め
」
と
し
て
実
行
し
て
い
る
か
ぎ
り' 

す

で

に

そ

の

こ

と

は

「
仏
教 

の
す
が
た
」
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、

せ

め

て

「
外
儀
」

の

み

で

も

「
仏
教
の
す
が
た
」
を
と
っ 

て
い
る
ヽ
と
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
外
儀
」
が
ど
の
よ
う
な
在
り
方
で
あ
ろ
う
と
も'

「
仏
教
の
す
が 

た
」

は

「良
時
吉
日
」
を

え

ら

び

「
卜
筮
祭
祀
を
つ
と
め
と
」

し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
し
か
な
い
。

と
す
れ
ば
、
親
鸞
の
見
据
え
て
い 

る
も
の
は
、

い

わ

ゆ

る

「
外
儀
」

の
み
の
仏
教
で
は
な
い
。
鬼

神

崇

拝

を

内

実

と

す

る

「
外
儀
」

の
み
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
仏
教
で
は
決 

し
て
な
い
。

こ
と
は
逆
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鬼
神
崇
拝
を

本
来
の
役
割
と

し
「
良
時
吉
日
」
を

え

ら

ん

で

「
卜
筮
祭
祀
を
つ
と
め
と
す
」 

べ

く

存

在

す

る

「
外
道
」
が
、

「
外
儀
」
に

「
仏
教
の
す
が
た
」
を

と

り

「
如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き
て
」
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
存
在 

し
て
い
る
も
の
は
仏
教
で
は
な
く
外
道
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
私
は
、
親
鸞
が

凝
視
し
て

い
た
事
柄
は

「
外
儀
」
に

「
仏
教
の
す
が
た
」 

を

と

っ

た

「
外
道
」

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
に
は
仏
教
な
し
、
と
い
う
決
定
的
了
解
に
外
な
ら
な
い
。
 

そ
し
て
、
そ

の

決

定

的

了

解

こ

そ

が

「
愚
禿
が
悲
歎
述
懐
」

の
質
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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五

「
外
道
」
が

「
仏
教
の
す
が
た
」
を
し
、
当

然

「
外
道
」
の
や
る
べ
き
こ
と
を
や
っ
て
い
る
。
皮
肉
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

「
外
道
」
と 

し
て
は
極
め
て
誠
実
に
作
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
な
ぜ
仏
教
の
名
の
も
と
に
許
容
し' 

仏
教
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
の
か
。

ま 

さ
に
虚
偽
が
社
会
の
な
か
に
お
い
て
正
当
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
許
し
て
い
る
筋
道
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

そ
れ
は
何
か
。

親
鸞
は
、

こ
の
虚
偽
を
積
極
的
に
許
容
す
る
も
の
を
、
弾
圧
を
現
実
化
す
る
筋
道
の
う
え
に
は
っ
き
り
と
見
た
。
 

洛
都
の
儒
林' 

行
に
迷
う
て
邪
正
の
道
路
を
弁
う
る
こ
と
な
し 

と
い
う
一
句
は
、
ま
さ
に
そ
の
筋
道
を
明
記
し
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

親

鸞

は

「
洛
都
の
儒
林
」

に

「
ミ
ヤ
コ
ミ
ヤ
コ
ソ
ク
カ 

ク
シ
ャ
ウ
ナ
リ
」(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
一
ニ
ー
ー
ハ
〇
頁)

と
い
う
左
訓
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。

そ
れ
は' 

当
時
の
世
俗
社
会
の
安
定
を
保
持 

す

る

役

割

の

担

い

手

で

あ

る

「
洛
都
の
俗
学
匠
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

い
つ
の
世
に
お
い
て
も
殆
ど
変
り
の
な
い
こ
と
で 

あ
る
が' 

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
社
会
の
大
勢
を
決
め
て
い
く
も
の
は
、
首
都
に
あ
っ
て
社
会
権
力
の
動
向
に
目
敏
く
対
応
す
る
俗
学
匠
た
ち 

で
あ
る
。
親
鸞
が
厳
し
い
批
判
の
視
座
か
ら
告
発
的
に
見
究
め
て

い
る
「
洛
都
の
倫
林
」
も
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
す
存
在
で
あ
っ
た
に 

違
い
な
い
。

そ
し
て
、

こ

う

し

た

「洛
都
の
儒
林
」

に
と
っ
て
は
辺
鄙
の
地
に
生
き
る
庶
民
の
苦
し
み
や
、
社
会
の
底
辺
に
追
い
や
ら
れ 

た
大
衆
の
悲
し
み
に
つ
い
て
は
、
量
質
共
に
知
ろ
う
と
す
る
感
覚
が
欠
如
す
る
ば
か
り
で
な
く'

そ
の
感
覚
の
欠
如
性
が
、

こ
う
し
た
庶 

民
大
衆
の
悲
苦
を
踏
み
つ
け
に
し
な
い
で
は
成
り
立
ち
得
な
い
社
会
の
質
に
気
付
く
こ
と
な
く'

そ
の
世
俗
社
会
の
存
続
意
味
を
さ
も
こ 

と
あ
り
げ
に
論
い' 

そ
う
し
た
社
会
の
在
り
方
を
是
と
す
る
筋
道
を
つ
く
り
上
げ' 

そ
れ
を
も
っ
て
社
会
安
寧
の
正
道
で
あ
る
と
し
て
世 

論
を
操
作
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

い
ま
、

そ
う
し
た
点
に
ま
で
論
を
進
め
て
い
く
余
裕
は
な
い
が
、
私
は' 

親
鸞
が
弾
圧
の
現
実
化
促 

進
の
筋
道
を
、

そ
の
存
在
の
質
に
見
と
ど
け
て
、
特

に

指

摘

す

る

「
洛
都
の
儒
林
」
は
、
親
鸞
が
生
涯
を
共
に
し
て
生
き
合
い
、

そ
し
て
、
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そ
の
人
び
と
の
証
誠
の
も
と
に
は
じ
め
て
明
ら
か
と
な
っ
た
「
大
乗
の
な
か
の
至
極
」(

末
燈
鈔
・
真
宗
聖
典
六
〇
ー
頁)

で

あ

る

「
浄
土
真 

宗
」(

同
前)

を
開
顕
す
る
教
学
の
営
み
を
、

つ

ね

に

支

え

続

け

た

「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」(

一
念
多
念
文
意
・
真
宗
聖
典
五
四
六
頁)

と
対
峙 

せ
し
め
る
べ
く
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
、
と
考
え
る
。

い
な
か
の
ひ
と
び
と
の
、
文
字
の
こ
こ
ろ
も
し
ら
ず
、
あ
さ
ま
し
き
、
愚
痴
き
わ
ま
り
な
き
ゆ
え
に
、
や
す
く
こ
こ
ろ
え
さ
せ
ん
と 

し
て
、
お
な
じ
こ
と
を
、

と
り
か
え
し
と
り
か
え
し
か
き
つ
け
た
り
。

こ
こ
ろ
あ
ら
ん
ひ
と
は
、
お
か
し
く
お
も
う
べ
し
。
あ
ざ
け 

り
を
な
す
べ
し
。

し
か
れ
ど
も
、

ひ
と
の
そ
し
り
を
か
え
り
み
ず
、

ひ
と
す
じ
に
お
ろ
か
な
る
ひ
と
び
と
を
、

こ
こ
ろ
え
や
す
か
ら 

ん

と

て

し

る
せ

り
な

り(

同
前)

と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」

と

は

「
文
字
の
こ
こ
ろ
も
し
ら
ず
、

あ
さ
ま
し
き
、 

愚
痴
き
わ
ま
り
な
き
」

生
き
方
を
以 

て

「
い
の
ち
を
つ
ぐ
と
も
が
ら
」(

歎
異
抄
・
真
宗
聖
典
六
三
四
頁)

に
外
な
ら
な
い
。
親
鸞
が
、
こ

う

し

た

「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
に

「
や 

す
く
こ
こ
ろ
え
さ
せ
ん
」
と

願

っ

て

「
と
り
か
え
し
と
り
か
え
し
か
き
つ
け
た
」
「
お
な
じ
こ
と
」
こ

そ

が

「
大
乗
の
な
か
の
至
極
」
た
る 

「
浄
土
真
宗
」
な
の
で
あ
る
。

し

か

し

「
ひ
と
す
じ
に
お
ろ
か
な
る
ひ
と
び
と
を
、

こ
こ
え
や
す
か
ら
ん
と
て
し
る
」
す
こ
と
が
、

「
こ
こ 

ろ
あ
ら
ん
ひ
と
」
に

よ

り

「
お
か
し
く
お
も
」
わ

れ

「
あ
ざ
け
り
を
な
」
さ
し
め
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
や
が
て
は
、

そ

う

し

た

「
こ
こ
ろ 

註 

あ
ら
ん
ひ
と
」

の

「
お
か
し
く
お
も
」

い

「
あ
ざ
け
り
を
な
す
」

こ
と
が
、

「
そ
し
り
」
と
な
っ
て
作
用
す
る
こ
と
と
な
る
〇

そ
し
り
」 

と
は
、
誹
で
も
謗
で
も
譏
で
も
な
く
、
毀
で
あ
り
、
し

た

が

っ

て

そ

れ

は

「
毀
滅
」
で

あ

り

「
毀
壊
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
了
解
す
る 

な
ら
ば
、

「
ひ
と
の
そ
し
り
を
か
え
り
み
ず
、

ひ
と
す
じ
に
お
ろ
か
な
る
ひ
と
び
と
を
、

こ
こ
ろ
え
や
す
か
ら
ん
と
て
し
る
」
す
と
い
う 

こ
と
は
、
明
ら
か
に
弾
圧
下
の
言
論
で
あ
り
、

そ

の

語

り

か

け

を

「
ひ
と
す
じ
」

に

「
こ
こ
ろ
え
」

る

「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」

は
被
弾 

圧
者
と
し
て
生
き
る
存
在
と
し
て
、
自
ら
を
確
定
し
た
人
び
と
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、
私
に
は
ヽ
事
の
具
体
性
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
熟
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
 

親

鸞

が

告

発

的

に

記

す

「
洛
都
の
儒
林
」

が
、

「
こ
こ
ろ
あ
る
ひ
と
」
、
毀

る

「
ひ
と
」
と
同
根
な
る
存
在
と
し
て
、
弾
圧
す
る
側
に
身
を
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お
き
、
弾
圧
の
正
当
性
を
主
張
す
る
存
在
で
あ
る' 

と
、

押
え
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、

「
洛
都
の
儒 

林
」

は

「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」

と
対
峙
す
る
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
、
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

註 

例
え
ば
『
教
行
信
証
』
に

「
毀
ー
ー
僧
尼
威
儀
一
」(

定
本
親
鸞
聖
人
全
集
一
ニ
ー
二
三
頁)

と

か

『
高
僧
和
讃
』
に
示
さ
れ
る
「
本
願
毀
滅
の
と
も
が 

ら
は
」
の

「
毀
滅
」
に

「
そ
し
る
ほ
ろ
ぼ
す
」
と
い
う
左
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
。(

同
前
ニ
・
ー
ー
九
頁)

六

と
も
か
く
も
、
弾
圧
に
つ
い
て
の
確
認
の
中
で
見
究
め
た
決
定
要
素
は
、

こ
う
し
た
悪
し
き
社
会
常
識
と
、
無
根
拠
な
ま
ま
に
そ
う
し 

た

社

会

常

識

を

醸

成

す

る

「洛
都
の
儒
林
」

の
、 

俗
知
識
の
無
責
任
さ
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
質
を
押
え
て
言
う
な
ら
ば
、

そ
う
し
た 

俗
知
識
は
仏
教
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
物
象
化
し
て
自
ら
に
都
合
よ
く
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

親

鸞

が

「
邪
正
の
道
路
を
弁
う
る
こ
と
な
し
」
と
言
い
切
っ
た
と
こ
ろ
に
は' 

洛
都
の
俗
学
匠
た
ち
が
最
も
ら
し
く
論
う
俗
知
識
そ
の 

も
の
が
、
仏
道
に
お
け
る
邪
正
の
弁
別
を
決
定
的
に
阻
害
す
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
い
う
事
実
を' 

明
ら
か
に
う
な
ず
い
た
の 

で
あ
ろ
う
。

こ
の
決
定
的
な
う
な
ず
き
に
立
つ
と
き
、

「内
心
」

に

お

け

る

「
外
道
」

へ

の

「
帰
敬
」
を
、

「
如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き
」 

る

こ

と

に

よ

り

「
外
儀
」

に

「
仏
教
の
す
が
た
」
を
表
現
す
る
こ
と
で
隠
蔽
し
切
っ
て
い
る
非
仏
教
の
表
示
で
し
か
な
い
こ
と
に
す
ら
自 

ら
気
付
き
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
当
時
の
仏
教
界
の
本
質
を
見
破
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
決
し
て
仏
教
の
堕
落
態
で
は
な
く
、
外
教 

の
仏
教
的
様
態
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、

い
よ
い
よ
自
ら
が
仏
教
で
あ
る
か
の
如
く
、

そ
の
外
な
る
威
儀
を
誇
示
し
よ
う
と
振 

る
舞
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は' 

俗
学
匠
の
俗
知
識
の
も
と
に
操
作
さ
れ
た
世
論
に
よ
り
承
認
さ
れ
、

そ
う
し
た
荘
麗
な
る
虚 

偽
が
、 

真
実
な
る
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
自
ら
の
位
置
を
保
持
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
さ
に
外
道
の
仏
教
様
態
が
、
仏
教
と
し
て
容
認
さ 

れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
が
、
煩
を
い
と
わ
ず
押
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
仏
教
が
た
だ
虚
構
化
し
て
社
会
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
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は
な
く'

仏
教
が
自
ら
の
本
質
を
外
道
に
変
え
て' 

外
儀
の
み
の
仏
教
様
態
を
存
続
し
よ
う
と
す
る
こ
と
以
外
に
な
い
と
い
う
見
究
め
で 

あ
る
。

そ
の
と
き' 

真
実
な
る
仏
道
は
必
然
的
に
排
除
し
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

ま
さ
に
内
心
外
道
に
変
質
し
た
外
儀
の
み 

の
仏
教
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
の
矛
盾
も
感
ず
る
こ
と
な
く
、
真
実
な
る
仏
道
の
排
除
を
も
っ
て' 

あ
た
か
も
自
ら
の
使
命
で
あ
る 

か
の
如
く
に
考
え
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
、

そ
の
こ
と
の
最
も
明
快
に
し
て
具
体
的
な
事
柄
を
、
親

鸞

は

『
興
福
寺
奏
状
』

の
う
え
に
見
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て 

こ
こ
を
も
っ
て
興
福
寺
の
学
徒
、
 

太
上
天
皇
諱
尊
成
今
上
諱
為
仁
聖
暦
、

承
元
丁
の
卯
の
歳
、

仲

春

上

旬

の

候

に

奏

達

す(

『
教
行
信 

証
』-

真
宗
聖
典
三
九
ハ
頁)

と
事
実
を
厳
密
に
押
え
る
か
た
ち
で
明
記
し
た
。

「
昏
教
」
な

る

「
諸
寺
の
釈
門
」
と

「
迷
行
」
す

る

「
洛
都
の
儒
林
」
と
の
、
弾
圧
を
必 

然
す
る
で
あ
ろ
う
内
的
同
質
性
を
、

は
っ
き
り
と
見
据
え
た
親
鸞
は
、

そ
の
こ
と
の
全
体
を
、

「
こ
こ
を
も
っ
て
」

と
全
面
的
に
受
け
止 

め
た
の
で
あ
る
。

私
は' 

こ
の
短
か
い
一
文
の
う
え
に
、
恐
ろ
し
い
ま
で
に
透
徹
し
た
眼
で
弾
圧
の
質
を
見
抜
き
、
そ
れ
を
適
確
に
位
置 

付
け
て
明
記
し
た
事
の
意
味
の
重
大
さ
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

確
か
に
事
は
南
都
仏
教
の
雄
興
福
寺
の
学
徒
に
よ
る
奏
達
と
い
う 

以
外
の
い
か
な
る
事
柄
で
も
な
い
。

し
か
し
、

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
『
教
行
信
証
』

の
う
え
で
の
こ
の
記
述
は
、

弾
圧
の
積
極
的
な 

引
金
と
な
っ
た
事
実
の
記
録
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
単
に
そ
の
よ
う
な
事
実
記
録
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

た
と
え 

興
福
寺
学
徒
の
奏
達
が
最
も
積
極
的
な
弾
圧
の
引
金
と
し
て
作
用
し
た
と
し
て
も
、
事
件
の
記
述
と
し
て
は
余
り
に
も
単
純
で
あ
り
、

か 

つ
不
徹
底
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
建
永
二
年
の
弾
圧
そ
の
も
の
の
記
録
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

よ
り
多
く
の
こ
と
を
よ
り
確 

実
に
記
述
す
べ
き
で
あ
る
し
、
親
鸞
自
身
が
そ
う
し
た
事
実
を
忘
れ
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
興
福
寺
学
徒
の
奏
上
の
事
実
の
み
を
記
述
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
、
専
修
念
仏
の
禁
断
を
朝
廷 

に

要

請

し

た

『
興
福
寺
奏
状
』

こ
そ
が
、
弾
圧
を
必
然
的
に
惹
起
す
る
要
因
を
整
然
と
表
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
同
時
に' 

そ
の 

弾
圧
を
惹
起
す
る
要
因
と
な
る
事
柄
の
全
て
が
、

「
外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て
、

内
心
外
道
に
帰
敬
せ
り
」

と
言
わ
れ
る
事
実
を
、

極
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め
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち' 

荘
麗
な
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
自
ら
の
虚
構
性
を
明
白
に
す 

る
こ
と
を
以
て
、
専
修
念
仏
の
禁
断
を
強
要
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
通
し
て
、
単
に
弾
圧 

す
る
側
に
と
っ
て
の
み
で
は
な
く
、
弾
圧
さ
れ
る
専
修
念
仏
の
側
に
お
い
て
も
、
弾
圧
と
い
う
事
柄
の
必
然
性
を
理
解
せ
し
め
る
よ
う
な 

論
理
が
、
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
う
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
が
、
興
福
寺
学
徒
の
奏
上
と
い
う
事
柄
ひ
と
つ
に
弾
圧
の
要
因
を 

凝
集
し
た
の
は' 

こ
の
弾
圧
す
る
側
と
弾
圧
さ
れ
る
側
と
の
両
者
に
と
っ
て
、
 

弾
圧
と
い
う
事
柄
を
必
然
的
な
ら
し
め
る
論
理
を
は
っ
き 

り
と
見
た
か
ら
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
弾
圧
の
必
然
性
と
は
い
っ
て
も
、
虚
構
の
仏
教
が
、
自
ら
の
虚
構
性
を
白
日
の
下
に
晒
す
こ
と
に
よ
り
示
さ
れ
る
こ
と
と 

な
っ
た
事
柄
で
あ
る
か
ぎ
り
、
論
理
と
い
っ
て
も' 

専
修
念
仏
に
対
す
る
弾
圧
は
正
当
性
を
も
っ
と
い
っ
た
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な
い
。
 

こ
こ
で
、 

あ
え
て
私
が
論
理
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る' 

弾

圧

の

当

・
不
当
と
い
っ
た
意
味
の
問
題
で
は
な
い
に 

も
か
か
わ
ら
ず
、
弾

圧

惹

起

の

必

然

性

は

『
興
福
寺
奏
状
』

が
打
ち
出
し
て
く
る
論
理
的
発
言
を
通
し
て
う
な
ず
く
こ
と
は
で
き
る
。

と 

い
う
よ
り
も' 

私
は
、
親
鸞
自
身' 

そ
の
弾
圧
を
必
然
す
る
論
理
を
は
っ
き
り
と
、
そ
こ
に
認
識
し
た
か
ら
こ
そ
、
興
福
寺
の
学
徒
の
奏 

上
と
い
う
事
柄
の
み
を' 

こ
こ
に
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
い
。

そ
し
て
、
私
は
、
透
徹
し
た
親
鸞
の
眼
指
の
鋭
ど
さ
を
、

そ
こ
に
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

(

未
完)
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