
真

実

教

開

顕

安 

藤 

文 

雄

序

法
然
が
浄
土
宗
を
独
立
さ
せ
た
こ
と
の
意
味
を
、
親
鸞
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
が
法 

然
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
れ
が
た
ん
な
る
個
人
の
感
傷
を
越
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
然
と
の
出
遇
い
の 

内
実
が
人
執
を
許
さ
な
い
よ
う
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
は
浄
土
宗
な
る
一
宗
の
性
格
そ
れ
自
体
か
ら
由
来 

す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
法
然
に
と
っ
て
浄
土
宗
は
、
法
然
個
人
の
私
有
物
で
は
な
く
、
ま
さ
に
具
体
的
に
公
開
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で 

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
親
鸞
の
見
た
重
要
な
歴
事
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
教
行
信
証
』
後
序
の
展
開
に
如
実
に
う
か
が
え
る
。
す 

な
わ
ち
承
元
の
法
難
か
ら
、
法
然
と
の
別
離
、
法
然
と
の
出
遇
い'

『
選
択
集
』
付
属
と
い
う
後
序
の
展
開
は
、
親
鸞
が
自
身
の
生
涯
を 

振
り
返
っ
て
の
感
慨
を
披
瀝
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
浄
土
宗
の
独
立
が
ど
の
よ
う
な
意
味
の
出
来
事
で
あ
る
か
を
、
自
身
の
生
涯
の
歴 

事
を
も
っ
て
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
世
俗
の
い
か
な
る
権
威
に
依
る
こ
と
な
く
、
浄
土
宗
が
一
宗
と
し
て
独
立
し
た
と
い
う
事
実
、
し
た 

が
っ
て
そ
こ
に
弾
圧
が
必
然
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
法
然
の
入
滅
は
、
そ
の
よ
う
な
弾
圧
に
も
増
し
て
浄
土
宗
独
立
の
意
味
を
問
う
も
の 

で
あ
る
。
浄
土
宗
が
独
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
一
人
の
宗
教
的
偉
人
の
も
と
に
多
く
の
人
が
集
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
 

一
切
衆
生
が
平
等
に
救
済
さ
れ
る
「証
道
」
が
具
体
的
に
歴
史
の
上
に
開
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
親
鸞
に
お
け
る
浄
土
宗
独
立



の
受
け
と
め
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
確
か
め
の
も
と
に
、
親
鸞
は
法
然
と
の
値
遇
に
お
け
る
回
心
、
『
選
択
集
』
の
付
属
を
謝
念
を
も
つ 

て
記
述
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
浄
土
宗
独
立
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
仏
弟
子
親
鸞
が
誕
生
し
た
の
で
あ
り' 

親
鸞
の
個 

人
的
秀
逸
性
が
、
親
鸞
を
仏
弟
子
た
ら
し
め
た
の
で
は
な
い
。

親
鸞
に
と
っ
て
浄
土
宗
独
立
と
は
、
 

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

と
い
う
、
個
人
的
秀
逸
性
の
上
に
立
て
ら
れ
た
宗
教
の
運
命
と
、
個
我
へ
の
執
心
を
破
っ
て
等
し
く
万
人
の
宗
と
な
る
事
実
へ
の
頷
き
で 

あ
っ
た
。
そ
れ
は
親
鸞
の
い
か
な
る
私
に
も
よ
ら
な
い
こ
と
と
し
て
「竊
に
以
」
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ

の

「浄
土
の
真
宗
」
な 

る

「証
道
」
を
説
く
経
を
親
鸞
は
真
実
教
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
真
実
教
開
顕
と
い
う
こ
と
に
示
さ
れ
る
素
地
と
な
る
課
題
に
関
し
て
、
 

『
選
択
集
』
と

『
大
経
』
を
通
し
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

ー
 

法
然
に
お
け
る
教
判
の
基
点

『
教
行
信
証
』
は
そ
の
標
挙
で
あ
る
、
「大
無
量
寿
経 

真
実
之
教 

浄
土
真
宗
」
と
い
う
主
題
を
徹
底
的
に
思
索
し
て
い
く
。
『
教
行 

信
証
』
に
要
文
類
聚
さ
れ
る
経
論
釈
は
多
岐
に
渡
る
が
、
そ
の
基
点
と
な
る
経
文
が
『
大
無
量
寿
経
』
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

『
大
無
量
寿
経
』
の
仏
教
、
こ
れ
が
親
鸞
の
主
張
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
親
鸞
の
た
ん
な
る
独
断
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に 

何
百
も
の
経
典
の
中
か
ら
、
唯
ひ
と
つ
の
経
を
選
び
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
独
断
の
誹
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
観
に
閉
じ
こ
も
る 

こ
と
を
常
と
し
て
い
る
、
従
っ
て
様
々
の
意
見
の
妥
協
点
で
事
柄
の
解
決
を
模
索
す
る
人
間
情
況
に
あ
っ
て
、
親
鸞
の
主
張
は
極
論
と
も 

思
わ
れ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
そ
れ
が
親
鸞
と
い
う
一
個
人
の
ま
っ
た
く
の
思
い
付
き
に
過
ぎ
な
い
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま 

さ
に
こ
の
こ
と
こ
そ
が'

『
教
行
信
証
』
の
思
索
の
質
を
我
々
自
身
の
内
側
か
ら
問
い
開
い
て
い
く
た
め
の
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
 

『
恵
信
尼
消
息
』
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
は
法
然
と
の
出
遇
い
の
内
実
を
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。



た
だ
、
後
世
の
事
は
、
善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
い
し
を 

う
け
給
わ
り
さ
だ
め
て
候
い
し
か
ば
、
上
人
の
わ
た
ら
せ
給
わ
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
ゝ
た
と
い
悪
道
に
わ
た
ら
せ 

給
う
べ
し
と
申
す
と
も
、
世
々
生
々
に
も
迷
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
、
と
ま
で
思
い
ま
い
ら
す
る
身
な
れ
ば
と
、
よ
う
よ
う
に
人

②

の
申
し
候
い
し
時
も
仰
せ
候
ら
い
し
な
り
。

こ
の
一
文
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、

「
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
」

へ
の
純
一
な
る
信
順
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
こ
の
よ
う
な
態
度
を
必
然
し 

た
の
は
、
た
ん
に
法
然
の
個
人
的
な
秀
逸
性
で
は
な
く
て
、
そ
の
人
格
，
姿

勢

，
生
活
，
教
化
と
ま
で
な
っ
て
結
晶
し
て
い
る
「た
だ
、
 

後
世
の
事
は
、
善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
い
し
」
と
い
う
、
仏 

教
が
仏
教
と
し
て
、
し
か
も
大
乗
の
仏
教
と
し
て
具
体
化
し
て
い
る
こ
と
へ
の
感
動
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
親
鸞
に
と
っ
て
法
然
は
そ
の 

生
涯
に
渡
る
師
で
あ
る
と
共
に
、
大
乗
仏
教
の
具
現
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
日
本
の
多
く
の
仏
教
が
大
乗
を
標
榜
し 

て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
問
題
と
し
て
、
大
乗
の
名
乗
り
は
教
理
と
し
て
は
自
明
化
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
内
実
と 

し
て
具
体
化
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
仏
教
が
鎮
護
国
家
を
目
的
と
し
て
成
立
し
た
限
り
で
の
、
権
力
体
制
と
の
癒 

着
か
ら
く
る
必
然
性
と
言
え
る
が' 

歴
史
事
情
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
基
本
的
に
大
乗
仏
教
そ
れ
自
体
に
即
し
て
仏
教
が
仏
教 

と
し
て
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り' 

そ
の
課
題
性
は
公
開
さ
れ
る
形
で
厳
し
く
根
本
か
ら
仏
教
そ
れ
自
身
が 

問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

法
然
に
よ
る
浄
土
宗
の
独
立
は
、
た
ん
に
ー
宗
派
が
当
時
の
仏
教
諸
宗
派
と
同
じ
位
置
で
、
派
生
的
な
分
派
と
し
て
立
て
ら
れ
た
と
い 

う
こ
と
で
は
な
い
。
す
で
に
浄
土
教
は
、
仏
教
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
諸
宗
の
な
か
に
一
つ
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
で 

あ
る
。
ハ
宗
・
九
宗
と
し
て
成
立
し
て
い
る
仏
教
総
体
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
浄
土
教
が
一
宗
と
し
て
独
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然 

性
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
ハ
宗
・
九
宗
は
総
じ
て
全
て
の
仏
道
を
伝
承
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
い
く 

つ
か
の
派
生
が
生
ま
れ
る
と
し
て
も
、
新
た
に
一
宗
が
建
立
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。



し
か
し
法
然
は
徹
底
的
に
妥
協
す
る
こ
と
な
く
、
浄
土
宗
な
る
一
宗
の
独
立
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
浄
土
の
教
え
は
ー 

宗
と
し
て
独
立
し
な
い
限
り
明
瞭
に
な
ら
な
い
。
八
宗
・
九
宗
に
寓
居
し
て
い
る
限
り
明
瞭
に
な
ら
な
い
。
浄
土
教
が
方
便
教
と
し
て
留 

ま
る
限
り
、
そ
の
本
質
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
法
然
は
ハ
宗
・
九
宗
の
な
か
に
自
身
の
解
脱
の
教
法
を
見
い
だ
す
こ 

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
法
然
の
個
人
的
才
量
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
伝
記
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
当
時 

の
仏
教
界
に
法
然
の
求
道
に
応
え
る
仏
教
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

利
権
を
め
ぐ
っ
て
の
絶
え
る
こ
と
の
な
い
闘
争' 

名
利
を
求
め
て
の
修
羅
場
と
化
し
た
観
の
あ
る
の
が
、
 

当
時
の
仏
教
の
現
実
で
あ
っ 

た
が
、
し
か
し
現
象
と
し
て
堕
落
の
極
地
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
こ
と
が
直
接
に
法
然
の
行
動
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
ハ
宗-

九 

宗
の
な
か
に
、
そ
の
仏
教
そ
れ
自
体
と
し
て
の
在
り
方
の
な
か
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
の
萌
芽
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ 

れ
が
、
『
選
択
集
』
教
相
章
に
『
安
楽
集
』

の
文
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
く
る
「聖
道
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
宗
独
立
の
教
判
と
し 

て
立
て
ら
れ
る
「
聖
道
・
浄
土
」
の
聖
道
と
は
、
た
ん
に
相
対
的
優
劣
の
判
別
で
は
な
く
て
、
ハ
宗
・
九
宗
全
体
へ
の
総
括
な
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
法
然
自
身
の
三
十
数
年
の
求
道
と
、
そ
の
自
身
の
身
を
お
い
た
場
へ
の
総
括
な
の
で
あ
る
。
法
然
自
身
に
仏
教
が
仏
教
と
し
て
明 

ら
か
に
な
っ
て
く
る
道
筋
が' 

八
宗
・
九
宗
と
は
ま
っ
た
く
別
の
と
こ
ろ
か
ら
来
た' 

そ
れ
が
浄
土
宗
独
立
の
必
然
性
で
あ
あ
る
。
 

浄
土
宗
独
立
と
い
う
こ
と
に
関
し
て' 

法
然
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

我' 

浄
土
宗
を
立
る
の
元
意
、
凡
夫
報
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
顕
示
せ
ん
が
為
な
り
。
且
く
天
台
宗
の
如
き
は
凡
夫
の
往
生
を
許
す 

と
雖
も' 

其
の
浄
土
を
判
ず
る
こ
と
卑
浅
な
り
。
法
相
宗
の
如
き
は
其
の
浄
土
を
判
ず
る
こ
と
亦
高
深
な
り
と
雖
も
、
凡
夫
の
往
生 

を
許
さ
ず
。
凡
そ
諸
宗
の
所
談
、
其
の
趣
、
異
な
り
と
雖
も
、
総
じ
て
之
を
論
ず
る
に
、
凡
夫
報
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
。
 

是
の
故
に
我
れ
善
導
の
釈
義
に
依
て
、
宗
門
を
建
立
し
て' 

以
て
凡
夫
報
土
に
生
る
の
義
を
明
す
な
り
。
然
る
に
人
多
く
誹
謗
し
て 

云
く'

念
仏
往
生
を
勧
進
す
る
に' 

何
ぞ
必
ず
別
に
宗
門
を
開
か
ん
、
豈
に
勝
他
の
為
に
非
ず
や
と
。
此
の
如
き
の
人
は
未
だ
旨
を 

知
ら
ず
、
若
し
別
に
宗
門
を
開
か
ず
ん
ば
、
何
ぞ
凡
夫
報
土
に
生
る
義
を
顕
さ
ん
や
。
且
つ
夫
れ
人
い
わ
ゆ
る
念
仏
往
生
は
是
れ
何



れ
の
教
、
何
れ
の
師
に
依
る
や
と
問
う
は
、
既
に
天
台
法
相
に
非
ず
、
又
三
論
華
厳
に
非
ず
、
知
ら
ず
何
を
以
か
之
に
答
え
ん
。
是 

の
故
に
道
綽
善
導
の
意
に
依
て
浄
土
宗
を
立
つ
、
全
く
勝
他
の
為
に
は
非
ざ
る
な
り
。

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
天
台
・
法
相
の
説
く
と
こ
ろ
が
、
教
理
的
に
未
完
成
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
論
理
的 

な
正
統
性
は
そ
れ
ら
の
教
義
の
な
か
に
あ
る
と
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
往
生
浄
土
と
い
う
こ
と
自
体
が
方
便 

的
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り\

ま
し
て
凡
夫
の
往
生
が
化
土
往
生
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
の
な
い
常
識
と
し
て
前
提
さ
れ 

て
い
た
の
で
あ
る
。
教
理
と
し
て
は
、
頓
速
、
煩
悩
即
菩
提
が
強
調
さ
れ
て
も' 

修
道
の
実
際
は
断
惑
証
理
を
抜
き
に
し
て
は
な
く
、
そ 

の
限
り
凡
夫
報
土
往
生
は
、
修
道
を
無
視
し
た
謬
説
と
し
て
退
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
法
然
が
問
題
と
し 

た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
常
識
、
そ
の
よ
う
な
前
提
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
表
立
っ
て
は
問
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
が' 

当
然
に
問
わ 

れ
る
べ
き
課
題
が
あ
っ
た
。

聖
道
・
浄
土
と
い
う
教
判
は' 

そ
の
表
現
と
し
て
は
教
法
の
優
劣
を
論
じ
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
そ
の
教
判
の
基
点
と
な
る
視
座
が
、
 

そ
れ
ま
で
の
他
の
教
判
と
は
異
質
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
法
然
は
教
理
内
容
と
し
て
の
完
璧
さ
を
問
う
て
い
る 

の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
な
ら
ば
、
小
乗
よ
り
大
乗
、
 

三
乗
よ
り
一
乗
、
顕
教
よ
り
密
教
と
い
う
次
第
に
お
い
て
様
々
に
論
議 

を
展
開
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
立
つ
立
場
は
異
な
る
と
し
て
も
、
教
理
内
容
の
確
か
め
と
し
て
の
教
判
は
す
で
に
精
緻
を
極
め
た
体
系
が 

形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
法
然
が
聖
道
と
し
て
の
総
括
し
た
の
は'

「断
惑
証
理
、
歴
劫
迂
迴
の
行
」
と
い
う
仏
教
の
修
道 

の
在
り
方
で
あ
る
。
法
然
が
聖
道
と
し
て
総
括
し
た
八
宗
・
九
宗
の
な
か
に
は
頓
速
を
標
榜
し
て
い
る
宗
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
教
理
的 

前
提
と
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
証
と
し
て
の
修
道
は
断
惑
証
理
、
歴
劫
迂
迴
を
常
識
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
法
然
は
決
定 

的
に
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が

「速
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
う
」
と
い
う
宗
教
的
要
求
と
、
凡
夫
な
る
自 

己
の
存
在
性
へ
の
凝
視
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
断
惑
証
理
、
歴
劫
迂
迴
と
い
う
枠
組
に
お
い
て
修
道
が
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り' 

当
然
そ 

の
仏
教
の
在
り
方
は
大
乗
性
を
見
失
う
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
有
限
無
常
の
時
を
一
回
的
に
他
に
替
わ
る
者
な
く
生
き
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
人
間
存
在
に
と
っ
て
、
何
の
保
証
も
で
き
な
い
不
確
定
な
要
求
で
あ
る
。
凡
夫
と
い
う
こ
と
は
、
業
縁
に
お
い
て
生
死
す
る
存
在
と 

い
う
こ
と
で
あ
り
、
た
ん
に
賢
者
に
相
対
し
た
在
り
方
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
観
念
以
前
の
生
身
の
存
在
現
実
を
凡
夫
と
い
う
の
で
あ 

る
。
法
然
の
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
恣
意
的
評
価
以
前
の
、
人
間
を
ど
こ
ま
で
も
地
上
に
引
き
据
え
て
い
る
業
縁
存
在
の
事
実
で 

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
存
在
性
を
無
視
し
た
仏
教
は
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
高
邁
な
思
想
を
説
い
て
い
た
と
し
て
も
、
砂
上
の
楼
閣
で
し
か
な 

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
選
択
集
』
教
相
章
が
語
る
課
題
性
も
、
こ
こ
に
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
相
章
に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
『
安
楽
集
』
の
文
に
お
け 

る

「末
法
五
濁
悪
世
、

一
生
造
悪
の
凡
夫
」
と
い
う
こ
と
は' 

時
代
情
況
と
機
根
へ
の
慨
嘆
で
は
な
い
。
そ
の
表
現
は
そ
の
よ
う
な
観
を 

呈
し
て
い
る
が
、
教
理
の
み
あ
っ
て
行
証
な
き
仏
教
の
現
実
の
必
然
性
が
、
こ
の
よ
う
な
時
機
の
確
か
め
を
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
教 

理
行
証
が
円
備
し
な
け
れ
ば
仏
教
で
は
な
い
。
教
理
の
み
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
逆
に
仏
教
の
存
在
性
を
曖
昧
に
し
て
い
く
。
行 

証
の
道
を
教
え
指
し
示
す
の
が
教
理
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
教
理
そ
れ
の
み
が
目
的
的
に
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
仏
教
そ
れ
自
体
の
出 

発
点
が
見
失
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
選
択
集
』
冒
頭
に
引
か
れ
る
『
安
楽
集
』
の
、
 

問
う
て
日
く
。

一
切
衆
生
に
皆
仏
性
有
り
、
遠
劫
よ
り
以
来
ま
さ
に
多
仏
に
値
ふ
べ
し
。
何
に
因
て
か
今
に
至
る
ま
で
、
仍
自
ら
生

④
 

死
に
輪
廻
し
て
火
宅
を
出
で
ざ
る
や
。

と
い
う
問
い
は' 

教
理
で
は
な
く
行
証
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
然
に
と
っ
て
は
行
証
の
事
実
以
外
に
仏
教
の
存
在
は
な
か
っ
た
の 

で
あ
る
。
行
証
の
伝
承
と
し
て
の
仏
教
、
そ
れ
が
法
然
の
求
道
の
本
質
的
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
行
証
が
課
題
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

ま
さ
に
自
己
の
存
在
情
況
が
根
底
か
ら
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
必
然
す
る
。
自
己
の
現
実
を
一
点
一
面
も
曖
昧
に
す
る
こ
と
な
く
引
き 

受
け
る
こ
と
に
お
い
て
、
行
証
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
成
り
得
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
、
観
念
的
な
遊
戯
に
堕
す
る
。
現 

実
を
捨
離
し
て
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
高
踏
な
理
想
を
説
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
夢
想
を
許
さ
な
い
の
が
、
人 

間
の
存
在
現
実
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。



法
然
は
、
自
己
の
存
在
現
実
を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
行
証
と
し
て
の
仏
教
を
問
う
こ
と
に
お
い
て
、
方
便
教
と
貶
視
さ
れ
な
が
ら
も
人 

間
現
実
を
凝
視
す
る
と
こ
ろ
に
行
証
さ
れ
て
き
た
浄
土
教
の
伝
承
に
出
遇
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二

末

法

史

観

法
然
に
と
っ
て
、
浄
土
宗
の
独
立
は
聖
道
・
浄
土
の
選
び
、
捨
聖
帰
浄
と
し
て
勧
励
さ
れ
る
。
そ
の
教
判
は
た
ん
に
仏
教
教
理
の
優
劣 

を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
求
道
者
の
決
定
的
転
換
を
要
求
し
て
い
る
。

一
つ
の
教
法
に
立
っ
て
、

一
大
仏
教
を
総
合
的
に
解
釈
し
位 

置
付
け
体
系
化
し
て
い
く
以
前
に' 

帰
依
所
そ
れ
自
体
を
根
本
か
ら
問
い
直
す
と
こ
ろ
に
、
法
然
の
教
判
の
特
色
が
あ
る
。
聖
道
・
浄
土 

と
い
う
教
判
は
、
 

様
々
の
教
法
を
並
観
す
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
。
聖
道
・
浄
土
と
い
う
こ
と
は
相
対
的
表
現
を
も
っ
て
語 

ら
れ
て
い
る
が
、
聖
道
と
い
う
言
葉
に
は
、
仏
教
の
歴
史
的
現
実
総
体
を
総
括
す
る
よ
う
な
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
『
選
択
集
』

⑤

教
相
章
に
お
い
て
重
要
な
問
題
は
、

「聖
道
の
一
種
は
今
の
時
証
し
難
し
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
末
法
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ 

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
た
ん
に
消
極
的
に
仏
教
の
堕
落
を
容
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん 

浄
土
教
に
対
し
て
の
非
難
の
多
く
は
、
中
国
日
本
を
通
じ
て
仏
教
の
堕
落
態
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
 

堕
落
を
指
摘
す
る
視
点
そ
の
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
存
在
と
そ
の
現
実
を
本
質
的
に
問
う
な
ら
ば
、
む
し
ろ
堕
落
を
指
摘
す
る
側
に
高
邁 

な
夢
想
が
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
理
想
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
中
身
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
浄
土
教
の
展
開
に 

お
い
て
人
々
が
求
め
て
き
た
の
は
、
理
想
と
し
て
の
高
踏
的
境
地
で
は
な
く
て
、
現
実
的
行
証
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
苦
悩
の
現 

実
か
ら
の
僥
倖
的
救
済
を
求
め
て
の
逃
避
と
い
う
要
素
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
多
く
の
民
衆
は
逃
げ
よ
う
に
も
逃
げ
よ
う
の
な
い
重 

い
現
実
の
な
か
で
、
喘
い
で
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
か
り
そ
め
で
は
あ
っ
て
も
一
時
の
避
難
所
と
し
て
宗
教
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
無 

視
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
現
実
を
通
し
て
浄
土
教
が
伝
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
も
っ
と
も
宗
教
を
必
要
と
す
る
人
々
に 

浄
土
教
は
根
を
降
ろ
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
の
堕
落
と
い
う
高
見
か
ら
の
偏
見
に
か
か
わ
ら
ず
事
実
で
あ
る
。
浄
土
教
が
行



証
さ
れ
る
場
所
は
、
現
実
か
ら
隔
離
さ
れ
た
僧
院
で
は
な
く
、
世
の
中
の
矛
盾
が
直
接
に
反
映
し
て
く
る
民
衆
の
現
実
の
只
中
で
あ
っ
た
。
 

ど
の
よ
う
な
権
力
に
よ
っ
て
も
奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
生
き
る
根
拠
、
生
き
る
意
味
が
痛
切
に
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
高
踏
な 

観
念
と
し
て
で
は
な
く
、
生
き
た
行
証
と
し
て
、
仏
教
が
求
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
浄
土
教
の
伝
承
が
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
の
堕
落
で 

は
な
く
て' 

そ
れ
こ
そ
仏
教
の
本
来
的
姿
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「今
の
時
証
し
難
し
」
と
い
う
こ
と
は
、

仏
教
と
人
間
存
在
と
の
乖
離
が
決
定
的
に
な
っ
て
い
る
現
実
を
物
語
っ
て
い
る
。

「大
聖
を 

⑥
 

⑦

去
る
こ
と
遙
遠
な
る
」
、
「
理
深
く
解
微
な
る
」
と
い
う
道
綽
の
語
る
二
つ
の
事
由
は
、
聖
道
と
し
て
仏
教
が
伝
承
さ
れ
る
限
り
の
必
然
的 

事
態
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
の
時
を
生
き
る
と
い
う
事
実
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は' 

聖
道
と
は
人
間
の
能
力
的
可
能 

性
を
基
点
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
仏
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
釈
尊
を
理
想
化
し
目
標
化
し
て
、
 

自
己
克
己
に
よ
っ
て
釈
尊
に 

一
歩
ず
つ
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
理
想
も
目
標
も
、
経
典
の
言
葉
以
外
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
も
経 

典
に
説
か
れ
て
い
る
事
柄
は
、
知
的
分
別
に
よ
っ
て
は
理
解
不
能
で
あ
り
、
知
的
理
解
が
あ
っ
て
も
行
証
が
な
い
以
上
お
よ
そ
無
意
味
な 

知
識
の
集
積
を
出
る
こ
と
が
な
い
。
す
べ
て
が
曖
昧
な
架
空
を
前
提
と
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
道
綽
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
こ
の 

よ
う
な
自
身
の
目
に
す
る
仏
教
の
現
実
態
を
見
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
と
は
何
か
を
根
本
的
に
問
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
明
ら 

か
に
な
っ
て
き
た
の
が
時
機
の
問
題
で
あ
っ
た
。

道
綽
の
語
る
二
由
は' 

現
実
的
行
証
と
し
て
仏
教
を
求
め
る
限
り
、
時
機
相
応
と
い
う
こ
と
が
第
一
義
の
課
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
道
綽
に
端
的
に
教
示
し
た
の
が
『
大
集
経
』
の
末
法
史
観
で
あ
っ
た
。

一
般
に
末
法
史
観
と
い
う
こ
と
は
、
他
民
族 

の
侵
入
に
よ
る
仏
教
解
体' 

あ
る
い
は
体
制
権
力
か
ら
の
仏
教
弾
圧
と
い
う
時
代
情
況
に
お
け
る
危
機
意
識
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
い
う
説 

が
定
着
し
て
い
る
が
、
た
と
え
歴
史
的
な
思
想
形
成
が
そ
の
よ
う
な
情
況
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
筋
立
て
ら
れ
る
と
し
て
も
、
末
法
史 

観
は
仏
説
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
仏
弟
子
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
歴
史
の
確
か
め
な
の
で
あ 

る
。
仏
弟
子
と
し
て
の
自
己
形
成
を
決
定
し
て
い
く
存
在
に
と
っ
て
の
史
観
と
し
て
、
末
法
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
確



か
に
釈
尊
の
予
言
的
宣
教
と
し
て
教
説
さ
れ
る
が
、
予
言
的
で
あ
る
の
は
そ
の
課
題
が
釈
尊
在
世
の
時
に
、
す
で
に
胚
胎
し
て
い
た
こ
と 

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
末
法
と
い
う
こ
と
で
明
確
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
末
法
と
い
う
こ 

と
が
説
か
れ
る
基
点
で
あ
る
釈
尊
入
滅
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
安
楽
集
』
の
語
る
二
由
に
、
末
法
と
い
う
こ
と
の
現
実
性
と
課
題
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
釈
尊
滅
後
と
い
う
事
実
を
生
き
る
仏
弟
子 

に
と
っ
て'

仏
教
と
は
何
か
。

教
相
判
釈
と
は
こ
の
よ
う
な
課
題
に
答
え
る
営
為
で
あ
る
。

釈
尊
は
そ
の
入
滅
に
あ
た
っ
て
、

「自
灯
明 

法
灯
明
」
と
説
き
、

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
遺
教
さ
れ
た
。

そ
こ
に
伝
承
と
し
て
の
仏
教
の
歴
史
的
展
開
の
出
発
点
が
あ
る
。

も
ち 

ろ
ん
こ
の
こ
と
は
編
年
的
事
象
と
し
て
釈
尊
が
実
際
に
そ
の
こ
と
を
説
か
れ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
釈
尊
が
成
道
さ
れ
教
法 

を
説
か
れ
た
と
い
う
事
実
と
、
そ
の
伝
承
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。

一
切
衆
生
の
解
脱
の
道
が
説
示
さ
れ
伝
承
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
仏
教
が
あ 

る
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
は
ゴ
ー
ダ
マ"

シ
ッ
ダ
ル
タ
な
る
一
個
人
の
思
想
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
釈
尊
の
入
滅
と
は
、
た
ん
な
る
一
個 

人
の
死
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
法
灯
の
消
滅
と
い
う
危
機
と
し
て
実
感
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
真
理
を
証
し
て
い
る
人
の
入
滅 

と
は
、
真
理
は
不
増
不
減
、
不
生
不
滅
、

一
切
徧
満
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、

一
切
が
闇
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
絶
望
的
事
態
で
あ
っ
た 

こ
と
を
『
大
般
涅
槃
経
』
を
代
表
と
す
る
諸
経
典
が
伝
え
て
い
る
。
真
理
と
い
う
も
、
釈
尊
の
教
説
さ
れ
た
こ
と
は
、
人
間
存
在
を
離
れ 

た
主
客
二
分
の
客
観
的
真
理
で
は
な
く'

人
間
存
在
の
成
立
に
関
わ
っ
て
、
そ
の
根
拠
と
な
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
自
己
を
不
在
に
し
て 

傍
観
的
に
眺
望
で
き
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
釈
尊
の
入
滅
と
い
う
こ
と
も
決
定
的
な
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
釈
尊
の
教 

説
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
釈
尊
な
る
存
在
と
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
人
法
不
二
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
教
法
は
、
説 

者
と
聴
者
が
一
つ
と
な
る
こ
と
で
聞
か
れ
る
。
釈
尊
が
聴
者
の
身
と
成
り
切
る
と
こ
ろ
に
、
様
々
の
聴
者
に
応
じ
て
の
説
法
教
化
が
為
さ 

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
教
主
と
し
て
の
釈
尊
の
入
滅
は
、
仏
弟
子
に
と
っ
て
道
が
途
絶
え
る
こ
と
で
あ
る
。

『
安
楽
集
』
が
語
る
の
は
、
そ
の
二
由
と
し
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
釈
尊
滅
後
の
仏
弟
子
の
現
実
を
直
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
し
て
釈
尊
入
滅
と
い
う
事
実
を
一
点
も
緩
め
る
こ
と
な
く
、
入
滅
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
仏
教
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う



こ
と
で
あ
る
。
末
法
史
観
と
は
、
た
ん
に
釈
尊
滅
後
一
千
五
百
年
後
の
時
代
と
い
う
計
量
的
時
間
で
は
な
く
、
も
っ
と
も
釈
尊
入
滅
と
い 

う
こ
と
が
明
確
に
覚
知
さ
れ
る
べ
き
時
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
釈
尊
は
い
っ
た
い
何
を
説
か
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
言 

え
ば
釈
尊
は
な
ぜ
世
に
出
興
さ
れ
た
の
か
が
、
夾
雑
物
な
し
に
問
わ
れ
る
べ
き
時
が
、
末
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

我
が
末
法
の
時
の
中
の
億
億
の
衆
生
、
行
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に
、
未
だ
一
人
も
得
る
者
あ
ら
ず
。
当
今
は
末
法
に
し
て
現
に
是
れ

⑧
 

五
濁
悪
世
な
り
。
唯
浄
土
の
一
門
あ
り
て
、
通
入
す
べ
き
路
な
り
。
 

こ
の
『
大
集
経
』
の
経
文
は
、
確
か
に
道
綽
の
取
意
の
文
で
あ
る
が
、
先
の
ニ
由
を
裏
づ
け
る
教
説
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
 

続

く

『
観
経
』
下
下
品
の
教
説
か
ら
聞
き
取
ら
れ
た
『
大
経
』
の
第
十
八
願
ま
で
の
二
文
の
経
証
は
、
時
機
相
応
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の 

行
証
の
第
一
義
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は' 

相
対
的
に
二
つ
の
仏
道
の
在
り
方
を
並
列
し
て
比
較
し 

て
い
る
の
で
は
な
い
。
二
由
と
し
て
示
さ
れ
た
課
題
が
、
徹
底
的
に
自
身
の
現
実
と
し
て
見
極
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
必
然
す
る
仏
道
の 

選
び
な
の
で
あ
る
。
「大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
」
、

「理
深
く
解
微
な
る
」
と
い
う
こ
と
は' 

釈
尊
と
の
断
絶
、
 

そ
の
教
法
と
の
乖
離 

を
事
実
と
し
て
端
的
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
夢
を
見
る
こ
と
の
な
か
に
、
聖
道
と
し
て
総
括
さ
れ
て
く
る
修
道 

が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
そ
こ
に
は
一
旦
、
行
証
と
し
て
は
道
な
し
と
い
う
絶
望
が
見
届
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

「唯
有
浄
土 

一
門' 

可
通
入
路
」
と
い
う
教
示
は
、
人
間
の
発
心
起
行
か
ら
直
接
に
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
末
法
と
い
う
も
、
た
ん 

に
自
己
の
外
な
る
客
観
的
情
勢
で
は
な
く
、
発
心
修
道
が
直
接
に
成
道
を
約
束
す
る
と
い
う
前
提
で
仏
道
が
考
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
必 

ず
招
来
す
べ
き
事
態
と
し
て
、
仏
弟
子
が
直
面
す
る
存
在
現
実
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
釈
尊
入
滅
と
い
う
こ
と
は
、
 

我 

々
が
釈
尊
に
寄
託
し
て
い
る
全
て
の
幻
想
が
根
本
か
ら
崩
れ
去
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り' 

た
だ
そ
こ
に
残
る
の
は' 

赤
裸
々
な
る
自
己
存 

在
で
あ
る
。
し
か
し
一
切
の
幻
想
を
払
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
断
絶
こ
そ
が
、
浄
土
教
の
興
起
す
る
場
所
な
の
で
あ
る
。
道
綽
が
先
の
『
大 

集
経
』
に
続
い
て
示
す
「唯
有
」
な

る

「浄
土 

一
門
」
は
、

若
し
衆
生
あ
り
て
ヽ
た
と
ひ
一
生
悪
を
造
れ
ど
も
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
十
念
相
続
し
て
、
我
が
名
字
を
称
せ
ん
に
、
若
し
生
れ



ず
ば' 

正
覚
を
取
ら
ず
。

と
い
う
『
観
経
』
下
下
品
の
機
、
五
逆
造
悪
人
を
通
し
て
聞
き
取
ら
れ
た
『
大
経
』
説
示
の
第
十
八
願
、
弥
陀
の
誓
願
で
あ
る
。
こ
の
地 

上
の
い
か
な
る
価
値
、
い
か
な
る
力
に
よ
っ
て
も
現
存
在
か
ら
の
出
離
の
道
を
断
た
れ
た
「無
有
出
離
之
縁
」
の
身
に
自
証
さ
れ
る
法
が
、
 

「唯
有
浄
土
一
門
」
な
る
弥
陀
の
誓
願
で
あ
る
。

「末
法
五
濁
悪
世
、

一
生
造
悪
凡
夫
人
」

と
い
う
道
綽
の
時
機
の
確
か
め
は
、
人
間
の 

意
識
的
反
省
と
い
う
こ
と
で
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
道
綽
の
出
遇
っ
た
教
法
が
、
時
機
の
凝
視
を
徹
底
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
を
止
観
を
中
心
と
し
た
修
道
へ
の
敗
北
と
す
る
か
否
か
は
、
道
心
の
堅
固
性
と
い
う
こ
と
が
、
仏
道
の
基
点
と
し
て
前
提
し
得 

る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
く
る
。
確
か
に
道
心
な
く
し
て
仏
道
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
一
旦
特
殊
な
こ 

と
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
る
と
き
、
人
間
現
実
を
高
見
か
ら
忌
避
す
る
慢
心
と
な
る
。
凡
夫
性
を
捨
離
す
る
方
向
に
お
い
て
は
、
煩
悩
濁
乱 

す
る
人
間
現
実
が
否
定
さ
れ
、
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
 

断
惑
証
理
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
。
煩
悩 

を
客
塵
と
し
て
傍
観
す
る
こ
と
を
自
ら
に
課
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
道
心
を
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
断
惑
証
理
の
修
道
の 

抱
え
る
矛
盾
が
あ
る
。
確
か
に
日
常
性
に
無
疑
問
的
に
埋
没
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
仏
教
が
問
う
課
題
も
何
も
な
い
と
い
う
べ
き 

で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
決
し
て
抽
象
的
な
観
念
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
人
間
で
あ
る
。

末
法
史
観
は
、
釈
尊
の
入
滅
を
通
し
て
、
あ
ら
た
め
て
仏
教
の
出
発
点
を
問
う
て
く
る
。

一
人
の
仏
陀
の
出
現
は
、
す
べ
て
の
者
の
成 

道
の
可
能
性
を
開
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
乗
仏
教
の
基
点
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
の
た
め
の
修
道
が' 

大
乗
性
を
欠
い
て
、
 

教
法
と
求
道
者
と
の
乖
離
を
増
幅
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
部
の
人
間
の
占
有
物
と
し
て' 

僧
院
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
 

社
会
に
は
人
々
の
功
利
的
関
心
に
応
え
る
外
道
と
し
て
機
能
し
て
き
た
の
が
、
仏
教
の
歴
史
的
現
実
で
あ
る
。
末
法
と
は
何
が
仏
教
で
あ 

る
の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
る
時
代
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
行
証
な
し
と
い
う
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
外
道
的
要
素
を
は
ら
ん
で
い
て
も
、
 

そ
の
外
貌
と
雰
囲
気
に
よ
っ
て
仏
教
が
名
乗
ら
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
現
実
こ
そ
が
、
仏
教
と
は
何
か
を
根
本
的
に
問
う 

て
い
る
の
で
あ
り
、
真
に
仏
教
の
公
開
を
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
高
踏
的
観
念
で
は
な
く
、
現
実
的
行
証
と
し
て



の
仏
教
の
公
開
が
で
あ
る
。

三

法

然

に

お

け

る

教

の

選

び 

法
然
は
『
選
択
集
』
教
相
章
に
お
い
て
、
聖
道
門
を
、
 

断
惑
証
理
、
歴
劫
迂
迴
の
行
。
凡
そ
此
の
聖
道
門
の
大
意
は
、
大
乗
お
よ
び
小
乗
を
論
ぜ
ず
。
此
の
娑
婆
世
界
の
中
に
し
て
、
四
乗 

の
道
を
修
し
て
、
四
乗
の
果
を
得
。
四
乗
と
い
う
は
、
三
乗
の
外
に
仏
乗
を
加
ふ
る
な
り
。

と
総
括
し
て
後
に
、
浄
土
宗
の
教
相
に
つ
い
て
、

初
め
に
正
し
く
往
生
浄
土
を
明
す
の
教
と
い
ふ
は
、
三
経
一
論
是
れ
な
り
。

と
立
教
す
る
。
法
然
は
教
相
章
で
は
特
に
浄
土
宗
を
開
宗
す
る
に
つ
い
て
の
、

そ
の
依
り
所
と
な
る
経
論
を
示
す
の
み
で
あ
る
が
、

「
正 

し
く
往
生
浄
土
を
明
す
の
教
」
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
こ
に
選
び
取
ら
れ
て
く
る
経
を
「浄
土
三
部
経
、
弥
陀
の
三
部
、
浄
土
正
依
経
」 

と
呼
称
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
浄
土
宗
の
明
確
な
性
格
づ
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
法
然
の
指
示
し
て
い
る
の
は
、
教
理
と
し
て
の
完
全 

性
や
、
経
典
に
対
す
る
歴
史
的
評
価
に
あ
る
の
で
は
な
く'

「
正
し
く
往
生
浄
土
を
明
す
」
と
い
う
仏
道
の
現
実
的
行
証
の
課
題
に
あ
る
。
 

法
然
が
道
綽
の
聖
道
・
浄
土
に
よ
っ
て
教
判
を
立
て
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
小
乗
か
ら
仏
乗
ま
で
を
一
括
し
て
聖
道
と
称
す
る
の
は
、
 

そ
の
各
教
理
の
内
容
か
ら
く
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
教
理
と
し
て
の
完
全
性
で
は
な
く
、
修
道
の
実
際
が
問
わ
れ
て
い
る 

の
で
あ
る
。

三
経
一
論
の
選
び
、

「正
し
く
往
生
浄
土
を
明
す
」
仏
説
と
、

そ
の
仏
説
を
自
証
し
た
仏
弟
子
の
帰
依
の
表
白' 

そ
こ
に
法
然
は
浄
土 

宗
の
源
泉
を
見
定
め
提
示
す
る
。

一
論
た
る
『
往
生
論
』
に
つ
い
て
、
法
然
は
そ
の
位
置
付
け
も
、
そ
の
内
容
も
ほ
と
ん
ど
語
っ
て
い
な 

い
が
、
教
相
章
に
お
い
て
の
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
の
引
用
、
師
資
相
承
に
お
け
る
菩
提
流
支
に
始
ま
る
血
脈
の
選
び
等
に
、

一
論
が
た 

ん
な
る
権
威
づ
け
に
選
ば
れ
た
の
で
は
な
く'

浄
土
宗
独
立
に
つ
い
て
の
伝
承
が
生
ま
れ
た
こ
と
の
証
明
と
し
て
「
正
し
く
往
生
浄
土
を



明
す
教
」
の
位
置
を
も
っ
て
『
往
生
論
』
が
選
ば
れ
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
経
論
の
選
び
は
、
当
時
の
仏
教
界
に
お 

い
て
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
正
統
な
も
の
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
法
然
が
正
依
に
対
し
て
傍
依
と
し
た
経
論
こ
そ
が' 

当
時 

の
仏
教
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
法
然
の
主
張
は
伝
承
を
無
視
し
た
欲
し
い
ま
ま
な
る
独
断' 

偏
狭
と
指
弾
さ
れ
る
こ
と
に
な 

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
法
然
の
教
判
は
、
ハ
宗
・
九
宗
を
聖
道
と
総
括
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

⑫
 

凡
そ
、
此

の

『
集
』
の
中
に
、
聖
道
・
浄
土
の
二
門
を
立
つ
る
意
は
、
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
門
に
入
ら
し
め
ん
が
た
め
な
り
。
 

設
ひ
先
に
聖
道
門
を
学
せ
る
人
な
り
と
雖
も
、
若
し
浄
土
門
に
於
て
其
の
志
あ
ら
ば' 

須
く
聖
道
を
弃
て
ゝ
浄
土
に
帰
す
べ
し
。
 

と
い
う
捨
聖
帰
浄
を
前
面
に
押
し
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
往
生
浄
土
と
い
う
限
定
で
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
法
然
の
問
題
提 

起
そ
の
も
の
は
仏
教
を
行
証
と
し
て
根
本
か
ら
問
う
も
の
で
あ
り' 

た
と
え
権
威
と
し
て
、
ど
れ
ほ
ど
正
統
が
主
張
さ
れ
よ
う
と
、
聖
道 

と
の
訣
別
が
浄
土
宗
の
核
心
部
分
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
聖
道
と
し
て
の
伝
承
と
は
別
の
伝
承
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。

「正
し
く
往
生
浄
土
を
明
す
」
伝
承
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
仏
教
は
そ
の
所
依
の
経
論
に
よ
っ
て
、
多
岐
の
展
開
を
示
し 

て
き
た
の
で
あ
り
、
相
互
の
対
論
を
通
し
て
教
理
の
完
全
性
を
充
足
し
て
き
た
。
し
か
し
問
題
は
そ
の
所
依
と
い
う
こ
と
の
内
実
で
あ
る
。
 

法
然
の
主
張
が
偏
狭
と
映
る
の
は
、
教
判
の
基
点
が
教
理
の
完
全
性
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
的
行
証
を
求
め
る
限
り
、
あ 

れ
も
こ
れ
も
仏
教
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
。
自
己
の
存
在
性
を
忘
却
し
て' 

仏
教
を
傍
観
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
 

法
然
の
語
る
こ
と
が
偏
狭
と
映
る
の
で
あ
る
。
行
証
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
道
は
一
つ
で
あ
る
。
唯
一
な
る
教
法
が
有
縁
の
法
と
し 

て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

た£

こ
の
浄
土
の
一
宗
の
み
、
機
と
教
と
相
応
せ
る
法
門
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
を
修
せ
ば
、
 

か
な
ら
ず
成
就
す
べ
き
な
り
。
 

し
か
れ
ば
す
な
わ
ち
か
の
不
相
応
の
教
に
お
い
て
は
、
い
た
は
し
く
身
心
を
つ
い
や
す
こ
と
な
か
れ
、
た£

こ
の
相
応
の
法
に
帰
し

⑭
 

て
す
み
や
か
に
生
死
を
い
づ
べ
き
な
り 

こ
の
よ
う
な
法
然
の
見
解
が
、

た
と
え
聖
道
へ
の
敗
北
と
し
て
偏
見
に
晒
さ
れ
る
と
し
て
も
、
仏
教
の
基
本
的
課
題
は
、

「す
み
や
か



に
生
死
を
い
づ
べ
き
」
行
証
の
ほ
か
に
は
な
い
。
そ
こ
に
有
縁
の
法
が
決
定
的
な
問
題
と
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
機
教
相
応
と 

い
う
こ
と
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
は
様
々
の
解
釈
に
彩
ら
れ
た
観
念
体
系
と
な
る
ほ
か
は
な
い
。
法
然
の
直
面
し
た
仏
教
の
現
実
が
、
 

そ
れ
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
行
証
の
道
が
指
し
示
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
求
道
者
に
と
っ
て
絶
望
的
事
態
で
あ
る
。
こ
の
よ 

う
な
事
態
を
全
体
か
ら
根
本
的
に
見
通
す
視
座
が
、

聖
道
・
浄
土
の
二
門
判
で
あ
る
。

「末
法
五
濁
悪
世
、

一
生
造
悪
凡
夫
」
と
い
う
時 

機
の
確
か
め
は
、
そ
の
表
現
は
消
極
的
に
見
え
る
が
、
あ
ら
た
め
て
仏
教
を
そ
の
出
発
点
か
ら
問
い
直
す
た
め
に
は
決
定
的
な
重
要
性
を 

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
堕
落
の
容
認
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
真
に
仏
教
が
公
開
さ
れ
る
た
め
に
自
覚
さ
れ
る
べ
き 

人
間
現
実
へ
の
見
定
め
で
あ
る
。

釈
尊
と
も
っ
と
も
遠
い
時
の
、
釈
尊
と
も
っ
と
も
遠
い
存
在
が
仏
道
を
行
証
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
有
り
得
な
い
夢 

想
と
な
る
が
、
し
か
し
逆
に
考
え
る
な
ら
ば
、

一
切
衆
生
の
成
道
を
そ
の
成
立
基
盤
と
し
て
き
た
大
乗
仏
教
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
こ
そ
が 

釈
尊
の
本
意
が
開
顕
さ
れ
る
時
機
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
時
機
相
応
と
は
、
求
道
者
の
具
体
的
要
求
で
あ
る 

と
同
時
に
、
釈
尊
の
本
意
が
明
ら
か
に
な
る
べ
き
時
機
の
純
熟
と
し
て
、
人
を
待
っ
て
初
め
て
法
が
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て 

い
る
。

そ
こ
に
法
然
に
依
る
三
経
一
論
の
選
び
が
あ
る
。

法
然
の
語
る 

「
た
ヾ
こ
の
浄
土
の
一
宗
の
み
、

機
と
教
と
相
応
せ
る
法
門
な 

り
」
と
い
う
こ
と
は
、
時
機
相
応
、 

機
教
相
応
と
い
う
こ
と
が
「聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
」
こ
と
を
必
然
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る 

が
、
そ
れ
は
た
ん
に
情
況
的
必
然
性
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
教
そ
れ
自
身
の
性
格
か
ら
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「正 

し
く
往
生
浄
土
を
明
す
の
教
」
は
、

「正
し
く
往
生
浄
土
を
明
す
」
時
機
を
待
っ
て
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は 

先
に
見
た
『
選
択
集
』
教
相
章
の
『
安
楽
集
』
引
文
に
お
け
る
、
『
大
集
経
』
と
そ
れ
を
受
け
て
の
『
大
経
』

の
本
願
文
と
い
う
展
開
に 

明
ら
か
で
あ
る
。
法
然
が
『
安
楽
集
』

の
文
に
よ
っ
て
教
相
章
を
書
き
出
し
た
の
は
、
そ
こ
に
す
で
に
仏
教
の
課
題
と
結
論
が
示
さ
れ
て 

い
た
か
ら
で
あ
る
。

時
機
の
自
覚
と
弥
陀
の
誓
願
の
自
証
、

そ
れ
が
浄
土
宗
な
る
一
宗
の
す
べ
て
で
あ
る
。

法
然
は
弥
陀
の
誓
願
な
る 

「唯
有
浄
土 

一
門
」

へ
の
帰
入
に
お
い
て
、
「正
し
く
往
生
浄
土
を
明
す
の
教
」
と
し
て
三
経
一
論
を
選
び
取
り
、
立
教
す
る
の
で
あ
る
。



そ
れ
は
浄
土
宗
を
仏
教
の
正
統
と
し
て
権
威
づ
け
る
た
め
で
は
な
い
。
法
然
自
身
の
い
か
な
る
意
味
で
の
能
力
、
権
利
、
資
格
に
よ
っ
て 

で
も
な
く
明
ら
か
に
な
っ
た
「す
み
や
か
に
生
死
を
い
づ
べ
き
」
時
機
相
応
の
法
を
、

一
切
の
夾
雑
物
を
払
っ
て
明
瞭
に
す
る
た
め
で
あ 

る
。
教
相
判
釈
と
は
、
経
論
相
互
の
会
通
に
よ
っ
て
教
法
を
序
列
化
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
に
は
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
権
利 

も
資
格
も
な
い
。
法
然
は
い
か
な
る
私
性
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
た
だ
見
え
て
き
た
事
実
を
証
言
し
た
の
で
あ
る
。
三
経
一
論
の
選
び
と 

い
う
も
、
人
間
的
権
威
に
よ
る
自
己
主
張
で
は
な
く
、
教
法
の
自
証
に
基
づ
く
真
理
の
公
開
と
し
て
必
然
的
に
為
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
の 

で
あ
る
。

法
然
は
特
に
三
経
一
論
と
指
示
す
る
の
み
で
、
『
大
経
』
を
真
実
教
と
掲
げ
る
こ
と
は
な
い
が
、
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
い
う
題
号
を 

一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、
浄
土
宗
独
立
の
根
拠
と
な
る
根
本
聖
教
が
『
大
経
』
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
双
巻
無
量
寿
経
』
、
浄
土
三
部
経
の
中
に
は
、

こ
の
経
を
根
本
と
す
る
な
り
。
・
:

中
略.
:

い
ま
浄
土
宗
を
宗
と
せ
む
人
は
、

こ
の 

経
に
よ
て
四
十
八
願
法
門
を
た
も
つ
べ
き
な
り
。
こ
の
経
を
た
も
っ
と
い
ふ
は
、
す
な
わ
ち
弥
陀
の
本
願
を
た
も
つ
な
り
。
弥
陀
の 

本
願
と
い
ふ
は
、
法
蔵
菩
薩
の
四
十
ハ
願
法
門
な
り
。
そ
の
四
十
八
願
の
中
に
、
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
願
を
本
体
と
す
る
な
り
。
 

…
中
略
…

念
仏
往
生
と
い
ふ
こ
と
は
、
み
な
も
と
こ
の
本
願
よ
り
お
こ
れ
り
。
し
か
れ
ば
『
観
経
』
・
『
弥
陀
経
』
に
と
く
と
こ
ろ
の 

念
仏
往
生
の
む
ね
も
、
乃
至
余
の
経
の
中
に
と
く
と
こ
ろ
も
、
 

み
な
こ
の
経
に
と
け
る
と
こ
ろ
の
本
願
を
棍
本
と
す
る
な
り
。
:.

中 

略
・:

凡
そ
こ
の
三
部
経
に
か
ぎ
ら
ず
、

一
切
諸
経
の
中
に
あ
か
す
と
こ
ろ
の
念
仏
往
生
は
、
み
な
こ
の
経
の
本
願
を
の
ぞ
ま
む
と
て 

と
け
る
な
り
。

『
西
方
指
南
抄
』
大
経
釈
の
一
節
で
あ
る
が
、
法
然
に
お
け
る
『
大
経
』

の
位
置
付
け
を
明
瞭
に
語
っ
て
い
る
。
選
択
本
願
念
仏
と
い 

う
こ
と
が
、

「機
と
教
と
相
応
せ
る
法
門
」

と
し
て
浄
土
宗
が
独
立
す
る
根
幹
で
あ
る
。

三
経
と
一
論
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
付
け
に
つ
い
て 

は
、
親
鸞
が
『
大
経
』
の
説
く
本
願
を
基
点
と
し
て
、
そ
の
展
開
の
な
か
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が' 

法
然
に
お
い
て
も 

『
大
経
』
は
弥
陀
の
本
願
を
説
く
が
ゆ
え
に
、
根
本
経
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。



法
然
が
『
安
楽
集
』
の
文
を
も
っ
て
教
判
を
決
定
し
て
い
っ
た
こ
と
に
は
、
先
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
時
機
相
応
、
機
教
相
応
と
い 

う
課
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
教
法
そ
れ
自
身
が
時
機
を
待
っ
て
開
顕
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

『
安
楽
集
』
の
文
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
弥
陀
の
本
願
は
末
法
を
待
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
道
綽
・
法
然
が
末
法
史
観
を
も
っ
て
、
 

聖
道
・
浄
土
の
選
び
を
し
て
く
る
の
は
、
機
教
相
応
と
い
う
課
題
に
応
え
る
経
の
教
意
に
よ
る
必
然
性
で
も
あ
る
。
『
大
経
』

は
末
法
を 

通
し
て
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
仏
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆

に

『
大
経
』
が
末
法
を
要
求
し
て
い
る
と
す
ら
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う 

か
。
末
法
と
は
、
前
節
で
も
繰
り
返
し
述
べ
た
が
、
釈
尊
入
滅
を
基
点
と
し
て
「無
仏
の
世
」
に
生
き
る
仏
弟
子
の
仏
道
確
認
の
史
観
に 

お
け
る
時
で
あ
る
。
何
を
も
っ
て
仏
弟
子
と
す
る
の
か
が
具
体
的
に
確
か
め
ら
れ
な
い
混
迷
の
時
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
釈
尊
入
滅
と
い
う 

こ
と
が
決
定
的
に
露
顕
し
て
く
る
の
が
末
法
で
あ
る
。
『
大
経
』
が
、

末
法
に
お
い
て
明
瞭
に
な
る
と
は
、
釈
尊
入
滅
を
明
確
に
知
る
時 

こ
そ
が
、
そ
の
経
意
が
開
顕
さ
れ
る
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
宗
独
立
へ
の
指
弾
と
し
て
『
興
福
寺
奏
状
』
に

「釈
尊
を
軽 

ん
じ
る
失
」
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
弥
陀
一
仏
に
依
る
と
い
う
こ
と
は
仏
説
で
あ
る
以
上
、
 

こ
の
よ
う
な
批
判
は 

的
を
得
て
い
な
い
が' 

し
か
し
浄
土
宗
が
独
立
す
る
に
つ
い
て
は
、
釈
尊
を
基
点
と
し
て
釈
尊
に
完
結
す
る
仏
教
の
在
り
方
へ
の
問
題
提 

起
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四

真

実

教

開

顕

時
機
相
応
、
機
教
相
応
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
仏
説
へ
の
信
順
が
ど
こ
で
成
り
立
つ
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
釈
尊
が
絶
対
的
権 

威
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
果
た
し
て
信
順
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
そ
の
出
発
点
が
問
わ
れ
て
く
る 

と
き
、
釈
尊
入
滅
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
教
を
既
知
な
る
こ
と
と
し
て
考
え
て
い
る
と
こ 

ろ
に
、
釈
尊
な
る
権
威
に
寄
託
し
て
た
だ
曖
昧
な
可
能
性
と
し
て
の
み
「出
離
の
縁
」
が
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
り' 

様
々
の
教
理
の 

み
あ
っ
て
行
証
な
し
と
い
う
事
態
が
招
来
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
に
帰
す
」

と
は
、
釈
尊
と
の
直
接
的
関
係
の
絶
縁



と
い
う
地
平
に
お
い
て' 

明
ら
か
に
さ
れ
る.
へ
き
こ
と
で
あ
る
。

「此
の
娑
婆
世
界
の
中
に
」
仏
道
が
夢
見
ら
れ
て
い
る
限
り
、
自
己
存 

在
と
自
己
が
能
感
し
て
い
る
情
況
を
基
盤
と
し
て
出
離
が
求
め
ら
れ
る
限
り
、
仏
道
の
成
就
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
法
然
の
指
摘
な
の 

で
あ
る
。
自
己
が
自
己
内
外
の
様
々
の
も
の
に
よ
っ
て
、
自
己
を
条
件
付
け' 

意
味
付
け
、
根
拠
付
け
て
出
離
を
求
め
る
と
い
う
そ
の
出 

発
点
の
顚
倒
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
私
に
よ
る
の
で
も
な
い
、
し
た
が
っ
て
何
か
に
よ
っ
て
私
を
立
て
る
の
で
は
な 

く
、
事
実
と
し
て
無
条
件
無
資
格
に
私
が
立
つ
と
こ
ろ
を
法
然
は
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
特
に
こ
の
こ
と
を
仏
説
と
し
て
説
い
て 

く
る
の
が
『
大
経
』
な
の
で
あ
る
。

『
大
経
』
は
直
接
に
釈
尊
入
滅
と
末
法
を
説
く
経
典
で
は
な
い
が' 

し
か
し
そ
の
流
通
分
に
、

我
が
滅
度
の
後
を
以
て
、
復
た
疑
惑
を
生
ず
る
こ
と
を
得
る
こ
と
な
か
れ
。
当
来
の
世
に
、
経
道
滅
尽
せ
ん
に
、
我
慈
悲
を
以
て
哀 

愍
し
、
特
に
此
の
経
を
留
め
て
、
止
住
す
る
こ
と
百
歳
せ
ん
。
其
れ
衆
生
あ
り
て
、
斯
の
経
に
値
ふ
者
は' 

意
の
所
願
に
随
ひ
て
、
 

皆
得
度
す
べ
し
。

と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
く
る
。
こ
の
教
説
は
、
形
式
的
に
経
典
が
そ
の
流
通
に
あ
た
っ
て
の
訓
戒
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
 

『
大
経
』
の
経
意
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
経
文
は
、
そ
の
前
段
の
仏
智
疑
惑' 

行
の
付
属
を
受
け
て
「復
た
疑
惑
を
生
ず
る
こ 

と
を
得
る
こ
と
な
か
れ
」
と
、
そ
の
対
告
衆
で
あ
る
弥
勒
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り' 

さ
ら
に
続
い
て
釈
尊
は
、
 

如
来
の
興
世
、
値
ひ
難
く
見
た
て
ま
つ
り
難
し
。
諸
仏
の
経
道
、
得
難
く
聞
き
難
し
。
菩
薩
の
勝
法
、
諸
波
羅
蜜
、
聞
く
こ
と
を
得 

る
こ
と
亦
難
し
、
善
知
識
に
遇
ひ' 

法
を
聞
き
能
く
行
ず
る
こ
と
、
此
れ
亦
難
し
と
為
す
。
若
し
斯
の
経
を
聞
き
て' 

信
楽
受
持
す 

る
こ
と
、
難
の
中
の
難' 

此
に
過
ぎ
て
難
き
は
な
け
ん
。

と
教
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
「難
」
は' 

た
ん
に
教
理
と
し
て
の
難
、
行
修
と
し
て
の
難
で
は
な
い
。
釈
尊
と
の
、
 

善
知
識
と
の
値
遇
の
難
で
あ
り
、

そ
の
全
体
が
、
「信
楽
受
持
す
る
こ
と
、
難
の
中
の
難
、

こ
れ
に
す
ぎ
た
る
難
な
し
」
と
説
か
れ
て
く 

る
の
で
あ
る
。

こ

の

「難
」
と
い
う
こ
と
の
必
然
性
は
、

『
大
経
』
の
説
く
教
法
そ
れ
自
体
の
性
格
か
ら
由
来
す
る
。

す
な
わ
ち
、

『
大



経
』
は
人
間
の
い
か
な
る
思
惑
に
も
先
立
っ
て
あ
る
仏
道
成
就
の
根
拠
と
し
て
弥
陀
の
本
願
を
宣
説
す
る
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ど
の
よ 

う
な
善
根
功
徳
を
修
め
よ
う
と
、
そ
の
修
道
の
基
点
が
人
間
に
置
か
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
教
法
の
説
か
れ
る
意
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま 

う
。
こ
こ
に
道
綽
が
『
観
経
』
下
下
品
の
機
を
通
し
て
弥
陀
の
本
願
を
信
受
し
て
く
る
所
以
が
あ
る
。
『
観
経
』

の
説
く
九
品
は
、

修
道 

の
位
階
と
果
報
と
し
て
了
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
弥
陀
の
本
願
か
ら
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
修
道
を
通
し
て
の
人
間
存 

在
へ
の
自
覚
の
道
程
で
あ
る
。
本
能
的
に
自
己
に
深
く
固
執
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
に
功
を
つ
の
る
と
い
う
こ
と
で
し
か
仏
法
に
関 

わ
り
得
な
い
こ
と
に
対
し
て
の
自
覚
が
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
願
の
救
済
は
い
か
な
る
人
間
的
能
力
、
行
為
に
も
依
ら
な
い
無
条 

件
絶
対
な
る
こ
と
で
あ
る
が
ゆ
え
に' 

自
己
へ
の
囚
わ
れ
を
明
ら
か
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

「疑
惑
を
生
ず
る
こ
と
を
得
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
弥
勒
へ
の
釈
尊
の
指
示
は' 

同
時
に
釈
尊
滅
後
の
仏
弟
子
へ
の
遺
教
で
あ
る
。
 

釈
尊
は
そ
の
滅
後
に
お
い
て
仏
弟
子
が
当
然
陥
る
で
あ
ろ
う
課
題
を
弥
勒
に
託
し
た
の
で
あ
る
。

『
大
経
』

に
お
い
て
釈
尊
が
弥
勒
に
付 

属
す
る
の
は
、

其
彼
の
仏
の
名
号
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
歓
喜
踊
躍
し
て
、
乃
至
一
念
せ
ん
こ
と
あ
ら
ん
。
当
に
知
る
べ
し
、
此
の
人
は
大
利
を
得 

⑱

と
為
す
。
則
ち
是
れ
無
上
の
功
徳
を
具
足
す
る
な
り
。

⑲
 

⑳

と

い
う

「無
上
大
利
の
念
仏
」、
「選
択
易
行
の
至
極
」
と
し
て
の
行
の
一
念
で
あ
る
。

す
な
わ
ち'

「
一
切
衆
生
を
し
て
無
上
大
涅
槃
に 

い
た
ら
し
め
た
ま
ふ
大
慈
大
悲
の
ち
か
い
の
御
な
」
、

一
切
衆
生
を
平
等
に
無
条
件
に
成
道
せ
し
め
る
無
上
功
徳
の
「彼
の
仏
の
名
号
」 

が
弥
勒
に
付
属
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

い
つ
で
も
ど
の
よ
う
な
情
況
の
誰
に
お
い
て
も
無
条
件
無
資
格
な
る
ま
ま
に
、

「無
上
大
涅
槃
に
い 

た
ら
し
め
た
ま
ふ
」
行
が
弥
勒
に
付
属
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
教
説
さ
れ
る
行
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
人
間
の
行
為
の
延
長
上
の 

行
修
で
は
な
い
。
功
利
的
関
心
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
無
価
値
で
無
意
味
な
行
で
あ
る
。
人
間
は
必
ず
何
か
に
依
っ
て
自
己
を
意
味
付 

け
、
価
値
付
け' 

条
件
付
け
な
い
で
は
お
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
相
対
有
限
差
別
の
事
象
の
な
か
で' 

自
ら
を
絶
対
的
な
者
と
し
て
位
置 

付
け
た
い
と
い
う
要
求
に
お
い
て
は
、

『
大
経
』
の
説
く
弥
陀
の
名
号
は
無
価
値
で
無
意
味
な
行
で
あ
る
。

何
か
を
所
有
し
て
自
己
を
立



て
る
と
い
う
功
利
的
関
心
の
彼
岸
に
あ
る
行
な
の
で
あ
る
。
何
も
の
か
を
所
有
す
る
こ
と
で
自
己
を
立
て
よ
う
と
す
る
人
間
の
要
求
、
 

し 

か
し
人
間
の
所
有
し
た
も
の
に
よ
っ
て
人
間
が
自
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
功
利
的
関
心
に
お
い
て
は
絶 

対
に
依
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
が
、

一
切
衆
生
の
本
来
依
る
べ
き
行
と
し
て
弥
勒
に
付
属
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
間
を
功
利
的
関
心
か
ら 

解
放
し
て
無
償
の
存
在
事
実
に
立
た
し
め
る
行
が
弥
陀
の
名
号
で
あ
る
。

『
大
経
』
が
そ
の
流
通
に
あ
た
っ
て
「罪
福
信
」
に
立
つ
仏
智
疑
惑
の
罪
、
難
信
を
説
く
の
は
、
『
大
経
』
の
説
く
弥
陀
の
本
願
、
本 

願
の
名
号
と
い
う
こ
と
か
ら
必
然
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
い
か
な
る
意
味
で
も
私
に
よ
る
の
で
は
な
く
自
己
を
成
立
せ
し 

め
て
い
る
事
実
に
無
知
な
る
ま
ま
に' 

自
己
に
固
執
し
て
、
自
己
と
世
界
を
私
有
し
て
、
自
己
の
存
在
の
必
然
性
を
意
味
付
け
、
理
由
付 

け
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
在
り
方
に
お
い
て
は
絶
対
無
条
件
の
救
済
は
疑
惑
の
対
象
と
な
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
常
に 

何
事
に
対
し
て
も
条
件
付
け
し
て
し
か
生
き
て
い
け
な
い
者
に
と
っ
て
、
『
大
経
』

の
説
く
弥
陀
の
本
願
、
本
願
の
名
号
は
「信
楽
受
持 

す
る
こ
と
、

難
の
中
の
難
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
難
な
し
」

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

釈
尊
が
弥
勒
付
属
に
あ
た
っ
て 

「仏
智
疑 

惑
」
と
い
う
こ
と
を
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
『
大
経
』
の
説
く
教
法
が
「信
楽
受
持
す
る
こ
と
、

難
の
中
の
難
」
と
い
う
難
信
と
い
う
こ 

と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「本
罪
」
と
し
て
の
仏
智
疑
惑
が
、
「信
楽
受
持
す
る
こ
と
」
の
決
定
的
困
難
さ
を
引
き
起
こ
し
て
く
る
と
い
う 

こ
と
が
、
『
大
経
』
の
展
開
次
第
か
ら
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
唯
信
の
一
点
に
お
い
て
『
大
経
』

は
仏
説
と
し
て
伝 

承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
大
経
』
は
そ
の
上
巻
は
如
来
浄
土
の
因
果
、
下
巻
は
衆
生
往
生
の
因
果
を
説
く
と
憬
興
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
難
信
と
い
う
視
点
か 

ら
そ
の
こ
と
を
言
い
換
え
て
み
る
な
ら
ば
、
上
巻
は
十
方
衆
生
が
弥
陀
の
本
願
に
値
遇
す
る
こ
と
の
必
然
性
を
、
下
巻
は
そ
の
こ
と
の
決 

定
的
な
困
難
性
を
説
く
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

十
方
衆
生
の
成
道
を
絶
対
無
条
件
に
約
束
す
る
教
説
は
、

「信
楽
受
持
す
る
こ
と
、
 

難
の
中
の
難
、
こ
れ
に
す
ぎ
た
る
難
な
し
」
と
説
か
れ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
『
大
経
』
の
一
文
を
註
し
て
次
の 

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



こ
の
信
心
を
え
が
た
き
こ
と
を
『
経
』
に
は
、
「極
難
信
法
」
と
の
た
ま
へ
り
。
し
か
れ
ば
『
大
経
』
に
は
、
「若
聞
斯
経
、
信
楽
受 

持
、
難
中
之
難' 

無
過
之
難
」
と
お
し
へ
た
ま
へ
り
。
こ
の
文
の
こ
ゝ
ろ
は
も
し
こ
の
『
経
』
を
き
ゝ
て' 

信
ず
る
こ
と
か
た
き
が 

な
か
に
か
た
し
、
こ
れ
に
す
ぎ
て
か
た
き
こ
と
な
し
と
の
た
ま
へ
る
御
の
り
な
り
。
釈
迦
牟
尼
如
来
は
五
濁
悪
世
に
い
で
ゝ
、
こ
の 

㉓

難
信
の
法
を
行
じ
て
、
無
上
涅
槃
に
い
た
る
と
と
き
た
ま
ふ
。

こ
の
文
は'

『
阿
弥
陀
経
』
流
通
分
の
「極
難
信
法
」
を
中
心
と
し
た
教
説
で
あ
る
が
、

同

時

に

『
大
経
』

の
教
意
と
も
密
接
に
関
係 

し
て
い
る
。
『
阿
弥
陀
経
』
は
、
浄
土
荘
厳
と
、

そ
の
往
生
行
と
し
て
の
称
名
念
仏
を
諸
仏
称
賛
、
諸
仏
護
念
と
し
て
説
い
て
く
る
が
、
 

そ
の
行
に
立
て
ら
れ
る
信
が
「極
難
信
法
」
で
あ
る
。
難
信
と
は
教
説
に
必
然
し
て
説
か
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
機
根
の
優
劣
と
は
関 

係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
難

信

の

「難
」
と
い
う
こ
と
は
、
説
か
れ
る
教
法
そ
れ
自
体
が
「時
機
純
熟
」
と
い
う
こ
と
を
要
請
し
て
い
る 

が
ゆ
え
の
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
個
人
に
は
信
じ
や
す
く
、
あ
る
特
定
の
個
人
に
は
信
じ
難
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
誰
に 

お
い
て
も
難
信
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
が
『
大
経
』

の

「易
往
而
無
人
」
の
一
句
で
あ
る
。

親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
信
巻
の
は
じ
め
に
、
大
信
心
の
性
格
の
一
つ
と
し
て
「易
往
無
人
之
浄
信
」
、
「世
間
難
信
之
捷
径
」
と
い
う
よ 

う
に
確
か
め
て
い
る
が
、
特
に
こ
の
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
く
る
の
が' 

同
じ
く
信
巻
に
要
文
類
聚
さ
れ
る
元
照
と
用
欽
の
諸
文
で
あ
る
。
 

元
昭
律
師
云
く
、
他
の
為
す
こ
と
能
わ
ざ
る
が
故
に
甚
難
な
り
。
世
挙
て
未
た
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
る
故
に
希
有
な
り
。
又
云
く
念
仏 

法
門
は
愚
智
豪
賤
を
簡
ば
ず
。
久
近
善
悪
を
論
ぜ
ず
。
唯
決
誓
猛
信
を
取
れ
ば
臨
終
悪
相
な
れ
ど
も
十
念
に
往
生
す
此
れ
乃
ち
具
縛 

の
凡
愚
屠
活
の
下
類
刹
那
に
超
越
す
る
成
仏
の
法
な
り
。
世
間
甚
難
信
と
謂
ふ
べ
き
な
り
。
又
云
く
、
此
の
悪
世
に
し
て
修
行
成
仏 

す
る
を
難
と
為
る
な
り
。
諸
の
衆
生
の
為
に
此
の
法
門
を
説
く
を
二
の
難
と
為
る
な
り
。
前
の
二
難
を
承
け
て
則
ち
諸
仏
所
讃
の
虚 

し
か
ら
ざ
る
意
を
彰
す
。
衆
生
聞
き
て
信
受
せ
し
め
よ
と
な
り
已
上
律
宗
の
用
欽
の
云
く
、
法
難
を
説
く
中
に
良
に
此
法
を
以
て
凡 

を
転
じ
て
聖
と
成
す
こ
と
掌
を
反
へ
す
が
ご
と
く
な
る
を
や
。
大
に
為
れ
易
か
る
べ
き
が
故
に
、
凡
そ
浅
き
衆
生
は
多
く
疑
惑
を
生 

㉗

ぜ
ん
。
即
ち
大
本
に
易
往
而
無
人
と
云
へ
り
。
故
に
知
ん
ぬ
難
信
な
り
と
。



こ
れ
ら
一
連
の
文
に
語
ら
れ
る
「世
間
甚
難
信
」
、

「易
往
而
無
人
」
と
い
う
こ
と
は
、
『
大
経
』

が
歴
史
の
上
に
具
体
化
さ
れ
る
と
き 

の
必
然
的
事
態
と
い
え
る
。
「愚
智
豪
賤
を
簡
」
び

「久
近
善
悪
を
簡
」
ぶ

「世
間
」
か
ら
す
れ
ば
、
「
具
縛
の
凡
愚
屠
沽
の
下
類
刹
那
に 

超
越
す
る
成
仏
の
法
」
は

「甚
難
信
」
な
の
で
あ
る
。

「
不
簡
」
の
教
法
は
「浅
き
衆
生
」

に
と
っ
て
「疑
惑
」
の
対
象
と
な
る
ほ
か
な 

い
の
で
あ
る
。

「愚
智
豪
賤
」
、
「久
近
善
悪
」
の
選
別
に
よ
っ
て
「出
離
之
縁
」
を
釈
尊
に
託
し
て
展
開
し
て
き
た
の
が
、
仏
教
の
歴
史
的
現
実
で
あ 

る
。
釈
尊
の
出
世
が
一
切
衆
生
の
成
道
の
証
で
あ
る
。
そ
こ
に
大
乗
仏
教
の
興
起
が
あ
っ
た
。
し
か
し
釈
尊
出
世
と
い
う
こ
と
を
ど
こ
で 

確
か
め
る
の
か
。
こ
れ
こ
そ
ほ
、
釈
尊
滅
後
の
す
べ
て
の
仏
弟
子
の
課
題
で
あ
る
。
結
局
、
釈
尊
は
何
を
説
か
れ
た
の
か
。
特
に
こ
の
こ 

と
を
端
的
に
教
示
し
た
の
が
、
『
法
華
経
』
に
お
け
る
釈
尊
出
世
本
懐
と
し
て
の
「
一
乗
」
で
あ
り
、
『
涅
槃
経
』
に
お
け
る
釈
尊
遺
教
と 

し
て

の
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
で
あ
っ
た
。
『
教
行
信
証
』

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
こ
の
二
つ
の
仏
説
は
一
つ
の
こ
と 

と
し
て
問
い
続
け
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ど
こ
に
具
体
的
に
大
乗
仏
教
の
証
が
あ
る
の
か
、
理
想
的
理
念
で
は
な
く
、
現
実
的
行
証 

と
し
て
釈
尊
滅
後
の
仏
弟
子
に
託
さ
れ
た
こ
の
課
題
性
に
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
の
か
。
ま
さ
に
こ
の
課
題
こ
そ
は
全
仏
教
史
を
包
む
課 

題
で
あ
る
。

親
鸞
は
こ
の
課
題
の
解
決
を
、
法
然
に
よ
る
浄
土
宗
独
立
と
い
う
事
業
へ
の
値
遇
に
お
い
て
、
『
大
経
』
に
見
い
だ
し
た
。

㉘

す
な
わ
ち
浄
土
宗
独
立
と
い
う
事
業
こ
そ
は
、
「時
機
純
熟
の
真
教
」、
真
実
教
の
開
顕
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

㉙
 

㉚
 

こ
の
教
法
の
自
証
さ
れ
る
場
所
は
、
「常
没
の
凡
愚
、
流
転
の
群
生
」
な

る

「無
有
出
離
之
縁
」
の

「
一
切
群
生
海
」
で
あ
る
。
「無
有 

出
離
之
縁
」
の
自
身
こ
そ
、
釈
尊
出
世
本
懐
と
し
て
の
選
択
本
願
を
聞
く
身
で
あ
る
。
帰
依
信
順
と
い
う
装
い
を
取
り
つ
つ
も
、
釈
尊
に 

対
向
し
、
釈
尊
を
理
想
化
し
て
、
釈
尊
に
寄
託
し
て
「出
離
之
縁
」
を
求
め
て
き
た
釈
迦
教
の
終
わ
る
時'

「末
法
五
濁
悪
世
」
の

「経 

道
滅
尽
」
の
時
に
い
た
っ
て
、
『
大
経
』

は
真
実
教
と
し
て
歴
史
の
上
に
開
顕
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

い
か
な
る
善
も
条
件
と
な
ら
ず' 

い
か
な
る
悪
も
碍
り
と
し
な
い
、

「た
だ
念
仏
」
を
も
っ
て
成
就
す
る
弥
陀
大
悲
弘
誓
願
は
、
経
道
滅
尽
の
時
に
い
た
っ
て
、

個
我
へ
の 

執
心
を
破
っ
て
等
し
く
万
人
の
宗
と
な
る
べ
き
真
宗
と
し
て
宣
説
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
法
然
に
よ
る
浄
土
宗
独
立



と
い
う
事
業
で
あ
っ
た
。

親
鸞
に
と
っ
て
法
然
と
の
値
遇
は
、
そ
の
生
涯
を
決
す
る
一
大
事
件
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
大
乗
仏
教
の
歴
史
的
公
開
と
い
う
事
業
へ 

の
参
入
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
親
鸞
の
法
然
と
の
値
遇
の
必
然
性
と
し
て
、
比
叡
山
で
の
修
道
の
敗
北
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ 

れ
る
が
、
親
鸞
個
人
の
具
体
的
事
情
は
い
か
様
で
あ
れ
、
修
道
の
困
難
さ
の
上
に
値
遇
の
必
然
性
を
見
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

も
ち
ろ
ん
人
を
通
し
て
の
み
法
が
伝
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
法
は
人
を
成
り
立
た
し
め
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
法
で
あ
る
の
で
あ 

り
、

そ
れ
は
人
間
の
い
か
な
る
は
か
ら
い
に
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

『
歎
異
抄
』
第
二
条
の
展
開
は
こ
の
こ
と
を
端
的
に
語
っ
て
い 

る
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
に
と
っ
て
法
然
と
の
出
遇
い
は
、
㉛
 

た£

念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し 

と

い
う

「
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
」
と
の
出
遇
い
で
あ
り
、
こ
の
教
勅
へ
の
信
順
に
お
い
て
、
親
鸞
は
、

自
余
の
行
も
は
げ
み
て
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る
身

と
い
う
、
釈
尊
を
権
威
と
し
て
偶
像
化
し
、
偶
像
化
さ
れ
た
釈
尊
を
指
標
と
し
て
「出
離
之
縁
」
を
求
め
る
こ
と
に
訣
別
し
て
、

㉔

い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身

と

い
う

「無
有
出
離
之
縁
」
の
身
に
落
在
し
た
の
で
あ
り' 

そ
の
身
こ
そ
は
「弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
」
を
自
証
す
る
唯
一
無
二
の
機
で
あ 

っ
た
。
そ
こ
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
善
導
の
御
釈
虚
言 

し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
法
然
の
お
ほ
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。
法
然
の
お
ほ
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、
親
鸞 

の
ま
ふ
す
む
ね
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
か
。

と
い
う
弥
陀
の
本
願
の
説
示
と
、
そ
の
伝
承
で
あ
る
。
そ
れ
は
釈
尊
を
権
威
づ
け
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
き
た
仏
教
の
正
統
の
伝
承
に
お 

い
て
は
、
方
便
教
と
貶
せ
ら
れ
隠
れ
て
い
た
伝
承
で
あ
る
。
し
か
し
法
然
は
こ
の
伝
承
に
お
い
て
こ
そ
、
「
た£

こ
の
浄
土
の
一
宗
の
み
、



機
と
教
と
相
応
せ
る
法
門
な
り
。:.

中
略
・:

た£

こ
の
相
応
の
法
に
帰
し
て
す
み
や
か
に
生
死
を
い
づ
べ
き
な
り
」
と
い
う
、
時
機
相
応 

の
法
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
り
、
ハ
宗
九
宗
を
聖
道
と
総
括
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
ハ
宗
九
宗
に
別
し
て
浄
土
宗
を
独
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
 

釈
尊
入
滅
に
よ
っ
て
滅
び
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
仏
教
、
そ
れ
は
仏
教
に
名
を
借
り
た
擬
似
宗
教
で
あ
る
。
釈
尊
を
私
有
化
し
権 

威
づ
け
偶
像
化
し
て
成
り
立
っ
て
き
た
仏
教
、
そ
こ
に
は
一
切
衆
生
の
成
道
を
約
束
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。

聖
道
権
仮
の
方
便
に

衆
生
久
し
く
と
ど
ま
り
て

諸
有
に
流
転
の
み
と
ぞ
な
る

悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ

と
い
う
親
鸞
の
『
大
経
和
讃
』
の
結
讃
は
、
親
鸞
が
法
然
に
よ
る
浄
土
宗
独
立
の
事
業
に
何
を
見
て
い
た
か
を
語
っ
て
余
り
あ
る
。
釈
尊 

@

入
滅
を
自
身
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「無
有
出
離
之
縁
」
の
深
信
が
、
釈
尊
出
世
の
本
意
を
「得
知
」
す
る
唯
一
の
資
格
で 

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
資
格
と
い
う
も
、
い
か
な
る
意
味
で
も
人
間
の
私
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
教
法
そ
れ
自
体
が
明
ら
か
に
な
る
べ
き

時
機
の
純
熟
と
し
て
、
人
間
が
教
法
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
『
大
経
』

の
説
く
「経
道
滅
尽
」
、
難
信
の
教
法
は
、
そ
れ
が
同
時 

に
釈
尊
出
世
の
本
意
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
善
導
和
讃
に
端
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

経
道
滅
尺
と
き
い
た
り

如
来
出
世
の
本
意
な
る

本
願
真
宗
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば

凡
夫
念
じ
て
さ
と
る
な
り

末
法
の
仏
弟
子
に
お
い
て
こ
そ
、
「如
来
出
世
の
本
意
」、
す
な
わ
ち
「本
願
真
宗
」
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
法
然
と
の
出 

遇
い
に
お
い
て
確
か
め
得
た
こ
と
も' 

こ

の

「如
来
出
世
の
本
意
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「如
来
出
世
の
本
意
」
を
ど
の



よ
う
に
頷
く
の
か
、
そ
れ
が
真
実
教
開
顕
の
課
題
で
あ
る
。
特
に
大
乗
仏
教
に
と
っ
て
は
こ
の
こ
と
は
決
定
的
な
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
に 

教
相
判
釈
が
必
然
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
質
的
に
釈
尊
滅
後
の
全
て
の
仏
弟
子
の
課
題
で
あ
る
。
釈
尊
は
な
ぜ
世
に
出
興 

さ
れ
た
の
か
、
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
釈
尊
と
の
値
遇
も
、
仏
弟
子
の
確
か
め
も
ま
っ
た
く
不
明
の
ま
ま
に
終
わ
る
ほ 

か
な
い
。
親
鸞
に
と
っ
て
こ
の
課
題
は
法
然
と
の
値
遇
に
お
け
る
、
浄
土
宗
独
立
と
い
う
事
業
に
見
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は 

『
大
経
』
を
根
本
聖
教
と
す
る
「本
願
真
宗
」
の
伝
承
で
あ
り
、
親
鸞
は
そ
の
伝
承
の
う
ち
に
自
己
を
見
い
だ
し
、
そ
の
伝
承
を
明
ら
か 

に

「浄
土
真
宗
」
と
宣
説
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑯
⑰
⑱
 

『
無
量
寿
経
』
真
聖
全
巻
一
、
四
六
頁
。
 

⑲
 

『
選
択
本
願
念
仏
集
』
真
聖
全
巻
一
、
九
五
三
頁
。 

⑳
 

『
教
行
信
証
』
定
本
巻
一
、
六
九
頁
。

㉑
 

『
唯
信
鈔
文
意
』
定
本
巻
三
、

一
五
六
頁
。
 

㉒
 

『
無
量
寿
経
』
真
聖
全
巻
一
、
四
四
頁
。

註⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑩
⑪

③ ② ①

同

同 同 同

同 同 同 同

背

㉓
 

『
唯
信
鈔
文
意
』
定
本
巻
三
、

一
七
五
頁
。

㉔

『
無
量
寿
経
』
真
聖
全
巻
一
、
三
一
頁
。

㉕
㉖
 

『
教
行
信
証
』
定
本
巻
一
、
九
六
頁
。

同 

一
三
四
頁
。
 

同 

一
五
頁
。
 

同 

九
六
頁
。

同 同 同

同 

二

六

頁

。

㉛
@

倒

『
歎
異
抄
』
定
本
巻
四
、
五
頁
。

㉔

@)
同

同 

六
頁
。

@
 

『
浄
土
和
讃
』
定
本
巻
二
、
四
四
頁
。 

@
 

『
教
行
信
証
』
定
本
巻
一
、
九
頁
。

@
 

『
浄
土
高
僧
和
讃
』
定
本
巻
二'

一
ー
ニ
頁
。
 

定
本
…
…
定
本
親
鸞
聖
人
全
集 

真
聖
全:

：:

真
宗
聖
教
全
書 

漢
文
は
、
書
き
下
し
文
に
改
め
た
。


