
往

相

道

の

根

拠

『浄
土
論
註
』
を
中
心
に
し
て-

延 

塚 

知 

道

ー

明

恵

の

批

判

法
然
が
入
滅
し
た
ハ
ヶ
月
後' 

建
暦
ニ(

一
ニ
ー
ニ)

年
九
月
に
、
遺
弟
達
の
手
に
よ
っ
て
『
選
択
集
』
が
印
行
さ
れ
た
。
こ
の
書
が
公 

に
な
る
や
、
そ
の
三
ヶ
月
後
の
十
一
月
に
、
明
恵
房
高
弁
は
『
摧
邪
輪
』
を
著
し
て
そ
の
『
選
択
集
』
を
批
判
し
、
さ
ら
に
翌
年
の
六
月 

に
同
じ
く
『
摧
邪
輪
荘
厳
記
』
を
著
し
て
い
る
。
驚
く
べ
き
速
さ
で
こ
の
両
書
が
著
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
『
選
択
集
』 

が
公
刊
さ
れ
る
前
に
、
数
篇
の
写
本
に
目
を
通
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が' 

そ
れ
に
し
て
も
明
恵
の
学
僧
と 

し
て
の
才
能
に
は
、
目
を
瞳
る
も
の
が
あ
る
。

短
期
間
で
書
か
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
『
華
厳
経
』
の
修
道
論 

に
立
っ
て
法
然
の
仏
道
に
真
つ
向
か
ら
反
駁
し
た
、
仏
道
の
堂
々
た
る
論
書
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
さ
す
が
に
解
脱
房
貞
慶
と
並
ん
で
、
 

鎌
倉
旧
仏
教
を
背
負
っ
て
立
っ
た
観
の
あ
る
仏
者
明
恵
の
面
目
を
、
充
分
に
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
 

言
う
ま
で
も
な
く
、
明
恵
の
こ
の
両
書
は
、
度
重
な
る
法
然
の
仏
道
へ
の
攻
撃
の
中
に
、
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
人
間
的 

な
諸
関
心
に
立
っ
て
の
反
駁
と
は
、
ま
っ
た
く
違
う
。
要
は
、
人
間
的
な
諸
関
心
に
振
り
回
さ
れ
て
生
き
る
外
は
な
い
人
間
存
在
全
体
の 

問
題
、
即
ち
実
存
を
賭
け
た
仏
道
の
問
題
と
し
て
、
法
然
の
『
選
択
集
』
と
堂
々
と
渡
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
釈
尊
の
遺
弟
で
あ
る



と
い
う
明
恵
の
自
信
は
、
「悲
し
む
べ
し
、
悲
し
む
べ
し
」
と
い
う
悲
歎
に
立
っ
て
、
『
選
択
集
』
の
邪
を
摧
破
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ 

る
。
法
然
の
説
く
邪
な
る
仏
道
は
、
人
間
存
在
の
全
体
を
解
放
し
て
い
く
仏
道
本
来
の
働
き
を
失
っ
て
、
か
え
っ
て
仏
教
の
名
の
も
と
に 

人
間
を
呪
縛
す
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
明
恵
の
深
い
悲
し
み
で
も
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
仏
道
の
問
題
で
あ
る
だ 

け
に
、
明
恵
は
、
法
然
に
一
歩
も
譲
ら
な
い
。
「聖
人
」
と
呼
び
、
「深
く
仰
信
を
懐
け
り
」
と
ま
で
言
っ
て
尊
敬
を
し
た
法
然
に
対
し
て
、
 

明
恵
は
、
「汝
は
是
諸
仏
の
浄
土
を
破
損
す
る
大
賊
な
り
」
と
言
い
、
「汝
は
即
ち
畜
生
の
ご
と
し
、
ま
た
是
業
障
深
重
の
人
な
り
」
と
熾 

烈
と
も
思
え
る
言
葉
で
徹
底
し
て
法
然
を
批
判
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
問
題
は
、
容
易
に
解
け
る
も
の
で
は
な
い
。
法
然 

と
明
恵
が
争
う
こ
と
と
な
っ
た
問
題
は
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
る
が
故
に
、
実
存
を
賭
け
て
、
し
か
も
課
題
と
な
っ
て
い
る 

こ
と
に
明
確
に
応
え
き
る
こ
と
の
な
い
か
ぎ
り
、
や
む
こ
と
が
な
い
戦
い
で
あ
る
。

『
摧
邪
輪
』
が
公
刊
さ
れ
る
や
、
『
選
択
集
』
を
擁
護
す
る
主
な
も
の
と
し
て
、
『
慧
命
義
』

『
扶
選
択
論
』'

『
扶
選
択
正
論
通
義
』
、
 

『
顕
選
択
集
』
、
『
徹
選
択
集
』
等
々
が
著
わ
れ
て
い
る
。

ま

た

『
摧
邪
輪
』
と

同
じ

く
『
選
択
集
』

を
批
判
す
る
主
な
も
の
と
し
て
、
 

『
弾
選
択
』
が
公
に
さ
れ
、
『
摧
邪
輪
』
公
刊
以
前
で
は
あ
る
が
『
浄
土
決
疑
鈔
』
等
も
著
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
現
存
し
な
い
も
の 

も
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
多
く
の
著
作
か
ら
、
『
選
択
集
』
と

『
摧
邪
輪
』
と
の
論
争
は' 

当
時
の
日
本
の
思
想
界
全
体
を
巻
き
込
む
一
大 

思
想
戦
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
も
不
幸
な
こ
と
に
、
『
選
択
集
』
は
大
き
な
誤
解
の
な
か
で' 

ま
た
も
嘉
禄
の 

法
難
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
弾
圧
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
『
選
択
集
』
の
版
木
を
焼
き
、
法
然
の
墳
墓
を
暴
い
て
死
骸
を
鴨
川
に
流
そ
う
と
し
た
、

あ
の
怨
念
と
も
い
え
る
弾 

圧
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
誤
解
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

周
知
の
よ
う
に
嘉
禄
の
法
難
は
、

定
照
の
『
弾
選
択
集
』
と
隆
寛
の 

『
顕
選
択
集
』
と
の
論
争
が
引
き
金
に
な
っ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
両
書
は' 

共
に
現
存
し
な
い
の
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て 

詳
し
く
は
分
か
ら
な
い
が
、
隆

寛

の

「汝
の
破
の
あ
た
ら
ざ
る
は
、
若
し
く
は
暗
天
に
飛
ぶ
瓦
礫
の
ご
と
く
也
」
と
い
う
文
章
で
、
定
照 

の

『
弾
選
択
集
』
を
破
し
た
こ.
と
が
山
徒
の.
激
憤
を
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
先
学
に
拠
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
山
徒
の
暴
挙
に
は
、
目



に
あ
ま
る
も
の
の
あ
っ
た
時
で
も
あ
り
、
念
仏
衆
の
風
紀
の
乱
れ
等
々
が
こ
の
法
難
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ 

れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
先
学
の
指
摘
の
通
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
思
想
の
問
題
と
し 

て
見
る
限
り
、
私
に
は
、
『
選
択
集
』
と

『
摧
邪
輪
』
と
に
端
を
発
し
た
思
想
戦
の
中
で
、
『
選
択
集
』
が
誤
解
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
て
弾 

圧
に
ま
で
進
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
を
、
こ
の
隆
寛
の
文
章
が
見
事
に
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
 

言
葉
激
し
く
、
い
か
に
も
天
台
の
定
照
の
否
を
な
じ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
こ
の
文
章
は
、
し
か
し
な
が
ら
よ
く
読
め
ば
、
要
す 

る
に
法
然
の
仏
道
と
明
恵
の
仏
道
と
の
決
定
的
な
質
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ど
こ
ま
で
も
人
間
的 

な
自
力
の
向
上
心
に
立
っ
て
、
人
間
存
在
の
全
体
を
解
放
し
て
い
こ
う
と
す
る
聖
道
の
仏
道
と
、
自
力
の
深
い
懺
悔
を
通
し
て
、
如
来
の 

大
悲
の
中
に
我
が
身
を
自
証
し
て
い
く
浄
土
の
仏
道
と
の
、
徹
底
し
た
質
の
違
い
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
摧
邪
輪
』
に
於
い
て
は' 

こ
の
よ
う
な
仏
道
の
質
の
違
い
は
、
不
可
解
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
当

然

『
選
択
集
』
に
対
す
る
徹
底
し
た 

批
判
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
明
恵
は
こ
れ
を
的
確
に
二
点
に
ま
と
め
て
批
判
を
す
る
。

ー
は
、
菩
提
心
を
撥
去
す
る
過
失
。

ニ
は
、
聖
道
門
を
以
て
群
賊
に
譬
ふ
る
過
失
。

明
恵
が
、
二
番
目
に
提
起
し
て
い
る
批
判
こ
そ
、
後
に
隆
寛
が
指
摘
す
る
こ
と
と
な
っ
た
仏
道
の
質
の
違
い
へ
の
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て 

そ
の
仏
道
の
質
の
違
い
を
引
き
起
こ
す
根
源
、
即
ち
仏
教
が
そ
こ
か
ら
始
ま
る
最
も
基
本
的
な
心
で
あ
る
菩
提
心
に
ま
で
還
っ
て
批
判
を 

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、

一
番
め
の
批
判
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
明
恵
の
批
判
は
一
番
め
に
提
起
を
し
て
い
る
菩
提
心
の
問
題 

に
こ
そ
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
明
恵
の
『
摧
邪
輪
』
は
、
全
体
が
菩
提
心
論
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
 

言
う
ま
で
も
な
く
、
菩
提
心
と
は
、
菩
提
を
求
め
る
心
で
あ
り
、
生
き
る
こ
と
の
全
て
を
挙
げ
て
仏
道
に
立
と
う
と
す
る
、
人
間
の
最 

も
厳
粛
な
心
で
あ
る
。
明
恵
も
『
摧
邪
輪
』
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

菩
提
と
言
ふ
は
、
即
ち
是
れ
仏
果
の
一
切
智
智
、
心
と
言
ふ
は
、
こ
の
一
切
智
智
に
お
い
て
希
求
の
心
を
起
こ
す
。
こ
れ
を
指
し
て



菩
提
心
と
言
ふ
。

一
切
の
仏
法
、
皆
こ
の
心
に
よ
っ
て
生
起
す
る
こ
と
を
得
。

自
ら
の
菩
提
を
求
め
る
心
に
よ
っ
て
仏
道
に
立
ち
、
仏
果
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
明
恵
に
と
っ
て
、
そ
の
菩
提
心
を
否
定
す
る
こ
と
は' 

そ
の
ま
ま
が
仏
道
を
否
定
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
明
恵
は
、
こ
の
菩
提
心
論
を
展
開
す
る
に
当
た
っ
て
、
法
然
が
決
定
的
に
依
っ
て 

い
る
善
導' 

並
び
に
浄
土
の
三
部
経
等
に
依
っ
て
、

浄
土
の
仏
教
も
菩
提
心
に
依
る
こ
と
を
説
き
、
『
選
択
集
』
の
立
論
を
内
か
ら
突
き 

崩
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
『
選
択
集
』
に
と
っ
て
は
深
刻
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
じ
経
論
を
読
み
同
じ
仏
教
の
言
葉
を
使
っ
て
議
論
を
し
て
も
、
議
論
を
し
て
い
る
主
体
が
決
定
的
に
質
を
異
に
す
る
な
ら 

ば
、
見
事
に
嚙
合
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
議
論
も
、
そ
の
全
体
が
擦
れ
違
っ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
自
力
の
向
上
的 

な
菩
提
心
に
立
っ
て
仏
智
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
明
恵
と
、
仏
智
に
照
ら
さ
れ
て
自
力
の
み
を
信
頼
す
る
こ
と
が
人
間
の
最
も
深
い
迷
い 

で
あ
る
こ
と
を
懺
悔
せ
し
め
ら
れ
、
如
来
の
本
願
に
仏
道
の
根
拠
を
自
証
し
て
い
く
法
然
と
の
、
決
定
的
な
違
い
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て 

も' 

本
願
の
名
号
に
遇
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
人
間
存
在
全
体
の
懺
悔
な
ど
起
こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
自
力
の
み
を
信
頼
し
て
そ
こ 

に
立
と
う
と
す
る
の
は
、
明
恵
ひ
と
り
で
は
な
い
。

世
の
全
体
が
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
選
択
集
』
が
誤
解
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
、
 

忌
ま
わ
し
い
弾
圧
に
ま
で
進
展
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
起
こ
っ
て
し
ま
え
ば
い
か
に
も
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
明
恵
の
批
判
は
、
要
す
る
に
、
菩
提
心
を
否
定
し
て
何
の
仏
道
か
、
と
い
う
一
点
に
あ
る
。
選
択
本
願
の
念
仏
に
よ
っ
て
、
 

凡
夫
が
往
生
浄
土
の
仏
道
に
立
つ
と
、
法
然
は
主
張
す
る
。
し
か
し
、
菩
提
心
を
否
定
し
て
、
し
か
も
凡
夫
が
仏
道
に
立
ち
う
る
根
拠
は 

一
体
何
か
と
言
う
の
で
あ
る
。
如
来
の
本
願
に
帰
し
、
そ
こ
に
我
が
身
を
全
託
し
て
い
る
法
然
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
語
る
必
要
の
な
い
自 

明
の
事
実
な
の
で
あ
っ
て
、
「彼
の
仏
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
と
い
う
一
語
で
充
分
な
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
『
選
択
集
』
は
、

廃
立
の 

教
学
に
立
っ
て
浄
土
門
の
聖
道
門
か
ら
の
独
立
を
課
題
と
し
て
い
る
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 

往
生
浄
土 
(

往
相)

の
仏
道
の
教
相
判 

釈
に
つ
い
て
は
明
確
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
仏
道
を
成
り
立
た
し
め
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、
選
択
本
願
の
念
仏
に
帰
す
と
い
う
こ
と
で
自
明 

か
つ
充
分
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

い
か
に
自
明
の
事
柄
で
あ
っ
て
も
、

教
学
と
し
て
明
恵
の
批
判
に
応
え
切
る
こ
と
の
な
い
か
ぎ
り



『
選
択
集
』
の
誤
解
は
解
け
な
い
。

こ
の
課
題
は
、

思
想
戦
の
渦
と
法
難
と
の
事
情
の
中
で
、
『
選
択
集
』
の
真
実
義
の
開
顕
に
責
任
を 

持
っ
て
立
っ
た
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
に
譲
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

二

『
教
行
信
証
』
の
課
題

周
知
の
よ
う
に' 

親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
に
は
、
『
選
択
集
』
か
ら
た
だ
一
文
の
み
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

『
選
択
本
願
念
仏
集
』

南
無
阿
弥
陀
仏
往
生
之
業
念
仏
為
本

と
い
う
題
号
と

ま
た
言
わ
く
、
そ
れ
速
や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば
、
二
種
の
勝
法
の
中
に
、
し
ば
ら
く
聖
道
門
を
閣
き
て
、
選
び
て
浄
土
門 

に
入
れ
。
浄
土
門
に
入
ら
ん
と
欲
わ
ば' 

正
雑
ニ
行
の
中
に
、
し
ば
ら
く
も
ろ
も
ろ
の
雑
行
を
抛
ち
て
、
選
び
て
正
行
に
帰
す
べ
し
。
 

正
行
を
修
せ
ん
と
欲
わ
ば' 

正
助
ニ
業
の
中
に
、
な
お
助
業
を
傍
に
し
て
、
選
び
て
正
定
を
専
ら
す
べ
し
。
正
定
の
業
と
は
、
す
な 

わ
ち
こ
れ
仏
の
名
を
称
す
る
な
り
。
称
名
は
必
ず
生
ま
る
る
こ
と
を
得
、
仏
の
本
願
に
依
る
が
ゆ
え
に
、
と
。
 

と
い
う
文
で
あ
る
。
こ
の
文
の
要
は
、
生
死
出
ず
べ
き
道
に
立
ち
た
い
な
ら
ば
本
願
の
名
号
を
称
え
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す 

れ
ば
、
あ

の

『
歎
異
抄
』

の
二
章
の

た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し

と
い
う
法
然
の
教
え
と
見
事
に
重
な
っ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
て
い
る
題
号
で' 

親
鸞
が
『
選
択
集
』
の
全
体
を
受
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
 

受
け
る
こ
と
の
出
来
る
唯
一
の
資
格
は
、
た
だ
念
仏
せ
よ
と
い
う
法
然
の
教
え
に
帰
す
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
法
然
の
真
実
の
教
え
に 

照
ら
さ
れ
、
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」
と
い
う
自
力
無
効
の
身
に
、

自
証
さ
れ
て
い
る
浄
土
真
宗
な
る
仏
道
を
、
親
鸞
は
次 

の
御
自
釈
に
、

明
ら
か
に
知
り
ぬ
、
こ
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
不
回
向
の
行
と
名
ず
く
る
な
り
。
大
小
の
聖
人
・
重
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
。

と
書
き
記
し
て
い
る
。

こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
然
の
選
択
本
願
の
念
仏
を
、
親
鸞
は
不
回
向
の
行
と
自
証
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
努
力
を
待
た 

な
い
、
し
か
も
そ
れ
に
帰
し
た
者
を
如
来
の
涅
槃
へ
向
か
わ
し
め
る
働
き
と
し
て
、
本
願
の
名
号
が
頷
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
体
、
 

な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
起
こ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

注
意
す
べ
き
は
、

こ
の
御
自
釈
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
文
が
、
「信
巻
」
の
如
来
の
欲
生 

心
釈
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
『
浄
土
論
』
の
回
向
門
の
文
を
転
釈
し
て
、

「欲
生
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
如
来' 

諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
う
の
勅
命
な
り
。
す
な
わ
ち
真
実
の
信
楽
を
も
っ
て
欲 

生
の
体
と
す
る
な
り
。
誠
に
こ
れ
、
大
小
・
凡
聖
・
定
散
・
自
力
の
回
向
に
あ
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
「
不
回
向
」
と
名
ず
く
る
な 

り
。(

乃
至)

利
他
真
実
の
欲
生
心
を
も
っ
て
諸
有
海
に
回
旋
し
た
ま
え
り
。
欲
生
は
す
な
わ
ち
こ
れ
回
向
心
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち 

大
悲
心
な
る
が
ゆ
え
に
、
疑
蓋
雑
わ
る
こ
と
な
し
。

と
説
か
れ
、
我
々
の
仏
道
の
根
拠
が
本
願
招
喚
の
勅
命
に
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
不
回
向
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
こ
そ
が
、
如
来
の
回 

向
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

『
選
択
集
』
の
仏
道
の
全
体
を
、
如
来
の
回
向
と
し
て
受
け
取
っ
た
と
こ
ろ
に' 

親
鸞
の
己
証
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
仏
道
を
、
本
願 

力
回
向
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
、
『
教
行
信
証
』

の
教
学
的
課
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
『
摧
邪
輪
』
以
来
の
誤
解
に
対 

し
て
、
『
選
択
集
』
の
真
実
義
を
開
顕
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
 

謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。

一
つ
に
は
往
相' 

二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の 

教
行
信
証
あ
り
。

と
、
浄
土
真
宗
が
如
来
回
向
の
仏
道
で
あ
り
、

聖
道
自
力
の
仏
道
と
決
定
的
に
質
が
違
う
こ
と
を
、
『
教
行
信
証
』
に
ま
ず
も
っ
て
宣
言 

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
で
こ
の
課
題
を
果
た
す
た
め
に
、
最
も
恩
恵
を
受
け
た
曇
鸞
の
『
浄
土
論



註
』
に
よ
っ
て
、
如
来
の
回
向
、
殊
に
我
々
に
往
相
道
を
成
り
立
た
し
め
る
根
拠
を
、
尋
ね
て
み
た
い
。

三
曇
鸞
の
基
本
姿
勢

仏
道
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
自
覚
自
証
の
道
で
あ
る
。
浄
土
の
仏
道
と
し
て
語
ら
れ
る
浄
土
も
ま
た
、
そ
の
意
味
で
当
然
、
自
覚
自
証 

の
国
土
の
荘
厳
功
徳
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
教
え
る
も
の
が
世
親
の
『
浄
土
論
』
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
 

三
厳
二
十
九
種
荘
厳
と
し 

て
語
ら
れ
る
浄
土
が
、

一
応
は
、
器
世
間
清
浄(

国
土
荘
厳)

と
衆
生
世
間
清
浄(
仏

，
菩
薩
荘
厳)

と
に
、
分
け
て
説
か
れ
る
。
し
か 

し' 

国
土
荘
厳
の
中
に
、
荘
厳
主
功
徳
成
就
、
荘
厳
眷
属
功
徳
成
就
と
し
て
仏'

咅
薩
の
荘
厳
が
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
近 

代
の
自
我
に
立
っ
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
主
客
相
対
の
客
観
的
な
器
と
し
て
の
国
土
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら 

れ
る
。
浄
土
と
は
、
 

念
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
、
自
我
に
先
立
っ
て
あ
る
事
実
に
呼
び
帰
さ
れ
た
自
覚
的
な
命
の
大
地
で
あ
り
、
本
願
に
酬 

報
さ
れ
た
国
土
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ' 

主
体
を
抜
い
た
客
観
的
な
国
土
と
し
て
は
、
語
り
よ
う
が
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
そ
の
国
土
を
、
 

我
が
命
と
し
て
生
き
る
主
体(

主
荘
厳)

と
、
転
成
し
た
主
体
に
賜
る
「
四
海
の
内
皆
兄
弟
」
と
い
う
新
た
な
人
間
関
係(

眷
属
荘
厳) 

と
が
、
自
覚
的
な
国
土
の
内
容
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
我
に
立
っ
て
、
生
き
る
事
を
考
え
る
と
い
う
事
と
、
生
き
る
事
実
と
は. 

決
定
的
に
違
う
。
自
我
に
立
っ
て
考
え
れ
ば
、
我
々
が
ど
こ
ま
で
も
国
土
と
相
対
し
て
し
か
考
え
る
事
が
で
き
な
い
が
、
本
願
に
呼
び
帰 

さ
れ
た
我
々
の
生
き
る
事
実
は
、
人
類
の
歴
史
と
環
境
と
を
丸
ご
と
我
が
命
と
し
て
い
る
。
自
我
の
懺
悔
を
通
し
て
生
き
る
事
実
に
触
れ 

初
め
て
人
類
の
歴
史
と
国
土
の
責
任
と
を
、
我
が
命
の
責
任
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
大
地
を
、
浄
土
と
言
う
の
で
あ
る
。
 

と
す
れ
ば
何
故
『
浄
土
論
』
で
は
、

国
土
荘
厳
の
ほ
か
に
、

仏
荘
厳
と
菩
薩
荘
厳
と
が
別
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

曇
鸞
は 

『
浄
土
論
註
』
で
、
そ
れ
は
不
虚
作
住
持
功
徳
を
明
ら
か
に
す
る
為
で
あ
る
と
了
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
不
虚
作 

住
持
功
徳
と
は
、
浄
土
を
成
就
し
住
持
し
て
い
る
阿
弥
陀
如
来
の
仏
力
で
あ
る
。
と
同
時
に' 

浄
土
が
転
成
し
た
衆
生
に
賜
る
大
地
で
あ 

れ
ば
、
そ
の
仏
力
は
又
、
衆
生
を
転
廻
せ
し
め
る
働
き
で
も
あ
る
。
そ
の
衆
生
を
転
廻
せ
し
め
る
利
他
行
を
、
特
に
菩
薩
四
種
荘
厳
と
し



て
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
菩
薩
四
種
荘
厳
に
「体
は
た
だ
一
如
に
し
て
、

義
を
し
て
分
か
ち
て
四
と
す
。
」
と
注
釈
し
、

更
に 

巻

末

に

「彼
の
菩
薩
・
人
天
の
所
起
の
諸
行
は
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
な
り
。
」
と
説
い
て
、
そ
の
働
き
は
一
如
の
働
き
、
 

即
ち
阿
弥
陀
如
来
の
不
虚
作
住
持
功
徳
を
増
上
縁
と
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
浄
土
論
註
』 

の
五
念
門
等
の
了
解
を
考
え
合 

わ
せ
る
と
、
要
す
る
に
曇
鸞
は' 

我
々
の
仏
道
の
根
拠
を
不
虚
作
住
持
功
徳
に
尋
ね
当
て
、
そ
こ
に
仏
・
菩
薩
荘
厳
別
解
の
意
義
が
あ
る 

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
曇
鸞
が
、
我
々
の
仏
道
を
根
源
的
に
成
り
立
た
し
め
る
働
き
を
明
確
に
す
る
の 

は
、
『
浄
土
論
註
』
下
巻
末
の
霰
求
其
本
釈
に
於
い
て
で
あ
る
が' 

そ
の
箇
所
を
尋
ね
る
前
に
、

曇
鸞
の
仏
道
に
対
す
る
基
本
姿
勢
を
確 

認
し
て
お
き
た
い
。

曇
鸞
は
『
浄
土
論
』
の
長
行
を
、

十
章
に
分
け
て
註
釈
を
し
て
い
る
。

即
ち
、(

一)

願
偈
大
意
章 '
(

二)

起
観
生
信
章
、(

三)

観 

行
体
相
章
、(

四)

浄
入
願
心
章
、(

五)

善
巧
摂
化
章 '
(

六)

離
菩
提
障
章
、(

七)

順
菩
提
門
章
、(

八)

名
義
摂
対
章
、(

九)

願
事 

成
就
章
、(

十)

利
行
満
足
章
、
以
上
の
十
章
で
あ
る
。
願
偈
大
意
章
で
は
、

若
し
善
男
子
善
女
人
、
五
念
門
を
修
し
て
行
成
就
し
ぬ
れ
ば
、
畢
竟
じ
て
安
楽
国
土
に
生
じ
て
、
彼
の
阿
弥
陀
仏
を
見
る
こ
と
を
得 

と
な
り
。

と
、
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
善
巧
摂
化
章
か
ら
は
、

是
の
如
く
菩
薩
、
奢
摩
他
・
毗
婆
舎
那
、
広
略
に
修
行
し
て
柔
軟
心
を
成
就
す
。

と
説
い
て
、
五
念
門
を
修
す
る
主
体
が
善
男
子
善
女
人
か
ら
菩
薩
に
変
わ
っ
て
い
る
。
善
巧
摂
化
章
以
下
は
、
浄
土
に
於
け
る
奢
摩
他
・ 

毗
婆
舎
那
と
い
う
無
漏
智
の
止
観
行
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
柔
軟
心
に
の
み
、
よ
く
行
う
事
が
で
き
る
純
粋
な
利
他
行
を
表
す
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
純
粋
な
利
他
行
は
、
浄
土
の
菩
薩
に
依
る
以
外
に
無
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
善
巧
摂
化
章
以
下
に
説
か
れ
る
菩
薩
と
、
 

二
十
九
種
荘
厳
の
中
に
説
か
れ
る
菩
薩
荘
厳
と
、
五
念
門
の
作
願
・
観

察

・
回
向
の
了
解
の
中
に
説
か
れ
る
彼
土
の
菩
薩
と
は' 

別
な
も 

の
で
は
な
い
事
は
、
充
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

と
同
時
に
、

善
男
子
善
女
人
か
ら
菩
薩
へ
と
主
体
が
転
換
し
て
い
る
意
義
は
、
「世



尊
我
一
心
」
と
い
う
願
生
心
の
超
越
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
為
で
あ
る
。
即
ち
、
我
々
の
往
相
道
は
、
我
々
の
自
力
の
向
上
的
な
努 

力
に
依
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
願
生
心
の
自
然
な
働
き
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
願
生
心
は
浄
土
に
根
を
持
つ
心
で 

あ
り
、
浄
土
の
菩
薩
の
利
他
行
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て' 

必
ず
そ
の
浄
土
の
菩
薩
の
働
き
へ
と
究
竟
す
る
と
い
う
形
で
、
 

我
々
の
上
に
往
相
道(

五
念
門
行)

を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
念
門
行
を
修
し
て
往
相
道
に
立
つ
の
は
、
善
男
子 

善
女
人
で
あ
っ
て
も
、
よ
り
根
源
的
に
そ
れ
を
成
立
せ
し
め
る
主
体
は
、
浄
土
の
菩
薩
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
殊
に
利 

他
行
を
課
題
と
す
る
善
巧
摂
化
章
以
下
の
主
体
が
、
善
男
子
善
女
人
か
ら
菩
薩
へ
と
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
が' 

し
か
し
そ
れ
は
後
に 

譲
る
と
し
て' 

今
は
こ
の
『
浄
土
論
註
』
の
下
巻
の
章
だ
て
で
分
か
る
よ
う
に
、
『
浄
土
論
』
は
、

全
体
が
礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願
の
身
・ 

ロ

・
意
の
三
業
と
、
観

察

・
智
慧
業
、
回
向
の
方
便
智
業
の
五
種
の
業
に
よ
っ
て
願
生
の
業
が
成
就
し(

願
事
成
就)

、

五
功
徳
門
の
果 

を
得
て
自
利
利
他
の
行
が
果
た
さ
れ
て
い
く
こ
と(

利
行
満
足)

に
極
ま
っ
て
い
く
と
、
曇
鸞
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
親
の
『
浄
土 

論
』
が
、
唯
識
の
教
学
を
も
と
に
し
た
大
乗
菩
薩
道
の
論
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
曇
鸞
の
了
解
は
当
然
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
曇
鸞
は
、
世
親
の
よ
う
に
作
心
を
超
え
て
自
利
利
他
を
成
就
し
、
大
乗
の
課
題
を
担
う
菩
薩
に
成
る
事
を
、
求
め
た
の
で
は 

な
い
。
二
道
釈
・
ハ
番
問
答
等
々
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
「
五
濁
の
世
無
仏
の
時
」
を
生
き
る
煩
悩
成
就
の
迷
悶
す
る
凡
夫 

と
し
て
、
時
代
社
会
の
全
体
が
救
わ
れ
、
人
間
存
在
の
全
体
が
解
放
さ
れ
て
い
く
仏
道
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
そ 

の
仏
道
を
教
え
ら
れ
て
み
れ
ば' 

業
縁
存
在
の
全
体
が
救
わ
れ
ね
ば
決
し
て
満
た
さ
れ
な
い
人
間
の
祈
り
が
、
世
親
に
於
い
て
は
自
利
利 

他
と
い
う
大
乗
菩
薩
道
の
課
題
と
し
て
、
既
に
果
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
感
動
と
帰
依
と
が
、
曇
鸞
を
し
て
「此
の
無 

量
寿
経
優
婆
提
舎
は
蓋
上
街
の
極
致
、
不
退
の
風
航
な
る
者
な
り
。
」
と
言
わ
し
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

曇
鸞
の
こ
の
よ
う 

な
徹
底
し
た
凡
夫
の
自
覚
は
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
を' 

大
乗
菩
薩
道
か
ら
凡
夫
の
仏
道
へ
と
大
き
く
転
換
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

そ
れ
は
、
仏
道
に
於
け
る
人
間
像
完
成
へ
の
歩
み
と
も
言
え
る
大
乗
菩
薩
道
が
、
充
分
に
果
た
し
た
と
は
言
え
な
い
人
間
解
放
の
無
上
仏 

道
を
、
結
果
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。



曇
鸞
は
、
『
浄
土
論
』
の
全
体
を
読
み
通
す
凡
夫
と
し
て
の
自
ら
の
基
本
姿
勢
を
、
上
巻
末
の
ハ
番
問
答
で
直
接
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 

言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
ハ
番
問
答
は
、
『
浄
土
論
』
の
回
向
章
で
、

世

親

が

「普
共
諸
衆
生 

往
生
安
楽
国
」
と
言
わ
れ
る
、

そ
の
共
な 

る
衆
生
に
つ
い
て
尋
ね
た
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
教
理
と
し
て
尋
ね
る
の
で
は
な
く
、
世
親
に
共
な
る
衆
生
よ
と
呼
び
掛
け
ら 

れ
、
世
親
と
共
に
願
生
の
仏
道
に
立
つ
こ
と
の
で
き
た
曇
鸞
自
身
の
機
の
自
覚
を' 

明
ら
か
に
す
る
場
所
で
あ
る
。
と
同
時
に
ま
た
、
そ 

の
仏
道
が
ど
の
よ
う
な
者
を
も
漏
さ
な
い
大
乗
の
仏
道
で
あ
る
と
い
う
仏
道
の
真
理
性
を
、
明
ら
か
に
す
る
場
所
で
も
あ
る
。
そ
の
ハ
番 

の
問
答
の
中
で
、
特
に
第
一
問
答
と
第
六
問
答
と
が
最
も
重
要
な
問
答
で
あ
る
が
、

そ
の
第
一
問
答
で
は
、
『
大
経
』
の
第
十
七;

第
十 

ハ
願
の
成
就
文
が
引
用
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
曇
鸞
が
立
っ
た
易
行
の
仏
道
の
核
心
で
あ
る
「信
仏
の
因
縁
」
を
、
こ
の
本
願
成
就
文
に
見 

い
だ
し
て
い
る
事
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て' 

曇
鸞
は
こ
の
『
大
経
』
の
本
願
成
就
文
に
立
っ
て
『
浄
土
論
』
の
全
体
を
読
み
通
し
て 

い
く
の
で
あ
る
が
、
願
成
就
の
身
の
自
覚(

「諸
有
の
衆
生
」)

を

「
一
切
外
道
凡
夫
人
」
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
は
そ
の
外
凡 

夫
の
内
容
が
、
『
観
無
量
寿
経
』

の
下
々
品
の
文
を
全
文
引
用
し
て
確
認
さ
れ
、

此
の
経
を
以
て
証
す
る
に
、
明
ら
か
に
知
り
ぬ
。
下
品
の
凡
夫
、
但
正
法
を
誹
謗
せ
ざ
れ
ば
、
仏
を
信
ず
る
因
縁
を
し
て
皆
往
生
を 

得
し
む
。

と
、
易
行
道
釈
の
「信
仏
の
因
縁
」
を
も
っ
て
釈
さ
れ
、
願
成
就
の
機
、
即
ち
易
行
の
願
生
道
を
歩
む
べ
き
衆
生
が
『
観
経
』

の
下
々
品 

の
凡
夫
で
あ
る
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
第
六
問
答
で
も
同
じ
よ
う
に
『
観
無
量
寿
経
』
下
々
品
の
文
を
引
用
し
、
下
品
の
凡
夫
が
何
故
十
念
念
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る 

の
か
と
い
う
、
直
接
的
な
課
題
が
説
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
「業
道
は
秤
の
如
し
、
重
き
者
先
牽
く
」
と
い
う
業
道
経
の
教
説
に
拠
っ
て
、
 

念
仏
と
下
々
品
の
凡
夫
と
の
業
の
軽
重
を
問
い
、
有
名
な
千
歳
闇
室
の
光
と
闇
の
譬
で
、
真
実
と
虚
妄
と
い
う
業
の
質
の
違
い
を
明
ら
か 

に
し
て
、
下
々
品
の
凡
夫
の
救
済
を
説
く
。
そ
れ
は
、
念
仏
の
教
え
に
依
っ
て
ど
こ
ま
で
も
下
々
品
の
凡
夫
と
い
う
無
明
の
闇
を
知
ら
さ
れ
、
 

そ
の
頷
き
の
中
に
自
ら
の
命
を
生
き
尽
く
す
こ
と
は' 

そ
の
ま
ま
で
光
を
生
き
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
事
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に
曇
鸞
は
、
こ
の
ハ
番
問
答
で
念
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
人
間
、
即

ち

『
大
経
』
の
第
十
七
・
第
十
八
願
成
就
の
機
を
、
 

『
観
経
』
の
下
々
品
の
凡
夫
と
教
え
て
い
る
。
こ
の
曇
鸞
の
機
の
自
覚
こ
そ
が
、
大
乗
菩
薩
道
の
論
で
あ
る
世
親
の
『
浄
土
論
』
を
、
凡 

夫
の
無
上
仏
道
で
あ
る
『
浄
土
論
註
』

へ
と
転
換
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
仏
道
を
歩
む
主
体
が
、
菩
薩/

凡
夫
、
 

そ 

し
て
そ
の
課
題
が
、
不
退
転/

正
定
聚
、
更
に
は
、
止
観
行
を
中
心
と
す
る
菩
薩
行
と
し
て
の
五
念
門
を
、
讃
嘆
門
を
中
心
と
す
る
凡
夫 

の
称
名
念
仏
の
意
義
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』
か

ら

『
浄
土
論
註
』

へ
の
こ
の
よ
う
な
展
開
を
果
た
さ
し
た
も
の 

は
、
『
観
無
量
寿
経
』

の
下
々
品
の
教
説
に
立
っ
た
こ
の
曇
鸞
の
徹
底
し
た
機
の
自
覚
で
あ
る
こ
と
に
は' 

い
く
ら
注
意
を
し
て
も
し
す 

ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

四

^

求

其

本

釈

さ
て
こ
の
よ
う
な
曇
鸞
の
、
『
大
経
』

の
願
成
就
文
に
立
っ
た
凡
夫
と
し
て
の
視
座
は
、

下
巻
末
の
聂
求
其
本
釈
に
至
っ
て
、

願
生
の 

仏
道
を
決
定
せ
し
め
る
了
解
を
展
開
す
る
。
そ
こ
で
は
『
浄
土
論
』

の
、

菩
薩
、
是
の
如
く
五
念
門
の
行
を
修
し
て
、
自
利
利
他
し
て
、
速
か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
し
た
ま
え
る
こ
と
を
得
た
ま 

え
る
が
故
に
。

の
文
に
注
目
し
、
遠
く
は
龍
樹
の
『
易
行
品
』
を
見
据
え
な
が
ら
、
凡
夫
が
仏
に
成
る
と
い
う
無
上
仏
道
を
求
め
た
曇
鸞
に
と
っ
て
、
根 

本
的
か
つ
究
極
的
な
課
題
を
真
つ
向
か
ら
取
り
上
げ
て
、

問
う
て
日
く
、
何
の
因
縁
有
り
て
か
「速
得
成
就
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
」
と
言
う
や
。

と
、
速
か
に
仏
に
成
る
理
由
を
問
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て 

答
え
て
日
く
、
論
に
言
わ
く
、
五
門
の
行
を
修
し
て
自
利
利
他
成
就
す
る
を
以
て
の
故
な
り
。

と
答
え
て
い
る
。
こ
の
自
利
利
他
の
成
就
と
は
、
浄
土
の
菩
薩
に
よ
る
五
功
徳
門
の
成
就
を
意
味
す
る
。
五
功
徳
門
と
は' 

言
う
ま
で
も



な

く

『
論
』

の
利
行
満
足
章
で
世
親
が

利
行
満
足
と
い
う
は
、
復
た
五
種
の
門
有
り
て
、
漸
次
に
五
種
の
功
徳
を
成
就
す
と
知
る
応
し
。
何
者
か
五
門
。

一
に
は
近
門
、
二 

に
は
大
会
衆
門
、
三
に
は
宅
門
、
四
に
は
屋
門
、
五
に
は
菌
林
遊
戯
地
門
な
り
。

と
、
五
念
門
の
因
に
賜
る
果
を
五
功
徳
門
と
し
て
説
く
も
の
で
あ
る
。
更
に
世
親
は
、

此
の
五
種
の
門
は
、
初
の
四
種
の
門
は
入
の
功
徳
を
成
就
す
。
第
五
門
は
出
の
功
徳
を
成
就
せ
る
な
り
。
 

と
説
い
て' 

浄
土
の
菩
薩
に
よ
る
入
出
の
果
の
五
功
徳
の
成
就
を
も
っ
て
自
利
利
他
の
成
就
を
言
う
の
で
あ
る
。
 

曇
鸞
は
、
こ
の
よ
う
な
自
利
利
他
の
成
就
に
よ
っ
て
何
故
、
速
か
に
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
成
就
す
る
事
が
で
き
る
の
か
を
問
う
て 

然
る
に
霰
に
其
の
本
を
求
む
る
に
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
為
す
。

と
説
い
て
、
五
念
門
の
行
の
本
が
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
し
て
い
る
事
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
他
利
利
他
の
深
義
を
設
け
て
、
 

他
利
と
利
他
と
談
ず
る
に
左
右
有
り
。
若
し
自
ら
仏
を
し
て
言
わ
ば
、
宣
し
く
利
他
と
言
う
べ
し
。
自
ら
衆
生
を
し
て
言
わ
ば
、
宣 

し
く
他
利
と
言
う
べ
し
。
今
将
に
仏
力
を
談
ぜ
ん
と
す
。
是
の
故
に
利
他
を
以
て
之
を
言
う
。
当
に
知
る
べ
し
、
此
の
意
な
り
。
 

と
説
い
て' 

五
念
門
の
行
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
自
利
利
他
は
ど
ち
ら
も
仏
力
に
依
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
 

凡
そ
是
れ
、
彼
の
浄
土
に
生
ず
る
と
、
及
び
彼
の
菩
薩
・
人
天
の
所
起
の
諸
行
は
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
な
り
。
 

と
、
五
念
門
と
五
功
徳
門
と
で
表
さ
れ
る
、
我
々
の
往
相
の
行
と
そ
の
果
で
あ
る
浄
土
の
菩
薩
の
還
相
利
他
の
行
と
が
、
共
に
阿
弥
陀
如 

来
の
本
願
力
に
依
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
し
て
更
に
、
『
大
経
』
の
第
十
八
願
と
、
第
十
一
願
と
、
第
二
十
二
願
の
三
願
を
的
証 

し
て
、
衆
生
往
生
の
因
果
の
総
て
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
依
る
事
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

一
応
は
、
こ
の
よ
う
に
了
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
の
巻
末
の
曇
鸞
の
注
釈
は
、
複
雑
で
あ
る
。

『
浄
土
論
』
に
拠
れ
ば
、

五
念
五
果 

の
自
利
利
他
の
成
就
に
よ
っ
て
浄
土
の
菩
薩
は
、
速
か
に
菩
提
を
得
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
曇
鸞
が
こ
こ
で
言
お
う
と
し
て
い
る 

の
は
、
『
大
経
』

の
願
成
就
文
に
立
っ
て
、

必
ず
滅
度
に
至
る
と
い
う
確
信
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
事
柄
は
別



の
事
柄
で
は
あ
っ
て
も' 

決
し
て
別
の
事
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
浄
土
の
菩
薩
の
自
利
利
他
の
成
就
は
、
そ
の
ま
ま
我
々
が
浄
土
の
菩 

薩
の
利
他
行
を
受
け
て
願
成
就
の
仏
道
に
立
た
し
め
ら
れ
る
事
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

『
論
』
に
説
か
れ
る 

浄
土
の
菩
薩
は
、
我
々
凡
夫
を
願
成
就
の
仏
道
に
立
た
し
め
る
願
力
の
働
き
そ
の
も
の
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
浄
土
の
菩
薩
荘
厳
が
不
虚 

作
住
持
功
徳
か
ら
の
展
開
で
あ
っ
て
み
れ
ば
当
然
で
あ
る
。
願
成
就
の
機' 

即
ち
自
力
無
効
と
い
う
徹
底
し
た
自
覚
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
わ 

が
身
の
全
体
を
仏
道
に
立
た
し
め
、
仏
に
成
ら
し
め
る
根
源
力
を
、
不
虚
作
住
持
功
徳
と
し
て
表
さ
れ
る
阿
弥
陀
の
本
願
力
に
、
自
証
し 

て
い
る
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
、
五
念
門
の
讃
嘆
門
、
に
こ
の
よ
う
な
機
の
自
覚
を
伴
っ
て
本
願
に
帰
す
と
い
う
衆
生
の
回
心
を
、
破
闇
満 

願
と
し
て
説
く
の
で
あ
る
が
、
名
号
に
帰
す
と
い
う
そ
の
回
心
の
内
景
に
は
、
真
実
功
徳
の
働
き
が
働
い
て
い
る
。
即
ち
、
衆
生
の
無
明 

を
破
っ
て
、
不
実
な
る
自
己
自
身(

不
実
功
徳)

を' 

我
と
せ
し
め
ら
れ
不
顚
倒
・
不
虚
偽(
真
実
功
徳)

の

「仏
願
に
乗
ず
る
を
わ
が 

命
」
と
せ
し
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に' 

一
切
衆
生
の
願
を
満
た
す
の
で
あ
る
。
名
号
の
内
景
で
あ
る
こ
の
真
実
功
徳
が
、
浄
土
の
働
き
そ
の 

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
浄
土
を
住
持
し
て
い
る
不
虚
作
住
持
功
徳
の
働
き
と
別
な
も
の
で
は
な
い
。
実
は
、
こ
の
衆
生
の
回
心
が
、
不 

虚
作
住
持
功
徳
に
説
か
れ
る
浄
土
の
菩
薩
の
見
仏
と
重
層
し
て
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
、
曇
鸞
の
五
念
門
の
画
期
的
な
了
解
が
あ
る
。
詳
細 

は
親
鸞
教
学
第
四
十
五
号
拙
稿
「凡
愚
遇
無
空
過
者
」
を
読
ん
で
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
此
土
に
於
い
て
は
衆
生
の
回
心
、
 

彼
土
に
於
い
て
は
浄
土
の
菩
薩
の
見
仏' 

こ
の
二
つ
の
出
来
事
が
別
の
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
ち
ら
も
本
願
力
に
帰
す
こ
と
と
し
て
説 

か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
本
願
力
の
働
き
に
よ
っ
て
、
衆
生
の
回
心
は
、
必
ず
浄
土
の
菩
薩
の
見
仏
へ
と
究
竟
し
て
い.
く
。
あ 

る
い
は
本
願
力
に
浄
土
の
菩
薩
の
見
仏
の
意
義
を
内
包
し
て
お
れ
ば
こ
そ
、
衆
生
に
回
心
と
い
う
出
来
事
を
成
就
せ
し
め
る
と
、
読
む
べ 

き
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
了
解
を
成
し
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
回
心
に
よ
っ
て
曇
鸞
に
自
証
さ
れ
て
い
た
働
き 

が
、
あ
の
不
虚
作
住
持
功
徳
の
、

観
仏
本
願
力 

遇
無
空
過
者 

能
令
速
満
足 

功
徳
大
宝
海

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
曇
鸞
の
自
証
が
、
因
位
と
し
て
の
願
生
の
信
に
果
位
の
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
速
か
に
し
か
も



根
源
的
に
成
り
立
た
し
め
る
働
き
を
、
不
虚
作
住
持
功
徳
の
阿
弥
陀
の
本
願
力
に
見
い
だ
す
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
尋
ね
た
よ
う 

に
、

一
心
帰
命
の
信
は
機
の
自
覚
を
伴
え
ば
こ
そ
、
果
徳
を
速
に
成
就
す
る
働
き
は
人
間
の
努
力
に
あ
る
べ
く
も
な
い
。
そ
の
道
理
は
、
 

「因
浄
な
る
が
故
に
果
浄
な
り
。
因
無
く
し
て
他
の
因
に
有
る
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
阿
弥
陀
の
本
願
力
の
上
に
あ
る
。
即
ち
、
 

言
う
所
の
不
虚
作
住
持
と
は
、
本
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
と
今
日
の
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
と
に
依
な
り
。
願
以
て
力
を
成
ず
、
 

力
以
て
願
に
就
く
。
願
徒
然
な
ら
ず
、
カ
虚
設
な
ら
ず
。
力
願
相
い
符
っ
て
畢
竟
じ
て
差
わ
ざ
る
が
故
に
成
就
と
日
う
。
 

と
言
う
よ
う
に' 

因
力
の
願
生
の
信
に
確
か
に
果
力
の
成
仏
を
確
信
し
、
果
力
の
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
の
功
徳
を
受
け
て
確
か
に
法
蔵
菩 

薩
の
願
心
を
内
観
す
る
と
い
う
、

本
願
そ
の
も
の
の
道
理
の
上
に
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「世
尊
我
一
心 

帰
命 

尽
十
方 

無
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国
」
と
い
う
宗
教
的
な
主
体
は
、
本
願
力
の
因
果
の
上
に
、
我
が
実
存
を
見
い
だ
し
た
感
動
の
表
明 

で
も
あ
る
。

さ
て
、
本
願
力
回
向
の
語
は
七
祖
の
著
作
の
中
で
は
、
『
論
』
の
第
五
功
徳
門
に
最
初
に
出
て
く
る
。

出
第
五
門
と
い
う
は
、
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
、
応
化
身
を
示
し
て
、
生
死
の
〇
、
煩
悩
の
林
の
中
に
廻
入 

し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
教
化
地
に
至
る
。
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
。
是
れ
を
出
第
五
門
と
名
づ
く
。

こ
こ
の
本
願
力
回
向
は
、
文
の
当
相
か
ら
言
え
ば
浄
土
の
菩
薩
の
本
願
力
を
表
す
の
で
あ
る
。
し
か
し' 

曇
鸞
の
霰
求
其
本
釈
か
ら
読
み 

返
せ
ば
、
古
来
先
学
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
如
来
の
本
願
力
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
曇
鸞
も
こ
の
本
願
力
に
、
 

本
願
力
と
言
う
は
、
大
菩
薩
は
法
身
の
中
に
於
て
常
に
三
昧
に
在
し
て
、
種
種
の
身
、
種
種
の
神
通
、
種
種
の
説
法
を
現
ず
る
こ
と 

を
示
す
、
皆
本
願
力
を
以
て
起
こ
す
な
り
。
譬
え
ば
阿
修
羅
の
琴
の
鼓
す
る
者
無
し
と
雖
も
、
音
曲
自
然
な
る
が
如
し
。

と
、
微
妙
な
注
釈
を
し
て
い
る
。
こ
の
菩
薩
は
浄
土
の
ハ
地
以
上
の
菩
薩
で
あ
り
、
如
来
の
正
覚
を
本
地
と
し
て
い
れ
ば
、
音
曲
自
然
な 

る
働
き
は
、
当
然
、
如
来
の
本
願
力
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
む
な
ら
ば
、
出
第
五
門
の
菩
薩
の
利
他
行
は
、
阿
弥
陀 

如
来
の
還
相
利
他
の
働
き
を
表
す
。
と
す
る
な
ら
ば
、
巻
末
の
聂
求
其
本
釈
か
ら
逆
に
『
浄
土
論
註
』
を
読
み
返
せ
ば
、
善
巧
摂
化
章
以



下
の
純
粋
な
利
他
行
を
表
す
部
分
は
、
総
て
如
来
の
還
相
回
向
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
浄
土
の
菩
薩
四
種
荘
厳
や
、
五 

念
門
の
了
解
に
お
け
る
浄
土
の
菩
薩
の
働
き
は
、
総
て
如
来
の
還
相
回
向
を
表
す
と
、
曇
鸞
は
説
い
て
い
る
事
と
な
る
。
 

こ
こ
で
も
う
一
度
、
曇
鸞
の
五
念
門
の
了
解
を
尋
ね
た
い
。
曇
鸞
は
五
念
門
の
作
願
・
観

察

・
回
向
を
、
そ
れ
ぞ
れ
彼
土
に
於
け
る
浄 

土
の
菩
薩
の
働
き
と
、
此
土
に
於
け
る
願
生
者
の
行
に
分
け
て
注
釈
を
さ
れ
る
。
し
か
も
、
願
生
者
の
五
念
門
は
浄
土
の
菩
薩
の
五
念
門 

へ
と
究
竟
し
て
い
く
。
逆
に
言
え
ば
、
浄
土
の
菩
薩
の
五
念
門
に
支
え
ら
れ
て
、
初
め
て
願
生
者
の
五
念
門
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
願 

生
者
の
五
念
門
と
は
、
当
然
、
念
仏
の
外
に
は
無
く
「世
尊
我
一
心 

帰
命
尽
十
方 

無
碍
光
如
来 

願
生
安
楽
国
」
と
い
う
我
々
の
往 

相
道
を
言
う
の
で
あ
る
。
と
す
る
と' 

曇
鸞
は
、
我
々
凡
夫
の
往
相
道
は
、
如
来
の
還
相
回
向
を
こ
そ
そ
の
根
拠
に
し
て' 

初
め
て
成
り 

立
ち
得
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
一
心
と
い
う
我
々
に
往
相
道
を
成
り
立
た
し
め
る
一
心
帰
命
の
信
は'

「如
実
修
行
相
応
」
と
説
か
れ
る
。
如
実
修
行
と
は
、
 

真
如
は
是
れ
諸
法
の
正
体
な
り
。
体
、
如
に
し
て
行
ず
れ
ば
、
則
ち
是
れ
不
行
な
り
。
不
行
に
し
て
行
ず
る
を
如
実
修
行
と
名
づ
く
。
 

と
言
わ
れ
る
よ
う
に' 

不
虚
作
住
持
功
徳
か
ら
展
開
し
た
任
運
無
功
用
の
浄
土
の
菩
薩
の
還
相
利
他
行
を
言
う
。
し
た
が
っ
て
我
一
心
は
、
 

無
三
宝
処
の
往
生
へ
と
極
ま
っ
て
い
く
還
相
利
他
行
に
、
相
応
す
る
心
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
如
来
の
還
相
が
根
拠
で
あ
り
、
そ
れ
に
相 

応
す
る
歩
み
が
我
々
の
往
相
で
あ
る
。
如
来
の
還
相
が
根
拠
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
 

浄
土
の
命
を
捨
て
て
、
願
に
随
っ
て
生
を
得
て
、
三
界
雑
生
の
火
の
中
に
生
ず
と
雖
も
、
無
上
菩
提
の
種
子
、
畢
竟
じ
て
朽
ち
ず
。
 

と

い

う

「正
覚
阿
弥
陀
法
王
善
住
持
」
の
浄
土
の
力
が
、
穢
土
の
願
生
心
に
働
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
曇
鸞
が
不
虚
作
住
持
功
徳
に
第 

二
十
二
願
を
引
用
し
、
そ
の
成
就
力
を
見
て
い
た
そ
の
意
義
の
深
さ
を
思
う
事
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
還
相
回
向
は
、
我
が
往
相
道
の
彼
岸
で
あ
る
。
し
か
し' 

平
面
的
実
体
的
な
彼
岸
で
は
な
く
、
往
相
道
と 

重
層
し
て
働
き
、
因
か
ら
果
に
向
か
う
我
々
の
往
相
道
を
、
果
か
ら
因
に
向
か
う
如
来
の
還
相
回
向
が
、
成
仏
道
と
し
て
決
定
せ
し
め
て 

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

一
心
帰
命
の
信
に
、
無
限
に
仏
果
へ
の
歩
み
が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
無
三
宝
処
へ
の
往



生
と
い
う
如
来
の
還
相
を
根
拠
と
す
れ
ば
こ
そ
、
往
相
道
が
単
に
浄
土
へ
と
い
う
方
向
に
止
ど
ま
ら
ず
、
我
々
の
求
道
心
に
と
っ
て
は
、
 

還
る
こ
と
の
最
も
難
し
い
「
五
濁
の
世
無
仏
の
時
」
と
い
う
厭
う
べ
き
苦
悩
の
現
実
を' 

荷
な
っ
て
生
き
る
外
は
な
い
命
の
大
地
と
せ
し 

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。


