
親
鸞
の
時
機
観

一
 

楽 

真

は

じ

め

に

『
教
行
信
証
』

に

お

い

て

「
大

無

量

寿

経

諏

震

岛

と

標

挙

さ

れ

る

よ 

う

に

、
浄

土

真

宗

は

『
大
無
量
寿
経
』

を
真
実
の
数
と
決
定
す
る
こ
と
か 

ら
開
顕
さ
れ
て

い
る
。

そ
の
決
定
は
、
何
が
人
間
に
と
っ
て
の
救
い
で
あ 

る
の
か
と
い
う
問
い
を
問
い
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
も
の
で
あ 

る
。
勿
論
、

お
よ
そ
宗
教
と
い
う
限
り
人
間
の
救
い
を
説
か
な
い
も
の
は 

な
い
。

し
か
し
、
人
間
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
救
い
と
い
う 

こ
と
に
も
違
い
が
出
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

そ
れ
故
、
人
間
と
は
何
か
を
押
え
る
こ
と
な
し
に
自
ら
の
依
り
処
と
す
る 

教
え
ご
そ
が
真
実
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
独
善
的
と
い
う
謗
り
を 

免
れ
な
い
も
の
で

あ
り
、
従
っ
て

、
生
き
て
い
る
人
間
か
ら
遊
離
し
た
教 

理
上
の
優
劣
論
争
に
し
か
結
び
つ
か
な
い
。

こ
れ
は
逆
か
ら
言
え
ば
、
人 

間
の
根
源
的
か
つ
普
遍
的
要
求
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

そ
の 

教
え
は
万
人
に
と
っ
て
の
救
い
で
あ
る
こ
と
を
明
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

親

鸞

は

法

然

と

の

出

遇

い

の

事

実

を

「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」 

と
い
う
言
葉
で
確
か
め
て
い
る
。

そ
れ
は
、

一
切
衆
生
を
救
わ
ん
と
す
る 

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
が
人
間
の
根
源
的
要
求
を
見
抜
き
表
現
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
、
法
然
の
選
択
本
願
と
し
て
の
決
定
を
頷
い
た
こ
と
に
よ 

る
。

人
間
が
自
ら
の
要
求
に
立
つ
一
切
の
行
為
を
雑
行
と
し
て
棄
て
る
こ 

と
が
で
き
る
の
は
、

正
に
自
ら
の
根
源
的
要
求
に
答
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ 

る
。
如
来
の
本
願
は
人
間
の
根
源
的
要
求
に
答
え
て
い
る
が
故
に
普
遍
的 

た
り
得
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
お
け

る
法
然
と

の
出
遇
い
は
、
人
間
に
お 

け
る
如
何
な
る
差
異
を
も
問
わ
ず
に
斉
し
く
働
く
選
択
本
願
と
の
出
遇
い 

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

教
が
真
実
で

あ
る
か
否
か
は
、
教
理
の
深
遠
さ
や
教
理
体
系
の
整
然
さ 

に
よ
っ
て
は
証
明
さ
れ
得
な
い
。
生
身
を
持
っ
た
人
間
に
現
に
働
く
か
ど 

う

か
で

あ
る
。

こ
の
問
題
を
浄
土
教
の
伝
統
で
は
、
教
が
時
と
機
に
相
応 

す

る

、
時
機
相
応
を

以
て

答
え
て
き
て

い
る
。

し
か
し
、

そ
の
浄
土
教
が 

末
法
の
時
の
凡
夫
を
機
と
す
る
方
便
教
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た 

の
も
ま
た
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
浄
土
の
教
と
し
て
普
遍
の
仏
道
を
明
そ 

う
と
す

る
立
場
と

、
浄
土
教
を
方
便
教
と
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
立
場
と 

で
は
、

同
じ
時
機
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
て
も
意
味
は
全
く
異
な
っ 

て
く
る
の
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
起

筆

に

際

し

、
親
鸞
は
時
機
相
応
を
真
実
教
の
証
明
と 

し
て
置
い
て
い
な
い
。

そ
れ
は
時
機
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
で
あ
る
が
た 

め
に
、

一
度
実
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
か
え
っ
て
人
間
の
問
題
を
見
失
う 

危
険
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
時
機
の
内
容
を
問
わ 

な
い
ま
ま
時
機
相
応
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
現
実
の
人
間
を
無
視
し
て
い 

く
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
時
機
相
応
と
い
う
こ
と
が
独
善
的
で
な
く
普
遍 

的
な
意
味
を

持
つ
た
め
に
は
、
如
何
に
深
く
人
間
の
問
題
を
捉
え
て
い
る 

か
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



こ
の
小
論
で
は
、
親
鸞
が
浄
土
教
の
伝
統
に
お
い
て
課
題
と
さ
れ
て
き 

た

時

機

を

ど

の

よ

う

に

受

け

止

め

た

の

か

を

特

に

「
時
」

を
中
心
に
確
か 

め
、
何
故
に
そ
の
こ
と
が
真
実
教
を
決
定
す
る
基
点
に
な
り
得
る
の
か
を 

尋
ね
て
み
た
い
。

- 

時

機

の

課

題
 

周
知
の
よ
う
に
、
親
鸞
は
自
ら
が
出
遇
っ
た
仏
道
の
伝
統
と
し
て
七
祖 

を
挙
げ
て
い
る
。
親

鸞

が

そ

の

七

人

を

「
高
僧
」

と
し
て
仰
ぐ
理
由
は
、
 

「
正
信
偈
」

の
、

顕
大
聖
興
世
正
意 

明

如

来

本

誓

応

機
(

定
本
一
・
ハ
七
頁) 

と
い
う
ニ
句
に
窺
え
る
。

こ

こ

に

「
顕
」
と

「
明
」
の
二
事
が
語
ら
れ
る
が
、
 

両
者
は
一
つ
の
事
実
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
釈
尊
出
世
の
所
以

②
 

が
弥
陀
の
本
願
を

唯
説
す

る
こ
と

に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

「
如
来
の
本
誓 

機
に
応
ぜ
る
こ
と
を
明
す
」
こ

と

に

お

い
て

「
大
聖
興
世
の
正
意
を
顕
わ
」 

し
て
き
た
の
が
七
祖
の
伝
統
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
何
故
に
七
祖
の
仕
事
を
こ
の
一
事
で
以
て
押
え
る
こ
と
が
で 

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
問
わ
な
い
な
ら
ば
、

い
く
ら
七
祖
の 

言
葉
を
列
挙
し
よ
う
と
も
、

「
弥

陀

の
本
願
に
つ
い
て

言
及
す

る
こ
と
も 

あ
る
が
、
著
述
の
量
か
ら
言
え
ば
少
な
く
、
本
意
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
」 

と
い
う
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
答
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
言
え
る
。 

親

鸞
は

自

己

の

正

当

性

を

証

明

し

よ

う

と

し
て

多

く

の

文

言

を

『
教
行 

信
証
』

に
引
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
仏
道
の
歴
史
に̂

い
て
何
が
問
題 

と
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
答
え
て
き
た
の
か
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

人
間
の
根
本
的
問
題
を
明
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、

法
然
一
人
で
は
不
充
分
だ
か
ら
七
人
を
立
て
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て 

な
い
。
親

鸞

に
と

っ
て

の
七
祖
は
、
弥
陀
の
本
願
を
明
す
と
い
う
形
で
仏 

道
の
問
題
に
答
え
て
き

た
こ
と

に
お
い
て

は
、

一
人
一
人
が
完
全
し
て
い 

る
の
で
あ
る
。
我
々
は
七
祖
と
親
鸞
の
言
葉
の
使
用
例
の
共
通
性
を
見
出 

す
こ
と

に
執
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

親
鸞
が
七
祖
の
上
に
ど
の
よ
う
な
課 

題
を

見
て

い
た
の
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
章
で
は
、

七
祖
の
中
、
特
に
龍
樹
と
曇
鸞
に
親
鸞
が
ど
の
よ
う
な 

課
題
を

見
た
の
か
を

、
時
機
を
視
点
と

し
て

窺
っ
て

み
る
。

龍

樹

は

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

で

「
易
行

品

」

を
開
く
に
当
た
り
、 

問
う
て
日
く
。
是
の
阿
惟
越
致
の
菩
薩
の
初
事
先
に
説
く
が
如
し
。 

阿
惟
越
致
地
に
至
る
は
、
諸
の
難
行
を
行
ず
る
こ
と
久
し
く
し
て
乃 

ち
得
べ
し
。

或
は
声
聞
辟
支
仏
地
に
堕
す
。
若
し
爾
ら
ば
是
大
衰
患 

な
り
。(

真
聖
全
一
ニ
ー
五
三
頁 

原
漢
文) 

と
問
い
を
立
て
、
疾
く
阿
惟
越
致
地
に
至
る
易
行
道
の
方
便
を
請
う
て
い 

る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、

汝
が
所
説
の
如
き
は
是
獰
弱
怯
劣
に
し
て
大
心
有
る
こ
と
無
し
、
是 

丈
夫
志
幹
の
言
に
非
ざ
る
也
。(

同
右)

と
厳
し
く
叱
責
し
、
不

退

転

地

を

得

る

に

は

「
身
命
を

惜
ま
ず
昼
夜
精
進
」 

す

る
外
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
確
か
め
た 

上
で
尚
も
易
行
道
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
龍
樹
に
は
あ
っ
た
の
で 

あ
る
。

大

乗

仏
教
は
、
個
人
的
証
果
を
求
め
る
二
乗
に
簡
異
し
て
、
上
求
菩
提



下
化
衆
生
を
根
本
的
課
題
と
し
て
い
る
。
今

、

個
人
的
と
い
う
の
は
、

い 

わ
ゆ
る
人
間
的
欲
望
に
お
け
る
利
己
主
義
を
指
す
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

③
 

で

も

仏

道

に

お

け

る

解

脱

を

得

る
こ

と

に

関

し
て

「
己
が
利
を
成
ぜ
ん
」 

と
す
る
問
題
を
指
す
の
で
あ
る
。

「
序

品

」

に
は
、

菩
薩
十
地
の
修
行
と 

の
関
係
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

軟
心
の
者
は
生
死
を
怖
畏
し
て
自
ら
念
え
ら
く
。
何
が
為
に
久
し
く 

生
死
に
在
り
て
諸
の
苦
悩
を
受
く
る
や
。
如

か
ず
、
疾
く
声
聞
辟
支 

仏
乗
を

以
て
速
か
に
諸
苦
を
滅
せ
ん
に
は
。

(

大

正

蔵

二

〇

ニ

ニ3

原
漢
文) 

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
声

聞

・
辟
支
仏
を
求
め
る
在
り
方
は
諸
苦
を 

滅
す
る
こ
と
を
以
て
得
脱
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
に
は
、
人
間
の 

苦
悩
は
一
人
一
人
に
起
因
す
る
個
人
の
苦
悩
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る 

と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
故
、
求

め

ら

れ

る

証

果

も

「
己
が
利
」

と
な
ら
ざ
る 

を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
大
乗
仏
教
は
、
人
間
を
関
係
的
存
在
と
押
え
て
い
る
と 

思
う
。

人
間
は
様
々
な
関
係
の
中
で
生
き
、
種
々
の
執
着
を
起
す
が
故
に
、 

自
利
と
利
他
と
が
両
立
し
得
ず
に
苦
悩
し
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
自 

利
と
利
他
の
両
方
が
満
足
す
る
こ
と
以
外
に
得
脱
を
考
え
な
い
の
が
大
乗 

の
立
場
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
前
の
二
乗
の
在
り
方
は
、
様
々
な
関
係
を 

生
き
て

い
な
が
ら
、

そ
の
関
係
を
断
つ
こ
と
に
よ
っ
て
苦
悩
を
無
く
そ
う 

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
方
向
を
持
つ 

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

地
獄
に
堕
し
て
も
畢
竟
じ
て
仏
に
至
る
こ
と
を 

得
る
が

、

二

乗

地

に

堕

す

る

こ

と

は

「
大
衰
患
」
「
大
怖
畏
」

と
言
わ
れ
、

ま

た

「
菩
薩
の
死
」

「
畢
竟
じ
て
仏
道
を

遮
す

」

と
ま
で
言
わ
れ
る
所
以 

で
あ
る
。

こ
こ
に
大
乗
仏
教
が
厳
し
く
二
乗
に
簡
ん
で
菩
薩
道
と
し
て
語 

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
。

菩

薩

道

は

「
諸
の
難
行
を
行
ず
る
こ
と

久
し
く
し
て

乃
ち

得
べ
し
」

と 

語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、

「
勤
行
精
進
」
す
る
外
な
い
道
で

あ
る
。

と
こ 

ろ
が
上
求
菩
提
下
化
衆
生
と
い
う
課
題
を
担
お
う
と
す
れ
ば
、

そ
の
課
題 

の
無
限
な
る
こ
と
に
気
づ
く
の
は
必
至
で
あ
る
。
無
限
な
る
課
題
の
成
就 

は
未
来
に
期
せ
ら
る
る
外
な
く
、

そ
の
際
に
修
行
を
支
え
る
も
の
は
、
釈 

尊
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
成
道
の
事
実
で

あ
り
、
自
分
も
ま
た
そ
の
可
能 

性
を

持
っ
て

い
る
こ
と
に
対
す
る
絶
対
の
確
信
で
あ
る
。

し
か
し
可
能
性 

を

確
信
す
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
現
実
と
遊
離
し
夢
を
見
る
こ
と
に
な 

る
。
何
故
な
ら
修
行
を

重
ね
れ
ば
重
ね
る
程
、
道
は
遠
く
現
実
は
重
く
の 

し
か
か
っ
て
来
る
。

そ
し
て
こ
の
事
実
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
よ
う
と
す 

れ
ば
、
自
ら
の
可
能
性
に
対
す
る
確
信
そ
の
も
の
が
脅
か
さ
れ
る
か
ら
で 

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
菩

薩

道

は

そ

れ

自

体

の

内

に

「
堕
二
乗
地
」

の
危 

険
を
孕
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。

龍

樹

が

「
獰
弱
怯
劣
」

と
叱
責
し
な
が
ら
も
、

な
お
易
行
道
を
説
か
ね 

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
現
実
と
遊
離
す

る
こ
と
な
く
、 

「
速

疾

」

に
成
就
す
る
道
を
開
か
な
い
な
ら
、

二
乗
地
へ
の
退
転
の
危
機 

を
克
服
し
た
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
易
行
道
は
、
成
仏
を 

直
接
的
に
課
題
と
す

る
の
で

な
く
、

二
乗
地
に
退
転
し
な
い
不
退
転
地
の 

獲

得

を

内

実

と

す

る

「
必
定
」

と
い
う
形
で
、
成
仏
を
課
題
に
し
て
い
る 

こ
と
が
わ
か
る
。
換

言
す

れ

ば

、

二
乗
へ
の
誘
惑
に
脅
か
さ
れ
な
い
必
定 

の
確
信
を
生
ぜ
し
め
、
仏

道
修
行
の
根
拠
、
立
脚
地
を
成
立
せ
し
め
る
も



の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
易
行
道
と
は
菩
薩
道
の
修
行
に
耐
え 

得
な
い
者
の
為
に
仮
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
菩
薩
道
そ
の
も
の 

の
持
つ
危
機
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
時
に
、

「
停
弱
怯 

劣

」

と
い
う
言
葉
も
、
修
行
に
耐
え
得
な
い
特
定
の
個
人
の
能
力
を
意
味 

す
る
の
で
は
な
く
、
上
求
菩
提
下
化
衆
生
と
い
う
課
題
が
限
り
な
き
も
の 

で
あ
り
、
人
間
の
確
信
を
以
て
は
果
し
遂
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
問
題
を
浮 

き
彫
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
叱
責
す
る
言
葉
で
も
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。 

安
易
な
道
を
求
め
よ
う
と
す
る
だ
け
の
者
に
と
っ
て
、
「
獰
弱
怯
劣
」
「
怯 

弱
下
劣
」

と
言
わ
れ
、

「
発
願
し
て

仏
道
を

求
む

る
は
三
千
大
千
世
界
を 

挙
ぐ
る
よ
り
も
重
し
」

と
仏
道
の
厳
し
さ
を
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
仏 

道
を
求
め
る
基
本
姿
勢
が
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
易
行
道
は
安
易 

な
道
な
の
で
は
な
い
。

汝
も
し
必
ず
此
の
方
便
を
聞
か
ん
と
欲
せ
ば
、
今
当
に
之
を
説
く
べ 

し
。(

真
聖
全
一
・
ニ
五
四
頁 

原
漢
文) 

と

い
う

確

か

め
を

通

し
て

語
り
出
さ
れ

る
よ
う
に
、

「
堕
二
乗
地
」

と
い 

う
危
機
に
直
面
し
て
初
め
て
聞
か
ん
と
欲
す
る
道
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

求

道

に

お

い
て

真

に

易

行

道
が

要

求

さ
れ

る

の
は

、

「
堕
二
乗
地
」

の
問 

題
を
孕
む
修
行
そ
の
も
の
が
問
い
直
さ
れ
、
立
場
の
転
換
が
要
求
さ
れ
る 

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
菩
薩
道
の
難
行
に
耐
え
得
な
か
っ
た
者
が
、 

別
の
道
を
易
行
道
に
見
出
す
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
易
行
道
が
語
ら
れ 

な
け
れ
ば
菩
薩
道
は
成
就
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

親
鷲
が
比
叡
山
を
下
り
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
修
行
を
全
う
し
得
な
か

っ
た
か
ら
だ
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、

そ
の
こ 

と
を

単
に
親
鸞
個
人
の
能
力
の
問
題
で
あ
る
と
押
え
る
な
ら
ば
、
全
く
の 

誤
り
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
親

鸞

に

お

け

る

「
い
ず
れ
の
行
も 

お
よ
び
が
た
き
身
」

と
い
う
信
知
は
敗
北
者
の
言
葉
で
は
な
く
、
修
行
に 

関
わ
る
立
場
が
転
換
さ
れ

た
こ
と

の
表
明
で

あ
り
、
難
行
と
し
て
語
ら
れ 

て
き
た
修
行
が
行
と
し
て
の
意
味
を
具
え
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
返
し 

で
あ
る
。

二

龍
樹
が
押
え

た
菩
薩
道
に
お
け

る
問
題
を

、
更
に
そ
の
理
由
か
ら
問
う 

た
の
が
曇
鸞
で
あ
る
。

『
浄
土
論
註
』

は
、

「
謹
按
龍
樹
菩
薩
十
住
毘
婆
沙
」

と
い
う
言
葉
を 

以
て

始
ま
る
。

そ
れ
は
、

『
浄
土
論
』

を
易
行
道
開
顕
の
書
と
し
て
位
置 

づ
け
よ
う
と
す
る
と
共
に
、

そ
の
視
点
は
龍
樹
の
意
を
承
け
た
も
の
で
あ 

る
と
い
う
自
己
の
立
場
を
表
明
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

曇
鸞
は
易
行
道
こ
そ
が
大
乗
の
課
題
に
答
え
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を 

明
示
す
る
た
め
に
、
難
行
道
と
易
行
道
の
二
種
の
道
と

い
う
、
あ
え
て
相 

対
表
現
を
と
っ
て
い
る
。

そ

し

て

難

行

道

が

「
難
」

と
さ
れ
る
理
由
を
次 

の
よ
う
に
押
え
て
い
る
。

難
行
道
は
、
謂

く

五

濁

の

世

・
無
仏
の
時
に
於
て
阿
毘
跋
致
を
求
む 

る
を
難
と
為
す
。(

真
聖
全
一
ニ
ー
七
九
頁 

原
漢
文) 

こ

こ

に

「
世

」

と

「
時

」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

一
見
す
る
と
自 

己
の
問
題
を
社
会
と
時
代
と
に
転
嫁
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ 

な
い
。

し
か
し
、
時
代
と
社
会
が
問
題
に
な
る
と

い
う
こ
と
は
、
人
間
を



時

代

・
社
会
に
生
き
る
関
係
的
存
在
で
あ
る
と
押
え
、
難
行
道
が
こ
の
人 

間
に
現
実
的
意
義
を
全
う
し
得
る
か
ど
う
か
を
問
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ 

故

、
次

に

五

つ

に

ま

と

め

て

押

え

ら

れ

る

「
難

」

も
、
時
代
社
会
の
只
中 

で
不
退
転
地
を
求
め
よ
う
と
す
る
時
に
初
め
て
直
面
す
る
求
道
上
の
問
題 

で
あ
る
。

五
難
の
中
で
前
の
四
つ
は
、
修
行
自
体
の
方
向
を
見
失
わ
せ
る
種
々
の 

誘
惑
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。

つ
ま
り
、
修
行
を
支
え
て
い
る
の
が
成
仏 

の
可
能
性
に
対
す
る
確
信
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

そ
の
確
信
が
種
々
の
誘 

惑
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
龍
樹
に
関 

し
て
若
干
触
れ
た
が
、
曇
鸞
は
更
に
第
五
番
目
と
し
て
、
 

た
だ
是
自
力
に
し
て
他
力
の
持
つ
無
し
。(

真
聖
全
一
ニ
ー
七
九
頁) 

と
述
べ
、
成
仏
の
可
能
性
の
確
信
が
脅
か
さ
れ
る
理
由
を
押
え
て
い
る
。 

即
ち
、
難
行
道
を
支
え
て
い
る
確
信
そ
の
も
の
が
自
力
で
あ
る
こ
と
を
明 

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
教
え
に
依
っ
て
修
行
す
る
と
言
っ
て
も
、
 

教
え
自
体
が
自
力
の
思
い
に
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
思
い
を 

以
て
自
ら
救
わ
れ
て
い
こ
う
と
す
る
出
口
の
な
い
理
想
に
閉
じ
こ
も
る
こ 

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
四
つ
の
難
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
存
在
の
事 

実
に
直
面
す
る
時
、
修
行
の
方
向
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
は
必
然
と
言
わ
ね 

ば
な
ら
な
い
。

そ
の
時
な
お
も
自
ら
の
理
想
に
立
と
う
と
す
る
な
ら
ば
、
 

関
係
存
在
た
る
こ
と
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
菩
薩
道
に
お
け
る
堕
二
乗
地 

の
危
機
は
、
自
力
の
確
信
に
依
処
し
て
い
る
こ
と
自
体
の
問
題
で
あ
る
こ 

と
が
わ
か
る
。

そ
の
意
味
で
、
曇

鸞

が

言

う

「
五
濁
の
世
・
無
仏
の
時
」 

と
は
、
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
る
時
代
社
会
の
表
面
的
様
相
で
は
な
く
、

五

難
に
ま
と

め
ら
れ
る
求
不
退
転
地
の
問
題
に
頤
い
た
者
の
み
が
見
出
す
、 

世
と

時
の
現
実
認
識
で
あ
る
。
自
力
と
い
う
こ
と
に
何
の
疑
問
も
抱
か
な 

い
立
場
か
ら
は
、

「
難

」

と

い
う
こ
と
す
ら

問
題
に
な
っ
て
こ

な
い
と

言 

え
る
。
従

っ

て

「
五

濁

の

世

・
無

仏

の

時

」

と
は
、

時
代
社
会
の
現
実
を 

五

濁

・
無
仏
と

指
教
す

る
こ
と

に
よ
っ
て

、
自
力
に
立
つ
人
間
の
在
り
方 

を
問
い
返
し
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
次
に
章
を
改
め
て
こ
の
問
題
を
考
え 

て
い
き
た
い
。ニ

仏
説
の
決
定

『
教
行
信
証
』

の
中
で
時
機
に
つ
い
て
主
題
的
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
 

「
化

身

土

巻

」

の
所
謂
三
願
転
入
の
文
の
後
の
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。 

信

に
知
ん
ぬ
。

聖
道
の
諸
教
は
在
世
正
法
の
為
に
し
て
全
く
像
末
法 

滅

の
時
機
に
非
ず
。

已
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
る
な
り
。
浄
土
真
宗 

は
、
在

世

・
正

法

・
像

末

・
法
滅
、
濁

悪

の

群

萌

、
斉
し
く
悲
引
し 

た
も
う
を
や
。(

定
本
一
ニ
ー
ー
〇
九
頁 

原
漢
文) 

こ
こ
に
親
鸞
は
、
人
間
の
根
源
的
か
つ
普
遍
的
な
る
要
求
に
答
え
る
も
の 

と
し
て
選
択
本
願
を
明
か
し
終
わ
っ
た
こ
と
を
承
け
て
、
浄
土
真
宗
と
聖 

道
の
諸
教
と

を

決

判

し

、
聖
道
の
諸
教
の
持
つ
問
題
性
を
指
摘
し
て
く
る
。 

そ

れ

は

「
化

身

土

巻

」
冒
頭
に
、

然
る
に
濁
世
の
群
萌
穢
悪
の
含
識
、

乃
し
九
十
五
種
の
邪
道
を
出
で 

て
半
満
権
実
の
法
門
に
入
る
と
雖
も
、
真
な
る
者
は
甚
だ
以
て

難
く
、 

実
な
る
者
は
甚
だ
以
て
希
な
り
。
偽
な
る
者
は
甚
だ
以
て

多
く
、
虚 

な
る
者
は
甚
だ
以
て
滋
し
。(

定
本
一
・
二
六
九
頁 

原
漢
文) 

と
述
べ
た
こ
と
の
理
由
を
、
時
機
の
面
か
ら
押
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ



る
。一

代
教
を
聖
道
門
と
浄
土
門
に
判
別
し
、

聖
道
門
を
仮
門
と
押
え
る
こ 

と
は
、
既

に

「
化
身
土
巻
」

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
聖
道
門
は
、
 

則
ち

是
自
力
、
利

他

教
化
地
、
方
便
権
門
の
道
路
な
り
。

(

定
本
一
・
二
ハ
九
頁
原
漢
文) 

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
往

生
浄
土
の
方
便
」

と
い
う
意
味
を
持
つ 

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
仮
は
真
に
入
ら
し
め
る
こ
と
に
お
い 

て
そ
の
意
味
を
果
た
す
の
で
あ
り
、
仮
を

真
と
混
同
す
る
こ
と
は
、
仮
が 

仮
と

し
て
の
意
味
を
持
た
な
い
ば
か
り
か
、
偽
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に 

な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
親
鸞
は
、
仮

と

し

て

働

く

限

り

は

「
利
他
教
化 

地
、
方

便
権
門
の
道
路
」

と
い
う
意
味
を
持
つ
聖
道
門
で
は
あ
る
が
、

そ 

れ
を
宗
と
す
る
立
場
、
即
ち

聖
道
の
諸
教
に
対
し
て
は
、
徹

底

し

て

「
時 

を
失
し
機
に
乖
け
る
」

も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

親

鸞

は

「
後
序
」

に
お
い
て
、

聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
今
盛
な
り
。

(

定
本
一
ニ
ー
ー
ハ
〇
頁 

原
漢
文) 

と
述
べ
る
が
、

そ

う

言

い

切

っ

て

い

く

基

点

と

な

っ
て

い

る

の

が

「
信
知 

聖
道
諸
教
」

以
下
の
一
段
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
聖

道

の

諸

教

が

「
行 

証
久
廃
」

せ
ざ
る
を
得
な
い
理
由
を
、
時
機
不
相
応
と
い
う
点
か
ら
見
定 

め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ

の

文

章

に

続

く

五

説

・
四
依
の
問
題 

は
、
何
故
に
聖
道
の
諸
教
が
時
機
不
相
応
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
が
時
機
相 

応
で
あ
る
の
か
を
尋
ね
る
視
点
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以

下

、

そ 

の
内
容
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

五
説
に
つ
い
て
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
善

導

の

『
観
経
疏
』 

の

「
玄
義
分
」

に
依
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ

の

元

は

道

綽

の

『
安
楽
集
』 

第

一

大

門

、
更

に

は

『
大
智
度
論
』

巻
二
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。 

善

導

は

「
玄
義
分
」

説

人
門
に
お
い
て

、
 

四
に
説
人
の
差
別
を
弁
ず
と
は
、

凡
そ
諸
経
の
起
説
五
種
に
過
ぎ
ず
。 

ー
に
は
仏
の
説
、

二
に
は
聖
弟
子
の
説
、

三
に
は
天
仙
の
説
、

四
に 

は
鬼
神
の
説
、

五
に
は
変
化
の
説
な
り
。
今

此
の
観
経
は
是
、
仏
の 

自
説
な
り
。(

真
聖
全
一
・
四
四
六
頁 

原
漢
文) 

と
述
べ
て
い
る
が
、
単

に

『
観
経
』

を
五
説
に
分
け
る
中
の
仏
説
に
位
置 

づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
仏
の
自 

説
な
り
」

と
い
う
言
葉
で
説
人
門
を
終
わ
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か 

し
こ
れ
に
続
い
て
、

問
う
て
日
く
。
仏

何
れ

の
処
に
か
在
し
て

説
き

、
何
人
の
為
に
か
説 

き
た
ま
え
る
。
答
え
て
日
く
。
仏
は
王
宮
に
在
し
て
韋
提
等
の
為
に 

説
き
た
ま
え
り
。(

真
聖
全
一
・
四
四
六
頁 

原
漢
文) 

と
い
う
問
答
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
答
は
、

『
観
経
』 

が
ど
こ
で
、
誰
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
に 

よ

っ

て

『
観
経
』

の
位
置
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
に 

内
容
に
関
す
る
こ
と
が
説
人
を
決
定
す
る
際
に
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う 

か
。

そ
れ
は
仏
説
と
い
う
こ
と
が
単
に
分
類
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
な 

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『
観
経
』

の
場
合
、

仏
が
実
業 

の
凡
夫
で
あ
る
韋
提
希
の
た
め
に
世
俗
の
只
中
で
あ
る
王
舎
城
で
説
か
れ



た
教
え
で
あ
る
と
い
う
、
教

え

の

現

実

的

意

義

の

確

認

に

よ

っ

て

「
仏
の 

自
説
」

と
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
内
容
の
確
認
を
通
し 

て
仏
説
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

「
仏
説
」

に
つ
い
て

善

導
は

釈

名

門

に

お

い
て

、

「
仏

」

を

「
自
覚
覚 

他

覚

行
窮
満
」

と
押
え
、
更
に
仏
を
人
間
の
延
長
上
に
見
る
こ
と
を
簡
ん 

で

「
如
来
」

と
確
か
め
た
上
で
、

「
説
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て 

い
る
。如

来
機
に
対
し
て
法
を
説
き
た
も
う
に
多
種
不
同
な
り
。
漸
頓
宜
し 

き
に
随
い
隠
彰
異
有
り
、
或
は
六
根
通
じ
て
説
き
た
も
う
、
相
好
も 

亦
然
な
り
、
念
に
応
じ
縁
に
随
い
て
皆
証
益
を
蒙
る
也
。

(

真
聖
全
一
・
四
四
四
頁
原
漢
文) 

こ
こ
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
仏

説

と

は

「
如

来

」

が

「
機
に
対
し
て
法
を 

説
き
た
も
う
」

が

故

に

「
皆
証
益
を
蒙
る
」

も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な 

仏
説
の
意
味
を

、
善

導

は

『
観
経
』

が
王
舎
城
で
韋
提
希
の
た
め
に
説
か 

れ

た

と

い

う

こ

と

に

見

た

と

言

え

よ

う

。

そ

の

意

味
で

善

導

に

お
け

る 

「
仏
の
自
説
な
り
」

と
の
決
定
は
、
単
に
釈
尊
の
所
説
を
仏
説
と
す
る
文 

献
学

的
立
場
と
は
全
く
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、

王

宮

・
韋
提
希
の 

名
に
代
表
さ
れ
る
具
体
的
現
実
を
離
れ
る
な
ら
ば
仏
説
た
り
得
な
い
と
い 

う
こ
と
を
言
い
切
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

言
わ
ば
、
仏
説
と 

は
何
か
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
は
善
導
の
意
を
承
け
な
が
ら
も
、
善
導
の
言
葉
と
し
て
引
く
の
で 

な
く
、
自
分
の
言
葉
に
改
め
て
述
べ
て
い
る
。

是
を

以
て

経
家
に
拠
り
て
師
釈
を
披
き
た
る
に
、
説
人
の
差
別
を
弁 

ぜ
ば
、

凡
そ
諸
経
の
起
説
五
種
に
過
ぎ
ず
。

一
つ
に
は
仏
説
、

二
つ

に
は
聖
弟
子
説
、

三
つ
に
は
天
仙
説
、

四
つ
に
は
鬼
神
説
、

五
つ
に 

は
変
化
説
な
り
。
爾
れ
ば
四
種
の
所
説
は
信
用
に
足
ら
ず
。
斯
の
三 

経
は
則
ち

大
聖
の
自
説
也
。(

定
本
一'

一
ニ
〇
頁 

原
漢
文) 

善
導
の
確
か
め
か
ら

考
え
て

、

こ
こ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
仏
説
か
否
か 

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
経
典
の
形
式
か
ら
見
た
五
説
の
分
類
で
は
な
い
。 

そ

れ

故

仏

説

以

外

の

四

種

の

所

説

を

「
不
足
信
用
」

と
言
い
切
っ
て
い
る 

と
こ
ろ
に
親
鸞
の
主
張
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ

の

「
不
足
信
用
」

に 

つ
い
て
は
、

「
信

巻

」
深

心

釈

で

仏

の

所

説

を

「
了
教
」

と
押
え
、

菩
薩 

等
の
説
は 

尽

く

「
不
了
教
」

で
あ
る
と
押
え
た
上
で
、
 

唯

、
仏
語
を
深

信
し
て
専
注
奉
行
す
べ
し
。
菩
薩
等
の
不
相
応
の
教 

を

信
用
し
て

以
て
疑
碍
を
為
し
惑
い
を
抱
い
て
、
自
ら
迷
い
て
往
生 

の
大
益
を
廃
失
す
べ
か
ら
ざ
れ
と
な
り
。

(

定
本
一
・
ー
〇
五
頁
原
漢
文) 

と
述
べ
る
こ
と
に
意
を
窺
え
る
よ
う
に
思
う
。

い
か
に
教
と
呼
ば
れ
よ
う 

と
も
、
機

に

相

応

し
な
い
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
信
じ
用
う
る
こ
と
は
、
 

「
疑
碍
を
為
し
惑
を

抱
い
て

自
ら

迷
」
う
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ 

る
。

「
往

生

の

大
益
を

廃
失
」

し

な

い

た

め

に

は

「
不
了
教
」

を
信
用
せ 

ず

、
「
了

教

」

に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
唯

、
仏
語
を
深
信
し
て
専
注
奉 

行
す

べ

し

」

と
勧
め
ら
れ
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。 

で
は
親
鸞
は
何
を
以
て
仏
説
で
あ
る
こ
と
を
定
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

善

導

に

お

い

て

『
観
経
』

を
仏
説
と
決
定
す
る
た
め
の
確
か
め
は
、

ど
こ 

で
誰
の
た
め
に
説
か
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

と
こ

ろ
が
、
善
導 

が
設
け
て
い
た
問
答
を
親
鸞
は
置
い
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
善
導
の
言
葉 

が

『
観
経
』

の
み
を
仏
説
と
決
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う



だ
け
の
理
由
で
は
な
い
。

「
斯
の
三
経
」

と

い
う

言
葉
を

以
て

三
経
の
内 

容
を
確
か
め
得
る
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

親

鸞

は

「
教
巻
」

以
来
述
べ
て 

き

た

こ

と

を

受

け

て

「
斯
の
」

と
押
え
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
内
容
は
・

⑥
 

た

と

え

ば

「
三
経
の
真
実
は
選
択
本
願
を
宗
と
す
る
な
り
」

と
い
う
一
言 

に
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

つ
ま
り
、
「
斯
の
三
経
」

は
、

時
機 

を
問
わ
ず
、

斉
し
く
悲
引
し
た
も
う
選
択
本
願
を
宗
と
し
、

「
皆
証
益
を 

蒙
る
」
教
で
あ
る
が
故
に
仏
説
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
に
親
鸞
は
、
選

択

本

願

を

宗

と

す

る

三

経

を

「
大
聖
の
自
説
」

と 

決
定
す

る
。

こ
の
決
定
は
、

三
経
が
時
機
に
相
応
せ
る
教
で
あ
る
こ
と
を 

明
か
す
と
同
時
に
、
善

導

が

「
仏

」

を

「
如
来
」

と
確
認
し
た
こ
と
を
承 

け
て
、
選
択
本
願
を
説
く
こ
と
を
出
世
本
懐
と
す
る
如
来
の
言
葉
と
し
て

⑦
 

の
三
経
を
明
す
も
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
単
に
弥
陀
の
本
願
が
説
か
れ 

て
あ
る
か
ら
仏
説
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
弥
陀
の
本
願 

が

説

か

れ

な

け

れ

ば

「
皆
証
益
を

蒙
る
」
仏
道
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
こ 

と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
更
に
、

聖
道
の
諸
教 

が
、
釈
尊
の
所
説
を
以
て
仏
説
と
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
逆
に 

問
い
返
す
こ
と
に
も
な
る
。

そ
れ
が
次
に
、

四
依
の
文
で
述
べ
ら
れ
て
く 

る
の
で
あ
る
。

二 

親

鸞

は

『
大
智
度
論
』

の
文
を
引
く
に
際
し
、

「
大

論

に

四

依
を

釈

し 

て
云
く
」

と
い
う
言
葉
を
冠
し
、
主
題
が
四
依
に
あ
る
こ
と
を
先
ず
明
示 

し
て
い
る
。

「
依

」

が
問
題
と
な
る
の
は
、

前
に
機
に
相
応
す
る
も
の
と 

し
て
仏
説
を
確
か
め
た
こ
と
を
承
け
て
、
教
え
が
い
く
ら
機
に
相
応
す
る

と
言
っ
て
も
、
教
え
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
の
か
と
い
う
問
題
は
残 

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち

、
教
え
は
教
え
を
真
に
聞
き
止
め
た
者
に 

の
み
現
実
的
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

四
依
は
、
教
え

を

い
か
に
聞
き

、
 

い
か
に
依
る
の
か
と
い
う
、
教
え
を
受
け
止
め
る
側
の
問
題
を
明
ら
か
に 

し
て
い
る
。

四
依
と
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

涅
槃
に
入
り
な
ん
と
せ
し
時
、
諸
の
比
丘
に
語
り
た
ま
わ

く
、
今
日 

よ
り
法
に
依
り
て
人
に
依
ら
ざ
る
べ
し
、
義
に
依
り
て
語
に
依
ら
ざ 

る
べ
し
、
智
に
依
り
て
識
に
依
ら
ざ
る
べ
し
、

了
義
経
に
依
り
て
不 

了
義
に
依
ら
ざ
る
べ
し
と
。(

定
本
一
・
三
一
〇
頁 

原
漢
文) 

こ
こ
の
主
題
が
、
教
え
を
教
え
と
し
て
聞
き
止
め
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を 

考
え

る
な
ら
ば
、

四
依
と
い
っ
て
も
経
が
了
義
と
い
う
意
味
を
持
ち
得
る 

か
否
か
に
帰
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
を
四
つ
に
分
け
て
述
べ
る
の 

は
、

了
義
経
と
不
了
義
経
を
両
方
並
べ
た
上
で
片
方
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と 

で
な
く
、

ど

こ

ま

で

も

人

間

の

「
依

」

の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
押
え
る
た 

め
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
に
依
り
、
語
に
依
り
、
識
に
依
る

限

り

、

い
か 

な
る
経
で
あ
ろ
う
と
も
不
了
義
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
法

に

依

り

、
義
に 

依
り
、
智

に
依
っ
て
こ

そ
、
経
は
了
義
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
は
次 

に

「
依
了
義
経
」

の

語

を

「
了
義
経
に
依
る
と
は
」

と

読

ま

ず

に

「
依
了 

義
経
と
は
」

と
読
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
、

了
義
に
依
っ
た
経
が
明
ら
か
に 

な
る
こ
と
、
即
ち

経
が
教
え
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
以
外
に
了
義
経 

に
依
る
と
い
う
事
実
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ 

と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

し

ば

ら

く

「
依
了
義
経
」

の
一
文
に
注
目
し 

た
い
。



依
了
義
経
と
は
、

一
切
智
人
有
す
、
仏
第
一
な
り
。

一
切
諸
経
書
の 

中
に
仏
法
第
一
な
り
。

一
切
衆
の
中
に
比
丘
僧
第
一
な
り
。
無
仏
世 

の
衆
生
を
、
仏
此
を

重
罪
と
為
し
た
ま
え
り
、
見
仏
の
善
根
を
種
え 

ざ
る
人
な
り
と
。(

定
本
一'

ニ

ニ

頁

原

漢

文
) 

こ
こ
の
文
章
は
、
現

在

見

る

こ

と

の

で

き

る

『
大
智
度
論
』

の
文
章
と 

と
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
特

に

「
無
仏
世
の
衆
生
」

と
い
う
言
葉
は
取 

意
さ
れ

た
も
の
と

思
わ
れ

、

そ
の
後
の
言
葉
も
親
鸞
の
独
特
な
読
み
方
が 

さ
れ
て
い
る
。

『
大
智
度
論
』

の
文
意
で
は
、

仏
世
に
値
う
こ
と
が
難
い 

こ
と
を
無
仏
の
世
の
長
さ
で
示
し
、
衆
生
を

励
ま
し
、
仏
に
値
う
こ
と
を 

成

り

立

た

し

め

よ
う
と

す

る

方

便

の

説
で

あ

り

、

「
未

了

義

」

に
つ
い
て

⑧

述
べ
て
い
る
部
分
に
当
た
る
。

し
か
し
親
鸞
は
未
了
義
に
つ
い
て
は
全
く 

言
及
し
て
い
な
い
か
ら
、

「
依
了
義
経
」

の
内
容
と
し
て
読
む
べ
き
部
分 

で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
依

了

義

経

と

は

仏

・
仏

法

・
比
丘
僧
の
三
宝
が
人 

間
に
関
わ
る
一
切
の
も
の
の
中
で
第
一
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
も
の 

で
あ
る
。

と
同
時
に
、
無
仏
世
の
衆
生
、
即
ち
無
仏
の
時
を
生
き
る
者
は 

見
仏
の
善
根
を
種
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
故
に
、
重
罪
と
さ
れ
る
存
在 

で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
経

⑨

を
、
親

鸞

は

「
不
了
義
」

と
押
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
人
に
依
り
、
 

語
に
依
り
、
識
に
依
る
限
り
、
経
は
教
た
り
得
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で 

あ

り

、
未
だ
了
義
な
ら
ざ
る
方
便
の
説
と
い
う
立
場
を
否
定
す
る
も
の
で 

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
尋
ね
る
時
、

聖

道

の

諸

教

が

「
在
世
正
法
の
為
に
し
て
全 

く
像
末
法
滅
の
時
機
に
非
ず
」

と
言
わ
れ
る
理
由
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。 

在

世

・
正
法
と
は
釈
尊
自
身
に
よ
っ
て
、
修
行
し
て
成
仏
し
て
い
く
こ
と

が
証
明
さ
れ
て
お
り
、
法
が
正
し
く
伝
持
さ
れ
得
る
時
で
あ
る
と
言
え
る
。 

し
か
し
、
釈
尊
の
教
え
に
依
る
側
の
問
題
と
し
て
、
人
格
的
指
導
者
と
し 

て
の
釈
尊
と
そ
の
言
葉
を
以
て
自
ら
の
修
道
の
証
明
に
し
よ
う
と
す
る
意 

識
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
釈
尊
を
人
間
の
延
長
上
に
考
え
、
自
ら
の 

成
仏
の
可
能
性
を

自
明
の
も
の
と
し
て
い
く
意
識
で
あ
る
。

そ
の
結
果
と 

し
て
、
釈
尊
を

し
て

釈
尊
た
ら
し
め
た
法
を
見
失
い
、
義
を
忘
れ
た
言
葉 

ば
か
り
が
氾
濫
し
、
衰
退
し
て
い
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。 

曇

鸞

の

「
た
だ
是
自
力
に
し
て
他
力
の
持
つ
無
し
」

と
は
、

こ
の
よ
う
な 

釈
尊
に
対
す
る
執
心
を
問
題
に
し
て

い
た
の
で

あ
る
。

こ
こ
に
聖
道
の
諸 

教

は

、

ど
の
よ
う
な
釈
尊
観
を
立
て
よ
う
と
も
、
釈
尊
に
対
す
る
人
格
的 

執
着
を
超
え
切
っ
て

ゆ
け
な
い
が
故
に
、

「
全

く

像

末

法

滅

の

時

機

に

非 

ず

」

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
逆
に
、
浄

土

真

宗

が

普

遍:

氷 

遠
の
道
た
り
得
る
の
は
、
時
機
を
簡
ば
ず
斉
し
く
悲
引
し
た
も
う
選
択
本 

願
を

宗
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、

釈
尊
に
対
す
る
人
格
的
執
着
を
超
え
し 

め
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

四
依
は
釈
尊
の
入
滅
を
事
実
と
し
て 

受
け

止
め
、
釈
尊
を
し
て
釈
尊
た
ら
し
め
た
法
に
目
覚
ま
し
め
よ
う
と
す 

る
教
え
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
親
鸞
が

「
涅
槃
に
入
り
な
ん
と
せ
し
時
」 

と
い
う
強
い
意
志
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
読
ん
で
い
る
よ
う
に
、
釈
尊
自 

身
が
入
滅
に
お
い
て

示
そ
う
と
し
た
教
え
な
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
 

釈
尊
入
滅
後
の
衆
生
に
と

っ
て

の
仏
説
と
は
、

三
宝
が
第
一
で
あ
る
こ
と 

と
、
無
仏
の
世
を
生
き
る
衆
生
自
身
が
仏
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と 

が
明
ら
か
に
な
る
以
外
に
は
な
い
と
言
え
る
。

我
々

は

、
釈
尊
入
滅
後
の
無
仏
の
世
を
生
き
て
い
る
と
い
う
時
の
問
題 

を
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
仏
に
出
遇
え
な
い
重
罪
と
さ
る
べ
き
機



の
問
題
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

こ

こ

に

初

め

て

「
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る

⑩
身

」

と
い
う
こ
と
が
自
ら
の
思
い
に
す
ぎ
ず
、
自
ら
の
力
を
以
て
し
て
は 

⑪

「
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
」

で
あ
る
事
実
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

時
機
を

簡
ば
ず
斉
し
く
悲
引
し
た
も
う
こ
と
は
、
全
く
の
無
条
件
と
い
う 

こ
と
を
意
味
し
な
い
。

「
無
仏
世
の
衆
生
」

と
い
う
時
機
の
自
覚
は
要
と

⑫

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
親
鸞
は
、

末

代
の
道
俗
、
善
く
四
依
を
知
り
て
法
を
修
す
べ
き
な
り
。

(

定
本
一
ニ
ー
ー
ー
ー
頁 

原
漢
文) 

と
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。

三
末
法
の
意
義

前
章
に
お
い
て
尋
ね
た
よ
う
に
、
親
鸞
は
聖
道
の
諸
教
が
行
証
久
廃
せ 

る
理
由
を
、
無
仏
と

い
う
時
の
自
覚
が
な
く
、
自
ら
の
努
力
を
以
て
仏
道 

の
課
題
を
完
遂
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
見
た
。
自
力
に
依
る
限
り
、 

仏
道
の
全
体
が
思
い
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
必
至
で
あ
り
、
釈
尊
が
目
覚 

め
た
法
を
見
失
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
人
間
の
問
題
を
、
 

親

鸞

は

五

説

・
四
依
の
文
で
確
か
め
た
こ
と
に
立
っ
て
、
次
に
道
綽
の
言

⑬

葉

に

依

り

な

が

ら

「
聖
道
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
」
す
る
。

こ
の
文
章
の
展
開
の
次
第
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
。

五 

説

・
四
依
の
文
に
よ
る
確
か
め
を
抜
き
に
し
て
時
機
を
述
べ
る
場
合
、

た 

と
え
ば
最
澄
の
、

正
像
稍
に
過
ぎ
已
り
て
、
末
法
太
だ
近
き
に
あ
り
。
法
華
一
乗
の
機\ 

今
正
し
く
こ
れ
そ
の
時
な
り
。

(

『守
護
国
界
章
』
日
本
思
想
大
系
四
・
ニ
四
九
頁)

と
い
う
異
な
っ
た
時
機
相
応
の
説
と
、
単
な
る
対
立
概
念
で
あ
る
と
さ
れ 

る
こ
と
を
免
れ
な
い
。

ま
た
慈
円
の
、

弥
陀
一
教
利
物
偏
増
ノ
マ
コ
ト
ナ
ラ
ン
世
ニ
ハ
、
罪
障
マ
コ
ト
ニ
消 

テ
極
楽
へ
マ
イ
ル
人
モ
ア
ル
ベ
シ
。

マ
ダ
シ
キ
真
言
止
観
サ
カ
リ
ニ 

モ
ア
リ
ヌ
ベ
キ
時
、
順
魔
ノ
教
二
シ
タ
ガ
イ
テ
得
脱
ス
ル
人
ハ
ヨ
モ 

ア
ラ
ジ
。(

『
愚
管
抄
』
日
本
古
典
文
学
体
系
八
六
・
二
九
五
頁) 

と
い
う
よ
う
な
、
浄
土
教
を
所
謂
末
法
の
時
の
み
に
通
ず
る
も
の
と
位
置 

づ
け

る
見
解
を
克
服
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

い
く
ら
時
機
相
応
を
主
張
し 

よ
う
と
も
、
独
断
だ
と

さ
れ

る
可
能
性
は
払
拭
し
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。 

そ
れ
は
道
綽
の
課
題
が
、

聖
道
門
に
敢
え
て
相
対
す
る
形
で
浄
土
門
を
立 

て
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
寓
宗
的
在
り
方
を
破
ろ
う
と
す
る
時
に 

は
、
止
む
を
得
な
い
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、

「
化
身
土
巻
」

の
文
脈
に 

組
み
込
ま
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
綽
の
主
張
も
普
遍
的
意
味
が
明
確
に 

な
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、

五

説

・
四
依
を
通
し
て
、
仏
説
を
仏
説
と
し
て 

い
け
な
い
人
間
の
問
題
が
押
え
ら
れ
る
が
故
に
、

聖

道

の

諸

教

は

「
失
時 

乖
機
」

で
あ
り
、
浄
土
門
と
相
対
し
得
な
い
こ
と
が
明
証
さ
れ
る
の
で
あ 

る
。親

鸞
は

道

綽

の

言

葉

を

四

文

引

い
て

い

る

が

、

『
安
楽
集
』

の
文
章
次 

第
に
執
わ

れ

ず

、
独
自
の
主
張
の
展
開
に
基
づ
い
て
四
つ
の
文
を
並
べ
て 

い
る
。
第

一

文

は

「
当
今
の
凡
夫
」
の

現

実

を

押

え

た

上
で

「
聖
道
難
証
」 

と
決
す
る
も
の
で
あ
る
。
第

二

文

は

、

聖

道

難

証

の

理

由

を

「
機
と
教
と 

時
と

乖
く
」

と
こ
ろ
に
見
、

そ

の

証

明

と

し

て

『
正
法
念
経
』

と

『
大
集 

経
』

月
蔵
分
と
を
挙
げ
、
浄
土
に
勧
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
浄
土 

に
勧
帰
す
る
根
拠
を
、

釈

尊

自

身

の

「
特

留

此

経

」

に
見
定
め
る
の
が
第



三
文
で
あ
り
、
第

四

文
は

、
前

の

三

文

全

部

を

承

け

て

「
唯
有
浄
土 

一
門 

可
通
入
路
」

と
結
論
し
て
い
く
。

こ
の
中
、

し
ば
ら
く
第
三
文
に
注
意
し 

て
み
た
い
。
前

に

尋

ね

た

「
無
仏
」

と
同
じ
よ
う
に
、
機
の
問
題
を
問
う 

時

と

し

て

の

「
末
法
」

の
意
義
を
窺
え
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。 

第
三
文

に

お

い
て

道

綽
が

取

意

し
て

述
べ
て

い

る
こ

と

は

、

『
大
経
』 

流
通
分
の
一
文
に
依
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
経
文 

で
は
、当

来
の
世
に
経
道
滅
尺
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
有
り
て
斯
の 

経
に
値
う
者
は
、
意
の
所
願
に
随
い
て

皆
得
度
す
べ
し
。

(

真
聖
全
一
・
四
六
頁 

原
漢
文) 

と
あ
り
、
「
当
来
の
世
」

と
あ
る
だ
け
で
、
「
経
道
滅
尽
」

の
時
を
時
間
的 

に
限
定
し
て
は
い
な
い
。

で
は
道
綽
が
、

経
の
住
滅
を
弁
ぜ
ば
、
謂
く
釈
迦
牟
尼
仏
一
代
、
正
法
五
百
年
、
像 

法
一
千
年
、
末
法
一
万
年
に
は
衆
生
減
じ
尽
き
、
諸
経
悉
く
滅
せ
ん
。 

如
来
痛
焼
の
衆
生
を
悲
哀
し
て
、
特
に
此
の
経
を
留
め
て
止
住
せ
ん 

こ
と
百
年
な
ら
ん
。(

定
本
一-

三
一
三
頁 

原
漢
文) 

と
述
べ
、

正

法

，
像

法

・
末

法
の
語
を
挙
げ
、
具
体
的
年
時
を
以
て
押
え 

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
の
文
に
つ
い
て
或
い
は
次
の
よ
う
に
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
第
三 

文

は

第

二

文

の

『
大
集
経
』

の
文
を
承
け
て
お
り
、

正

法

・
像
法
一
千
五 

百
年
の
後
の
末
法
に
お
い
て
、
釈
尊
一
代
の
教
が
悉
く
滅
し
て
い
く
時
に
、
 

釈

尊

が

弥

陀

の

本

願

を

説

く

『
大
経
』

を
特
に
留
め
ら
れ
た
こ
と
を
表
わ 

し
、

そ
れ
故
に
浄
土
の
教
は
末
法
の
時
機
に
相
応
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
、

と
。

し
か
し
、

こ
の
捉
え
方
で
は
末
法
と
い
う
限
定
さ
れ
た
時 

機
の
み
に
相
応
す
る
と

解
さ
れ

得
る
面
を

持
っ
て

お
り
、
親

鸞

が

「
浄
土 

真

宗

は

在

世

，
正

法

・

像

末,

法

滅

、
濁
悪
の
群
萌
斉
し
く
悲
引
し
た
も 

う
を
や
」
と
述
べ
た
課
題
を
十
分
に
表
現
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

「
経 

の
住
滅
を
弁
ぜ
ば
」

と
い
う
書
き
出
し
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
文
は
、
 

悉

く

滅

し

て

い

く

「
諸

経

」

と
、
釈

尊

に

よ

っ

て

持

留

さ

れ

止

住

す

る 

「
此
経
」

と
の
違
い
を
明
そ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

前

述
し
た
よ
う
に
、
教
え
を
受
け
止
め
る
側
に
は
釈
尊
に
対
す
る
執
心 

の
故
に
、
釈
尊
を
し
て
釈
尊
た
ら
し
め
た
法
を
見
失
っ
て
い
く
と
い
う
問 

題
が

あ
っ
た
。

い
く
ら
教
え
ら
れ
よ
う
と
も
、
識
に
依
っ
て
語
に
執
わ
れ 

る
が
故
に
不
了
義
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ

の

問

題

が

こ

こ

で

は 

「
諸

経
悉
く
滅
せ
ん
」

と
押
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、 

「
特

留

」

せ

ら

れ

る

「
此
経
」

と
は
、
釈
尊
を
し
て
釈
尊
た
ら
し
め
た
法 

を

弥
陀
の
本
願
と
し
て
説
く
こ
と
に
お
い
て
、
釈
尊
に
対
す
る
執
心
を
破 

る
が
故
に
、

「
斯

の

経

に

値
う

者

は

意

の

所

願

に

随

い
て

皆

得

度

」
す
る 

こ
と
が
で
き
る
経
で
あ
る
。

し

か

し

一

つ

だ

け

問

題

が

あ

る

。

た
と
え 

「
皆
得
度
す
べ
」

き
経
で
あ
っ
て

も
、
釈
尊
に
対
す
る
執
心
に
全
く
気
づ 

か
ず
、
釈
尊
の
教
え
に
依
っ
て

い
る
と

信
じ
て

疑
わ

な
い
立
場
で

は
、

こ 

の

経

に

値

え

な

い

と

い

う

問

題

で

あ

る

。

こ

こ

に

釈

尊

が

「
此
経
」

を 

「
経
道
滅
尺
」

を

待

っ

て

「
特

留

」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
が
あ
る
。 

弥
陀
の
本
願
は
時
機
を

簡
ば
ず
斉
し
く
悲
引
し
た
も
う
の
で
あ
る
が
、
釈 

尊
が
弥
陀
の
本
願
を

説
か
れ

た
意
味
が
見
え
て

く
る
の
は
、
他
の
諸
経
が 

悉
く
滅
す
る
時
な
の
で

あ
る
。
人
間
は
何
か
を

頼
り
に
し
て

い
る
間
は
、
 

頼
っ
て

い
る
自
分
は
見
え
な
い
。
何
も
頼
り
と
す
る
も
の
が
無
く
な
っ
た



時
に
頼
ろ
う
と
し
て
い
る
自
分
の
心
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

「
経
道
滅
尽
」 

は
、
釈
尊
を
頼
り
と
す
る
立
場
の
必
然
の
結
果
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ま
た 

釈
尊
の
特
留
し
た
も
う
経
に
出
遇
う
た
め
の
必
須
条
件
で
も
あ
る
。 

こ

の

よ

う

に

尋

ね

る

な

ら

ば

「
正
法
五
百
年
、
像
法
一
千
年
、
末
法
一 

万
年
」

と

具

体

的

年

時

を

当

て

て

「
経
道
滅
尽
」

を
言
お
う
と
す
る
道
綽 

の
意
図
が
見
え
て
く
る
。
即
ち

、
経

道

滅

尽

を

「
当
来
の
世
」

の
こ
と
と 

し
て
で
は
な
く
、
自

ら

が

生

き

て

い

る

末

法

の

「
今

」

の
こ
と
と
し
て
受 

け
止
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
末
法
の
規
定
は
当
時
広
く
用
い 

ら
れ
て
い
た
釈
尊
誕
生
の
年
時
や
正
像
末
の
年
代
区
分
に
依
っ
た
も
の
で 

あ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ

の

末

法

が

持

つ

意

味

を

「
経
道
滅
尽
」

と
受
け
止 

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
末
法
の
今
は
単
に
釈
迦
教
衰
退
の
結
果
で
は
な
く
、
 

釈

尊

が

「
痛
焼
の
衆
生
を
悲
哀
し
て
特
に
此
の
経
を
留
め
」

た
も
う
時
で 

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
正
像
末
三
時
の
思
想
は
大
き
く
転
換
す
る
。

即
ち

、
教
行
証
の 

三
法
具
備
の
正
法
か
ら
教
行
ニ
法
の
像
法
へ
、

そ
し
て
教
の
み
の
末
法
へ 

と
い
う
釈
迦
教
衰
退
の
表
面
だ
け
を
見
る
の
で
な
く
、
衰
退
と
い
う
形
を 

通
し
て

衰
退
せ
し
め
る
人
間

の

自

力

性
を

問

い

返

し

、

「
経
道
滅
尽
」

の 

事
実
を
自
覚
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
正
像
末
を
押
え
る
の
で
あ
る
。

正
像 

末
は
、
感
傷
的
な
時
代
状
況
の
把
握
や
、
客
観
的
年
代
区
分
に
よ
っ
て
決 

定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

「
経
道
滅
尽
」

を

内
容
と
す

る
末
法
を 

「
当
今
」

と
し
て
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

⑭

親

鸞

が

「
三
時
教
」

と
い
う
言
葉
を
以
て
押
え
る
よ
う
に
、

正
像
末
の
三 

時

は

、
末
法
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弥
陀
の
本 

願
を
明
そ
う
と
す
る
釈
尊
自
身
の
教
え
な
の
で
あ
る
。
末
法
が
説
か
れ
な

く
て
は
、

人
間
は
自
力
に
依
り
続
け
、
弥
陀
の
本
願
に
出
遇
っ
て
い
け
な 

い
の
で
あ
る
。

前

に

掲

げ

た

慈

円

の

「
ま
だ
弥
陀
一
教
利
物
の
時
で
は
な
い
」

と
い
う 

よ
う
な
理
論
は
、

正
像
末
の
三
時
が
立
て
ら
れ
た
旨
趣
を
無
視
す
る
ば
か 

り
か
、
自
ら
が
修
し
て
い
る
仏
道
が
衰
退
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を 

自
ら

暴
露
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
末
法
の
時
を
生
き
な
が
ら
正
法
で
あ 

る
か
の
如
き
夢
を
描
き
続
け
る
こ
と
は
、
『
大
集
経
』

に
よ
っ
て
、
 

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
じ
。(

定
本
一
・
三
一
三
頁
原
漢
文) 

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
流
転
を
重
ね
る
こ
と
で

し
か
な
い
。
故

に

親

鸞
は

、
 

道
綽
の
言
葉
を
結
ん
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
く
る
。

爾
れ
ば
穢
悪
濁
世
の
群
生
、
末

代
の
旨
際
を

知
ら
ず
、
僧
尼
の
威
儀 

を
毀
る
。
今
の
時
の
道
俗
、

己
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
。

(

定
本
一
ニ
ー
ニ
三
頁 

原
漢
文) 

自
ら
の
努
力
を
以
て
は
決
し
て
火
宅
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
釈
尊
滅
後 

の
衆
生
は
、
末
代
を
生
き
て
い
る
と
い
う
己
れ
が
分
を
思
量
す
る
こ
と
に 

よ
っ
て
こ
そ
、

唯

一

の

「
通

入

す

べ

き

路

」

に
遇
い
得
る
の
で
あ
る
。 

「
唯
有
浄
土 

一
門
可
通
入
路
」

と
い
う
確
信
の
基
点
に
は
、
仏
が
ま
し
ま 

さ
な
い
末
代
を
生
き
る
者
と
い
う
時
機
の
自
覚
が
あ
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

親
鸞
は

、
釈
尊
滅
後
の
無
仏
の
世
を
生
き
る
出
離
の
縁
な
き
者
と
い
う 

時
機
の
問
題
を
問
う
こ
と
に
ー
よ
っ
て
、

「
真
実
の
教
」

を

尋

ね

当
て

た

。 

そ
れ
は
、
世
と
時
を
生
き
て
い
な
が
ら
時
機
が
問
題
に
な
ら
な
い
場
合
、



仏
道
は
人
間
の
意
識
内
に
捉
え
ら
れ
、
人
間
の
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
か 

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
見
抜
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
、
時
機 

が
問
題
に
さ
れ
な
い
ま
ま
弥
陀
の
本
願
の
普
遍
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
、
 

衰
退
の
道
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
い
聖
道
の
諸
教
と
質
を
同
じ
く
す
る
も
の 

で
あ
り
、

そ
の
結
果
、
弥
陀
の
本
願
も
ま
た
実
働
性
を
失
っ
て
い
く
こ
と 

に
な
る
。
親
鸞
が
聖
道
の
諸
教
と
の
訣
別
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
浄
土 

の
真
宗
は
、
時
機
の
自
覚
に
お
い
て
、
恒

に

「
今

」

と
し
て
証
道
盛
な
る 

仏
道
で
あ
る
。

尚

、
時
機
の
自
覚
内
容
に
つ
い
て
は
機
教
相
応
の
視
点
か
ら
更
に
述
べ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。

註
①
 

坂
東
本
で
は
欠
失
し
て
お
り
確
認
で
き
な
い
が
、
西
本
願
寺
本
・
専
修
寺
本
と
も
総
序
の 

後
に
こ
の
語
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
六
巻
通
じ
て
の
標
挙
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

②
 

「
如
来
所
以
興
出
世 

唯
説
弥
陀
本
願
海
」(

定
本
一
・
ハ
六
頁)

に
依
る
。

③
 

真
聖
全
一
ニ
ー
五
四
頁
。

④
 

覚

如

の

『
親
鸞
伝
絵
』(

真
聖
全
三
・
六
三
九
頁)

・
『
報
恩
講
私
記
』(

真
聖
全
三
・
六
五 

六
頁)

や
存
覚
の
『
歎
徳
文
』(

真
聖
全
三
・
六
六
一
頁)

な
ど
參
照
。

⑤ 

定
本
二
・
和
議
篇
四
〇
頁
。

⑥ 

定
本
一
ニ
ー
ハ
七
頁
原
漢
文
。

⑦
 

『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
「
釈
迦
」
が

「
如
来
」
と
押
え
ら
れ' 

ま
た
こ
こ
で
は
「
大
聖
」 

と
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
は
、
出
世
本
懐
と
併
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
別
稿
に 

譲
り
た
い
。

⑧ 

大
正
蔵
ー
ー
五
・
一
ニ
五
頁#

照
。

⑨ 

大
正
蔵
で
は
「
未
了
義
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
本
が
親
鸞
の
見
た
も
の
と
同
一
で
あ
る 

か
は
確
認
で
き
ず
、
従
っ
て
親
鸞
が
文
字
を
改
め
た
か
ど
う
か
も
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な 

い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
今
述
べ
る
よ
う
な
意
味
か
ら
し
て
、
「
未
了
義
」
と
い
う
こ
と
は
、
 

親
鸞
の
主
張
に
は
な
り
得
な
い
。

⑩
 

定
本
四
・
言
行
篇㈠

五
頁
。

⑪
 

定
本
四
，
言
行
篇㈠

三
七
頁
。

⑫
 

「
世
間
に
仏
ま
し
ま
せ
ど
も
甚
だ
値
う
こ
と
得
る
こ
と
難
し
」(

定
本
一
ニ
四
頁
原
漢
文) 

と
語
ら
れ
る
難
信
の
問
題
は
、

「
無
仏
世
の
衆
生
」
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
仏 

に
値
う
て
い
け
な
い
人
間
の
執
心
が
根
底
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑬

定

本7

三

二

頁

原

溪

文

。

⑭

定
本
一
ニ
ー
ニ
四
頁
。


