
問
い
と
し
て
実
現
さ
れ
る
摂
化

—
1

方
便
悲
願
の
時
間
——

加

来

雄

之

 

浄

土

教

は

「
わ
れ
ら
」

を
絶
対
無
限
の
内
に
包
摂
さ
れ
る
有
限
と
し
て 

信
仰
的
実
存
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。

「
わ
れ
ら
」

の
信
仰
的
実
存
が
、

絶
対
無
限
と
相
対
有
限
の
二
重
の
世 

界
と
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、

二

重

の

世

界

に

相

応

し

て

「
と
き
」

も
二 

重
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
絶

対

無

限

に

関

わ

る

「
と
き
」

は
永
遠
に
連 

っ
て
い
る
。

そ

れ

に

対

し

相

対

有

限

に

感

ず

る

「
と
き
」

は
、
「
臨
終
の 

一
念
に
い
た
る
ま
で
」

と
い
う
相
対
的
限
定
を
も
っ
た
日
常
的
な
時
間
で 

あ
る
。

従
来
、

信
仰
の
時
間
を
前
者
に
お
い
て
の
み
考
え
る
傾
向
が
強
い
。

し 

か
し
、

「
わ
れ
ら
」

は

相

対

有

限

の

「
こ
の
世
」

を
生
活
き
て
い
る
の
で 

あ
る
か
ら

、

日
常
的
時
間
に
お
け
る
信
仰
の
実
相
に
留
意
す
る
必
要
が
あ 

る
。
勿
論
、
従

来

も

「
信

体

続

・
信
相
不
続
」

と
い
う
形
で
は
考
察
さ
れ 

て
い
る
。

し
か
し
、

一
念
，
多
念
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
迷
惑
も
、
多
く 

は
、

こ
の
二
つ
の
時
間
の
混
乱
か
ら
起
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

『
教
行
信
証
』

に

お

け

る

絶

対

無

限

に

関

わ

る

信

仰

的

「
と
き
」

と
は
、 

例

え

ば

「(

行)

信
の
一
念
」

で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

日
常
的
時
間 

に

お

け

る

信

仰

の

「
と
き
」

の
具
体
相
と
は
何
か
。
そ
れ
を
、
「
方
便
化
身

土
巻
」
に

お

け

る

「
弥
(

い
よ
い
よ)

」
と

い

う

「
と
き
」

の
用
法
に
見
い 

出
す
こ
と
が
で
き

る
と

思
わ
れ

る
。

仮
令
之
誓
願
良
有
ー
ー
由
一
哉
仮
門
之
教
欣
慕
之
釈
是
弥
阴
也

(

『
東
本
願
寺
版
真
宗
聖
典
』

343
以

下

『聖
典
』
と
略
す) 

果
遂
之
誓
良
有
二
由
一
哉(

中
略)

弥 

喜
二
受
斯
一
特 

頂
二
載 

斯
一
也

(

同
右
356) 

慶 

哉
樹
一
一
心
弘
誓
仏
地-

流
ー
ー
念
難
思
法
海
一(

中
略)

慶

喜

弥

至
 

至
孝
弥
重 

(

同
右
400) 

こ

れ

ら

の

「
弥
」

と

い
う
信
仰
的
時
間
が
、

「
化
身
土
巻
」

に
お
い
て 

「
わ
れ
ら
」

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
。 

特

に

、

今
回
は
、
「
仮

令

の
誓
願
」

に
お
い
て
、
「
い
よ
い
よ
明
ら
か
」

に 

な

る

と

い

う

こ

と

の

意

味

を

「
問
い
」

と
い
う
こ
と
に
課
題
を
絞
っ
て
考 

察

し

た

。
信
仰
の
時
と
い
う
問
題
が
も
っ
と
も
デ
リ
ケ
ー
ト
に
顕
わ
れ
て 

く
る
と
思
わ
れ

る
の
は
、

「
善

知

識

」
・
「
恩
徳
」

が
取
り
扱
わ
れ
る
部
分 

(

二
十
願)

で
あ
り
、

そ
し
て
、

「
弥

」

は
、

三

願

転

入

の

「
今

」

と
考 

え

合
せ
る
と
き
立
体
的
時
間
構
造
を
も
っ
て
く
る
。

こ
の
二
面
か
ら
も
押 

え

な

け

れ

ば

『
歎
異
抄
』

に

述

べ

る

「
往
生
は
い
よ
い
よ
一
定
な
り
と
お 

も
い
た
も
う
べ
き
な
り
」(

聖
典
620)

と
い
う
信
仰
の
具
体
性
は
あ
ら
わ
に 

す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
れ
は
次
の
機
会
に
期
し
た
い
。

水

「
わ
れ
ら
」

具
縛
は
よ
ろ
づ
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
な
り
、

煩
は
み
を 

わ

づ
ら
は
す
、

悩
は
こ
ゝ

ろ
を
な
や

ま
す
と

い
ふ

。
(

中
略)

れ
う 

し

・
あ
き
人
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、

み

な

い

し

・
か

わ

ら

・
つ
ぶ
て



の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
、(

『唯
信
鈔
文
意
』
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
・
 

皿
—

168
以
下
、
定
親
全
と
略
す)

凡
夫
と
い
ふ
は
、

无

明

煩

悩

わ

れ

ら

が

み

に

み

ち

く

て

、

欲
も
お 

ほ
く
、

い

か

り

・
は

ら

た

ち

・
そ

ね

み

・
ね
た
む
こ
ゝ
ろ
お
ほ
く
ひ 

ま
な
く
し
て
、
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と

ヾ
ま
ら
ず
、

き
え
ず
、
 

た
え
ず
と
、

水
火
二
河
の
た
と
え
に
あ
ら
わ
れ
た
り
。

か
ゝ
る
あ
さ 

ま
し
き
わ
れ
ら
、
願
力
の
白
道
を
一
分
二
分
や
う
—
-

づ
ゝ
あ
ゆ
み 

ゆ
け
ば
、

无
寻
光
仏
の
ひ
か
り
の
御
こ
ゝ
ろ
に
お
さ
め
と
り
た
ま
ふ

(

『
一
念
多
念
文
意
』
定
親
全
皿|

149) 

「
こ
の
世
」

正
像
末
の
三
時
に
は

弥
陀
の
本
願
ひ
ろ
ま
れ
り 

像
季
末
法
の
こ
の
世
に
は

諸
善
龍
宮
に
入
り
た
ま
う 

(

『
正
像
末
和
讃
』
親
定
全
口
—

160)

こ

の

世

に
て

真

実

信

心

の

人

を

ま

も

ら

せ

た

ま

え

ば

こ

そ(

中
略) 

安
楽
浄
土
へ
往
生
し
て
の
ち
に
ま
も
り
た
ま
ふ
と
ま
ふ
す
こ
と
に
て 

は
候
は
ず
、
娑
婆
世
界
に
い
た
る
ほ
ど
護
念
す
と
は
ま
ふ
す
こ
と
な 

り
。 

(

『末
灯
鈔
』
定
親
全
皿|

78) 

こ

こ

に

掲

げ

た

「
わ
れ
ら
」

と

「
こ
の
世
」

と
は
、

拙
稿
の
中
心
概
念 

と
な
る
。

方
便
悲
願
を
論
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、

本
願
が
ど
の
よ
う
に
し 

て

「
こ
の
世
」

を

生

活

き

る

「
わ
れ
ら
」

に
力
用
く
か
と
い
う
こ
と
を
問 

う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

「
わ
れ
ら
」

と
は
、

親

鸞

が

親

し

く

呼

び

か

け

た

「
い
な
か
の
人
々
」

で
あ
る
。

そ

れ

は

「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
さ
ば
い
か
な
る
ふ
る
ま
い 

①
 

②

も
す
」

る

「
そ
れ

ほ
ど

の
業
を
も
ち
け
る
身
」

を
生
き
る
存
在
、
観
念
に 

よ
っ
て

逃
げ
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
現
実
の
前
に
裸
で
た
つ
存
在
で
あ
り
、 

そ

の

意

味

で

同

じ

宿

業

の

大

地

に

豌

き

な

が

ら

生

き

る

「
吾

人
(

わ

れ

・
 

ひ

と

ご

な

の

で

あ

る

。
こ

の

意

味

で

「
わ
れ
ら
」

と
は
個
の
集
合
体
で
は 

な
い
、
仏

の

平

等

の

眼

に

観

さ

れ

た

「
諸
有

海

」

の

深

み

を

も

つ

「
わ 

れ
」

で
あ
る
。

そ

の

「
わ
れ
ら
」

を

二
つ
の
点
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

一
つ
は
、

不
断
の
煩
悩
を

具
足
す

る
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

つ

ま

り

『
歎
異

抄

』

に

「
一
生
の
あ
い
だ
、

お
も
い
と
お
も
う
こ
と
生
死 

の
き
ず
な
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
」(

十
四
章)

し
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

あ 

ら
ゆ
る
事
実
を
時
間
と
空
間
の
限
定
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
己 

の
体
験
と
し
て
執
着
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
点 

は
、
「
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で

」
と
い
う
相
対
的
な
時
間
を
生
き
て
い 

く
存
在
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

死
と
生
が
分
離
し
た
時
の
途
中
に 

あ
っ
て
、
「
一
分
二
分
や
う̂

^

づ
つ
あ
ゆ
」
む
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

次
に
、
「
こ
の
世
」

と

い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
は
、
「
わ
れ
ら
」

の 

依

報

は

「
五

濁

・
悪

時

・
悪

世

界

・
悪

衆

生

・
悪

見

・
悪

煩

悩

・
悪
邪
无 

信
の
盛
り
な
る
時
」
(

『
観
経

疏

』

散
善
義)

で
あ
り
、
「
わ
れ
ら
」

の
克 

服
す
べ
き
流
転
の
課
題
は
決
し
て

個
人
的
課
題
で

は
な
い
こ
と
を

明
か
し
、
 

む

し

ろ

「
わ
れ
」

は

「
わ
れ
」

を

超

え

た

大

き

な

不

安

・
罪
濁
の
海
に
投 

げ
込
ま
れ
て
い
る
歴
史
的
世
界
的
実
存
で

あ
る
こ
と
を

示
す

た
め
で

あ
る
。 

「
こ
の
世
」

を

生

活

き

る

「
わ
れ
ら
」

と
は
、

正

し

く

「
化
身
土
巻
」 

が

劈

頭

に

呼

び

か

け

る

「
濁

世

の

群

萌

・
穢

悪

の
含
識
」

を
平
易
な
親
し 

み
易
い
こ
と
ば
で
言
い
換
え
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
後

に

「
わ
れ
ら
」



が 

「
こ
の
世
」 

を
生
き
る
具
体
的
な
生
活
様
式
に
準
じ
て 

「
濁
世
の
道 

俗
」

と
い
う
こ
と
ば
で
呼
び
か
け
ら
れ
て
く
る
、

そ
の
よ
う
な
生
活
的
時 

間
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
を
視
野
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

相

対

有

限

存

在

と

し

て

活

き

る

「
わ
れ
ら
」

が
、
絶
対
無
限
の
大
涅
槃 

を
証
し
す
べ
き
身
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
事
実
と
し
て
可
能 

で
あ
ろ
う
か
。

言
い
換
え
る
と
、

相
対
有
限
の
認
識
界
し
か
知
る
こ
と
の 

で

き

な

い

「
わ
れ
ら
」
が
、

絶
対
無
限
の
内
に
包
摂
さ
れ
て
人
生
を
歩
む 

と
い
う
こ
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う 

か
。

そ
れ
に
対
し
て
、
親

艦

は

「
わ
れ
ら
」

の

救

済

の

実

相

を

「
如
来
の 

御
ち

か
ひ
を
ふ
た
ご
ゝ

ろ
な
く
信
楽
す
れ
ば
、
摂
取
の
ひ
か
り
の
な
か
に 

お
さ
め
と
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
か
な
ら
ず
大
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
か
し
め 

た
ま
ふ
」(

『唯
信
妙
文
意
』
定
親
全
皿
——

169)
と
、

本
願
の
信
心
と
摂
取
の
光 

明
と

い
う
二
つ
の
事
柄
で
押
え
て
い
る
。

回
向
の
信
心
と
摂
取
の
光
明
、

こ
の
二
面
か
ら
浄
土
真
宗
の
宗
教
的
現 

象
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

金

子

大

栄

が

「
二

部

作

『
教 

行
信
証
』
」

と
い
う
見
解
を
開
展
し
て
、
『
教
行
信
証
』

六
巻
を
前
四
巻
を 

一
部
と
し
、

後
二
巻
を

第
二
部
と

し
て

、

「
第
一
部
は
願
心
の
回
向
を
顕

③
 

わ
し
、

第
二
部
は
光
明
の
摂
化
を
説
く
も
の
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
。

そ 

れ
は
又
、

本
願
成
就
と
い
う
立
場
か
ら

押
え

る
な
ら
ば
、

「
衆
生
の
行
信 

と
し
て
の
願
心
成
就
は
回
向
で
あ
り
。
仏
土
と
し
て
の
願
心
成
就
は
酬
報

④

で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
面
に
よ
っ
て
こ
そ 

「
わ
れ 

ら
」

の
宗
教
的
現
実
は
充
全
す
る
の
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』

を
二
部
作
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

回
向
の
四
法
と
酬 

報

の

仏

土

の

「
わ
れ
ら
」

に
対
す
る
役
割
を
厳
密
に
区
別
し
、

そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
仏
土
と
は
、

「
光

明

の

摂

化

」

と

し

て

「
わ
れ
ら
」

に
力
用
く 

た
め
に
願
心
が
酬
報
成
就
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
。 

こ
の
事
を
充
全
に
理
解
す
れ
ば
、

我
々
は
真
仮
ニ
仏
土
に
対
す
る
実
体
的 

妄

想

の
影
響
を

払
去
す

る
こ
と
が
で
き

る
。

特

に

、
拙

稿

で

扱

う

「
化
身
土
巻
」
が
、
前
五
巻
を
真
実
の
巻
と
し
て 

対
峙
さ
せ
ら
れ

る
と
き

、
真
仏
土
と

化
身
土
の
重
畳
的
関
係
の
意
義
が
欠 

落
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
強
い
危
惧
を

表
明
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。 

真

仏

土

と

化

身

土

の

関

係

に

つ

い

て

は

「
真

仏

土

巻

」

の
最
後
に
次
の 

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

夫
按
二
報
一
者
由
二
如
来
願
海
一
酬
ニ
報 

果
成
土
一
故
日
二
報
一
也
、

然 

就
二
願
海
一
有
二
真-

有
彼
一
是
以
復
就
二
仏
土 
一
有
二
真
一
有
二
仮
一

(

「真
仏
土
巻
」
定
親
全1
—
265) 

仮
之
仏
土
者
在
下
一
応
二
知
一
既 

以
真
仮
皆
是
酬
二
報 

大
悲
願
海
一
故 

知
報
仏
土
也 

(

右
同
266) 

既

に

「
真

仏

土

巻

」

の
中
に
方
便
化
身
土
が
言
及
さ
れ
る
と
い
う
こ
と 

は
、
真

仏

土

と

化

身

土

は

『
教
行
信
証
』

の
構
造
の
上
か
ら
も
分
離
す
る 

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
こ
に
、

願
海
に
真 

仮
が
あ
る
か
ら
仏
土
に
真
仮
が
あ
る
と
し
、
更
に
、

そ
の
真
仮
の
仏
土
と 

い
う
も
、

共
に
唯
一
の
大
悲
の
願
海
の
酬
報
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て 

い
る
。
つ
ま
り
、
真
仮
と

い
う
も
大
悲
の
願
の
二
面
性
で

あ
り
、
二
種
の
願 

海
が
あ
る
の
で

は
な
い
。
真
仮
共
に
一
貫
す
る
大
悲
性
と
い
う
も
の
に
留 

意
し
な
け
れ
ば
、
真
仮
の
関
係
は
理
解
で
き
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

従

来

、
『
選
択
集
』
に

引

用

さ

れ

る

「
衆
生
の
起
行
既
に
千
殊
有
り
往
生
し 

て
土
を
見
る
に
亦
万
別
有
り
」

と

い

う

迦

才

の

『
浄

土
論
』

を
典
拠
と
し



て
、

人
間
の
自
覚
の
程
に
よ
っ
て
真
仮
を
分
け
る
て
仮
を
貶
し
め
る
と
い 

う
聖
道
的
発
想
が
払
い
去
れ
な
か
っ
た
の
は
、

こ
の
辺
に
理
由
が
あ
る
。 

つ
ま
り
、

大
悲
と
は
真
仮
と
い
う
二
面
を
も
っ
て
、

「
わ
れ
ら
」

の
た 

め
に
願
海
の
酬
報
成
就
と
い
う
一
つ
の
事
業
を
完
全
す
る
と
い
う
の
で
あ 

る
。

「
化
身
土
巻
」

に
は
、

光
明
の
摂
化
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い 

け
れ
ど
、
真
仏
土
が
摂
取
の
光
明
の
普
遍
性
を
顕
わ
し
て
い
る
の
で
あ
れ 

ば
、

方
便
化
身
土
は
光
明
の
摂
化
を
特
殊
の
機
の
上
に
成
就
す
る
方
便
で 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

煩

悩

に

眼

障

え

ら

れ

て

光

明

を

見

る

こ

と

の

で

き

な

い

「
わ
れ
ら
」

を
、 

無

倦

の

大

悲

が

常

に

照

し

て

い

る

と

い

う

実

際

を

「
わ
れ
ら
」

に
明
か
す 

の
が
、

方
便
化
身
土
を
展
開
し
て
く
る
意
義
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

大 

悲
の
誓
願
は
、
光
明
の
摂
化
を
成
就
す
る
た
め
に
、
真
仮
二
土
と
な
り
、 

真
仏
土
か
ら
展
開
さ
れ

た
方
便
化
身
土
は
、
「
わ
れ
ら
」

を

「
回
入
」
「
転 

入
」

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
仮
一
如
の
大
悲
願
心
に
入
ら
し
め
る
の
で 

あ
る
。

方

便

化

身

土

に

展

開

さ

れ

る

方

便

の

ニ

願

が

「
わ
れ
ら
」

に
と
っ
て
ど 

の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
あ
る
人
は
、
本
願
値
遇
ま
で
の
個 

人
求
道
の
歴
史
で
あ
り
仏
道
展
開
の
歴
史
と
い
い
、

あ
る
人
は
信
証
に
開 

か
れ
た
自
覚
の
構
造
で
あ
る
と
い
う
。

ど
ち
ら
も
捨
て
難
い
け
れ
ど
も
、 

拙
稿
で
は
、
真

仏

土

の

光

明

の

「
こ
の
世
」

に
お
け
る
実
際
で
あ
る
と
押 

え
て
み
た
い
。

护

法

然

に

依

っ

て

開

示

さ

れ

た

選

択

本

願

の

「
弥
陀
如
来
、

法
蔵
比
丘
の 

昔
、

平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、

普

く

一

切

を

摂
せ

ん
が

為

に

」(

『
選
択

集
』
本
願
章)

と

い

う

精

神

に

感

動

し

て

「
勝

・
易
」

の
念
仏
を
選
び
取
り 

な
が
ら
、

そ
の
精
神
と
の
出
合
い
を
体
験
と
し
て
人
間
関
心
の
内
に
取
り 

込
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、

念
仏
の
エ
リ
ー
ト
に
成
り
上
り
、

果
上
の 

光
明
を
憧
憬
し
そ
れ
に
陶
酔
し
て
閉
鎖
的
な
宗
教
的
世
界
に
梗
塞
し
て
し 

ま
う
。

そ
れ
は
、
特

別
な
行
と

し
て

の
念
仏
を

通
し
て

、
特
殊
な
救
済
と 

し
て

の
光
明
を

求
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
実
存 

は

真

に

「
平
等
の
慈
悲
」

を
体
現
し
て
い
る
と
い
え

る
で

あ
ろ
う
か
。
真 

に
大
乗
の
仏
道
を
歩
ん
で
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。 

親
鸞
が
、

己
れ
の
課
題
と
し
て
明
証
し
よ
う
と
し
た
の
は
こ
の
問
題
に 

外
な
ら
な
い
。
『
教
行
信
証
』

「
別
序
」

に
は
、
「
浄

土
の
真
証
」
「
金
剛
の 

真

信

」

を

開

聞

す

る

た

め

に

「
且
く
疑
問
を
至
し
て
遂
に
明
証
を
出
す
」 

と
あ
る
。

こ

の

疑

問

が

遠

く

「
化
身
土
巻
」

ま
で
及
ん
で
い
る
と
い
う
先 

人
の
指
適
を
承
け
る
な
ら
ば
、
酬

報

の

仏

土

を

顕

わ

す

「
真
仏
土
巻
」
「
化 

身
土

巻

」

と
は
、

「
自
性
唯
心
」

な
ら
ぬ
真
証
の
浄
土
と
し
て
の
光
明
の 

摂
化
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
教
学

的
営
為
で

な
く
て

は
な
ら
な
い
。

(
摂)

「
ひ
と
た
ひ
と
り
て
な
か
く
す
て
ぬ
な
り
。

せ
ふ
は
も
の
ゝ
に
く
る
を 

(
摂) 

(

取) 

⑤
 

お
わ
え
と
る
な
り
。

せ
ふ
は
お
さ
め
と
る
し
ゅ
は
む
か
へ
と
る
」

と
左
訓 

さ
れ
た
摂
取
不
捨
の
光
明
は
、
逆

接
的
に
言
え
ば
、

退
転
す
る
可
能
性
の 

中
に
生
き
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
こ
そ
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う 

か
。

そ
し
て
、

退
転
の
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
は
、
時
空
の
限
定
さ
れ
た 

「
こ
の
世
」

に

お

い

て

不

断

の

煩

悩

の

現

実

を

生

き

る

「
わ
れ
ら
」

で
あ 

ろ
う
。

で
は
、
光

明

が

「
も
の
の
逃
ぐ
る
を
追
わ
え
と
る
」

と
い
う
よ
う
に
力 

用
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

も
し
、
「
方
便
化
身
土
巻
」
が
開
顕
さ
れ
て



い
な
け
れ
ば
、
「
煩

悩

に

限

障

え

ら

れ

て

摂

取

の

光

明

」(

『高
僧
和
讃
』
源 

信
讃)

を

見

る

こ

と

が

で

き

な

い

「
わ
れ
ら
」

は
、
「
こ
の
世
」

に
居
て
光 

明
の
摂
取
の
内
に
包
ま
れ
て
あ
る
と
い
う
実
相
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き 

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

親
鸞
の
生
涯
を
尽
し
て
の
己
証
の
苦
労
に 

よ
っ
て
、

方
便
化
身
土
を
建
立
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
法
蔵
菩
薩
の
悲
願
が 

解

明

さ
れ
て

、

「
わ
れ
ら
」

は

「
こ
の
世
」

を
一
歩
も
離
れ
る
こ
と
な
く 

絶
対
無
限
の
大
涅
槃
を
実
証
し
て
い
く
境
界
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

方
便
化
身
土
の
カ
用
き
が
な
け
れ
ば
、
「
如

来

よ

り

た

ま

わ

り

た

る

信 

心
」(

『歎
異
抄
』)

と

「
わ
れ
ら
」

の
関
係
の
純
粋
性
を
確
保
す
る
こ
と
は 

で
き
な
い
。

方

便

化

身

土

は

人

間

的

諸

関

心

を

雑

夾

し

た

「
わ
れ
ら
」

の 

宗

教

心

を

「
定
散
自
心
」(

「
別
序
」)

「
罪

福

心

」(

「
正
像
未
和
讃
」)

「
人
の 

(

執

心
)
(

自
力)

(

心) 

(

思
慮) 

し
う
し
ん
じ
り
き
の
し
ん
は
、

よ

く

よ

く

し

り

よ

あ

る

べ

し

」
(

「恵
信
尼 

書
簡
」)

と
知
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
て
、

法
蔵
因
位
の
願
心
に
帰
入
せ
し 

め
る
の
で
あ
る
。

「
わ
れ
ら
」

は

法

蔵

発

願

の

「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め 

し
た
ち
け
る
」
初
時
の
純
粋
性
を
確
保
す
る
こ
と
さ
え
も
法
蔵
の
方
便
悲 

願
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

方

便

化

身

土

を

通

し

て

「
わ
れ
ら
」 

は
煩
悩
に
眼
を
障
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
こ
の
世
」 

に
お 

い
て
光
明
の
無
惓
常
照
性
を
か
ち
得
る
の
で
あ
る
。

「
こ
の
世
」

を
否
定 

せ

ず

「
わ
れ
ら
」

の
現
実
を
忘
却
す
る
こ
と
な
く
、
「
既
に
而
て
有
ま
す
」 

願
海
の
内
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

そ
れ
は
、
体
験
に
執
す
る 

忘
我
の
境
界
か
ら
真
の
自
覚
道
理
の
境
界
へ
と
転
入
す
る
こ
と
で
あ
る
と 

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

化

身

土

に

対

し

て

「
真
身
観
の
仏
」'
,
『
観
経
』

の
浄
土
」(

聖
典
326)
と

定
め
た

上
で

更

に

、

「
懈
慢
界
」
・
「
疑
城
胎
宮
」

と
名
付
け
て
貶
し
め
て 

い
る
の
は
、
時
空
の
上
—

つ

ま

り

「
わ
れ
ら
」

の
認
識
界
—

に
表
わ
さ
れ 

た

仏

の

精

神

界

に

対

す

る

「
わ
れ
ら
」

へ
の
警
告
で
あ
る
。

つ
ま
り
化
身 

土
と
は
、
「
方
便
蔵
」(

「行
巻
」)

—

「
福
徳
蔵
」
「
功

徳

蔵

」(

「化
身
土
巻
」)

— 

と

い

う

釈

迦

牟

尼

仏

の

教

言

に

よ

っ

て

開

陳

さ

れ

た

「
わ
れ
ら
」

の
相
対 

有
限
の
自
心
に
証
知
さ
れ

た
如
来
の
精
神
界
な
の
で

あ
り
、

そ
の
限
り
、
 

そ
の
精
神
界
は
い
か
に
理
知
を
も
っ
て
考
究
し
よ
う
と
も
、

倫
理
的
に
真 

摯
に
関
わ

ろ
う
と
も
、

「
懈

慢

」

で

あ

り

「
疑

」

で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、

「
わ
れ
ら
」

の
認
識
界
に
お
い
て
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
仏
土 

は
化
身
土
以
外
に
あ
り
は
し
な
い
。

「
わ
れ
ら
」

が

「
こ
の
世
」

に
お
い 

て
触
れ
る
仏
土 (

如
来
の
境
界)

は
化
身
土
し
か
な
い
。

貶
し
め
る
こ
と
は
、 

「
わ
れ
ら
」

に

と

っ

て

無

く

て

も

い

い

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

。
『
親
鸞 

聖
人
血
脈
文
集
』

の
第
一
通
に
、

仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
は
、
懈

慢

，
辺
地
に
往
生
し
、

疑

城

，
胎
宮
に 

往
生
す

る
だ
に
も
、
弥

陀

の

御

ち

か

い

の

な

か

に

第

十

九

，
第
二
十 

の
願
の
御
あ
わ
れ
み
に
て
こ
そ
、

不
可
思
議
の
た
の
し
み
に
あ
う
こ 

と
に
て
候
え
。
仏

恩

の

ふ

か

き

こ

と

そ

の

き

わ

も

な

し
(

聖
典
596) 

と
陳
べ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
「
わ
れ
ら
」

が

時

空

の

「
こ
の
世
」
に
お
い
て
、
 

し
っ
か
り
と
し
た
現
実
性
を
も
つ
認
識
対
象
と
し
て
の
仏
土
が
与
え
ら
れ 

て
い
る
こ
と
に
対
す
る
感
謝
の
表
白
と

し
て

受
け
と

る
べ
き
で

あ
る
。
「
わ 

れ
ら
」

は
、

教

言

を

通

し

て

浄

土

へ

「
回
向
発
願
」

す
る
存
在
と
し
て
位 

づ
け
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
教
言
を
通
し
て
願
意
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ 

う

に

「
わ
れ
ら
」

は
恒
に
耳
を
傾
け
眼
を
凝
ら
し
全
存
在
を
絶
対
無
限
に 

向
け
る
よ
う
努
力
精
進
し
て

い
な
く
て

は
い
け
な
い
。
教
言
に
開
か
れ
た



相

対

有

限

の

仏

土

を

真

仏

土

と

誤

解

す

る

も

の

は

「
懈
慢
」

「
疑

」

で
あ 

る
と
訶
責
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

化
身
土
の
底
に
充
溢 

す
る
悲
願
を
感
ず
る
も
の
に
と
っ
て
は
化
身
土
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の 

で
は
な
い
。

「
化
身
土
巻
」

の

願

海

転

入

の

表

白

が

終
わ

っ

た

後

に

『
大
智
度
論
』 

の
四
依
の
解
釈
が
引
用
さ
れ
て
、

「
依
義
不
依
語
」

に
指
月
の
譬
が
出
さ 

れ
て

い
る
。
「
義

」
を

願

海

・
真

仏
土
と

し
、
「
語

」
を
、

教

言

・
化
身
土 

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
語
は
已
に
義
を
得
た
り
、

義
は
語
に
非
ざ
る
な
り
」 

「
語
は
義
の
指
と
す
、

語
は
義
に
非
ざ
る
な
り
」(

「化
身
土
巻
」
聖
典
357)
と 

あ
る
の
は
、

語
(

方
便
化
身
土)

こ

そ

義
(

願
海)

の

指
(

方
便
化
身
土) 

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
逆

に
言
え
ば
、
指
(

方
便)

を
持 

た

な

い

月
(

真
如)

は
い
か
に
純
粋
で
あ
っ
て
も
瘦
せ
た
精
神
で
あ
る
と 

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
に
方
便
化
身
土
を
建
立
す
る
悲
願
の
積
極 

的
意
義
が
あ
る
。

水

方
便
化
身
土
は
あ
く
ま
で
仮
の
願
海
に
酬
報
成
就
し
た
仏
身
仏
土
で
あ 

る
。
「
仮
の
仏
土
の
業
因
千
差
な
れ
ば
、

土
も
ま
た
千
差
な
る
べ
し
」(

真 

仏
土
巻
」
聖
典
324)

と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
願
に
千
差
あ
る
の
で
は
な
く
、 

願

は

第

十

九

至

心

発

願

の

願

・
第
二
十
至
心
回
向
の
願
と
い
う
二
つ
だ
け 

で
あ
り
、

こ

れ

も

二

つ

あ

る

と

い

う

の

で

は

な

く

「
濁

世
の
邪
偽
を

導
」 

(

「化
身
土
巻
」
聖
典
345)

い
て
真
実
に
悲
引
し
よ
う
と
い
う
唯
一
の
方
便
の

⑥
 

願
い
が
実
際
に
は
二
重
の
構
造
を
も
っ
て
カ
用
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と 

に
か
く
、
方
便
の
願
は
、
仏
土
と
し
て
酬
報
成
就
す
る
と
い
う
形
式
を
と 

る

こ

と

に

お

い

て

「
わ
れ
ら
」

に
力
用
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
わ
れ
ら
」

が
大
悲
の
願
海
に
酬
報
し
た
仏
土
に
往
生
す
る
と
い
う
こ 

と
は
、

仏

土

の

根

拠

で

あ

る

願

海

が

「
わ
れ
ら
」

に

「
今
現

在

」
す
る
と 

い
う
こ
と
と
別
で
は
あ
る
ま
い
。
真
仏
土
が
如
来
の
大
悲
願
心
に
よ
っ
て 

荘
厳
さ
れ
た
真
如
実
相
の
涅
槃
界
で

あ
る
な
ら
ば
、

そ

の

境

界

は

「
わ
れ 

ら
」

に
と
っ
て
、

絶

対

的

人

格
(

神)

に
よ
っ
て
支
配
統
治
せ
ら
れ
た
世 

界
と

い
う
よ
う
な
思
慕
の
対
象
で

は
な
く
、

「
わ
れ
ら
」

の
帰
し
て
依
る 

べ
き
本
来
的
境
界
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ

の

意

味

で

仏

土

は

「
わ
れ 

ら
」

を
超
越
的
に
包
摂
し
て

い
る
と

い
え

る
。

「
わ
れ
ら
」

は
そ
の
中
で 

煩
悶
苦
悩
し
な
が
ら

活
き
て

い
る
の
で

あ
り
、

し
か
も
実
は
、
「
わ
れ
ら
」 

の
妄
念
を
超
え
て
、

「
わ
れ
ら
」

は
絶
対
的
に
そ
の
内
に
生
き
つ
つ
あ
る 

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
光

明

の

仏

土

は

如

来

の

境

界
で

あ

る

と

同

時

に

「
わ
れ
ら
」 

に
と

っ
て

は
摂
取
不
捨
の
光
明
に
他
な
ら
な
い
。

「
わ
れ
ら
」

が
摂
取
の 

心
光
の
内
に
現
在
る
と

い
う
こ
と
は
、
摂
取
の
心
光
に
照
射
さ
れ
る
と
い 

う
こ
と
で

あ
り
、

そ

れ

は

「
わ
れ
ら
」

の
自
心
に
お
け
る
相
対
有
限
の
宗 

教
心
を
摧
破
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で

あ
る
。

で
は
、

摂
取
の
光
明
に
よ
っ 

て

「
わ
れ
ら
」

の
自
心
が
批
判
さ
れ
る
具
体
と
は
何
か
。

そ

れ

が

「
化
身 

土
巻
」

に
展
開
さ
れ
て
い
る
問
答
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

自
心
は
問
い
を 

通
じ
て

の
自
覚
に
よ
っ
て
摧
破
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
光 

明

の

摂

化

は

「
こ
の
世
」

の

「
わ
れ
ら
」

に
お
い
て
自
心
へ
の
問
い
と
し 

て
実
現
す
る
。

张

「
化

身

土

巻

」

の

問

答

に

言

及

す

る

前

に

『
教

行

信

証

』
全
体
に
お
け 

る
問
答
の
意
義
を
簡
単
に
尋
ね
て
お
く
。



曾
我
量
深

に
よ
っ
て

、

『
教
行
信
証
』

六
巻
の
構
造
を
、

前
二
巻
を
伝 

承
の
巻
、
後
四
巻
を

己
証
の
巻
と
す
る
見
解
が
提
唱
さ
れ
た
。

こ
の
根
拠 

が

「
行
巻
」

最

後

の

「
正
信
念
仏
偈
」

と

「
信
巻
」

冒
頭
の
別
序
で
あ
る 

と
共
に
、

「
信
巻
」

よ

り

「
化
身
土
巻
」

に
至
る
三
経
一
論
の
三
心
一
心 

に
対
す
る
問
答
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
茜
る
。

こ
の
卓
越
し
た
見 

解
に
依
っ
て
、

こ
れ
ら
の
問
答
が
三
経
一
論
の
会
通
を
目
的
と
す
る
営
為 

で
は
な
く
、

親

鸞

の

己

証

に
お
い
て

欠
く.
へ
か
ら
ざ
る
主
体
的
教
学
的
且 

つ
実
際
的
な
営
為
で
あ
り
、
「
信
巻
」
「
化
身
土
巻
」

の
問
答
が
内
面
的
統 

一
性
を
も
っ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

親
鸞
に
と
っ
て
、

こ
れ
ら
の
問
い
は
、

三
経
一
論
の
会
通
と
い
う
教
理 

的

関
心
か
ら
で

は
な
く
、
「
自

性

唯

心

に

沈

ん

で

浄

土

の

真

証

を

貶

し

、 

定
散
の
自
心
に
迷
う
て
金
剛
の
真
信
に
昏
し
」(

『
教
行
信
証
』
「別
序
」
聖
典 

210)

と

い

う

「
末

代

の

道

俗

，
近
世
の
宗
師
」

の
歎
異
さ
れ
る
べ
き
現
実 

を
事
由
と
し
て
発
こ
さ
れ
た
問
い
で
あ
る
。

し
か
も
、

問
わ
れ
る
も
の
は
、 

外
の
現
実
で

は
な
く
自
己
の
内
な
る
宗
教
心
で
あ
る
。

わ

れ

ら

が

「
己
証
の
巻
」

と

し

て

「
信

巻

」

よ

り

「
化
身
土
巻
」

ま
で 

を
読
誦
す
る
と
き
、
歎
異
さ
れ
る
現
実
と
は
、

正

し

く

「
わ
れ
ら
」

の
現 

実
で

あ
り
、
問
う
べ
き
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

唯
だ
宗
教
心
の 

み
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

己
証
の
巻
の
問
答
の
意
義
は
宗 

教
心
を

問
う
の
で
あ
っ
て
、

そ

れ

以

外

の

行

体

・
証

果

，
仏
道
の
歴
史
を 

問
う
の
で
は
な
い
。

こ

の

問

い

は

親

鸞

の

「
こ
の
世
」

を
生
き
る
主
体
的 

と
し
て
の
問
い
で
あ
る
か
ら
、

同

時

に

現

代

の

「
わ
れ
ら
」

の
問
い
で
も 

あ
り
得
る
。

さ
て
、
親
鸞
の
多
く
の
著
作
の
中
で
も
親
鸞
自
身
に
依
る
問
答
が
設
定

さ
れ
て

い
る
の
は
、
『
教
行
信
証
』

と

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』

の
み
で
あ
る
。 

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』

と
い
う
親
鸞
晩
年
の
書
は
、

自

ら

「
真
宗
の
教
行
証 

を
敬
信
す
。
特

に
知
り
ぬ
、
仏
恩
窮
尽
し
叵
け
れ
ば
、

明
ら
か
に
浄
土
の 

文

類
聚
を

用
い
る
な
り
」(

聖
典
402)

と
書
の
性
格
を
報
恩
に
あ
る
と
確
認 

し
、

更

に

「
仏

恩

深

重

な

る

こ

と

を

信

知

し

て

『
念
仏
正
信
偈
』

を
作
り 

て
日
わ
く
」(

聖
典
伽)

と

「
念

仏

正

信

偈

」

に
よ
っ
て
窮
め
尽
く
し
叵
い 

仏
恩
に
応
答
す

る
こ
と

に
よ
っ
て

一
応
完
結
し
て

い
る
。

と
こ
ろ
が
、

こ 

の
讃
嘆
を
畢
え
た
後
、
全
く
突
然
に
三
重
の
問
答
を
置
い
て
い
る
の
で
あ 

る
。

そ
の
問
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

問
う
。
念
仏
往
生
の
願
、

已
に
三
心
を
発
し
た
ま
え
り
、

論
主
、

何 

を

以

て

の

故

に-

心
と

言
う
や
。

又
問
う
。
『
大
経
』
の

三

心

と

『
観
経
』

の
三
心
と
一
異
云
何
ぞ
、

と
。 

又
問
う
。
已

前

二

経

の

三

心

と

『
小
経
』
の
執
持
と
、

一
異
云
何
ぞ
や
。 

こ
の
三
重
の
問
答
を
、

『
教
行
信
証
』 

の
己
証
の
問
答
と
比
較
す
る
な 

ら
ば
そ
の
相
違
点
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
、

し
か
し
、

そ
の
簡
潔
な
形 

式
と
精
練
さ
れ

た
骨
格
は
、

『
教
行
信
証
』

の
己
証
の
問
答
の
意
義
を
探 

求
す
る
と
き
の
指
標
と
な
り
得
る
。

そ
の
骨
格
と
は
、

「
三
経
の
大
綱
、
 

隠
顕
あ
り
と
い
え
ど
も
一
心
を

能
入
と
す

」(

聖
典
创)

と
い
う
こ
と
で
あ 

り
、

言
い
換
え
れ
ば
、

三
経
と
は
一
心
の
内
的
展
開
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

三
経
一
論
を
通
し
て
の
三
重
問
答
の
置
か
れ
る
意 

義
は
、明

知

。

縁
ニ
ニ
尊
大
悲
一
獲
ニ
ー
心
仏
因
『
当
レ
知
、

斯
人
希
有
人
、 

最
勝
人
也
。

然

流

転

愚

夫

、

輪
回
群
生
、

信
心
無
レ
起
、

真
心
無
レ 

起 

(

聖
典
421)



と
帰
結
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
、

「
わ
れ
ら
」

に

発

起

し

獲

得

さ

れ

た

「
ー
 

心
」

は
、

二

尊

の

大

悲

に

自

従

っ

て

獲

ら

れ

る

「
仏

因

」

で
あ
る
こ
と
を 

明
知
さ
せ
て
、

全

く

「
わ
れ
ら
」

の

側

に

お

い

て

は

「
信
心
起
る
こ
と
な 

し
、
真
心
起
こ
る
こ
と
な
し
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
無
根
拠
で
あ
る
こ
と 

徹
底
し
て

確
知
し
て
い
く
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

問 

答

は

、
「
金
剛
の
真
心
を
最
要
と
為
」(

「化
身
土
巻
」
聖
典
346)

る
し
か
な
い 

「
わ
れ
ら
」

に
、
全
く
金
剛
の
真
信
を
起
こ
す
根
拠
が
な
い
こ
と
を
知
ら 

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

「
わ
れ
ら
」

の
経
験
の
内
に
取
り
込
む
こ
と
の
で
き 

な
い
よ
う
な
、
唯
崇
む
べ
き
真
理
と
し
て
の
信
心
海
に
帰
せ
し
め
る
こ
と 

に
あ
る
。

そ
の
実
践
的
営
為
が
己
証
の
問
答
で
あ
ろ
う
。

水

し
か
し
、

『
浄
土
文
類
聚
鈔
』

で
は
連
続
し
て
置
か
れ
て
い
た
三
重
の 

問
答
が
、

『
教
行
信
証
』

に
お
い
て
は
、

第
一
問
答
に
相
当
す
る
部
分
は 

「
信
巻
」

に
、

第

二

・
三

に

相

当

す

る

も

の

は

「
化
身
土
巻
」

に
配
分
さ 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

『
教
行
信
証
』

二
部
作
に
依
れ
ば
、

「
信
巻
」

は
回
向
を
顕
わ
す
巻
で 

あ
り
、

「
化
身
土
巻
」

は
酬
報
の
仏
土
を
顕
わ
す
巻
で
あ
る
と
さ
れ
る
。 

こ
の
二
者
の
相
違
が
、

回
向
に
お
け
る
問
答
と
酬
報
に
お
け
る
問
答
の
質 

の
差
を
明
ら
か
に
す
る
ヒ
ン
ト
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

「
信

巻

」
と

「
化
身
土
巻
」

の
問
答
は
、

同
じ
よ
う
に
宗
教
心
を
問
う 

て
い
る
。

し
か
し
、
「
信
巻
」

は
真
実
如
来
の
宗
教
心
を
、
「
化
身
土
巻
」 

は
方
便
の
宗
教
心
を
問
う
の
で
あ
る
。
各
々
の
問
答
の
直
前
の
文
章
を
引 

く
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
信
巻
」

爾
者
若
行
若
信
无
五
有
四
一
事 

非
三
阿
弥
陀
如
来
清
浄
願
心
之
所
二 

回

向

成

就

一  

非
下
无
二
因
一
他
因
有
上 

也
、

可
二
知
一

(

「信
巻
」
定
親
全1
—
115) 

「
化

身

土

巻

」

濁

世

道

俗

善

自

思

二

量

己

能
-

也
、

応
二
知
一 

同(

右
276) 

こ
の
よ
う
に
、

「
信
巻
」

は

「
回
向
成
就
し
た
ま
う
」

宗
教
心
で
あ
る 

こ

と

を

「
知
る
可
し
」

と
い
う
教
言
に
お
い
て

問
い
が
発
起
し
て

い
る
。 

こ

れ

は

答

の

中

に

「
仏
意
測
り
難
し
し
か
り
と
雖
も
竊
に
斯
の
心
を
推
す 

る
」(

「信
巻
」
聖
典
225)

と
述
べ
る
よ
う
な
質
の
宗
教
心
へ
の
問
い
で

あ
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
「
化
身
土
巻
」

の
問
い
は
、
「
善
く
自
か
ら
己
れ
が
能 

を
思
量
せ
よ
知
る
応
し
」

と
い
う
教
言
で
始
ま
る
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
も 

自
心
の
宗
教
心
を

問
う
の
で

あ
る
。

し

か

し

「
わ
れ
ら
」

に

「
わ
れ
ら
」 

の
自
心
を
問
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

护

「
化
身
土
巻
」

に
お
け
る
自
心
の
宗
教
心
に
対
す
る
問
い
と
い
う
営
為 

は
、

「
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」

を
獲
得
し
た
存
在
だ
け
が
問
う
こ
と
が
で 

き

る
問
い
で
あ
る
。
疑
蓋
無
雑
の
一
心
だ
け
が
、

「
わ
れ
ら
」

の
疑
蓋
心 

を

照
射
し
剔
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

簡
明
に
い
え
ば
、

自
己
の
経
験
の 

内
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
の
で
き
な
い
生
命
の
意
味
に
値
遇
し
た
者 

だ
け
が
、

生
命
を
迷
惑
し
貶
乏
し
て
き
た
自
我
を
問
い
懺
悔
す
る
こ
と
が 

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
問
い
の
形
式
に
よ
っ
て
尋
ね
る
と
、

「
化

身

土

巻

」

の
問
い
は 

「
『
大
本
』

の

三

心

と

『
観
経
』

の
三
心
」

「
『
大
本
』

と

『
観
経
』

の
三 

心

と

『
小
経
』

の
一
心
」

と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
『
大
本
』

の
三
心
と
自



利

の

三

心

・
一
心
を
問
う
て
い
る
が
、
答
の
中
で

巧
究
さ
れ

る
内
容
は
、 

自
利
の
心
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
『
大
本
』

の
三
心
」
が
自
利
の
心
を 

問
う
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

勿
論
、

あ

く

ま

で

思

量

は

教

説

を

通

し

て

の

「
わ
れ
ら
」

の
思
量
で
あ
る 

が
、
し
か
し
、

「
己
が
能
を
思
量
せ
よ
、

知
る
応
し
」

と
の
教
言
は
真
実 

か
ら
の
呼
び
か
け
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ

れ

を

『
大
無
量
寿
経
』

の
四
十
八
願
の
構
造
に
照
ら
し
て
み
る
と
、 

信
心
を

成
就
せ
ん
と
す
る
第
十
八
願
が
、

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」

に
お 

い

て

第

十

九

・
二
十
の
方
便
の
願
が
展
開
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ 

う
か
。

こ

こ

に

「
欲
生
我
国
」

と
三
度
喚
ぶ
こ
と
の
意
義
を
考
察
す
る
こ 

と
は
で
き
な
い
が
、

方
便
の
二
願
を

親
鸞
が
、
「
既

而

有
悲
願
」

と
し
て
、
 

回

向

の

形

式

に

簡

ん

で

酬

報

の

形

式

と

し

た

の

は

、
「
臨
終
の
一
念
に
い 

た
る
ま
で
」

「
こ
の
世
」

を

生

活

き

る

「
わ
れ
ら
」

に
対
す
る
方
便
で
あ 

る
こ
と
を
明
瞭
に
す
る
た
め
で
は
な
い
か
。

こ
の
方
便
悲
願
の
成
就
に
よ 

っ
て
、

「
わ
れ
ら
」

は
、

回
向
の
行
信
を
自
己
の
体
験
の
内
に
取
り
込
む 

執
心
を

批
判
さ
れ
、
批
判
を
通
し
て
如
来
と
の
純
粋
関
係
を
確
保
し
っ
づ 

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
真
実
の
十
八
願
は
回
向
に
お
い
て 

方

便

の

十

九

・
二
十
願
は
酬
報
と
い
う
、

二
面
か
ら
の
問
い
を
通
し
て
機 

を
信
仰
的
実
存
と
し
て
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
絶
対
平
等
の
大
慈
悲
に
値
遇
し
た
信
仰
的
実
存
が
そ
の
事
実
を 

回
向
と
酬
報
と
い
う
二
相
と
し
て
見
い
出
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

信
心
を 

獲
る
故
に
摂
取
の
光
明
に
照
さ
れ
る
と
も
、

又
逆
に
摂
取
の
心
光
に
摂
め 

ら
れ
る
か
ら
金
剛
の
真
信
と
い
う
二
方
向
の
表
現
を
と
る
こ
と
も
、

一
つ 

の
事
実
の
二
面
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

又
、
信
仰
的
実
存
の
事

実
か
ら
い
え
ば
、
信

心
は
内
因
で

あ
る
し
、

光

明

は

外

縁

で

あ

る(

『愚
秃 

鈔
』
聖
典
430
取
意)

と
も
い
え
る
。

又

は

「
智

慧
の
光
明
」
「
信

心

の
智
慧
」 

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

智
慧
の
二
面
で
あ
る
と

い
っ
て

も
よ
い
。

こ
う
し 

て
、

「
化
身
土
巻
」 

に
お
け
る
方
便
の
二
願
は
摂
取
の
光
明
の
こ
の
世
で 

ヵ

用

く

具
体
相
の
二
面
で

あ
る
。
願
海
に
転
入
さ
せ
る
た
め
に
、

一
面
は
、 

問

い

と

い

う

具

体

性

を

も

っ

て

「
わ
れ
ら
」

に

「
己
が
能
を

思
量
」

さ
せ 

(

仮
令
の
誓
願)

、

も
う
一
面
は
、

願

海

に

悲

引

す

る(

果
遂
の
誓
い)

と 

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

特

に

、

今

回

の

主

題
で

あ
る
前
者
は
、

「
わ
れ
ら
」

に
定
散
の
自
心
を 

自
覚
す
る
よ
う
に
力
用
く
外
縁
と

い
う
こ
と
も
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。 

「
わ
れ
ら
」

に
自
力
執
心
を
反
省
さ
せ
て
く
る
外
縁
、

そ
の
力
用
き
の
根 

拠
と
し
て
、

親

鸞

は

十

九

の

願

を

「
由
有
る
か
な
」

と
仰
い
だ
の
で
は
な 

い
だ
ろ
う
か
。

水

親
鸞
は
、
第

十
九
願
成
就
を

、
「
此

願

成

就
文
者
即
三
輩
文
是
也
、
『
観 

経
』
定
散
九
品
之

文

是

也

」(

「化
身
土
巻
」
聖
典
327)

と

決

定

し

て

い

る

が

、 

そ

の

文

自

体

は

引

か

ず

に

『
大
経
』

の
道
場
樹
と
智
慧
段
の
文
を
続
け
て 

引
用
し
て

い
る
。

こ
れ
は
第
十
九
願
成
就
た
よ
り
誕
生
し
た
三
輩
九
品
の 

衆

生

に

お

け

る

内

景

を

示

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

そ
れ
は
、

親
鸞
が 

『
選
択
集
』
「
三
輩
章
」

に

お

い

て

「
三
輩
共
云
ー
ー
念
仏
往
生

」
「
九
品
之 

中
皆
可
レ
有
一
ー
念
仏
一
」

と
、

三

輩

，
九
品
の
行
人
の
往
生
行
を
諸
行
と
念 

仏

と

で

対

比

し

た

上

で

念

仏

一

行

を

選

び

取

る

営

為

の

根

底

に

、
「
第
十 

九
の
願
は
、
諸
行
之
人
を

引
入
し
て

、
念

仏

の
願
に
帰
せ
し
め
む
と

也
」 

(

『
西
方
指
南
抄
』
聖
全N
——
132)
と
い
う
第
十
九
願
の
精
神
を
読
み
と
り
、

方



便
の
具
体
的
カ
用
き
と
は
、
 

若
此
衆
生
識
ー
一
其
本
罪
一
深
自
悔
責
求
二
離-
-

彼

処-

勿
弥
勒
当-
一
知
一 

其
有
ー
ー
菩
薩-

生
嶷
惑
ー
者
為
一
一
失
一
大
利-
(

「化
身
土
巻
」
定
親
全I
I

273) 

と

い

う

如

来

の

智

慧

に

よ

る

「
引
入
」

で
あ
る
と
見
い
出
し
た
か
ら
で
は 

な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
意
味
で
は
、

第
十
九
願
の
力
用
の
成
就
は
、
「
わ 

れ
ら
」

に

「
定
散
諸
善
を
顕
わ
し
、

三
輩
三
心
を
閉
き
」

て
、

三
輩
九
品 

と
い
う
業
縁
の
差
別
を
生
き
る
現
実
を
自
覚
さ
せ
て
、

己
が
能
を
思
量
せ 

し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
如

来

利

他

の

信

心

に

通

入

せ

ん

と

ね

が

う

」 

(

『浄
土
和
讃
』
「観
経
意
」

の
聖
典
他)

存

在
と

す

る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、 

仮

令

之

誓

願

良

有

二

由

一

哉

仮

門

之

教

忻

慕

之

釈

是

弥

明

也

(

「化
身
土
巻
」
定
親
全1
—
292) 

と

い

う

「
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
」

生

き

る

「
わ
れ
ら
」

に
お
け
る 

宗
教
的
実
存
の
歩
み
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

正
し
く
第
十
九
願
は
、
単

な

る

否

定

契

機

で

は

な

く

「
至
心
発
願
欲
生 

と

十
方
衆
生
を
方
便
」
(

『
浄
土
和
讃
』
「
大
経
意
」
聖
典
锄)

す

る

「
阿
弥
陀 

如
来
の
御
こ
ゝ

ろ
ざ
し
」

な
の
で
あ
る
。

そ

の

「
無

量

寿

仏

観

経

之

意

・
至
心
発
願
之
願
」(

「
化
身
土
巻
」
標

挙) 

の
精
神
を
真
に
聞
き
と
り
、

そ

の

意

義

を

「
わ
れ
ら
」

に
教
示
し
て
く
れ 

た
善
知
識
と
し
て
、

親
鸞
は
楞
厳
和
尚
源
信
を
見
い
出
し
て
い
る
。

「
正 

信
偈
」

に

源
信
広
開
一
一
一
代
教-

偏
帰
一
一
安
養
一
勧-
ー
ー
切-

専
雑
執
心
判
ー
ー
浅 

深

一

報

化

二

土

正 

弁
立 

極

重

悪

人

唯

称

レ

仏(

「行
巻
」
聖
典
如) 

と
議
嘆
し
て
い
る
が
、

正
し
く
こ
の
専
雑
・
報
化
の
峻
別
の
精
神
を
通
し 

て

極

重

悪

人

の

唯

一

の

道

を

求

め

る
こ

と

と

し
て

「
楞

厳

和

尚
(

源
信)

の
解
義
を
按
」

ず
る
と
こ

ろ
に
、

「
わ
れ
ら
」

は

「
己
が
能
を

思
量
」

し 

問
い
を
発
こ
さ
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
の
で

あ
る
。

「
化
身
土
巻
」

の
問
答
は
、
表

面

的
に
は
、

十
九
願
に
関
わ
る
問
い
と 

二
十
願
に
関
わ
る
問
い
と
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
、 

二

つ

問

い

の

精

神

は

「
己
が
能
を
思
量
せ
よ
」

と
い
う
精
神
に
よ
っ
て
貫 

か
れ
て
い
る
。

『
六
要
鈔
』
が
、

二
つ
の
問
答
を
連
続
し
て
い
る
と
領
解 

し
て
、

三
経
隠
顕
と
科
分
し
、

問
答
の
畢
り
よ
り
第
二
十
願
の
解
釈
で
あ 

る
と
す
る
こ
と
は
、

二
つ
の
問
答
が
別
個
な
る
事
柄
を
別
個
の
関
心
で
置 

か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

二
つ
で
隠
顕
と
い
う
こ
と
を
成
就
し
よ
う
と 

し
て

い
る
こ
と
を

示
唆
し
て

い
る
と
思
わ
れ
注
目
に
値
す
る
。
(

猶
、

皆 

往
院
な
ど
は
、
第
二
問
答
か
ら

真
門
で

あ
る
と
す

る)

。

例

え

ば

第

一

の

『
大
経
』

の

三

心

と

『
観

経

』

三
心
を
問
う
問
答
の
中 

に
お
い
て
既
に
、
「
『
小
本
』

に
は
一
心
と
言
え
り
、

二
行
雑
わ
る
こ
と
無 

き
が
故
に
一
と
言
る
な
り
。
復
た
一
心
に
つ
い
て

深

有

り

浅

有

り

。
深
は 

利
他
真
実
の
心
是
れ
な
り
、

浅
は
定
散
自
利
の
心
是
れ
な
り
」
(

「化
身
土 

巻
」
聖
典
310)

と
、
『
小
経
』

の

一

心

と

利

他

の

一

心

を

浅
深

に̂

い
て
判 

じ
て
お
り
、

こ

れ

は

第

二

問

答

の

竟

り

「
三
経
一
心
之
義
」

と
い
わ
れ
て 

く
る
こ
と
に
響
い
て
い
る
。

二
つ
の
問
答
は
、

「
わ
れ
ら
」

の
浅
心
と
本 

願
の
深
心
を
判
別
し
て

い
く
こ
と

に
よ
り
、

「
わ
れ
ら
」

の
救
い
は
真
宗 

念

仏

に

よ

る

「
利
他
の
一
心
」

を
成
就
す
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
明 

知
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
帰
結
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
二
問
答
は
第
一
問
答 

の

帰

結

で

あ

る

と

こ

ろ

の

「
仮

門

の

教

・
欣

慕

の

釈

」
が

「
い
よ
い
よ
明 

ら
か
」

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
門
へ
帰
す
る
の
は
必
然
の
展
開
で
あ
る
。



二
つ
の
問
答
は
深
心
と
浅
心
と
の
峻
別
で
あ
り
、

「
わ
れ
ら
」 

の
意
識
に 

お
い
て
は
唯
一
の
問
い
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、

「
夫
れ

、

濁
世
の
道
俗
善
く
自
ら

己
が
能
を

思
量
せ
よ
と

、 

知
る
応
し
」

と
い
う
教
言
に
よ
っ
て
問
い
は
起
こ
さ
れ
、

二
つ
の
問
答
を 

営

為

を

経

て

「
夫
れ
、
濁
世
の
道
俗
、
速
や
か
に
円
修
至
徳
の
真
門
に
入 

り
て
難
思
往
生
を
願
う
応
し
」

と
い
う
教
言
が
与
え
ら
れ
て
く
る
。
濁
世 

を

生

き

る

「
わ
れ
ら
」

に
は
、
定
散
の
心
に
よ
る
救
済
は
な
い
。

二
つ
の 

問

答

を

通

し

て

自

利

心

の

無

能

力

を

摧

破

さ

れ

「
わ
れ
ら
」

は

「
各

、
悟 

解
を
得
て
真
門
に
入
れ
」
「
先
ず
要
行
を
求
め
て
真
門
に
入
れ
」(

「化
身
土 

巻
」
所

引

『
般
舟
議
』
聖
典
351)
と
い
う
悲
痛
な
ま
で
の
叫
び
を
聞
き
と
る
身 

と
な
る
の
で
あ
る
。
真
門
に
帰
す
念
仏
者
の
誕
生
、

こ
こ
に
十
九
願
が
成 

就

し

た

「
三
輩
九
品
」

と
し
て
の
意
義
が
あ
る
。

し
か
し
、

「
た
だ
念
仏
せ
よ
」

と

い

う

教

言

に

対

し

「
至
心
回
向
欲
生 

之

心

」(

聖
典
344)

を

も

っ

て

応

答

す

る

し

か

「
わ
れ
ら
」

に 

良

教

者

頓

而

根

者

漸

機

行

者

専

而 

心
者
間
雑 

以

,
〇

信
二
罪
福
一
心
三
願
二
求
本
願
カ
ー 

(

「化
身
土
巻
」
定
親
全1
—
逻 

と
い
う
、

人
間
の
側
か
ら
は
い
か
に
努
力
し
て
も
超
え
る
こ
と
が
で
き
な 

い
、

い
や
、
努
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
よ
り
顕
わ
に
な
っ
て
く
る
関
門
が
開 

か
れ
て
く
る
。

「
わ
れ
ら
」

の
問
い
は
こ
こ
に
行
き
詰
る
。
絶
対
無
限
を
求
め
る
宗
教 

心
は
、
絶
対
無
限
に
根
拠
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

求
め
る
心
は
有
限
な
る 

「
わ
れ
ら
」

の
浅
心
で
あ
る
。

そ

の

こ

と

の

反

省

が

頓

教

・
専
行
で
あ
る 

一
心
の
真
門
を
選
び
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、
真
門
に
帰
す
る
心
は
罪
福
を 

信
じ
る
自
心
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
問
い
に
よ
っ
て
一
心
し
か
な

い
こ
と
を
明
知
し
た
が
、

そ

の

一

心

は

「
わ
れ
ら
」

の
自
心
に
は
成
就
し 

な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

こ

の

一

心

は

「
一
の
言
は
無
二
に
名
づ
く
る
の
言 

な
り
、

心
の
言
は
真
実
に
名
づ
く
る
な
り
」
(

「
化
身
土
巻
」
聖
典
345)

と
い 

わ
れ
る
一
心
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

有
限
相
対
の
内
に
あ
っ
て
無
限
を
求 

め
る
一
心
は
、

ど

ん

な

に

真

摯

で

あ

っ

て

も

「
一
心
不
乱
」

で
し
か
な
い
。 

こ
の
十
九
願
の
問
い
は
、
念
仏
が
自
体
の
内
に
持
つ
悲
引
力
に
よ
っ
て 

始
め
て

成
就
す
る
。

そ
れ
は
、

念
仏
が
絶
対
無
限
の
名
乗
り
で
あ
る
か
ら 

で
あ
る
。

念

仏
の
名
乗
り
は
、

平
等
の
慈
悲
の
名
乗
り
で
あ
る
。

真
門 

の
念
仏
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
名
乗
り
を
聞
き
と
ろ
う
と
す
る 

「
わ
れ
ら
」

の
真
剣
さ
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、

そ
の
真
摯
さ
は
、
「
わ 

れ
ら
」

の
自
心
に
根
拠
し
て
い
た
。

し

か

し

念

仏

の

名

乗

り

は

「
わ
れ 

ら
」

を
超
え
て

い
る
。
そ
こ
に
善
知
識
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

名
乗
り
が
、 

外
か
ら
力
用
い
て
く
る
。

そ
れ
は
、

十
九
願
の
思
量
が
、

二
十
願
の
聞
思 

と

し
て

成
就
し
て
く
る
。
わ
れ
ら
の
思
い
を
超
え
て

彼
方
か
ら

の
力
用
き

、 

そ
れ
を
善
知
識
と
象
徴
す
る
。
自
心
を
破
ぶ
る
も
の
は
自
心
の
内
に
は
な 

い
。

こ
こ
に
恩
徳
と
い
う
こ
と
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

十
九
願
は
、

自 

心
の
思
量
に
力
用
く
智
慧
の
相
で
あ
る
教
と
な
り
、

二
十
願
は
そ
の
自
心 

を

破
る
智
慧
の
相
と

し
て

善
知
識
と
な
る
と
も
い
え
よ
う
か
。

と
も
か
く 

十

九

願

に

支

え

ら

れ

て

の

「
自
利
心
」

へ
の
問
い
を
通
し
て
、
真

門

・
真 

宗
念
仏
へ
の
確
信
は
い
よ
い
よ
深

く
明
ら

か
に
な
る
。

护

こ
の
問
い
は
、

一
度
答
え
を
得
た
な
ら
ば
、

再
び
問
う
必
要
の
な
く
な 

る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
、

こ
の
問
い
は
生
涯
を 

尽
し
て

問
い
つ
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。



「
且
く
疑
問
を
至
し
て
遂
に
明
証
を
出
す
」(

聖
典
210)
と

い

う

「
別
序
」 

の
こ
と
ば
は
、

己
証
の
問
い
が
発
こ
さ
れ
る
所
以
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
表 

現
は
あ
た
か
も
疑
問
に
対
し
て
明
証
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
結
し
た
か 

の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

し
か
し
、

「
わ
れ
ら
」

に
明
ら
か
に
な
っ
た 

こ
と
は
、
『
歎
異
抄
』
九
章
に
、

仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、

煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
わ
せ
ら
れ
た
る 

こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な 

り
け
り
と
し
ら
れ
て
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り(

聖
典
629) 

と

い

わ

れ

る

よ

う

な

「
わ
れ
ら
」

に
お
け
る
無
能
力
の
自
覚
で
あ
る
。

そ 

れ
故
に
、

「
い
よ
い
よ
」

本
願
を
仰
が
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

問
い 

は
、

自
利
の
心
の
絶
対
無
限
に
対
す
る
無
能
力
を
信
知
せ
し
め
て
、

い
よ 

い
よ
利
他
の
三
信
を
仰
が
し
め
る
の
で
あ
る
。

も
し
、

理
知
に
よ
る
相
対
有
限
に
対
す
る
問
い
な
ら
ば
、

い
か
に
複
雑 

で
あ
ろ
う
と
も
答
え
に
よ
っ
て
終
結
す
る'

し
か
し
、

こ
の
問
い
は
基
底 

を
絶
対
無
限
に
も
っ
て
い
る
の
で
、

相

対

有

限

な

る

「
わ
れ
ら
」

に
と
つ 

て
は
生
き
て
い
る
限
り
尽
き
な
い
問
い
で
あ
る
。

こ

れ

に

よ

っ

て

「
わ
れ 

ら
」

は
、

「
い
よ
い
よ
」

深
く
本
願
の
教
え
を
明
知
す
る
と
い
う
相
対
有 

限

の

「
と
き
」

を
生
き
る
信
仰
的
実
存
の
意
義
を
獲
得
す
る
。 

し
か
も
、

こ
の
問
い
は
、

絶

対

無

限

に̂

け
る
問
い
で
あ
る
が
故
に
、
 

一
切
衆
生
に
通
じ
る
公
け
の
問
い
で
あ
る
。
如
来
の
智
慧
に
依
っ
て
発
こ 

さ
れ
た
問
い
で
あ
る
か
ら
、
個
人
的
な
反
省
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
「
こ 

の
世
」

を
生
き
る
全
て
の
有
限
は
存
在
に
対
す
る
普
遍
性
を
も
つ
問
い
と 

し
て
深
ま
っ
て
い
く
と
い
っ
て
も
い
い
と
思
わ
れ
る
。

第

十
九
の
方
便
悲
願
は
、
「
こ
の
世
」

を

生

き

る

「
わ
れ
ら
」
に

教
(

法 

海)

と
し
て

カ
用
き

、

「
わ
れ
ら
」

を
三
輩
九
品
と
し
て
誕
生
さ
せ
る
。 

こ
の
三
輩
九
品
と
は
、
「
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」

を

獲

得

し

た

「
わ
れ
ら
」 

で
あ
り
、

斯

の

信

を

唯

だ

崇

め

る

「
わ
れ
ら
」

で
あ
り
、
光
明
の
摂
化
の 

内

に

あ

る

「
わ
れ
ら
」
凡
夫
で
あ
る
。

こ

れ

に

よ

っ

て

「
わ
れ
ら
」
は

「
弥 

(

い
よ
い
よ
ご
如
来
の
願
海
に
対
す

る

欣

慕

の

念
が

強

く
な

っ
て

い

く

の 

で
あ
る
。

「
も
し
世
に
他
力
救
済
の
教
な
か
り
せ
ば
」(

『他
力
の
救
済
』
『
定 

本
清
沢
満
之
文
集
』

76) 

「
わ
れ
ら
」

の
救
済
は
ど
う
し
て
成
り
立
つ
こ
と 

が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
わ
れ
ら
」

に
先
立
っ
て
、
仏

が

か

ね

て

「
こ 

の
世
」

を

生

き

る

「
わ
れ
ら
」

を
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
し
ら
し
め
し
て
い 

た

と

い

う

こ

と

を

感

謝

す

る

「
良
に
由
有
る
か
な
」

と
い
う
表
現
が
、

信 

仰

的

実

存

に

お

け

る

「
弥

」

と

い

う

相

対

的

な

「
と
き
」

の
内
実
を
明
か 

し
て
い
る
。

8

 

『歎
異
抄
』
十
三
・
九
章

③
 

金
子
大
栄
『
二
部
作
「教
行
信
証
」』
金
子
大
栄
著
作
集
十
二
巻
27

④ 

廣
瀬
呆
『
真
宗
救
済
論
』
352

⑤ 

『
浄
土
和
議
』
小
経
意
の
「摂
取
し
て
す
て
ざ
れ
ば
阿
弥
陀
と
な
づ
け
た
て
ま
つ
る
」 

の

「摂
取
」
の
左
訓
。

⑥
 

『
二
尊
大
悲
本
懷
』
に

「其
の
中
三
願
は
一
切
を
引
摂
し
た
も
う
」
と
し
て
、
十
一
・
 

十
八
，
十
九
の
三
願
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
曾
我
量
深
が
十
一
願
を
分
水
嶺
の
本
頤 

と
し
て
機
法
の
分
限
に
対
す
る
願
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
至 

心
信
楽
之
願
を
他
力
真
実
、
至
心
発
願
之
願
を
他
力
方
便
と
し
て' 

機
法
の
峻
別(
十
一 

願)

と
他
力
の
真
実(
十
八)

方
便(
十
九)

と
い
う
三
願
で
他
力
の
機
を
成
就
す
る
と 

こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
未
だ
二
十
願
は
方
便
の
願
と
し
て
展
開
さ
れ
ず
十
九
願
に 

含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
方
便
の
ー
ー
願
は
唯
一
の
方
便
の
願
の
展
開 

で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、

「化
身
土
巻
」
に
お
い
て
十
九
願
か
ら
二
十 

願
へ
の
展
開
が
微
妙
に
重
層
し
て
い
る
こ
と
の
理
由
で
あ
ろ
う
。


