
名

号

が

開

く

仏

道

序 

親
鸞
が
多
感
な
青
年
期
の
求
道
を
通
し
て
比
叡
山
で
涙
し
た
も 

の
、

そ
れ
は
、

恐
ら
く
孤
独
の
淋
し
さ
と
空
過
の
空
し
さ
と
で
あ 

っ
た
で
あ
ろ
う
。

二
十
年
も
の
長
い
間
、
流
転
の
生
を
超
克
し
て
、
 

理
想
の
仏
に
近
づ
い
て
い
こ
う
と
す
る
伝
統
仏
教
の
修
道
性
の
中 

で
、

親
鸞
は
悪
戦
苦
闘
し
た
。

そ
し
て
、

そ
の
求
道
を
支
え
て
い 

る
伝
統
仏
教
の
価
値
の
全
体
を
足
下
か
ら
脅
か
し
続
け
、

修
道
の 

全
体
を
空
過
せ
し
め
て
い
た
も
の
が
、

他
な
ら
ぬ
親
鸞
自
身
の
久 

遠
の
凡
夫
と
し
て
の
動
か
し
難
い
身
の
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
 

深
く
頷
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ご
ま
か
す
事
の
で
き
な
い 

凡
夫
と
し
て
の
身
の
事
実
は
、
流

転

の

生

を

超

克

し

て

「
生
死
い 

ず
べ
き
道
」

に
立
つ
と
い
う
比
叡
山
で
の
修
道
性
が
、
親
鸞
に
と 

っ
て
は
何
の
役
に
も
た
た
な
い
事
を
自
覚
せ
し
め
る
ほ
ど
重
い
も 

の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

流
転
の
生
の
全
体
が
、

そ
の
ま
ま
で
救

延 

塚 

知 

道 

わ
れ
て
い
か
な
い
限
り
、

即
ち
、

「
生
死
い
ず
べ
き
道
」

と
言
う 

よ
り
も
、

よ

り

端

的

に

「
生
死
そ
の
ま
ま
の
救
い
」

が
成
就
し
な 

い
限
り
、
親
鸞
自
身
の
宗
教
心
の
満
足
が
ど
こ
に
も
な
い
事
を
深 

く-
^

頷
き
な
が
ら
、
仏
教
に
捨
て
ら
れ
た
者
と
い
う
絶
望
を
背 

負
っ
て
比
叡
山
を
降
り
た
と
言
う
事
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
 

比
叡
山
で
の
仏
教
に
絶
望
し
な
が
ら
、

し
か
も
求
め
て
や
ま
な
い 

親
鸞
の
宗
教
心
は
、

や
が
て
法
然
と
の
出
遇
い
を
決
定
的
な
も
の 

と
し
て
、

「
た
ヾ
念
仏
」

の
教
え
の
中
に
、
自
ら
の
宗
教
心
の
満 

足
し
て
い
く
世
界
を
見
開
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
法
然
と
の
値
遇
は
、

『
歎
異
抄
』

の
二
章
が
見
事
に
語
り 

伝
え
る
通
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、

「
た£

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
の
中
に
、

「
い 

ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」

と
い
う
自
身
の
実
相
を
信
知
せ 

し
め
ら
れ
、

「
地
獄
一
定
」

と
い
う
生
死
の
全
体
を
、
念
仏
の
中 

に

生
き

尺
し
て

い
く
こ

と

の
外
に
「
往
生
極
楽
の
み
ち
」

の
な
い



事
が
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

人
間
が
一
点
の
ご
ま
か
し
も
な 

く
生
死
そ
の
も
の
へ
還
帰
す
る
事
と
、

生
死
そ
の
も
の
が
仏
に
成 

る
道
と
な
る
事
と
が
、

「
た£

念
仏
」

と
い
う
教
え
の
中
で
、

同 

時
に
成
就
す
る
事
を
教
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

換
言
す
れ
ば
、
念 

仏
が
流
転
の
生
の
無
明
を
破
っ
て
、

流
転
の
生
死
の
ま
ま
に
往
生 

浄
土
の
一
道
に
立
つ
と
い
う
よ
う
な
質
を
持
っ
た
生
へ
転
ず
る
と 

言
う
事
が
で
き
よ
う
か
。

恐
ら
く
、

生
身
を
持
っ
て
生
き
る
事
の 

重
さ
に
幾
度
も
涙
し
た
親
鸞
に
と
っ
て
、

生
死
そ
の
ま
ま
が
成
仏 

道
と
な
っ
て
い
く
よ
う
な
宗
教
的
な
地
平
が
開
か
れ
な
い
限
り
、
 

そ
の
宗
教
心
の
満
足
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、

人
間
が
人
間
に
な
る
道
と
仏
に
成
る
道
と
を
同 

時
に
よ
く
果
す
働
き
を
、
仏
の
大
悲
の
本
願
の
上
に
見
開
い
た
の 

が
、
純
性
浄
土
教
の
祖
師
達
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、

法
然
も 

念
仏
の
行
を
、

廃
立
の
教
判
の
下
に
、
選
択
本
願
の
行
と
顕
揚
し
、
 

衆
生
に
於
け
る
そ
の
意
義
を
往
生
浄
土
の
行
と
し
て
、
浄
土
宗
の 

独
立
を
果
し
た
。
親
鸞
は
、

そ
の
教
え
を
良
く
聞
信
し
て
、
念
仏 

を
本
願
力
回
向
の
行
と
自
証
し
、
浄
土
真
実
の
行
と
し
て
、
法
然 

の
浄
土
宗
の
真
意
を
浄
土
真
宗
と
し
て
開
顕
し
た
。

こ
こ
で
は
、
親
鸞
独
自
の
名
号
理
解
を
背
景
に
し
、
特
に
、
親 

鸞
が
名
号
を
因
と
果
と
の
二
相
に
分
け
て
領
解
す
る
事
に
注
目
し 

て
、

宿
業
に
喘
ぐ
者
を
そ
の
ま
ま
で
成
仏
道
に
立
た
し
め
る
仏
道

を
、

名
号
が
な
ぜ
開
く
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

一

親
鸞
は
、

『
教
行
信
証
』

の

「
教
巻
」

に
、

謹
案
ー
ー
浄
土
真
宗
一
有
一-

二
種
回
向
—〇
一
者
往
相
、

二
者
還
相
。
 

就
一
ー
往
相
回
向
一
有-
一
真
実
教
行
信
証
一 

と
、
自
ら
が
立
ち
得
た
仏
道
を
浄
土
真
宗
と
し
て
顕
揚
し
た
。

こ 

れ
に
続
レ
い
て
、

夫
顕
一
一
真
実
教-

者
則
大
無
量
寿
経
是
也

と
、
親
鸞
を
し
て
浄
土
真
宗
な
る
仏
道
に
立
た
し
め
た
真
実
教
を 

明
し
、

そ

の

『
大
無
量
寿
経
』

の
大
意
を
述
べ
た
後
、
 

是
以
説-
一
如
来
本
願
一
為
一-
経

宗

致

即
以
一
仏
名
号
一
為
一-
経
体
一 

也

と
、

そ
の
宗
体
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
れ
は
、

歴
史
を
貫
ぬ
い
て 

「
群
萌
を
拯
い
」

続
け
、
仏
教
を
歴
史
的
事
実
と
し
て
き
た
当
体 

が
仏
の
名
号
で
あ
り
、

そ

こ

に

展

開

さ

れ

る

『
大
無
量
寿
経
』

の 

仏
道
が
、
本
願
の
仏
道
で
あ
る
事
を
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
ろ 

う
。

こ
の
文
は
当
然
、

「
た
だ
念
仏
」

せ
よ
と
い
う
法
然
の
教
え 

の
聞
思
に
於
い
て
、

偏
に
本
願
に
帰
せ
と
い
う
喚
び
声
を
聞
き
取 

り
、

念

仏

の

一

行

に

帰

し

得

た

感

動
を

「
雑
行
を
捨
て
て
本
願
に 

帰
す
」

と
表
白
し
た
、

あ
の
親
鸞
の
回
心
の
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ



て
い
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

群
萌
を
成
仏
道 

に
立
た
し
め
る
仏
の
名
号
と
は
、

諸
行
の
随
一
と
し
て
の
名
号
で 

は
な
く
、
法
然
を
し
て
選
択
本
願
の
行
と
言
わ
し
め
た
よ
う
に
、
 

ど
こ
ま
で
も
仏
の
大
悲
の
本
願
の
名
号
と
し
て
領
解
し
な
く
て
は 

な
る
ま
い
。
親
鸞
は
、
本
願
の
名
号
と
い
う
道
理
を
持
つ
が
故
に
、
 

歴

史

を

貫

ぬ

い

て

「
群
萌
を
拯
い
」

続
け
て
き
た
そ
の
行
を
、
曇 

鸞
の
指
南
に
依
っ
て
、

「
行
巻
」

に 

大
行
者
則
称-
一
無
碍
光
如
来
名
一 

と
明
ら
か
に
す
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ

こ

で

も

ま
ず

曇

鸞

の

『
論 

註
』

に
依
っ
て
、
本
願
の
名
号
が
基
本
的
に
ど
の
よ
う
に
説
か
れ 

て
い
る
か
を
尋
ね
て
み
た
い
。

『
論
註
』

で
行
の
問
題
を
考
え
る
際
、

ま
ず
考
え
ね
ば
な
ら
な 

い
の
が
、
礼

拝

・
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
廻
向
の
五
念
門
の
行
で 

あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
五
念
門
行
は
、

『
十
地
経
』

に
依
り
大
乗 

の
菩
薩
道
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
世
親
が
、

作
心
を
超
え
て
自
利 

々
他
が
成
就
せ
し
め
ら
れ
る
大
乗
の
菩
薩
行
と
し
て
、
『
浄
土
論
』 

に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
こ
で
は
、
作
願
・ 

観
察
と
い
う
止
観
双
運
行
を
中
心
と
し
て
、
観
見
願
生
を
成
就
し 

作
心
を
超
え
る
菩
薩
行
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

そ 

れ
は
曇
鸞
が
、

下
巻
不
虚
作
住
持
功
徳
釈
に
、

次
の
よ
う
に
示
す 

通
り
で
あ
る
。

「
未
証
浄
心
菩
薩
」

者
初
地
已
上
七
地
已
還
諸
菩
薩
也
。

此 

菩
薩
亦
能
現
レ
身' 

若
百
若
千
、
若
万
若
億' 

若
百
千
万
億
无 

仏
国
土
施
一
一
作
仏
事"

要
須
一
一
作
心-

入
二
昧
ハ 

乃
能
非
レ
不
一- 

作

心

7  

以
ー
一
作
心
一
故
名
為
ー
ー
未
得
浄
心7  

此
菩
薩
願
レ
生
ー
ー
安 

楽

浄

土-

即
見
ー
ー
阿
弥
陀
仏
ハ
見
一-
阿
弥
陀
仏
一
時
、

与
一
一
上
地 

諸
菩
薩
一
畢
竟
身
等
法
等
・
龍
樹
菩
薩
・
婆
藪
槃
頭
菩
薩
輩
、 

願"

生
”
彼
者
、
当

“
為

“
此
耳
。

し
か
し
、
曇
鸞
は
願
生
道
に
関
わ
る
根
本
的
立
場
を
世
親
と
は 

異
に
し
て
、

ハ
番
問
答
に
説
く
煩
悩
成
就
の
凡
夫
が
念
仏
に
救
済 

さ
れ
る
道
と
し
て
、

そ
の
願
生
道
を
仏
の
本
願
の
上
に
体
系
化
し 

た
。

し
た
が
っ
て
、

世
親
が
大
乗
菩
薩
道
の
菩
薩
行
と
し
て
説
い 

た
五
念
門
行
を
、
曇
鸞
は
、
仏
の
本
願
力
廻
向
の
念
仏
の
意
義
を 

五
つ
に
開
い
た
も
の
と
領
解
し
た
。

そ
れ
は
、

『
願
生
偈
』

の
全 

体
に
五
念
配
釈
を
し
、

そ
の
全
体
が
我
一
心
と
い
う
本
願
力
廻
向 

の
帰
命
願
生
心
の
等
流
と
説
く
事
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

更
に
そ
の
五
念
門
を
、
世
親
が
作
願
・
観
察
の
二
門
を
中
心
に
説 

く
の
に
対
し
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
行
で
あ
る
が
故
に
、
特
に
讃 

嘆
門
に
独
自
の
意
義
を
見
い
出
し
、

下
巻
讃
嘆
門
釈
に
、
 

彼
无
导
光
如
来
名
号
、
能
破
一
一
衆
生
一
切
无
明
ハ
能
満
一
一
衆 

生
一
切
志
願

と
示
さ
れ
る
。

そ

の

意

義

を

『
論
註
』

全
体
を
見
渡
し
て
考
え
る



な
ら
、

煩

悩

具

足

の

凡

夫

が

念

仏

に

帰

し(

礼
拝)

、

無
碍
光
如 

来

の

名

を

称

す

る(

讃
嘆)

そ
の
端
的
に
、
無
明
が
破
ら
れ
、
無 

碍

光

如
来
の
境
涯
で

あ
る
安
楽
浄
土
が

開
か
れ(

観
察)

て
、

ー
 

切

の

人

々

と

共

に(

廻
向)

、

そ

の

世

界

に

生

ま

れ

た

い(

作
願) 

と
い
う
根
本
志
願
に
、
宿
業
の
身
の
一
切
の
祈
り
が
帰
し
満
た
さ 

れ
て
、

そ
の
志
願
を
命
と
す
る
生
へ
転
成
す
る
と
領
解
で
き
よ
う
。 

曇
鸞
は
こ
の
よ
う
に
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
に
と
っ
て
は
、
称
無
碍 

光
如
来
名
と
い
う
讃
嘆
門
を
唯
一
の
場
と
し
て
、
衆
生
が
念
仏
に 

帰
し
、

同
時
に
、

そ
の
出
来
事
の
全
体
が
五
念
門
に
尺
く
さ
れ
て 

い
く
。
即
ち
、
人
間
の
努
力
で
念
仏
に
帰
す
の
で
は
な
く
、
念
仏 

そ
の
も
の
の
働
き
に
依
っ
て
衆
生
が
念
仏
に
帰
し
、

更
に
は
一
生 

を
貫
ぬ
く
念
仏
と
な
っ
て
相
続
さ
れ
て
い
く
と
領
解
す
る
と
こ
ろ 

に
曇
鸞
の
独
自
性
を
見
る
事
が
で
き
る
。

ま
た
、
衆
生
に
破
闇
満
願
と
し
て
働
く
名
号
の
真
理
性
を
明
確 

に
す
る
為
に
、

作

願

・
観
察
・
廻
向
の
後
の
三
念
門
を
彼
此
二
土 

に
分
け
て
領
解
す
る
。

そ
れ
は
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
に
と
っ
て
は 

高
遠
難
修
な
後
の
三
念
門
が
、

究
竟
す
る
と
こ
ろ
浄
土
の
菩
薩
に 

よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
と
説
く
も
の
で
あ
る
が
、

大
雑
把
な
言
い
方 

が
許
さ
れ
る
な
ら
、
称
無
碍
光
如
来
名
と
し
て
衆
生
に
現
わ
れ
る 

名
号
が
、
此
土
の
行
と
し
て
働
き
な
が
ら
、
浄
土
に
そ
の
源
を
持 

っ
が
故
に
、
衆
生
の
無
明
を
破
り
願
生
浄
土
の
一
道
に
立
た
し
め

る
真
実
と
し
て
働
く
事
を
説
く
も
の
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
は
、
念 

仏
が
無
上
涅
槃
の
等
流
と
し
て
あ
る
事
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
念
仏
が
浄
土
か
ら
の
行
と
い
う
意
義
を
最
も
よ
く
表
わ 

す
の
が
仏
の
三
種
荘
厳
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
衆
生
の
三
業
に
応 

じ
て
、
生
き
て
働
く
如
来
の
働
き
の
全
体
を
身
口
意
の
三
業
で
尽 

し
表
わ
す
の
で
あ
る
が
、

ま
ず
身
業
功
徳
釈
で
は
、

『
偈
』

に
、
 

相

好

光

一

尋

・
色
像
超
群
生 

と
讃
詠
さ
れ
る
通
り
、
仏

身

を

光

明(

如
来
の
智
慧)

と
し
て
表 

わ
さ
れ
て
い
る
。

次
の
口
業
功
徳
釈
で
は 

如

来

微

妙

声

・
梵
響
聞
十
方 

と
謳
わ
れ
る
。

こ

の

「
如
来
微
妙
声
」

が
、

先
の
讃
嘆
門
で
、
衆 

生
に
破

闇

満

願

の

徳

用
を

成

就
す

る

「
彼
無
碍
光
如
来
名
号
」

で 

あ
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
す
る
な
ら
、
衆
生
の
称
名
念
仏 

は
、

そ
の
源
を
浄
土
に
お
け
る
如
来
の
口
業
功
徳
に
持
ち
、
如
来 

の
口
業
、

即
ち
、

よ
り
根
源
的
に
は
如
来
の
名
告
り
を
聞
く
事
で 

あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
心
業
功
徳
釈
で
は
、
 

同

地

水

火

風

・
虚
空
無
分
別 

と

い

う

『
偈
』

の
文
を
註
解
し
て 

得-
一
之
于
”
内
物
安
0

於

“
外
。
虚 

往

実

帰
 

於-

是
于
ヤ
息
。



と
曇
鸞
は
説
く
。

そ
れ
は
、
衆
生
に
無
分
別
心
を
成
就
し
、

千
差 

万
別
の
宿
業
の
身
の
ま
ま
に
安
ん
ぜ
し
め
、

し
か
も
真
実
に
目
覚 

め
さ
せ
た
い
と
い
う
如
来
の
大
悲
の
願
心
と
し
て
、
仏
の
心
業
を 

明
ら
か
に
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
衆
生
に
破
闇
満
願
と
し
て
働
く
称
無
碍
光
如 

来
名
な
る
名
号
は
、

光

明
(

果
上
の
阿
弥
陀
仏
の
智
慧)

と
本
願 

(

因
位
法
蔵
菩
薩
の
願
心)

と
を
そ
の
内
実
と
す
る
如
来
の
名
告 

り
と
領
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
念
仏
が
、

よ
り
根 

源
的
に
は
、
如
来
の
名
告
り
を
聞
く
聞
名
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る 

も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
て
曇
鸞
は
、
真
実
功
徳
釈
で
浄
土
の
三
厳
二
十
九
種
荘
厳
の 

働
き
を
構
造
的
に
明
ら
か
に
す
る
。

し
か
し
親
鸞
は
、
 

真
実
功
徳
相
と
い
う
は
、
真
実
功
徳
は
誓
願
の
尊
号
な
り
。 

相
は
か
た
ち
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。

(

『
尊
号
真
像
銘
文
』) 

と
説
い
て
、

名
号
の
働
き
を
表
わ
す
も
の
と
領
解
し
て
い
る
。

し 

た
が
っ
て
、

最
後
に
こ
の
真
実
功
徳
釈
を
尋
ね
た
い
。

そ
こ
で
は
、
 

「
真
実
功
徳
相
」

者
、

有

ー

種

功

徳

—〇
一
者
従
一-
有
漏
心
一 

生
不
レ
順
二
法
性"

所
レ
謂
凡
夫
人
天
諸
善
、

人
天
果
報
、

若 

因
若
果
、

皆
是
顚
倒
皆
是
虚
偽
是
故
名
二
不
実
功
徳7  

二
者 

従
一
菩
薩
智
慧
清
浄
業
一
起
荘
一
ー
厳
仏
事
—
 
〇
依
一
一
法
性
一
入
一
一
清
浄 

相

—〇
是
法
不
一
一
顚
倒-

不-
一
虚
偽
ハ
名
為
一
一
真
実
功
徳"

云
何
不-

顚
倒
ハ
依
一
法
性
一
順
一
一
二
諦-

故
。

云
何
不
一
一
虚
偽
ハ
摂
一
衆
生
一 

入
二
畢
竟
浄-

故
。

と
説
き
、
真
実
功
徳
相
を
註
解
す
る
に
際
し
て
、
真
実
功
徳
と
不 

実
功
徳
と
の
相
反
す
る
二
つ
の
事
柄
で
明
ら
か
に
す
る
。

こ
れ
は
、
 

わ
れ
わ
れ
の
常
識
的
論
理
、

即
ち
、

不
実
功
徳
を
否
定
す
べ
き
虚 

妄
性
と
し
て
、
真
実
功
徳
の
外
に
排
除
す
る
事
に
よ
り
真
実
功
徳 

を
抽
象
し
て
い
く
論
理
の
あ
り
方
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
我
ー
心 

と
い
う
願
生
の
主
体
に
自
証
さ
れ
て
い
る
名
号
の
道
理
を
表
わ
す 

も
の
と
言
え
よ
う
。

即
ち
、
 

虚
妄
顚
倒
な
る
衆
生
と
は
絶
対
に
分 

際
を
異
に
し
た
超
越
的
涅
槃
界
よ
り
名
告
り
出
て
、

徹
底
し
て
虚 

妄
な
る
衆
生
を
否
定
し
、

し
か
も
そ
れ
を
唯
一
の
否
定
契
機
と
し 

て

「
衆
生
を
摂
し
て
畢
竟
浄
に
入
ら
し
む
る
」

と
い
う
名
号
の
働 

き
を
表
わ
す
も
の
と
領
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
も
注
意
を 

し
て
お
き
た
い
の
は
、

「
若
は
因
若
は
果
、

皆
是
れ
顚
倒
皆
是
れ 

虚
偽
な
り
」

と
、

因
果
が
顚
倒
、
虚
偽
に
対
応
し
、
真
実
功
徳
が
、
 

因
カ
ロ
不
顚
倒
、

果
力=

不
虚
偽
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。 

即
ち
、

不
顚
倒=

「
法
性
に
依
り
て
清
浄
の
相
に
入
る
」"

「法
性 

に
依
り
て
二
諦
に
順
ず
る
」
”
因
カ
、

不
虚
偽#

「
菩
薩
智
慧
清 

浄
の
業
よ
り
起
り
て
仏
事
を
荘
厳
す
」
打

「衆
生
を
摂
し
て
畢
竟
浄 

に
入
ら
し
む
る
」"

果
力
、

と
表
わ
さ
れ
る
。

先
に
仏
の
三
業
功 

徳
釈
で
尋
ね
た
よ
う
に
、
如
来
の
名
告
り
で
あ
る
名
号
が
、

法
蔵



菩

薩

の

本

願
(

因
カ)

と

阿

弥

陀

仏

の

光

明(

果
力)

と
を
内
実 

と
し
て
い
る
以
上
、
虚
妄
の
自
覚
を
唯
一
の
否
定
契
機
と
し
て
働 

く
そ
の
名
号
の
働
き
も
、

因
ヵ
と
果
力
と
し
て
働
く
の
は
当
然
と 

言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
本
願
の
名
号
と
は
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
に
と
っ
て 

は
超
越
的
涅
槃
界
を
根
源
と
す
る
如
来
の
名
告
り
で
あ
る
。

そ
れ 

は
、
法
蔵
菩
薩
の
願
力
と
阿
弥
陀
仏
の
光
明
と
を
内
実
と
し
、
無 

碍
光
如
来
の
名
を
讃
嘆
す
る
衆
生
を
唯
一
の
場
と
し
て
、

名
号
の 

意
義
を
聞
信
す
る
者
の
無
明
の
闇
を
破
り
、

願
生
浄
土
の
一
道
に 

立
た
し
め
る
も
の
と
し
て
働
く
と
言
え
よ
う
。

二

さ
て
、
親
鸞
は
、

法
然
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
、
盲
目
的
に
自
己 

を
肯
定
し
て
い
く
自
我
の
執
心
に
と
っ
て
は
、

一
度
も
見
た
事
の 

な
か
っ
た
自
身
を
、

「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」

と
深 

信
せ
し
め
ら
れ
た
。

そ
れ
は
、

比
叡
山
で
幾
度
も
涙
し
た
凡
夫
と 

し
て
の
自
身
に
、
初
め
て
自
覚
的
に
帰
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
の 

よ
う
な
愚
悪
の
凡
夫
と
し
て
聞
き
開
い
た
名
号
の
内
景
を
、

「
自 

然
法
爾
章
」

に
、

名
の
字
は
、

因
位
の
と
き
の
な
を
名
と
い
う
。 

号
の
字
は
、

果
位
の
と
き
の
な
を
号
と
い
う
。

と
因
と
果
と
で
説
き
、

同

じ

く

『
唯
信
鈔
文
意
』

に 

「
号
」

は
、
仏
に
な
り
た
も
う
て
の
ち
の
御
な
を
も
う
す
。 

「
名
」

は
、

い
ま
だ
仏
に
な
り
た
ま
わ
ぬ
と
き
の
御
な
を
も 

う
す
な
り
。

こ
の
如
来
の
尊
号
は
、

不

可

称

・
不

可

説

・
不 

可
思
議
に
ま
し
ま
し
て
、

一
切
衆
生
を
し
て
無
上
大
般
涅
槃 

に
い
た
ら
し
め
た
ま
う
、
大
慈
大
悲
の
ち
か
い
の
御
な
な
り 

と
、

因
果
を
内
実
と
す
る
名
号
に
よ
っ
て
、

一
切
衆
生
が
無
上
涅 

槃
に
い
た
ら
し
め
ら
れ
る
事
が
説
か
れ
る
。

こ
れ
は
恐
ら
く
、
名 

号
に
帰
す
る
中
で
親
鸞
に
確
か
に
頷
ず
か
れ
て
い
た
、
生
き
て
働 

く
如
来
の
働
き
を
、
名
号
の
解
釈
に
託
し
て
明
ら
か
に
し
た
も
の 

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、

「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」

と 

い
う
自
己
自
身
を
獲
得
せ
し
め
た
如
来
を
、

「称
無
碍
光
如
来
名
」 

と
し
て
讃
嘆
す
る
時
、

讃
嘆
す
る
者
の
流
転
の
生
を
転
じ
て
、
大 

般
涅
槃
へ
向
う
生
へ
質
的
な
転
換
を
果
す
働
き
を
、

果
上
の
尺
十 

方
無
碍
光
な
る
阿
弥
陀
仏
の
光
明
と
、

因
位
の
法
蔵
菩
薩
の
本
願 

と
の
二
つ
の
相
で
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先

に

『
論
註
』 

で
尋
ね
た
よ
う
に
、

阿
弥
陀
仏
の
名
号
が
、

果
位
の
光
明
と
因
位 

の
本
願
と
を
内
実
と
し
て
衆
生
に
廻
向
さ
れ
て
い
る
以
上
、

名
号 

に
帰
す
と
い
う
出
来
事
は
、

本
来
こ
の
二
つ
の
契
機
な
く
し
て
は
、
 

わ
れ
わ
れ
衆
生
に
成
就
し
え
な
い
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ 

う
か
。



親
鸞
は
、
浄

土

真

宗

の

教
え

の

総

説
で

あ

る

『
歎
異
抄
』

の
ー 

章
に
そ
の
事
を
見
事
に
語
り
伝
え
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
念
仏
に 

帰

し

た

心

を

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
」

と
表
現 

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
心
は
、

「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
」

を 

信
ず
る
心
で
あ
る
と
同
時
に
、

「
摂
取
不
捨
の
利
益
」

に
あ
ず
か 

る
心
と
し
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。

言

う

ま

で

も

な

く

「
弥
陀
の
誓 

願
」

と
は
、

因
位
の
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
で
あ
る
。

そ

れ

が

「
誓
願 

不
思
議
」

と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、

「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆 

生
」

に
と
っ
て
は
、

「
無
縁
大
悲
」

と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
超 

越
的
な
大
悲
の
願
心
が
、
超
越
的
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
念
仏 

に

帰

し

た

衆

生

を

「
往
生
を
ば
と
ぐ
る
」

者
に
転
成
す
る
働
き
と 

し

て

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
ー
に
現
に
働
い
て 

菴

い
る
事
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

「摂
取
不
捨
」 

は
、

『
観
無
量
寿
経
』

第
九
真
身
観
の
、

ー
ー
光
明
、

偏
照
十
方
世
界
。

念
仏
衆
生
、
摂
取
不
捨
。 

と
い
う
経
言
に
基
づ
く
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、

「摂
取
不
捨
」 

が
果
上
の
阿
弥
陀
仏
の
光
明
に
よ
る
利
益
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
 

し
た
が
っ
て
、

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ
こ
こ
ろ
」

に
、
 

果
上
の
阿
弥
陀
仏
の
光
明
と
、

因
位
の
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
が
、
 

位
相
を
異
に
し
な
が
ら
し
か
も
同
時
に
働
く
と
領
解
す
べ
き
で
あ 

ろ
う
。

し
か
し
、

「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら

せ
て
、

往
生
を
ば
と
ぐ
る
」

と

い

う

事

と

「
摂
取
不
捨
の
利
益
」 

に
あ
ず
か
る
と
い
う
事
と
が
、

決
し
て
別
の
事
を
語
ろ
う
と
す
る 

も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、

真
実
信
人
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
へ
に
正
定
聚
の
く
ら 

い
に
住
す
。

こ
の
ゆ
へ
に
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の 

む
こ
と
な
し
。

信
心
さ
だ
ま
る
と
き
往
生
ま
た
さ
だ
ま
る
な 

り

と

親

鸞

が

『
末
灯
鈔
』

で
説
く
よ
う
に
、
摂
取
不
捨
の
利
益
と
し 

て
正
定
聚
に
住
す
る
事
と
、

往
生
が
さ
だ
ま
る
事
が
、

別
の
事
を 

言
う
の
で
は
な
く
、
念
仏
に
帰
し
往
生
道
に
立
つ
と
い
う
一
つ
の 

事
実
を
、

二
側
面
か
ら
語
っ
て
い
る
と
領
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

と
す
る
な
ら
、

こ

の

『
歎
異
抄
』

の
一
章
は
、

「
罪
悪
深
重
煩
悩 

熾
盛
の
衆
生
」

が

念

仏

に

帰

す

る

端

的

に

「
往
生
を
ば
と
ぐ
る
」 

者
に
転
成
す
る
と
い
う
一
つ
の
事
実
に
は
、

必
ず
阿
弥
陀
の
本
願 

と
光
明
と
が
そ
の
位
相
を
異
に
し
な
が
ら
、

し
か
も
同
時
に
働
か 

な
く
て
は
な
ら
な
い
事
を
教
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ 

う
か
。

そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
を
往
生
道
に
立
た
し
め
る
名 

号
の
働
き
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
因
力
と
果
ヵ
の
二
つ
の
働
き
と 

し
て
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
事 

を

『
教
行
信
証
』

の

「
総
序
」

の
文
に
依
っ
て
考
え
て
み
た
い
。 

親
鸞
は
、

「
総
序
」

の
文
に
、
自
ら
が
帰
し
得
た
如
来
を
次
の



よ
う
に
表
白
す
る
。

竊 

以 

難
思
弘
誓
度
一-
難
度
海
一
大
船
、

無
碍
光
明
破
一
一
無
明 

闇
・
'

一
恵
盼
。

こ
こ
で
も
、
親
鸞
が
帰
し
た
如
来
の
働
き
が
、

因
位
の
法
蔵
菩
薩 

の
誓
願
と
、
果
上
の
尺
十
方
無
碍
光
如
来
の
光
明
と
の
二
つ
で
説 

か
れ
る
。

こ
の
文
は
恐
ら
く
、
先

に

尋

ね

た

『
論
註
』

の

「
彼
無 

碍
光
如
来
名
号
、
能
破
衆
生
一
切
無
明
、
能
満
衆
生
一
切
志
願
」 

と
い
う
曇
鸞
の
教
説
の
自
証
を
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
短 

か
い
文
に
託
さ
れ
て
い
る
親
鸞
の
自
覚
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の 

で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、

「無
碍
光
明
破
一
一
無
明
闇
一
恵
日
」

と
は
、
帰
命
尽
十
方 

無
碍
光
如
来
と
衆
生
が
如
来
に
帰
命
す
る
時
、
果
上
の
光
明
の
働 

き
に
よ
っ
て
、
衆
生
の
迷
い
の
因
で
あ
る
無
明
が
破
ら
れ
る
と
告 

げ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
無
明
の
闇
が
破
ら
れ
る 

と
は
、
ど
の
よ
う
な
自
証
を
告
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

親
鸞
は
、

こ

の

帰

命

に

つ

い
て

「
行
巻
」

で
、
善
導
の
六
字
釈
を 

受
け
な
が
ら
、
自
ら
が
名
号
に
帰
し
た
自
覚
内
容
を
託
し
な
が
ら 

独
自
の
名
号
解
釈
を
展
開
す
る
。

そ
こ
で
は
、

爾
者
南
無
之
言
帰
命
。
帰

言

官

也

又

帰

莖

爲2

ノ
〕
也
。

説 

字

悦

音

又

帰

説

頁

鳥

也

。

説
字
暫
音
悦
税
ニ
音
告
也
述
也 

宣
コ
述
人
意-

也
命
言
業
也
招
引
也
使
也
教
也
道
也
信
也
計
也
召
也

是
以
帰
命
者
本
願
招
喚
之
勅
命
也
。

と
、
帰
と
命
と
に
詳
細
な
字
訓
を
施
し
、

帰
に
釈
尊
の
教
説
に
帰 

す
る
意
を
託
し
、
命
に
本
願
招
喚
の
勅
命
を
わ
が
命
と
す
る
意
を 

託
し
て
、

「
帰
命
は
す
な
わ
ち
釈
迦
弥
陀
二
尊
の
勅
命
に
し
た
が 

う
」
(

『
尊
号
真
像
銘
文
』)

意
を
明
ら
か
に
し
、

更
に
そ
の
帰
命
を
、 

「
こ
こ
を
以
て
、

帰
命
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
」

と
断
言
す
る
。 

こ
の
文
は
、

単
に
帰
命
が
本
願
招
喚
の
勅
命
に
従
う
心
で
あ
る
と 

説
く
の
で
は
な
い
。
親
鸞
の
言
葉
通
り
に
領
解
し
よ
う
と
す
る
な 

ら
、
も
っ
と
強
く
、
衆
生
に
起
こ
っ
た
帰
命
が
そ
の
ま
ま
本
願
招 

喚
の
勅
命
で
あ
る
と
教
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

「
虚
妄
顚 

倒
の
見
に
依
止
し
」
、

自
己
な
ら
ざ
る
も
の
を
自
己
と
錯
覚
し
て 

生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
、

「
欲
生
我
国
」

と
い
う
自
己
の
本
源
か
ら 

の
喚
び
声
で
あ
る
本
願
の
勅
命
が
、
衆
生
の
上
に
帰
命
と
い
う
姿 

を
と
っ
て
廻
向
表
現
し
た
も
の
と
教
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は 

ま
た
、

自
我
心
を
根
拠
に
し
て
生
き
る
衆
生
に
と
っ
て
は
、
起
こ 

る
は
ず
の
な
い
帰
命
が
、

そ
の
衆
生
を
、

「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
 

火
宅
無
常
の
世
界
は
、

よ
ろ
ず
の
こ
と
、

み
な
も
っ
て
、

そ
ら
ご 

と
た
わ
ご
と
、

ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
」

し
と
否
定
し
て
、

「
た
だ 

念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」

と
言
う
心
と
し
て
、
如 

来
選
択
の
願
心
が
衆
生
の
上
に
現
行
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

こ 

の
よ
う
な
親
鸞
の
帰
命
の
解
釈
は
、

先

に

尋

ね

た

『
論

』
"

『
論



註
』

の
名
号
の
意
義
、

即
ち
、
衆
生
が
自
ら
の
功
を
つ
の
り
為
楽 

願
生
の
浄
土
へ
生
ま
れ
て
い
こ
う
と
廻
向
を
す
る
修
道
性
を
根
底 

か
ら
否
定
し
て
、
名
号
と
は
浄
土
か
ら
の
如
来
の
名
告
り
で
あ
る 

と
い
う
意
義
を
見
事
に
自
証
し
、

名
号
解
釈
に
託
し
て
明
ら
か
に 

し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

帰
命
を
、
親
鸞
の
名
号
解
釈
に
よ
っ
て
以
上
の
よ
う
に
考
え
る 

な
ら
、

「
無
碍
光
明
破
無
明
闇
恵
日
」

と

い

う

「
総
序
」

の
文
に 

託
さ
れ
て
い
る
親
鸞
の
自
覚
内
容
を
、

次
の
よ
う
に
領
解
す
る
事 

が
で
き
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
称
名
念
仏
の
根
源
に
、
本
願
招
喚
の 

勅
命
を
聞
信
し
、
如
来
の
名
を
讃
嘆
す
る
時
、
無
始
以
来
の
無
明 

が
破
ら
れ
、
宿
業
の
身
を
自
身
と
深
信
せ
し
め
ら
れ
て
、

そ
の
生 

命
が
そ
の
ま
ま
如
来
に
依
っ
て
生
き
る
命
と
質
を
転
じ
る
。

と
す 

る
な
ら
、

尺
十
方
無
碍
光
な
る
光
明
は
、

決
定
深
信-

自
身
現
是
罪
悪
生
死
凡
夫
、

曠
劫
已
来
、

常
没 

常
流
転
、
無

”有
一-
出
離
之
縁
ー(
『
観
経
疏
』
散
善
義) 

と
い
う
深
信
を
衆
生
に
開
く
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

さ
て
、

そ
れ
で
は
次
に
、

「
難
思
弘
誓
度-
ー
難
度
海
一
大
船
」

と 

は
、
ど
の
よ
う
に
領
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
先
の
名
号 

解
釈
で
、
帰
命
の
領
解
に
続
い
て
、

言
一
一
発
願
回
向-

者
如
来
已
発
願
回
ー
ー
施
衆
生
行
一
之
心
也 

と
説
く
。

ま

た

『
尊
号
真
像
銘
文
』

に
は
、

「
亦
是
発
願
回
向
之
義
」

と
い
う
は
、

二
尊
の
め
し
に
し
た 

ご
う
て
安
楽
浄
土
に
う
ま
れ
ん
と
ね
が
う
こ
こ
ろ
な
り
と
の 

た
ま
え
る
な
り

と
説
か
れ
る
。

『
論
註
』

讃
嘆
門
釈
を
尋
ね
た
時
に
す
で
に
述
べ 

た
よ
う
に
、
衆
生
が
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
す
る
時
、

そ
の 

無
明
が
破
ら
れ
て
、

自
ら
が
本
来
願
う
べ
き
本
源
の
世
界
が
、

尺 

十
方
無
碍
光
如
来
の
境
涯
で
あ
る
浄
土
と
し
て
初
め
て
開
示
さ
れ
、
 

そ
の
世
界
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
願
い
を
わ
が
命
と
し
て
、

願
生 

浄
土
の
道
へ
立
つ
事
と
な
る
。

こ
の
願
い
を
衆
生
の
発
願
廻
向
と 

し
て
説
く
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
、

こ
の
衆
生
の
発
願
廻
向
の
根 

源

に

「
如
来
已
に
発
願
し
て
」

と
如
来
の
発
願
を
頷
ず
き
、

顕
わ 

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
信
巻
」

の
至
心
釈
に
も
、
 

仏
意
難
・
測
、
雖"

然
竊 

推
一
一
斯
心
一
一
切
群
生
海
、

自
ヨ
従
無 

始
一
已
来
乃
至
今
日
至
ー
一
今
時
ハ 

穢
悪
汚
染 

無
ー
ー
清
浄
心
一
虚 

仮
諂
偽 

無
二
真
実
心"

是
以
如
来
悲
ー
一
憫
一
切
苦
悩
衆
生
海
一 

於
一
一
不
可
思
議
兆
載
永
劫
一
行
ー
ー
菩
薩
行
一
時
、

三
業
所
修
一
念 

一
刹
那
無"

不-
一
清
浄
ハ
無
“
不
二
真
心
二
中
略)

斯
至
心
則
是 

至
徳
尊
号
為
一
一
其
体
一
也
。

と
、
無
始
以
来
真
実
心
の
な
い
宿
業
の
身
を
徹
底
し
て
自
覚
せ
し 

め
ら
れ
た
者
だ
け
が
、

そ
の
宿
業
の
身
を
已
に
悲
憫
し
て
発
願
し 

た
法
蔵
菩
薩
の
願
心
を
、
真
実
と
し
て
見
開
い
て
く
る
。

こ
の
出



来
事
は
、

名
号
に
帰
す
と
い
う
事
に
よ
っ
て
の
み
衆
生
の
上
に
起 

こ
っ
て
く
る
。
何
故
な
ら
、

そ
の
如
来
の
真
実
心
は
、
名
号
を
そ 

の
体
と
し
て
、
衆
生
に
廻
向
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
説
か
れ 

る
。

し
た
が
っ
て
念
仏
と
は
、
自
力
無
効
を
信
知
せ
し
め
ら
れ
た 

者
に
と
っ
て
は
、

正
し
く
不
廻
向
の
行
と
し
て
、
如
来
に
よ
っ
て 

已
に
発
願
し
て
廻
施
せ
ら
れ
た
衆
生
の
行
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

ま

た

『
歎
異
抄
』

で
は
、

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、

ひ
と
え
に 

親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。

さ
れ
ば
、

そ
く
ば
く
の
業
を 

も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、

た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し 

た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ 

と
説
い
て
、
宿
業
の
身
の
一
切
の
祈
り
に
も
先
だ
っ
て
、

そ
の
根 

源
に
、

「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
」

と
法
蔵
菩 

薩
の
発
願
を
説
か
れ
る
。

し
た
が
っ
て
。
衆
生
が
名
号
に
帰
す
時
、
 

宿

業

の

身

の

根

源

か

ら

「
欲
生
我
国
」

と
已
に
如
来
に
願
わ
れ
て 

い
る
事
へ
目
覚
め
、

そ
の
身
の
一
切
の
祈
り
が
、

か
え
っ
て
如
来 

の
願
に
帰
し
満
た
さ
れ
て
、

願
生
浄
土
を
自
ら
の
根
本
志
願
と
す 

る
と
領
解
で
き
よ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
尋
ね
て
く
る
な
ら
、

「
難 

思
弘
誓
度
難
度
海
大
船
」

と
は
、

決
定
深
信
，
彼
阿
弥
陀
仏
四
十
八
願
、

摂
一
一
受
衆
生
ハ
無
”
疑 

無

“
慮
、

乗
ー
彼
願
力
“
定
得
”
往

生

二

『
観
経
疏
』
善
義)

と
い
う
親
鸞
の
確
信
を
、

そ
の
自
覚
内
容
と
し
て
湛
え
て
い
る
と 

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、

「
総
序
」

の
文
に
依
っ
て
以
上
の
よ
う
に
尋
ね
ら
れ
る 

な
ら
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
が
念
仏
に
帰
す
と
い
う
出
来
事
は
、
法
蔵 

の
願
心
の
根
源
的
喚
び
か
け
に
喚
び
覚
ま
さ
れ
、

果
上
の
尺
十
方 

無
碍
光
如
来
の
光
明
に
、
衆
生
の
迷
い
の
因
で
あ
る
無
明
が
破
ら 

れ
、
永

劫

に

流

転

し

て

き

た

「
自
身
を
深
信
」

せ
し
め
ら
れ
る
事 

で
あ
る
と
同
時
に
、

そ

の

宿

業

の

身

の

ま

ま

に

「彼
の
願
力
に
乗 

じ
て
」

往
生
の
一
道
に
立
た
し
め
る
因
位
法
蔵
菩
薩
の
願
力
を
内 

観
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
造
を
持
つ
も
の
と 

領
解
す
る
事
が 
で
き
よ
う
。

親
鸞
は
、

こ
の
よ
う
に
宿
業
の
身
と
い
う
生
死
そ
の
も
の
へ
還 

帰
す
る
事
と
、

そ
の
ま
ま
で
成
仏
道
に
立
つ
事
を
、

同
時
に
成
就 

せ
し
め
る
本
願
の
名
号
の
働
き
と
し
て
、

因
ヵ
と
果
力
と
の
二
つ 

の
力
を
見
開
い
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
名 

号
に
帰
し
た
唯
一
の
原
点
は
、

宿
業
の
身
と
い
う
動
か
し
難
い
身 

の
事
実
で
あ
っ
た
事
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

三

自
我
心
を
根
拠
に
し
盲
目
的
に
自
己
を
肯
定
し
な
が
ら
「
さ
る 

べ
き
業
縁
の
も
よ
お
し
」

を
実
体
化
、

固
定
化
し
て
し
か
考
え
る



事
の
で
き
な
い
わ
れ
わ
れ
は
、

し
か
し
な
が
ら
、

「
さ
る
べ
き
業 

縁
の
も
よ
お
し
」

て
く
る
本
源
ま
で
は
、

そ
の
分
別
心
に
よ
っ
て 

実
体
化
す
る
事
が
で
き
な
い
が
故
に
、

そ
の
世
界
は
人
間
存
在
の 

深
み
と
し
て
、

観
念
で
つ
く
る
世
界
を
突
き
崩
し
、
わ
れ
わ
れ
の 

人
生
を
限
り
な
く
脅
か
し
続
け
る
。

恐
ら
く
親
鸞
は
、

比
叡
山
の 

伝
統
仏
教
の
価
値
の
中
で
、
自
ら
の
在
り
方
を
規
定
し
て
い
こ
う 

と
務
め
る
自
我
の
分
別
心
に
と
っ
て
は
、

不
可
思
議
な
る
世
界
と 

し
て
働
き
続
け
る
存
在
の
深
み
に
、
途
方
に
く
れ
、

し
か
も
眼
を 

覆
う
事
が
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

存
在
の 

事
実
を
忘
れ
、
発
菩
提
心
を
唯
一
の
根
拠
に
し
て
理
想
の
仏
へ
近 

づ
こ
う
と
す
る
伝
統
仏
教
の
修
道
性
を
捨
て
去
っ
て
、

生
き
る
事 

の
全
体
が
そ
の
ま
ま
で
救
わ
れ
て
い
く
道
を
、
念
仏
に
見
開
い
た 

の
で
あ
る
。

念
仏
に
帰
す
と
は
、

先
に
尋
ね
た
如
く
、
果
上
の
阿
弥
陀
仏
の 

光
明
に
自
我
心
が
破
ら
れ
、

「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
し
」

を 

命
と
し
て
生
き
る
宿
業
の
身
を
自
身
と
深
信
せ
し
め
ら
れ
る
事
で 

あ
っ
た
。

そ
れ
は
、

そ
の
ま
ま
が
自
我
心
を
生
き
る
私
に
と
っ
て 

は
、

手
の
と
ど
か
な
い
私
自
身
の
深
み
に
初
め
て
自
覚
的
に
触
れ 

た
と
い
う
、
存
在
の
実
相
へ
の
目
覚
め
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。 

こ
の
自
我
の
執
心
の
破
れ
に
於
い
て
、

不
可
思
議
と
し
て
自
身
を 

信
知
す
る
事
を
、

決
定
深
信
一-
自
身
現
是
罪
悪
生
死
凡
夫
、

曠
劫
已
来
、

常
没 

常
流
転
、
無

〉有
一
一
出
離
之
縁

と
尋
ね
ら
れ
た
。

し
か
も
、

こ
の
信
知
は
、
 

決
定
深
信
”
彼
阿
弥
陀
仏
四
十
八
願
、
摂
一
一
受
衆
生
一
無"

疑
無
“ 

慮
、

乗-
一
彼
願
力
ハ
定
得
・
往
生
上 

と
い
う
信
知
と
別
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、

「
無
有 

出
離
之
縁
」

と
自
我
心
の
絶
対
否
定
を
通
し
て
触
れ
る
自
身
の
実 

相
は
、
自
我
心
に
先
だ
っ
て
、
す
で
に
生
き
絶
対
的
に
許
さ
れ
て 

い
る
命
の
世
界
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

生
き
る
事
を
善
と
し
、

死
ぬ 

事
を
悪
と
す
る
自
我
心
の
破
れ
に
お
い
て
触
れ
る
命
の
世
界
で
あ 

る
が
故
に
、

生
き
る
事
も
死
ぬ
事
も
命
の
姿
で
あ
る
よ
う
な
無
量 

の
寿
の
世
界
と
言
え
よ
う
か
。

そ
の
世
界
は
、
自
我
存
在
に
と
つ 

て
は
、

ど
こ
ま
で
も
帰
る
事
が
願
わ
れ
る
如
来
大
悲
の
願
心
に
摂 

せ
ら
れ
て
い
る
世
界
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
存
在
の 

大

地

か

ら

叫

ぶ

「
如
来
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
の
勅
命
」 

(

『
教
行
信
証
』)

を
念
仏
そ
の
も
の
の
中
に
聞
き
開
い
た
の
が
親
鸞 

で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
念
仏
は
、
如
来
大
悲
の
願
心
の
廻
向 

表
現
で
あ
り
、
本
願
そ
の
も
の
の
衆
生
に
於
け
る
現
行
と
言
え
よ 

う
。

そ
れ
は
、
自
力
無
効
を
信
知
せ
し
め
ら
れ
た
者
に
と
っ
て
は
、
 

正
し
く
不
廻
向
の
行
で
あ
る
。

し
か
し
、

「
無
有
出
離
之
縁
」

の 

ま

ま

に

「
乗
彼
願
力
」

の
信
知
に
頷
か
れ
て
い
る
如
く
、



大
願
業
力
の
ゆ
え
に
、
自
然
に
浄
土
の
業
因
た
が
わ
ず
し
て
、
 

か
の
業
力
に
ひ
か
る
る
ゆ
え
に
ゆ
き
や
す
く
、
無
上
大
涅
槃 

に
の
ぼ
る
に
き
わ
ま
り
な
し 

と
自
証
せ
し
め
る
本
願
力
廻
向
の
大
行
と

言
う
こ

と
が
で

き

よ 

う
。換

言
す
れ
ば
、
業
縁
の
生
命
の
全
体
が
、

阿
弥
陀
の
本
願
の
廻 

向
で
あ
る
名
号
の
現
行
に
摂
め
ら
れ
る
。

即
ち
、

一
切
衆
生
を
摂 

し
、
自
利
々
他
円
満
の
仏
に
な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
阿
弥
陀
如
来 

の
因
果
の
中
に
、
初
め
て
業
縁
の
身
を
信
知
せ
し
め
ら
れ
た
と
も 

言
え
よ
う
か
。
先
に
も
尋
ね
た
よ
う
に
親
鸞
は
、
 

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、

ひ
と
え
に 

親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。

さ
れ
ば
、

そ
く
ば
く
の
業
を 

も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、

た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し 

た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ 

と
述
懐
す
る
。

こ
れ
は
、

仏
の
無
縁
大
悲
に
触
れ
た
大
い
な
る
謝 

念
を
込
め
て
、
永
劫
の
昔
か
ら
流
転
を
重
ね
て
き
た
宿
業
の
身
の
、
 

い
か
な
る
過
去
よ
り
も
過
去
に
先
だ
っ
て
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
が 

あ
る
事
を
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
果
上
の
阿
弥 

陀
仏
の
境
涯
で
あ
る
浄
土
は
、
宿
業
の
身
を
生
き
る
が
故
に'

「
い 

ま
だ
う
ま
れ
ざ
る
安
養
の
浄
土
」

と
し
て
、

宿
業
の
身
の
い
か
な 

る
未
来
よ
り
も
未
来
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
、
宿
業
の
身
の
全
体
が
、
仏
の
因
果
に
結
ば
れ
る 

時
、
宿
業
の
身
の
生
が
そ
の
ま
ま
無
上
涅
槃
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
、
 

そ
の
歩
み
が
証
大
涅
槃
へ
と
究
竟
し
て
い
く
。
親
鸞
は
、

そ
の
確 

信
を
、

『
唯
信
鈔
文
意
』

に
、

次
の
よ
う
に
告
げ
る
。
 

具
縛
の
凡
愚
、

屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本 

願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な 

が
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り 

更

に

『
正
信
偈
』

で
は
、

も
っ
と
強
く
、
本
願
の
信
の
恩
恵
と 

し
て
、

「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」

と
讃
詠
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
宿
業 

の
身
の
到
着
点
で
あ
る
無
上
涅
槃
の
徳
用
が
、
衆
生
の
往
生
道
の 

一
歩
一
歩
に
還
来
し
て
い
る
と
教
え
る
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ 

そ
、
衆
生
の
往
生
道
の
一
歩
一
歩
が
無
上
涅
槃
へ
向
う
無
限
の
歩 

み
と
し
て
、
確
か
な
方
向
を
持
っ
た
も
の
と
な
り
、

そ
の
歩
み
が 

保
持
さ
れ
て
い
く
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、

名
号
に
帰
す
る
時
、

宿
業
の
身
の
生
が
そ
の
ま 

ま
仏
の
因
果
に
包
ま
れ
て
、

往
生
の
一
道
に
立
た
し
め
ら
れ
る
。
 

し
か
も
、
本
願
の
恩
恵
に
よ
り
無
上
涅
槃
の
徳
を
受
け
、

煩
悩
具 

足
の
身
の
ま
ま
に
、

成
仏
を
内
に
包
ん
で
、

そ
の
一
歩
一
歩
の
歩 

み
が
成
就
す
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
身
は
穢
土
の
只
中
に
あ
り
な
が 

ら
、

「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
し
」

を
成
仏
の
因
と
信
知
し
て
、
 

業
を
果
す
ま
で
安
ん
じ
て
そ
の
穢
土
に
耐
え
て
行
く
事
が
で
き
る



と
教
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(

註)

寺
川
俊
昭
著
『
歎
異
抄
の
思
想
的
解
明
』
第
一
章
参
照
。
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