
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
の
印
象

小 

野 

蓮 

明

一

今

年
(

一
九
ハ
〇
年)

の
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
、
私
に
と
っ
て
初
め
て
の
経
験
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
各
地
を
訪
ね
る
機
会
が
与 

え
ら
れ
た
。
私
に
果
せ
ら
れ
た
仕
事
は
、
大
き
く
言
っ
て
二
つ
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
を
訪
問
す 

る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
に
付
随
し
て
、
可
能
な
限
り
の
幾
つ
か
の
大
学
を
訪
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
お
け
る
宗
教
事
情
、
特
に 

仏
教
、
と
り
わ
け
浄
土
教
、
浄
土
真
宗
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
仏
教
の
学
び
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い 

る
か
、
更
に
は
現
実
的
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
そ
こ
に
あ
る
か
、
等
を
知
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
協
会
、

っ 

ま
り
仏
教
寺
院
を
訪
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
仏
教
の
現
状
を
視
察
調
査
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
講
義
・
講
演
を
す
る
と
い
う
、
私 

に
と
り
ま
し
て
は
ま
こ
と
に
貴
重
な
体
験
で
あ
っ
た
。
時
間
の
都
合
で
そ
の
全
て
を
詳
細
に
ご
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
思
い
出 

す
ま
ま
に
私
の
感
じ
た
印
象
の
一
端
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
ず
大
学
関
係
の
こ
と
か
ら
申
し
ま
す
。
滞
在
期
間
が
短
い
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
表
面
の
こ
と
し
か
分
ら
ず
、
深
い
こ
と
は
何
年
も 

当
地
に
逗
留
し
生
活
し
て
み
な
け
れ
ば
分
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
私
の
さ
さ
や
か
な
印
象
、
直
観
を
も
っ
て
い
い
ま
す
と
、
ア
メ
リ 

力
に
果
し
て
仏
教
の
学
び
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
私
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
訪
れ
て
み
る
と
、
内
容
の
深
さ
、
そ
の
学
び
の
是
非
は



別
と
し
て
も
、
確
か
に
ア
メ
リ
カ
に
は
驚
く
ほ
ど
の
仏
教
の
学
び
が
現
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
仏
教
を
学
び
た
い
と
い
う
希
望
が
極 

め
て
強
い
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
。
大
学
巡
り
の
中
心
で
あ
っ
た
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
の
状
況
か
ら
紹
介
し
よ
う
。
 

私
が
訪
ね
た
の
は
九
月
の
初
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
は
九
月
が
新
学
期
で
す
か
ら
、
新
学
期
の
始
ま
り
と 

同
時
に
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
を
訪
ね
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
は
、
シ
カ
ゴ
よ
り
車
で
北
へ
約
三
時
間
余
り
、

マ 

デ
ィ
ソ
ン
と
い
う
人
口
約
二
〇
万
の
小
都
市
に
あ
り
、
湖
水
に
面
し
た(

マ
デ
ィ
ソ
ン
に
は
大
小
五
つ
の
湖
が
あ
る)

静
か
な
学
問
的
香 

り
の
き
わ
め
て
高
い
州
立
の
総
合
大
学
で
あ
り
、
全
米
で
も
ハ
イ
ク
ラ
ス
の
大
学
で
あ
る
と
い
う
。
九
月
初
旬
・
中
旬
で
、
日
本
の
仲
秋 

よ
り
晚
秋
の
気
候
で
あ
っ
た
。
そ
の
敷
地
の
雄
大
さ
は
、
湖
水
に
面
し
た
校
内
の
長
さ
は
約
三
マ
イ
ル
、
幅
は
約
ー
マ
イ
ル
、
そ
の
面
績 

は
九
〇
〇
エ
ー
カ
ー
と
い
う
。
大
学
の
構
成
人
員
は
、
学
部
の
学
生
は
約
二
六
〇
〇
〇
人
、
大
学
院
生
は
約
ー
ニ
〇
〇
〇
人
、
聴
講
生
は 

約
二
九〇

〇
人
で
、
男
五
五％

、
女
四
五％

で
、
そ
の
う
ち
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
の
居
住
者
は
七
五％

、
教
職
員
約
五
五
〇
〇
人
、
事
務
職 

員
は
約
七
四
〇
〇
人
で
あ
る
。
校
内
に
は
バ
ス
が
巡
回
し
、
点
在
す
る
大
き
な
校
舎
の
間
に
広
が
る
広
々
と
し
た
緑
の
芝
生
に
は
、
昼
と 

も
な
れ
ば
、
語
り
合
う
学
生
達
で
う
ま
り
、
夕
方
や
土
・
日
曜
の
湖
面
に
は
白
い
ヨ
ッ
ト
が
数
限
り
な
く
浮
か
ぶ
と
い
う
、
き
わ
め
て
健 

康
的
な
学
園
で
あ
る
。
土

・
日
曜
と
連
休
な
た
め
、
金
曜
の
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て
が
学
生
達
の
最
も
楽
し
い
語
ら
い
の
時
の
よ
う
で
あ 

る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
日
は
不
思
議
な
く
ら
い
静
か
で
あ
り
、
街
の
い
ろ
い
ろ
な
商
店
も
、
恰
も
学
生
達
の
勉
学
に
協
力
し
て
い
る 

の
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
夕
方
の
七
時
に
は
早
く
も
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
降
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
七
時
と
い
っ
て
も
サ
マ
ー
・
タ
イ
ム
で
ま
だ
明 

る
い
時
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
街
全
体
が
学
園
の
街
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

驚
い
た
こ
と
の
一
つ
は
学
生
寮
の
充
実
で
あ
る
。
円
形
ビ
ル
の
男
子
寮(

学
部
学
生)

は
、
私
が
滞
在
し
た
ホ
テ
ル
よ
り
も
は
る
か
に 

大
き
い
。
静
か
な
林
の
中
に
あ
る
女
子
寮
、
そ
れ
に
日
本
の
一
戸
建
て
乃
至
は
二
戸
連
立
式
の
市
営
住
宅
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
大
学
院
生 

の
夫
婦
寮
。
院
生
寮
は
大
学
の
敷
地
の
森
の
中
に
点
在
し
、
物
静
か
な
緑
に
か
こ
ま
れ
た
別
荘
の
如
き
で
あ
る
。
そ
の
数
は
千
数
百
軒
と 

い
う
。
大
学
院
生
は
殆
ん
ど
結
婚
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
と
少
し
事
情
が
違
う
の
は
、
大
抵
の
人
は
学
部
卒
業
と
同
時
に



一
度
は
社
会
人
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
ど
う
し
て
も
も
う
一
度
学
問
を
し
た
い
人
、
或
は
更
に
高
度
の
学
問
を
必
要
と 

す
る
人
が
、
大
学
院
に
入
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
よ
り
も
年
令
も
高
く
、
様
々
な
職
歴
を
経
て
学
問
に
身
を
投
じ
て
い
る 

人
が
多
く
、
従
っ
て
妻
子
あ
る
院
生
も
多
い
わ
け
で
あ
る
。
特
に
仏
教
学
専
攻
の
大
学
院
の
学
生
達
は
殆
ん
ど
既
婚
者
で
職
業
歴
の
あ
る 

人
が
多
か
っ
た
。
そ
の
為
め
か
、
学
問
に
取
り
組
む
姿
勢
も
、
或
は
思
索
の
方
法
も
き
わ
め
て
現
実
的
で
あ
る
。
現
実
的
で
あ
る
が
故
に
、
 

厳
し
さ
も
当
然
そ
こ
に
あ
る
。
恰
も
現
実
の
生
活
が
要
求
し
て
く
る
よ
う
な
研
究
の
厳
し
さ
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ 

ま
す
が
、
私
な
ど
が
経
験
し
て
き
た
よ
う
な
研
究
姿
勢
と
聊
か
趣
を
異
に
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
学
院
生
の
寮
の
近
く
の 

林
の
中
に
は
、
客
員
教
授
と
か
集
中
講
義
で
特
に
招
か
れ
た
よ
う
な
講
師
の
た
め
の
ハ
ウ
ス
群
が
あ
る
。
緑
の
中
の
色
と
り
ど
り
の
ハ
ウ 

ス
は
、

一
見
別
荘
か
山
荘
を
思
わ
せ
る
。

三'

三
一
四
、
〇
〇
〇
冊
を
蔵
す
る
図
書
館
の
す
ば
ら
し
さ
も
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
。
大
学
の
図
書
館
は
約
二
〇
箇
所
ほ
ど
に
点
在
し 

て
あ
り
、
仏
教
関
係
の
文
献
は
中
央
図
書
館
に
あ
る
。
そ
こ
に
は
数
階
に
わ
た
る
大
き
な
書
庫
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
閲
覧
室
、
貴
重
本
を
見 

る
個
人
の
読
書
室
、
辞
書
類
の
完
備
し
た
中
位
の
読
書
室
、
ま
さ
に
理
想
的
な
内
容
で
あ
る
。
し
か
も
い
か
な
る
学
者
も
学
生
も
書
庫
の 

中
に
自
由
に
出
入
り
を
し
、
自
分
で
関
心
の
あ
る
書
物
や
文
献
を
直
接
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
'3
。
私
は
こ
こ
で
は
特
に
仏
教
学
関 

係
、
特
に
浄
土
教
関
係
の
文
献
に
注
意
を
は
ら
っ
た
。
そ
れ
は
、
清
田
実
教
授
が
私
に
課
し
た
仕
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即 

ち
、
仏
教
学
関
係
の
文
献
、
就
中
浄
土
教
関
係
の
文
献
が
充
分
で
あ
る
か
否
か
を
確
か
め
て
欲
し
い
と
い
う
要
望
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

私
が
訪
ね
た
大
学
、
例
え
ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ー
ー
ア
大
学
、

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
、
シ
カ
ゴ
大
学
、

ハ
ワ
イ
大
学
等
の
大
学
よ
り
は
、
 

最
も
優
れ
て
こ
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
に
多
く
の
文
献
が
取
揃
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
も
東
洋
関
係 

の
文
献
が
極
め
て
幅
広
く
揃
え
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
特
に
浄
土
教
関
係
の
も
の
は
こ
こ
程
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大 

学
と
並
ん
で
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
私
学
の
雄
、

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
、
政
治
学
・
経
済
学
・
歴
史
学
と
い
っ
た
現
実
的
な
面
の
学 

問
が
充
実
し
て
お
り
、
仏
教
に
関
し
て
も
歴
史
関
係
の
資
料
が
詳
細
に
準
備
さ
れ
て
い
る
が
、
思
想
的
関
係
の
も
の
は
比
較
的
薄
い
と
い



う
こ
と
で
あ
っ
た
。

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
、
高
麗
大
蔵
経
、
南
伝
大
蔵
経
、
国
訳
大
蔵
経
、
国
訳
一
切
経
、
大
日
本
仏
教
全
書 

等
を
始
め
、
浄
土
宗
全
書
、
真
宗
全
書
、
真
宗
大
系
、
更
に
は
清
沢
満
之
、
鈴
木
大
拙
、
曽
我
量
深
、
金
子
大
栄
な
ど
の
全
集
乃
至
は
選 

集
、
真
宗
史
料
集
成
と
か
教
行
信
証
講
義
集
成
と
い
う
最
近
の
も
の
ま
で
も
隈
無
く
取
揃
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
個
々
の
著
名
な
研
究
書 

で
抜
け
て
い
る
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
全
集
乃
至
は
選
集
類
で
代
表
的
な
も
の
は
殆
ん
ど
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の 

多
く
の
資
料
が
た
だ
収
蔵
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
て
、
如
何
に
学
生
達
に
読
ま
れ
研
究
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と 

が
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
施
設
の
面
で
は
抜
群
だ
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
大
学
自
体
の
仏
教
に
対
す
る
、
或
は
浄
土
教
に 

対
す
る
姿
勢
の
表
れ
で
あ
る
と
思
う
。

こ
の
大
学
に
お
け
る
仏
教
学
は
、
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
学
の
コ
ー
ス
と
中
国
・
日
本
仏
教
学
の
コ
ー
ス
と
に
分
れ
、
清
田
実
教
授 

は
後
者
の
主
任
で
あ
る
。
私
は
滞
在
中
、
清
田
教
授
と
そ
の
指
導
下
に
て
目
下
博
士
論
文
を
準
備
中
の
学
生
達
乃
至
は
研
究
者
達
と
親
し 

く
意
見
を
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
学
生
は
十
数
名
、
ど
の
人
も
真
面
目
で
研
究
熱
心
な
人
達
で
あ
っ
た
。
清
田
教
授
と
何
回
か
話
し 

て
い
る
う
ち
、
教
授
の
指
導
方
法
の
特
質
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
語
学
力
の
重
視
で
あ
る
。
中

国

，
日
本
の
仏
教 

を
専
攻
す
る
学
生
に
必
須
条
件
と
し
て
い
る
語
学
は
、
先
ず
日
本
語
と
漢
文-
-

こ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
中
国
仏
教
も
日
本
仏
教
も
学
べ 

な
い
——

そ
れ
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、
そ
れ
か
ら
ド
イ
ツ
語
、
そ
の
よ
う
な
語
学
を
基
礎
要
件
と
し
て 

課
し
て
い
る
。
特
に
日
本
語
と
漢
文
の
読
解
力
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
今
日
の
我
々
か
ら
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
古
典
の
域
に
入 

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、

矢
吹
慶
輝
著
『
三
階
教
の
研
究
』
、

常
盤
大
定
著
『
仏
性
の
研
究
』
な
ど
の
文
献
を
読
破
す
る
。
日
本
語
を
充 

分
に
話
せ
な
く
て
も
、
文
献
を
理
解
す
る
力
を
充
分
に
備
え
て
い
る
。
大
蔵
経
の
経
典
の
原
典
を
図
書
館
で
一
生
懸
命
に
読
ん
で
い
る
学 

生
の
姿
を
何
回
も
見
た
。
語
学
的
な
感
覚
は
日
本
人
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。
語
学
力
を
生
か
し
た
仏
教
の
学
び
、
経
論
釈
の 

文
献
の
解
読
を
中
心
と
す
る
仏
教
の
学
び
が
、
そ
の
中
心
的
位
置
を
し
め
て
い
る
。



二

最
初
の
講
義(

演
習)

に
出
た
と
き
、
教
授
は
今
年
一
年
間
こ
う
い
う
こ
と
を
学
び
た
い
と
い
う
主
旨
を
説
明
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
は 

既
に
こ
う
い
う
研
究
資
料
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
紹
介
す
る
。
図
書
館
や
研
究
室
か
ら
既
存
の
研
究
書
、
或
は
文
献
を
持
込
み
、
チ
ベ
ッ 

卜
文
献
、
漢
文
の
も
の
、
日
本
の
も
の
、
そ
の
す
べ
て
を
逐
次
網
羅
し
て
紹
介
す
る
。
そ
の
指
示
さ
れ
た
数
多
く
の
中
か
ら
特
に
ど
の
文 

献
を
選
び
、
ど
れ
を
中
心
に
研
究
す
る
か
は
学
生
達
の
自
由
で
あ
る
。

一
且
選
ば
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
ど
の
よ 

う
に
意
味
づ
け
し
確
認
し
て
い
っ
た
ら
い
い
か
、
な
ど
の
個
々
の
問
題
を
教
授
の
指
導
に
仰
ぐ
の
で
あ
る
。

日
本
の
場
合
、
特
に
私
達
の
場
合
で
は
、
あ
る
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
主
題
的
に
考
究
し
、
思
索
的
に
講
義
展
開
を
す
る
の
で
あ
る 

が
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
む
し
ろ
主
題
に
つ
い
て
幅
広
い
文
献
を
提
示
し
、
そ
の
文
献
に
意
欲
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
学
生
に
要
求
す
る
。
 

そ
し
て
そ
の
為
め
に
は
高
度
の
語
学
力
が
必
要
で
あ
る
と
。
そ
の
よ
う
な
仏
教
へ
の
取
り
組
み
方
で
あ
る
か
ら
、
博
士
論
文
の
主
題
と
し 

て
選
ば
れ
て
い
る
資
料
も
、
例
え
ば
『
仏
地
経
』

『
金
剛
三
昧
経
』

『
涅
槃
経
』
な
ど
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
経
論
釈
の
文
献
を
論
文
の 

テ
ー
マ
と
し
て
選
ぶ
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
私
達
の
場
合
も
勿
論
、
経
論
釈
を
そ
の
研
究
主
題
と
し
て
選
ぶ
こ
と
も
多
い
け
れ
ど
も
、
 

同
時
に
、
或
は
そ
れ
以
上
に
人
の
思
想
を
中
心
に
選
ぶ
場
合
が
多
い
。
親
鸞
の
思
想
、
法
然
の
思
想
、
善
導
の
思
想
、
曇
鸞
の
思
想
と
い 

う
よ
う
に
、
人
の
思
想
を
研
究
主
題
と
す
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
経
論
釈
の
文
献
を
主
題
と
し
て
い
る
研
究
者
が
圧
倒
的
で
あ 

る
。
し
か
も
選
ば
れ
て
い
る
文
献
は
、
浄
土
教
乃
至
は
真
宗
関
係
の
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
。
む
し
ろ
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
や
原
始
仏
教
、
或
は 

真
言
、
天
台
、
華
厳
、
禅
関
係
の
も
の
が
多
い
。
で
は
何
故
浄
土
教
関
係
の
も
の
を
選
ば
な
い
の
か
、
と
問
う
て
み
る
と
、
殆
ん
ど
キ
リ 

ス
ト
教
の
思
想
と
似
て
い
る
か
ら
と
答
え
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
似
て
い
る
が
故
に
、
あ
ん
ま
り
興
味
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
 

何

故

『
大
無
量
寿
経
』
と

か

『
観
無
量
寿
経
』
と

か

『
法
華
経
』
と

か

『
華
厳
経
』
等
の
代
表
的
な
も
の
を
研
究
資
料
と
し
て
選
ば
な
い 

の
か
と
問
う
と
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
者
が
す
で
に
充
分
に
論
じ
尽
く
し
て
い
る
か
ら
、
む
し
ろ
研
究
さ
れ
て
い
な
い
も
の



を
選
ぶ
の
で
あ
る
と
返
答
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
研
究
対
象
と
し
て
選
ぶ
わ
け
だ
か
ら
、
そ 

れ
は
大
変
で
あ
る
。
大
蔵
経
と
の
睨
め
っ
こ
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

私
達
の
場
合
で
は
、

『
大
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
様
々
な
人
が
研
究
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
人
々
の
研
究
で
あ
っ
て
、
私
が 

こ
の
経
典
に
触
れ
る
の
は
初
め
て
で
あ
る
。
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
研
究
が
あ
る
、
し
か
し
私
が
『
教
行 

信
証
』
を
学
び
、

『
教
行
信
証
』
に
学
ぶ
の
は
初
め
て
で
あ
る
。
そ
こ
に
先
達
の
研
究
成
果
や
領
解
を
踏
え
な
が
ら
、
私
の
了
解
を
深
化 

し
徹
底
せ
し
め
よ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
の
が
私
達
の
仏
教
の
学
び
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
よ
り
も
「
道
」
と
し
て
の
仏
教
の
学
び
が
あ 

る
。
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
仏
道
に
立
つ
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
然
そ
こ
に
は
自
己
の
内
奥
か
ら
の
菩
提 

心
が
要
求
さ
れ
る
。
自
己
を
真
の
実
存
と
し
て
建
立
し
よ
う
と
い
う
強
烈
な
志
願
が
あ
っ
て
初
め
て
、
自
ら
仏
道
に
立
ち
、
仏
道
の
学
び 

を
完
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
内
な
る
志
願
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ 

ど
も
、
む
し
ろ
現
実
に
は
語
学
力
を
最
優
先
さ
せ
る
文
献
研
究
が
中
心
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
従
っ
て
、

「
仏
道
を
な
ら
う
と
い
う 

は
自
己
を
な
ら
う
な
り
」
と
道
元
が
喝
破
し
た
よ
う
な
、
道
と
し
て
の
仏
教
の
学
び
や
、
或
は
思
索
的
な
仏
教
の
学
び
、
換
言
す
れ
ば
学 

ぶ
者
自
身
に
仏
道
を
開
示
す
る
よ
う
な
質
を
も
つ
仏
教
の
学
び
は
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
。
 

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
を
訪
れ
た
日
に
、
早
速
講
義
を
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
大
学
の
様
子
も
知
り
、
研
究
生
の
方
々
の
志
向
性 

も
あ
る
程
度
知
っ
て
か
ら
、
そ
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
大
変
に
当
惑
し
た
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
の
前
に
カ
リ 

フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
を
訪
れ
た
と
き
に
、
浄
土
教
の
印
象
に
つ
い
て
問
う
た
と
き
、
そ
れ
は
仏
教
の
異
流
で
あ
り
、
し
か
も
キ
リ
ス
ト
教
と 

非
常
に
思
想
内
容
が
似
て
い
る
と
い
う
了
解
を
聞
い
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
親
鸞
の
思
想
の
実
存
性
、
浄
土
の
真
宗
は
大
乗
の
仏
道
の 

至
極
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
み
た
。
仏
教
は
本
来
的
に
自
覚
道
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
自
覚
道
は
親
鸞
の
場
合
非
常
に
深
い
内
観 

道
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
親
鸞
の
思
想
は
、
実
存
的
で
あ
り
主
体
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
み
た
。
 

と
こ
ろ
が
、-
-

こ
れ
も
一
部
の
人
の
反
応
で
あ
っ
て
、

一
概
に
は
言
え
な
い
が-
-

実
存
の
思
想
に
対
し
て
は
日
本
ほ
ど
反
応
を
示
さ



な
い
。
親
鸞
の
あ
の
強
靱
な
内
面
的
思
索
は
、
知
性
的
な
理
解
を
超
え
て
「
む
ず
か
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
親
鸞
に
お
け
る
主 

体
の
確
立
、
本
来
の
自
覚
道
の
成
就
を
考
え
て
は
見
た
が
、
ど
う
も
一
種
の
違
和
感
を
直
感
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け 

る
哲
学
は
ど
う
で
あ
る
か
を
調
べ
て
み
た
。
哲
学
の
主
流
は
実
証
的
な
或
は
実
用
的
な
哲
学
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス 

を
も
っ
て
代
表
さ
れ
る
如
き
ギ
リ
シ
ャ
思
想
を
正
統
と
し
て
い
る
哲
学
で
あ
る
。
日
本
で
も
す
で
に
実
存
を
超
え
る
よ
う
な
立
場
が
求
め 

ら
れ
、
実
存
思
想
の
限
界
と
い
う
こ
と
も
叫
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
実
存
性
、
主
体
性
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
は
日 

本
ほ
ど
敏
感
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
故
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
は
近
代
的
な
自
我
性
を
最
も
強
調
す
る
国
柄
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
い
っ
た
文
献
研
究
を
中
心
と
す
る
仏
教
の
学
び
と
ど
こ
か
で
結
び
つ
い
て
い
て
、
決
し
て
無 

関
係
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
、
総
じ
て
浄
土
教
の
研
究
は
「
こ
れ
か
ら
」
だ
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
。
た
だ
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ 

ン
大
学
で
は
、
は
っ
き
り
と
そ
の
萌
し
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
清
田
教
授
御
自
身
浄
土
教
思
想
に
対
す
る
深
い
造
詣
の
念
を
も
っ
て
お 

ら
れ
、
ま
た
そ
の
指
導
下
の
学
生
に
も
そ
れ
が
伝
わ
り
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
浄
土
教
が
ア 

メ
リ
カ
に
公
開
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
特
に
大
谷
大
学
の
も
っ
て
い
る
使
命
の
大
き
さ
を
憶
わ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
言 

で
い
え
ば
、
仏
道
の
本
来
の
立
場
に
立
っ
た
仏
教
の
学
び
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
言
葉
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
仏
教
の
学
び
、
即
ち 

仏
教
を
単
な
る
研
究
対
象
と
す
る
学
に
簡
ん
で
、
学
ぶ
者
自
身
に
仏
道
を
開
示
す
る
よ
う
な
質
を
も
つ
仏
教
の
学
び
で
あ
る
。
そ
う
い
う 

仏
教
の
学
び
を
公
開
す
る
使
命
が
、
大
谷
大
学
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
思
う
。

仏
教
に
関
心
を
も
つ
教
授
達
十
数
人
ほ
ど
で
開
か
れ
た
昼
食
会
に
招
か
れ
た
と
き
、
清
田
教
授
と
私
と
で
大
谷
大
学
の
樹
立
の
精
神
と
、
 

大
学
の
歴
史
と
現
状
を
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
大
き
な
共
感
を
も
っ
て
く
れ
た
。
寛
文
五
年
以
来
の
大
学
の
歩
み
と
、
清
沢
満
之
、
南
条
文 

雄
、
佐
々
木
月
樵
の
歴
史
的
な
事
業
、
特
に
南
条
文
雄
，
笠
原
研
寿
と
マ
ッ
ク
ス:

、
'

ユ
ラ
ー
と
に
よ
る
梵
文
『
無
量
寿
経
』

の
校
訂
、
 

更
に
鈴
木
大
拙
に
よ
る
大
乗
仏
教
の
紹
介
等
の
歴
史
的
事
業
の
今
日
的
意
義
に
つ
い
て
語
り
、
共
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
人
間
存
在 

の
根
本
的
解
明
を
目
指
す
仏
教
を
「
学
」
と
し
て
世
界
に
解
放
し
、
そ
こ
に
真
に
主
体
的
な
独
立
者
を
生
み
出
し
育
成
す
る
こ
と
を
期
し



た
、
か
の
佐
々
木
月
樵
の
大
学
樹
立
の
精
神
は
、
大
学
の
歴
史
を
貫
い
て
確
か
に
生
き
て
き
た
が
、
し
か
し
今
こ
そ
そ
の
志
願
を
改
め
て 

世
界
に
向
け
て
確
か
め
る
べ
き
「
時
」
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。

三

一
方
、
そ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
各
地
の
仏
教
会(
寺
院)

を
巡
訪
し
た
の
で
あ
る
が
、
即
ち
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ. 

バ
ー
ク
レ
ー
、
シ
カ
ゴ
、
デ
ン
バ
ー
、

ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
、

ハ
ワ
イ
等
の
東
西
の
仏
教
会
で
あ
る
が
、
そ
の
巡
訪
に
際
し
、
先
ず
第
一
に 

思
わ
れ
た
こ
と
は
、
言
語
・
思

想

，
歴
史
・
風
土
、
そ
し
て
宗
教
性
と
、
色
・
な
点
で
全
く
異
な
る
地
で
、
仏
法
公
開
の
大
事
業
に
献
身 

し
、
親
鸞
の
信
仰
思
想
を
人
間
存
在
存
立
の
大
地
た
ら
し
め
ん
と
努
力
さ
れ
て
い
る
開
教
使
の
信
仰
的
情
熱
と
そ
の
苦
悩
で
あ
る
。
ア
メ 

リ
カ
に
は
日
本
の
よ
う
な
歴
史
や
伝
統
は
な
い
。
し
か
も
寺
の
数
も
少
く
、
相
談
し
援
助
を
願
う
人
も
い
な
い
。
拠
り
所
は
偏
え
に
自
ら 

の
確
固
た
る
信
仰
心
と
情
熱
的
な
信
念
だ
け
で
あ
る
。
信
仰
へ
の
あ
く
こ
と
の
な
い
情
熱
の
み
が
、
信
念
の
人
を
生
み
出
し
育
成
し
て
い 

る
の
で
あ
る
。
情
熱
的
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
信
念
、
現
実
の
生
を
内
に
限
り
な
く
痛
み
、
本
来
的
な
生
に
立
ち
帰
っ
て
生
き
ん
と
す
る
内 

な
る
願
生
心
、-
-

こ
う
い
う
も
の
が
ア
メ
リ
カ
の
現
地
で
仏
教
を
語
っ
て
い
く
場
合
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
も
し
そ
の
よ 

う
な
信
念
や
情
熱
が
失
わ
れ
た
な
ら
ば
、
何
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
歴
史
も
伝
統
も
な
に
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
現 

在
の
日
本
の
場
合
は
、
歴
史
と
伝
統
と
い
う
大
き
な
甘
え
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
本
当
に
歴
史
と
伝
統
を
生
か
し
切
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
 

大
き
な
問
題
が
あ
る
と
思
っ
た
。

更
に
思
わ
れ
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
教
化
そ
の
も
の
が
大
き
な
過
渡
期
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
一
世
の
時
代
が 

去
っ
て
、
二
世
、
三
世
の
時
代
で
あ
り
、
三
世
中
心
の
時
代
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
三
世
に
な
れ
ば
、
言
語
、
思
想
、
生
活
は
全
く 

ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
日
系
人
社
会
に
対
す
る
教
化
態
勢
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
。
否
、
時
代
は
す
で
に
日
系
人 

社
会
の
み
の
問
題
で
は
な
い
。
米
人
の
念
仏
者
が
生
れ
、
米
人
の
仏
教
研
究
者
が
生
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、
伝
道
教
化
そ
の
も
の
を
根
本
的



に
考
え
直
す
時
期
に
来
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
滞
在
中
何
回
か
御
目
に
か
か
る
機
会
を
え
て
、
そ
の
都
度
教
え
て
い
た
だ
い
た
カ
リ
フ
ォ 

ル-
ー
ア
大
学 
(

ノ
ー
ス
リ
ソ
ヂ
分
校)

目
幸
黙
倦
教
授
の
、
ア
メ
リ
カ
に
は
ア
メ
リ
カ
固
有
の
思
索
性
が
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ 

し
い
伝
道
教
化
が
必
要
で
あ
っ
て
、
旧
態
そ
の
ま
ま
の
真
宗
の
移
入
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
言
葉
が
、
し
き
り
に
思
わ
れ
た
こ
と 

で
あ
る
。

日
本
の
仏
教
の
ハ
ワ
イ
へ
の
移
入
は
一
八
ハ
七
年
で
あ
り
、
米
本
土
へ
の
流
入
は
一
八
九
九
年
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ハ
ワ
イ
に
し
て
も 

本
土
に
し
て
も
、

日
本
か
ら
の
移
民
と
共
に
仏
教
が
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

旧
態
そ
の
ま
ま
の
真
宗
の
移
入
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
 

移
民
に
対
す
る
教
化
活
動
に
力
を
注
い
だ
の
は
西
本
願
寺
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
れ
ら
移
民
の
多
く
の
出
身
地
が
西
本
願
寺
の
多
い
地
方 

(

広
島
、
山
口
、
態
本
な
ど)

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
教
化
に
お
く
れ
た
東
本
願
寺
に
く 

ら
べ
て
、
西
本
願
寺
の
教
会
及
び
開
教
使
数
は
、
凡
そ
前
者
の
十
倍
で
あ
っ
て
、
そ
の
教
勢
は
殆
ん
ど
全
米
に
及
ん
で
い
る
。
因
み
に
西 

本
願
寺
の
教
会
数
は
、

ハ
ワ
イ
で
約
四
十
箇
寺
、
本
土
で
約
六
十
箇
寺
、
そ
れ
に
対
し
て
東
本
願
寺
の
教
会
数
は
、

ハ
ワ
イ
で
六
箇
寺
、
 

本
土
で
三
箇
寺
で
あ
る
。
そ
し
て
西
本
願
寺
の
場
合
、
開
教
使
は
日
本
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
も
い
る
け
れ
ど
も
、
二
世
の
人
達
が
開
教
使 

と
な
っ
て
、
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
本
願
寺
は
既
に
早
く 

一
九
一
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
に
英
語
伝
道
部
を
設
置
し
、
若
い
世
代
の
者
や
一
般
ア
メ
リ
カ
人
に
対
す
る
伝
道 

教
化
の
姿
勢
を
と
と
の
え
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
戦
後
バ
ー
ク
レI

に
仏
教
研
究
所
を
設
置
し
、
米
人
や
若
い
日
系
人
の
教
育
及
び
開
教
使 

養
成
に
専
念
し
て
い
る
。
ま
た
更
に
、
西
本
願
寺
で
は
早
く
か
ら
翻
訳
課
の
よ
う
な
も
の
が
設
け
ら
れ
て
翻
訳
事
業
に
着
手
さ
れ
て
い
る 

と
も
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
東
本
願
寺
で
は
、
所
属
の
教
会
数
そ
の
も
の
の
が
少
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
現
地
に
お
け
る
そ 

の
よ
う
な
積
極
的
な
伝
道
教
化
の
た
め
の
組
織
づ
く
り
や
体
制
づ
く
り
の
姿
勢
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
如
何
な
る
事
情
に
よ
る
も
の
で 

あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
く
と
も
組
織
や
体
制
の
面
で
は
東
本
願
寺
は
大
き
な
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の 

よ
う
な
情
勢
の
う
ち
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
数
少
い
東
本
願
寺
の
教
会
で
仏
法
公
開
の
事
業
に
情
熱
を
傾
け
て
献
身
し
て
い
る
現
在
の
開
教
使



の
努
力
に
敬
伏
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

教
会
の
具
体
的
な
宗
教
活
動
は
、
日
曜
日
の
朝
の
サ
ン
デ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
、
日
曜
講
話
、
或
は
婦
人
会
、
青
年
会
、
壮
年
会
、
そ
れ
に 

『
歎
異
抄
』
を
始
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
ス
タ
デ
ィ
・
ク
ラ
ス
と
、

一
週
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
極
め
て
多
い
。
そ
の
間
に
法
要
な
ど
の 

仏
事
が
営
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
仏
教
の
伝
道
教
化
と
同
時
に
、
如
何
に
ア
メ
リ
カ
人
の
生
活
の
う
ち
に
滲
透
し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と 

に
多
く
の
努
力
が
は
ら
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
ま
た
、
そ
こ
に
こ
そ
現
実
的
な
多
く
の
苦
悩
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
先
ず
今
日
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
教
化
体
制
や
組
織
づ
く
り
も
勿
論
で
あ
る
が
、
更
に
急
を
要
す
る
こ
と 

は
、
聖
典
の
翻
訳
を
始
め
と
す
る
翻
訳
事
業
の
促
進
で
あ
る
。
真
宗
教
義
の
難
解
性
に
悩
ん
で
い
る
二
世
：
二
世
の
人
や
米
人
の
た
め
に
、
 

現
地
の
仏
教
学
者
や
開
教
使
と
の
緊
密
な
連
繫
の
も
と
に
、
英
語
に
よ
る
真
宗
教
義
の
解
明
が
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
具
体 

的
に
は
様
々
な
困
難
な
問
題
が
あ
る
と
思
う
。
用
語
の
訳
と
解
釈
の
問
題
、
用
語
の
英
語
表
現
の
問
題
な
ど
。
本
願
、
念
仏
、
信
心
、
往 

生
、
浄
土
、
廻
向
な
ど
の
真
宗
用
語
の
も
つ
難
解
性
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
根
本
語
の
も
つ
意
味
が
な
か
な
か
明
確
に
把
握
で
き 

な
い
か
ら
、
真
宗
よ
り
も
通
仏
教
、

つ
ま
り
イ
ン
ド
根
本
仏
教
へ
と
向
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
真
宗
用
語
の
時
代
的
な
ず
れ
に
よ 

る
難
解
性
を
突
破
す
る
に
は
、
そ
の
ー
・
の
言
葉
に
お
け
る
実
存
的
理
解
、
主
体
的
な
領
解
が
必
要
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
へ
の
仏
教
の
移 

出
は
、
旧
態
そ
の
ま
ま
の
真
宗
の
移
出
で
あ
り
、
日
本
の
仏
教
そ
の
ま
ま
の
移
出
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
も
う
一
度
内
か
ら 

再
確
認
し
実
存
的
な
領
解
に
ま
で
齎
ら
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

次
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
英
語
で
仏
教
を
、
親
鸞
の
信
仰
思
想
を
公
開
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
れ
も
緊
急
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
人
材
を
日
本
か
ら
派
遣
す
る
だ
け
で
な
く
、
二
世
・
三
世
・
更
に
は
四
世
の
人
々
の 

中
か
ら
養
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

今
や
我
々
は
時
代
に
も
っ
と
敏
感
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
今
の
仏
教
界
に
何
が
必
要
か
、
今
の
真
宗
教
団
に
何
が
求
め
ら
れ
て 

い
る
か
、
——

そ
う
い
う
こ
と
を
背
負
う
て
い
る
の
が
大
谷
大
学
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
何
よ
り
も
親
鸞
教
学
の
今
日
的
な
確
か
め
と
そ



の
公
開
と
い
う
、

今

の

「
時
」
に
要
請
さ
れ
て
い
る
最
も
大
切
な
課
題
を
、

我
々
は
厳
粛
に
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

清
沢
満 

之
以
来
の
所
謂
近
代
を
も
っ
た
東
本
願
寺
が
、
ま
た
大
谷
大
学
が' 

ど
の
よ
う
な
形
で
こ
れ
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
の
伝
道
に
積
極
的
に
な
る 

か
。
そ
れ
は
現
在
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
仏
教
を
求
め
て
い
る
者
の
非
常
に
大
き
な
関
心
事
で
あ
り' 

大
き
な
期
待
で
あ
る
。
清
沢
満
之 

以
来
の
近
代
の
教
学
を
も
つ
大
谷
大
学
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
形
で
ア
メ
リ
カ
に
、
更
に
は
世
界
に
公
開
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
今 

や
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
、
全
世
界
の
関
心
事
で
あ
る
と
い
え
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
大
谷
大
学
の
果
す 

べ
き
使
命
の
大
き
さ
と
、
我
々
真
宗
人
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
と
同
時
に
、
大
谷
大
学
の
存
立
の
意
義
を
改
め
て
深
く
思
わ
し
め
ら
れ
た
こ 

と
で
あ
っ
た
。

(

昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
六
日
、
真
宗
学
会
例
会
に
お
け
る
発
表
の
筆
録
を
整
理
し
加
筆
訂
正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。)


