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一
 

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
な
り
と
言
じ
て' 

念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ 

ゝ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず 

け
し
め
た
も
う
な
り
。(

『
歎
異
抄
』) 

『
歎
異
抄
』

全
体
を
貫
く
、

こ
の
第
一
条
の
冒
頭
の
言
葉
は' 

次
の
三 

つ
の
視
点
に
お
い
て
そ
の
内
実
を
押
え
る
こ
と
が
で
き
る 

と
、
寺

川

俊

昭

師

は

そ

の

著

『
歎
異
抄
の
思
想
的
解
明
』(

四
〇
頁 

〜)

の
中
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、

今
、

私
は
私
自
身
の
主
題
に 

お
い
て
少
し
く
確
認
し
て
み
た
い
。

㈠

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
な
り
と
言
じ
て

大 

城 

邦 

義 

㈡

念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き 

㈢

す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
な
り 

こ
の
三
つ
の
視
点
は
、

そ

れ

ぞ

れ

「:

：:

と
信
じ
て
、
念
仏
も 

う

さ

ん

」
、

「

と
き' 

す

な

わ

ち

」

と
い
う
よ
う
に 

連
鎖
し
て
い
る
。

「信
」I

「念
仏
」
、

「
と
き
」I

「
す
な
わ
ち
」
と
連 

鎖
し
て
、㈠

、㈡

、㈢

が
同
時
に
成
就
す
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い 

る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
因
果
同
時
で
あ
る
。

そ

れ

が

「
南
無
阿
弥 

陀
仏
」

で
あ
り
、

即

ち

「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」

で
あ 

る
。

す
な
わ
ち
、㈠

は㈡

と㈢

を
孕
み
、㈡

は㈠

を
包
含
し
つ
つ 

㈢

を
孕
み
、㈢

は㈠

と㈡

を
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し 

て
、㈠

は㈡

を
生
み
出
し'
㈡

は㈢

を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

「
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 

な
り
と
信
じ
て
」

は' 

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ 

の
お
こ
る
と
き
」

と
な
り
、

「
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ



ず
け
し
め
た
も
う
な
り
」

と
い
う
自
証
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。 

「
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
な
り
」

を

内

実

と

す

る

「
信
」
は
、

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も 

い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
と
な
り
、

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お 

も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
は
、

「
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨 

の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
な
り
」

と
い
う
頷
き
と
な
る
の
で 

あ
る
。
㈠

㈡ゝ

㈢ゝ

が
即
、

因
果
同
時
に
成
就
す
る
ゝ
「
即
時
」 

(

一
念)

な

る

と

こ

ろ

に

「
念
仏
往
生
」

の
道
が
あ
る
。
人
間
が
そ 

の
道
に
立
つ
、

否
、

そ
の
道
そ
の
も

の
と

成
る
と
こ

ろ

に
「
南
無 

阿
弥
陀
仏
」

が
あ
り
、

「
得
生
者
之
情
」
(

『
浄
土
論
註
』
下)

と
言 

わ

れ

る

「
生
」

が
あ
る
。

そ

の

「
生
」

を

「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り 

た
る
信
心
」

と
言
う
の
で
あ
る
。

そ

の

「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」

は
、

「
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
な
り
と
信 

じ
て
」

と
い
う
こ
と
、 

即

ち

「
教
」

を

「
今
現
在
」

の
内
実
と
し 

て
い
る
。
す
な
わ
ち' 

「
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
こ
う
行
る
」

こ 

と
、

即
ち
阿
弥
陀
の
本
願
を
聞
く
こ
と
を
今
現
在
の
内
容
と
し
て 

い
る
の
で
あ
る
。

私

は

ゝ

さ

き

の

『
歎
異
抄
』

第
一
条
の
冒
頭
の
文
の
三
つ
の
側 

面
を
ゝ
そ
れ
ぞ
れ㈠

を

「
教
」
㈡ゝ

を

「
行
」
、㈢

を

「
証
」

と
端 

的
に
押
え
る
も
の
で
あ
る
。
(

或
い
は
ゝ
も
う
少
し
吟
味
し
て
言
え

ば

㈠ゝ

は

「
教
行
」㈡

は

「
行
信
」㈢

は

「
信
証
」

と
押
え
る
こ 

と
が
で
き
よ
う
。)

す
な
わ
ち
、

「
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
な
り
と
信
じ
て
」

と
あ
る
こ
と
は' 

「
た
だ 

念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
よ
き
ひ
と
の
お 

お
せ
を
こ
う
む
り
て
信
ず
る
」

と
い
う
言
葉
と
重
な
り
合
う
も
の 

で
あ
り' 

即

ち

「
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
な
り
と
信
じ
て
」
と

い

う

言

葉

は

「
教
(

行)

」 

を
背
景
と
し
、
同

時

に

「
教
(

行)

」

を
包
ん
で
い
る
の
で
あ
り

 ゝ

「
信
じ
て
」

と

頷

く

「
信
」

の

と

こ

ろ

に

「
教
(

行)

」

が
あ
る
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ

の

よ

う

に

「
信
」
が

「
教
(

行)

」

と
し
て 

の
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。

「
信
」

は

「
教
(

行)

」

を
体
と
し
、 

「
教
(
行)

」

に
包
ま
れ
て
あ
り
ゝ
「
教
(

行)

」

か
ら
生
れ
て
く
る
も 

の
で
あ
る
が
、 

一
た
び
生
れ
た
ら
、

そ

の

生

れ

た

「
信
」

に

「
教 

(

行)

」

が
あ
る
、

「
信
」

と

し

て

「
教
(
行)

」

が
あ
る
と
い
う
こ 

と
で
あ
る
。

「
信
」
と

し

て

「
教
(

行)

」

が
は
た
ら
い
て
い
る
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。㈠

の

「
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
な
り
と
信
じ
て
」

と
い
う
言
葉
は

 ゝ

ま
さ
に
そ
う
い
う
趣
き
の
言
葉
で
あ
る
。

そ
し
て
、 ㈡

の

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お 

こ
る
と
き
」

を

「
行
(

信)

」

と
押
え

㈢ゝ

の

「
す
な
わ
ち
摂
取
不



捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
な
り
」

を

「(

信)

証
」

と
押
え 

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
今

「
機
」

と
い
う
こ
と 

を
憶
念
す
る
と
き
、

そ

の

「
行
(

信)

」'

「(

信)

証
」

の
こ
と
が
思 

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
少
し
く
私
自
身
に
わ
か
っ
て
来
た
こ
と 

を
述
べ
て
み
た
い
。

二

「
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」

は

つ

ね

に

「
聞
」
を
内
実 

と
す
る
故
に
今
現
在
で
あ
る
。

「
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
な
り
と
信
じ
て
」
と

は

「
聞
」 

に
お
い
て
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
る
。

「
聞
」

と
は
、 

端
的
に
、 

聞
其
名
号
と
い
う
は
、
本
願
の
名
号
を
き
く
と
の
た
ま
え
る 

な
り
。

き
く
と
い
う
は
ゝ
本
願
を
き
き
て
う
た
が
う
こ
こ
ろ 

な
き
を
聞
と
い
う
な
り
。

ま
た
ゝ
き
く
と
い
う
は
信
心
を
あ 

ら
わ
す
御
の
り
な
り
。(

『
一
念
多
念
文
意
』) 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

「
本
願
の
名
号
を
き
く
」

と

は

「
願
力 

を
聞
く
に
由
っ
て
、

報
土
の
真
因
決
定
す
る
時
剋
の
極
促
を
光
闡 

せ
る
な
り
」
(

原
漢
文
「
行
巻
」)

と

言

わ

れ

る

「
即
」

の
義
で
あ
る
。
 

で
な
け
れ
ば
、

極
め
て
平
面
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。

即
は
す
な
わ
ち
と
い
う
、 

と
き
を
へ
ず
ヽ
日
を
も
へ
だ
て
ぬ

(
『
一
念
多
念
文
意
』)

と
言
わ
れ
る
よ
う
に' 

「
聞
」

は
、
衆
生
の
時
間
感
覚
が
横
に
流 

れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
ゝ
縦
に
か
か
わ
っ
て
く
る
、 

縦 

に

食

い

込

ん

で

く

る

「
と
き
」

と
言
え
よ
う
。

故
に
、

「
即
横
超 

截
」

と
言
い
、

ま
た
即
は
、 

つ
く
と
い
う
、

そ
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
り
つ
く

(

同
右) 

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

横
に
流
れ
て
ゆ
く
時
間
感
覚
に
お
い
て 

生
き
て
い
る
故
に
、

「
と
き
」

を
知
ら
な
い
衆
生
に
、

「
聞
」

は 

「
即
」

時
を
開
示
し
、

「
即
」

得
往
生
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

そ 

れ

が

『
歎
異
抄
』

の

「
と
き
、
す
な
わ
ち
」

の

「
と
き
」

で
あ
る
。 

「
本
願
を
き
き
て
う
た
が
う
こ
こ
ろ
な
き
を
聞
と
い
う
」

と
い
う 

こ
と
も
ゝ
以
上
の
内
実
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。 

「
聞
」

は

「
即
」

を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
即
」

を
成
就
す 

る

の

が

「
聞
」

な
の
で
あ
る
。

そ

の

成

就

が

「
信
心
」

で
あ
る
。 

故
に
、

「
ま
た
、
き
く
と
い
う
は
信
心
を
あ
ら
わ
す
御
の
り
な
り
」 

と
言
う
の
で
あ
る
。

横
に
流
れ
て
ゆ
く
時
間
感
覚
は
迷
い
で
あ
る
。

流
転
の
時
間
で 

あ
る
。

そ

れ

を

『
歎
異
抄
』

は

「
日
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
」

と
言
う
。 

そ

の

「
久
遠
劫
よ
り
い
ま
ま
で
流
転
せ
る
」

こ

と

を

押

え

て

「
も 

と
の
こ
こ
ろ
」

と
も
言
う
。

「
一
切
の
群
生
海
、 

無
始
よ
り
こ
の 

か
た
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
」
(

原
漢
文
「
信
巻
」)

と
い
う
こ



と
で
あ
る
。

「
日
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
」

と
い
う
、
空
間
化
さ
れ
、

実 

体

化

さ

れ

た

「
時
」
は
深
い
迷
執
で
あ
る
。

「
と
き
」

を
空
間
化 

す
る
こ
と
は
迷
妄
で
あ
り
、

流
転
で
あ
る
。

ま

さ

に

「
と
き
」

は 

「
と
き
、
す
な
わ
ち
」

と
し
て
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ 

に

「
聞
」

の
実
働
が
あ
る
。

「
聞
其
名
号
」

が
衆
生
に
開
示
さ
れ 

て
あ
る
所
以
で
あ
る
。

「
諸
有
衆
生
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
(

『
大
無
量
寿
経
』 

下)

と
い
う' 

こ

の

「
乃
至
一
念
」

が

「
と
き
、
す
な
わ
ち
」

の 

「
と
き
」

で
も
り
、
現
行
で
あ
る
。

そ
れ
は' 

「
称
名
の
遍
数
に 

つ
い
て
、
選
択
易
行
の
至
極
」

の

「
顕
開
」(
原
漢
文
「
行
巻
」)

で 

あ
り'

「
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
」(

原
漢
文
「
信
巻
」)

の

「
顕
」 

れ
で
あ
る
。
衆

生

に

「
乃
至
一
念
」

が
成
就
す
る
と
き
、

そ
こ
に 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

が

「
選
択
易
行
の
至
極
」

と
し
て
現
行
す
る
。 

(

そ
の
内
実
は
「
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
」
で
あ
る
。)

す
な
わ
ち
、 

「
彼
仏
今
現
在
成
仏
」
(
『
往
生
礼
讃
』)

の

「
今
」

が
開
顕
す
る
の 

で
あ
る
。

「
彼
仏
」

の

「
今
」
(

南

無

阿

弥

陀

仏

の

「
今
」)

が
開 

か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同

時

に

「
彼
仏
」

の

「
現
在
」
(

南
無 

阿

弥

陀

仏

の

「
現
在
」)

が
開
顕
さ
れ
る
。

「
と
き
」

は

「
す
な
わ 

ち
」
を
孕
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ

の

「
と
き' 

す
な
わ
ち
」 

と

い

う

「
一
念
」

の

中

に

「
彼
仏
」

の

「
今

・
現
在
」

が
あ
る
の 

で
あ
る
。

そ

れ

が

「
行
信
」

の
現
成
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

「
彼
仏

I

成
仏
」

が

「
行
信
」

と
し
て
衆
生
の
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
行
信
」

が
衆
生
の
場
と
な
る
。

そ

こ

に

「
証
」

が
孕
ま
れ
、
現 

働
し
て
い
る
。

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ 

る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
な 

り
」

で
あ
る
。

「
彼
仏
」

の

「
今
」
は
衆
生
に
お
い
て

は

「選
択
易
行
の
至
極
」 

で
あ
り
、

又

「
信
楽
開
発
の
時
剋
の
極
促
」

で
あ
る
。

「
行
」

も 

「
と
き
」
(

一
念)

で
あ
り' 

「
信
」
も

「
と
き
」
(

一
念)

で
あ 

る
。

そ

の

「
行
信
」

の

「
一
念
」

を

「宿
じ
て' 

念
仏
吕
う
さ
ん 

と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
と
言
い
、

そ

の

「信
証
」 

を

「
と
き
、

す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
」 

と
言
う
の
で
あ
る
。

「
と
き' 

す
な
わ
ち
」

の

語

が

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た 

っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
」

と

「
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た 

も
う
」
と
を
連
鎖
し
て
い
る
と
初
め
に
述
べ
た
が
、

こ

の

「
と
き
」 

は

「
お
こ
る
と
き
」

で
あ
り
、

「
と
き' 

す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
」 

と
な
る
、

ま

さ

に

「
行
信
」

と

「
信
証
」

と
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、

こ

の

「
と
き
」

こ

そ

「
開
発
」

と
い
わ
れ
る
こ
と
で 

あ
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
南
無(

阿
弥
陀
仏)

と

成

る

「
と
き
」

で 

あ
る
。

そ
し
て' 

こ

の

「
と
き
、
す
な
わ
ち
」

の

呼

吸

が

「
南
無 

阿
弥
陀
仏
の
す
が
た
」

で
あ
り' 

こ

の

「
と
き
、
す
な
わ
ち
」

の



呼

吸

が

領

受

さ
れ

る
こ

と

が

「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
」

に
な
る
こ 

と
で
あ
る
。

十
方
群
生
海
ゝ
こ
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た 

ま
わ
ず
。

か
る
が
ゆ
え
に
阿
弥
陀
仏
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る 

と
。

こ
れ
を
他
力
と
日
う
。(

原
漢
文
「
行
巻
」) 

「
と
き
」

の

と

こ

ろ

に

「
南
無
」

が
あ
り
、

「
す
な
わ
ち
」

の
と 

こ

ろ

に

「
阿
弥
陀
仏
即
是
其
行
」

が
あ
る
。

か
く
し
て
、

南
無
と
言
う
は
、 

す
な
わ
ち
こ
れ
帰
命
な
り
。

ま
た
こ
れ
発 

願
回
向
の
義
な
り
。

阿
弥
陀
仏
と
言
う
は
、

す
な
わ
ち
こ
れ
、 

そ
の
行
な
り
。

こ
の
義
を
も
っ
て
の
ゆ
え
に
、

必
ず
往
生
を 

得
ゝ
と
。(

原
漢
文
「
行
巻
」)

と
い
う
言
葉
は
、

さ

き

に

最

初

に

掲

げ

た

『
歎
異
抄
』

第
一
条
の 

冒
頭
の
言
葉
と
呼
応
し
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、 

「
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
な
り
と
信
じ
て
」

と

い

う

こ

と

は

「
す
な
わ
ち
こ
れ
帰
命
な 

り
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、 

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ 

こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」

と

い

う

こ

と

は

「
ま
た
こ
れ
発
願
回
向
の 

義
な
り
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、 

「
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益 

に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
な
り
」

は

「
阿
弥
陀
仏
と
言
う
は
、
す
な 

わ
ち
こ
れ
、

そ
の
行
な
り
」

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、

「
信
」

の

成

就

は

た

だ

「
帰
命
」
で

あ

り
ゝ

そ

の

「
帰
命
」

の 

一

念

は

「
発
願
回
向
」

と
い
う
運
動
を
そ
の
質
と
し
、
そ

の

「
発 

願
回
向
」

と
い 

っ

て

も

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ 

の
お
こ
る
と
き
」

と
い
う' 

「
教
え
」

に
応
答
し
つ
づ
け
て
い
く 

「
生
」

の
非
連
続
の
連
続
と
も
い
う
べ
き
展
開
で
あ
り
ゝ
そ
し
て 

そ

れ

が

実

は

「
阿
弥
陀
仏
」

の

「
摂
取
不
捨
」

の
は
た
ら
き(

行) 

の
事
実(

利
益)

で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を 

親
鸞
の
名
号
六
字
釈
を
も
合
せ
て
対
照
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に 

な
る
。

〇
弥
陀
の
誓
願
不
思
議 

劉
と

言
う

は
す 

に
た
す
け
ら
れ
ま
い 

な
わ
ち
こ
れ
帰
命 

ら
せ
て
往
生
を
ば
と
な
り
。

ぐ
る
な
り
と
言
じ
て
、

南
無
の
言
は
帰
命
な
り
、

帰
の
言
は
至
な
り
、
ま
た
帰
説
〔
よ 

り
た
の
む
な
り
〕
な
り
。

ま
た
帰
説
〔
よ
り
か
か
る
な
り
〕
な

悦
税
二
つ
の
音
は
告
ぐ
珞
な
り
、
 

述
な
り
、
人
の
意
を
宣
述
る
な
り
。
 

命
の
言
は
、
業
な
り
、
招
引
な
り
、
 

使
な
り
、
教
な
り
、
道
な
り
、
信
な 

り
、
計
な
り
、
召
な
り
。

こ
こ
を
も
っ
て
、
帰
命
は
本
願
招
喚 

の
新
命
な
り
。

〇
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
ま
た
こ
れ
発
願
回 

も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の 

向
の
義
な
り
。

翩
こ
る
と
き
、

発
願
回
向
と
言
う
は
、
如
来
す
で
に 

発
願
し
て
、
衆
生
の
行
を
回
施
し
た 

も
う
の
心
な
り
。



〇
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨 

の
利
益
に
あ
ず
け
し 

め
た
も
う
な
り
。

阿
弥
陀
仏
と
言
う 

は
す
な
わ
ち
こ
れ 

そ

も

な

り

。

即
是
其
行
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
選 

こ
れ
な
り
。

こ
の
義
を
も
っ
て 

必
得
往
生
と
言
う
は
、
不
退
の
位
に 

の
ゆ
え
に
、
必
ず
至
る
こ
と
を
獲
る
こ
と
を
彰
す
な
り
。
 

往
生
を
得
。 

経
に
は
即
得
と
言
え
り
、

釈
に
は
必
定
と
云
え
り
。

即
の
言
は
、
願
力
を
聞
く
に
由
っ
て
、
 

報
土
の
真
因
決
定
す
る
時
剋
の
極
促 

を
光
闡
せ
る
な
り
。

必
の
言
は
、

審

〔
あ
き
ら
か
〕
な
り
、
 

然

な

り

、
分
極
な
り
、
金
剛
心
成 

就
の
貌
な
り
。

三

「
と
き
、

す
な
わ
ち
」

の

「
と
き
」

を

「
諸
有
衆
生
聞
其
名
号 

信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」

と
言
い
、

そ
の
「
と
き
、
す
な
わ
ち
」
の
ー 

刹
那
に
お
い
て' 

南
無
阿
弥
陀
仏
は
南
無(

阿
弥
陀
仏)

に
成
る
と 

言
っ
た
が
、

そ

の

「
乃
至
一
念
」

を
開
く
と
、

そ

こ

に

「
至
心
廻 

向 

」

が
現
行
し
て
お
り
、

「
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
」 

が
力
強
く
脈
動
し
て
い
る
。

「
た
ま
わ
り
た
る
」

と
は
、

そ
の
実 

感
で
あ
る
。
故

に

「
と
き
、
す
な
わ
ち
」

は
、
本
願
成
就
文
に
お 

い

て

実

に

「
至
心
廻
向 

」

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
本
願
成
就
文
は
、

「
諸
有
衆
生
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至

一
念
至
心
廻
向
願
生
彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
」

と' 

こ
こ
ま
で 

ひ
と
息
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

そ

の

と

き

「
乃
至 

一
念
」

と

「
至
心
廻
向
」

は
連
続
す
る
。
す
な
わ
ち
、
 

あ
ら
ゆ
る
衆
生
、

そ
の
名
号
を
聞
き
、
信
心
歓
喜
し
て
乃
至 

一
念' 

至
心
に
廻
向
し
て' 

か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、 

す
な
わ
ち
往
生
を
得
て
、

不
退
転
に
住
す
。

(

『
選
执
集
』
定
本
法
然
上
人
全
集1

五
七
頁
・
傍
点
筆
者) 

と
読
む
。

そ

の

読

み

方

で

「
念
仏
往
生
の
願
成
就
の
文
」
(

同
右) 

と
し
て
の
意
義
も
事
実
も
納
得
で
き
る
。

し
か
し
、

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

し
」

と

「
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
こ
う
む
り
て
」
、

「
善
信
が
信
心 

も
聖
人
の
御
信
心
も
ひ
と
つ
な
り
」(

『
歎
異
抄
』)

と

「
真
実
に
報 

土
得
生
の
信
心
を
成
じ
た
」
(

『
御
伝
鈔
』)

眼(
機)

に
お
い
て
は
、 

「
乃
至
一
念
」

で
切
っ
て
、

「
至
心
廻
向
」
を
独
立
せ
ず
に
は
お
れ 

ぬ
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

「
至
心
廻
向
」
の
と
こ
ろ
に
宗
教
の
出 

遇
い
が
あ
り
、
宗
教
的
実
存
の
転
換
、
変
革
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

「
帰
本
願
」

は

「
た
ま
わ
り
た
る
」

仏
事
で
あ
っ
て
、

正

に

「
聞 

其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」

も
た
ま
わ
り
た
る
こ
と
だ
か
ら
で 

あ
る
。

そ
こ
に
は
、

「
乃
至
一
念
、

至
心
に
廻
向
し
て
」

と
言
わ 

し

め

る

「
本
願
の
嘉
号
を
以
て
己
が
善
根
と
す
る
」(

「
化
身
土
巻
」) 

質
は
転
ぜ
ら
れ
、

「
ひ
と
え
に
他
力
に
し
て
」
(

『
歎
異
抄
』)

と
言



わ
ざ
る
を
得
な
い
、

「
彼
仏
」
(

浄
土) 

の
名
の
り
に
出
遇
い
、

廻 

心
せ
る
主
体
が
あ
る
。

そ

の

主

体

が

「
至
心
廻
向 

」
(

「
信 

巻
」)

と
領
受
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き' 

「
聞
其
名
号
信
心
歓 

喜
乃
至
一
念
」

は

「
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お 

こ
る
と
き
」

と
し
て
独
立
し
て
く
る
。

即

ち

「
乃
至
一
念
」

の
成 

就
で
あ
る
。

即

ち

「
本
願
信
心
」

の
独
立
で
あ
る
。
親

鸞

が

「
本 

願
信
心
願
成
就
」
(

「
信
巻
」)

と
押
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
が 

法
蔵
菩
薩
の
誕
生
で
あ
る
。

即
ち
「
本
願
信
心
」
の

成

就

，
独
立
が 

法
蔵
菩
薩
の
誕
生
で
あ
る
。

廻
心
せ
る
主
体
は
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
。
 

そ

こ

に

「
諸
有
衆
生
聞
其
名
号
」

と
あ
る
よ
う
に' 

「
信
心
」 

(

法
蔵
菩
薩)

は

つ

ね

に

「
聞
其
名
号
」

よ
り
生
れ
る
の
で
あ
る
が
、 

そ

の

「
聞
其
名
号
」

の

背

景

に

実

は

「
至
心
廻
向 

」

が
あ
る
。 

そ
れ
は
、

具

体

的

に

は

「
十
方
恒
沙
の
諸
仏
如
来
、

み
な
共
に
無 

量
寿
仏
の
威
神
功
徳
の
不
可
思
議
な
る
こ
と
を
讃
歎
し
た
も
う
」 

(

原
漢
文
『
大
無
量
寿
経
』
下)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ

れ

が

「
至
心 

廻
向 

」

の
具
体
的
事
実
で
あ
り' 

そ

こ

に

お

い

て

「
聞
其
名 

号
」

を
た
ま
わ
る
の
で
あ
る
。

「
回
向
は' 

本
願
の
名
号
を
も
つ 

て
十
方
の
衆
生
に
あ
た
え
た
も
う
御
の
り
な
り
」
(

『
一
念
多
念
文 

意
』)

と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

か
く'

「
聞
其
名
号
信
心
歓 

喜
乃
至
一
念
」

は

「
至
心
廻
向
」

よ
り
生
れ
る
。

そ
し
て
そ
こ
に 

法
蔵
菩
薩
と
の
出
遇
い
が
あ
る
。

「
至
心
廻
向
」

は
周
知
の
ご
と
く
因
願
に
お
い
て
は
第
二
十
願 

に
あ
り
、

「
設
我
得
仏
十
方
衆
生
聞
我
名
号
係
念
我
国
植
諸
徳
本 

至
心
廻
向
欲
生
我
国
不
果
遂
者
不
取
正
覚
」(

『
大
無
量
寿
経
』
上) 

と' 

明
ら
か
に
衆
生
か
ら
仏
へ
の
方
向
に
お
い
て
あ
る
。

こ
の
願 

文
を
見
て
も
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、

明

ら

か

に

本

願

成

就

文

の 

「
至
心
廻
向
」

と
対
応
し
て
い
る
。

即

ち

「
本
願
成
就
文
」

は
第 

十

八

願

・
至
心
信
楽
の
願
と
対
応
し
て
い
る
の
み
で
な
く
、

第
二 

十

願

，
至
心
廻
向
の
願
と
も
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

即
ち
本 

願

成

就

文

は

第

二

十

願

の

「
至
心
廻
向
」

を
摂
し
て
自
体
と
為
し
、
 

安
危
を
共
同
し
つ
つ
ゝ

そ
の
「
至
心
廻
向
」
を
果
遂
せ
し
め
ゝ
「
十 

方
一
切
衆
生
み
も
な
れ
ず
往
生
す
」(

『
尊
号
真
像
銘
文
』)

る
こ
と 

を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の
衆
生
か
ら

仏
へ
の
方
向
に
お
い
て

あ
る
「
至
心 

廻
向
」

が
い
か
な
る
契
機
に
よ
っ
て
果
遂
さ
れ
ゝ
「
至

心

廻

向

」 

と
の
頷
き
に
転
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

他
な
し
。

ま

さ

し

く

「
聞
」

に
よ
り
て
転
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

第

二

十

願

に

「
聞
我
名
号
」

と
あ
り
、
本

願

成

就

文

に

「
聞
其
名 

号
」

と
あ
る
所
以
で
あ
る
。

両

者

の

「
聞
」

は
明
ら
か
に
呼
応
し 

て
い
る
。

こ

の

両

者

の

「
聞
」

の
呼
応
の
と
こ
ろ
に
「
至
心
廻
向
」 

が

「
至
心
廻
向 

」

と
転
ず
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

「
至
心
廻
向
」

は' 

「
聞
」

の
連
続
に
お
い
て
、



「
聞
」

は
衆
生
自
身
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
信
知
せ
し
め 

ら
れ
、

「
信
心
」

な
ど
な
い' 

わ

が

「
至
心
廻
向
」

無
効
と
徹
到 

す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

「
一
種
と
し
て
死
を
勉
れ
ざ
れ
ば' 

我
寧
ろ
こ
の
道
を
尋
ね
て
前
に
向
う
て
去
か
ん
。

す
で
に
こ
の
道 

あ
り
、

必
ず
度
す
べ
し
」(

原
漢
文
「
散
善
義
」)

と
い
う
決
断
で
あ
り
、 

そ
の
決
断
が
開
け
で
あ
る
。

そ

の

開

か

れ

た

「
聞
」

こ
そ'

「
微
」 

な

る

「
白
道
」

に
五
体
投
地
せ
る
す
が
た
で
あ
る
。
帰
命
で
あ
る
。
 

そ
こ
に
初
め
て
直
ち
に
「
東
の
岸
に
忽
に
人
の
勧
む
る
声
を
聞
く
」 

(

同
上)

の
で
あ
り
、
同

時

に

「
西
の
岸
の
上
に
人
有
り
て
喚
う
」 

(

同
上)

を
聞
く
の
で
あ
る
。
す

な

わ

ち

「
此
に
遣
わ
し
彼
に
喚
ぶ 

を
聞
く
」

の
で
あ
る
。

そ

の

「
聞
」

こ
そ' 

発
遣
の
只
中
に
招
喚 

を

聞

く

「
一
念
」
で
あ
り'

「
至
心
廻
向 

」
と
の
邂
逅
で
あ
る
。
 

そ

の

「
至
心
廻
向
」

と

い

う

一

点

が

『
歎
異
抄
』

の

言

う

「
と 

き' 

す
な
わ
ち
」

な
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り' 

「
至
心
廻
向
」

に
、
人

間

の

側

か

ら

の

「
至
心
廻 

向
」

と

仏

の

側

か

ら

の

「
至
心
廻
向
」

と
二
つ
あ
る
な
ど
と
考
え 

る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

二
つ
あ
る
な
ど
と
考
え 

る
発
想
は
、
衆
生
と
如
来
と
を
実
体
化
し
て
亠
必
て
た
妄
想
で
あ
る
。
 

事
実
は
一
つ
で
^)
る
。

そ
れ
は
、

た
と
え
れ
ば
、

生
き
て
い
る
こ 

と
と
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
一
つ
で
あ
る
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。 

た
だ
そ
の
一
つ
し
か
な
い
事
実
を
如
何
に
見
る
か
で
あ
る
。

「
至

心
廻
向
」

と

い

う

事

実

は

「
至
心
廻
向
」

と
い
う
事
実
一
つ
し
か 

な
い
。

そ
れ

故

に
や

は

り

ど

こ

ま
で

も

「
至
心
廻
向
」

と
読
む
の 

が
自
然
で
あ
る
。

さ

き

に

引

い

た

『
選
択
集
』

の

読

み

方

の

「
乃 

至
一
念
、 

至
心
に
廻
向
し
て
」

と
い
う
も
、

「
念
仏
往
生
の
願
成 

就
の
文
」

と
し
て
の
意
義
が
充
分
納
得
で
き
る
と
述
べ
た
こ
と
で 

あ
る
。
し
か
し
、

そ

の

「
念
仏
往
生
」

の

道

に

「
真
仮
」

を
見
ざ 

る
を
得
な
い
と
こ
ろ
に' 

即
ち

第

十

八

願-

念
仏
往
生
の
願
の
中 

に

第

二

十

願

・
至
心
廻
向
の
願
の
脈
動
せ
る
を
見
ざ
る
を
得
な
い 

と
こ
ろ
に
、
本

願

成

就

文

の

「
至
心
廻
向
」
は

「
至
心
廻
向 

」 

と
転
じ
て
領
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
が
あ
る
の
で
あ 

る
。

第

十

八

願

「
念
仏
往
生
の
願
」

が

「
無
条
件
の
救
済
」

で
あ 

る
な
ら
ば
、

第

二

十

願

「
至
心
廻
向
の
願
」

は
そ
の
無
条
件
を
条 

件
と
し
て
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
質
で
あ
る
。

そ
の
質
が
も
し
本
願 

成
就
文
の
中
に
残
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
本
願
は
本
願
と
し
て
独
立 

し
て
い
な
い
、

明
ら
か
に
人
間
界
に
取
り
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。

そ
こ
に
は
宗
教
の
独
立
は
な
い
。

「
至
心
廻
向
」
が

「
至 

心
に
廻
向
し
た
ま
え
り
」

と

領

受

さ

れ

て

初

め

て

「
至
心
廻
向
」 

の
意
義
は
全
う
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
宗
教
心
の
内
に
ひ
そ 

む
人
間
的
関
心
、
即
ち
倫
理
的
関
心' 

功
利
的
意
識
等
が
罪
と
し 

て
白
日
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
、

初
め
て
本
願
の
宗
教
が
独
立
し
現 

前
す
る
の
で
あ
る
。



そ

れ

が

「
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
な
り
と
信
じ
て' 

念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ 

こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」

に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、 

「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
」

本
願
の
と
き
の
で
き
ご 

と
な
の
で
あ
る
。

「
廻
向
」

は

「
と
き
」

で
あ
る
。

故

に

「
廻
心
と
い
う
こ
と
た 

だ
ひ
と
た
び
」
(
『
歎
異
抄
』)

と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

「
発 

遣
」

の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
只
中
に
「
招
喚
の
勅
命
」

の
南
無
阿
弥 

陀
仏
と
し
て
現
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

四

「
と
き
、
す
な
わ
ち
」

の
一
点
に
本
願
成
就
の
呼
吸
を
見
る
の 

で
あ
る
が
、

そ

の

本

願

の

「
と
き
」

が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ 

っ
て
、

そ
こ
に
本
願
の
場
が
開
顕
さ
れ
る
。

さ
き
に
 ゝ

「
念
仏
も 

う
さ
ん
と
お
も
い
た
っ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
」
(

行
信)

が
衆
生 

の
場
と
な
り
、
そ

こ

に

「
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け 

し
め
た
も
う
」
(

証)

が
孕
ま
れ
、

現
働
し
て
い
る
と
述
べ
た
・
こ
と 

で
あ
る
。

本
願
の
場
、
そ

れ

を

「
行
信
」

の
中
に
展
開
し
て
い
る 

「
証
」

と
い
う
。

そ
れ
は
、

憶
念
弥
陀
仏
本
願 

自

然

即

時

入

必

定(

「
行
巻
」) 

と
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
入
必
定
」
、

そ

れ

は

「
現
前
の
境
遇

に
落
在
す
る
」

自
己
で
あ
る
。

「
聞
」
(
憶
念)

に
お
い
て
、

自
然 

に

「
住
正
定
聚
の
身
」

と
さ
だ
ま
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
六
字
釈 

に
お
い
て
ゝ

必
得
往
生
と
言
う
は
、

不
退
の
位
に
至
る
こ
と
を
獲
る
こ
と 

を
彰
す
な
り
。
経
に
は
即
得
と
言
え
り
。

釈
に
は
必
定
と
云 

え
り
。

即
の
言
は' 

願
力
を
聞
く
に
よ
っ
て
報
土
の
真
因
決 

定
す
る
時
剋
の
極
促
を
光
闡
せ
る
な
り
。

必

の

言

は

審 

〔
あ
き
ら
か
〕

な
り
、

然 

な
り' 

分
極
な
り
、

金
剛
心
成 

就

の

貌

な

り

。(

原
漢
文
「
行
巻1
7-
傍
点
筆
者) 

と
語
る
の
で
あ
る
。

「
南
無
」

の
事
実
の
只
中
に
開
か
れ
て
あ
る 

「
生
」' 

そ

れ

が

「
往
生
」

で
あ
る
。

そ

の

内

実

が

「
即
」
と

「
必
」 

に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

「
往
生
」

は

「
願
力 

を
聞
く
に
由
っ
て
報
土
の
真
因
決
定
す
る
時
剋
の
極
促
」

に
お
い 

て
あ
り
、

ま

さ

に

そ

の

「
と
き
」

に
お
い
て
こ
そ' 

「
金
剛
心
成 

就
の
貌
」

は
現
行
す
る
の
で
あ
る
。

「
不
退
の
位
に
至
る
こ
と
を 

獲
る
」

と
は' 

つ

ね

に

「
願
力
を
聞
く
」

現
在
に
あ
る
。

そ
し
て 

そ

の

「
聞
願
力
」
と

は

「
聞
其
名
号
」

の
謂
で
あ
る
。

か
く
の
如 

く
、
本
願
成
就
文
の
展
開
は
名
号
六
字
釈
の
母
胎
と
な
っ
て
い
る 

こ
と
を
知
る
。

「
本
願
」

が

「
と
き
」
(

一
念)

と
し
て
衆
生
に
名
告
る
。

「
聞 

其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」

で
あ
る
。

そ

こ

に

す

で

に

「
願
生



彼
国
即
得
往
生
住
不
退
転
」 

が
脈
々
と
流
れ
て
い
る
。

そ
れ
が 

「
金
剛
心
成
就
の
貌
」

で
ち
る
。

即

ち

「
願
往
生
」

の
生
で
あ
る
。
 

そ

れ

が

「
と
き
、

す
な
わ
ち
」

の
-

点
に
お
い
て
開
か
れ
て
く
る

「
た
だ
念
仏
し
て
」

の
生
で
あ
る
。

(

未
完)

す
べ
て
傳
統
的
な
る
も
の
は
、
そ
の
精
神
が
失
は
る
れ
ば
、
世
に 

こ
れ
程
奇
怪
な
も
の
は
な
い
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
精
神
の
存
せ
ら
る 

、
限
り
、
ま
た
こ
れ
程
尊
信
に
價
す
る
も
の
は
無
い
で
あ
ら
う
。
精 

神
を
失
へ
る
傳
統
に
於
て
は
、
た
ヾ
宗
派
我
の
み
が
殘
る
。
し
た
が 

っ
て
そ
の
學
問
は
結
論
が
豫
定
さ
れ
て
を
り
、
そ
の
た
め
い
か
に
論 

究
さ
れ
て
も
眞
實
の
意
味
の
學
と
は
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
努
力
は 

た
だ
辯
證
に
費
や
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
結
果
は
宗
派
部
內
の
も
の 

を
滿
足
せ
し
む
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
併
し
精
神
の
保
有
さ
る
る. 

傳
統
に
あ
り
て
は
、
宗
派
は
そ
の
存
在
の
意
味
の
爲
に
そ
の
我
を
否 

定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
眞
實
の
傳
統
は
甲
よ
り
乙
へ
と
傳
は
る
と
い
ふ 

よ
り
は
、
寧
ろ
唯
一
者
が
甲
よ
り
乙
へ
と
傳
は
る
の
で
あ
る
。
わ
れ 

わ
れ
の
多
く
の
學
は
個
人
主
觀
が
學
ぶ
の
で
あ
る
が
、
傳
統
の
學
は 

あ
る
超
個
人
主
觀
が
學
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
如
實
に
傳
統
さ
れ

た
る
も
の
に
は
、
個
人
が
喜
ん
で
そ
れ
に
順
ふ
べ
き
力
と
意
味
と
を 

有
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
そ
の
力
と
意
味
と
は
、
や
が
て
萬
人
を
動
か 

す
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
く
わ
れ-
^

が
傳
統
を
語
る
と
き
に
は
、
恐
ら
く
自
己
の
傳
統 

に
對
し
て
他
己
の
傳
統
あ
る
こ
と
を
容
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
 

そ
れ
は
誠
に
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
限
り
傳
統
的
な
も
の
は
、
 

ま
た
相
對
的
の
も
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
相
對
は
唯
だ
外
面
的
な
も 

の
で
あ
る
。
傳
統
の
精
神
が
如
實
に
領
受
せ
ら
る
ゝ
時
に
は
、
そ
の 

絕
對
性
は
自
か
ら
內
面
に
感
得
せ
ら
る
ゝ
。
思
ふ
に
す
べ
て
絕
對
な 

る
も
の
は
、
唯
だ
相
對
な
る
も
の
の
內
面
的
意
味
と
し
て
認
知
せ
ら 

る
、
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。(

金
子
大
榮
『
敎
行
信
證
講
讀
』)


