
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
け
る
浄
土
観 

東　
　

真　

行



　
　
【
凡　

例
】

一
、  

漢
字
は
通
行
の
字
体
を
用
い
た
が
一
部
、
旧
字
を
残
す
も
の
が
あ
る
。

一
、
引
用
文
中
、
明
ら
か
な
誤
字
脱
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
訂
正
し
た
。

一
、
引
用
文
の
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
踊
り
字
を
漢
字
、
仮
名
で
表
記
し
た
。
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は
じ
め
に

「
浄
土
」
と
い
う
教
え
、
そ
の
教
え
に
よ
る
世
界
観
は
、
今
現
在
の
私
た
ち
に
お
い
て
如
何
な
る
実
在
性
を
獲
得
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

経
典
は
西
方
に
存
在
す
る
世
界
と
し
て
浄
土
を
説
示
す
る
。
し
か
し
、
浄
土
の
実
在
を
、
現
実
世
界
に
お
け
る
実
在
と
し
て
了
解
す
る
者

は
稀
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
浄
土
が
実
在
す
る
（
確
か
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
）
と
は
一
体
如
何
な
る
意
と
し
て
私
た
ち
に
受
け
と
め

ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
本
論
は
、そ
の
問
に
苛
烈
に
身
を
捧
げ
た
先
学
で
あ
る
金
子
大
榮
の
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
け
る
浄
土
観
と
、『
浄

土
の
観
念
』
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
論
争
に
お
け
る
議
論
を
通
し
て
、
私
た
ち
が
生
き
る
世
界
に
お
い
て
、
浄
土
の
実
在
性
が
ど
の
よ
う

に
受
け
と
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
課
題
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

前
提
と
な
る
当
時
の
状
況
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
一
九
二
四
年
一
〇
月
の
金
子
の
講
演
「
大
乗
経
に
於
け
る
浄
土
の
観
念
」
が

一
九
二
五
年
二
月
に
『
浄
土
の
観
念
』
と
し
て
、
金
子
の
校
正
を
経
て
発
表
さ
れ
る
。
こ
の
講
演
録
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
惹
起
さ
れ
た
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
『
浄
土
の
観
念
』
論
争
は
お
お
ま
か
に
三
つ
の
区
分
か
ら
成
る
。
第
一
は
村
上
専
精
・
多
田
鼎
と
金
子
の
論
争
で
あ
り
、

第
二
は
木
村
泰
賢
と
金
子
の
論
争
、
そ
し
て
第
三
が
多
田
と
伊
藤
証
信
と
の
論
争
で
あ
る
。
第
一
次
論
争
は
『
浄
土
の
観
念
』
が
出
版
さ

れ
、
多
田
鼎
が
こ
れ
に
反
論
し
批
判
を
加
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
一
九
二
六
年
一
二
月
の
多
田
の
『
み
ど
り
ご
』
誌
上
に
お
け
る
批
判

で
あ
る
「『
浄
土
の
観
念
』
を
読
む
」
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
の
『
中
外
日
報
』
紙
上
で
の
多
田
・
村
上
と
金
子
の
論
争
に
中
心
が
あ
り
、

一
九
二
八
年
八
月
に
お
け
る
金
子
の
「
統
一

―
多
田
鼎
氏
に
さ
さ
ぐ

―
」
に
お
い
て
一
旦
終
結
す
る
。
第
二
次
論
争
は
、
一
九
二
九

年
五
月
に
お
け
る
『
仏
教
思
想
』
誌
上
の
木
村
泰
賢
に
よ
る
講
演
の
速
記
で
あ
る
「
異
安
心
問
題
と
そ
の
批
判
」
を
読
ん
だ
金
子
が
木
村
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に
『
中
外
日
報
』
紙
上
で
論
意
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
金
子
・
木
村
は
『
中
外
日
報
』
紙
上
で
論
争
を
展
開
す
る
。
こ
の
論
争

は
同
年
七
月
の
金
子
に
よ
る
「
木
村
氏
の
説
を
読
み
て
」
に
お
い
て
終
わ
る
。
第
二
次
論
争
が
終
わ
っ
て
翌
月
、
す
な
わ
ち
一
九
二
九
年

八
月
、
こ
の
第
一
次
・
第
二
次
論
争
を
『
中
外
日
報
』
紙
上
で
つ
ぶ
さ
に
読
ん
で
い
た
伊
藤
証
信
が
、
木
村
と
金
子
を
批
判
す
る
。
伊
藤

は
こ
れ
ら
の
論
争
を
批
評
し
つ
つ
、
真
宗
学
と
は
如
何
な
る
学
問
な
の
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
の
自
説
を
『
中
外
日
報
』
に
お
い
て
展

開
し
、
そ
れ
に
対
し
て
多
田
鼎
が
批
判
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
次
論
争
が
幕
を
開
け
る
。
伊
藤
と
多
田
は
『
中
外
日
報
』
紙
上

に
お
い
て
各
々
、
持
論
を
展
開
す
る
。
こ
の
論
争
は
同
年
十
一
月
、
多
田
に
よ
る
「
真
宗
学
の
特
異
性
」
連
載
を
も
っ
て
終
わ
る
。
こ
う

し
て
『
浄
土
の
観
念
』
に
端
を
発
す
る
論
争
の
全
て
が
終
わ
る
。
第
一
次
論
争
は
多
田
・
村
上
の
叱
責
調
で
書
か
れ
た
論
に
金
子
が
反
論

す
る
こ
と
で
論
争
が
成
立
し
て
い
る
た
め
、
金
子
は
受
動
的
な
立
ち
位
置
に
い
る
。
第
二
次
論
争
は
対
照
的
に
、
金
子
が
木
村
の
講
演
の

速
記
に
反
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
た
め
、
金
子
の
論
争
へ
の
積
極
的
な
面
が
う
か
が
え
る
。
第
三
次
論
争
に
お
い
て
は
伊
藤
に
反

論
を
求
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
金
子
は
沈
黙
を
貫
く
た
め
、
金
子
に
と
っ
て
は
木
村
と
の
論
争
に
お
い
て
自
ら
が
主
張
す
べ
き
こ
と
は
尽
き

て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
金
子
に
と
っ
て
の
『
浄
土
の
観
念
』
論
争
は
終
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
争
に
着
目
す
る
者
に

と
っ
て
、
伊
藤
と
多
田
と
の
論
争
は
第
一
次
・
第
二
次
論
争
に
続
く
、
論
争
全
体
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
論
争
自
体

0

0

0

0

は0

、
こ
の
伊
藤
と
多
田
の
論
の
応
酬
を
も
っ
て
終
わ
る
が
、
金
子
の
異
安
心
問
題
は

0

0

0

0

0

0

、
一
九
二
九
年
二
月
に
離
脱
し
た
僧
籍
に
一
九
四
〇

年
六
月
に
金
子
が
復
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
結
す
る
と
考
え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
い
て
提
起
さ
れ

た
問
題
は
、
そ
う
い
っ
た
金
子
の
僧
籍
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
私
た
ち
に
問
を
突
き
つ
け
る
鋭
さ
を
今
な
お
有
し
て
い
る
。
第
一
次
論
争

で
議
論
と
な
る
の
は
、
真
宗
学
に
お
い
て
自
由
討
究
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
と
、
金
子
の
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
け
る
（
そ
の
受

け
と
め
の
方
法
論
の
問
題
を
含
む
）
浄
土
観
で
あ
る
。
第
二
次
論
争
は
、
第
一
次
論
争
の
課
題
を
引
き
続
き
議
論
し
つ
つ
も
、
そ
の
特
徴
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と
し
て
は
金
子
の
浄
土
観
か
ら
派
生
す
る
「
未
来
」
の
問
題
、「
往
生
」
の
問
題
が
議
論
さ
れ
る
と
い
え
る
。
第
三
次
論
争
で
は
、
第
一

次
論
争
で
も
問
題
と
な
っ
た
学
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
真
宗
学
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
再
び
議
論
さ
れ
る
。

な
ぜ
今
、
金
子
大
榮
の
『
浄
土
の
観
念
』
の
思
索
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
近
年
、
親
鸞
に
お
け
る
「
往
生
」
の
了
解
に
つ
い

て
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、
そ
の
中
で
金
子
の
往
生
観
が
参
照
さ
れ
て
い
る⑴
。
金
子
は
木
村
泰
賢
と
の
論
争
当
時
、「
往
生
」
に
つ
い
て
「
未

来
」
で
あ
る
と
い
う
持
論
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
金
子
の
往
生
観
が
如
何
な
る
意
味
で
あ
る
に
せ
よ
、「
往
生
」
が
「
浄
土
」
へ
往
き
生

ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
以
上
、先
ず
金
子
の
浄
土
観
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
本
論
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
た
め
、本
論
は
『
浄

土
の
観
念
』
と
、
そ
の
論
争
の
中
で
も
主
と
し
て
浄
土
観
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
第
一
次
論
争
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
本
論
は
、
第
一

に
そ
の
浄
土
観
に
お
い
て
重
要
な
語
で
あ
る
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
の
意
を
『
浄
土
の
観
念
』
以
前
の
思
索
か
ら
考
察
し
、
第
二
に
『
浄

土
の
観
念
』
に
お
い
て
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
金
子
の
浄
土
観
を
確
か
め
る
。
第
三
に
村
上
・
多
田
と
の
論
争

に
お
け
る
、
そ
の
浄
土
観
の
前
提
と
な
る
「
学
」
と
「
内
観
」
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
議
論
を
考
察
す
る
。
最
後
に
『
浄
土
の
観
念
』
に

お
け
る
金
子
の
論
が
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
一
貫
す
る
思
索
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

一　
『
浄
土
の
観
念
』
以
前
の
思
索
に
お
け
る
「
観
念
」

本
節
で
は
、
金
子
が
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
に
託
し
た
意
を
確
か
め
た
い
。
観
念
と
は
、
あ
る
対
象
に
向
け
ら
れ
る
観
察
思
念
、
ま
た

は
そ
の
内
容
を
意
味
す
る
。
金
子
の
い
う
「
観
念
」
は
、
そ
う
し
た
通
常
の
意
で
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
独
特
の
意
を
込
め
ら
れ
て

い
る
場
合
も
あ
る
。
本
節
で
問
題
と
し
た
い
の
は
後
者
、す
な
わ
ち
金
子
の
思
索
に
お
い
て
重
要
な
言
葉
と
し
て
意
を
求
め
得
る
「
観
念
」
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で
あ
る
。
そ
も
そ
も
何
故
、
浄
土
を
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
金
子
は
次
の
よ
う
に
述

懐
し
て
い
る
。

然
る
に
そ
の
中
（
引
用
者
註
『
浄
土
の
観
念
』）
に
、「
実
在
の
浄
土
は
信
ぜ
ら
れ
ぬ
」
と
い
ふ
こ
と
を
申
し
ま
し
た
（
そ
れ
が
特
に

こ
の
度
の
問
題
と
な
つ
た
の
で
す
が
）
の
は
、
教
法
の
指
示
す
る
実
在
観
念
を
、
常
識
の
見
解
に
依
る
実
在
観
か
ら
簡
ば
う
と
欲
ふ

た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
常
識
の
見
解
に
依
る
実
在
観
と
い
ひ
ま
し
た
の
は
、
そ
の
為
に
私
が
長
い
間
悩
ま
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。
常
識
の
見
解
に
依
る
実
在
観
は
到
底
成
立
い
た
し
ま
せ
ぬ
。
さ
れ
ば
こ
そ
反
対
に
如
来
と
浄
土
と
の
実
在
を
無
視
す
る
、

現
代
の
常
識
的
見
解
も
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
故
に
私
は
教
法
に
依
る
実
在
観
念
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
こ
の
常
識

の
見
解
に
依
る
実
在
観
と
、
非
実
在
観
と
を
除
去
し
や
う
と
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
方
に
は
常
識
に
依
る
実
在
と
教
法
に
依
る

実
在
と
を
混
融
す
る
素
朴
な
る
信
仰
を
純
化
す
る
所
以
で
あ
り
、
他
方
に
は
、
如
来
と
浄
土
と
を
無
視
す
る
現
代
の
常
識
を
批
判
し

て
、
教
法
に
依
る
実
在
観
念
を
宣
揚
す
る
所
以
で
あ
る
と
思
ふ
た
の
で
あ
り
ま
す⑵
。

金
子
は
浄
土
が
実
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
義
を
抱
い
て
い
な
い
。
た
だ
、
浄
土
の
実
在
に
つ
い
て
、
金
子
は
二
つ
の
方
向
に
批
判

を
加
え
て
い
る
。
第
一
に
は
教
え
を
そ
の
ま
ま
に
信
受
す
る
、「
素
朴
な
る
信
仰
」
に
混
融
す
る
実
在
観
と
、
第
二
に
は
「
現
代
」
の
常

識
的
実
在
観
に
も
と
づ
く
判
断
か
ら
、
浄
土
の
教
法
を
「
無
視
す
る
」
態
度
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
金
子
は
そ
こ
で
「
教
法
に
依
る
実

在
観
」
を
宣
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
現
代
の
常
識
」
を
批
判
し
つ
つ
、「
素
朴
な
る
信
仰
」
を
純
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
金

子
は
「
素
朴
な
る
信
仰
」
に
対
し
て
は
、
そ
れ
自
体
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
信
仰
に
は
「
純
化
」
さ
れ
る
余
地
が

あ
る
の
で
あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
金
子
の
「
実
在
の
浄
土
は
信
ぜ
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
言
葉
が
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
と
短
絡
的
に

結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
子
が
そ
も
そ
も
浄
土
の
実
在
を
唾
棄
す
べ
き
空
想
的
な
絵
空
事
と
し
て
喧
伝
し
て
い
る
と
誤
解
さ
れ
た
と
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考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
実
在
の
浄
土
は
信
ぜ
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
言
葉
が
大
谷
派
宗
門
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
で
あ
ろ
う
。

金
子
は
、
浄
土
の
実
在
性
そ
の
も
の
に
疑
義
を
表
明
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
教
法
に
依
る
実
在
観
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
金
子
は
浄
土
の
実
在
に
つ
い
て
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
実

在
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
き
に
、「
素
朴
な
る
信
仰
」
は
外
面
的
に
は
常
識
的
実
在
観
か
ら
脱
却
し
切
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
の
脱

却
が
為
さ
れ
な
い
限
り
、
浄
土
教
は
批
判
者
の
常
識
的
実
在
観
に
よ
っ
て
、
永
劫
に
否
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
未
だ
「
観

念
」
の
意
は
不
確
か
で
あ
る
。
金
子
は
村
上
・
多
田
と
の
論
争
の
中
で
、「
観
念
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
の
批
評
家
達
は
、
多
く
「
観
念
」
の
語
を
心
理
学
的
意
味
に
解
し
て
い
る
や
う
で
あ
る
。
観
念
の
浄
土
と
い
へ
ば
、
直
ぐ
主
観
的

で
あ
る
と
か
、
唯
心
己
身
で
あ
る
と
か
、
或
は
凡
夫
の
意
識
内
容
で
あ
る
と
か
、
と
評
し
去
る
こ
と
も
、
其
所
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。

併
し
私
で
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、「
観
念
」
は
イ
デ
ー
で
哲
学
的
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
性
の
対
象
と
な
る
純
粋
客
観
的
の
も

の
で
あ
る
。
常
に
個
人
主
義
の
影
像
を
う
ち
払
ふ
こ
と
に
於
て
、
真
実
在
の
意
味
を
有
つ⑶
。

「
観
念
」
は
哲
学
に
お
け
る
「
イ
デ
ー
」（Idee
）
の
意
で
あ
っ
て
、「
心
理
学
的
意
味
」
で
は
な
い
と
金
子
は
い
う
。
し
か
し
哲
学
に

お
け
る
「
観
念
」
の
意
は
様
々
で
あ
る
。
木
村
泰
賢
は
論
争
の
中
で
、
様
々
な
哲
学
者
（
プ
ラ
ト
ン
、
カ
ン
ト
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
等
）
に
お

け
る
「
観
念
」
の
説
を
紹
介
し
、
金
子
の
い
う
「
観
念
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
と
金
子
に
詰
め
寄
る⑷
。
金
子
は
「
観
念
」
の
意

義
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
文
脈
に
お
い
て
読
者
に
判
断
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
と
述
べ
、「
心
理
学
的
意
味
」
で
は
な
い
と
繰
り
返
し
て

い
る⑸
。
こ
こ
で
い
う
「
心
理
学
的
意
味
」
と
は
、
後
に
安
田
理
深
が
述
懐
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば⑹
、
表
象
（V

orstellung

）
で
あ
る
。

即
ち
、
あ
る
対
象
を
観
察
思
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
像
を
心
理
内
に
想
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
文
で
は
、
凡
夫
の

「
意
識
内
容
」
で
は
な
い
、「
純
粋
客
観
」
と
し
て
の
浄
土
を
金
子
は
主
張
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
表
象
で
は
な
い
。
し
か
し
表
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象
以
外
の
「
観
念
」
の
意
味
と
い
っ
て
も
、
未
だ
厳
密
性
を
欠
く
こ
と
は
否
め
な
い
。
金
子
は
「
観
念
」
は
「
哲
学
的
の
意
味
」
で
あ
る

と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
や
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
に
つ
い
て
言
及
も
す
る
が⑺
、
論
争
に
お
い
て
金
子
自
身

が
「
観
念
」
の
語
を
西
洋
哲
学
の
方
面
か
ら
厳
密
に
定
義
し
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
金
子
の
い
う
「
観
念
」
は
金
子
独
特
の
意
を
込
め

ら
れ
た
言
葉
と
了
解
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
引
用
し
た
金
子
の
言
葉
か
ら
す
る
と
、常
識
的
実
在
観
を
離
れ
た
、「
真
実
在
」

と
し
て
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
の
意
は
確
か
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
浄
土
の
観
念
」
と
は
、
浄
土
が
常
識
的
実
在
観
・
非
実
在
観
を
離

れ
た
真
実
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
浄
土
が
真
実
在
で
あ
る
と
は
、
浄
土
が
真
で
あ
り
、
信
ず
る
に
足
る
実
在
性
を
具
え
て
い

る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
実
在
性
と
い
っ
て
も
、
現
実
世
界
上
に
そ
の
存
在
が
確
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
確
か
に
信
ず
べ
き
も
の

が
こ
こ
に
「
あ
る
」
と
い
う
意
に
お
い
て
実
在
性
を
獲
得
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
実
在
観
」
の
受
け
と
め
に
は
、

金
子
が
私
淑
し
た
師
で
あ
る
清
沢
満
之
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
清
沢
は
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
「
霊
魂
論
」
に
お
い
て
、「
霊

魂
有
形
説
」
と
「
霊
魂
無
形
説
」
と
を
共
に
批
判
し
て
、「
自
覚
作
用
の
本
体
」
と
し
て
の
「
霊
魂
」
を
主
張
し
て
い
る⑻
。
魂
を
常
識
的

実
在
観
に
お
け
る
有
無
か
ら
で
は
な
く
、
自
覚
の
根
源
と
し
て
清
沢
は
と
ら
え
て
い
る
。
金
子
の
『
浄
土
の
観
念
』
は
、
清
沢
が
「
霊
魂

論
」
に
お
い
て
展
開
し
た
、
有
無
を
離
れ
て
自
覚
か
ら
霊
魂
を
捉
え
な
お
す
視
点
を
、
清
沢
が
詳
細
に
は
論
じ
な
か
っ
た
「
浄
土
」
の
問

題
に
適
用
し
て
、
清
沢
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
た
課
題
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

金
子
は
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
で
真
の
実
在
性
を
問
題
と
し
た
の
で
は
な
い
。
論
文
「
本
有

の
観
念
」
に
お
い
て
は
、「
観
念
」
の
語
を
用
い
な
が
ら
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
仏
語
に
考
察
を
加
え
て
い
る
。「
一
切
衆
生
悉

有
仏
性
」
と
は
、
凡
夫
が
仏
に
成
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
と
い
う
問
題
で
あ
る⑼
。
金
子
は
仏
性
が
「
有
る
」
と
い
わ
れ
る
意
義
を
、
凡

夫
が
思
想
す
る
有
無
を
離
れ
た
「
本
有
」
と
捉
え
る
。
有
無
を
否
定
す
る
こ
と
は
真
に
実
在
す
る
存
在
ま
で
否
む
も
の
で
は
な
い
。
金
子
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は
虚
無
論
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
凡
夫
が
有
無
を
離
れ
る
と
き
、
有
無
を
離
れ
さ
せ
る
「
或
者
」
の
「
有
」
が
既
に
予
想
さ
れ
て

い
る
と
金
子
は
述
べ
る
。「
そ
の
或
者
は
吾
々
の
背
後
に
あ
り
て
吾
々
を
し
て
有
無
を
離
れ
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
吾
々
は
有
無
の

二
見
の
邪
な
る
を
知
る
。
さ
れ
ど
其
の
邪
な
る
を
知
ら
し
む
る
背
後
の
或
者
を
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ⑽
」。
金
子
は
「
或
者
」
が
私
た

ち
を
有
無
と
い
う
邪
見
か
ら
離
れ
さ
せ
よ
う
と
は
た
ら
く
と
い
う
。
そ
の
「
或
者
」
の
「
有
」
が
「
本
有
の
観
念
」
で
あ
る
。
論
文
「
本

有
の
観
念
」
に
お
い
て
、「
観
念
」
は
、
凡
夫
を
有
無
の
邪
見
か
ら
離
れ
さ
せ
る
根
源
的
存
在
と
し
て
、
そ
の
意
を
表
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
続
く
論
文
「
三
乗
の
観
念
に
就
て
」
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

大
乗
の
空
観
は
、
釈
尊
を
し
て
釈
尊
た
ら
し
め
し
或
物
の
認
識
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
釈
尊
を
し
て
釈
尊
た
ら
し
め
し
或
物

は
、
無
論
実
体
的
の
も
の
で
な
い
。
そ
れ
故
、
龍
樹
は
空
観
を
以
て
徹
底
的
に
実
体
的
な
る
有
無
の
概
念
を
破
壊
し
た
。
さ
れ
ど
こ

の
或
物
は
又
決
し
て
空
理
で
は
な
く
、
最
も
普
遍
真
実
な
る
真
理
で
あ
る⑾
。

大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
の
教
説
は
、
釈
尊
を
し
て
釈
尊
た
ら
し
め
る
「
或
物
の
認
識
」
か
ら
生
じ
た
と
金
子
は
い
う
。
空
観
は
、
凡
夫

の
想
定
す
る
実
体
的
有
無
を
否
定
す
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
は
、
凡
夫
に
お
い
て
実
践
さ
れ
た
と
し
て
も
、
凡
夫
に
起
因
す
る
と
あ
ら
わ

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
「
或
物
」
の
存
在
は
感
知
さ
れ
る
。
そ
の
「
或
物
」
は
有
無
を
離
れ
た
存
在
で
あ
り
、
空
虚
で
も
「
実
体

的
」
で
も
な
く
、
最
上
の
普
遍
的
真
実
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
「
観
念
」
は
釈
尊
を
釈
尊
た
ら
し
め
る
真
実
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

論
文
「
本
有
の
観
念
」
で
は
「
或
者
」、
論
文
「
三
乗
の
観
念
に
就
て
」
で
は
「
或
物
」
と
あ
ら
わ
さ
れ
る
、
あ
る
も
の

0

0

0

0

と
は
各
々
の
論

の
主
題
は
異
な
る
が
、
共
通
の
問
題
意
識
か
ら
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
金
子
の
定
義
で
は
、
凡
夫
と
は
「
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
状
態
に
あ
る

も
の⑿
」
で
あ
る
。「
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
状
態
」
に
あ
る
と
は
、「
あ
る
べ
き
状
態
に
反
る
べ
き
可
能
性
を
有
す
る
も
の⒀
」
で
あ
る
こ
と
を

意
と
す
る
。
凡
夫
と
は
、
本
願
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
衆
生
の
一
人
と
し
て
真
実
に
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
課
題
を
有
す
る
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存
在
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
自
ら
が
我
見
無
明
に
支
配
さ
れ
た
凡
夫
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
と
い
う
一
大
事
は
、
我
見
無
明
を
離
れ
た
あ
る
も

0

0

0

の0

に
お
け
る
真
実
が
凡
夫
に
感
知
さ
れ
な
け
れ
ば
、
起
こ
り
得
な
い
。
凡
夫
は
真
実
の
存
在
に
よ
っ
て
凡
夫
で
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
何
も
存
在
し
な
い
深
淵
か
ら
凡
夫
と
名
指
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
空
の
教
説
は
凡
夫
に
よ
っ
て
自
ら
の
外
に
あ
る
と
固
定
さ

れ
て
い
る
諸
々
の
存
在
を
否
定
す
る
が
、
そ
れ
は
真
に
実
在
す
る
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
る⒁
。
金
子
は
論
文
「
人
の
観

念
」
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
事
柄
を
よ
り
平
易
な
言
葉
で
語
る
。

観
念
と
し
て
の
人
の
実
在
せ
ん
と
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
其
処
に
全
的
の
自
己
批
判
が
あ
る
。
こ
れ
即
ち
罪
障
懺
悔
で
あ
る
。
こ
の

批
判
・
懺
悔
は
即
ち
自
己
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
を
逆
に
言
へ
ば
、
自
己
を
こ
の
ま
ま
に
し
て
肯
定
す
る
も
の
は
、
未
だ

人
の
観
念
を
発
見
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る⒂
。

一
存
在
が
自
ら
を
人
間
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
自
ら
が
人
間
と
い
う
言
葉
で
想
像
す
る
存
在
と
懸
け
離
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
く
。
そ
こ
に
立
ち
現
れ
て
く
る
の
が
「
人
の
観
念
」
で
あ
る
。
凡
夫
が
自
ら
を
内
省
し
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
凡
夫
で
は
な
い
真

実
の
存
在
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
そ
の
真
実
の
存
在
は
実
体
を
離
れ
て
い
る
た
め
に
「
観
念
」
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
存

在
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
、
一
存
在
は
そ
も
そ
も
自
ら
を
凡
夫
で
あ
る
と
知
る
の
で
あ
る
し
、
衆
生
の
一
人
と
し
て
真
実
に
目
覚
め
る
こ
と

が
か
な
う
の
で
あ
る
。
金
子
は
そ
の
よ
う
な
ひ
る
が
え
り
（
自
己
否
定
）
を
「
罪
障
懺
悔
」
と
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
人
間
が
真
実
に
人
間

で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
全
的
な
否
定
を
潜
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
自
己
否
定

と
は
自
己
を
滅
し
去
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

元
来
自
己
否
定
と
い
つ
て
も
、
全
く
自
己
を
虚
無
と
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
若
し
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
自
己
否
定
と
い

ふ
こ
と
程
、
無
意
義
な
も
の
は
な
い
で
あ
ら
う
。
併
し
実
際
は
自
己
否
定
は
「
人
の
観
念
」
の
実
現
力
の
顕
現
な
る
が
故
に
、
そ
の
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自
己
否
定
は
何
時
も
こ
の
自
己
に
対
立
し
、
こ
の
自
己
を
顕
現
す
る
も
の
と
し
て
の
如
来
を
定
立
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
。
然
る
に
か
く

如
来
の
前
に
否
定
せ
ら
れ
た
る
自
己
は
、
其
所
に
救
済
の
道
を
与
へ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る⒃
。

自
己
を
虚
無
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
を
得
る
の
で
は
な
く
、
自
己
に
お
い
て
「
救
済
の
道
」
が
与
え
ら
れ
る
。
人
間
が
真
実
に
人

間
と
し
て
あ
り
た
い
と
自
ら
内
省
す
る
と
き
、
そ
こ
に
「
人
の
観
念
」
が
そ
の
志
願
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
は
た
ら
き
か
け
る
。
そ
の
は
た

ら
き
が
「
実
現
力
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
実
現
力
」
が
常
に
自
己
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
が
、「
自
己
否
定
」
で
あ
る
。
先
の
金
子

の
表
現
に
照
ら
せ
ば
「
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
状
態
に
あ
る
」
者
（
凡
夫
）
を
「
あ
る
べ
き
状
態
」（
衆
生
と
し
て
の
一
存
在
）
へ
揺
り
戻
さ

ん
と
す
る
こ
と
が
「
自
己
否
定
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
自
己
否
定
」
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
に
お
い
て
は
た
ら
く
。
常
に
「
自
己

に
対
立
し
、
こ
の
自
己
を
顕
現
す
る
」
と
は
、「
自
己
否
定
」
に
よ
っ
て
、
凡
夫
が
一
切
衆
生
の
一
人
と
し
て
仏
と
な
る
存
在
で
あ
る
こ

と
を
顕
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
真
実
と
し
て
、
自
己
に
お
い
て
「
如
来
」
が
は
た
ら
く
こ
と
を
い
う
。「
如
来
」
と

は
真
実
で
あ
り
、真
の
実
在
と
し
て
非
真
実
な
る
凡
夫
に
は
た
ら
き
か
け
る
。
こ
こ
に
、こ
れ
ま
で
確
か
め
ら
れ
て
き
た
あ
る
も
の

0

0

0

0

は
「
如

来
」
で
あ
る
と
言
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
如
来
」
の
「
観
念
」
で
あ
る
。『
真
宗
学
序
説
』

に
お
い
て
は
、
こ
の
「
如
来
」
の
「
観
念
」
に
私
た
ち
の
生
き
る
世
界
の
問
題
が
織
り
込
ま
れ
て
い
く
。

後
生
の
一
大
事
と
い
う
言
葉
の
響
き
は
、
わ
れ
わ
れ
に
向
か
っ
て
非
常
に
深
い
或
る
物
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、
汝
の
最
も
忘
れ
て
い

る
と
こ
ろ
の
、
大
き
な
魂
の
問
題
で
あ
る
。
汝
の
霊
魂
の
問
題
で
あ
る
。
根
本
の
魂
の
問
題
で
あ
る
。（
中
略
）
生
死
の
一
大
事
と

い
う
言
葉
の
も
っ
て
い
る
響
き
は
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
現
実
と
い
う
も
の
を
、
根
底
か
ら
破
壊
す
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
生
死
の
一
大
事
と
い
う
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
に
ど
う
い
う
も
の
を
与
え
る
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
、
現
実
界
と
観
念
界
と

の
対
立
を
示
す
の
で
あ
る
。（
中
略
）今
ま
で
無
の
世
界
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
世
界
が
、な
に
か
知
ら
ぬ
が
或
る
力
強
い
意
味
を
持
っ
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て
き
て
、
今
ま
で
現
実
的
に
持
っ
て
い
た
現
実
の
観
念
が
空
に
な
っ
て
来
る
。
最
も
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
、
最
も
現
実
で
あ
っ
た
も
の

が
、
最
も
空
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
。（
中
略
）
こ
の
一
つ
の
転
換
、
こ
の
浮
世
全
体
を
挙
げ
て
空
虚
に
な
っ
た
時
、
今
ま
で
空
虚

な
り
と
見
て
お
っ
た
観
念
の
世
界
に
何
か
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
、
そ
の
世
界
に
於
い
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
る

と
観
ず
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
一
つ
の
転
換
が
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
宗
教
と
い
う
も
の
は
起
こ
ら
ぬ
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る⒄
。

こ
こ
に
、
清
沢
の
提
起
し
た
「
霊
魂
」
の
実
在
の
問
題
が
、
金
子
独
特
の
「
観
念
」
の
用
語
を
通
し
て
表
現
し
な
お
さ
れ
、
そ
れ
に
加

え
て
論
文
「
本
有
の
観
念
」
等
で
い
わ
れ
て
い
た
あ
る
も
の

0

0

0

0

（
如
来
）
の
は
た
ら
き
が
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
が
心
身
を
お
く
、
こ

の
現
実
世
界
全
体
に
ま
で
は
た
ら
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
観
念
界
」、「
観
念
の
世
界
」
が
立
ち
現
れ
て
く
る
と
い
う
金
子
の
こ
れ
ま
で
の

思
索
の
歴
程
の
要
が
、
新
た
な
展
開
と
共
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
如
来
」
の
「
観
念
」
は
人
間
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
人
間

が
心
身
を
置
く
現
実
世
界
の
問
題
に
ま
で
、
そ
の
は
た
ら
き
を
敷
衍
さ
れ
て
い
る
。「
如
来
」
の
「
観
念
」
を
論
じ
つ
つ
金
子
は
、
同
時

期
に
論
文
「
二
重
の
世
界
」
に
お
い
て
「
彼
岸
の
世
界
」、「
真
実
の
世
界
」、「
純
粋
客
観
の
世
界
」
と
い
う
表
現
で
「
浄
土
」
を
問
題
と

し
て
い
る⒅
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
論
の
軸
足
は
未
だ
「
如
来
」
に
置
か
れ
て
お
り
、
真
実
在
に
つ
い
て
の
思
索
が
本
格
的
に
「
浄
土
」
に
向

け
ら
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。『
真
宗
学
序
説
』
の
こ
う
し
た
記
述
に
お
い
て
、
そ
の
二
つ
の
潮
流
が
重
な
っ
て
き
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
課
題
を
引
き
続
き
展
開
し
、
大
成
し
た
の
が
『
浄
土
の
観
念
』
で
あ
る
。

二　
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
け
る
浄
土
観

『
浄
土
の
観
念
』
に
お
い
て
、
金
子
は
三
通
り
の
浄
土
観
を
示
す⒆
。
観
念
の
浄
土
（
華
厳
経
）、
理
想
の
浄
土
（
般
若
経
）、
実
在
の
浄
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土
（
無
量
寿
経
）
で
あ
る
。
観
念
の
浄
土
は
仏
教
の
三
宝
で
あ
る
仏
法
僧
を
仏
法
僧
た
ら
し
め
る
根
源
で
あ
る
。
こ
の
観
念
の
浄
土
は
、

常
識
的
実
在
観
で
は
捉
え
切
れ
な
い
真
実
そ
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
二
の
理
想
の
浄
土
と
は
、
菩
薩
が
自
ら
の
成
仏
の
た
め
に
発

願
し
、
そ
の
願
の
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浄
め
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
。
第
三
の
実
在
の
浄
土
は
、
凡
夫
が
自
ら
の
成
仏
の
た
め
に
、

第
二
の
「
理
想
の
浄
土
」
を
求
め
る
、
そ
の
凡
夫
に
と
っ
て
実
在
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
浄
土
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
三
の
実
在
の
浄

土
は
第
二
の
浄
土
を
、
視
点
を
変
え
て
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
、
第
三
の
浄
土
観
は
と
も
に
こ
の
世
界
に
実
在
す
る
浄
土
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
は
第
三
の
実
在
の
浄
土
の
大
き
な
特
徴
は
、
第
二
の
理
想
の
浄
土
に
お
い
て
聖
者
が
自
ら
真
実
に
目

覚
め
て
浄
土
を
建
立
す
る
こ
と
と
異
な
り
、
凡
夫
が
仏
と
出
遇
う
こ
と
を
希
求
し
、
そ
の
値
遇
に
よ
っ
て
仏
道
を
成
就
す
る
点
に
あ
る
。

第
三
の
浄
土
は
、
真
実
に
目
覚
め
る
こ
と
を
仏
の
世
界
へ
生
ま
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
あ
ら
わ
す
。
仏
土
に
生
ま
れ
、
仏
と
出
遇
う
こ
と
に

よ
っ
て
仏
と
成
る
こ
と
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
金
子
は
、
実
在
の
浄
土
を
求
め
る
凡
夫
の
視
座
か
ら
、
こ
の
三
通
り
の
浄
土

観
を
綜
合
し
て
い
く⒇
。
凡
夫
は
理
想
の
浄
土
へ
往
こ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
つ
ま
り
往
生
、
願
生
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
往
生
を
徹
底
す

る
と
き
、
願
生
者
は
自
ら
の
妄
念
妄
想
の
深
さ
を
知
り
、
往
生
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
現
実
に
直
面
し
絶
望
す
る
他
な
い
と
金
子
は
い

う
。
凡
夫
に
と
っ
て
は
第
一
の
観
念
の
浄
土
は
全
く
関
係
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
真
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
理
想
の
浄
土
は
、
聖

者
が
自
他
を
浄
め
願
を
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
確
固
た
る
も
の
と
で
き
る
。
し
か
し
第
三
の
浄
土
観
で
あ
る
、
実
在
の

浄
土
で
問
題
と
な
る
の
は
凡
夫
で
あ
り
、
凡
夫
は
そ
の
実
在
の
浄
土
の
存
在
を
知
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
世
界
へ
往
く
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
の
絶
望
の
凡
夫
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
「
彼
岸
の
世
界
」
が
は
た
ら
き
か
け
る
と
金
子
は
述
べ
て
い
る21
。
こ
の
「
彼
岸
の
世

界
」
は
、
一
旦
は
三
通
り
に
分
け
て
立
て
ら
れ
た
浄
土
観
を
綜
合
す
る
、「
観
念
の
浄
土
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
観
念
と
は
実
在
に
対

す
る
観
念
と
し
て
立
て
ら
れ
た
第
一
の
観
念
の
浄
土
（
華
厳
経
の
浄
土
）
と
は
異
な
り
、
第
三
の
実
在
の
浄
土
（
無
量
寿
経
の
浄
土
）
が
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深
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
と
め
な
お
さ
れ
る
真
実
の
世
界
、「
本
当
の
意
味
に
於
て
の
観
念
の
世
界22
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
実
在
と
し

て
一
旦
は
説
か
れ
な
が
ら
も
、
有
無
の
対
立
（
常
識
的
判
断
に
よ
る
実
在
観
と
非
実
在
観
）
を
超
え
た
真
実
在
の
世
界
と
し
て
、
無
量
寿

経
に
説
か
れ
る
浄
土
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
金
子
が
用
い
る
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
確
か
め
て
き
た
が
、
今
再
び
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。『
浄
土
の
観
念
』

に
お
け
る
「
観
念
」
は
、
金
子
の
い
う
よ
う
に
哲
学
に
お
け
る
「
イ
デ
ー
」
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に23
金
子
の

「
観
念
」
に
は
当
時
日
本
に
次
々
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
西
洋
哲
学
の
影
響
が
色
濃
く
滲
ん
で
い
る
。
だ
が
、
金
子
が
第
一
次
論
争
当
時
に

言
及
す
る
典
拠
は
、
西
洋
哲
学
だ
け
で
は
な
い
。
金
子
は
第
一
次
論
争
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

自
性
唯
心
が
西
方
願
生
に
反
か
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
実
に
相
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
古
き
講
者
に
依
り
て
説
か
れ
た
こ
と
で

あ
る
が
、（
中
略
）
私
は
そ
れ
ら
の
説
に
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ま
た
そ
れ
ら
の
説
に
反
く
も
の
で
な
い
。
私
の
真
宗
学
は

寧
ろ
そ
れ
ら
の
説
を
徹
底
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い24
。

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
古
き
講
者
」
と
は
誰
を
指
す
の
か
。
金
子
は
『
仏
座
』
第
三
一
号
所
収
の
論
文
「
先
輩
の
学
解
」
に
お
い
て
自
ら

が
依
る
先
人
の
思
索
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
参
照
さ
れ
て
い
る
先
学
と
は
噫
慶
『
浄
土
論
註
聞
書
』、
宣
明
『
往
生
論
註
聞
書
』、
慧

空
『
阿
弥
陀
経
聞
記
』、
深
励
等
で
あ
る
が
、
中
で
も
噫
慶
と
慧
空
の
思
索
は
金
子
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
慧

空
は
指
方
立
相
に
お
け
る
「
西
方
」
と
は
方
向
性
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
方
角
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
了
解
す
る
。
金
子
は
次
の

文
を
論
文
「
先
輩
の
学
解
」
に
引
く
。

西
方
カ
ラ
モ
西
方
ト
云
フ
。
極
楽
ノ
西
カ
ラ
モ
西
方
ト
云
フ
。
極
楽
ト
サ
ヘ
云
ヘ
バ
西
ガ
付
ク
ナ
リ25
。

こ
う
し
た
了
解
は
金
子
に
「
指
方
立
相
」
と
い
う
教
法
を
受
け
と
め
な
お
す
上
で
の
重
要
な
示
唆
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
浄
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土
の
観
念
』
に
お
い
て
「
実
在
の
浄
土
が
信
ぜ
ら
れ
ぬ
」
と
言
明
す
る
金
子
に
と
っ
て
は
「
指
方
立
相
」
の
教
法
は
、
現
実
世
界
上
で
の

西
方
に
存
在
す
る
と
は
了
解
さ
れ
て
い
な
い
。
西
方
と
は
、
真
実
へ
の
向
き
を
示
す
の
で
あ
る
。
ま
た
は
、
噫
慶
に
つ
い
て
は
金
子
は
論

文
「
先
輩
の
学
解
」
に
お
い
て
、
二
つ
の
文
を
引
用
す
る
。

「
外
道
」
と
は
、
一
義
に
云
わ
く
、
仏
法
の
外
の
道
を
学
す
る
故
に
「
外
道
」
と
云
う
と
、
此
の
義
浅
近
な
り
。
今
云
わ
く
、
仏
法

は
心
地
の
修
行
な
り
、
故
に
心
外
に
道
を
修
す
る
者
を
「
外
道
」
と
云
う
。
凡
そ
外
道
に
三
種
あ
り
、
一
に
は
六
師
外
道
、
常
の
如

し
、
二
に
は
附
仏
法
の
外
道
は
仏
法
に
付
き
て
邪
義
を
信
ず
る
人
な
り
。
三
に
は
学
仏
法
の
外
道
、
仏
法
を
学
し
な
が
ら
法
に
執
着

し
て
仏
道
の
正
意
に
入
ら
ざ
る
人
な
り26
。

又
云
わ
く
、
自
性
唯
心
に
沈
む
と
の
た
ま
え
る
事
。
真
宗
の
門
人
意
違
え
て
此
の
宗
門
は
指
方
立
相
を
本
と
し
て
立
ち
た
る
宗
旨
な

れ
ば
、
自
性
唯
心
の
沙
汰
は
皆
邪
見
の
よ
う
に
思
え
り
、
曽
て
他
力
心
を
知
ら
ざ
る
故
な
り
。
還
り
て
指
方
立
相
に
な
づ
み
、
有
相

に
沈
む
と
云
う
べ
し
。
夫
れ
仏
教
は
自
性
唯
心
を
本
と
す
る
故
に
、
仏
も
実
相
の
外
は
皆
是
れ
魔
事
と
説
き
た
ま
え
り
。
総
じ
て
一

代
仏
教
は
唯
此
の
一
心
を
悟
ら
し
め
ん
為
な
り
。
菩
薩
は
三
祇
を
経
て
此
の
一
心
を
成
就
す
。
若
し
此
の
一
心
を
得
れ
ば
生
死
涅
槃

も
猶
、
昨
の
夢
の
如
く
一
代
仏
教
昨
日
の
夢
な
り
。
然
る
に
自
性
唯
心
に
沈
む
と
云
え
る
、
行
者
の
機
の
上
に
取
り
扱
う
故
に
沈
む

な
り
。
今
、
言
う
所
は
仏
智
他
力
の
心
に
し
て
全
く
機
に
預
ら
ざ
る
な
り
。
心
体
即
ち
無
碍
光
如
来
な
り
。
既
に
機
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
に
に
依
り
て
か
沈
む
と
云
う
こ
と
あ
り
や
。
聖
人
の
御
釈
『
教
行
信
証
』
の
巻
毎
に
「
真
実
」
と
の
た
ま
え
り
。「
信
の
巻
」
に
『
涅

槃
経
』
を
引
き
て
言
わ
く
、「
実
諦
は
、
一
道
清
浄
に
し
て
二
つ
有
る
こ
と
無
き
な
り
。
真
実
と
言
う
は
即
ち
是
れ
如
来
な
り
、
如

来
は
即
ち
是
れ
真
実
な
り
。
乃
至　

真
実
は
即
ち
是
れ
仏
性
、仏
性
は
即
ち
是
れ
真
実
な
り
」
と
云
々
。
此
の
『
註
』
の
「
下
の
巻
」

に
も
真
実
の
智
慧
と
は
即
ち
実
相
の
智
慧
な
り
と
釈
す
。
然
れ
ば
真
実
と
は
実
相
な
り
、
実
相
は
即
ち
自
性
唯
心
な
り
。
又
、
是
心



16

即
ち
是
仏
と
は
心
の
外
に
異
仏
を
求
め
ざ
る
な
り
と
釈
し
た
ま
え
る
も
此
の
一
心
な
り
。
是
れ
全
く
機
を
離
れ
た
る
仏
智
心
な
る
が

故
な
り
と
云
2々7
。

噫
慶
は
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
以
下
、『
教
行
信
証
』）
に
お
け
る
涅
槃
経
の
引
文
を
こ
こ
に
引
く
が
、
そ
の
中
で
語
ら
れ
る

の
が
「
如
来
」、「
仏
性
」
で
あ
る
。
金
子
が
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
い
て
「
浄
土
」
を
「
観
念
」
と
結
び
つ
け
る
ま
で
「
観
念
」
と
い
う

言
葉
の
も
と
に
思
索
し
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
仏
性
（「
本
有
の
観
念
」）、
如
来
（「
人
の
観
念
」）
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
噫

慶
や
清
沢
の
影
響
下
で
金
子
は
自
ら
の
思
索
を
深
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
西
洋
哲
学
の
影
響
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
金
子
の
い
う
「
観
念
」
は
金
子
自
身
が
い
う
「
イ
デ
ー
」
と
い
う
意
だ
け
で
は
了
解
し
難
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
金
子
の
思

索
に
、
こ
う
し
た
様
々
な
先
学
の
思
想
が
流
入
し
て
い
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
噫
慶
は
「
仏
法
は
心
地
の
修
行
」
で
あ

り
、「
心
外
に
道
を
修
す
る
者
」
を
「
外
道
」
で
あ
る
と
す
る
独
特
の
了
解
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
内
観
」
と
い
う
言
葉
と
の
関
わ

り
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。「
内
観
」
と
は
清
沢
に
典
拠
を
求
め
得
る
言
葉
（「
先
ず
須
ら
く
内
観
す
べ
し
」）
だ
が
、
金
子
は
そ
の

言
葉
を
噫
慶
と
い
う
先
学
に
遡
る
か
た
ち
で
仏
教
了
解
の
歴
史
の
上
に
確
か
め
な
お
し
て
い
る
と
い
え
な
い
か
。
金
子
は
「
観
念
」
の
は

た
ら
き
で
あ
る
「
実
現
力
」（「
人
の
観
念
」）
に
よ
っ
て
「
自
己
否
定
」
さ
れ
、
そ
の
否
定
さ
れ
た
自
己
に
お
い
て
救
済
が
あ
る
と
述
べ

て
い
た
。
論
文
「
人
の
観
念
」
や
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
い
て
は
「
内
観
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
第
一
次
論
争
に
お
い

て
金
子
は
自
ら
が
仏
教
を
学
す
る
姿
勢
を
「
内
観
」
と
い
う
言
葉
で
明
確
に
提
示
す
る
。
そ
の
地
点
か
ら
遡
っ
て
金
子
の
思
索
を
確
か
め

る
と
、
金
子
に
と
っ
て
「
内
観
」
と
は
自
己
に
お
い
て
如
来
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
「
自
己
否
定
」
を
領
受
す
る
営
み
の
こ
と
で
あ
る
と

了
解
で
き
る
。
ま
た
噫
慶
は
「
自
性
唯
心
」
を
仏
教
の
根
本
的
課
題
と
み
る
た
め
に
、「
真
宗
の
門
人
」
が
「
指
方
立
相
に
な
づ
み
、
有

相
に
沈
む
」
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
金
子
は
「
観
念
」
と
い
う
言
葉
で
有
無
を
離
れ
た
、
真
実
在
の
世
界
と
し
て
の
浄
土
観
を
提
示
し
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て
い
た
。
浄
土
の
実
在
を
現
実
世
界
上
の
西
方
と
し
て
了
解
し
な
い
こ
と
は
、金
子
の
い
う
よ
う
に
慧
空
や
噫
慶
の
よ
う
な
「
古
き
講
者
」

に
依
っ
て
既
に
説
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
が
、
金
子
は
こ
う
し
た
先
学
の
了
解
を
徹
底
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
の
思
索
を
位
置
づ
け
る
。

『
浄
土
の
観
念
』
に
お
い
て
何
が
徹
底
さ
れ
た
の
か
。
如
来
と
そ
の
世
界
で
あ
る
浄
土
が
有
無
を
離
れ
た
、
真
の
実
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
ら
が
「
内
観
」
さ
れ
る
存
在
と
し
て
凡
夫
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
を
意
と
す
る
。
如
来
は
凡
夫
を
真
実
に
目
覚
め
さ
せ
よ

う
と
し
て
、
凡
夫
の
「
自
己
否
定
」
に
お
い
て
は
た
ら
く
と
さ
れ
て
い
た
。『
浄
土
の
観
念
』
に
お
い
て
は
、「
実
在
の
浄
土
」
へ
往
く
こ

と
を
願
う
凡
夫
は
往
生
す
る
こ
と
が
か
な
わ
ず
絶
望
す
る
ほ
か
な
い
。
凡
夫
は
現
実
界
で
覚
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
に
は
凡

夫
の
こ
の
現
実
世
界
へ
の
断
念
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
が
、
自
己
が
心
身
を
お
く
、
こ
の
世
界
全
体
に
及
ぶ
の
で
あ

る
。
そ
の
断
念
の
自
覚
に
お
い
て
、「
実
在
の
浄
土
」
は
「
観
念
の
浄
土
」
と
し
て
凡
夫
に
は
た
ら
き
か
け
る
。
金
子
は
こ
の
こ
と
を
「
溝
」

（
此
岸
と
彼
岸
の
対
立
）
が
「
橋
」
で
あ
る
と
い
う
比
喩
で
語
る
。「
溝
の
自
覚
こ
そ
は
橋
で
あ
る28
」。
此
岸
と
彼
岸
と
の
間
に
対
立
が
あ
り
、

そ
の
間
に
決
定
的
な
断
絶
が
あ
る
と
自
覚
さ
れ
る
と
き
、
断
絶
し
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
「
観
念
の
浄
土
」
は
現
実
に
は
た
ら
く
。
つ

ま
り
「
観
念
の
浄
土
」
は
、
こ
の
自
覚
に
あ
ら
わ
れ
る
世
界
で
あ
り
、
凡
夫
の
往
生
心
と
離
れ
て
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。

噫
慶
は
「
自
性
唯
心
」
と
「
如
来
」
が
不
一
不
二
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
が
、「
浄
土
」
に
つ
い
て
は
指
方
立
相
の
実
体
的
了
解
を

批
判
す
る
に
と
ど
め
、
積
極
的
に
は
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
。
金
子
の
い
う
先
学
の
説
の
徹
底
と
は
「
浄
土
」
を
、
こ
の
自
己
と
現
実
世

界
へ
の
断
念
の
自
覚
に
お
い
て
語
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
『
浄
土
の
観
念
』
に
如
何
な
る
批
判
が
加
え
ら
れ
た
の
か
、

次
節
に
お
い
て
確
か
め
た
い
。
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三　

浄
土
観
の
前
提
と
し
て
の
「
学
」
と
「
内
観
」

本
節
で
は
村
上
専
精
と
多
田
鼎
、金
子
大
榮
と
の
論
争
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
何
故
な
ら
、先
に
述
べ
た
金
子
の
浄
土
観
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
の
が
、
金
子
に
お
け
る
「
学
」
の
了
解
と
「
内
観
」
と
い
う
教
法
に
向
き
合
う
姿
勢
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
村
上
、
多
田
と
の
論

争
で
は
、
そ
の
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
村
上
の
批
判
、
第
二
に
多
田
の
批
判
を
確
か
め
た
い
。

論
争
当
時
、真
宗
大
谷
派
宗
門
の
宗
務
顧
問
で
あ
り
、か
つ
て
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
に
学
ん
だ
下
間
空
教
は
大
谷
大
学
に
お
い
て
「
研

究
の
絶
対
自
由
を
夢
想
す
る
は
、
皆
誤
な
り
」
と
記
し
て
い
る29
。
真
宗
学
に
つ
い
て
は
、「
宗
門
大
学
に
於
け
る
学
科
名
は
、
華
厳
、
天
台
、

倶
舎
、
法
相
等
の
従
来
の
学
名
文
類
に
て
事
足
る
の
み
な
ら
ず
、
反
動
的
に
真
宗
の
宗
学
を
「
真
宗
学
」
と
分
類
す
る
が
如
き
は
無
用
の

業
な
り
」
と
し
て
、
一
宗
学
と
し
て
制
限
を
受
け
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
下
間
は
述
べ
る30
。
こ
う
し
た
学
問
に
つ
い
て
の
問
題
は
村
上
の

批
判
に
も
認
め
ら
れ
、
そ
の
批
判
は
中
外
日
報
の
社
説
が
「
漫
罵31
」
と
評
す
る
激
し
さ
を
た
た
え
て
い
る
。
ま
た
、
論
争
の
前
ま
で
学
長

職
に
つ
い
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
二
八
年
六
月
十
三
日
よ
り
「
東
本
願
寺
の
安
心
問
題
」
を
『
中
外
日
報
』
に
発
表
し
始
め
る
前
日

ま
で
は
同
月
七
日
よ
り
「
宗
門
教
育
論
」
を
連
載
し
て
い
た
。
村
上
に
と
っ
て
宗
門
の
大
学
で
あ
る
大
谷
大
学
の
務
め
は
「
他
の
帝
国
大

学
等
に
在
て
は
、
到
底
製
造
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
る
大
宗
教
家
を
造
」
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
人
間
を
世
界
に
送
り
出
す
こ
と
が

「
実
に
一
は
宗
門
の
た
め
」、「
又
一
は
世
界
の
た
め
で
あ
る
」32
。
こ
の
教
育
論
の
翌
日
か
ら
所
謂
「
金
子
問
題
」
に
対
面
し
批
判
を
加
え

て
い
く
こ
と
か
ら
み
て
論
争
当
初
、
村
上
が
大
学
の
あ
り
方
と
無
関
係
に
金
子
の
「
異
安
心
」
問
題
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
察
知

さ
れ
る
。
村
上
は
自
由
討
究
に
つ
い
て
更
に
こ
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
無
限
の
自
由
討
究
を
許
す
学
問
は
恐
ら
く
あ
る
ま
い
か
と
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想
ふ33
」。
帝
国
大
学
で
さ
え
、「
国
体
は
之
を
護
持
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
故
に
国
体
と
衝
突
し
、
又
皇
室
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
や
う
な
こ
と
あ

ら
ば
、
断
じ
て
之
を
許
さ
ず
、
応
分
の
制
裁
を
加
へ
ざ
る
を
得
ぬ
の
だ34
」、
と
。
村
上
は
論
争
に
お
い
て
真
宗
の
教
法
の
権
威
を
幾
度
も

皇
室
や
国
体
に
た
と
え
る
。
村
上
の
教
権
主
義
的
態
度
に
つ
い
て
批
判
こ
そ
あ
れ
、
村
上
の
こ
う
し
た
比
喩
は
当
時
全
く
批
判
さ
れ
て
い

な
い
。
村
上
が
皇
室
や
国
体
の
権
威
を
論
争
に
お
い
て
相
手
を
屈
服
さ
せ
る
に
十
分
な
効
能
を
有
し
て
い
る
と
考
え
、
ま
た
そ
れ
を
周
囲

が
容
認
す
る
点
は
第
二
次
大
戦
下
に
お
け
る
真
宗
教
団
の
す
が
た
を
予
感
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
下
間
・
村
上
の
学
の
自
由
に
限
界
が

あ
る
と
す
る
説
に
応
じ
る
の
が
、
金
子
の
次
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。

誤
れ
る
教
法
の
尊
重
は
、
教
法
に
対
す
る
「
問
」
を
限
定
し
や
う
と
す
る
。
し
か
も
問
を
限
定
す
る
こ
と
は
既
に
学
を
無
視
す
る
の

み
な
ら
ず
、
実
に
教
法
を
尊
重
す
る
こ
と
浅
き
こ
と
を
現
は
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。（
中
略
）
教
法
は
限
り
な
き
問
を
容

れ
て
、
そ
れ
に
答
を
与
へ
ん
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
既
に
学
問
の
自
由
が
与
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
真
宗
学
の
自
由
は
、
実
に
真
宗

の
教
法
そ
の
も
の
が
与
ふ
る
の
で
あ
る35
。

金
子
に
と
っ
て
学
の
自
由
は
国
家
や
制
度
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
教
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
学
の
自
由
討
究
の
問
題
は

近
代
に
お
け
る
様
々
な
社
会
状
況
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
に
あ
り
つ
つ
金
子
が
思
索
し
た
の
は
真
実
普
遍
の
教
法

か
ら
与
え
ら
れ
る
自
由
で
あ
っ
た
。
下
間
、
村
上
と
金
子
の
間
に
は
、
こ
う
し
た
学
問
の
了
解
に
つ
い
て
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

次
に
多
田
と
金
子
に
お
け
る
「
内
観
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
多
田
に
と
っ
て
金
子
の
い
う
「
内
観
」
は
教
法
を
自

ら
の
内
に
取
り
込
む
悪
し
き
反
省
で
あ
る
。
多
田
は
教
法
の
絶
対
的
他
者
性
を
強
く
主
張
す
る
。
そ
れ
は
多
田
の
強
烈
な
体
験
、即
ち「
回

心36
」
に
起
因
す
る
。
多
田
は
次
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。
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清
沢
満
之
師
の
下
に
て
、
佐
々
木
月
樵
・
暁
烏
敏
等
の
諸
君
と
共
に
浩
々
洞
を
結
び
、
精
神
主
義
の
運
動
に
加
は
り
ま
し
て
か
ら
、

宗
教
的
感
激
が
一
層
熾
に
も
え
た
つ
て
、新
真
宗
を
世
界
に
輝
か
す
べ
き
此
の
運
動
こ
そ
、自
分
の
使
命
で
あ
る
と
信
じ
ま
し
た
。（
中

略
）
然
る
に
此
の
感
激
は
、後
に
善
く
分
り
ま
し
た
が
、色
々
の
思
想
の
雑
集
で
あ
つ
て
、頗
る
不
純
な
者
で
あ
り
ま
し
た
。（
中
略
）

其
の
感
激
も
竟
に
壊
れ
ま
し
た
。（
中
略
）
日
夜
、
真
暗
な
疑
を
か
か
へ
て
苦
み
ま
し
た
処
、
ふ
と
、「
我
名
を
称
へ
よ
」
と
の
大
命

に
気
が
つ
い
て
、
私
は
初
め
て
御
本
願
の
本
義
に
驚
き
ま
し
た
。
丁
度
、
之
が
大
正
三
年
の
六
月
で
あ
り
ま
し
た37
。

「
私
自
身
で
さ
へ
不
思
議
に
思
ふ38
」
と
い
う
、
こ
の
強
烈
な
体
験
に
よ
っ
て
多
田
は
完
全
に
清
沢
か
ら
離
れ
、
新
た
に
自
ら
の
道
を
歩

む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
を
も
つ
多
田
か
ら
す
れ
ば
、
金
子
が
世
親
の
「
我
一
心
」
を
「
自
分
の
現
実
に
対
す
る
自
覚
で
あ
る

な
ど
と
曲
解
」
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
浄
土
教
の
全
体
を
ば
、
内
観
の
内
容
で
あ
る
と
せ
や
う
と
し
て
を
ら
る
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か39
」
と
金
子
を
批
判
し
て
い
る
。
多
田
に
と
っ
て
浄
土
の
真
実
は
金
子
の
い
う
「
内
観
」
に
よ
る
「
自
己
否
定
」
か
ら
で

は
な
く
、「
唯
仏
祖
の
教
を
聞
く
こ
と
に
よ
つ
て
与
え
ら
れ
る
」
の
で
あ
り
、
浄
土
は
「
私
共
の
観
念
界
で
は
な
く
て
、
釈
尊
の
観
念
界

で
あ
る40
」。
絶
対
的
に
他
な
る
釈
尊
の
観
念
界
よ
り
回
向
さ
れ
る
大
行
の
呼
び
声
を
聞
く
こ
と
が
多
田
に
と
っ
て
は
最
要
な
の
で
あ
る
。

金
子
は
こ
の
批
判
に
ど
の
よ
う
に
応
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

「
自
分
は
釈
尊
の
胸
に
現
は
れ
た
る
浄
土
を
語
る
、
然
る
に
君
は
君
自
身
の
胸
に
現
は
れ
た
る
浄
土
を
語
る
」
と
氏
は
い
は
る
る
。

私
は
敢
え
て
こ
の
言
葉
を
拒
ま
な
い
。
私
は
自
分
の
観
念
界
を
語
つ
て
も
、
そ
れ
故
に
そ
の
観
念
界
は
私
と
い
ふ
個
人
の
作
り
出
し

た
も
の
だ
と
思
ふ
こ
と
は
到
底
出
来
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
多
田
氏
は
何
う
し
て
、私
の
自
覚
の
観
念
界
に
現
は
れ
た
も
の
と
、

釈
尊
の
観
念
界
に
現
は
れ
た
も
の
と
異
つ
て
い
る
と
判
断
を
せ
ら
る
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
氏
も
亦
た
釈
尊
の
観
念
界
を
内
観
せ

ら
れ
ぬ
筈
で
あ
り
ま
す41
。
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先
ず
金
子
に
と
っ
て
も
多
田
と
同
じ
く
「
釈
尊
の
観
念
界
」
は
絶
対
的
な
他
で
あ
る
。
し
か
し
、
絶
対
的
に
他
で
あ
る
と
凡
夫
に
よ
っ

て
「
内
観
」
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
観
念
界
は
凡
夫
を
衆
生
に
か
え
な
し
、
衆
生
の
一
人
の
自
覚
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
と
金
子
は
考
え
て

い
る
。
金
子
に
お
い
て
は
否
定
を
介
し
て
、
衆
生
は
如
来
及
び
浄
土
と
「
連
続42
」
す
る
。
こ
の
点
が
多
田
か
ら
す
れ
ば
「
内
観
」
に
お
い

て
教
法
を
我
が
内
に
取
り
込
み
、「
己
証
」
で
は
な
く
単
な
る
「
自
解
」
を
語
っ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
金
子
の
「
自
解
」、

つ
ま
り
金
子
の
自
覚
が
不
純
で
あ
る
と
し
て
他
者
か
ら
否
定
さ
れ
得
る
の
に
対
し
て
、
多
田
の
了
解
は
恐
ら
く
如
何
な
る
他
者
に
よ
っ
て

も
否
定
さ
れ
る
可
能
性
を
も
た
な
い
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
多
田
は
金
子
の
い
う
「
観
念
」
が
「
釈
尊
の
観
念
界
」
で
は
な
い

と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
、即
ち
釈
尊
の
観
念
界
を
知
悉
し
て
い
る
と
自
ら
告
げ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
金
子
は
『
浄
土
の
観
念
』

に
お
い
て
「
教
え
の
ま
ま
」
に
教
法
を
了
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
（
多
田
の
言
葉
で
い
え
ば
、
一
切
の
「
自
解
」
を
捨
て
て
、
た
だ
教

法
を
聞
信
せ
よ
と
い
う
）
意
見
を
厳
し
く
批
判
す
る43
。「
教
え
の
ま
ま
」
に
教
法
を
了
解
す
べ
き
で
あ
る
と
他
に
迫
る
者
は
、
い
つ
し
か

自
ら
が
覚
者
で
は
な
く
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
。
金
子
は
こ
の
点
を
多
田
に
問
い
返
し
て
い
る
。
多
田
は
絶
対
的
に
他
な
る
釈
尊
の

観
念
界
を
な
ぜ
代
弁
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
。
教
法
を
「
そ
の
ま
ま
」
に
聞
く
者
は
、
自
ら
が
教
法
に
背
い
て
い
る
と
い
う

自
覚
を
忘
失
す
る
危
う
さ
を
も
つ
。

第
一
次
論
争
に
お
い
て
金
子
の
「
内
観
」
を
批
判
す
る
多
田
は
、
同
時
に
松
原
致
遠
、
源
哲
勝
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
源
哲
勝

は
、
そ
も
そ
も
我
を
離
れ
て
仏
教
を
学
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
多
田
に
問
い
返
す
。

た
と
ひ
計
度
や
は
か
ら
ひ
を
す
て
て
伝
承
を
受
取
つ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
「
我
」
を
通
じ
て
領
納
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
す
な
は

ち
、
多
田
氏
は
多
田
と
い
ふ
我
を
通
じ
、
金
子
氏
は
金
子
と
い
ふ
我
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
伝
承
を
受
取
る
の
で
あ
ら
う
。（
中
略
）

い
か
に
伝
承
そ
の
ま
ま
の
己
証
と
は
い
へ
、
そ
の
己
証
の
上
に
各
個
性
独
特
の
色
や
香
り
の
薫
習
が
全
然
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
ど
う
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し
て
断
言
せ
ら
れ
や
う
。（
中
略
）
要
す
る
に
学
者
は
何
よ
り
も
先
づ
自
己
の
反
省
よ
り
出
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い44
。

源
は
金
子
の
い
う
多
田
と
金
子
の
各
々
の
「
己
証
」
に
優
劣
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
各
々
が
自
ら
と
異
な
る
他
の
学
を
認
め
尊
重
し

合
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
は
、
松
原
致
遠
は
一
九
一
〇
年
代
に
数
年
の
間
、
金
子
と
関
係
の
深
い
曽
我
量
深
の
自
宅
に
通
い
『
教
行
信
証
』

の
講
義
を
受
け
て
い
た
。
そ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
か
、「
内
観
」
を
斥
け
る
多
田
を
批
判
す
る
。

そ
も
そ
も
内
観
、
自
解
を
排
し
て
果
し
て
ど
こ
に
教
の
価
値
、
権
威
が
あ
る
か
。
わ
れ
ら
の
内
観
、
自
解
に
何
の
交
渉
も
な
い
教
に

対
し
て
、
わ
れ
ら
は
何
の
尊
敬
を
払
う
こ
と
が
で
き
る
か
。（
中
略
）（
引
用
者
註
、
多
田
の
言
葉
に
）「
私
共
は
斯
教
に
お
い
て
、

私
共
自
ら
認
め
た
真
実
で
は
な
く
、「
真
実
」
自
体
の
開
顕
の
「
真
実
」
を
聞
く
」
と
あ
る
が
、
わ
れ
ら
の
自
我
内
容
に
真
実
と
ひ

び
き
来
ら
ざ
る
、
真
実
自
身
の
真
実
と
い
ふ
や
う
な
、
ド
グ
マ
チ
ツ
ク
な
、
教
権
的
な
、
形
而
上
学
的
な
、
む
し
ろ
言
葉
の
た
め
の

言
葉
の
や
う
な
真
実
が
あ
つ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
わ
れ
ら
と
没
交
渉
の
真
実
で
あ
る45
。

松
原
は
、
真
実
は
必
ず
「
内
観
」
を
通
す
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、「
内
観
」
の
重
要
性
を
訴
え
て
次
の
実
例
を
挙
げ
る
。

某
宗
教
大
学
卒
業
の
、
し
か
も
宗
乗
専
門
家
で
何
と
か
教
と
い
ふ
肩
書
き
ま
で
あ
る
人
が
、「
お
れ
は
論
題
は
百
論
題
と
も
ツ
ウ
ツ

ウ
に
通
る
し
、
会
読
な
ら
敵
な
し
だ
が
、
教
行
信
証
は
ま
だ
一
ぺ
ん
も
首
尾
を
通
じ
て
つ
づ
け
て
よ
ん
だ
こ
と
は
な
い
」
と
言
つ
て

居
た
人
が
あ
つ
た
。
所
謂
宗
学
者
な
る
も
の
は
決
し
て
之
を
笑
へ
ま
い
と
思
ふ
。
要
す
る
に
自
解
な
く
し
て
の
宗
教
の
研
究
は
、
た

だ
原
始
の
生
命
を
枯
死
し
硬
化
せ
し
む
る
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る46
。

金
子
は
『
浄
土
の
観
念
』
以
前
に
講
録
に
依
ら
ず
直
接
に
『
教
行
信
証
』
を
読
む
こ
と
を
「
直
接
研
究47
」
と
し
て
提
唱
し
て
い
た
。
そ

の
背
景
に
は
、
宗
学
が
江
戸
期
の
教
学
議
論
に
通
じ
る
こ
と
に
終
始
し
て
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
本
来
の
方
向
性
を
見
失
っ
て
い
た
と
い
う

状
況
が
あ
る
。
松
原
は
多
田
批
判
を
通
し
て
仏
教
を
学
ぶ
あ
ら
ゆ
る
者
へ
の
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
本
論
筆
者
は
考
え
る
。
こ
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う
し
た
批
判
に
対
し
て
、
多
田
は
自
身
に
お
い
て
内
観
が
成
し
難
い
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
告
白
す
る
。

私
共
の
現
実
に
お
い
て
は
、
仲
々
、
総
て
を
自
己
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
総
て
を
自
己
に
求
め
や
う
と
念
じ
つ
つ
も
、
他
に
求

む
る
思
を
打
ち
消
す
こ
と
が
で
き
ぬ
。
一
切
の
罪
障
を
荷
ひ
一
切
の
苦
を
忍
び
た
い
と
願
ひ
な
が
ら
、
そ
の
罪
を
他
に
負
は
せ
、
そ

の
苦
を
さ
け
や
う
と
努
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
自
由
を
祈
り
つ
つ
、
繋
縛
の
繭
の
な
か
に
も
が
い
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
と
混
乱
と

が
、
自
己
の
現
実
で
は
な
い
か48
。

抑
も
金
子
氏
も
松
原
氏
も
、
内
観
反
省
を
力
説
し
て
、
自
己
凝
視
を
語
ら
る
る
け
れ
ど
も
、
私
共
が
果
し
て
実
際
に
之
を
如
何
程
ま

で
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
は
る
る
の
か
。（
中
略
）
金
子
氏
は
自
分
の
現
実
の
全
部
を
、
本
当
に
内
省
し
て
い
ら
れ
る
の
か
。

そ
こ
に
矛
盾
を
認
め
ぬ
か
。
私
は
自
分
の
今
日
一
日
の
生
は
、
深
く
内
省
を
徹
せ
さ
せ
ぬ
の
で
活
き
て
い
ら
れ
る
や
う
に
も
思
は
れ

る
。
私
は
内
観
反
省
を
ば
、
金
子
松
原
二
氏
の
如
く
に
声
高
く
強
い
た
ま
は
ぬ
仏
祖
至
篤
の
懇
教
に
跪
か
ず
に
い
ら
れ
ぬ49
。

内
観
は
自
ら
の
妄
念
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
で
あ
り
、
金
子
の
い
う
よ
う
な
真
実
と
の
値
遇
は
そ
こ
に
は
顕
現
し
な
い
。
内
観
を
徹
底

す
る
者
は
一
日
も
生
き
て
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
棄
に
陥
る
か
、
狂
気
に
彷
徨
う
か
、
自
死
を
選
ぶ
よ
り
他
な
い
と
ま
で
多
田
は
い
う50
。

多
田
か
ら
す
れ
ば
、
金
子
は
「
内
観
」
を
主
張
し
な
が
ら
も
、「
自
己
の
現
実
」
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
大
覚
は
如
来
回
向
の
信
心

の
智
慧
の
み
か
ら
生
ま
れ
る51
」
の
で
あ
っ
て
、
内
観
か
ら
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
限
り
な
く
外
他
的
な
如
来
観
が
存
し
て
い
る
。
こ
の
多

田
の
主
張
に
対
し
て
金
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

私
の
意
味
す
る
内
観
は
、
そ
の
中
に
教
法
を
た
た
み
込
む
も
の
で
は
な
く
し
て
教
法
の
真
意
を
見
開
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（
中
略
）
私
は
次
の
や
う
に
思
う
て
を
り
ま
す
。
同
じ
く
真
宗
の
教
法
を
念
じ
、
同
じ
く
仏
祖
の
精
神
を
開
顕
せ
ん
と
願
う
も
の
な

ら
ば
、
た
と
へ
そ
の
行
き
方
が
異
つ
て
も
互
に
道
友
と
し
て
相
敬
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
。
勿
論
学
の
方
式
を
異
に
す
る
も
の
は
互
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に
批
判
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
う
。
併
し
批
判
し
あ
ふ
と
こ
ろ
に
、
自
ら
ま
た
互
に
取
り
入
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
故

に
そ
れ
に
依
り
て
互
に
他
の
学
的
良
心
を
疑
つ
た
り
、
ま
た
人
格
を
傷
つ
け
あ
ふ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
相
異
る

や
う
に
見
え
る
も
の
の
統
一
は
、
教
法
そ
の
も
の
が
為
す
の
で
あ
っ
て
、
教
法
に
依
る
と
意
識
す
る
も
の
が
為
す
の
で
な
い
と
い
ふ

こ
と
が
考
へ
ら
れ
ぬ
で
せ
う
か52
。

「
内
観
」
と
は
、
そ
れ
を
通
し
て
教
法
に
値
遇
す
る
者
が
「
否
定
」
さ
れ
開
か
れ
て
い
く
営
み
で
あ
る
。
自
己
に
よ
っ
て
教
法
を
内
に

取
り
込
む
こ
と
で
な
く
、
自
己
が
「
否
定
」
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
教
法
を
聞
く
こ
と
で
あ
る
。
世
親
の
「
我
一
心
」
が
本
願
の
三
心

と
通
じ
て
い
る
と
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
述
べ
る
と
き
、
一
心
の
主
体
で
あ
る
「
我
」
は
ひ
る
が
え
り
（
自
己
否
定
）
を
経
た

凡
夫
、
本
願
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
衆
生
の
一
人
と
し
て
の
「
我
」
で
あ
っ
て
、
世
親
個
人
と
い
う
意
で
は
な
い
。
こ
の
衆
生
の
自
覚
で
あ

る
「
我
」
に
は
た
ら
く
の
が
如
来
及
び
浄
土
で
あ
る
。
如
来
及
び
浄
土
は
「
観
念
」
と
し
て
有
無
の
実
体
を
離
れ
た
真
実
と
し
て
「
我
」

に
お
い
て
、
そ
の
実
在
を
認
め
ら
れ
る
と
金
子
は
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
い
て
語
る
。「
我
一
心
」
の
「
我
」
が
単
な
る
「
我
」
で
な
い

よ
う
に
、
ま
た
は
「
自
覚
」
の
「
自
」
が
単
な
る
「
自
」
で
は
な
い
よ
う
に
、
内
観
の
「
内
」
は
、
単
な
る
凡
夫
の
内
面
で
は
な
い
。
も

し
「
内
」
を
常
識
的
実
在
観
に
お
い
て
外
と
対
比
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、「
否
定
」
を
歓
喜
が
一
切
存
し
な
い
常
識
的
絶
望
と
捉
え
る

な
ら
ば
、
そ
の
「
内
観
」
は
多
田
の
い
う
よ
う
に
た
だ
無
批
判
に
外
的
世
界
を
正
当
化
し
、
自
ら
の
内
面
を
罰
し
続
け
る
苦
し
み
に
満
ち

て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
金
子
の
い
う
「
内
観
」
は
、「
自
己
否
定
」
を
通
し
て
如
来
及
び
浄
土
の
真
実
在
に
対
面
す
る
、
こ
の
自
己

と
こ
の
世
界
に
お
け
る
真
実
の
依
拠
を
見
出
し
て
い
く
営
み
で
あ
る
。「
内
観
」
と
は
、
自
ら
を
通
し
て
他
な
る
不
可
思
議
に
ふ
れ
る
こ

と
を
い
う
の
で
あ
る
。
多
田
の
批
判
は
、「
浄
土
」
と
い
う
教
法
を
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
表
現
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を

提
起
し
て
い
る
。
金
子
は
教
法
を
自
ら
（「
自
己
否
定
」
さ
れ
る
存
在
）
に
お
い
て
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
「
浄
土
」
を
「
自
覚
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に
現
は
る
る
浄
土53
」
と
し
て
表
現
す
る
。
対
照
的
に
多
田
は
教
法
を
「
自
解
」
を
加
え
ず
に
、「
釈
尊
の
観
念
界
」
た
る
浄
土
を
そ
の
ま

ま
に
仰
ぎ
救
わ
れ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
の
相
違
が
論
争
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
視
座
か
ら
多
田
と
金
子
の
論
争
を
み
る
と
、

浄
土
真
宗
に
お
け
る
「
救
済
」
と
「
自
証
」
の
相
克
と
し
て
、
こ
の
論
争
は
確
か
め
ら
れ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
他
力
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る

と
い
う
側
面
と
、
自
ら
が
迷
妄
の
直
中
に
あ
っ
て
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
済
を
証
す
る
と
い
う
側
面
と
の
双
方
か
ら
浄
土
真
宗
は
顕
ら
か
に

さ
れ
る
。「
我
」
と
い
わ
な
く
て
は
救
わ
れ
る
存
在
が
明
ら
か
に
な
ら
ず
、「
他
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
「
我
」
の
迷
妄
に
気
づ
く
こ
と
が
な

い
。
こ
の
よ
う
な
二
側
面
の
何
れ
か
一
方
に
立
つ
者
が
「
教
法
に
依
る
と
意
識
す
る
も
の
」
と
し
て
自
ら
を
認
め
、
他
方
に
立
つ
者
を
否

む
と
き
、
こ
の
二
者
は
永
久
に
「
統
一
」
さ
れ
ず
、
共
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
金
子
の
い
う
「
統
一
」
と
は
各
々
の
表
現
は
異
な
る
と

も
、「
互
に
道
友
と
し
て
相
敬
す
る
」
こ
と
、
そ
の
相
敬
の
前
に
相
互
が
「
自
己
否
定
」
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

今
ま
で
確
か
め
て
き
た
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
け
る
金
子
の
浄
土
観
は
そ
の
生
涯
を
一
貫
し
て
い
る
と
本
論
筆
者
は
考
え
る
。
最
後
に
、

そ
の
根
拠
を
二
点
挙
げ
て
お
き
た
い
。
先
ず
問
題
と
な
る
の
は
僧
籍
復
帰
に
あ
た
り
、
金
子
が
自
説
を
捨
て
た
か
で
あ
る
。
金
子
の
僧
籍

復
帰
は
問
題
と
な
っ
た
二
書
、
す
な
わ
ち
『
浄
土
の
観
念
』、『
如
来
及
び
浄
土
の
観
念
』
の
絶
版
と
公
的
布
教
を
当
分
の
間
見
合
わ
せ
る

と
い
う
こ
と
を
条
件
に
、
金
子
の
「
懺
悔
」
と
共
に
認
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る54
。
こ
の
「
懺
悔
」
が
如
何
な
る
内
容
で
あ
っ
た
の
か

知
る
由
も
な
い
が
、
僧
籍
復
帰
の
翌
年
に
は
「
真
宗
教
学
懇
談
会
」
に
出
席
し
、
論
争
当
時
、
金
子
を
批
判
し
た
一
部
の
出
席
者
に
対
し

て
、
迷
惑
を
か
け
た
と
謝
っ
て
い
る55
。
し
か
し
一
九
四
四
年
に
『
親
鸞
教
の
研
究
』
が
再
版
さ
れ
る
際
、
金
子
は
新
た
に
論
文
を
追
加
す
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る
。『
親
鸞
教
の
研
究
』
第
二
版
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
「
浄
土
論
」
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
「
浄
土
の
観
念
」
と
い
う

題
の
も
と
に
、『
仏
教
大
学
講
座
』（
一
九
三
四
、
仏
教
年
鑑
社
）
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
金
子
は
僧
籍
離
脱
時
の
論
文
を

『
親
鸞
教
の
研
究
』
再
版
時
に
穏
当
な
題
に
改
め
て
挿
入
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
浄
土
の
観
念
』
論
争
は
、
講
演
録
『
浄
土
の
観
念
』

に
お
け
る
金
子
の
熱
烈
な
（
多
田
鼎
に
は
「
無
遠
慮56
」
と
評
さ
れ
る
）
表
現
が
問
題
と
な
り
惹
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
論
文
「
浄
土
の

観
念
」
は
、
そ
う
し
た
批
判
を
ふ
ま
え
た
上
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
意
に
お
い
て
講
演
録
『
浄
土
の
観
念
』
と
等
し
い
。
つ

ま
り
金
子
は
僧
籍
復
帰
後
も
、
自
ら
の
説
を
曲
げ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
の
根
拠
は
『
浄
土
の
諸
問
題
』
の
記
述
に
あ
る
。『
浄

土
の
諸
問
題
』
は
金
子
に
と
っ
て
「
思
想
的
運
命
」
で
あ
っ
た
「
浄
土
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
、
即
ち
「
私
の
著
作
の
す
べ
て

は
た
だ
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
申
し
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
ま
で
語
る
自
ら
の
浄
土
観
を
総
括
す
る
と
い
う
志
願
か
ら
発
表
さ
れ

た57
。
金
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「「
そ
こ
は
ま
だ
見
ぬ
世
界
に
て
、
ま
た
懐
か
し
い
魂
の
郷
里
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
私
の

青
年
時
代
か
ら
の
浄
土
観
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
老
い
た
る
今
も
変
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん58
」。
金
子
の
こ
の
言
葉
は
、「
そ
れ

は
未
見
の
世
界
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
懐
か
し
き
郷
里
で
あ
る59
」
と
い
う
『
浄
土
の
観
念
』
の
序
、
冒
頭
の
一
言
と
全
く
近
似
し
て
い

る
。『
浄
土
の
諸
問
題
』
は
金
子
の
加
筆
と
校
正
を
経
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
明
確
な
金
子
の
意
志
表
明
が
あ
る
と
み
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
金
子
は
『
浄
土
の
諸
問
題
』
に
お
い
て
は
、「
想
像
」
と
い
う
言
葉
で
実
在
観
の
固
執
か
ら
解
放
さ
れ
た
浄
土
を
語
る
。
そ

の
点
は
『
浄
土
の
観
念
』
と
大
意
に
お
い
て
通
じ
る
。
た
だ
大
き
く
異
な
る
の
は
、
晩
年
の
金
子
が
浄
土
を
常
識
的
実
在
観
で
も
っ
て
語

る
こ
と
を
か
つ
て
の
よ
う
に
批
判
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

念
仏
者
は
来
生
に
実
体
的
の
浄
土
が
あ
る
と
思
う
て
い
て
も
、
敢
て
そ
れ
を
妄
想
と
し
て
除
か
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

往
生
と
い
う
も
浄
土
と
い
う
も
凡
情
の
想
像
の
ま
ま
で
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
往
生
の
真
義
で
な
く
、
浄
土
の
実
相
で
な
い
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な
ら
ば
、
念
仏
の
こ
こ
ろ
が
、
お
の
ず
か
ら
そ
れ
を
感
知
せ
し
め
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
往
生
の
心
を
そ
の
ま
ま
に
無
生
の
智
と
な

し
、
想
像
の
浄
土
を
そ
の
ま
ま
に
実
相
の
真
に
帰
せ
し
め
る
、
そ
れ
が
智
慧
の
念
仏
で
あ
り
ま
す60
。

こ
う
し
た
言
葉
は
『
浄
土
の
観
念
』
当
時
の
実
在
的
浄
土
観
を
批
判
し
純
化
さ
せ
る
と
い
う
金
子
か
ら
は
決
し
て
言
明
さ
れ
な
か
っ
た
。

だ
が
一
方
で
は
、
実
在
観
の
批
判
領
域
は
よ
り
拡
大
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
金
子
は
『
浄
土
の
観
念
』
に
お
い
て
は
西
方
と
い
う
現
実

世
界
に
お
け
る
実
在
観
に
問
題
を
絞
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
更
に
踏
み
込
ん
で
来
生
（
死
の
先
）
と
し
て
浄
土
を
語
る
こ
と
を
批
判
的

に
語
っ
て
い
る
。死
の
先
に
あ
る
と
い
う
意
義
を
厳
密
に
確
か
め
な
い
ま
ま
に
、そ
こ
0

0

に
浄
土
が
あ
る
と
語
る
こ
と
は「
往
生
の
真
義
」、「
浄

土
の
実
相
」
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
暗
に
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
金
子
は
「
智
慧
の
念
仏
」
が
真
に
教
え
に
向
き
合
う
者

を
往
生
の
真
義
、
実
相
の
浄
土
に
立
ち
返
ら
せ
る
と
述
べ
る
。
そ
こ
に
は
教
法
の
真
義
を
め
ぐ
っ
て
聞
法
者
同
士
が
傷
つ
け
合
う
こ
と
へ

の
厳
し
い
戒
め
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
本
論
筆
者
は
考
え
る
。
金
子
の
こ
う
し
た
柔
ら
か
な
表
現
を
読
む
者
が
、『
浄
土
の
観
念
』
当
時

の
烈
し
さ
を
忘
れ
る
と
き
、
そ
の
思
索
に
お
け
る
核
心
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
金
子
は
真
実
を
討
究
し
合
う
こ
と
自
体
を
否
定
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
仏
教
を
学
す
る
者
同
士
が
「
こ
れ
こ
そ
が
仏
教
の
、
或
い
は
親
鸞
に
お
け
る
真
義
で
あ
る
」
と
し
て
傷
つ
け
合
う
こ
と
の

悲
し
み
を
『
浄
土
の
観
念
』
論
争
を
通
し
て
深
く
感
知
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
私
た
ち
は
、
金
子
の
言
う
ほ
ど
に
浄
土
の
真
実
性
を

討
究
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
自
ら
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
と
し
て
、
い
ま
私
た
ち
に
手
渡
さ
れ
て
い
る
。

注⑴　

小
谷
信
千
代
『
真
宗
の
往
生
論　

親
鸞
は
「
現
世
往
生
」
を
説
い
た
か
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
）、
三
二
八
〜
三
三
三
頁
。

⑵　
「
当
の
金
子
教
授
は
ど
ん
な
気
持
で
い
る
か
」、『
中
外
日
報
』（
中
外
日
報
社
）、
一
九
二
八
年
六
月
一
五
日
。
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⑶　

金
子
大
榮
「
二
三
の
補
遺

―
私
の
真
宗
学
（
附
）

―
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
七
月
一
一
日
。

⑷　

木
村
泰
賢
「
金
子
氏
の
「
仏
教
学
の
方
法
論
に
就
い
て
」
を
読
み
て
私
の
立
場
を
述
ぶ
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
九
年
六
月
二
七
日
。

⑸　

金
子
大
榮
「
木
村
氏
の
説
を
読
み
て
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
九
年
七
月
七
日
。

⑹　

安
田
理
深
「
金
子
先
生
を
追
憶
し
て
」、『
安
田
理
深
集　

上
』（
東
本
願
寺
出
版
部
、
二
〇
一
四
）、
一
六
五
〜
一
六
六
頁
参
照
。

⑺　

金
子
大
榮
『
浄
土
の
観
念
』（
文
栄
堂
、
一
九
二
五
）、
一
九
頁
、
一
三
八
頁
。

⑻　

清
沢
満
之
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』、『
清
沢
満
之
全
集
第
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）、
一
二
〜
一
六
頁
参
照
。

⑼　

金
子
大
榮
「
本
有
の
観
念
」、『
金
子
大
栄
著
作
集
第
二
巻
』（
春
秋
社
、
一
九
七
七
）、
四
六
頁
。

⑽　

同
前
、
四
九
頁
。

⑾　

金
子
大
榮
「
三
乗
の
観
念
に
就
て
」、『
金
子
大
栄
著
作
集
第
二
巻
』、
七
二
頁
。

⑿　

金
子
大
榮
「
本
有
の
観
念
」、『
金
子
大
栄
著
作
集
第
二
巻
』、
四
四
頁
。

⒀　

同
前
。

⒁　

金
子
大
榮
「
三
乗
の
観
念
に
就
て
」、『
金
子
大
栄
著
作
集
第
二
巻
』、
七
三
頁
。「
所
詮
云
何
な
る
空
論
も
有
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
空

論
の
任
務
は
唯
だ
有
の
実
体
化
を
防
ぐ
に
あ
る
」
と
金
子
は
述
べ
る
。

⒂　

金
子
大
榮
「
人
の
観
念
」、『
金
子
大
栄
著
作
集
第
二
巻
』、
二
〇
二
頁
。

⒃　

同
前
、
二
〇
三
頁
。

⒄　

金
子
大
榮
『
真
宗
学
序
説
』（
文
栄
堂
、
一
九
六
六
）、
二
三
〜
二
五
頁
。

⒅　

金
子
大
榮
「
二
重
の
世
界
」、『
金
子
大
栄
著
作
集
第
二
巻
』、
六
二
頁
。

⒆　
『
浄
土
の
観
念
』、
三
五
〜
三
六
頁
。

⒇　

同
前
、
一
一
八
頁
。

21　

同
前
、
一
二
九
頁
。

22　

同
前
。

23　

幡
谷
明
・
龍
溪
章
雄
「
金
子
大
栄

―
聞
思
の
教
学
者

―
」、『
浄
土
仏
教
の
思
想
第
一
五
巻
』（
講
談
社
、
一
九
九
三
）、
三
三
〇
〜
三
三
三
頁
。
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村
山
保
史
「
金
子
大
栄
と
西
洋
哲
学

―
「
観
念
の
浄
土
」
を
め
ぐ
っ
て
」、『
比
較
思
想
研
究
』
第
三
七
号
（
比
較
思
想
学
会
、
二
〇
一
〇
）。

24　

金
子
大
榮
「
己
心
の
浄
土
と
西
方
の
浄
土　

村
上
博
士
に
答
ふ
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
六
月
二
三
日
。

25　

慧
空
『
阿
弥
陀
経
聞
書
』、『
真
宗
大
系
第
四
巻
』（
真
宗
典
籍
刊
行
会
、
一
九
二
七
）
所
収
、
一
四
頁
。

26　

噫
慶
『
浄
土
論
註
聞
書
』、『
相
伝
義
書
第
一
七
巻
』（
真
宗
大
谷
派
出
版
部
、
一
九
九
五
）、
三
六
三
頁
。

27　

同
前
、
三
七
〇
頁
。

28　
『
浄
土
の
観
念
』、
一
六
一
頁
。

29　

下
間
空
教
「
宗
門
大
学
に
於
け
る
宗
学
の
研
究
及
授
業
の
限
界
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
五
月
二
七
日
。

30　

同
前
、
一
九
二
八
年
五
月
三
〇
日
。

31　
「
漫
罵
を
避
け
よ
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
六
月
一
七
日
。

32　

村
上
専
精
「
宗
門
教
育
論
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
六
月
一
二
日
。

33　

村
上
専
精
「
大
谷
大
学
教
授
金
子
君
に
与
ふ
る
公
開
状　

附
り
、
因
み
に
同
大
学
に
警
告
す
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
六
月
一
六
日
。

34　

同
前
。

35　

金
子
大
榮
「
真
宗
学
の
概
念
」、『
仏
座
』
三
一
号
（
仏
座
社
、
一
九
二
八
）、
三
〜
四
頁
。

36　

多
田
鼎
「
仏
祖
開
顕
の
浄
土
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
七
月
一
九
日
。

37　

多
田
鼎
「
浄
土
を
仰
い
で
」、『
多
田
鼎
集
第
二
巻　

回
向
論
』（
同
朋
舎
、
一
九
四
一
）、
二
三
〇
〜
二
三
一
頁
。

38　

多
田
鼎
「
仏
祖
開
顕
の
浄
土
」、『
中
外
日
報
』、
七
月
一
九
日
。

39　

多
田
鼎
「『
浄
土
の
観
念
』
を
読
む
」、『
み
ど
り
ご
』
第
四
巻
第
一
二
号
（
伝
燈
会
、
一
九
二
六
）、
三
頁
。

40　

同
前
、
五
頁
。

41　

金
子
大
榮
「
教
法
と
内
観
」、『
仏
座
』
一
三
号
（
一
九
二
七
）、
二
九
〜
三
〇
頁
。

42　

金
子
大
榮
「
内
観
に
依
る
方
法

―
私
の
真
宗
学

―
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
七
月
三
日
。

43　
『
浄
土
の
観
念
』、
一
三
八
頁
。

44　

源
哲
勝
「
自
解
と
己
証

―
金
子
氏
と
多
田
氏
と
の
論
争
に
つ
い
て
の
感
想

―
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
七
月
七
日
。
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45　

松
原
致
遠
「
光
は
常
に
闇
を
破
る　

多
田
鼎
氏
に
質
す
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
七
月
一
〇
日
。

46　

同
前
、
一
九
二
八
年
七
月
一
五
日
。

47　

金
子
大
榮
「
教
行
信
証
の
研
究
」、『
無
尽
燈
』
第
二
一
七
号
（
無
尽
燈
社
、
一
九
一
四
）、
五
四
頁
。

48　

多
田
鼎
「
仏
祖
開
顕
の
浄
土
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
七
月
二
二
日
。

49　

同
前
、
一
九
二
八
年
七
月
二
六
日
。

50　

多
田
鼎
「『
浄
土
の
観
念
』
を
読
む
」、『
み
ど
り
ご
』
第
四
巻
第
一
二
号
、
五
頁
。
論
争
に
お
い
て
多
田
は
同
様
の
主
張
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。

51　

多
田
鼎
「
仏
祖
開
顕
の
浄
土
」、『
中
外
日
報
』、
一
九
二
八
年
七
月
二
六
日
。

52　

金
子
大
榮
「
統
一

―
多
田
鼎
氏
に
さ
さ
ぐ

―
」、
一
九
二
八
年
八
月
八
日
。

53　
『
浄
土
の
観
念
』、
一
頁
。

54　

斉
藤
唯
信
『
松
堂
九
十
年
史
』（
西
村
為
法
館
、
一
九
五
九
）、
一
四
四
頁
。

55　
「
真
宗
教
学
懇
談
会
記
録
」、『
行
信
の
道
』
第
四
輯
（
行
信
の
道
編
輯
所
、
一
九
七
三
）、
三
七
頁
。

56　

多
田
鼎
「『
浄
土
の
観
念
』
を
読
む
」、『
み
ど
り
ご
』
第
四
巻
第
一
二
号
、
二
頁
。

57　

金
子
大
榮
『
浄
土
の
諸
問
題
』（
あ
そ
か
書
林
、
一
九
六
八
）、
一
頁
。

58　

同
前
、
二
七
〇
頁
。

59　
『
浄
土
の
観
念
』、
一
頁
。

60　
『
浄
土
の
諸
問
題
』、
二
六
〇
頁
。


