
正

定

業

の

論

理

「
本
願
の
名
号
は
正
定
の
業
な
り
」
と
い
い
、

「
正
定
の
業
因 

は
す
な
わ
ち
こ
れ
仏
名
を
称
す
る
な
り
」
と
い
う
ご
と
く
、
念
仏 

一
行
こ
そ
往
生
浄
土
の
正
定
の
業
で
あ
る
と
は
、
他
力
真
宗
を
さ 

さ
え
る
不
動
の
信
心
で
あ
る
〇
法
然
や
善
導
も
こ
れ
に
よ
り
、
曇 

鸞
や
竜
樹
も
同
じ
く
こ
れ
に
帰
し
て
仏
道
に
開
眼
し
た
の
で
あ
っ 

た
し
、
も
ち
ろ
ん
宗
祖
の
廻
心
も
た
だ
こ
の
こ
と
一
つ
を
軸
と
し 

て
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
た
だ
念
仏
一
つ
が
正
定
の 

業
で
あ
る
と
は
一
体
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
何
故
に
「念 

仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
」
で
あ
り
、

「
か
な
ら
ず
無
上
湼
槃
の
さ
と
り 

を
ひ
ら
く
た
ね
」
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
念
仏
と
い
え
ど 

も
わ
れ
わ
れ
の
口
業
を
離
れ
て
は
も
と
よ
り
行
ぜ
ら
れ
る
べ
く
も

藤 

原 

幸 

章

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
わ
れ
わ
れ
の
三
業
そ
の
も
の
は
、
ど 

れ
ほ
ど
急
走
急
作
す
れ
ど
も
所
詮
は
虚
仮
雑
毒
を
ま
ぬ
が
れ
え
な 

い
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
宗
祖
が
師
の
法
然
を
は
じ
め
お
ん
同 

朋
の
ひ
と
び
と
か
ら
、
あ
れ
ほ
ど
深
く
傾
倒
せ
ら
れ
て
い
た
善
導 

の
三
縁
釈
を
も
、
直
接
に
は
ど
こ
に
も
引
用
せ
ら
れ
な
か
っ
た
理 

由
も
、
本
質
的
に
は
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。 

そ
こ
に
は
明
ら
か
に
仏
と
衆
生
の
彼
此
三
樂
の
不
相
捨
離
と
い
う 

こ
と
が
「
摂
取
不
捨
」
の
条
件
で
あ
る
か
の
如
く
積
極
的
に
説
か 

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
無
始
よ
り
こ
の
方
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
真 

実
の
心
な
き
わ
れ
わ
れ
と
し
て
、
ど
う
し
て
如
来
如
実
の
聞
・
見 

・
知
に
応
ず
る
だ
け
の
称
・
礼

・
念
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。 

衆
生
雑
毒
の
三
業
を
は
げ
ま
し
て
わ
れ
わ
れ
か
ら
仏
に
親
近
し
ょ 

う
と
求
め
る
か
ぎ
り
、
仏
は
い
よ
い
よ
疎
遠
と
な
る
ほ
か
は
な
い 

で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
に
も
救
い
の
確
か
さ
が
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感
知
せ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
此
三
業
の
交
互
媒
介 

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
ひ
と
え
に
仏
よ
り
す
る
願
力
摂
取
の 

は
た
ら
き
に
よ
る
ほ
か
に
は
な
い
。

「
摂
め
取
っ
て
捨
て
た
ま
は 

ず
」
と
は
わ
れ
わ
れ
の
内
在
的
な
三
業
の
行
を
手
が
か
り
と
す
る 

と
か
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
叩
く
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
ひ
ら
か
れ
る
と 

か
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
し
く
「
に
ぐ
る
も
の
を
お
わ
え
と 

る
」
仏
の
一
方
的
な
大
悲
に
よ
る
。
ま
こ
と
に
「念
仏
衆
生
摂
取 

不
捨
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
他
力
真
宗
の
す
く
い
の
原
理
で
あ
り
、
 

こ
の
教
を
さ
さ
え
る
普
遍
の
道
理
で
あ
る
。

「
自
力
を
捨
て
て
他 

力
に
帰
す
る
」
と
は
、
か
く
の
如
き
「
摂
取
不
捨
」
の
道
理
を
聞 

く
も
の
の
体
験
的
立
場
を
も
っ
と
も
適
切
に
い
い
あ
ら
わ
し
た
言 

葉
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
し
た
な
ら
ば
何
故
に
三
業
を
場
と
し 

て
成
立
す
る
口
業
の
念
仏
が
ひ
と
り
「
浄
土
真
実
之
行
」
と
い
わ 

れ
 ヽ

「
正
定
之
業
」
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
念
仏
が
特
に
正
定
の
業
と
断
ぜ
ら
れ
る
所 

由
、
乃
至
は
論
理
を
求
め
て
ゆ
こ
う
と
お
も
う
。

二

『散
善
義
』
深
心
釈
就
行
立
信
の
釈
下
に
は
、
往
生
浄
土
の
行 

に
っ
き
正
雑
・
助
正
の
取
捨
・
廃
立
を
経
て
、
称
名
正
定
業
の
論

が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
周
知
の
如
く
、
雑
行
を
す
て
て
正 

行
に
つ
き
、
正
行
の
中
に
あ
っ
て
も
礼
拝
や
読
誦
等
の
助
業
を
簡 

ん
で
称
名
念
仏
の
一
行
に
立
信
せ
よ
。
何
故
な
ら
ば
称
名
念
仏
こ 

そ
は
正
し
く
「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
」

「
正
定
之
業
」
で
あ
る 

か
ら
で
あ
る
、
と
断
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

「
一
心
に
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
て
、
行
住
坐
臥
、
時
節
の 

久
近
を
問
は
ず
、
念
々
に
捨
て
ざ
る
者
、
是
を
正
定
之
業
と
名 

く
。
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に
」 

と
は
す
な
わ
ち
そ
の
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
も
っ
と
も
鮮
か
に
念 

仏
一
行
の
独
立
が
宣
言
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
相 

承
の
師
釈
中
こ
れ
ほ
ど
簡
明
且
つ
適
確
に
念
仏
二
仃
の
確
か
さ
を 

い
い
表
わ
し
た
言
葉
は
ほ
か
に
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
善
導
が
念
仏
一
行
こ
そ
正
定
の
業
で
あ
る
と
断
ず
れ 

ば
断
ず
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
は
逆
に
何
故
に
念
仏
の
み
が 

正
定
の
業
で
あ
る
の
か
、
そ
の
し
か
る
べ
き
所
以
を
問
わ
ず
に
は 

い
ら
れ
な
い
。
も
と
よ
り
善
導
自
身
に
よ
れ
ば
、
上
掲
の
如
く
、
 

「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
も
っ
と
も 

確
か
な
所
由
で
あ
る
と
い
う
に
相
違
な
い
。
な
る
ほ
ど
「
順
彼
仏 

願
故
」
と
は
、
善
導
に
と
っ
て
も
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
自
身
に
と
っ 

て
も
、
な
に
よ
り
も
確
か
な
称
名
正
定
業
の
権
威
で
あ
り
、
千
万 

言
の
釈
文
に
も
ま
さ
る
価
値
高
き
保
証
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
な
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ぜ
な
ら
ば
、
彼
の
仏
の
願
は
正
し
く
「
若
し
我
れ
成
仏
せ
ん
に
、
 

十
方
の
衆
生
我
が
名
号
を
称
す
る
こ
と
下
十
声
に
至
ら
ん
。
我
が 

願
力
に
乗
じ
て
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
わ
れ
わ
れ
を 

招
喚
す
る
限
り
、
そ
れ
は
必
ず
「
一
心
専
念
」
の
衆
生
の
上
に
こ 

そ

「
当
に
知
べ
し
。
本
誓
の
重
願
虚
し
か
ら
ず
。
衆
生
称
念
す
れ 

ば
必
ず
往
生
す
る
こ
と
を
得
」
と
、
そ
れ
自
身
を
成
就
せ
ず
に
は 

お
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
し
た
な
ら
ば
、
曠
劫
来
流
転
の
ゆ
え 

に
未
来
際
を
尽
し
て
出
離
の
縁
な
き
わ
れ
わ
れ
の
称
名
こ
そ
、

ー
 

声
一
声
が
そ
の
ま
ま
に
し
て
か
の
仏
の
願
力
に
乗
じ
、
彼
の
仏
の 

本
願
に
順
じ
た
「
正
定
の
業
因
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ 

う
。
さ
れ
ば
称
名
が
正
定
の
業
で
あ
る
と
は
、
所

詮

「
彼
の
仏
の 

願
に
順
ず
る
が
故
に
」
と
い
う
こ
と
よ
り
ほ
か
に
は
よ
り
ど
こ
ろ 

が
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
法
然
は
「
順 

彼
仏
願
故
」
の
一
文
に
如
来
選
択
の
願
意
を
聞
き
「
摂
取
不
捨
」 

の
道
理
を
領
解
し
て
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
四
十
余
年
に
わ
た
る
苦 

眼
を
ひ
ら
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
「
順
彼
仏
願
故
」
と
は
簡
結
に
し
て
し
か
も
力
強
い 

表
現
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、

「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が 

故
に
」
念
仏
一
つ
が
正
定
の
業
で
あ
る
と
の
事
実
に
つ
い
て
は
こ 

れ
を
適
確
に
表
わ
し
え
た
と
し
て
も
、
し
か
ら
ば
何
が
故
に
五
種 

正
行
の
中
た
だ
念
仏
の
み
が
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
の
か
、
衆
生

雑
毒
の
口
業
に
行
ぜ
ら
れ
る
称
名
の
み
が
何
故
に
ひ
と
り
「
本
願 

に
か
な
う
」
の
か
、
と
の
問
い
に
対
し
て
は
か
な
ら
ず
し
も
充
分 

に
答
え
て
は
い
な
い
。
礼
拝
や
読
誦
も
念
仏
と
同
じ
く
わ
れ
わ
れ 

の
三
業
を
場
と
し
て
成
立
し
、
さ
ら
に
雑
行
さ
え
も
亦
同
様
で
あ 

る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
に
口
業
の
念
仏 

の
み
が
本
願
に
順
ず
る
正
定
の
業
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
ざ
る
か
ぎ
り
、
念
仏
正
定
業
の
普 

遍
的
な
論
証
は
真
に
完
壁
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

三 

と
こ
ろ
で
こ
の
点
に
関
し
て
も
っ
ぱ
ら
善
導
を
承
け
つ
つ
、
し 

か
も
さ
ら
に
こ
れ
を
徹
底
せ
し
め
た
も
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
法
然 

の
選
択
本
願
論
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
選
択
本
願
論
と
は
、
善
導 

が
称
名
正
定
業
論
の
唯
一
最
高
の
権
威
と
し
た
「
順
彼
仏
願
故
」 

の
五
文
字
を
全
面
的
に
承
け
て
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
法
然
自
身 

の
領
解
で
あ
る
。

い
わ
ば
そ
れ
は
「
順
彼
仏
願
故
の
文
神
に
そ
み 

ふ
か
く
心
に
と
ど
め
た
」
法
然
自
身
の
全
身
的
な
感
動
を
起
点
と 

し
て
、
こ
こ
か
ら
出
発
し
た
称
名
正
定
業
論
に
対
す
る
法
然
畢
生 

の
領
解
で
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
選
択
本
願
論
は
善
導
の
「
順 

彼
仏
願
故
」
の
内
容
を
人
間
的
知
性
の
場
に
鮮
明
し
、
念
仏
が
す
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な
わ
ち
正
定
の
業
と
せ
ら
れ
る
論
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み 

た
も
の
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

善
導
に
よ
れ
ば
、
念
仏
が
正
定
業
で
あ
る
と
は
そ
れ
が
正
し
く 

「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
」
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
法
然
に
よ 

れ

ば

「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
」
と
は
彼
の
仏
の
「
本
願
選
択
」 

に
よ
る
と
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
念 

仏

が

「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
正
定
の
業
で
あ
る
と
断 

ぜ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ま
づ
も
っ
て
念
仏
こ
そ
彼
の
仏
の
本
願
選 

択
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

か
く
し
て
初
め
て
善
導
の
「
順
彼
仏
願
故
」
の
断
定
も
正
当
に
理 

解
せ
ら
れ
、
従
っ
て
衆
生
口
業
の
称
名
も
よ
く
正
定
の
業
た
り
う 

る
こ
と
が
解
明
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
法
然 

は

『選
択
集
』
二
行
章
に
お
い
て
、

「
何
が
故
ぞ
五
種
之
中
に
独 

り
称
名
念
仏
を
以
て
正
定
業
と
為
す
乎
」
と
、
五
種
正
行
と
も
に 

同
じ
く
衆
生
三
業
の
場
に
あ
り
な
が
ら
、
ひ
と
り
念
仏
の
み
が
正 

定
の
業
と
せ
ら
れ
る
所
由
を
真
正
面
か
ら
問
い
か
け
、
こ
れ
に
答 

え
る
に
一
応
は
善
導
の
「
順
彼
仏
願
故
」
を
も
っ
て
し
つ
つ
も
、
 

そ
の
究
極
の
解
答
を
留
保
し
て
こ
れ
を
次
章
の
本
願
章
に
ゆ
ず
り 

選
択
本
願
論
を
展
開
し
て
あ
ら
た
め
て
念
仏
正
定
業
の
論
理
を
推 

求
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
い
ま
こ
こ
に
提
起
せ
ら 

れ
た
法
然
の
自
問
に
応
え
る
選
択
本
願
論
こ
そ
、
正
し
く
わ
れ
わ

れ
の
当
面
の
課
題
に
対
す
る
積
極
的
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
し 

て
、
特
に
注
目
に
値
い
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

選
択
本
願
論
に
よ
れ
ば
、
念
仏
は
も
と
も
と
仏
が
わ
れ
わ
れ
の 

往
生
の
正
業
と
し
て
そ
の
本
願
に
選
び
取
ら
れ
た
行
で
あ
っ
て
、
 

念
仏
が
ひ
と
り
選
取
せ
ら
れ
た
と
は
反
面
に
念
仏
の
外
の
余
善
諸 

行
の
選
捨
を
伴
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
選
択
と
は
「
取
捨
の
義
」
で
あ 

り
、
そ
れ
は
「
不
清
浄
の
行
を
捨
て
て
清
浄
之
行
を
取
る
」
と
解 

釈
せ
ら
れ
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
「
不
清
浄
行
」
と
は
善
導
の
い
わ 

ゆ
る
雑
行
を
は
じ
め
と
す
る
一
切
の
衆
生
三
業
の
行
を
さ
し
「
清 

浄
之
行
」
と
は
、
仏
選
定
の
念
仏
一
行
を
指
す
も
の
と
解
せ
ら
れ 

る
。
従
っ
て
選
択
と
は
仏
に
よ
る
念
仏
の
選
取
と
同
時
に
あ
ら
ゆ 

る
人
間
三
業
行
の
絶
対
否
定
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的 

に
は
布
施
・
持
戒
等
の
諸
善
を
は
じ
め
、
菩
提
心
・
六
念
・
持
経 

-

持
呪
か
ら
孝
養
父
母
・
奉
事
師
長
等
に
至
る
ま
で
世
，
出
世
の 

諸
善
万
徳
を
選
び
捨
て
て
、
た
だ
専
称
仏
号
の
一
つ
を
選
び
取
る 

と
の
意
で
あ
る
、
と
は
法
然
自
身
の
明
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
こ
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
定
散
の
諸
善
は
既
に
仏
か
ら
選
捨
せ 

ら
れ
て
た
だ
念
仏
一
行
の
み
が
本
願
選
定
の
行
と
せ
ら
れ
る
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
称
名
念
仏
が
正
定
の
業
と
せ
ら
れ 

る
所
以
は
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
本
願
選
択
の
行
で
あ
る
と
い
う
本 

質
的
理
由
に
基
く
。
か
く
し
て
「
是
を
正
定
之
業
と
名
く
彼
の
仏
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の
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
と
は
、
法
然
の
選
択
本
願
論
を
ま
っ
て 

こ
こ
に
一
応
の
裏
付
け
を
う
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
〇 

然
る
に
念
仏
は
法
然
の
い
う
如
く
そ
れ
が
本
願
選
定
の
行
で
あ 

っ
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
衆
生
の
三
業
と
無
関
係
で
あ
る
と 

は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
善
導
は
明
瞭
に
行
住
坐 

臥
を
問
わ
な
い
一
心
専
念
の
念
仏
を
も
っ
て
正
定
の
業
と
定
義
し 

て
い
る
。
こ
の
文
面
に
よ
る
限
り
そ
れ
は
明
ら
か
に
わ
れ
わ
れ
の 

三
業
を
場
と
し
て
成
り
立
つ
行
で
あ
る
。
と
し
た
な
ら
ば
同
じ
く 

三
業
の
行
で
あ
り
な
が
ら
、
ひ
と
り
念
仏
の
み
が
選
取
せ
ら
れ
る 

の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
が
答
え 

ら
れ
な
い
限
り
、
依
然
と
し
て
正
定
業
の
論
理
そ
の
も
の
は
明
ら 

か
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
法
然
自
身
も
先
に
注 

意
し
た
如
く
、
二
行
章
以
来
本
願
選
択
の
行
が
何
故
に
称
名
念
仏 

に
限
ら
れ
る
か
を
自
問
し
つ
つ
遂
に
本
願
章
を
ひ
ら
き
、
直
接
本 

願
そ
の
も
の
に
立
ち
入
っ
て
敢
て
念
仏
選
択
の
願
意
を
お
し
は
か 

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
勝
劣
・
難
易
の
試
解
は
正
し 

く
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
余
行
を
さ
し
お 

い
て
ひ
と
り
念
仏
一
行
が
選
択
せ
ら
れ
た
所
以
は
、
念
仏
が
本
質 

的
に
は
勝
の
徳
を
も
ち
、
ま
た
実
践
的
に
は
易
の
徳
を
そ
な
え
る 

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
仏
は
「
平
等
の
慈
悲
」
に
催
さ
れ
て 

普
ね
く 

一
切
を
摂
め
ん
が
た
め
に
、
劣
難
の
諸
善
を
否
定
し
て
特

に
勝
易
の
徳
を
も
つ
念
仏
一
つ
を
も
っ
て
往
生
の
本
願
と
せ
ざ
る 

を
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
念
仏
選
択
の
願
意
が
か
く
の 

如
く
勝
易
の
二
徳
を
も
っ
て
領
解
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
今 

日
か
ら
す
れ
ば
殆
ん
ど
自
明
の
こ
と
と
し
て
見
遁
さ
れ
が
ち
で
あ 

る
け
れ
ど
も' 

も
と
本
願
選
択
と
い
う
三
賢
十
聖
も
は
か
り
難
き 

境
涯
を
、
か
く
も
平
明
の
う
ち
に
解
明
し
え
た
法
然
の
領
解
は
甚 

だ
深
く
し
て
鋭
い
も
の
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か 

く
し
て
と
に
か
く
に
も
不
可
思
議
の
境
涯
は
思
議
の
世
界
に
と
き 

ひ
ら
か
れ
、
弥
陀
選
択
の
願
意
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
場
に
解 

き
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
何
人
も
こ
れ
に 

よ
っ
て
、
平
等
の
大
悲
が
念
仏
選
択
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
ざ
る 

を
え
な
か
っ
た
所
以
、
並
び
に
念
仏
の
み
が
ひ
と
り
正
定
の
業
と 

せ
ら
れ
る
所
由
の
一
端
を
領
す
る
こ
と
が
出
来
る
に
相
違
な
い
。 

法
然
の
領
解
は
大
要
以
上
の
如
く
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
も 

こ
れ
す
ら
な
お
本
質
的
に
は
わ
れ
わ
れ
の
課
題
を
解
き
つ
く
す
も 

の
と
は
い
わ
れ
難
い
も
の
が
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
は
善
導
が
強
調 

し

た

「
順
彼
仏
願
故
」
と
い
う
こ
と
を
内
容
的
に
裏
付
け
、
弥
陀 

選
択
の
願
意
を
人
間
知
性
の
上
に
解
明
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ 

れ
だ
け
に
一
歩
を
す
す
め
た
す
ぐ
れ
た
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
れ
す 

ら
も
な
お
彼
の
仏
の
本
願
が
た
だ
念
仏
一
つ
を
選
択
摂
取
し
た
と 

い
う
事
実
の
上
に
立
つ
推
論
に
止
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
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で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
念
仏
の
も
つ
勝
易
の
ニ
徳
に
つ
い
て
も 

さ
ら
に
す
す
ん
で
何
故
に
念
仏
は
万
徳
の
所
帰
と
い
え
る
の
か
、
 

単
に
万
徳
所
帰
の
念
仏
が
ど
う
し
て
真
に
勝
徳
を
も
っ
と
い
わ
れ 

う
る
か
、
果
し
て
念
仏
は
易
修
の
行
と
な
り
う
る
か
、
六
字
の
称 

名
よ
り
は
一
字
の
名
こ
そ
よ
り
易
行
で
は
な
い
か
、
等
の
問
題
が 

あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
応
答
の
仕
様
が
な
い
で 

あ
ろ
う
。
こ
の
限
り
口
業
の
称
名
念
仏
の
み
が
特
に
選
択
せ
ら
れ 

て
独
り
正
定
の
業
と
せ
ら
れ
る
論
理
の
必
然
性
は
、
こ
れ
に
よ
っ 

て
も
依
然
と
し
て
解
き
明
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
、わ
な
け
れ
ば
な 

る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
法
然
は
二
行
章
以
来
念
仏
選
択
の
所
由
を
問
い
つ
づ 

け
、
し
か
も
右
の
如
き
す
ぐ
れ
た
解
答
を
用
意
し
な
が
ら
も
、
結 

果
的
に
は
な
お
か
つ
不
徹
底
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う 

こ
と
は
、
そ
も
そ
も
何
を
意
味.
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く 

そ
れ
は
設
問
の
方
法
さ
え
改
め
た
な
ら
ば
、
や
が
て
は
そ
こ
か
ら 

決
定
的
な
解
答
が
引
き
出
さ
れ
う
る
と
い
う
如
き
も
の
で
は
な
く 

て
、
か
く
の
如
き
問
い
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
既
に 

誤
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

何
と
な
ら
ば
、
設
問
そ
の
も
の
は
念
仏
選
択
の
仏
意
如
何
と
い
う 

こ
と
が
そ
の
直
接
課
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
ど
れ 

程
巧
妙
に
し
て
精
緻
を
き
わ
め
た
推
論
と
い
え
ど
も
、
遂
に
そ
の

底
を
き
わ
め
尽
す
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
上
述
の
如
く
他
力
浄
土
門
の
世
界
は 

仏
と
衆
生
と
の
交
互
媒
介
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
常
に
仏
か 

ら
の
一
方
的
な
来
現
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で 

も
人
間
三
業
の
造
作
を
否
定
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
の
論
理 

を
も
亦
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
仏
の
本
願
選
択
の
聖
業
は
「
二 

乗
非
所
測
」
で
あ
り
、

「
唯
仏
独
明
了
」
で
あ
る
と
は
『大
無
量 

寿
経
』
の
明
説
で
あ
る
。
さ
れ
ば
法
然
は
い
ま
念
仏
選
択
の
願
意 

を
問
わ
ん
と
す
る
に
当
っ
て
も
、

「
聖
意
測
り
難
し
、
輙
す
く
解 

す
る
能
は
ず
、
今
試
み
に
二
義
を
以
て
之
を
解
せ
ん
」
と' 

極
め 

て
謙
抑
無
私
な
る
態
度
に
於
い
て
仏
意
を
恐
慮
仰
推
す
る
の
み
で 

あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
不
遜
な
学
解
的
態
度
を
も
っ
て
す
る
設
問 

で
は
な
く
、

「
偏
え
に
善
導
一
師
に
依
」

っ
て
既
に
弥
陀
選
択
の 

大
悲
を
聞
き
、
念
仏
伝
統
の
歴
史
に
参
じ
え
た
も
の
の
絶
対
的
信 

順
を
背
景
と
し
た
設
問
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
こ
と 

に

「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
」
念
仏
が
果
し
て
「
浄
土
に
う
ま
る 

る
た
ね
」
で
あ
る
か
、
ま

た

「
地
獄
に̂

っ
べ
き
業
」
に
す
ぎ
な 

い
か
を
す
ら
は
か
ら
う
べ
き
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
念 

仏
こ
そ
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」
の
た
め
の
正
定
の 

業
と
し
て
、
仏
か
ね
て
選
択
し
た
ま
え
り
と
聞
い
て' 

「
よ
き
ひ 

と
の
お
ほ
せ
」
の
ま
ま
に
「
た
だ
念
仏
」
す
る
よ
り
ほ
か
に
は
な
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か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

わ
れ
わ
れ
は
念
仏
が
何
故
に
正
定
の
業
で
あ
る
の
か
、
そ
の
論 

理
を
も
と
め
て
出
発
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
上
来
の
論
究
の
結
果 

か
く
の
如
き
企
て
そ
の
も
の
が
既
に
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
事 

実
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
即
ち
わ
れ
わ
れ
の
企
て
は
破
る
こ
と 

の
出
来
な
い
壁
に
衝
き
当
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
何 

と
な
れ
ば
、
念
仏
が
正
定
の
業
で
あ
る
と
は
善
導
自
身
が
規
定
し 

た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
法
然
の
決
定
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。 

も
ち
ろ
ん
宗
祖
に
よ
っ
て
か
く
定
め
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
て
、
 

そ
れ
は
ま
っ
た
く
彼
の
仏
の
本
願
に
お
け
る
選
択
摂
取
そ
の
も
の 

に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
願
択
選
と
は
「
南
無
不
可
思
議
光
仏
、
 

饒
王
仏
の
み
も
と
に
て
、
十
方
浄
土
の
な
か
よ
り
ぞ
、
本
願
選
択 

摂
取
す
る
」
と
い
う
如
く
、
そ
れ
は
文
字
通
り
仏
自
身
の
仕
事
で 

あ
り
、
は
か
り
し
る
こ
と
も
出
来
ぬ
「
塵
点
久
遠
劫
」
の
か
な
た 

の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
も
は
や
わ
れ
わ
れ
の
関
知
す 

べ
き
領
域
を
こ
え
、

一
切
の
人
間
的
思
議
を
破
る
も
の
で
あ
る
こ 

と
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
法
然
が
ど
れ
ほ
ど
繰
り
返
し
願
意 

を
推
求
忖
度
し
よ
う
と
も
、
遂
に
壁
は
突
破
出
来
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
こ
と
に
念
仏
一
つ
が
何
故
に
正
定
の
業
た
り
う
る
か
は 

法
然
に
お
い
て
も
所
詮
善
導
の
断
定
の
ま
ま
に
、

「
答
え
て
日
く 

彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に
。
意
に
云
く
、
称
名
念
仏
は
是
れ 

彼
の
仏
の
本
願
の
行
也
。
故
に
之
を
修
す
る
者
は
彼
の
仏
の
願
に 

乗
じ
て
必
ず
往
生
を
得
る
也
」
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
の 

で
あ
る
。
さ
れ
ば
法
然
は
上
述
の
如
く
本
願
選
択
の
聖
意
を
推
求 

し
て
勝
劣
・
難
易
の
論
ま
で
試
み
な
が
ら
も
、
究
極
に
於
い
て
は 

「
名
を
称
す
れ
ば
必
ず
生
ず
る
こ
と
を
得
、
仏
の
本
願
に
依
る
が 

故
に
」
と

『選
択
集
』

一
書
を
総
結
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で 

あ
ろ
う
。
法
然
の
著
作
・
法
語
を
通
じ
て
幾
度
び
「
彼
の
仏
の
願 

に
順
ず
る
が
故
に
」

「
仏
の
本
願
に
依
る
が
故
に
」

「
本
願
の
故 

に
」
と
の
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ 

わ
れ
は
こ
の
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
念
仏
正
定
業
論
の
論
拠
が 

本
質
的
に
は
何
者
に
あ
る
か
を
知
る
に
充
分
で
あ
る
。 

か
く
し
て
念
仏
は
「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
正
定
の 

業
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
質
的
に
は
ど
こ
ま
で
も
仏
の
も
の 

で
あ
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
汚
れ
た
口
業
の
上
に
あ 

ろ
う
と
も
、
念
々
が
そ
の
ま
ま
仏
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。
正
し
く
善
導
が
「
但
能
く
上
一
形
を
尽
し
下
十
念 

に
至
る
ま
で
、
仏
の
願
力
を
以
て
皆
往
か
ざ
る
は
莫
し
」
と
い
い 

「
我
が
名
号
を
称
す
る
こ
と
下
十
声
に
至
る
ま
で
、
我
が
願
力
に
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乗
じ
て
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
領
解
し
た
如
く
、
芦 

々
皆
是
れ
仏
の
願
力
の
来
現
で
あ
り
、
か
の
仏
の
願
力
が
「
出
離 

之
縁
有
る
こ
と
無
」
き
わ
が
身
の
上
に
至
り
と
ど
い
た
す
が
た
で 

あ
る
。
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
い
か
な
る
か
た
ち
に
お 

い
て
も
衆
生
か
ら
仏
へ
の
方
向
に
お
い
て
理
解
せ
ら
れ
る
べ
き
で 

は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
上
に
見
て
来
た
如
く
、
そ
れ
は
ど
れ
ほ
ど 

と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
人
間
の
知
性
や
た
く
み
な
譬
喩
を
も
っ
て
し
よ 

う
と
も
、
そ
の
際
を
き
わ
め
尽
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
さ 

れ
ば
こ
そ
法
然
は
、
か
く
の
如
き
念
仏
を
も
っ
て
、
敢
て
こ
れ
を 

「
不
廻
向
」
と
表
わ
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
上
述
し 

た
本
願
選
択
論
も
、
勝
易
の
論
も
、
か
く
の
如
き
不
廻
向
と
し
て 

の
念
仏
の
本
質
を
ふ
ま
え
た
上
の
試
論
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。五

念
仏
不
廻
向
の
論
は
周
知
の
如
く
二
行
章
「
五
番
相
対
」
の
中 

核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
法
然
は
「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る 

が
故
に
」
正
定
の
業
で
あ
る
と
断
ぜ
ら
れ
た
念
仏
を
、
特
に
人
間 

の
行
と
し
て
の
雑
行
と
の
対
比
に
お
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
開
顕 

す
る
た
め
に
、
親

疎

・
近
遠
・
無
間
有
間
等
と
順
を
追
う
て
論
を

す
す
め
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
や
こ
う
し
た
人
間
的
な
論 

究
や
対
顕
の
限
界
点
に
ゆ
き
あ
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
っ 

た
。
念
仏
に
は
「
縦
令
別
に
廻
向
を
用
い
ず
と
も
自
然
に
往
生
の 

策
と
成
る
」
と
の
念
仏
不
廻
向
論
は
か
く
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ 

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
法
然
は
不
廻
向
の
義
を
証
す 

る
に
特
に
善
導
の
六
字
釈
を
も
っ
て
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ 

こ
に
は
『疏
』
の
原
文
の
ま
ま
が
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
に
止
ま
っ 

て
、
そ
の
ほ
か
に
は
一
言
の
説
明
も
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま 

こ
と
に
そ
れ
は
人
間
的
推
求
の
一
切
を
超
え
た
不
廻
向
論
そ
の
も 

の
の
論
証
に
適
わ
し
い
方
法
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ 

の
場
合
、
法
然
と
し
て
は
偏
え
に
善
導
一
師
の
示
教
に
ま
か
せ
る 

ほ
か
に
は
何
物
も
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
い
ま
法
然
の
六
字
釈
の
引
意
を
推
考
す
る
に
、
こ
こ 

で
師
が
特
に
注
目
し
た
焦
点
は
恐
ら
く
「
亦
是
発
願
廻
向
之
義
」 

の
一
句
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
蓋
し
法
然
は
こ
れ
に
よ
っ
て
念 

仏
に
は
も
と
も
と
「
発
願
廻
向
之
義
」
を
具
し
、
従
っ
て
も
は
や 

わ
れ
わ
れ
か
ら
の
廻
向
は
不
要
で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
と
考 

え
た
の
で
あ
ろ
う
。
然

る

に

『疏
』
の
原
文
に
よ
れ
ば
「
南
無
と 

言
ふ
は
即
ち
是
れ
帰
命
」
と
い
い
、

「
亦
是
れ
発
願
廻
向
之
義
な 

り
」
と
い
う
。
さ
れ
ば
こ
こ
に
「
発
願
廻
向
之
義
」
と
は
直
接
的 

に
は
念
仏
廻
向
の
証
文
と
は
な
り
え
て
も' 

そ
の
ま
ま
で
は
必
ず
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し
も
念
仏
不
廻
向
の
証
文
と
は
な
り
え
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
て
こ
れ
を
不
廻
向
論
の
証
文
と
し 

て
引
掲
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
念
仏
が
も
と
も
と
本
質
的
に
仏
の 

も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
こ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
ん
と
し
た 

も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
も
し
も
「
発
願
廻
向
」
が
わ
れ
わ 

れ
か
ら
す
る
廻
向
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
い
ま
法
然
が
不
廻
向 

の
証
文
と
し
て
特
に
こ
れ
を
引
用
す
る
筈
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

そ
れ
ゆ
え
に
法
然
は
か
く
の
如
く
本
来
的
に
仏
の
も
の
で
あ
っ
た 

念

仏

を

「
選
択
本
願
念
仏
」
と
し
て
、
仏
の
本
願
選
択
そ
の
も
の 

の
上
に
本
質
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
法
然
の
論
証 

の
方
法
は
も
と
も
と
衆
生
か
ら
仏
へ
の
方
向
に
お
い
て
正
定
業
の 

論
理
を
辿
ら
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
師
の
場
合
、
わ
れ
わ 

れ
が
上
に
み
て
き
た
ご
と
く'

常
に
人
間
知
性
の
場
に
お
け
る
推 

求
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ 

る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
開
宗
者
と
し
て
の
法
然
の
苦
心
の
跡
を 

し
の
ぶ
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
側
か
ら 

す
る
発
言
で
あ
る
た
め
に' 

念
仏
正
定
業
の
論
理
も
「
不
廻
向
」 

論
以
上
に
は
出
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
 

「
縦
令
別
に
廻
向
を
用
い
ず
と
も
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
」
と 

ま
で
し
か
あ
ら
わ
し
え
な
い
こ
と
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

そ
れ
は
と
に
か
く
、
法
然
の
い
わ
ゆ
る
念
仏
不
廻
向
論
は
、
正

定
業
の
念
仏
、
選
択
本
願
念
仏
の
本
質
そ
の
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ 

衆
生
の
側
か
ら
確
か
に
い
い
あ
ら
わ
し
た
言
葉
で
あ
る
と
い
っ
て 

い
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
念
仏
不
廻
向
と
は
、
人
間
の
側
か
ら
正
定 

業
の
論
理
を
究
め
る
べ
く
努
力
を
傾
け
尽
し
た
結
果
、
漸
や
く
に 

し
て
か
く
の
如
き
人
間
的
推
求
の
一
切
が
全
面
的
に
無
意
味
で
あ 

る
と
の
事
実
を
領
知
し
え
た
も
の
に
し
て
は
じ
め
て
い
い
え
た
言 

葉
で
あ
り
、
人
間
的
論
理
の
限
界
点
の
自
覚
に
立
っ
て
仏
願
難
思 

の
事
実
を
い
い
あ
て
た
発
言
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ 

故
に
念
仏
不
廻
向
と
い
う
こ
と
こ
そ
却
っ
て
本
願
選
択
の
本
然
の 

相
を
領
解
し
、
念
仏
正
定
業
の
真
の
所
由
を
探
り
え
た
言
葉
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
弥
陀
如
来
法 

蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
普
ね
く 

一
切
を
摂
め
ん 

が
為
に:

：:

唯
称
名
念
仏
の
一
行
を
以
て
そ
の
本
願
と
為
し
た
ま 

え
る
也
」
と
い
わ
れ
る
如
く
念
仏
選
択
の
一
つ
を
以
て
あ
ら
わ
さ 

れ

る

「
平
等
の
慈
悲
」

へ
の
絶
対
の
信
知
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。 

ま
こ
と
に
男
女
貴
賤
、
破
戒
持
戒
、
智
愚
善
悪
等
、

一
切
の
人
間 

的
条
件
を
超
え
て
十
方
衆
生
を
摂
め
尺
さ
ん
と
の
平
等
の
慈
悲
は 

も
は
や
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
る
論
理
の
限
界
を
超
え
る
。
そ
れ
こ
そ 

正
し
く
「
聖
意
難
測
」
で
あ
り
、

「
仏
願
難
思
」
で
あ
る
。
不
廻 

向
と
い
う
よ
り
い
い
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
は
も
し
も
法 

然
に
お
い
て
か
く
の
如
き
不
廻
向
の
論
が
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
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ば
、
い
か
に
問
答
推
求
を
重
ね
て
「
念
仏
は
是
れ
彼
の
仏
の
本
願 

の
行
」
で
あ
る
と
か
、
雑
行
に
対
し
て
親
疎
・
近
遠
・
無
間
有
間 

等
の
相
対
が
立
て
ら
れ
る
と
か
、
更
に
勝
易
の
二
徳
を
も
つ
な
ど 

と
推
論
し
て
み
て
も
、
所
詮
は
い
つ
果
て
る
と
も
し
れ
な
い
繰
り 

返
し
に
終
る
外
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
い
ま
特
に
善
導 

の
六
字
釈
に
よ
っ
て
「
縦
令
別
に
廻
向
を
用
い
ず
と
も
自
然
に
往 

生
の
業
と
成
る
」
と
断
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
念
仏
こ
そ
は
正
し
く
人 

間
的
な
一
切
の
推
求
を
超
え
た
仏
の
側
よ
り
す
る
摂
取
不
捨
の
道 

理
そ
の
も
の
を
、
最
も
具
体
的
に
詮
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が 

明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
「
自
然
」
と
は
、
法
然
が
「
様
な 

き
を
様
と
す
」
と
い
い
、
ま
た
宗
祖
が
「
わ
が
は
か
ら
は
ざ
る
を 

自
然
と
い
ふ
」
と
い
わ
れ
る
如
く
、
敢
て
わ
れ
わ
れ
の
三
業
を
要 

と
せ
ず
、
人
間
的
な
一
切
の
推
求
や
作
為
を
超
越
す
る
と
の
意
味 

に
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
念
仏
し
て
必
ず
す
く
わ
れ
る 

と
は
、

「
ほ
の
お
は
そ
ら
に
の
ぼ
り
、
み
づ
は
く
だ
り
さ
ま
に
な 

が
」
れ
る
が
如
く
、

「
菓
子
の
中
に
す
き
物
あ
り
、
甘
き
物
あ
」 

る
が
如
く
、

「
た
だ
一
向
に
念
仏
だ
に
申
せ
ば
、
仏
の
来
迎
は
法 

爾
道
理
に
て
そ
な
は
る
べ
き
」
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
「
阿
弥 

陀
ほ
と
け
の
本
願
は
名
号
を
も
て
罪
悪
の
衆
生
を
み
ち
び
か
ん
と 

ち
か
ひ
給
」
う
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
念
仏
は
「
縦 

令
別
に
廻
向
を
用
い
ず
と
も
自
然
に
往
生
の
業
と
成
る
」
べ
く
、

-

も
と
よ
り
し
か
ら
し
む
」
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

さ
れ
ば
念
仏
が
ひ
と
り
正
定
の
業
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
も
と 

も
と
仏
の
も
の
で
あ
り
、
仏
の̂

か
ら
も
と
よ
り
し
か
ら
し
め
ら 

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
字
通
り
「
法
爾
道
理
に
て
そ
な
は 

る
べ
き
」
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
は
何
事
も
は
か
ら
う 

べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
側 

か
ら
敢
て
い
お
う
と
す
る
な
ら
ば' 

「
不
廻
向
」
と
い
う
よ
り
ほ 

か
に
は
表
わ
し
よ
う
が
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

か
く
し
て
正
定
業
の
論
理
を
求
め
ん
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
試
み 

は
、
こ
こ
に
ま
っ
た
く
推
求
の
道
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。
然
し 

な
が
ら
道
を
失
う
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
直
ち
に
無
論
理
で
あ 

る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
か 

ら
す
る
論
理
で
あ
る
限
り
、
ど
れ
ほ
ど
巧
み
な
い
い
ま
わ
し
を
も 

っ
て
し
よ
う
と
も
、
所
詮
は
無
益
無
用
に
終
る
外
は
な
い
と
の
意 

味
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
さ
え
本
質
的
に
領
解
せ
ら
れ
る
な
ら
ば 

善
導
の
如
く
「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に
」
と
か
、
法
然
の 

如

く

「
本
願
選
択
の
故
に
」
と
か
い
う
も
よ
く
、
ま

た

「
彼
此
の 

三
業
相
捨
離
せ
ず
」
と
味
い
、
更
に
立
ち
入
っ
て
勝
易
の
二
徳
か 

ら
仰
推
す
る
こ
と
も
自
由
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
た
だ
ー 

つ
大
切
な
こ
と
は
念
仏
が
即
ち
正
定
の
業
で
あ
る
と
は
、
上
述
の 

如
く
仏
の
方
よ
り
し
て
然
ら
し
め
ら
れ
た
「
法
爾
の
道
理
」
で
あ
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り
、
仏
よ
り
す
る
「
摂
取
不
捨
」
の
道
理
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る 

限
り
、
こ
の
こ
と
一
つ
が
最
も
確
か
に
開
顕
せ
ら
れ
て
こ
そ
正
定 

業
の
論
理
は
、
は
じ
め
て
決
定
的
な
裏
付
け
を
う
る
と
い
う
こ
と 

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
し
た
な
ら
ば 

こ
こ
に
特
に
注
目
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
宗
祖
の
他 

力
廻
向
論
で
あ
る
。
宗
祖
に
よ
れ
ば
念
仏
は
正
し
く
「
弥
陀
廻
向 

の
法
」
で
あ
り
、

「
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
廻
向
成
就
し
た 

ま
へ
る
所
」
の
大
行
そ
の
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
こ
と
周
知
の 

如
く
で
あ
る
。六

し
か
ら
ば
宗
祖
が
い
わ
れ
る
如
く
念
仏
が
「
弥
陀
廻
向
の
法
」 

で
あ
る
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
場 

合

『
行
巻
』
の
祖
釈
に
注
意
す
べ
き
は
も
と
よ
り
の
こ
と
な
が
ら 

『
一
多
文
意
』
の
次
の
如
き
領
解
は
何
と
し
て
も
見
逃
す
べ
き
で 

は
な
い
。

「
真
実
功
徳
と
ま
う
す
は
名
号
な
り
。

一
実
真
如
の
妙
理
円
満 

せ
る
が
故
に
大
宝
海
に
た
と
へ
た
ま
ふ
な
り
。

一
実
真
如
と
ま 

う
す
は
無
上
大
湼
槃
な
り
。
湼
槃
す
な
は
ち
法
性
な
り
。
法
性 

す
な
は
ち
如
来
な
り
。
宝
海
と
ま
う
す
は
よ
ろ
づ
の
衆
生
を
き

ら
は
ず
さ
は
り
な
く
へ
だ
て
ず
み
ち
び
き
た
ま
ふ
を
、
大
海
の 

み
づ
の
へ
だ
て
な
き
に
た
と
へ
た
る
な
り
。
こ
の
一
如
宝
海
よ 

り
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
て
、
法
蔵
菩
薩
と
な
の
り
た
ま
ひ
て
、
 

無
导
の
ち
か
ひ
を
を
こ
し
た
ま
ふ
を
た
ね
と
し
て
阿
弥
陀
仏
と 

な
り
た
ま
ふ
が
ゆ
え
に
、
報

身

如

来

と

ま

う

す

な

り〇

こ 

の
如
来
を
方
便
法
身
と
ま
う
す
な
り
。
方
便
と
ま
う
す
は
か
た 

ち
を
あ
ら
は
し
御
な
を
し
め
し
て
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
を 

ま
う
す
な
り
。
す
な
は
ち
阿
弥
陀
仏
な
り
」 

こ
れ
に
よ
れ
ば
念
仏
が
弥
陀
廻
向
の
大
行
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が 

即
ち
湼
槃
・
法
性
・
如
来
そ
の
も
の
の
妙
理
の
宛
ら
な
る
顕
現
で 

あ
り
、
更
に
い
え
ば
如
来
そ
の
も
の
の
わ
れ
わ
れ
へ
の
表
現
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
十
方
衆
生
の
念
仏
往 

生
を
内
容
と
す
る
「
無
旦
す
の
ち
か
ひ
を
を
こ
し
た
ま
ふ
を
た
ね
と 

し
て
」
尺
十
方
無
导
光
如
来
と
「
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
御
名
を
し 

め
し
て
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
」
の
で
あ
る
。
従
っ
て
念
仏
は 

「
称
無
导
光
如
来
名
」
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
三
業
の
場
に
あ
ら
わ 

れ
つ
つ
、
し
か
も
本
質
は
常
に
一
如
法
性
そ
の
も
の
に
帰
せ
ら
れ 

て
、
そ
こ
か
ら
動
的
積
極
的
に
顕
わ
れ
来
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば 

な
ら
な
い
。

「
斯
行
即
是
摂
諸
善
法
具
諸
徳
本
極
促
円
満
真
如
一 

実
功
徳
宝
海
」
と
い
わ
れ
、
そ
れ
故
に
こ
そ
大
行
と
名
け
ら
れ
る 

の
で
あ
る
。
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か
く
し
て
念
仏
が
「
弥
陀
廻
向
の
法
」
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が 

「
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
」
と
い
わ
れ
る
如
く
、

一
如
来
生
の
如 

来
自
体
の
自
己
表
現
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
一
実
真
如
の
妙
理 

が
無
导
光
如
来
の
名
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
ま
で
来
り
と
ど
い
た
相 

で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
し
た
な
ら
ば
念
仏
は
わ
れ 

わ
れ
の
も
の
で
あ
り
つ
つ
そ
の
ま
ま
如
来
の
も
の
で
あ
る
と
い
う 

ほ
か
は
な
く
、
さ
れ
ば
こ
そ
念
々
み
な
こ
れ
「
浄
土
真
実
之
行
」 

で
あ
り
「
選
択
本
願
之
行
」
と
せ
ら
れ
大
小
の
聖
人
も
重
軽
の
悪 

人
も
共
に
「
念
仏
成
仏
」
す
る
べ
き
「
正
定
の
業
因
」
で
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
「
衆
生 

の
煩
悩
悪
業
に
さ
え
ら
れ
ざ
る
」

「
無
导
の
ち
か
ひ
」
に
報
い
あ 

ら
わ
れ
た
大
悲
の
仏
は
、
念
仏
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
手
許
ま
で 

来
り
現
じ
給
う
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
念
仏
が
「
弥
陀
廻
向
の
法
」
で
あ
る
と
は
、

「
念
仏
衆 

生
摂
取
不
捨
」
の

「
法
爾
道
理
」
を
仏
か
ら
衆
生
へ
の
方
向
に
お 

い
て
最
も
確
か
に
い
い
表
わ
し
た
言
葉
で
あ
っ
て' 

そ
れ
は
わ
れ 

わ
れ
の
側
か
ら
す
る
論
理
的
推
求
が
遂
に
は
「
不
廻
向
」
と
し
か 

い
い
え
な
か
っ
た
世
界
を
通
り
ぬ
け
、
逆
に
こ
れ
を
根
底
か
ら
支 

え
裏
付
け
て
、
真
に
徹
底
せ
し
め
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。 

そ
れ
故
に
他
力
廻
向
と
い
う
こ
と
こ
そ
上
来
わ
れ
わ
れ
が
求
め
て 

き
た
、
念
仏
こ
そ
正
し
く
「
正
定
の
業
因
」
で
あ
る
と
の
事
実
を 

全
き
意
味
に
お
い
て
成
り
立
た
し
め
る
根
源
的
な
原
理
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
念
仏
が
「
弥
陀
廻
向
の
法
」
で
あ 

り
、
如
来
廻
向
の
大
行
で
あ
る
こ
と
が
顕
示
せ
ら
れ
て
こ
そ
、
正 

定
業
の
論
理
は
真
に
完
壁
が
期
せ
ら
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
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