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序
論 浄

土
教
義
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
教
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
迷
い
か
ら
悟
り
へ
と
救
わ
れ
て
い
く
あ
り
方
を
指
す
。

仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
は
一
切
衆
生
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
自
己
自
身
で
あ
る
。 

 

弥
陀
の
救
い
を
テ
ー
マ
と
し
て
設
定
し
た
時
、
仏
教
に
と
っ
て
最
も
救
わ
れ
難
い
謗
法
者
こ
そ
が
迷
い
か
ら
悟
り
へ
と
転
換
さ
れ

て
い
く
あ
り
方
は
、
浄
土
教
義
の
救
い
の
本
質
を
明
確
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
謗
法
と
は
仏
法
を
謗
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
犯

せ
ば
堕
地
獄
と
な
る
と
あ
ら
ゆ
る
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
。
法
然
（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
）・
親
鸞
（
一
一
七
三
～
一
二
六
二
）
の

思
想
か
ら
、
謗
法
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
を
前
提
と
し
て
見
え
て
く
る
謗
法
者
へ
の
態
度
と
は
い

か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
謗
法
を
め
ぐ
る
議
論
は
親
鸞
や
法
然
だ
け
に
限
る
テ
ー
マ
で
は
な
い
。
仏
教
全
体
の
テ
ー
マ
と
し
て
意

義
が
あ
る
。
以
上
の
問
題
意
識
の
下
に
考
察
し
た
い
。 

 

ま
ず
、
法
然
・
親
鸞
の
謗
法
理
解
を
窺
う
上
で
、
中
国
浄
土
教
の
そ
の
理
解
は
鍵
と
な
る
た
め
第
一
章
で
取
り
上
げ
る
。
法
然
は

自
ら
偏
依
善
導
の
立
場
で
あ
る
と
主
張
し
、
親
鸞
は
自
身
の
謗
法
理
解
を
曇
鸞
（
四
七
六
～
五
四
二
）
説
と
善
導
（
六
一
三
～
六
八

一
）
説
を
根
拠
に
示
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。 

ま
た
、
法
然
や
親
鸞
と
同
時
代
を
生
き
た
日
蓮
（
一
二
二
二
～
一
二
八
二
）
の
謗
法
理
解
と
謗
法
者
へ
の
態
度
を
一
つ
の
視
点
と

し
て
第
二
章
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
た
い
。
法
然
や
親
鸞
は
「
念
仏
」
ひ
と
つ
、
日
蓮
は
「
題
目
」
ひ
と
つ
と
救
い
が
論
理
化
体
系

化
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
の
仏
教
は
専
一
性
が
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
迷
い
か
ら
悟
り
へ
の
求
道
が
異
な
る
の

だ
か
ら
当
然
、
謗
法
理
解
や
実
践
面
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
態
度
に
も
相
違
が
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
法
然
・
親
鸞
・
日
蓮
の
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理
解
や
態
度
の
比
較
に
よ
っ
て
、
救
い
の
本
質
の
明
確
化
を
図
り
た
い
と
考
え
る
。 

以
上
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
謗
法
者
へ
の
あ
る
べ
き
念
仏
者
の
態
度
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た

現
代
的
な
関
心
に
お
い
て
も
自
己
と
異
な
る
思
想
・
信
条
を
も
つ
他
者
を
我
々
は
い
か
に
見
て
、
い
か
に
対
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る

か
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。 

   

本
論 第

一
章 

中
国
浄
土
教
に
お
け
る
謗
法
理
解 

 

第
一
節 

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
議
論 

こ
れ
か
ら
論
じ
る
謗
法
と
は
、
中
国
浄
土
教
で
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
次
章
以
降
で
扱
う
法
然
・
親
鸞
の

謗
法
理
解
の
前
提
と
し
て
、
中
国
浄
土
教
の
代
表
的
な
説
で
あ
る
曇
鸞
・
善
導
の
謗
法
理
解
を
考
察
し
た
い
。 

浄
土
教
の
所
依
の
経
典
に
『
仏
説
無
量
寿
経
』
（
以
下
、
『
大
経
』
と
示
す
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
第
十
八
願

と
は
、「
設
我
得
佛
、
十
方
衆
生
、
至
心
信
樂
、
欲
生
我
國
、
乃
至
十
念
、
若
不
生
者
、
不
取
正
覺
。
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
。
１

」
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
二
つ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
文
字
通
り
「
五
逆
誹
謗
正
法
」
を
犯
す
も
の

は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
か
ら
除
か
れ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
こ
と
。
②
『
大
経
』
で
は
、
五
逆
と
謗
法
は
本
願
か
ら
除
か
れ
る
の
に
『
仏
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説
観
無
量
寿
経
』
（
以
下
、
『
観
経
』
と
示
す
）
で
は
、
五
逆
が
「
極
楽
に
往
生
で
き
る
」
と
い
う
矛
盾
は
ど
う
解
決
さ
れ
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
れ
か
ら
考
察
し
て
い
く
の
は
、
漢
訳
仏
典
に
お
け
る
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
う
文
で
あ
る
が
、
そ
の
原
典
に
当
た
る
梵

文
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
研
究
は
、
玉
城
康
四
郎
氏
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
２

漢
訳
の
「
除
」
と
し
て

翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
梵
文
の

s
th

ā
p

a
y

itv
ā

に
相
当
し
、
そ
の
意
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
仏
教
梵
語
と
古
典
梵
語
の
検
討
が
な
さ

れ
て
い
る
。
前
者
で
は
、
玉
城
氏
は
梵
本
・
チ
ベ
ッ
ト
本
訳
の
検
討
に
よ
り
「
除
く
」
の
意
と
取
ら
れ
、
漢
訳
の
「
除
」
に
異
論
な

し
と
さ
れ
る
。
３ 

し
か
し
、
後
者
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
「
除
く
」
と
い
う
意
で
は
な
く
、
経
典
の
立
場
を
踏
ま
え
てs

th
ā

p
a

y
itv

ā

の
語
源
に
当

た
る 

s
th

ā

の
考
察
に
よ
り
、c

h
e
c
k

,k
e
e
p

 in
,r

e
s
tr

a
in

の
意
が
適
切
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
抑
留
」
と
い
う
理
解
で
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
経
典
自
体
の
不
整
合
性
を
解
放
で
き
る
と
さ
れ
る
。
４

さ
ら
に
経
典
の
翻
訳
者
が
「
除
」
と
訳
し
た
こ
と
と
経
典
編
集
者

の
意
図
に
つ
い
て
、
前
者
は
、「
仏
教
梵
語
の
意
味
に
随
っ
た
外
に
、
こ
れ
は
想
像
に
す
ぎ
な
い
が
、
五
逆
の
あ
ま
り
に
も
悲
惨
な
る

こ
と
に
、
ど
う
し
て
も
そ
う
解
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
５

」
一
方
で
後
者
は
、「
世
間
的
・
道
徳
的
な
犯
罪
の
酷
烈
さ
よ
り
も
、
は
る

か
に
深
く
、
出
世
間
・
宗
教
的
な
違
背
の
き
び
し
さ
を
と
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
違
背
者
に
も
な
お
救
い
の
手
を
伸

ば
そ
う
と
す
る
経
典
の
意
趣
を
弁
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
６

」
と
解
さ
れ
る
。
漢
訳
の
「
除
」
を
「
抑
留
」
の
意
で
捉
え
る
こ
と

は
本
章
第
三
節
で
考
察
す
る
善
導
の
抑
止
説
の
正
当
性
を
強
固
に
す
る
と
い
え
る
。 

 

√
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第
二
節 

曇
鸞
に
お
け
る
謗
法
理
解 

曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
に
よ
れ
ば
、
謗
法
と
は
、
仏
・
仏
法
・
菩
薩
・
菩
薩
の
法
も
な
い
と
い
い
、
自
分
で
こ
の
よ
う
に
考
え
る
、

あ
る
い
は
他
の
人
に
教
え
ら
れ
て
そ
う
思
う
も
の
だ
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
７ 

『
大
経
』
の
唯
除
の
文
と
『
観
経
』
の
五
逆
・
十
悪
の
往
生
は
次
の
よ
う
に
会
通
す
る
。 

答
え
て
い
は
く
、
一
経
（
大
経
）
に
は
二
種
の
重
罪
を
具
す
る
を
も
つ
て
な
り
。
一
つ
に
は
五
逆
、
二
つ
に
は
誹
謗
正
法
な
り
。

こ
の
二
種
の
罪
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
、
ゆ
ゑ
に
往
生
を
得
ず
。
一
経
（
観
経
）
に
は
た
だ
十
悪
・
五
逆
等
の
罪
を
作
る
と
の
た

ま
ひ
て
、
正
法
を
誹
謗
す
と
の
た
ま
は
ず
。
正
法
を
謗
ぜ
ざ
る
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
ゆ
ゑ
に
生
ず
る
こ
と
を
得
。
８ 

曇
鸞
は
『
大
経
』
で
は
、
五
逆
罪
か
つ
謗
法
罪
の
両
方
の
罪
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
か
ら
除
か
れ
る
の
だ
と
示
す
。
ま
た
、
謗
法
に
つ

い
て
説
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
が
、『
観
経
』
で
は
、
十
悪
・
五
逆
罪
の
も
の
は
正
法
を
謗
ら
な
い
、
つ
ま
り

謗
法
罪
を
犯
し
て
い
な
い
か
ら
往
生
で
き
る
と
示
す
。
さ
ら
に
、
「
ま
た
一
人
あ
り
て
、
た
だ
正
法
を
誹
謗
し
て
五
逆
の
諸
罪
な
し
。

往
生
を
願
ぜ
ば
生
ず
る
こ
と
を
得
や
い
な
や
。
９

」
つ
ま
り
、
逆
に
正
法
を
謗
る
謗
法
罪
を
犯
す
だ
け
で
、
五
逆
罪
を
犯
さ
な
か
っ

た
者
が
浄
土
往
生
を
願
う
な
ら
ば
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
設
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
往
生
で
き
な
い
と
理

解
を
示
す
。
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

『
経
』
（
大
品
般
若
経
・
意
）
に
の
た
ま
は
く
、
「
五
逆
の
罪
人
、
阿
鼻
大
地
獄
の
な
か
に
堕
し
て
つ
ぶ
さ
に
一
劫
の
重
罪
を
受

く
。
正
法
を
誹
謗
す
る
人
は
阿
鼻
大
地
獄
の
な
か
に
堕
し
て
、
こ
の
劫
も
し
尽
き
ぬ
れ
ば
、
ま
た
転
じ
て
他
方
の
阿
鼻
大
地
獄

の
な
か
に
至
る
。
か
く
の
ご
と
く
展
転
し
て
百
千
の
阿
鼻
大
地
獄
を
経
」
と
。
仏
（
釈
尊
）
、
出
づ
る
こ
と
を
得
る
時
節
を
記
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し
た
ま
は
ず
。
誹
謗
正
法
の
罪
き
は
め
て
重
き
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
な
り
。
ま
た
正
法
は
す
な
は
ち
こ
れ
仏
法
な
り
。
こ
の
愚
痴

の
人
す
で
に
誹
謗
を
生
ず
。
い
づ
く
ん
ぞ
仏
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
理
あ
ら
ん
や
。
１
０ 

『
大
品
般
若
経
』
を
引
用
し
、
阿
鼻
地
獄
の
な
か
で
一
劫
の
重
罪
を
受
け
、
さ
ら
に
他
方
の
阿
鼻
地
獄
を
受
け
る
と
い
う
点
、
釈
尊

が
謗
法
者
の
出
獄
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
点
に
よ
っ
て
五
逆
罪
よ
り
も
謗
法
罪
の
重
き
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
謗
法
の
者
は
、

す
で
に
仏
法
を
謗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
浄
土
往
生
を
願
う
機
縁
は
、
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

こ
の
五
逆
と
謗
法
の
罪
の
重
さ
に
つ
い
て
、
内
藤
知
康
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

も
し
単
に
、
謗
法
罪
は
五
逆
罪
よ
り
重
罪
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
の
み
で
謗
法
罪
者
の
不
生
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
願
力
の
限
界
を
示
す
こ
と
と
な
り
、
お
そ
ら
く
は
親
鸞
の
意
図
に
反
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
１
１ 

内
藤
氏
は
親
鸞
の
謗
法
理
解
の
箇
所
で
以
上
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
曇
鸞
に
と
っ
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

『
往
生
論
註
』
に
お
い
て
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
で
は
な
く
浄
土
往
生
を
願
う
機
縁
で
あ
る
。
謗
法
罪
は
、

仏
法
を
謗
る
そ
の
時
点
で
浄
土
往
生
を
願
う
機
縁
は
あ
る
は
ず
が
な
い
と
見
做
せ
る
。
よ
っ
て
、
犯
し
た
時
点
で
浄
土
往
生
を
願
う

機
縁
が
な
い
と
は
い
え
な
い
五
逆
罪
に
比
べ
、
謗
法
罪
は
重
罪
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
曇
鸞
は
、
「
な
ん
ぢ
た
だ
五
逆
罪
の
重
た
る
こ
と
を
知
り
て
、
五
逆
罪
の
正
法
な
き
よ
り
生
ず
る
こ
と
を
知
ら
ず
１
２

」
と
示

し
、
五
逆
が
謗
法
か
ら
生
じ
る
、
つ
ま
り
謗
法
は
罪
の
根
底
と
な
っ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
『
往
生
論
註
』
の
解
義
分
観
察
体
相
章
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
あ
る
。 

衆
生
は
驕
慢
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
、
正
法
を
誹
謗
し
、
賢
聖
を
毀
呰
し
、
尊
長 

尊
は
君
・
父
・
師
な
り
。
長
は
有
徳
の
人
お

コピー厳禁
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よ
び
兄
党
な
り 

を
捐
庳
す
。
か
く
の
ご
と
き
人
、
抜
舌
の
苦
・
瘖
瘂
の
苦
・
言
教
不
行
の
苦
・
無
名
聞
の
苦
を
受
く
べ
し
。

か
く
の
ご
と
き
等
の
種
種
の
諸
苦
の
衆
生
、
阿
弥
陀
如
来
の
至
徳
の
名
号
、
説
法
の
音
声
を
聞
け
ば
、
上
の
ご
と
き
種
々
の
口

業
の
繋
縛
、
み
な
解
脱
を
得
て
、
如
来
の
家
に
入
り
て
畢
竟
じ
て
平
等
の
口
業
を
得
。
１
３ 

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
確
か
に
謗
法
の
者
が
「
阿
弥
陀
如
来
の
至
徳
の
名
号
、
説
法
の
音
声
を
聞
け
ば
」
浄
土
往
生
を
得
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
、『
往
生
論
註
』
に
お
い
て
も
、
後
に
考
察
す
る
善
導
に
同
じ
く
、
謗
法
者
も
回
心
す
れ
ば
、
浄
土

往
生
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
見
方
が
窺
え
る
。 

  
 

第
三
節 

善
導
に
お
け
る
謗
法
理
解 

善
導
は
『
観
経
疏
』
「
散
善
義
」
に
お
い
て
、
『
大
経
』
の
唯
除
の
文
と
『
観
経
』
の
下
品
下
生
の
な
か
で
謗
法
と
区
別
し
て
五
逆

が
摂
せ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
会
通
す
る
。 

 
 

答
え
て
い
は
く
、
こ
の
義
仰
ぎ
て
抑
止
門
の
な
か
に
つ
き
て
解
せ
ん
。
四
十
八
願
の
な
か
の
（
第
十
八
願
の
）
ご
と
き
、
謗
法

と
五
逆
と
を
除
く
こ
と
は
、
し
か
る
に
こ
の
二
業
そ
の
障
極
重
な
り
。
衆
生
も
し
造
れ
ば
た
だ
ち
に
阿
鼻
に
入
り
、
歴
劫
周
慞

し
て
出
づ
べ
き
に
由
な
し
。
た
だ
如
来
そ
れ
こ
の
二
の
過
を
造
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
方
便
し
て
止
め
て
「
往
生
を
得
ず
」
と
の

た
ま
へ
り
。
ま
た
こ
れ
摂
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
。
ま
た
下
品
下
生
の
な
か
に
、
五
逆
を
取
り
て
謗
法
を
除
く
は
、
そ
れ
五
逆
は

す
で
に
作
れ
り
、
捨
て
て
流
転
せ
し
む
べ
か
ら
ず
。
還
り
て
大
悲
を
発
し
て
摂
取
し
て
往
生
せ
し
む
。
し
か
る
に
謗
法
の
罪
は

い
ま
だ
為
ら
ず
。
ま
た
止
め
て
「
も
し
謗
法
を
起
さ
ば
、
す
な
は
ち
生
ず
る
こ
と
を
得
ず
」
と
の
た
ま
ふ
。
こ
れ
は
未
造
業
に

コピー厳禁
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つ
き
て
解
す
。
も
し
造
ら
ば
、
還
り
て
摂
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
し
め
ん
。
１
４ 

つ
ま
り
、
善
導
は
『
大
経
』
に
お
い
て
、
五
逆
罪
と
謗
法
罪
の
二
者
を
除
く
と
さ
れ
る
の
は
、
両
者
の
行
い
の
障
り
が
極
め
て
重
い

た
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
罪
を
犯
せ
ば
無
間
地
獄
に
堕
ち
て
し
ま
い
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
如
来
は
衆
生
が
両

者
の
罪
を
犯
す
こ
と
を
恐
れ
、
方
便
に
よ
っ
て
抑
え
止
め
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
そ
れ
故
に
五
逆
と
誹
謗
正
法
の
罪
を
犯
す
な
ら
往

生
で
き
な
い
と
示
し
て
あ
る
と
す
る
。 

 

そ
し
て
、
後
半
部
分
は
『
観
経
』
に
お
い
て
、
五
逆
の
者
は
摂
取
さ
れ
、
謗
法
の
者
は
除
か
れ
る
と
い
う
の
は
、
前
者
は
す
で
に

犯
し
て
し
ま
っ
た
已
造
業
で
あ
る
か
ら
、
如
来
は
見
捨
て
ず
迷
い
の
生
死
を
流
転
さ
せ
ま
い
と
し
て
大
悲
を
発
し
て
、
摂
取
し
て
往

生
さ
せ
る
と
い
う
。
後
者
は
い
ま
だ
犯
し
て
い
な
い
未
造
業
で
あ
る
か
ら
、
如
来
は
そ
れ
を
犯
さ
せ
ま
い
と
い
う
意
で
「
謗
法
を
起

さ
ば
、
す
な
は
ち
生
ず
る
こ
と
を
得
じ
」
と
い
っ
て
止
め
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
謗
法
罪
を
犯
し
た
（
未
造
業
で

な
く
な
っ
た
）
と
し
て
も
、
如
来
に
よ
っ
て
摂
取
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。 

善
導
の
如
来
の
抑
止
だ
と
み
る
抑
止
門
の
論
理
に
よ
っ
て
、
極
ま
る
と
こ
ろ
五
逆
罪
や
謗
法
罪
を
犯
し
た
者
で
あ
っ
て
も
浄
土
往

生
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
浄
土
往
生
が
で
き
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
罪
を
犯
し
た
者
は
、
非
常
に
長
い
間
蓮

華
の
花
の
中
に
包
ま
れ
る
。
花
の
中
に
い
る
時
に
三
種
の
障
り
が
あ
る
が
１
５

、
「
阿
鼻
地
獄
の
な
か
に
し
て
、
長
時
永
劫
に
も
ろ
も

ろ
の
苦
痛
を
受
く
る
に
勝
れ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
１
６

」
と
す
る
。
浄
土
に
お
い
て
は
、
次
の
『
法
事
讃
』
の
引
用
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。 

 
 

仏
願
力
を
も
つ
て
五
逆
と
十
悪
と
罪
滅
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
、
謗
法
と
闡
提
と
回
心
し
て
み
な
往
く
に
よ
る
１
７ 

已
造
の
者
の
回
心
が
前
提
と
し
て
あ
る
も
の
の
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
る
浄
土
往
生
が
示
さ
れ
る
。 
コピー厳禁
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以
上
よ
り
、
曇
鸞
・
善
導
の
謗
法
理
解
の
共
通
点
と
し
て
、
次
の
点
が
認
め
ら
れ
る
。
①
謗
法
罪
が
極
め
て
重
い
罪
で
あ
る
こ
と
。

②
機
の
側
が
謗
法
罪
を
犯
す
こ
と
を
良
し
と
は
し
な
い
が
、
仏
願
力
に
よ
る
謗
法
者
の
救
い
が
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

 

第
二
章 

法
然
・
親
鸞
・
日
蓮
に
お
け
る
謗
法
理
解 

 
 

第
一
節 

法
然
に
お
け
る
謗
法
理
解 

法
然
の
遺
文
に
は
、
曇
鸞
や
善
導
が
取
り
あ
げ
た
よ
う
な
第
十
八
願
文
の
唯
除
の
文
と
『
観
経
』
下
々
品
と
の
会
通
に
つ
い
て
の

言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
主
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
（
以
下
、
『
選
択
集
』
と
略
す
）
で
は
第
十
八
願
文
の
唯
除
の
文
が
削
除

さ
れ
て
い
る
。
１
８

該
当
す
る
箇
所
は
、
本
願
章
で
用
い
る
『
大
経
』
第
十
八
願
文
、
ま
た
『
観
念
法
門
』
、『
往
生
礼
讃
』
を
引
い
て

の
第
十
八
願
文
で
あ
る
。
な
ぜ
法
然
は
意
図
的
に
削
除
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
法
然
浄
土
教
の
お
か
れ
て
い
た
状
況
か
ら
考
察

し
た
い
。
ま
ず
、
唯
除
の
文
削
除
に
関
し
て
、
前
田
壽
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
る
。 

お
そ
ら
く
、
ど
の
よ
う
な
行
法
に
よ
っ
て
浄
土
へ
往
生
す
る
の
か
を
説
く
こ
と
に
法
然
の
問
題
意
識
の
中
心
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
ら
、
法
然
浄
土
教
研
究
も
ま
た
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
い
う
「
救
い
の
方
法
」
に

中
心
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
１
９ 

こ
こ
で
、
「
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
す
る
と
い
う
「
救
い
の
方
法
」
に
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
」

と
は
い
う
も
の
の
唯
除
の
文
を
削
除
し
た
こ
と
そ
の
も
の
に
は
ど
ん
な
意
図
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
が
残
る
。 

コピー厳禁
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唯
除
の
文
を
削
除
す
る
こ
と
で
、「
阿
弥
陀
仏
は
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
救
お
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の

救
い
が
前
面
に
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
す
べ
て
の
者
が
救
わ
れ
る
な
ら
ば
、
ど
れ
だ
け
謗
法
し
て
も
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
」

と
い
う
誤
っ
た
理
解
を
も
っ
て
し
ま
う
者
が
出
て
き
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
唯
除
の
文
が
な
い
こ
と
に

よ
っ
て
謗
法
者
が
謗
法
者
の
ま
ま
に
な
り
、
弥
陀
の
本
願
か
ら
も
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
本
願
に
誓
わ
れ
た

内
容
が
伝
わ
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。 

こ
れ
に
関
し
て
、
時
代
背
景
に
対
す
る
法
然
の
配
慮
が
考
え
ら
れ
る
。
二
方
向
へ
の
配
慮
が
考
え
ら
れ
、
一
つ
は
こ
れ
か
ら
教
え

を
聞
く
民
衆
等
に
対
し
て
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
自
己
と
立
場
を
異
に
す
る
他
宗
の
存
在
と
念
仏
集
団
内
で
の
誤
解
で
あ
る
。

法
然
が
浄
土
宗
を
立
て
た
頃
、
念
仏
一
行
に
よ
っ
て
「
す
べ
て
の
者
が
平
等
に
救
わ
れ
る
２
０

」
と
い
う
教
え
は
新
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
新
し
い
教
え
を
説
き
は
じ
め
る
際
、
根
本
で
あ
る
「
救
い
の
方
法
」
を
重
点
と
し
て
説
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
納

得
で
き
る
。 

ま
た
、
唯
除
の
文
ま
で
示
す
と
す
れ
ば
、
五
逆
罪
・
謗
法
罪
の
者
の
救
い
を
説
く
必
要
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
解
を

与
え
て
し
ま
う
可
能
性
が
大
き
い
と
想
定
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
敢
え
て
唯
除
の
文
を
削
除
し
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

浅
井
成
海
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

法
然
は
こ
の
謗
法
罪
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
解
釈
や
教
化
に
あ
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
謗
法

罪
を
心
に
と
め
、
謗
法
罪
の
摂
取
を
積
極
的
に
説
け
ば
、
法
然
の
主
張
を
誤
解
し
て
念
仏
法
の
み
よ
し
と
し
て
、
他
宗
を
誹
謗

す
る
人
々
、
或
は
外
よ
り
念
仏
は
仏
教
に
非
ず
と
批
判
攻
撃
す
る
人
々
を
す
べ
て
み
と
め
る
こ
と
に
な
る
。
法
然
の
主
張
を
中

コピー厳禁
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心
と
し
て
生
じ
て
き
た
様
々
な
波
紋
の
中
で
、
こ
の
謗
法
罪
の
問
題
は
、
最
も
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
善
導
の
意
を
継
承
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
は
慎
重
に
対
応
し
、
謗
法
罪
の
摂
取
を
積
極
的
に
説
か
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
２
１ 

ま
た
、
普
賢
保
之
氏
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

他
宗
に
念
仏
集
団
に
対
す
る
弾
圧
の
口
実
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
状
況
に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
積
極
的
に
謗
法
罪
の
者
の
往
生
を
説
か
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
２
２ 

唯
除
の
文
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
、
念
仏
に
よ
る
「
一
切
衆
生
平
等
往
生
」
と
い
う
救
い
の
構
造
か
ら
み
れ
ば
当
然
、
謗
法
者
の
救

い
が
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
浅
井
氏
や
普
賢
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
謗
法
罪
の
者
の
積
極
的
な
救
い
を
説
く
こ

と
で
誤
解
を
生
じ
、
他
宗
か
ら
の
批
判
や
弾
圧
を
認
め
て
し
ま
っ
た
り
、
念
仏
集
団
内
で
他
宗
を
誹
謗
す
る
者
が
生
じ
て
し
ま
っ
た

り
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
も
し
積
極
的
な
往
生
を
説
く
の
で
あ
れ
ば
、『
観
経
疏
』
の
下
品
下
生
釈
「
こ
れ
（
謗

法
罪
を
）
摂
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
２
３

」
の
文
や
『
法
事
讃
』
「
仏
願
力
を
も
つ
て
五
逆
と
十
悪
と
罪
滅
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
、
謗

法
と
闡
提
と
回
心
し
て
み
な
往
く
に
よ
る
２
４

」
の
文
を
引
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
法
然
は
こ
の
文
も
見
な
が
ら
敢
え
て
引
用
し

な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
法
然
の
謗
法
者
を
簡
単
に
は
認
め
さ
せ
ま
い
と
す
る
姿
勢
が
暗
に
窺
え
る
。 

当
時
の
法
然
浄
土
教
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
は
『
七
箇
条
起
請
文
』
か
ら
も
窺
え
る
。
『
七
箇
条
起
請
文
』
は
、
「
念
仏
集
団
の
存

亡
が
危
惧
さ
れ
る
中
で
、
念
仏
集
団
を
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
の
中
で
認
め
ら
れ
た
も
の
２
５

」
と
見
ら
れ
て
い
る
。

第
一
条
目
に
「
加
之
誹
謗
正
法
既
除
彌
陀
願
２
６

」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
念
仏
集
団
内
、
他
宗
に
お
け
る

コピー厳禁
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誤
解
・
批
判
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
よ
り
法
然
は
、
偏
依
善
導
と
い
う
立
場
に
よ
り
つ
つ
も
称
名
念
仏
に
よ
る
弥
陀
の
本

願
力
の
救
い
を
た
だ
説
く
の
で
あ
る
。 

次
に
『
選
択
集
』
以
外
の
文
献
よ
り
、
法
然
の
謗
法
へ
の
言
及
か
ら
そ
の
理
解
を
窺
い
た
い
。 

①
餘
行
を
謗
し
念
仏
を
謗
せ
ん
、
お
な
し
く
こ
れ
逆
罪
也
。
と
ら
・
お
ほ
か
み
に
害
せ
ら
れ
ん
、
獅
子
に
害
せ
ら
れ
ん
と
も
か

な
ら
す
死
す
へ
し
。
こ
れ
を
も
謗
す
へ
か
ら
す
、
か
れ
を
も
そ
ね
む
へ
か
ら
す
。
と
も
に
み
な
佛
法
也
、
た
か
ひ
に
偏
執
す
る

事
な
か
れ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
「
登
山
状
」『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
四
二
五
頁
） 

②
イ
カ
サ
マ
ニ
モ
余
ノ
行
人
ナ
リ
ト
モ
、
ス
ベ
テ
人
ヲ
ク
ダ
シ
、
人
ヲ
ソ
シ
ル
ハ
、
ユ
ユ
シ
キ
ト
ガ
オ
モ
キ
コ
ト
ニ
テ
候
ナ
リ
。

ヨ
ク
ヨ
ク
御
ツ
ツ
シ
ミ
候
テ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
「
大
胡
の
太
郎
実
秀
へ
つ
か
は
す
御
返
事
」『
同
』
五
二
六
頁
） 

③
念
佛
ノ
行
ヲ
信
セ
ヌ
人
ニ
ア
ヒ
テ
論
シ
、
ア
ラ
ヌ
行
ノ
異
計
ノ
人
人
ニ
ム
カ
ヒ
テ
執
論
候
ヘ
カ
ラ
ス
。
ア
ナ
カ
チ
ニ
異
解
異

學
ノ
人
ヲ
ミ
テ
ハ
、
ア
ナ
ツ
リ
ソ
シ
ル
コ
ト
候
マ
シ
。 

 
 

（
「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
へ
進
ず
る
御
返
事
」『
同
』
五
三
一
頁
） 

④
一
。
誹
謗
正
法
は
、
五
逆
の
つ
み
に
お
ほ
く
ま
さ
り
と
申
候
は
、
ま
事
に
て
候
か
。 

答
。
こ
れ
は
い
と
人
の
せ
ぬ
事
に
て
候
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
「
百
四
十
五
箇
条
問
答
」『
同
』
六
五
七
頁
） 

以
上
に
あ
げ
た
①
～
③
の
文
か
ら
、
法
然
は
念
仏
を
謗
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
諸
行
を
謗
る
こ
と
も
重
い
罪
で
あ
る
と
い
う
認
識
の

も
と
に
執
論
す
る
こ
と
等
を
誡
め
て
い
る
と
窺
え
る
。
ま
た
、
④
の
文
に
関
し
て
、「
謗
法
罪
を
十
分
意
識
し
て
、
そ
れ
を
犯
さ
な
い

よ
う
に
誡
め
る
法
然
の
配
慮
が
窺
え
る
と
と
も
に
、「
い
と
人
の
せ
ぬ
事
」
と
い
う
の
が
謗
法
罪
に
対
す
る
法
然
の
基
本
姿
勢
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
２
７

」
と
前
田
氏
は
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
浅
井
氏
も
「
謗
法
罪
は
人
の
な
す
べ
き
行
為
で
は
な
い
と
、
そ
れ

コピー厳禁
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以
上
論
究
し
な
い
の
で
あ
る
。
謗
法
罪
を
充
分
意
識
し
て
、
そ
れ
を
犯
さ
ぬ
よ
う
誡
め
る
法
然
の
配
慮
が
知
ら
れ
る
２
８

」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。 

以
上
の
法
語
や
先
述
し
た
謗
法
理
解
か
ら
法
然
は
自
身
が
謗
法
者
だ
と
い
う
認
識
及
び
他
宗
を
謗
ろ
う
と
い
う
態
度
は
見
ら
れ
な

い
。
む
し
ろ
、「
と
も
に
み
な
佛
法
也
」
と
い
う
視
点
か
ら
謗
法
や
そ
こ
か
ら
お
こ
る
論
争
は
避
け
よ
う
と
い
う
態
度
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
『
選
択
集
』
結
勘
の
文
に
お
い
て
も
、
「
庶
幾
は
く
は
一
た
び
高
覧
を
経
て
後
に
、
壁
の
底
に
埋
み
て
、
窓
の
前
に
遺
す
こ
と
な

か
れ
。
お
そ
ら
く
は
破
法
の
人
を
し
て
、
悪
道
に
堕
せ
し
め
ざ
ら
ん
が
た
め
な
り
２
９

」
と
い
う
記
述
か
ら
、
謗
法
者
を
生
ま
れ
さ
せ

ま
い
と
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
意
図
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。 

法
然
の
謗
法
理
解
の
特
色
は
、
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
る
謗
法
者
の
浄
土
往
生
を
認
め
る
も
の
の
、
当
時
の
念
仏
集
団
が
お
か
れ
て

い
た
状
況
へ
の
配
慮
か
ら
、
そ
の
積
極
性
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
弥
陀
の
本
願
力
や
念
仏
、
念
仏
者
を
謗
る
こ
と
だ
け
で
な

く
、
他
宗
の
法
や
諸
行
を
修
す
る
者
を
謗
る
こ
と
も
人
の
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
の
理
解
が
あ
り
、
こ
れ
は
後
述
す
る
日
蓮
の
謗

法
理
解
と
は
異
な
る
特
色
で
あ
る
。 

  
 

第
二
節 

親
鸞
に
お
け
る
謗
法
理
解 

親
鸞
は
、
『
教
行
信
証
』
「
信
文
類
」
末
、
逆
謗
除
取
釈
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

そ
れ
諸
大
乗
に
よ
る
に
、
難
化
の
機
を
説
け
り
。
い
ま
『
大
経
』
に
は
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
ひ
、
あ
る
い
は
「
唯
除

造
無
間
悪
業
誹
謗
正
法
及
諸
聖
人
」
と
の
た
ま
へ
り
。
『
観
経
』
に
は
五
逆
の
往
生
を
明
か
し
て
謗
法
を
説
か
ず
。
『
涅
槃
経
』

コピー厳禁



13 

 

に
は
難
治
の
機
と
病
と
を
説
け
り
。
こ
れ
ら
の
真
教
、
い
か
ん
が
思
量
せ
ん
や
。
３
０ 

親
鸞
は
、
こ
こ
で
『
無
量
寿
経
』
や
同
経
の
異
訳
の
『
如
来
会
』
で
示
さ
れ
る
五
逆
の
者
や
謗
法
の
者
の
唯
除
と
『
観
経
』
で
示
さ

れ
る
五
逆
の
者
の
往
生
及
び
謗
法
の
者
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
言
及
し
て
い
る
。 

こ
の
問
い
の
応
答
と
し
て
、
第
一
章
で
考
察
し
た
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
と
善
導
の
『
観
経
疏
』
を
中
心
に
引
用
し
て
、
論
を
示

す
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
曇
鸞
説
・
善
導
説
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
両
者
の
説
を
独
自
に
受
容
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
親
鸞
は
、
第
一
章
第
一
節
で
示
し
た
『
往
生
論
註
』
の
解
義
分
観
察
体
相
章
の
文
は
引
用
し
て
い
な
い
の
で
あ
る

が
、
善
導
説
の
引
用
の
箇
所
で
、
謗
法
者
が
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
意
と
同
意
と
読
め
る
『
法
事
讃
』
の
文
「
仏

願
力
を
も
つ
て
五
逆
と
十
悪
と
罪
滅
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
、
謗
法
と
闡
提
と
回
心
し
て
み
な
往
く
に
よ
る
３
１

」
を
引
用
し
て
い
る
。

ま
た
、
三
在
釈
３
２

に
お
い
て
も
謗
法
の
者
が
十
念
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
大
き
な
問
題
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
お
い
て
は
、
唯
除
の
文
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。 

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
ふ
は
、「
唯
除
」
と
い
ふ
は
た
だ
除
く
と
い
う
こ
と
ば
な
り
。
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
ひ
誹
謗
の

お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
ん
と
な
り
。
こ
の
ふ
た
つ
の
罪
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て
、
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す

べ
し
と
し
ら
せ
ん
と
な
り
。
３
３ 

阿
弥
陀
仏
は
、
五
逆
や
謗
法
の
罪
を
犯
す
こ
と
を
決
し
て
好
ま
ず
抑
止
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
罪
を

仮
に
犯
し
た
と
し
て
も
、
回
心
す
れ
ば
本
願
力
に
よ
っ
て
摂
取
せ
し
め
ら
れ
る
と
知
ら
せ
て
い
る
。
親
鸞
は
以
上
の
よ
う
に
唯
除
の

コピー厳禁
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意
を
捉
え
て
い
る
。
こ
の
文
か
ら
善
導
の
抑
止
説
が
親
鸞
の
謗
法
理
解
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。 

市
川
浩
史
氏
は
、
親
鸞
の
謗
法
理
解
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

「
抑
止
門
」
の
論
理
は
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
誹
謗
正
法
者
の
往
生
を
不
可
能
と
す
る
曇
鸞
説
を
真
向
か
ら
否
定
す
る
こ
と
な

く
、
ひ
い
て
は
こ
れ
を
五
逆
者
・
誹
謗
正
法
者
の
往
生
を
と
も
に
可
能
と
す
る
善
導
説
そ
の
も
の
に
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
、

思
想
の
発
展
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
際
に
、
基
調
と
さ
れ
た
の
が
善
導
説
で
あ
り
、
そ
れ
に
曇
鸞
説
を
「
会
通
」

し
た
の
で
あ
る
３
４ 

法
然
と
親
鸞
の
謗
法
理
解
に
お
い
て
、
謗
法
者
が
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
っ
て
摂
取
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
思
想
に
共
通
性
が
認
め
ら

れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
理
解
の
表
現
に
は
相
違
が
あ
る
。
法
然
は
、
第
十
八
願
の
唯
除
の
文
を
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
何
ら
言
及
し

な
い
の
に
対
し
て
、
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
や
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
直
接
言
及
し
、
さ
ら
に
『
法
事
讃
』
の
文
の
意
で
あ
る
「
謗

法
・
闡
提
、
回
心
す
れ
ば
み
な
往
く
３
５

」
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
理
解
を
明
確
に
す
る
の
で
あ
る
。 

  
 

第
三
節 

日
蓮
に
お
け
る
謗
法
理
解 

法
然
・
親
鸞
の
先
に
み
た
謗
法
理
解
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
、
日
蓮
の
法
然
浄
土
教
批
判
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
い
。 

日
蓮
の
批
判
の
的
は
、
法
然
が
聖
道
門
と
す
る
諸
経
典
を
否
定
し
た
こ
と
だ
と
す
る
。
日
蓮
は
、
法
然
の
「
聖
道
門
を
否
定
す
る

姿
勢
は
「
捨
閉
閣
抛
」
の
四
字
に
集
約
さ
れ
る
３
６

」
と
見
て
い
る
。
『
立
正
安
国
論
』
に
お
い
て
、
法
然
著
作
の
『
選
択
集
』
が
謗

法
の
書
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
法
然
を
謗
法
者
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
。 

コピー厳禁
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そ
し
て
、
日
蓮
は
批
判
の
根
拠
を
二
つ
の
経
典
に
求
め
る
。
３
７

一
つ
は
、
『
大
経
』
の
第
十
八
願
の
唯
除
の
文
で
あ
り
、
も
う
一 

つ
は
次
の
『
法
華
経
』
「
譬
喩
品
」
の
文
で
あ
る
。 

若
人
不
信 

毀
謗
此
經 

（
則
斷
一
切 

世
間
仏
種 

或
復
顰
蹙 

而
懐
疑
惑 

汝
當
聽
説 

此
人
罪
報 

若
仏
在
世 

若
滅

度
後 
其
有
誹
謗 

如
斯
經
典 

見
有
讀
誦 

書
持
經
者 

輕
淺
憎
嫉 

而
懐
結
恨 

此
人
罪
報 

汝
今
復
聽
） 

斯
人
命
終 

入
阿
鼻
獄
３
８ 

こ
の
二
つ
を
根
拠
と
し
て
、
日
蓮
は
法
然
を
弥
陀
の
本
願
か
ら
除
か
れ
た
堕
地
獄
の
者
に
あ
た
る
と
見
て
い
る
。
関
戸
堯
海
氏
は
「
法

然
が
結
果
的
に
『
法
華
経
』
を
そ
し
る
こ
と
に
な
る
３
９

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
結
果
的
に
」
と
い
う
論
理
に
、

日
蓮
の
謗
法
理
解
の
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
島
薗
進
氏
は
、
日
蓮
の
謗
法
理
解
に
つ
い
て
、
「
「
謗
法
」
と
は

正
法
を
謗
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
潮
流
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
と
し
て
『
法
華
経
』
を
軽
ん
じ
る
こ
と
ま
で
を

も
含
む
こ
と
と
な
っ
た
４
０

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

つ
ま
り
日
蓮
の
謗
法
理
解
と
は
、『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
仏
道
を
歩
ま
な
い
も
の
は
す
べ
て
謗
法
で
あ
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
二

元
論
的
な
論
理
展
開
で
あ
る
と
い
え
る
。『
佐
渡
御
書
』
か
ら
は
、
日
蓮
が
自
身
と
謗
法
と
の
関
わ
り
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
の
一

端
が
窺
わ
れ
る
。 

日
蓮
も
過
去
の
種
子
、
已
に
謗
法
の
者
な
れ
ば
、
今
生
に
念
佛
者
に
て
數
年
が
間
、
法
華
經
の
行
者
を
見
て
は
、
『
未
有
一
人

得
者
』
『
千
中
無
一
』
等
と
笑
ひ
し
な
り
。
今
謗
法
の
醉
醒
め
て
見
れ
ば
、
酒
に
醉
へ
る
者
の
父
母
を
打
ち
て
悦
び
し
が
、
醉

覺
め
て
後
嘆
き
し
が
如
し
。
嘆
け
ど
も
甲
斐
な
し
、
此
の
罪
消
え
が
た
し
。
何
に
況
や
過
去
の
謗
法
の
心
中
に
染
み
け
ん
を
や
。

コピー厳禁
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４
１ 

日
蓮
に
は
、
自
身
が
過
去
に
犯
し
た
謗
法
の
罪
意
識
が
窺
え
る
。「
此
の
罪
消
え
が
た
し
」
で
は
あ
る
も
の
の
謗
法
罪
を
過
去
の
も
の

と
し
て
い
く
た
め
に
、
即
ち
謗
法
罪
に
よ
る
堕
地
獄
の
身
と
な
ら
な
い
た
め
に
、「
今
生
」
に
存
在
す
る
謗
法
者
を
徹
底
的
に
排
撃
す

べ
き
だ
と
い
う
基
本
姿
勢
が
あ
る
。
排
撃
す
る
こ
と
こ
そ
が
自
ら
の
過
去
の
謗
法
罪
を
消
す
こ
と
に
繋
が
る
と
も
考
え
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
次
章
で
示
す
。 

法
然
の
場
合
、
浄
土
三
部
経
を
所
依
の
経
典
と
し
、
称
名
念
仏
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
の
救
い
を
説
く
。『
法
華
経
』
を
所
依
の
経
典
と

は
見
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、『
法
華
経
』
を
軽
ん
じ
て
い
る
こ
と
に
繋
が
る
。
よ
っ
て
、
謗
法
者
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
の
が
日

蓮
の
謗
法
理
解
の
論
理
で
あ
っ
た
。
以
上
よ
り
、
日
蓮
に
は
自
ら
の
所
依
の
経
典
を
所
依
と
し
な
い
こ
と
が
た
だ
ち
に
謗
法
に
あ
た

る
と
い
う
理
解
が
窺
え
た
。
ま
た
、
日
蓮
に
と
っ
て
謗
法
者
と
は
社
会
に
蔓
延
る
悪
の
根
源
だ
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
し
か
し
、
謗

法
者
は
最
も
救
わ
れ
難
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
法
然
や
親
鸞
と
同
様
の
理
解
で
あ
る
。 

  

第
三
章 

法
然
・
親
鸞
・
日
蓮
に
お
け
る
謗
法
者
へ
の
態
度 

 

第
一
節 

法
然
に
お
け
る
謗
法
者
へ
の
態
度 

法
然
の
謗
法
者
へ
の
態
度
に
は
、
彼
ら
を
誡
め
る
姿
勢
や
悪
を
つ
く
る
こ
と
へ
の
慚
愧
を
説
く
こ
と
も
あ
る
が
、「
あ
は
れ
み
」
や

「
慈
悲
」
の
こ
こ
ろ
を
示
し
て
い
く
姿
勢
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
姿
勢
の
も
と
で
、
自
身
が
浄
土
往
生
し
、
悟
り
を
開
い
た
後
の

コピー厳禁
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活
動
に
よ
っ
て
謗
法
者
を
救
お
う
と
示
し
て
い
る
。 

カ
カ
ル
不
信
ノ
衆
生
ヲ
オ
モ
ヘ
ハ
、
過
去
ノ
父
母
兄
弟
親
類
也
ト
オ
モ
ヒ
候
ニ
モ
、
慈
悲
ヲ
オ
コ
シ
テ
、
念
佛
カ
カ
テ
申
テ
、

極
楽
ノ
上
品
上
生
ニ
マ
イ
リ
テ
、
サ
ト
リ
ヲ
ヒ
ラ
キ
、
生
死
ニ
カ
ヘ
リ
テ
、
誹
謗
不
信
ノ
人
オ
モ
ム
カ
ヘ
ム
ト
、
善
根
ヲ
修
シ

テ
ハ
、
オ
ホ
シ
メ
ス
ヘ
キ
事
ニ
テ
候
也
。
コ
ノ
ヨ
シ
ヲ
御
コ
コ
ロ
エ
ア
ル
ヘ
キ
ナ
リ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
「
鎌
倉
の
二
位
の
禅
尼
へ
進
ず
る
御
返
事
」『
同
』
五
二
九
頁
） 

カ
カ
ル
不
信
ノ
衆
生
ノ
タ
メ
ニ
、
慈
悲
ヲ
オ
コ
シ
テ
、
利
益
セ
ム
ト
オ
モ
フ
ニ
ツ
ケ
テ
モ
、
ト
ク
極
楽
ヘ
マ
イ
リ
テ
、
サ
ト
リ

ヲ
ヒ
ラ
キ
テ
、
生
死
ニ
カ
ヘ
リ
テ
、
誹
謗
不
信
ノ
モ
ノ
ヲ
ワ
タ
シ
テ
、
一
切
衆
生
ア
マ
ネ
ク
利
益
セ
ム
ト
オ
モ
フ
ヘ
キ
コ
ト
ニ

テ
候
也
。
コ
ノ
ヨ
シ
ヲ
御
コ
コ
ロ
エ
テ
オ
ハ
シ
マ
ス
ヘ
シ
。 

 
 

（
「
津
戸
の
三
郎
へ
つ
か
は
す
御
返
事
」『
同
』
五
〇
三
頁
） 

以
上
の
文
か
ら
「
不
信
ノ
衆
生
」
は
過
去
の
「
父
母
兄
弟
親
類
」
と
あ
り
、
全
く
自
己
と
異
な
る
立
場
で
は
な
い
と
い
う
意
識
が

窺
え
る
。
こ
の
意
識
か
ら
法
然
は
謗
法
者
の
罪
悪
性
に
向
け
た
「
あ
は
れ
み
」
を
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
次
の
文
か
ら
も
法
然
の
立
場
が
窺
え
る
。 

悪
人
ま
て
を
も
す
て
給
は
ぬ
本
願
と
し
ら
ん
に
つ
け
て
も
、
い
よ
い
よ
ほ
と
け
の
知
見
を
は
は
つ
へ
し
、
か
な
し
む
へ
し
。
父

母
の
慈
悲
あ
れ
は
と
て
、
父
母
の
ま
へ
に
て
悪
を
行
せ
ん
に
、
そ
の
父
母
よ
ろ
こ
ふ
へ
し
や
。
な
け
き
な
か
ら
す
て
す
、
あ
は

れ
み
な
か
ら
に
く
む
也
。
ほ
と
け
も
又
も
て
か
く
の
こ
と
し
。 （

「
十
二
箇
条
の
問
答
」『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
六
八
〇
頁
）

父
母
が
悪
を
つ
く
る
わ
が
子
を
見
て
、
歎
き
な
が
ら
捨
て
ず
あ
は
れ
み
な
が
ら
に
く
む
よ
う
に
仏
も
悪
を
つ
く
る
者
に
決
し
て
慈
悲

コピー厳禁
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を
捨
て
な
い
と
示
し
て
い
る
。
法
然
自
身
も
仏
の
慈
悲
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
一
人
だ
と
い
う
姿
勢
の
も
と
に
、
と
も
に
仏
の
慈
悲
の

中
に
い
る
者
と
し
て
謗
法
者
に
対
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、
謗
法
罪
が
仏
道
に
入
る
縁
と
な
る
思
想
も
窺
え
る
。 

こ
の
か
き
お
き
た
る
も
の
を
見
て
、
そ
し
り
謗
ぜ
ん
と
も
が
ら
は
、
か
な
ら
ず
九
品
の
う
て
な
縁
を
む
す
び
、
た
が
ひ
に
順
逆

の
縁
む
な
し
か
ら
ず
し
て
、
一
佛
淨
土
の
と
も
た
ら
む
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
「
念
佛

往
生
要
義
抄
」
『
同
』
六
八
七
頁
） 

こ
の
文
の
前
に
は
、『
五
会
法
事
讃
』
の
文
４
２

を
引
用
し
、「
こ
の
文
の
心
は
、
智
者
も
愚
者
も
、
持
戒
も
破
戒
も
、
た
だ
念
佛
申
さ

ば
、
み
な
往
生
す
と
い
ふ
也
。
４
３

」
と
釈
し
、
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
る
一
切
衆
生
の
浄
土
往
生
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
仏
法

を
謗
る
謗
法
罪
が
か
え
っ
て
仏
道
に
入
る
機
縁
と
な
る
「
逆
縁
」
の
視
点
が
窺
え
る
。
４
４

順
縁
と
い
う
視
点
だ
け
で
な
く
逆
縁
と
し

て
謗
法
者
を
排
除
せ
ず
、
包
摂
し
て
浄
土
往
生
に
導
く
と
い
う
法
然
の
態
度
で
あ
る
。 

  
 

第
二
節 

親
鸞
に
お
け
る
謗
法
者
へ
の
態
度 

親
鸞
が
教
え
を
説
い
て
い
た
頃
、
念
仏
集
団
内
外
で
教
え
に
対
す
る
誤
解
や
偏
見
が
蔓
延
し
て
い
た
。
４
５

親
鸞
の
謗
法
者
へ
の
態

度
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
親
鸞
が
自
身
と
謗
法
者
と
の
関
わ
り
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
示
し
て
お
き
た
い
。『
末
燈

鈔
』
末
の
文
か
ら
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
。 

善
知
識
を
を
ろ
か
に
お
も
ひ
、
師
を
そ
し
る
も
の
を
ば
、
謗
法
の
も
の
と
ま
ふ
す
な
り
。
親
を
そ
し
る
も
の
を
ば
、
五
逆
の
も
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の
と
ま
ふ
す
な
り
。
同
座
せ
ざ
れ
と
さ
ふ
ら
ふ
な
り
。
さ
れ
ば
北
の
郡
に
さ
ふ
ら
ふ
し
善
乘
房
は
、
親
を
の
り
、
善
信
を
や
う

や
う
に
そ
し
り
さ
ふ
ら
ひ
し
か
ば
、
ち
か
づ
き
む
つ
ま
じ
く
お
も
ひ
さ
ふ
ら
は
で
、
ち
か
づ
け
ず
さ
ふ
ら
ひ
き
。
４
６ 

つ
ま
り
、
親
鸞
は
謗
法
者
を
「
ち
か
づ
け
ず
さ
ふ
ら
ひ
き
」
と
示
す
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
自
己
自
身
が
謗
法
者
で
あ
る
と
い
う
意
識

は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
親
鸞
は
謗
法
者
に
ど
の
よ
う
な
態
度
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
念
仏
者
が
謗
法
の
者
に
対
す
る
態
度
と
し
て
説

い
て
い
る
。
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
に
見
ら
れ
る
限
り
で
は
、
二
つ
の
こ
と
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

ま
ず
一
つ
目
は
、
先
に
引
用
し
た
「
同
座
せ
ざ
れ
」
「
な
れ
む
つ
ぶ
べ
か
ら
ず
」
「
ち
か
づ
け
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
謗
法
者
と
親

し
く
せ
ず
、
距
離
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

悪
を
こ
の
む
ひ
と
に
も
ち
か
づ
き
な
ん
ど
す
る
こ
と
は
、
浄
土
に
ま
ゐ
り
て
の
ち
、
衆
生
利
益
に
か
へ
り
て
こ
そ
、
さ
や
う
の

罪
人
に
も
し
た
が
ひ
ち
か
づ
く
こ
と
は
候
へ
。
そ
れ
も
、
わ
が
は
か
ら
ひ
に
は
あ
ら
ず
。
弥
陀
の
ち
か
ひ
に
よ
り
て
御
た
す
け

に
て
こ
そ
、
お
も
ふ
さ
ま
の
ふ
る
ま
ひ
も
候
は
ん
ず
れ
４
７ 

先
述
し
た
文
と
こ
の
文
か
ら
、
自
己
が
「
謗
法
者
を
ち
か
づ
け
ず
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、「
謗
法
者
に
ち
か
づ
か
ず
」
と
い
う

態
度
が
窺
え
る
。「
謗
法
者
に
ち
か
づ
く
」
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
し
た
後
だ
と
す
る
。
謗
法
者
を
も
救
う
た
め
に
再
び
こ

の
娑
婆
世
界
に
還
っ
て
く
る
と
い
う
還
相
を
示
す
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
に

よ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
本
章
第
一
節
に
見
た
よ
う
に
浄
土
往
生
後
の
救
い
を
説
い
た
法
然
の
思
想
と
類
似
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

思
想
の
流
れ
の
中
に
は
善
導
の
『
観
経
疏
』
散
善
義
至
誠
心
釈
の
文
「
も
し
善
行
に
あ
ら
ず
は
、
つ
つ
し
み
て
こ
れ
を
遠
ざ
か
れ
４
８

」
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と
い
う
教
え
が
あ
る
。 

二
つ
目
は
、
謗
法
者
に
対
し
て
何
も
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
自
己
の
無
力
さ
へ
の
歎
き
と
「
わ
た
し
」
に
は
弥
陀
の
本
願

に
誓
わ
れ
た
念
仏
し
か
な
い
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。 

か
の
ひ
と
（
念
仏
を
さ
ま
た
げ
よ
う
と
す
る
人
）
を
に
く
ま
ず
し
て
、
念
仏
を
ひ
と
び
と
申
し
て
、
た
す
け
ん
と
お
も
ひ
あ
は

せ
た
ま
へ
と
こ
そ
お
ぼ
え
候
へ
。
４
９ 

念
仏
を
御
こ
こ
ろ
に
い
れ
て
つ
ね
に
申
し
て
、
念
仏
そ
し
ら
ん
ひ
と
び
と
、
こ
の
世
・
の
ち
の
世
ま
で
の
こ
と
を
、
い
の
り
あ

は
せ
た
ま
ふ
べ
く
候
ふ
。
５
０ 

よ
く
よ
く
念
仏
を
そ
し
ら
ん
ひ
と
を
た
す
か
れ
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
念
仏
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
べ
く
候
ふ
５
１ 

以
上
の
文
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
何
で
あ
る
の
か
。
ま
ず
謗
法
者
を
た
す
け
る
の
は
、
弥
陀
の
本
願
力
で
あ
っ
て
念
仏
者
自
身
で
は

な
い
。
た
す
け
ん
と
思
い
、
こ
の
世
・
の
ち
の
世
ま
で
の
こ
と
を
い
の
っ
て
い
る
の
は
弥
陀
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
を
浄
土
往
生

な
さ
し
め
ん
と
い
う
の
が
弥
陀
の
本
願
で
あ
る
か
ら
、
念
仏
は
弥
陀
の
本
願
の
結
晶
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
念
仏
そ
の
も
の
に

「
謗
法
者
を
た
す
け
た
い
、
正
法
に
出
遇
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
思
い
が
す
で
に
詰
ま
っ
て
い
る
。
念
仏
は
念
仏
の
た
め
に
あ
り
、

謗
法
者
を
た
す
け
る
た
め
の
念
仏
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
仏
法
を
謗
る
こ
と
は
悲
し
く
嘆
か
わ
し
い
。
こ

の
背
景
に
は
親
鸞
自
身
の
息
子
善
鸞
す
ら
正
し
い
法
の
理
解
に
導
け
ず
、
義
絶
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
悲
し
い
出
来
事
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
親
鸞
の
以
上
の
文
の
意
図
は
、
謗
法
者
に
対
し
て
「
た
す
か
れ
と
思
っ
て
念

仏
す
る
」
と
い
う
よ
り
は
自
己
の
無
力
さ
の
歎
き
と
「
念
仏
し
か
な
い
」
、
「
念
仏
の
み
が
ま
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
姿
勢
の
あ
ら
わ
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れ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
た
す
か
れ
や
こ
の
世
・
の
ち
の
世
ま
で
の
こ
と
を
願
う
こ
と
は
念
仏
す
な
わ
ち
弥
陀
の
願
い
そ
の
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
表
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
５
２ 

ま
た
親
鸞
の
手
紙
に
は
「
あ
さ
ま
し
い
」
と
い
う
表
現
も
数
回
見
ら
れ
る
。
５
３

謗
法
者
を
か
な
し
み
、
嘆
か
わ
し
く
思
う
の
で
あ

り
、
自
ら
の
は
か
ら
い
で
は
な
く
ど
こ
ま
で
も
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
る
救
い
を
説
い
た
の
で
あ
る
。 

『
末
灯
鈔
』
、
『
御
消
息
集
』
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
親
鸞
が
師
の
法
然
か
ら
聞
い
た
と
い
う
言
葉
が
二
か
所
見
ら
れ
る
。 

諸
仏
の
御
を
し
へ
を
そ
し
る
こ
と
な
し
。
余
の
善
根
を
行
ず
る
人
を
そ
し
る
こ
と
な
し
。
こ
の
念
仏
す
る
人
を
に
く
み
そ
し
る

人
を
も
、
に
く
み
そ
し
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
。
あ
は
れ
み
を
な
し
、
か
な
し
む
こ
こ
ろ
を
も
つ
べ
し
５
４ 

念
仏
せ
ん
ひ
と
び
と
は
、
か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
ひ
と
を
ば
あ
は
れ
み
を
な
し
、
不
便
に
お
も
う
て
、
念
仏
を
も
ね
ん
ご
ろ

に
申
し
て
、
さ
ま
た
げ
な
さ
ん
を
、
た
す
け
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
５
５ 

念
仏
者
は
、
①
諸
仏
の
教
え
、
②
念
仏
以
外
の
善
根
を
行
ず
る
人
、
③
念
仏
す
る
人
を
憎
み
謗
る
人
を
謗
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
。
特
に
③
の
者
に
対
し
て
、
あ
は
れ
み
、
悲
し
む
心
、
不
便
に
思
う
こ
と
が
二
つ
の
文
を
も
っ
て
理
解
で
き
る
。 

親
鸞
が
法
然
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
書
き
送
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
親
鸞
が
法
然
と
共
通
の
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
以
上
よ
り
、
法
然
と
親
鸞
に
は
共
通
し
て
謗
法
者
へ
の
あ
は
れ
み
、
悲
し
み
、
不
便
の
思
い
す
な
わ
ち
「
悲
哀
」
の
態
度
が

あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の
浄
土
往
生
後
の
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
る
謗
法
者
へ
の
救
い
が
窺
え
る
。
ま
た
、
親
鸞
の
謗
法
者
を
近
づ
け

な
い
と
い
う
表
現
は
、
法
然
に
は
直
接
的
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
法
然
の
立
場
と
異
な
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。 

と
こ
ろ
で
、
法
然
、
親
鸞
は
な
ぜ
謗
法
者
に
対
し
て
「
悲
哀
」
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。
日
蓮
の
場
合
は
、
謗
法
者
を
責
め
、
回
心
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さ
せ
て
い
く
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
た
。
法
然
や
親
鸞
が
用
い
た
「
悲
哀
」
と
は
、
仏
の
側
の
語
り
を
示
し
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
親
鸞
の
意
図
す
る
「
悲
哀
」
を
中
心
に
考
察
し
た
い
。 

そ
の
論
証
と
し
て
ま
ず
、
浄
土
教
は
「
悲
」
か
ら
始
ま
る
と
い
え
る
。
そ
の
「
悲
」
は
、
釈
尊
の
智
慧
に
対
す
る
私
た
ち
の
凡
夫

性
、
罪
悪
深
重
性
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
浄
土
教
の
所
依
の
経
典
で
は
凡
夫
へ
の
「
悲
哀
」
が
確
認
で
き
る
。『
大
経
』
正
宗

分
に
は
、
法
蔵
菩
薩
の
発
願
に
「
わ
れ
ま
さ
に
哀
愍
し
て
、
一
切
を
度
脱
す
べ
し
。
５
６

」
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
衆
生
に

対
し
て
こ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
迷
い
の
世
界
を
自
ら
の
力
で
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
衆
生
の

存
在
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

一
切
の
群
青
海
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
、
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
。
虚
仮
諂
偽
に
し

て
真
実
の
心
な
し
。
こ
こ
を
も
つ
て
如
来
、
一
切
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
憫
し
て
、
５
７ 

と
親
鸞
は
衆
生
の
姿
を
内
省
し
て
い
る
。 

親
鸞
は
、
浄
土
教
の
「
悲
哀
」
の
立
場
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
仏
の
「
悲
哀
」
に
よ
っ
て
顕
わ
に
な
っ
た
自
己
の
存
在
を
見

て
い
る
の
で
あ
る
。
謗
法
者
へ
の
態
度
に
は
、
謗
法
だ
け
で
な
く
自
己
の
罪
悪
深
重
性
も
重
な
っ
て
く
る
と
い
う
二
重
の
構
造
が
あ

る
。『
歎
異
抄
』
第
十
三
条
に
お
い
て
、
親
鸞
は
弟
子
の
唯
円
房
に
対
し
て
、
自
ら
の
こ
こ
ろ
が
善
い
か
ら
人
を
殺
さ
な
い
わ
け
で
は

な
い
、
思
い
通
り
に
人
を
殺
す
縁
に
遇
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か
な

る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
５
８

」
と
、
縁
に
よ
っ
て
ど
ん
な
こ
と
で
も
し
か
ね
な
い
自
己
の
存
在
が
露
呈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
謗
法
者
へ

の
仏
の
「
悲
哀
」
の
目
の
中
に
罪
悪
深
重
な
自
己
と
重
な
る
存
在
の
気
づ
き
に
よ
っ
て
、
人
間
の
本
当
の
姿
に
「
あ
わ
れ
み
」
を
見

コピー厳禁



23 

 

た
と
い
え
る
。
ま
た
、
親
鸞
は
経
文
に
お
い
て
、
視
点
を
仏
の
側
に
移
し
て
読
み
替
え
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
し

た
謗
法
者
へ
の
「
あ
さ
ま
し
い
」
等
の
表
現
に
お
い
て
も
当
然
、
自
ら
が
仏
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
立
場
か
ら
語
っ
た
「
悲
哀
」
で

は
な
い
。
人
間
の
罪
悪
深
重
性
と
い
う
本
質
の
姿
へ
の
内
省
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
に
よ
っ
て
恵
ま
れ
た
「
悲
哀
」
で
あ
る
。
仏
の

視
点
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
謗
法
者
と
同
時
に
自
ら
の
凡
夫
性
を
歎
か
れ
た
の
で
あ
る
。 

法
然
に
お
い
て
も
、
先
述
し
た
「
あ
は
れ
み
な
か
ら
に
く
む
な
り
。
ほ
と
け
も
又
も
て
か
く
の
こ
と
し
。
」
と
謗
法
者
へ
の
語
り
を

自
己
の
視
点
と
重
ね
、
仏
の
語
り
と
し
て
表
出
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

で
は
、
な
ぜ
親
鸞
は
自
己
の
視
点
で
謗
法
罪
を
語
ら
ず
仏
の
視
点
の
ま
ま
謗
法
者
に
示
す
の
だ
ろ
う
か
。
『
歎
異
抄
』
「
後
序
」
に

お
い
て
、 

善
悪
の
ふ
た
つ
、
総
じ
て
も
つ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
、

み
な
も
つ
て
そ
ら
ご
と
た
は
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
５
９ 

と
、
こ
こ
で
は
わ
た
し
た
ち
凡
夫
は
真
実
と
い
え
る
も
の
は
何
一
つ
も
っ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
善
悪
の
判
断
の
完
全
さ
と
い
う
も
の

は
本
質
的
に
人
間
の
側
に
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
決
し
て
悪
を
勧
め
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
人
間
は
煩

悩
に
よ
っ
て
自
己
の
制
御
も
で
き
な
い
よ
う
な
恐
ろ
し
い
行
為
を
も
し
て
し
ま
う
こ
こ
ろ
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

の
視
点
に
立
っ
た
時
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
自
己
に
は
真
実
性
な
る
も
の
は
全
く
な
い
こ
と
を
仏
法
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
気

づ
か
し
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
に
自
己
の
否
定
の
視
点
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

ま
た
、
『
歎
異
抄
』
後
序
に
は
、
親
鸞
の
聞
法
の
姿
勢
が
窺
え
る
。 コピー厳禁



24 

 

聖
人
の
つ
ね
の
仰
せ
に
は
、
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ 

れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」

と
御
述
懐
候
ひ
し
こ
と
を
６
０ 

「
親
鸞
一
人
」
と
い
う
視
点
が
な
い
と
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
本
願
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
弥
陀
の
本
願
力
は
す
べ
て
の
衆
生

に
は
た
ら
い
て
い
る
が
、「
わ
た
し
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
受
け
止
め
な
け
れ
ば
本
質
を
捉
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
仏
の
慈

悲
の
中
に
い
る
の
は
親
鸞
自
身
な
の
で
あ
っ
て
他
人
事
と
し
て
見
る
の
で
は
な
い
。
謗
法
者
は
親
鸞
に
と
っ
て
立
場
を
異
に
す
る
存

在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
仏
の
慈
悲
の
中
で
は
「
わ
た
し
」
が
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
は
自
身
が
教
え
を
説
く
立
場
で
は

な
く
、
自
己
の
問
題
と
し
て
と
も
に
弥
陀
の
教
え
を
聴
く
一
人
だ
と
い
う
姿
勢
が
あ
る
。 

以
上
、
仏
の
慈
悲
の
視
点
か
ら
謗
法
者
が
見
つ
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
自
己
を
含
む
人
間
の
本
当
の
姿
が
露
呈
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
親
鸞
の
内
省
の
視
点
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
仏
の
目
に
映
る
謗
法
者
と
自
己
と
い
う
二
重
の
構
造
に
よ
っ
て
、
親
鸞
が
仏
の

側
の
語
り
の
ま
ま
に
謗
法
者
へ
と
向
け
ら
れ
た
「
悲
哀
」
の
ま
な
ざ
し
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
親
鸞
の
縁
に
遇
え
ば
、
煩

悩
に
よ
っ
て
ど
ん
な
恐
ろ
し
い
行
為
を
も
し
か
ね
な
い
自
己
の
存
在
、
ま
た
真
実
と
い
え
る
も
の
は
何
一
つ
も
っ
て
い
な
い
自
己
の

存
在
へ
の
気
づ
き
が
あ
っ
た
。
法
然
に
お
い
て
も
謗
法
者
が
「
過
去
ノ
父
母
兄
弟
親
類
」
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
あ
り
、
ま
た
善
導

に
は
「
元
身
よ
り
こ
の
か
た
す
な
は
ち
今
身
に
至
り
今
日
に
至
る
ま
で
、
そ
の
中
間
に
お
い
て
三
業
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
か
く
の

ご
と
き
等
の
罪
を
作
る
６
１

」
と
い
う
私
た
ち
の
無
明
の
闇
を
懺
悔
し
た
文
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
謗
法
者
が
仏
法
に
出
遇
う
前
の
「
私
」

と
全
く
異
質
な
存
在
で
は
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
法
然
が
い
う
「
あ
は
れ
み
」
や
親
鸞
が
い
う
「
あ
さ
ま
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し
う
」
、
「
か
な
し
き
」
と
い
う
表
現
は
、
謗
法
者
に
対
し
て
、
能
力
の
な
い
人
を
あ
わ
れ
が
る
「
か
わ
い
そ
う
」
と
い
う
意
で
も
、

嘲
り
笑
う
よ
う
な
嘲
笑
の
意
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
さ
に
自
己
に
向
け
ら
れ
た
人
間
の
本
当
の
姿
に
対
す
る
仏
か
ら

恵
ま
れ
た
「
悲
哀
」
の
ま
な
ざ
し
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
親
鸞
自
身
の
謗
法
者
に
対
す
る
無
力
さ
の
気
づ
き
と
、
自
己
に
は
念
仏
し

か
な
い
と
「
わ
た
し
」
の
問
題
と
し
て
聞
法
し
て
い
く
姿
勢
は
、
念
仏
者
の
あ
る
べ
き
態
度
と
捉
え
ら
れ
る
。 

  
 

第
三
節 

日
蓮
に
お
け
る
謗
法
者
へ
の
態
度 

日
蓮
の
謗
法
者
へ
の
態
度
の
特
色
は
、
当
人
へ
の
直
接
的
な
排
撃
で
あ
る
。
謗
法
者
を
責
め
る
こ
と
で
こ
れ
ま
で
犯
し
て
き
た
謗

法
罪
（
『
法
華
経
』
を
所
依
と
し
な
い
こ
と
は
す
べ
て
謗
法
で
あ
る
）
を
現
世
で
消
滅
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
日
蓮
の
思
想
で
は
、

他
宗
を
排
撃
す
る
事
が
す
な
わ
ち
自
身
の
過
去
の
謗
法
罪
を
滅
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
ま
た
国
家
的
な
大
き
な
側
面
か
ら
見
れ
ば
、

国
難
を
も
防
ぐ
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
後
者
に
関
連
し
て
、
「
法
華
経
至
上
主
義
６
２

」
の
立
場
で
他
宗
の
排
撃
を
行
っ
て
い
く

後
年
に
お
い
て
、「
法
然
が
『
撰
擇
』
に
付
い
て
日
本
國
の
佛
法
を
失
ふ
故
に
天
地
瞋
を
な
し
、
自
界
叛
逆
難
と
佗
国
侵
逼
難
起
る
べ

し
と
勘
へ
た
り
６
３

」
と
論
難
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
謗
法
に
よ
っ
て
国
難
が
起
こ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
防
ぐ
に
は
謗
法
者
を
排
撃

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
日
蓮
の
論
理
で
あ
る
。
川
添
昭
二
氏
は
こ
の
文
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。 

結
局
法
然
の
念
佛
宗
が
國
家
秩
序
を
亂
る
根
本
悪
を
成
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
見
解
の
下
に
、
そ
の
徹
底
的
對
治
を
圖
る
べ
く
、
幕

府
權
力
を
通
じ
て
上
か
ら
の
凊
掃
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
６
４ 

謗
法
に
何
と
し
て
で
も
対
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
日
蓮
の
態
度
で
あ
る
。『
法
華
経
』
を
所
依
の
経
典
と
し
な
い

コピー厳禁



26 

 

も
の
す
べ
て
を
謗
法
者
と
見
做
し
、
そ
の
者
を
排
撃
す
る
こ
と
は
謗
法
に
値
せ
ず
、
む
し
ろ
排
撃
し
な
い
こ
と
が
謗
法
罪
を
犯
す
こ

と
に
な
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
日
蓮
の
い
う
意
で
の
謗
法
者
を
責
め
な
い
も
の
は
こ
れ
ま
た
謗
法
者
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想

は
、「
此
を
日
蓮
此
れ
に
て
見
な
が
ら
偽
り
愚
か
に
し
て
申
さ
ず
ば
、
倶
に
堕
地
獄
の
者
と
な
つ
て
、
一
分
の
科
な
き
身
が
十
方
の
大

阿
鼻
地
獄
を
經
め
ぐ
る
べ
し
。
６
５

」
と
い
う
文
か
ら
も
窺
え
る
。 

逆
説
的
に
な
る
が
、
日
蓮
の
い
う
謗
法
者
が
い
る
こ
と
自
体
に
自
ら
の
存
在
を
見
い
だ
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
、「
當
世

の
王
臣
な
く
ば
、
日
蓮
が
過
去
謗
法
の
重
罪
消
し
難
し
。
６
６

」
と
い
う
文
か
ら
も
窺
え
る
。 

   

結
論 本

稿
で
は
、
浄
土
教
の
流
れ
の
中
で
法
然
・
親
鸞
の
謗
法
理
解
、
謗
法
者
へ
の
態
度
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
謗
法
者
へ
の
念
仏

者
の
あ
る
べ
き
態
度
を
考
察
し
た
。
そ
れ
を
よ
り
明
確
に
す
る
に
あ
た
っ
て
日
蓮
の
法
然
浄
土
教
批
判
の
視
点
も
取
り
入
れ
た
。
浄

土
教
に
お
け
る
謗
法
の
考
察
は
、『
大
経
』
第
十
八
願
文
の
唯
除
の
文
解
釈
よ
り
始
ま
る
。
し
か
し
、
法
然
は
自
身
の
遺
文
で
、
こ
れ

を
削
除
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
謗
法
者
の
浄
土
往
生
を
積
極
的
に
は
説
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
他
者
へ
の
誤
解

や
そ
こ
か
ら
お
こ
る
批
判
や
弾
圧
等
に
配
慮
し
た
と
推
察
で
き
た
。
親
鸞
は
、
第
一
章
で
見
た
曇
鸞
の
『
往
生
論
註
』
、
善
導
の
『
観

経
疏
』
の
文
を
『
教
行
信
証
』
の
上
で
引
き
、
さ
ら
に
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
自
釈
を
示
す
こ
と
で
、
弥
陀
の
本
願
力
に
よ
る
謗
法
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者
の
救
い
を
明
確
に
し
て
い
る
。 

日
蓮
に
は
、
「
法
華
経
至
上
主
義
」
の
立
場
よ
り
、
『
法
華
経
』
を
所
依
と
し
な
い
こ
と
が
す
べ
て
謗
法
者
に
あ
た
る
と
い
う
理
解

が
あ
っ
た
。
謗
法
者
を
排
撃
し
て
い
く
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
過
去
の
罪
を
滅
し
、
国
難
を
防
ぐ
こ
と
に
繋
が
る
と

い
う
思
想
が
窺
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
法
然
は
、
謗
法
者
に
対
し
て
誡
め
た
り
慚
愧
を
説
い
た
り
も
す
る
が
、
自
己
が
浄
土
往
生
し
、

悟
り
を
開
い
た
後
の
活
動
に
よ
る
救
い
を
説
く
な
ど
「
あ
わ
れ
み
」
「
慈
悲
」
の
こ
こ
ろ
を
示
す
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。 

親
鸞
は
、
謗
法
者
に
対
す
る
自
己
の
無
力
さ
へ
の
歎
き
と
「
念
仏
の
他
に
な
い
」
と
い
う
姿
勢
が
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
弥
陀
の
本

願
力
に
よ
る
救
い
を
示
し
て
い
た
。 

ま
た
、
親
鸞
に
は
謗
法
者
に
対
す
る
「
悲
哀
」
の
態
度
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
「
悲
哀
」
と
は
、
仏
の
側
の
語
り
で
あ
る
こ
と
が
見

出
せ
た
。
仏
の
目
に
映
る
謗
法
者
と
自
己
と
い
う
二
重
の
構
造
に
よ
っ
て
、
親
鸞
が
仏
の
語
り
の
ま
ま
に
謗
法
者
へ
と
向
け
ら
れ
た

「
悲
哀
」
の
ま
な
ざ
し
が
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
の
ま
な
ざ
し
は
、
決
し
て
自
ら
が
仏
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
立
場
か
ら
語
っ
た
「
悲

哀
」
で
は
な
い
。
人
間
の
罪
悪
深
重
性
と
い
う
本
当
の
姿
へ
の
内
省
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
仏
に
よ
っ
て
恵
ま
れ
た
「
悲
哀
」
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
親
鸞
の
縁
に
遇
え
ば
、
煩
悩
に
よ
っ
て
ど
ん
な
恐
ろ
し
い
行
為
を
も
し
か
ね
な
い
自
己
の
存
在
、
真
実
性
な
る
も
の

は
全
く
も
た
な
い
自
己
へ
の
気
づ
き
が
あ
っ
た
。
ま
た
「
親
鸞
一
人
」
と
、
自
己
の
問
題
と
し
て
聞
法
し
て
い
く
姿
勢
が
窺
え
た
。

親
鸞
の
こ
れ
ら
の
態
度
は
、
念
仏
者
の
あ
る
べ
き
態
度
と
捉
え
ら
れ
る
。 

以
上
、
謗
法
者
へ
の
ま
な
ざ
し
の
考
察
に
よ
っ
て
、
謗
法
者
へ
の
あ
る
べ
き
念
仏
者
の
態
度
を
一
定
程
度
明
ら
か
に
で
き
た
。
ま

た
そ
の
視
点
か
ら
現
代
的
な
関
心
に
お
い
て
も
、
自
己
と
異
な
る
思
想
・
信
条
を
も
つ
他
者
へ
の
一
つ
の
ま
な
ざ
し
を
示
唆
で
き
た
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の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 
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註 

 

１

『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
（
一
）
三
経
七
祖
篇
』
二
五
頁
。 

２

玉
城
康
四
郎
「
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
意
味
に
つ
い
て
―
イ
ン
ド
・
総
結
篇
―
」
や
「
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
意
味
に
つ

い
て
―
中
國
・
日
本
篇
―
」
に
お
い
て
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

３

玉
城
康
四
郎
「
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
意
味
に
つ
い
て
―
イ
ン
ド
・
総
結
篇
―
」
二
二
八
頁
。 

４

玉
城
康
四
郎
「
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
意
味
に
つ
い
て
―
イ
ン
ド
・
総
結
篇
―
」
二
七
五
頁
―
二
七
七
頁
。 

５

玉
城
康
四
郎
「
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
意
味
に
つ
い
て
―
イ
ン
ド
・
総
結
篇
―
」
二
七
九
頁
。 

６

玉
城
康
四
郎
「
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
意
味
に
つ
い
て
―
イ
ン
ド
・
総
結
篇
―
」
二
七
九
頁
。 

７

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
九
五
頁
。
「
問
い
て
い
は
く
、
な
ん
ら
の
相
か
こ
れ
正
法
を
誹
謗
す
る
。
答
え
て
い
は

く
、
も
し
仏
な
く
、
仏
の
法
な
し
、
菩
薩
な
く
、
菩
薩
の
法
な
し
と
い
は
ん
。
か
く
の
ご
と
き
等
の
見
、
も
し
は
心
に
み
づ
か
ら

解
し
、
も
し
は
他
に
従
ひ
て
受
け
、
そ
の
心
決
定
す
る
を
み
な
正
法
を
誹
謗
す
と
名
づ
く
。
」
と
あ
る
。 

８

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
九
四
頁
。
引
用
文
の
下
線
部
は
筆
者
に
よ
る
。
（
以
下
同
様
） 

９

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
九
四
頁
。 

１
０

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
九
四
頁
。 

１
１

内
藤
知
康
「
「
信
文
類
」
逆
謗
除
取
釈
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
二
五
九
頁
。 

１
２

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
九
六
頁
。 

１
３

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
一
二
八
頁
。
内
藤
知
康
氏
も
「
「
信
文
類
」
逆
謗
除
取
釈
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
の
註

に
お
い
て
、
こ
の
文
に
つ
い
て
「
た
だ
し
、
こ
の
文
中
に
身
体
障
害
者
へ
の
差
別
に
つ
な
が
る
表
現
が
あ
り
、
時
代
状
況
等
も
勘

案
し
て
、
無
批
判
に
こ
の
文
を
受
容
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
筆
者
も
同
じ
立
場
で
あ

る
。
仏
教
は
、
カ
ー
ス
ト
制
度
の
中
で
成
り
立
つ
バ
ラ
モ
ン
教
を
否
認
す
る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
。
初
期
の
経
典
で
あ
る
『
ス
ッ

タ
ニ
パ
ー
タ
』
六
五
〇
偈
に
も
「
生
れ
に
よ
っ
て
〈
バ
ラ
モ
ン
〉
と
な
る
の
で
は
な
い
。
生
れ
に
よ
っ
て
〈
バ
ラ
モ
ン
な
ら
ざ
る

者
〉
と
な
る
の
で
も
な
い
。
行
為
に
よ
っ
て
〈
バ
ラ
モ
ン
〉
な
の
で
あ
る
。
行
為
に
よ
っ
て
〈
バ
ラ
モ
ン
な
ら
ざ
る
者
〉
な
の
で
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あ
る
。
」
（
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』
一
四
〇
頁
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
法
そ
の
も
の
に
差
別
が
あ
る
の
で
は
決
し
て
な

い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。 

１
４

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
四
九
四
頁
。 

１
５

「
三
種
の
障
」
と
は
、
①
「
仏
お
よ
び
も
ろ
も
ろ
の
聖
衆
を
見
る
こ
と
」
、
②
「
正
法
を
聴
聞
す
る
こ
と
」
、
③
「
歴
事
供
養
す
る

こ
と
」
が
で
き
な
い
こ
と
を
指
す
。 

１
６

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
四
九
五
頁
。 

１
７

『
浄
土
真
宗
聖
典 
七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
五
一
八
頁
。 

１
８

『
登
山
状
』
（
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
四
二
二
頁
）
に
は
、
唯
除
の
文
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
善
導
の
「
若
我
成
佛
、
十
方

衆
生
、
稱
我
名
號
、
下
至
十
聲
、
若
不
生
者
、
不
取
正
覺
。
彼
佛
今
現
在
世
成
佛
、
當
知
、
本
誓
重
願
不
虛
、
衆
生
稱
念
、
必

得
往
」
を
引
く
の
み
で
そ
れ
以
上
言
及
し
て
い
な
い
。 

１
９

前
田
壽
雄
「
法
然
に
お
け
る
逆
謗
の
救
い
」
二
一
七
頁
。 

２
０

『
選
択
集
』
で
は
、「
一
切
衆
生
平
等
往
生
」（
『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
一
二
〇
九
頁
）
の
た
め
に
、
阿
弥
陀
仏

は
本
願
を
た
て
ら
れ
た
と
み
て
い
る
。
法
然
は
「
選
択
」
に
関
し
て
、「
選
択
と
摂
取
と
そ
の
言
異
な
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
意
こ

れ
同
じ
。
し
か
れ
ば
不
清
浄
の
行
を
捨
て
て
、
清
浄
の
行
を
取
る
。
」
（
『
同
』
一
二
〇
四
頁
）
と
し
、
「
選
ぶ
」
と
「
捨
て
る
」
の

両
義
を
示
す
。
法
然
が
い
う
「
選
択
」
の
特
徴
は
、
阿
弥
陀
仏
の
選
択
で
あ
る
と
示
す
こ
と
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
が
一
切
の
諸
行

を
選
捨
し
、
称
名
念
仏
一
行
を
選
取
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
聖
意
測
り
が
た
し
。
た
や
す
く
解
す
る
こ
と
あ
た
は
ず
」（
『
同
』
一

二
〇
七
頁
）
と
し
つ
つ
も
、
勝
劣
・
難
易
の
二
義
で
示
す
。
『
往
生
礼
讃
』
『
往
生
要
集
』
を
引
用
し
て
衆
生
の
機
根
の
劣
っ
た
者

で
あ
る
か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の
功
徳
が
備
わ
っ
て
い
る
一
声
の
念
仏
が
選
択
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
示
す
。 

２
１

浅
井
成
海
「
法
然
に
お
け
る
逆
・
謗
の
救
い
の
問
題
」
一
七
頁
。
こ
の
引
用
箇
所
に
お
け
る
「
善
導
の
意
」
と
は
、
「
仏
願
力
を

も
つ
て
五
逆
と
十
悪
と
罪
滅
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
、
謗
法
と
闡
提
と
回
心
し
て
み
な
往
く
に
よ
る
」
（
『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖

篇
（
註
釈
版
）
』
五
一
八
頁
）
を
指
し
て
い
る
。 

２
２

普
賢
保
之
「
法
然
に
お
け
る
謗
法
理
解
」
一
九
頁
。 
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２
３

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
四
九
四
頁
。 

２
４

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
五
一
八
頁
。 

２
５

普
賢
保
之
「
法
然
に
お
け
る
謗
法
理
解
」
一
八
頁
。 

２
６

石
井
教
道
編
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
七
八
七
頁
。 

２
７

前
田
壽
雄
「
法
然
に
お
け
る
逆
謗
の
救
い
」
二
二
四
頁
。 

２
８

浅
井
成
海
「
法
然
に
お
け
る
逆
・
謗
の
救
い
の
問
題
」
一
二
頁
。 

２
９

『
浄
土
真
宗
聖
典 
七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
一
二
九
二
頁
。 

３
０

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
二
九
六
頁
。 

３
１

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
五
一
八
頁
。 

３
２

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
二
九
九
頁
。
「
答
え
て
い
は
く
、
な
ん
ぢ
五
逆
・
十
悪
繋
業
等
を
重
と
し
、
下
下
品
の
人
の
十
念

を
も
つ
て
軽
と
し
て
、
罪
の
た
め
に
牽
か
れ
て
ま
づ
地
獄
に
堕
し
て
三
界
に
繋
在
す
べ
し
と
い
は
ば
、
い
ま
ま
さ
に
義
を
も
つ
て

軽
重
の
義
を
校
量
す
べ
し
。
心
に
在
り
、
縁
に
在
り
、
決
定
に
在
り
、
時
節
の
久
近
・
多
少
に
在
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
あ

る
。
五
逆
・
十
悪
な
ど
の
罪
と
念
仏
の
軽
重
は
、
在
心
・
在
縁
・
在
決
定
に
お
い
て
論
ず
る
も
の
で
あ
り
、
時
間
の
長
さ
や
多
い

少
な
い
で
は
な
い
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
が
示
さ
れ
た
後
、「
三
つ
の
義
を
校
量
す
る
に
、
十
念
は
重
な
り
。
重
き
も
の
ま

づ
牽
き
て
、
よ
く
三
有
を
出
づ
。
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。 

３
３

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
六
四
四
頁
。 

３
４

市
川
浩
史
「
親
鸞
の
罪
悪
思
想
―
「
唯
除
五
逆
・
誹
謗
正
法
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」
二
一
頁
。 

３
５

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
三
〇
三
頁
。 

３
６

関
戸
堯
海
「
『
立
証
安
国
論
』
に
み
る
日
蓮
聖
人
の
浄
土
教
批
判
」
一
四
一
頁
。
日
蓮
の
「
捨
閉
閣
抛
」
と
い
う
言
及
は
、『
佐
渡 

御
書
』
（
淺
井
要
麟
編
『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
上
』
八
四
四
頁
）
や
『
呵
責
謗
法
滅
罪
抄
』
（
『
同
』
一
〇
二
八
頁
）

で
窺
え
る
。 

３
７

『
立
正
安
国
論
』
に
「
近
く
は
所
依
の
淨
土
三
部
經
の
『
唯
五
逆
誹
謗
正
法
を
除
く
』
の
誓
文
に
背
き
、
遠
く
は
一
代
五
時
の
肝
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心
た
る
法
華
経
の
第
二
の
『
若
し
人
信
ぜ
ず
し
て
此
の
經
を
毀
謗
し
、
乃
至
其
の
人
命
終
し
て
阿
鼻
獄
に
入
ら
ん
』
の
誡
文
に
迷

ふ
者
な
り
。
」
（
淺
井
要
麟
編
『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
上
』
三
七
二
頁
）
と
あ
る
。 

３
８

坂
本
幸
男
、
岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
』
二
〇
八
頁
。
文
中
の
括
弧
に
つ
い
て
、
日
蓮
は
「
乃
至
」
で
示
す
。 

３
９

関
戸
堯
海
「
『
立
証
安
国
論
』
に
み
る
日
蓮
聖
人
の
浄
土
教
批
判
」
一
四
二
頁
。 

４
０

島
薗
進
『
日
本
仏
教
の
社
会
倫
理
―
「
正
法
」
理
念
か
ら
考
え
る
―
』
一
九
三
頁
。 

４
１

淺
井
要
麟
編
『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
上
』
八
四
五
頁
。 

４
２

石
井
教
道
編
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
六
八
七
頁
。
「
不
簡
多
聞
持
淨
戒
不
簡
破
戒
罪
根
深
但
使
囘
心
多
念
佛
、
能
令
瓦
礫

變
成
金
」
の
文
を
指
す
。 

４
３

石
井
教
道
編
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
六
八
七
頁
。 

４
４

『
岩
波
仏
教
辞
典
第
二
版
』
に
は
、
逆
縁
は
「
因
果
や
道
理
に
違
逆
し
、
人
倫
に
も
と
る
よ
う
な
悪
し
き
事
が
ら
で
、
仏
道
か
ら

遠
ざ
か
る
よ
う
な
縁
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
後
に
逆
縁
は
、
悪
し
き
事
が
ら
に
よ
っ
て
仏
道
に
入
る
よ
す
が
と
な
る
よ
う
な
縁

を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
仏
法
を
謗
る
こ
と
を
縁
と
し
て
仏
道
に
入
る
よ
う
な
場
合
の
縁
を
い
う
。
」
（
五
一
〇

頁
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
意
で
「
逆
縁
」
と
い
う
用
語
を
用
い
た
。 

浄
土
教
の
流
れ
の
中
で
見
れ
ば
、
『
華
厳
経
』
の
文
を
う
け
た
源
信
（
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
の
『
往
生
要
集
』
、
親
鸞
の
『
教

行
信
証
』
に
思
想
的
関
連
が
指
摘
で
き
る
。「
も
し
菩
薩
の
種
々
の
行
を
修
行
す
る
を
見
て
、
善
・
不
善
の
心
を
起
こ
す
こ
と
あ
る

を
、
菩
薩
み
な
摂
取
す
」（
『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
一
一
七
八
頁
）
と
い
う
『
華
厳
経
』
の
文
を
う
け
、
源
信
は
、

「
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
謗
り
を
な
す
も
ま
た
こ
れ
結
縁
な
り
。
」
（
『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
一
一
七
八
頁
）
と
示

す
。
ま
た
親
鸞
は
、「
も
し
こ
の
書
を
見
聞
せ
ん
も
の
、
信
順
を
因
と
し
疑
謗
を
縁
と
し
て
、
信
楽
を
願
力
に
彰
し
、
妙
果
を
安
養

に
顕
さ
ん
と
。
」（
『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
四
七
三
頁
）
と
示
す
。「
謗
り
」
や
「
疑
謗
」
を
縁
と
す
る
こ
と
は
、
浄
土
教
の

流
れ
に
お
け
る
重
要
な
思
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

４
５

親
鸞
が
教
え
を
説
い
て
い
た
頃
の
時
代
背
景
を
推
測
で
き
る
文
が
あ
る
。
念
仏
集
団
内
と
く
に
法
然
の
弟
子
た
ち
に
関
す
る
も
の

と
し
て
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。 
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法
然
聖
人
の
御
弟
子
の
な
か
に
も
、
わ
れ
は
ゆ
ゆ
し
き
学
生
な
ど
と
お
も
ひ
あ
ひ
た
る
ひ
と
び
と
も
、
こ
の
世
に
は
、
み
な

や
う
や
う
に
法
文
を
い
ひ
か
へ
て
、
身
も
ま
ど
ひ
、
ひ
と
を
も
ま
ど
は
し
て
、
わ
づ
ら
ひ
あ
う
て
候
ふ
め
り
。 

（
『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
七
三
八
頁
） 

師
を
そ
し
り
、
善
知
識
を
か
ろ
し
め
、
同
行
を
も
あ
な
づ
り
な
ん
ど
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
よ
し
き
き
候
ふ
こ
そ
、
あ
さ
ま
し
く

候
へ
。
す
で
に
謗
法
の
ひ
と
な
り
、
五
逆
の
ひ
と
な
り
。
な
れ
む
つ
ぶ
べ
か
ら
ず
。 

 
 

 
 

 
 

 

（
『
同
』
七
四
〇
頁
） 

以
上
の
よ
う
に
、
念
仏
者
（
僧
）
が
教
え
を
十
分
に
理
解
し
な
い
ま
ま
に
伝
道
活
動
を
し
、
さ
ら
に
五
逆
罪
や
謗
法
罪
を
犯
し
て

い
る
と
い
う
状
況
が
窺
え
る
。
ま
た
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
親
鸞
は
一
二
五
六
年
、「
不
可
思
議
の
そ
ら
ご
と
、
申
す
か
ぎ

り
な
き
こ
と
ど
も
を
、
申
し
ひ
ろ
め
て
候
」
（
『
同
』
七
五
二
頁
）
と
謗
法
を
原
因
と
し
て
息
子
善
鸞
の
義
絶
を
経
験
し
て
い
る
。 

門
弟
・
民
衆
た
ち
に
お
い
て
も
、
次
の
文
か
ら
当
時
の
混
乱
の
様
子
が
窺
え
る
。 

め
で
た
き
仏
の
御
ち
か
ひ
の
あ
れ
ば
と
て
、
わ
ざ
と
す
ま
じ
き
こ
と
ど
も
を
も
し
、
お
も
ふ
ま
じ
き
こ
と
ど
も
を
も
お
も
ひ

な
ど
せ
ん
は
、
よ
く
よ
く
こ
の
世
の
い
と
は
し
か
ら
ず
、
身
の
わ
ろ
き
こ
と
を
お
も
ひ
し
ら
ぬ
に
て
候
へ
ば
、
念
仏
に
こ
こ

ろ
ざ
し
も
な
く
、
仏
の
御
ち
か
ひ
に
も
こ
こ
ろ
ざ
し
の
お
は
し
ま
さ
ぬ
に
て
候
へ
ば
、
念
仏
せ
さ
せ
た
ま
ふ
と
も
、
そ
の
御

こ
こ
ろ
ざ
し
に
て
は
順
次
の
往
生
も
か
た
く
や
候
ふ
べ
か
ら
ん
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
『
同
』
七
四
四
頁
） 

ま
た
、
親
鸞
の
手
紙
か
ら
当
時
、
実
際
に
蔓
延
っ
て
い
た
謗
法
の
具
体
的
な
内
容
が
窺
え
る
。
①
造
悪
無
礙
の
異
義
、
②
衆
生
の

側
の
は
か
ら
い
と
仏
智
の
不
可
思
議
を
人
々
が
あ
れ
こ
れ
い
う
こ
と
に
惑
わ
さ
れ
る
、
③
臨
終
の
あ
り
さ
ま
で
往
生
で
き
る
か
否

か
を
論
じ
る
こ
と
で
混
乱
を
招
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

①
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
は
煩
悩
具
足
の
ひ
と
の
た
め
な
り
と
信
ぜ
ら
れ
候
ふ
は
、
め
で
た
き
や
う
な
り
。
た
だ
し
わ
る
き
も
の

の
た
め
な
り
と
て
、
こ
と
さ
ら
に
ひ
が
ご
と
を
こ
こ
ろ
に
お
も
ひ
、
身
に
も
口
に
も
申
す
べ
し
と
は
、
浄
土
宗
に
申
す
こ
と

な
ら
ね 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
『
同
』
七
八
七
頁
） 

ま
た
、
釈
尊
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
、
「
念
仏
す
る
ひ
と
を
そ
し
る
も
の
を
ば
「
名
無
眼
人
」
と
説
き
、
「
名
無
耳
人
」
と
仰
せ
お

か
れ
た
る
こ
と
に
候
ふ
」（
『
同
』
七
八
七
頁
）
と
誡
め
る
。
こ
れ
は
、「
真
実
を
見
る
目
が
な
い
人
」「
真
実
を
聞
く
耳
が
な
い
人
」

と
い
う
意
で
あ
る
。 
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②
仏
智
不
思
議
と
信
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
候
ひ
な
ば
、
別
に
わ
づ
ら
は
し
く
、
と
か
く
の
御
は
か
ら
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
と
候
ふ
。

た
だ
ひ
と
び
と
の
と
か
く
申
し
候
は
ん
こ
と
を
ば
、
御
不
審
あ
る
べ
か
ら
ず
候
ふ
。
た
だ
如
来
の
誓
願
に
ま
か
せ
ま
ゐ
ら
せ

た
ま
ふ
べ
く
候
ふ
。
と
か
く
の
御
は
か
ら
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
候
ふ
な
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
『
同
』
七
八
二
頁
） 

③
念
仏
す
る
ひ
と
の
死
に
や
う
も
、
身
よ
り
病
を
す
る
ひ
と
は
、
往
生
の
や
う
を
申
す
べ
か
ら
ず
。 

 

（
『
同
』
七
八
九
頁
） 

４
６

『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
（
二
）
宗
祖
篇
上
』
八
〇
九
頁
。 

４
７

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
七
四
一
頁
。 

４
８

『
浄
土
真
宗
聖
典 
七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
四
五
六
頁
。 

４
９

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
七
九
〇
頁
。
括
弧
は
筆
者
に
よ
る
。 

５
０

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
八
〇
八
頁
。 

５
１

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
八
〇
八
頁
。 

５
２

霊
山
勝
海
氏
は
、
仏
恩
報
謝
の
念
仏
に
よ
っ
て
「
世
の
な
か
安
穏
な
れ
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
」
（
『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
七
八

四
頁
）
と
願
う
と
い
う
立
場
を
踏
ま
え
て
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
い
の
り
」
は
「
念
願
」
の
意
と
さ
れ
、「
自
己
の
心
情
を

表
現
す
る
も
の
で
、
エ
ゴ
の
実
現
を
要
求
す
る
祈
り
と
は
異
質
の
も
の
」
と
さ
れ
る
。「
非
難
に
対
し
て
非
難
を
も
っ
て
報
い
る
の

で
な
く
、
そ
の
人
び
と
が
正
法
で
あ
る
念
仏
に
目
覚
め
る
よ
う
に
願
え
と
い
う
の
で
す
。
」
と
解
さ
れ
る
。（
『
聖
典
セ
ミ
ナ
ー
「
親

鸞
聖
人
御
消
息
」
』
一
四
八
―
一
五
一
頁
）
し
か
し
、
親
鸞
の
努
力
に
よ
っ
て
謗
法
者
に
仏
法
を
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
到

底
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
自
己
の
無
力
さ
へ
の
嘆
き
と
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
念
仏
し
か
な
い
」「
念
仏
の
み
が
ま
こ
と
で

あ
る
」
と
い
う
思
い
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

５
３

例
え
ば
、『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
第
八
通
（
『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
七
五
二
頁
）
や
第
九
通
（
『
同
』
七
五
四
頁
）
に
窺
え

る
。 

５
４

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
七
四
八
頁
。 

５
５

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
七
八
七
頁
。 

５
６

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
一
三
頁
。 
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５
７

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
二
三
一
頁
。 

５
８

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
八
四
四
頁
。 

５
９

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
八
五
三
頁
。 

６
０

『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
八
五
三
頁
。 

６
１

『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
五
四
〇
頁
。 

６
２

「
法
華
経
至
上
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
、
川
添
昭
二
「
日
蓮
の
宗
教
形
成
に
於
け
る
念
仏
排
撃
の
意
義
（
一
）
」
六
三
頁
等
に
見

ら
れ
る
。 

６
３

『
呵
責
謗
法
滅
罪
鈔
』
（
淺
井
要
麟
編
『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
上
』
）
一
〇
二
七
頁
。 

６
４

川
添
昭
二
「
日
蓮
の
宗
教
形
成
に
於
け
る
念
仏
排
撃
の
意
義
（
完
）
」
四
五
頁
。 

６
５

『
諫
暁
八
幡
抄
』
（
淺
井
要
麟
編
『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
上
』
）
一
九
四
二
頁
。 

６
６

『
佐
渡
御
書
』
（
淺
井
要
麟
編
『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
上
』
）
八
四
七
頁
。 
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九
五
年 

・
川
添
昭
二
「
日
蓮
の
宗
教
形
成
に
於
け
る
念
仏
排
撃
の
意
義
（
一
）
」
、
『
佛
教
史
學
』
四
巻
、
一
九
五
五
年 

・
川
添
昭
二
「
日
蓮
の
宗
教
形
成
に
於
け
る
念
仏
排
撃
の
意
義
（
完
）
」
、
『
佛
教
史
學
』
五
巻
、
一
九
五
六
年 

・
古
田
紹
欽
「
日
蓮
教
学
の
思
想
成
立
形
態
―
対
法
然
教
学
の
問
題
に
ふ
れ
て
―
」
、
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
七
巻
、
一
九
五
八

年 

・
関
戸
堯
海
「
『
立
証
安
国
論
』
に
み
る
日
蓮
聖
人
の
浄
土
教
批
判
」
、
『
日
蓮
教
学
の
諸
問
題
：
浅
井
圓
道
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』

平
楽
寺
出
版
、
一
九
九
七
年 

・
関
戸
堯
海
「
日
蓮
聖
人
の
浄
土
教
批
判
の
特
質
―
『
立
正
安
国
論
』
成
立
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
」
、
『
大
崎
学
報
』
一
四
五
巻
、

一
九
八
八
年 

・
中
尾
堯
「
日
蓮
聖
人
の
浄
土
教
批
判
と
そ
の
意
義
」
、『
日
蓮
教
学
の
諸
問
題
：
茂
田
井
先
生
古
稀
記
念
』
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七

四
年 

 

（
書
籍
） 

・
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
四
年 

・
島
薗
進
『
日
本
仏
教
の
社
会
倫
理
―
「
正
法
」
理
念
か
ら
考
え
る
―
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年 
コピー厳禁



 

 

・
五
十
嵐
大
築
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
講
読
』
、
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
二
年 

・
宮
地
廓
慧
『
御
消
息
集
講
讃
』
、
百
華
苑
、
一
九
七
四
年 

・
霊
山
勝
海
『
聖
典
セ
ミ
ナ
ー
「
親
鸞
聖
人
御
消
息
」
』
、
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年 

・
稲
城
選
恵
『
聖
典
セ
ミ
ナ
ー
「
浄
土
三
部
経Ⅰ

 

無
量
寿
経
」
』
、
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
九
九
年 

・
浅
井
成
海
『
浄
土
教
入
門
：
法
然
上
人
と
そ
の
門
下
の
教
学
』
、
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
九
二
年 

・
鎌
田
茂
雄
・
田
中
久
夫
校
注
『
鎌
倉
旧
仏
教 

日
本
思
想
体
系
：
日
本
仏
教
の
思
想
：
続
３
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年 

・
梯
實
圓
『
法
然
教
学
の
研
究
』
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
五
年 

 

（
資
料
） 

・
教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
浄
土
真
宗
聖
典
（
註
釈
版
）
』
、
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年 

・
教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
浄
土
真
宗
聖
典 

七
祖
篇
（
註
釈
版
）
』
、
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
一
年 

・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
編
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
（
一
）
三
経
七
祖
篇
』
、
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
三
年 

・
教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
（
二
）
宗
祖
篇
上
』
、
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
一
一
年 

・
本
願
寺
出
版
社
編
『
歎
異
抄
（
文
庫
判
）
現
代
語
訳
付
き
』
、
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年 

・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
編
『
浄
土
真
宗
聖
典 

親
鸞
聖
人
御
消
息 

恵
信
尼
消
息
―
現
代
語
版
―
』
、
本
願
寺
出
版
社
、

二
〇
〇
七
年 

・
淺
井
要
麟
編
『
昭
和
新
修
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
上
』
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
二
年 

・
石
井
教
道
編
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
五
年 

・
中
村
元
ほ
か
編
『
岩
波
仏
教
辞
典
第
二
版
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年 

・
坂
本
幸
男
、
岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
』
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
二
年 

・
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
四
年 

・
紀
野
一
義
編
『
中
公
バ
ッ
ク
ス
日
本
の
名
著
８ 

日
蓮
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年 

コピー厳禁


