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序
論 現

在
︑
宗
教
者
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
そ
の
他
の
社
会
貢
献
活
動
と
い
っ
た
様
々
な
実
践
が
活
発
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
浄

土
真
宗
も
積
極
的
に
そ
の
よ
う
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
︒
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
が
現
在
具
体
的
に
行
っ
て
い
る
活
動
と
し
て
は
︑

﹁
宗
教
教
誨
︑
篤
志
面
接
活
動
︑
障
害
者
福
祉
活
動
︑
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
︑
環
境
保
全
活
動
︑
人
権
擁
護
・
平
和
推
進
活
動
︑
災
害
支

援
活
動
︑
国
内
外
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
支
援
活
動
﹂
１
な
ど
︑
様
々
で
あ
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
浄
土
真
宗
に
お
い
て
実
践
は
多
面
的
に
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
浄
土
真
宗
の
宗
祖
で
あ
る
親
鸞
の
思
想
に

は
︑
現
実
社
会
に
お
け
る
行
動
原
理
を
規
定
し
︑
社
会
に
対
し
て
積
極
的
に
は
た
ら
き
か
け
る
直
接
的
な
説
示
が
極
め
て
見
出
し
難

い
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
内
藤
知
康
氏
は 

親
鸞
の
著
作
に
お
い
て
念
仏
者
の
実
践
を
明
示
し
た
も
の
は
寥
々
た
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
親
鸞
教
義
に
お
け
る
念

仏
者
の
実
践
論
理
の
演
繹
と
い
う
試
み
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
２ 

と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
こ
の
こ
と
か
ら
︑
親
鸞
の
思
想
は
現
実
社
会
へ
の
問
題
対
応
︑
世
俗
へ
の
た
ち
か
え
り
が
不
十
分
で
あ
る
と

し
て
︑ い

わ
ゆ
る
自
力
の
立
場
に
立
つ
聖
道
門
の
人
た
ち
が
社
会
事
業
に
貢
献
し
て
い
る
の
に
︑
真
宗
の
人
々
は
最
近
ま
で
そ
の
方
面

に
無
関
心
で
あ
っ
た
︒
親
鸞
の
非
僧
非
俗
の
立
場
は
出
家
教
団
の
秩
序
を
破
壊
し
た
の
み
で
は
な
く
て
︑
在
家
信
者
の
基
本
的

義
務
さ
え
も
ふ
み
に
じ
っ
て
し
ま
っ
た
︒
３ 

な
ど
と
批
判
さ
れ
て
い
る
︒ 
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確
か
に
親
鸞
の
基
本
姿
勢
と
し
て
︑
人
間
と
こ
の
世
俗
社
会
を
全
て
虚
仮
不
実
と
し
て
見
据
え
る
凡
夫
意
識
︑
悪
人
意
識
が
あ
る

た
め
︑
こ
の
社
会
に
お
い
て
自
ら
積
極
的
に
善
い
実
践
を
す
べ
き
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
語
ら
れ
ず
︑
実
践
性
が
希
薄
と
も
捉
え
ら

れ
る
側
面
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑
浄
土
真
宗
に
お
い
て
現
に
様
々
な
実
践
が

行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
︑
そ
も
そ
も
︑ 

 

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
も
す
べ
て
歴
史
的
産
物
で
あ
り
︑
人
間
が
宗
教
に
も
と
づ
い
た
営
み
・
信
仰
に
も
と
づ
い
た
言
動
を
通
し
て

歴
史
社
会
に
現
出
し
て
き
た
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
は
自
覚
的
に
し
て
も
無
自
覚
的
に
し
て
も
︑
必
ず
そ
の
宗

教
の
内
実
に
相
応
し
た
実
践
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
て
︑
実
践
を
伴
わ
な
い
宗
教
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
４ 

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
宗
教
は
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
何
ら
か
の
実
践
を
伴
う
も
の
だ
︒
そ
し
て
︑
そ
の
信
仰
が
私
と
い
う

一
個
人
の
存
在
を
通
し
て
社
会
に
根
を
下
ろ
す
も
の
で
あ
る
以
上
︑
社
会
と
の
関
わ
り
は
必
然
で
あ
り
︑
信
仰
と
社
会
と
の
関
係
を

完
全
に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒ 

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
実
践
性
が
希
薄
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
親
鸞
思
想
の
中
に
も
社
会
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
実
践
が
確
か
に
存

在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
で
は
︑
そ
の
実
践
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
成
立
し
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
︒ 

 
 

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
信
仰
と
実
践
の
関
係
構
造
に
注
目
し
な
が
ら
︑
親
鸞
思
想
に
お
け
る
実
践
性
を
明
ら
か
に
し
︑
実
践
的
た
り

え
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
人
間
観
を
基
本
姿
勢
と
す
る
親
鸞
の
思
想
に
お
い
て
︑
実
践
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒ 
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本
論 第

一
章 

信
仰
と
実
践 

第
一
節 
浄
土
真
宗
に
お
け
る
実
践 

 

本
章
で
は
ま
ず
︑﹁
浄
土
真
宗
に
お
け
る
実
践
﹂
と
は
な
に
か
︑
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
︑
実
践
と
信
仰
と
の
関
係
性
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
︒
序
論
で
示
し
た
よ
う
に
︑
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
現
在
様
々
な
実
践
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑

当
然
こ
れ
ら
の
実
践
は
﹁
浄
土
真
宗
﹂
と
い
う
一
つ
の
宗
教
団
体
の
主
体
の
も
と
で
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑
浄
土
真

宗
の
教
え
を
自
身
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
信
仰
す
る
人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
れ
ら
の
実
践

は
必
然
的
に
浄
土
真
宗
の
信
仰
と
関
係
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

葛
野
洋
明
氏
は
浄
土
真
宗
の
実
践
を
︑﹁
浄
土
真
宗
に
お
け
る
実
践
は
︑︵
中
略
︶
い
ず
れ
も
浄
土
真
宗
と
い
う
教
法
の
基
に
行
う

実
践
で
あ
る
︒﹂
５
と
規
定
し
て
お
り
︑
さ
ら
に
﹁
真
宗
伝
道
の
実
践
論
も
︑
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
救
い
に
値
遇
し
得
た
︑
喜
び

が
基
底
と
な
っ
た
活
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒﹂
６
と
述
べ
て
い
る
︒﹁
救
い
に
値
遇
し
得
た
︑
喜
び
が
基
底
と
な

っ
た
活
動
﹂
と
は
︑
換
言
す
る
と
﹁
信
心
に
基
づ
い
た
活
動
﹂
と
理
解
で
き
る
︒
以
上
の
葛
野
氏
の
指
摘
か
ら
︑
浄
土
真
宗
の
実
践

に
は
﹁
教
義
的
な
根
拠
﹂
と
﹁
信
心
に
基
づ
い
た
活
動
﹂
と
い
う
要
素
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒

そ
し
て
︑
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
︑
浄
土
真
宗
の
実
践
を
﹁
浄
土
真
宗
の
信
仰
に
基
づ
い
た
実
践
﹂
と
位
置
づ
け
た
い
︒ 

ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
議
論
に
お
い
て
︑
実
践
は
主
に
宗
教
的
実
践
と
社
会
的
実
践
の
大
き
く
二
つ
に
分
類
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き

た
︒
一
般
的
に
宗
教
的
実
践
と
は
︑
宗
教
的
な
儀
式
や
儀
礼
な
ど
︑
そ
の
宗
教
の
教
義
や
信
仰
に
直
結
し
た
実
践
で
あ
り
︑
社
会
的
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実
践
と
は
︑
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
の
社
会
貢
献
を
目
的
と
し
た
実
践
で
あ
る
︒
こ
の
意
味
で
は
︑
序
論
で
紹
介
し
た
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
が
行
っ
て
い
る
実
践
は
社
会
的
実
践
と
分
類
さ
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
先
述
し
た
通
り
︑
浄
土
真
宗
に
お
け
る
実
践
は
信
仰

に
基
づ
い
た
実
践
で
あ
る
た
め
︑
た
と
え
社
会
的
実
践
と
し
て
の
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
浄
土
真
宗
と
い
う
主

体
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
る
実
践
で
あ
る
以
上
︑
宗
教
的
要
素
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒ 

つ
ま
り
︑
浄
土
真
宗
に
お
け
る
実
践
が
﹁
信
仰
に
基
づ
い
た
実
践
﹂
で
あ
り
︑
常
に
宗
教
的
要
素
を
内
包
し
て
い
る
以
上
︑
宗
教

的
実
践
と
社
会
的
実
践
と
い
う
二
元
的
な
分
類
は
一
応
は
可
能
で
あ
っ
て
も
︑
実
際
に
は
両
者
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ

そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
の
要
素
が
複
合
的
に
関
係
し
合
っ
た
実
践
で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
︒ 

 

第
二
節 

真
俗
二
諦 

 

浄
土
真
宗
の
実
践
は
﹁
信
仰
に
基
づ
い
た
実
践
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
は
常
に
宗
教
性
を
内
包
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
︑
浄
土
真
宗
に

お
い
て
︑
社
会
的
実
践
と
宗
教
的
実
践
は
は
っ
き
り
と
分
類
で
き
ず
︑
複
合
的
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た

が
︑真
宗
に
お
い
て
宗
教
的
世
界
を
社
会
と
完
全
に
分
離
さ
せ
て
二
元
的
に
扱
っ
た
論
理
の
一
つ
と
し
て
真
俗
二
諦
の
問
題
が
あ
る
︒ 

本
来
︑
こ
の
﹁
真
俗
二
諦
﹂
と
い
う
言
葉
は
中
観
思
想
の
用
語
で
あ
り
︑
真
諦
が
空
の
立
場
を
表
し
︑
俗
諦
が
有
の
立
場
を
表
す

意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
︑
日
本
で
は
仏
法
を
真
諦
と
し
︑
世
俗
的
な
価
値
規
範
や

倫
理
で
あ
る
王
法
を
俗
諦
と
す
る
用
法
が
定
着
し
た
︒
７
そ
し
て
真
宗
で
は
特
に
近
代
以
降
︑
仏
法
と
王
法
の
関
係
性
が
真
俗
二
諦

の
教
義
と
し
て
大
々
的
に
示
さ
れ
︑
日
清
・
日
露
戦
争
や
第
二
次
世
界
大
戦
な
ど
に
加
担
し
︑
天
皇
中
心
の
国
家
体
制
に
協
力
す
る
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た
め
の
教
義
的
根
拠
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
世
俗
的
価
値
へ
の
妥
協
と
い
う
意
味
で
の
真
俗
二
諦
論
の
形

成
は
︑
特
に
覚
如
︑
存
覚
︑
蓮
如
の
著
述
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
ず
︑
覚
如
は 

そ
れ
出
世
の
法
に
お
い
て
は
五
戒
と
称
し
︑
世
法
に
あ
り
て
は
五
常
と
な
づ
く
る
仁
義
礼
智
信
を
ま
も
り
て
︑
内
心
に
は
他
力

の
不
思
議
を
た
も
つ
べ
き
よ
し
︑
師
資
相
承
し
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
な
り
８ 

と
し
て
︑日
常
生
活
に
お
い
て
は
内
心
に
信
心
を
保
ち
︑外
面
で
は
世
俗
道
徳
で
あ
る
儒
教
倫
理
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
︒

そ
し
て
存
覚
は 

仏
法
︑
王
法
は
一
雙
の
法
な
り
︑
と
り
の
ふ
た
つ
の
つ
ば
さ
の
ご
と
し
︑
く
る
ま
の
ふ
た
つ
の
輪
の
ご
と
し
︑
ひ
と
つ
も
か
け

て
は
不
可
な
り
︒
か
る
が
ゆ
へ
に
仏
法
を
も
て
王
法
を
ま
も
り
︑
王
法
を
も
て
仏
法
を
あ
が
む
９ 

と
し
て
︑
仏
法
が
王
法
を
守
り
︑
王
法
が
仏
法
を
弘
通
さ
せ
る
と
説
い
た
︒
続
い
て
蓮
如
も
︑ 

王
法
を
も
つ
て
お
も
て
と
し
︑
内
心
に
は
他
力
の
信
心
を
ふ
か
く
た
く
は
へ
て
︑
世
間
の
仁
義
を
も
つ
て
本
と
す
べ
し
︒
こ
れ

す
な
は
ち
当
流
に
定
む
る
と
こ
ろ
の
掟
の
お
も
む
き
な
り
と
こ
こ
ろ
う
べ
き
も
の
な
り
︒
１
０ 

と
述
べ
︑
外
相
で
は
世
間
の
仁
義
に
従
う
こ
と
が
真
宗
の
教
え
で
あ
る
と
示
し
た
︒ 

さ
ら
に
︑﹁
外
に
は
王
法
を
も
は
ら
に
し
︑
う
ち
に
は
佛
法
を
本
と
す
べ
き
あ
ひ
だ
の
事
︒﹂
１
１
︑﹁
王
法
は
額
に
あ
て
よ
︑
仏
法
は

内
心
に
深
く
蓄
へ
よ
﹂
１
２
な
ど
と
い
っ
た
王
法
為
本
の
教
説
を
度
々
示
し
て
お
り
︑
真
宗
に
お
け
る
真
俗
二
諦
論
の
重
要
性
を
と
り

わ
け
強
調
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
蓮
如
は
﹁
聖
人
一
流
の
御
勧
化
の
お
も
む
き
は
信
心
を
も
っ
て
本
と
せ
ら
れ
候
﹂
１
３
と
明
確
に
信
心

為
本
を
示
し
な
が
ら
も
﹁
王
法
を
も
つ
て
お
も
て
と
し
﹂
と
い
う
王
法
為
本
も
説
い
て
お
り
︑
人
間
の
外
と
内
と
で
別
々
の
為
本
が
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設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
宗
教
世
界
と
世
俗
世
界
が
完
全
に
分
離
さ
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
︒ 

以
上
よ
う
な
説
示
を
根
拠
と
し
て
真
宗
の
真
俗
二
諦
論
は
形
成
さ
れ
︑
近
代
真
宗
教
団
で
は
こ
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
信
心
が

世
俗
的
価
値
を
担
保
す
る
と
い
う
構
造
が
成
立
し
︑
信
心
に
対
し
て
世
俗
の
論
理
が
大
き
な
割
合
を
占
め
︑
俗
諦
が
強
調
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
真
俗
二
諦
論
は
真
宗
の
信
仰
を
﹁
後
生
の
一
大
事
﹂
と
い
う
説
示
に
集
約
さ
せ
︑
来
世
往
生
信
仰
の
み
を

強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
社
会
に
お
け
る
主
体
的
な
生
き
方
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
近
代
真
宗
教

団
は
国
家
権
力
に
対
し
て
従
順
な
真
宗
者
を
作
り
上
げ
︑
当
時
の
国
家
体
制
へ
と
迎
合
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒ 

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
真
俗
二
諦
論
は
親
鸞
の
思
想
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
り
︑﹁
真
宗
を
世
間
通
途
化
す
る
た

め
の
変
換
用
語
﹂
１
４
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
当
時
の
真
宗
教
団
が
国
家
権
力
に
対
す
る
保
身
の
た
め
に
創
出
し
た
教
説
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
数
多
く
論
究
さ
れ
︑
反
省
さ
れ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
︑
親
鸞
の
基
本
姿
勢
は
︑
こ
の
世
俗
社
会
と

人
間
に
対
し
て
常
に
厳
し
い
目
を
向
け
て
対
峙
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
そ
の
思
想
の
な
か
に
世
俗
的
価
値
を
無
批
判
に

受
容
す
る
と
い
っ
た
真
俗
二
諦
論
の
よ
う
な
説
示
は
見
ら
れ
な
い
︒
親
鸞
の
世
俗
社
会
に
対
す
る
姿
勢
は
︑﹃
歎
異
抄
﹄
に
お
い
て

﹁
火
宅
無
常
の
世
界
は
よ
ろ
づ
の
こ
と
み
な
も
て
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
﹂
１
５
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑

世
俗
的
価
値
を
常
に
虚
妄
と
見
据
え
る
も
の
で
あ
り
︑近
代
真
宗
教
団
の
よ
う
に
決
し
て
無
批
判
に
受
容
す
る
態
度
で
は
な
か
っ
た
︒ 

だ
が
︑
真
俗
二
諦
論
に
お
け
る
最
大
の
問
題
は
こ
の
点
で
は
な
か
っ
た
と
宇
治
和
貴
氏
は
指
摘
し
て
い
る
︒ 

真
俗
二
諦
の
問
題
点
は
俗
諦
が
優
先
さ
れ
た
結
果
が
問
題
な
の
で
は
な
い
︒
問
題
は
︑
歴
史
社
会
に
お
け
る
主
体
の
生
き
方
の

う
え
に
仏
教
を
み
い
だ
さ
ず
︑
真
実
の
世
界
が
現
実
の
世
界
と
別
の
世
界
と
前
提
さ
れ
る
こ
と
で
︑
主
体
的
な
仏
教
理
解
の
成
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立
を
困
難
に
し
︑
歴
史
上
に
出
現
し
た
仏
教
と
似
非
仏
教
と
の
総
括
的
な
判
断
を
狂
わ
せ
る
仏
教
理
解
方
法
に
あ
る
の
だ
︒
１
６ 

つ
ま
り
︑
真
諦
と
し
て
現
実
世
界
と
は
一
線
を
画
し
た
領
域
に
信
仰
が
置
か
れ
︑
そ
れ
と
は
別
に
俗
諦
と
し
て
世
俗
的
価
値
に
従
わ

せ
る
実
践
が
示
さ
れ
た
と
い
う
二
元
的
な
区
分
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
︑
信
仰
と
実
践
が
分
断
さ
れ
︑
現
実
世
界
に
お
け
る
真
宗
者
の

信
仰
に
基
づ
い
た
主
体
的
な
生
き
ざ
ま
が
損
な
わ
れ
た
︑と
い
う
こ
と
が
真
俗
二
諦
論
の
最
大
の
問
題
点
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
︒ 

 

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
二
元
的
な
区
分
が
真
俗
二
諦
論
に
お
け
る
最
大
の
問
題
点
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
は
﹁
信
心
の

抽
象
化
﹂
と
も
言
う
べ
き
現
象
が
生
じ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
信
心
を
内
心
に
留
め
︑
外
相
で
は
世
俗
的
価
値
に

従
う
べ
き
と
す
る
真
俗
二
諦
論
の
二
元
的
な
教
説
は
︑
浄
土
真
宗
の
信
仰
を
こ
の
世
俗
世
界
か
ら
完
全
に
分
断
し
て
捉
え
る
も
の
で

あ
り
︑そ
れ
は
ま
さ
に
信
心
を
抽
象
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒こ
の
よ
う
に
し
て
信
心
が
抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
で
︑

浄
土
真
宗
の
信
仰
が
観
念
的
な
も
の
と
し
て
形
骸
化
し
て
し
ま
う
た
め
︑
信
仰
と
現
実
世
界
に
お
け
る
実
践
を
別
々
の
領
域
に
置
い

て
理
解
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
信
仰
と
実
践
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
︑

不
可
分
の
関
係
性
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒ 

さ
ら
に
︑﹁
信
心
と
い
う
の
は
︑
こ
の
世
俗
︑
こ
の
私
の
中
に
真
実
が
現
成
し
て
く
る
こ
と
︑
真
実
が
世
俗
の
た
だ
中
に
貫
徹
す
る

こ
と
︑
そ
れ
を
信
心
と
い
う
﹂
１
７
と
信
楽
峻
麿
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
世
界
に
生
き
る
人
間
そ
の
も
の
の
上
に
浄
土
真

宗
の
信
仰
が
成
立
し
︑
そ
の
信
仰
を
持
っ
た
人
間
が
日
々
の
生
活
の
営
み
と
し
て
社
会
に
お
い
て
様
々
な
選
択
を
し
て
生
き
て
い
く

以
上
︑
信
仰
と
社
会
と
の
関
わ
り
は
必
然
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
関
わ
り
を
無
視
し
て
浄
土
真
宗
の
信
仰
を
捉
え
る
こ
と
は
適
切
と

は
い
え
な
い
︒ 
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し
た
が
っ
て
︑
浄
土
真
宗
の
信
仰
に
お
い
て
最
も
重
要
と
さ
れ
る
信
心
は
︑
単
な
る
観
念
的
な
概
念
や
心
理
の
問
題
と
い
っ
た
抽

象
的
な
概
念
で
は
な
く
︑
信
仰
の
主
体
で
あ
る
人
間
の
人
生
そ
の
も
の
を
通
し
て
こ
の
現
実
世
界
に
お
い
て
現
れ
る
態
度
と
し
て
捉

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
つ
い
て
信
楽
氏
は 

信
心
と
は
︑
た
ん
な
る
心
理
の
問
題
︑
意
識
の
問
題
で
は
な
く
て
︑
こ
の
私
の
存
在
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
︑
も
っ
と
い
う

な
ら
ば
︑
こ
の
私
が
ど
う
生
き
て
ゆ
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
︒︵
中
略
︶
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
信
心
と
い

う
も
の
が
あ
ろ
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
だ
か
ら
︑
信
心
の
ほ
か
に
何
か
別
な
原
理
を
も
っ
て
き
て
︑
信
心
に
お
け
る
生
き
ざ

ま
を
考
え
る
と
い
う
の
は
︑
全
く
の
誤
り
で
あ
り
ま
す
︒
１
８ 

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
信
楽
氏
は
︑
信
心
と
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
無
く
し
て
成
り
立
た
な
い
と
指
摘
し
︑
真
宗
者
に
お
い
て
生

き
る
原
理
は
信
心
に
他
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
︒
信
心
が
真
宗
者
に
と
っ
て
の
生
き
る
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
生
き
て

い
く
な
か
で
︑
そ
の
信
心
に
基
づ
い
て
様
々
な
選
択
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
意
味
で
︑
信
心
と
実
践
は
決

し
て
分
け
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
言
え
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
信
心
が
真
宗
者
に
と
っ
て
の
全
体
的
な
態
度
で
あ
り
︑
生
き
る
原
理
で
あ
る
以
上
︑
そ
の
よ
う
な
信
心
を
第
一
と

し
て
生
き
る
真
宗
者
の
実
践
は
︑
浄
土
真
宗
の
信
仰
に
基
づ
い
た
実
践
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
こ
の
こ
と
か
ら
︑
そ
の
信
仰

と
実
践
は
不
可
分
の
関
係
性
に
あ
り
︑
両
者
は
こ
の
社
会
の
た
だ
中
に
生
き
る
自
己
に
お
い
て
相
互
関
係
を
持
っ
て
成
立
す
る
も
の

と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

以
上
の
よ
う
に
︑
真
俗
二
諦
と
し
て
現
実
世
界
と
は
一
線
を
画
し
た
領
域
に
信
仰
が
置
か
れ
︑
そ
れ
と
は
別
に
世
俗
的
価
値
に
追
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随
し
た
実
践
が
示
さ
れ
る
と
い
う
二
元
的
な
区
分
は
︑
信
心
の
抽
象
化
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
た
め
︑
信
仰
と
実
践
を
二
元
的

に
区
別
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
り
︑
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒

ま
た
︑
信
心
は
決
し
て
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
く
︑
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
︑
真
宗
者
に
と
っ
て
の
生
き
る

原
理
で
あ
る
た
め
︑
浄
土
真
宗
に
お
け
る
実
践
は
︑
そ
の
信
仰
に
基
づ
い
た
実
践
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
確

認
さ
れ
た
︒ 

  

第
二
章 

実
践
の
成
立 

第
一
節 

親
鸞
に
お
け
る
信
心
の
性
格 

序
論
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
親
鸞
の
思
想
に
は
現
実
社
会
に
お
け
る
行
動
原
理
を
規
定
し
︑
社
会
に
対
し
て
積
極
的
に
は
た
ら
き
か

け
る
よ
う
な
直
接
的
な
説
示
が
乏
し
く
︑
現
実
社
会
に
お
け
る
実
践
性
︑
世
俗
へ
の
た
ち
か
え
り
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ

れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
親
鸞
思
想
に
お
け
る
実
践
に
つ
い
て
︑
岡
崎
秀
麿
氏
が 

親
鸞
教
義
に
お
い
て
﹁
す
べ
し
﹂
と
い
っ
た
形
で
︑
実
践
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
著
述
中
に
根
拠
は
求
め
ら

れ
ず
︑
真
実
信
心
も
﹁
悲
嘆
﹂﹁
自
己
否
定
﹂
を
内
容
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
１
９ 

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
親
鸞
思
想
に
お
け
る
実
践
性
の
希
薄
さ
へ
の
批
判
の
背
景
に
は
︑
人
間
存
在
を
極
め
て
厳
し
い
視
点
で

見
つ
め
る
親
鸞
の
人
間
観
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 
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そ
こ
で
ま
ず
は
︑
親
鸞
の
人
間
観
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
︒
親
鸞
の
人
間
観
に
お
い
て
︑
最
も
基
本
的
な
姿
勢
が
﹁
悪
人
﹂
の
意

識
で
あ
る
︒
周
知
の
通
り
︑
親
鸞
は
そ
の
生
涯
を
通
し
て
一
貫
し
て
人
間
を
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
し
て
捉
え
て
お
り
︑
そ
の
よ
う
な

罪
悪
深
重
の
凡
夫
で
あ
る
悪
人
こ
そ
が
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
教
え
を
明
ら
か
に
し
た
︒
親
鸞
は
凡
夫
の
本
性
に

つ
い
て
︑ 

﹁
凡
夫
﹂
と
い
ふ
は
︑
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
身
に
み
ち
み
ち
て
︑
欲
も
お
ほ
く
︑
い
か
り
︑
は
ら
だ
ち
︑
そ
ね
み
︑
ね
た
む
こ

こ
ろ
お
ほ
く
ひ
ま
な
く
し
て
︑
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
︑
き
え
ず
︑
た
え
ず
と
︑
水
火
二
河
の
た
と
へ
に
あ

ら
は
れ
た
り
︒
２
０ 

と
語
っ
て
お
り
︑
煩
悩
が
溢
れ
続
け
て
い
る
凡
夫
の
罪
悪
深
重
の
有
り
様
が
厳
し
く
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
親
鸞
は
﹁
わ
れ
ら
﹂

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
親
鸞
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
凡
夫
の
痛
ま
し
い
現
実
は
決
し
て
他
人
事
で
は
な
く
︑
自
己
の
実
相
と
し

て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
一
切
の
群
生
海
︑
無
始
よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
︑
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
︒﹂
２
１
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
煩
悩
具
足
の
凡
夫
に
は
清
浄
か
つ

真
実
の
心
な
ど
は
無
く
︑
悪
に
ま
み
れ
た
虚
仮
の
心
し
か
持
ち
合
わ
せ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
親
鸞
は
一
貫
し
て
非
常
に
厳
し
い
姿
勢
で
人
間
存
在
の
実
相
に
向
き
合
っ
て
お
り
︑
そ
の
虚
妄
な
る
有
り
様
を
包

み
隠
さ
ず
著
し
て
い
た
︒
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
悪
人
意
識
は
ど
の
よ
う
な
背
景
か
ら
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒ 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
親
鸞
に
お
け
る
信
心
の
性
格
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
親
鸞
に
お
い
て
信
心
と
は
︑
煩
悩
具
足

の
凡
夫
が
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
起
こ
す
心
で
は
な
く
︑
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ
て
回
向
さ
れ
た
他
力
の
信
心
で
あ
っ
た
︒
そ
し
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て
︑
そ
の
信
心
の
内
容
は
機
の
深
信
と
法
の
深
信
と
い
う
二
種
深
信
と
し
て
表
現
さ
れ
る
︒
そ
も
そ
も
親
鸞
は
︑ 

 
 

親
鸞
聖
人
は
﹁
生
死
出
づ
べ
き
道
﹂
を
求
め
た
人
で
す
︒︵
中
略
︶
聖
人
の
眼
は
︑
生
と
死
を
越
え
た
︑
は
る
か
な
る
真
実―

そ

れ
に
依
っ
て
生
き
︑
そ
こ
に
安
ら
か
に
死
ん
で
い
け
る
よ
う
な
も
の
︑
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
一
点
に
そ
そ
が
れ
て
い
た

の
で
す
︒
２
２ 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
の
生
涯
を
通
し
て
仏
の
世
界
を
志
向
し
︑
真
実
を
求
め
て
生
き
た
人
物
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
生
死
出

づ
べ
き
道
﹂
を
親
鸞
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
見
出
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
真
実
と
向
き
合
う
な
か
で
︑
自
身
の
虚

仮
不
実
な
る
悪
人
と
し
て
の
実
相
が
照
ら
し
出
さ
れ
︑﹁
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
︑
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
常
に
没
し
常
に

流
転
し
て
︑
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
﹂
２
３
と
い
う
こ
の
世
を
迷
い
続
け
る
罪
悪
深
重
の
凡
夫
で
あ
る
自
己
の
実
相
が
機
の
深
信
と

し
て
信
知
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
真
実
に
照
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
︑﹁
か
の
阿
弥
陀
仏
の
︑
四
十
八
願
は
衆
生

を
摂
受
し
た
ま
ふ
こ
と
︑
疑
い
な
く
慮
り
な
く
か
の
願
力
に
乗
じ
て
さ
だ
め
て
往
生
を
得
と
信
ず
﹂
２
４
と
あ
る
よ
う
に
︑
罪
悪
深
重

の
凡
夫
が
本
願
力
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
が
法
の
深
信
と
し
て
信
知
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
れ
ら

は
人
間
の
知
見
に
よ
っ
て
能
動
的
に
自
覚
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
真
実
と
自
身
と
の
関
係
の
な
か
で
︑
受
動
的
に
信
知
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
︒ 

そ
し
て
︑
こ
の
﹁
信
知
﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
親
鸞
は
﹃
往
生
礼
讃
﹄
を
引
用
し
て
︑ 

 

﹁
今
信
知
弥
陀
本
弘
誓
願 

及
称
名
号
﹂
と
い
ふ
は
︑
如
来
の
ち
か
ひ
を
信
知
す
と
申
す
こ
こ
ろ
な
り
︒﹁
信
﹂
と
い
ふ
は
金
剛

心
な
り
︑﹁
知
﹂
と
い
ふ
は
し
る
と
い
ふ
︑
煩
悩
悪
業
の
衆
生
を
み
ち
び
き
た
ま
ふ
と
し
る
な
り
︒
２
５ 
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と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
親
鸞
は
﹁
信
知
﹂
を
如
来
の
智
慧
を
賜
っ
た
金
剛
心
で
あ
る
法
の
深
信
と
︑
自
己
が
罪
悪
深
重
の
凡
夫
で

あ
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
機
の
深
信
と
し
て
示
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
二
種
深
信
と
は
信
心
の
内
容
を
機
と
法
の
二
つ
の
側
面

か
ら
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑
別
々
の
心
で
は
な
く
二
種
一
具
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

以
上
の
よ
う
な
親
鸞
に
お
け
る
信
心
の
性
格
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
親
鸞
の
悪
人
意
識
は
た
だ
単
に
人
間
の
罪
悪
性
を
認
識
す
る

と
い
う
単
純
な
構
造
で
は
な
く
︑
悪
人
と
し
て
の
自
己
の
実
相
が
機
の
深
信
と
し
て
信
知
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
構
造
に
お
い
て
成
立

す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑﹁
善
悪
の
字
し
り
が
お
は 

お
お
そ
ら
ご
と
の
か
た
ち
な
り
﹂
２
６
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑

自
ら
の
知
見
に
よ
っ
て
自
身
が
悪
人
で
あ
る
と
知
っ
た
気
に
な
る
よ
う
な
能
動
的
な
自
覚
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
親
鸞
に
お
け
る
悪

人
意
識
と
は
︑
他
力
廻
向
の
信
心
に
よ
っ
て
衆
生
の
う
え
に
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
絶
対
的
な
基
準
が
与
え
ら
れ
た
結
果
で
あ
り
︑
そ

れ
ゆ
え
に
親
鸞
は
徹
底
し
た
自
己
否
定
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

 

第
二
節 

信
心
と
実
践 

 

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
意
識
は
他
力
廻
向
の
信
心
に
よ
っ
て
衆
生
の
う
え
に
信
知
せ
し
め
ら
れ
る
︑
と
い
う
構
造
に
お
い
て
成
立
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
信
心
に
お
い
て
︑
実
践
は
ど
の
よ
う
に
捉

え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
二
種
深
信
に
お
け
る
悲
嘆
と
慶
喜
の
心
を
足
が
か
り
と
し
な
が
ら
︑
信
心
と
実
践
の

関
係
性
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
︒ 

ま
ず
︑
機
の
深
信
と
し
て
信
知
さ
せ
ら
れ
た
親
鸞
の
悪
人
意
識
に
は
︑﹁
悲
し
き
か
な
愚
禿
鸞
︑
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
︑
名
利
の
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太
山
に
迷
惑
し
て
︑
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
︑
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と
を
︑
恥
づ
べ
し
傷
む
べ
し

と
︒﹂
２
７
と
し
て
︑﹁
恥
づ
べ
し
傷
む
べ
し
﹂︑
と
い
う
罪
悪
深
重
の
自
己
に
対
す
る
悲
嘆
と
慚
愧
の
心
が
伴
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑

罪
悪
に
対
す
る
悲
嘆
と
慚
愧
の
心
情
と
い
う
も
の
は
逆
説
的
に
考
え
る
と
︑
罪
悪
を
深
く
恥
じ
︑
反
省
す
る
と
い
う
心
情
を
伴
う
も

の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
機
の
深
信
と
し
て
信
知
さ
れ
た
罪
悪
深
重
の
自
己
の
実
相
を
深
く
悲
し
み
︑
慚
愧
す
る
と
い
う
親
鸞
の

悪
人
意
識
の
延
長
に
は
必
然
的
に
悪
へ
の
厭
離
が
は
た
ら
く
と
理
解
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
親
鸞
は
︑ 

 
 

は
じ
め
て
仏
の
ち
か
ひ
を
き
き
は
じ
む
る
ひ
と
び
と
の
︑
わ
が
身
の
わ
ろ
く
こ
こ
ろ
わ
ろ
き
を
お
も
ひ
し
り
て
︑
こ
の
身
の
よ

う
に
て
は
な
ん
ぞ
往
生
せ
ん
ず
る
と
い
ふ
ひ
と
に
こ
そ
︑︵
中
略
︶
迎
へ
た
ま
ふ
ぞ
と
は
申
し
候
へ
︒
か
く
き
き
て
の
ち
︑
仏
を

信
ぜ
ん
と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
ふ
か
く
な
り
ぬ
る
に
は
︑
ま
こ
と
に
こ
の
身
を
も
い
と
ひ
︑︵
中
略
︶
ふ
か
く
ち
か
ひ
を
も
信
じ
︑
阿

弥
陀
仏
を
も
好
み
ま
う
し
な
ん
ど
す
る
ひ
と
は
︑
も
と
こ
そ
︑
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
て
あ
し
き
こ
と
を
も
お
も
ひ
︑
あ
し
き
こ
と

を
も
ふ
る
ま
ひ
な
ん
ど
せ
し
か
ど
も
︑
い
ま
は
さ
よ
う
の
こ
こ
ろ
を
す
て
ん
と
お
ぼ
し
め
し
あ
は
せ
た
ま
は
ば
こ
そ
︑
世
を
い

と
ふ
し
る
し
に
て
も
候
は
め
︒
２
８ 

と
述
べ
て
お
り
︑
自
己
の
罪
悪
性
・
煩
悩
性
に
対
す
る
悲
嘆
と
慚
愧
の
思
い
か
ら
悪
を
厭
い
捨
て
よ
う
と
す
る
意
識
が
生
ま
れ
る
と

明
ら
か
に
し
て
い
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
機
の
深
信
と
し
て
信
知
さ
れ
た
親
鸞
の
悪
人
意
識
の
延
長
に
は
︑
悪
へ
の
厭
離
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
信
後
の
念
仏

者
に
お
け
る
罪
悪
に
対
す
る
価
値
観
の
転
換
と
︑
そ
れ
に
よ
る
行
動
の
変
化
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

そ
し
て
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑
機
の
深
信
と
し
て
信
知
さ
れ
る
親
鸞
の
こ
の
よ
う
な
悪
人
意
識
は
法
の
深
信
と
一
具
で
あ
り
︑
同
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じ
信
心
の
両
側
面
で
あ
る
以
上
︑﹁
恥
づ
べ
し
傷
む
べ
し
﹂
と
い
う
︑
機
の
深
信
の
信
知
か
ら
生
じ
る
罪
悪
深
重
の
自
己
に
対
す
る
悲

嘆
と
慚
愧
の
心
情
は
同
時
に
︑﹁
慶
ば
し
い
か
な
︑
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
︑
念
を
難
思
の
法
海
に
流
す
︒
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知

り
て
︑
ま
こ
と
に
師
教
の
恩
厚
を
仰
ぐ
︒
慶
喜
い
よ
い
よ
至
り
︑
至
孝
い
よ
い
よ
重
し
﹂︒
２
９
と
い
う
法
の
深
信
と
し
て
の
救
い
の

信
知
に
対
す
る
慶
喜
の
心
情
を
伴
う
も
の
で
あ
る
︒
機
の
深
信
と
法
の
深
信
が
二
種
一
具
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
こ
の
よ
う
な
悲
嘆
と

慶
喜
の
心
情
も
分
か
た
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒ 

こ
の
よ
う
な
慶
喜
の
心
は
︑
法
の
深
信
と
し
て
救
い
を
信
知
し
︑
確
か
に
正
定
聚
の
位
に
定
ま
り
︑
自
ら
の
往
生
が
必
定
し
て
い

る
と
疑
い
な
く
聞
き
受
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
起
こ
る
心
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
慶
喜
の
心
に
つ
い
て
桐
渓
順
忍
氏
が 

往
生
成
仏
が
必
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
︑現
実
の
心
に
大
な
る
安
心
と
と
も
に
︑深
い
歓
喜
の
こ
こ
ろ
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
の
喜
び
の
心
こ
そ
︑
柔
和
な
心
と
な
り
︑
正
し
い
生
活
へ
と
導
く
も
の
で
あ
り
︑
生
活
に
お
の
ず
か
ら
な
る
明
る
さ
を
あ
た

え
る
も
の
で
あ
る
︒
３
０ 

と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
慶
喜
の
心
が
起
こ
っ
て
い
る
状
態
と
い
う
も
の
は
︑
必
然
的
に
ゆ
と
り
や
安
ら
ぎ
を
導
く
も

の
で
も
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑﹃
歎
異
抄
﹄
第
十
六
条
で
﹁
わ
ろ
か
ら
ん
に
つ
け
て
も
︑
い
よ
い
よ
願
力
を
仰
ぎ
ま
ゐ
ら
せ

ば
︑
自
然
の
こ
と
わ
り
に
て
︑
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
も
出
で
く
べ
し
︒﹂
３
１
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑
信
心
を
得
た
者
は
︑
煩
悩
具
足

の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
自
然
と
柔
ら
か
な
心
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
法
の
深
信
と
し
て
救

い
を
信
知
し
︑
慶
喜
す
る
と
い
う
念
仏
者
の
体
験
に
は
︑
柔
和
な
心
の
現
出
が
伴
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
︑
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
身

で
あ
り
な
が
ら
︑
真
実
へ
の
志
向
性
が
育
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
心
情
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の
変
化
は
信
後
の
生
活
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

確
か
に
︑﹁
親
鸞
は
︑
他
力
の
信
心
を
得
た
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
行
者
が
社
会
を
見
る
視
点
︑
あ
る
い
は
社
会
に
関
わ
ろ
う
と
す
る

自
己
に
対
す
る
視
点
が
︑
仏
智
に
即
し
て
一
気
に
転
換
す
る
と
は
し
て
い
な
い
﹂
３
２
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
︑
信
心
獲
得
に
よ
っ

て
念
仏
者
の
う
え
に
新
た
な
主
体
が
確
立
し
︑
そ
の
行
動
が
一
気
に
転
換
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
語
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
な

が
ら
︑
鷲
原
知
康
氏
が
︑﹁
信
心
の
具
徳
で
あ
る
と
こ
ろ
の
智
慧(

涅
槃
の
真
因
と
な
る
智
慧)

が
機
上
に
相
発
す
る
と
考
え
る
こ
と
も

あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒﹂
３
３
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
の
信
心
の
具
徳
は
念
仏
者
の
う
え
で
少

な
か
ら
ず
何
ら
か
の
は
た
ら
き
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
信
心
の
具
徳
が
具
体
的
に
念
仏
者
の
上
に
現
れ
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
代
表
的
な
例
が
︑﹁
現
生
十

益
﹂
の
な
か
で
顕
益
３
４
の
ひ
と
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
る
﹁
常
行
大
悲
の
益
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
道
綽
の
﹃
安
楽
集
﹄
下
巻
に
引
用

さ
れ
た
﹃
大
悲
経
﹄
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
親
鸞
は
こ
れ
を
﹁
信
巻
﹂
で
引
い
て
い
る
︒ 

﹃
大
悲
経
﹄
に
の
た
ま
は
く
︑︿
い
か
ん
が
名
づ
け
て
大
悲
と
す
る
︒
も
し
も
つ
ぱ
ら
念
仏
相
続
し
て
断
え
ざ
れ
ば
︑
そ
の
命
終

に
随
ひ
て
さ
だ
め
て
安
楽
に
生
ぜ
ん
︒
も
し
よ
く
展
転
し
て
あ
ひ
勧
め
て
念
仏
を
行
ぜ
し
む
る
は
︑
こ
れ
ら
を
こ
と
ご
と
く
大

悲
を
行
ず
る
人
と
名
づ
く
﹀﹂
と
︒
３
５ 

つ
ま
り
︑
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
﹁
大
悲
を
行
ず
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑
念
仏
を
相
続
し
︑
そ
の
念
仏
を
勧
め
る
と
い
う
実
践
で
あ

り
︑
信
心
を
得
た
利
益
と
し
て
こ
の
よ
う
な
実
践
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
三
田
真
史

氏
が
﹁
常
行
大
悲
と
は
念
仏
す
る
こ
と
の
他
に
な
く
︑
そ
し
て
そ
の
念
仏
が
如
来
大
悲
の
行
で
あ
る
こ
と
を
﹁
自
信
教
人
信
﹂
の
道
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と
し
て
普
く
伝
え
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
﹂
３
６
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
親
鸞
に
お
い
て
信
心
の
実
践
と
は
︑
専
ら
念
仏
し
︑
衆
生

を
教
化
し
て
本
願
に
帰
入
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
い
う
自
信
教
人
信
の
歩
み
で
あ
り
︑
仏
法
の
弘
通
を
目
指
し
た
実
践
に
他
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
︒ 

さ
ら
に
︑﹃
御
消
息
﹄
の
な
か
で
﹁
世
の
中
安
穏
な
れ
︑
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
﹂
３
７
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
親
鸞
に
と
っ
て
大

悲
を
行
ず
る
実
践
と
は
︑﹁
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
﹂
と
い
う
仏
法
の
弘
通
を
目
指
す
実
践
で
あ
る
と
同
時
に
︑﹁
世
の
中
安
穏
な
れ
﹂
と
い

う
こ
の
世
界
の
安
寧
を
願
う
実
践
で
も
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
信
楽
峻
麿
氏
は
︑ 

親
鸞
に
お
け
る
衆
生
利
益
と
は
︑
基
本
的
に
は
︑
ひ
と
え
に
衆
生
を
教
化
し
て
本
願
に
帰
入
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑
念
仏

を
勧
化
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
︑
ま
た
そ
の
こ
と
は
︑
広
く
は
現
実
世
界
へ
の
拡
が
り
と

し
て
の
︑
現
世
の
利
益
と
い
う
こ
と
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
３
８ 

と
述
べ
て
お
り
︑
親
鸞
に
お
け
る
実
践
を
衆
生
教
化
の
み
に
限
定
せ
ず
︑
現
実
社
会
に
お
け
る
利
他
的
な
実
践
と
し
て
拡
大
し
て
解

釈
し
て
い
る
︒ 

 

以
上
の
よ
う
に
︑
法
の
深
信
と
し
て
救
い
を
信
知
し
︑
確
か
に
救
い
が
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
と
い
う
体
験
の
な
か

に
は
︑
大
き
な
慶
喜
の
心
が
あ
り
︑
そ
れ
は
自
然
と
柔
和
な
心
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
そ
の
よ
う
な
信
心
の
具
体
的
な
利

益
と
し
て
﹁
常
行
大
悲
の
益
﹂
が
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
世
の
中
安
穏
な
れ
︑
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
﹂
と
い
う
大
悲
を
行
ず
る
実
践
へ
の
志
向

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
︒ 

親
鸞
に
お
け
る
信
心
の
性
格
と
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
︑
当
然
な
が
ら
そ
の
信
心
は
︑ 
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し
か
る
に
常
没
の
凡
愚
︑
流
転
の
群
生
︑
無
上
妙
果
の
成
じ
が
た
き
に
あ
ら
ず
︑
真
実
の
信
楽
ま
こ
と
に
獲
る
こ
と
難
し
︒
な

に
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
︑
い
ま
し
如
来
の
加
威
力
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
な
り
︑
博
く
大
悲
広
慧
の
力
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
な
り
︒
３
９ 

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
罪
悪
深
重
の
凡
夫
の
力
で
は
到
底
得
難
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
ゆ
え
に

仏
は
本
願
力
回
向
と
し
て
他
力
の
信
心
を
衆
生
に
廻
施
す
る
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑﹁
た
ま
た
ま
浄
信
を
獲
ば
︑
こ
の
心
顛
倒
せ
ず
︑

こ
の
心
虚
偽
な
ら
ず
︒
こ
こ
を
も
つ
て
極
悪
深
重
の
衆
生
︑
大
慶
喜
心
を
得
︑
諸
々
の
聖
尊
の
重
愛
を
獲
る
な
り
︒﹂
４
０
と
い
う
大

き
な
慶
び
の
心
が
起
こ
る
の
で
あ
る
︒
本
来
得
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
を
仏
の
回
向
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
慶

喜
が
起
き
る
と
い
う
経
験
は
︑
逆
説
的
に
捉
え
る
と
︑
自
身
は
本
来
信
心
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
罪
悪
深
重
の
凡
夫
で
あ
る
︑
と
い

う
こ
と
が
よ
り
鮮
明
に
浮
き
彫
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
先
述
し
た
よ
う
に
︑
そ
の
よ
う
な
自
己
が
信
知
せ
し
め
ら
れ
た

と
き
︑
大
き
な
悲
嘆
と
慚
愧
が
起
こ
る
も
の
だ
︒
そ
し
て
︑
機
の
深
信
と
法
の
深
信
は
一
具
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
よ
う
な
悲
嘆

と
慶
喜
は
決
し
て
分
か
た
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
既
に
確
認
し
た
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
悲
嘆
と
慶
喜
は
決
し
て
分
か
た
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
本
来
的
な
意
味
で
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
た
め
︑﹁
恥
づ
べ

し
傷
む
べ
し
﹂
と
い
う
悲
嘆
と
慚
愧
か
ら
生
じ
る
﹁
世
を
い
と
ふ
し
る
し
﹂
と
し
て
の
悪
へ
の
厭
離
は
同
時
に
︑
救
い
の
信
知
に
お

け
る
慶
喜
の
体
験
に
伴
っ
た
柔
和
な
心
へ
の
導
き
と
︑﹁
世
の
中
安
穏
な
れ
︑
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
﹂
と
い
う
大
悲
を
行
ず
る
実
践
へ
の
志

向
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

し
た
が
っ
て
︑
親
鸞
に
お
け
る
実
践
と
は
︑﹁
世
を
い
と
ふ
し
る
し
﹂
と
し
て
悪
を
拒
否
し
︑
救
い
を
慶
ぶ
な
か
で
柔
和
な
心
が
導

か
れ
な
が
ら
︑﹁
世
の
中
安
穏
な
れ
︑
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
﹂
と
い
う
大
悲
を
行
ず
る
信
心
に
基
づ
い
た
実
践
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
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で
き
る
︒
ま
た
︑
二
種
深
信
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
実
践
性
に
つ
い
て
梯
實
圓
氏
は
︑ 

罪
悪
性
を
自
身
の
う
ち
に
よ
び
さ
ま
さ
れ
た
機
の
深
信
と
︑
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
悪
へ
の
拒
否
性
︑
そ
れ
に
法
の
深
信
に
よ
る

本
願
の
真
実
性
へ
の
め
ざ
め
を
通
し
て
真
実
へ
の
指
向
性
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒︵
中
略
︶
菩
薩
道
へ
の
尊
崇
の
念
が
念
仏

者
の
生
活
を
さ
さ
え
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
４
１ 

と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
念
仏
者
の
実
践
と
は
機
の
深
信
と
法
の
深
信
と
し
て
の
悲
嘆
と
慶
喜
の
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
て
成
立
す

る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
︑﹁
疑
い
な
く
受
け
容
れ
た
教
法
に
よ
っ
て
心
の
眼
を
育
て
ら
れ
︑
仏
教
の
原
理
に
随
っ
て
も
の
を
考
え
行
動

す
る
よ
う
に
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
︒﹂
４
２
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
煩
悩
具
足
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
信
心
に
よ
っ

て
真
実
へ
の
歩
み
が
促
さ
れ
︑
自
ら
の
在
り
方
が
見
直
さ
れ
る
︑
と
い
う
よ
う
な
信
心
の
育
み
の
な
か
で
志
向
せ
し
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

  

第
三
章 

実
践
の
構
造 

第
一
節 

親
鸞
の
同
朋
意
識 

親
鸞
思
想
に
お
い
て
は
︑
他
力
廻
向
の
信
心
に
基
づ
い
て
︑
悪
を
拒
否
し
︑
大
悲
を
行
ず
る
実
践
が
志
向
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を

前
章
で
確
認
し
た
が
︑
具
体
的
な
実
践
の
場
面
に
お
い
て
は
︑
他
者
の
存
在
と
い
う
も
の
が
常
に
想
定
さ
れ
る
︒
で
は
︑
信
心
に
よ

っ
て
成
立
す
る
実
践
に
お
い
て
︑
他
者
と
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
親
鸞
の
同
朋
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意
識
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
た
い
︒ 

 
ま
ず
︑
第
十
八
願
文
で
は
救
い
の
対
象
が
﹁
十
方
衆
生
﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
成
就
文
に
お
い
て
も
﹁
諸
有
衆
生
﹂
と
説
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
仏
願
力
は
全
て
の
衆
生
に
対
し
て
平
等
に
振
り
か
ざ
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
自
己
に
対
し
て
仏

の
救
い
の
願
い
が
届
け
ら
れ
る
と
知
っ
た
ま
さ
に
そ
の
時
︑
同
時
に
す
べ
て
の
他
者
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
に
そ
の
願
い
が
働
い
て

い
る
と
い
う
視
点
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
信
心
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
視
点
が
開
け
た
時
︑
他
者
は
た
だ
私
に
と
っ

て
の
他
者
と
い
う
一
般
的
な
理
解
で
は
な
く
︑
自
身
と
同
じ
本
願
の
対
象
と
し
て
の
他
者
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
︒

し
た
が
っ
て
親
鸞
に
お
い
て
は
︑﹁
他
力
の
信
心
う
る
ひ
と
を
う
や
ま
ひ
お
ほ
き
に
よ
ろ
こ
べ
ば
す
な
わ
ち
わ
が
親
友
と
ぞ
教
主
世

尊
は
ほ
め
た
ま
ふ
﹂
４
３
︑﹁
一
切
の
有
情
は
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
・
兄
弟
な
り
﹂
４
４
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
︑
他
力
廻
向
の
信

心
の
も
と
で
︑
必
然
的
に
﹁
同
朋
﹂
と
し
て
の
意
識
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

ま
た
︑
親
鸞
の
著
作
の
中
で
は
﹁
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
﹂
４
５
や
﹁
い
し
・
か
は
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
﹂
４
６
な
ど
︑

人
間
の
実
相
を
示
す
際
に
﹁
わ
れ
ら
﹂
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
お
り
︑
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
自
己
の
実
相
に
対
す
る
苦
悩

や
悲
嘆
は
︑
そ
の
ま
ま
全
て
の
衆
生
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
こ
れ
は
︑
他
者
の
苦
し
み
や
痛
み
を
知
り
︑
共
に
悲

し
む
と
い
う
共
感
の
心
を
意
味
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
︑
親
鸞
の
同
朋
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
親
鸞
に
お
け
る
同
朋
意
識
と
は
︑
一
切
衆
生
に
与
え
ら
れ
て
い
る
他
力
廻
向
の
信
心
が
成
立
し
た
結
果
の
必
然
と

し
て
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑﹃
御
消
息
﹄
の
な
か
で
親
鸞
は 

 
 

と
し
ご
ろ
念
仏
し
て
往
生
ね
が
ふ
し
る
し
に
は
︑
も
と
あ
し
か
り
し
わ
が
こ
こ
ろ
を
お
も
ひ
か
へ
し
て
︑
と
も
同
朋
に
も
ね
ん
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ご
ろ
に
こ
こ
ろ
の
お
は
し
ま
し
あ
は
ば
こ
そ
︑
世
を
い
と
ふ
し
る
し
に
て
も
候
は
め
と
こ
そ
お
ぼ
え
候
へ
︒
４
７ 

と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
真
実
信
心
に
生
き
る
な
か
で
悪
を
改
め
︑
同
朋
に
対
し
て
懇
ろ
な
思
い
や
り
を
持
つ
よ
う
に
な
り
︑
そ

れ
が
﹁
世
を
い
と
ふ
﹂
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
つ
ま
り
﹁
世
を
い
と
ふ
﹂
と
い
う
こ
と
の
内
実
と
し
て
悪
へ
の
拒
否
と
共

に
︑
同
朋
に
対
す
る
慈
し
み
の
心
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
先
述
し
た
よ
う
に
︑
悪
を
拒
否
し
︑﹁
世
を
い
と
ふ
﹂
と
い

う
こ
と
の
背
景
に
は
機
の
深
信
と
し
て
自
ら
の
悪
を
信
知
す
る
と
い
う
経
験
が
あ
る
と
同
時
に
︑
法
の
深
信
と
し
て
仏
の
救
い
を
間

違
い
な
く
信
知
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
︑
親
鸞
に
お
け
る
実
践
と
は
そ
の
よ
う
な
信
心
に
基
づ
い
た
実
践
で
あ
っ
た
︒ 

し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
実
践
の
内
実
に
は
︑﹁
同
朋
に
も
ね
ん
ご
ろ
に
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
同
朋
で
あ
る
他
者
に
対
す
る
慈
し
み

の
心
情
が
必
然
的
に
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

以
上
の
よ
う
に
︑
信
心
に
基
づ
い
て
立
ち
上
が
る
実
践
主
体
に
お
い
て
は
︑
そ
の
必
然
と
し
て
他
者
に
対
す
る
慈
し
み
の
心
が
起

こ
り
︑﹁
信
仰
共
同
体
と
し
て
の
真
宗
教
団
は
︑
民
族
と
か
︑
国
家
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
レ
ベ
ル
を
超
え
て
︑︵
中
略
︶
開
か
れ
た
人

類
的
な
レ
ベ
ル
で
思
想
し
行
動
し
よ
う
と
す
る
指
向
性
を
も
つ
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
︒﹂
４
８
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
信
心
に
基
づ

い
た
実
践
は
こ
の
よ
う
な
同
朋
意
識
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒ 

 

第
二
節 

大
悲
の
実
践
と
葛
藤 

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
親
鸞
に
お
け
る
実
践
と
は
﹁
世
を
い
と
ふ
し
る
し
﹂
と
し
て
悪
を
拒
否
し
︑
救
を
慶
ぶ
中
で
柔
和

な
心
が
導
か
れ
な
が
ら
︑﹁
世
の
中
安
穏
な
れ
︑
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
﹂
と
い
う
大
悲
を
行
ず
る
と
い
う
信
心
に
基
づ
い
た
実
践
で
あ
り
︑
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そ
れ
は
他
者
に
対
す
る
慈
し
み
の
心
を
も
っ
た
同
朋
意
識
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒ 

し
か
し
︑
親
鸞
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
実
践
が
示
さ
れ
な
が
ら
も
︑﹁
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し
虚
仮

不
実
の
わ
が
身
に
て
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
﹂
４
９
と
し
て
︑
信
心
が
成
立
し
て
も
な
お
人
間
に
は
一
切
の
真
実
も
無
い
と
い
う
こ

と
が
語
ら
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
﹁
小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
有
情
利
益
は
お
も
ふ
ま
じ
如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
は 

苦
海
を
い
か
で
か

わ
た
る
べ
き
﹂
５
０
と
あ
る
よ
う
に
︑
人
間
に
よ
る
大
悲
の
実
践
の
限
界
性
も
示
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
信
心
に
基
づ
い
て
大
悲
を

行
ず
る
実
践
が
志
向
さ
れ
る
と
い
う
理
解
と
は
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
表
現
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
ま
ず
﹃
歎
異
抄
﹄
第
四
条
の
言
葉
を
確
認
し
た
う
え
で
考
え
て
い
き
た
い
︒
こ
こ
で
親
鸞
は 

慈
悲
に
聖
道
・
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
︒
聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は
︑
も
の
を
あ
は
れ
み
︑
か
な
し
み
︑
は
ぐ
く
む
な
り
︒
し
か

れ
ど
も
︑
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
︑
き
は
め
て
あ
り
が
た
し
︒
浄
土
の
慈
悲
と
い
ふ
は
︑
念
仏
し
て
︑
い
そ
ぎ

仏
に
成
り
て
︑
大
慈
大
悲
心
を
も
つ
て
︑
お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
ふ
べ
き
な
り
︒
今
生
に
︑
い
か
に
い
と
ほ

し
不
便
と
お
も
ふ
と
も
︑
存
知
の
ご
と
く
た
す
け
が
た
け
れ
ば
︑
こ
の
慈
悲
始
終
な
し
︒
し
か
れ
ば
︑
念
仏
申
す
の
み
ぞ
︑
す

ゑ
と
ほ
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
候
べ
き
と
云
々
５
１ 

と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
人
間
は
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
た
め
︑
人
間
の
慈
悲
の
実
践
は
思
う
よ
う
に
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き

ず
︑
限
界
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
︑
仏
の
大
慈
悲
心
で
あ
る
浄
土
の
慈
悲
こ
そ
が
思
う
よ
う
に
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と

が
で
き
る
末
通
っ
た
慈
悲
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
他
力
廻
向
の
信
心
に
基
づ
い
た
実
践
と
は
︑
当
然
な
が
ら

凡
夫
の
知
見
か
ら
発
せ
ら
れ
る
実
践
で
は
な
く
︑
他
力
廻
向
の
信
心
に
よ
っ
て
志
向
せ
し
め
ら
れ
た
実
践
で
あ
る
た
め
︑
浄
土
の
慈
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悲
と
し
て
の
実
践
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

し
か
し
な
が
ら
︑
信
心
に
基
づ
い
た
実
践
が
そ
の
よ
う
な
浄
土
の
慈
悲
と
し
て
の
真
実
の
実
践
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
は
煩
悩
具
足

の
凡
夫
で
あ
る
人
間
を
通
し
て
こ
の
現
世
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑
そ
の
実
践
に
は
凡
夫
で
あ
る
が
ゆ
え
の
煩
悩

や
我
執
と
い
っ
た
迷
い
の
心
が
必
ず
伴
っ
て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
摂
取
の
心
光
︑
つ
ね
に
照
護
し
た
ま
ふ
︒
す
で
に
よ
く
無
明
の
闇

を
破
す
と
い
へ
ど
も
︑
貪
愛
・
瞋
憎
の
雲
霧
︑
つ
ね
に
真
実
信
心
の
天
に
覆
へ
り
︒﹂
５
２
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
真
実
信
心
に

基
づ
い
た
実
践
が
志
向
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
凡
夫
を
通
し
て
な
さ
れ
る
実
践
で
あ
る
以
上
︑
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
内
藤
知
康
氏
は
﹁
機
自
体
の
煩
悩
性
・
罪
悪
性
は
信
前
信
後
に
何
等
増
減
す
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
構
造
は
︑
信
後
の
念
仏
者
像
を
考
え
る
と
き
に
一
つ
の
躓
き
石
と
な
る

５
３
﹂
と
い
う
懸
念
を
示
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
他

力
廻
向
の
信
心
に
基
づ
い
た
大
悲
の
実
践
が
志
向
さ
れ
て
も
な
お
︑
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
自
己
は
常
に
自
覚
さ

れ
続
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒ 

し
か
し
一
方
で
︑﹁
た
と
へ
ば
日
光
の
雲
霧
に
覆
は
る
れ
ど
も
︑
雲
霧
の
下
あ
き
ら
か
に
し
て
闇
な
き
が
ご
と
し
︒﹂
５
４
と
も
語
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
︑
た
と
え
煩
悩
が
信
心
を
覆
っ
て
い
た
と
し
て
も
︑
他
力
廻
向
の
信
心
は
確
か
に
私
た
ち
の
も
と
に
届
け
ら
れ
て

お
り
︑こ
の
現
世
に
お
い
て
私
た
ち
を
通
し
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
︒し
た
が
っ
て
︑

浅
井
成
海
氏
が 

常
行
大
悲
の
利
益
を
う
け
る
と
示
し
つ
つ
︑
小
慈
︑
小
悲
さ
え
な
い
か
ら
他
の
人
び
と
の
救
い
の
た
め
に
働
く
こ
と
な
ど
で
き

な
い
私
で
あ
る
と
の
べ
︑
同
時
に
小
慈
小
悲
さ
え
な
い
身
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
つ
ね
に
常
行
大
悲
︑
自
信
教
人
信
の
は
た
ら
き
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を
な
す
の
で
す
と
説
き
ま
す
︒
全
く
矛
盾
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
︑
そ
う
で
は
な
く
︑
実
に
深
い
と
こ
ろ
か
ら

社
会
的
実
践
の
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
︒
５
５ 

と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
真
実
信
心
に
基
づ
い
た
実
践
が
志
向
さ
れ
る
と
い
う
理
解
と
︑
そ
の
実
践
主
体
が
煩
悩
具
足

の
凡
夫
で
あ
る
が
ゆ
え
に
﹁
小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
﹂
と
い
う
悲
嘆
が
生
じ
る
と
い
う
理
解
は
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
両
者

が
同
時
並
行
的
に
関
連
し
合
う
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

そ
し
て
︑
浅
井
氏
の
﹁
無
我
に
な
り
き
れ
ぬ
身
の
ま
ま
が
︑
念
仏
申
す
生
活
の
中
で
ま
す
ま
す
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
悲
泣

の
身
が
︑
即
ち
無
我
の
こ
こ
ろ
︑
や
わ
ら
か
な
心
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
味
わ
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
︒﹂
５
６
と
い
う
解
釈

か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
信
心
に
基
づ
い
た
大
悲
の
実
践
が
志
向
さ
れ
る
な
か
で
は
︑
そ
の
反
面
︑
そ
の
よ
う
な
真
実
か
ら
は
程
遠
い

罪
悪
深
重
の
自
己
が
自
覚
さ
れ
︑
悲
嘆
と
慚
愧
が
生
じ
る
が
︑
そ
の
悲
嘆
の
身
に
は
﹁
世
を
い
と
ふ
し
る
し
﹂
と
い
う
悪
へ
の
拒
否

性
が
あ
り
︑
そ
れ
は
同
時
に
︑
慶
喜
に
伴
っ
た
柔
和
な
心
が
導
か
れ
な
が
ら
︑﹁
世
の
中
安
穏
な
れ
︑
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
﹂
と
い
う
大
悲

を
行
ず
る
実
践
へ
の
志
向
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑﹁
小
慈
小
悲
も
な
き
身
﹂
と
い
う
悲
嘆
は
実
践
に
対
す
る
単
純
な
諦
め
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
悲
嘆
す
べ
き
身
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
真
実
へ
の
志
向
性
が
信
心
に
よ
っ
て
育
ま
れ
て
い
く
な

か
で
︑
大
悲
の
実
践
が
行
ぜ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒ 

つ
ま
り
︑
親
鸞
に
お
け
る
実
践
と
は
︑
他
力
廻
向
の
信
心
を
得
て
︑
大
悲
を
行
ず
る
実
践
が
志
向
さ
れ
︑
そ
の
ま
ま
絶
え
ず
大
悲

の
実
践
が
な
さ
れ
る
と
い
う
一
方
向
的
な
構
造
で
は
な
く
︑
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
実
践
が
志
向
せ
し
め
ら
れ
︑
行
動
さ
れ
て
い
く

な
か
で
︑
幾
度
と
な
く
悲
嘆
す
べ
き
自
己
の
実
相
が
自
覚
さ
れ
︑
そ
の
度
に
改
め
て
実
践
を
志
向
す
る
立
場
へ
復
帰
す
る
と
い
う
葛
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藤
の
連
続
で
あ
り
︑
そ
の
実
践
は
こ
の
よ
う
な
円
環
構
造
の
中
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
実
践
に
つ
い
て
︑
宇
治
和
貴
氏
は 

 

親
鸞
に
お
け
る
罪
障
・
煩
悩
の
自
覚
と
は
︑
本
願
力
廻
向
の
信
に
基
づ
い
た
大
悲
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
な
か
で
︑
何
度
も
た

ち
あ
ら
わ
れ
る
否
定
す
べ
き
自
力
心
と
し
て
自
覚
さ
れ
つ
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
親
鸞
の
信
仰
に
お

い
て
実
践
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
前
後
的
な
関
係
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
が
︑
実
践
を
伴
う
が
故
に
自
ら
の

う
え
で
︑
罪
障
・
煩
悩
の
自
覚
が
生
じ
る
と
い
っ
た
悲
嘆
的
現
実
を
自
覚
す
る
う
え
で
の
前
提
条
件
で
さ
え
あ
り
え
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
︒
５
７ 

と
い
う
解
釈
を
示
し
て
お
り
︑
親
鸞
に
と
っ
て
実
践
と
は
︑
そ
の
信
仰
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑
信
仰
を
支

え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

   

結
論 こ

こ
ま
で
︑
浄
土
真
宗
に
お
け
る
実
践
に
つ
い
て
信
仰
と
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
︒
ま
ず
浄
土
真
宗
に
お
け
る

実
践
は
︑
真
俗
二
諦
の
問
題
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
信
仰
と
不
離
の
関
係
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
両
者
は
二
元
的
に
分
別

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
︑一
貫
し
て
信
仰
に
基
づ
い
た
実
践
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒ 
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そ
し
て
︑
親
鸞
に
お
け
る
信
心
と
は
他
力
廻
向
の
信
心
で
あ
り
︑
そ
れ
は
自
己
の
罪
悪
性
が
機
の
深
信
と
し
て
信
知
さ
れ
︑
法
の

深
信
と
し
て
救
い
が
信
知
さ
れ
る
と
い
う
二
種
深
信
の
性
格
を
有
し
て
い
た
た
め
︑
そ
こ
に
は
自
己
の
罪
悪
性
に
対
す
る
悲
嘆
と
と

も
に
︑
仏
の
救
い
に
対
す
る
慶
喜
の
心
が
あ
り
︑
こ
の
悲
嘆
と
慶
喜
の
先
に
は
﹁
世
を
い
と
ふ
し
る
し
﹂
と
し
て
悪
を
拒
否
し
︑
救

い
の
信
知
か
ら
導
か
れ
る
柔
和
な
心
を
持
ち
な
が
ら
︑﹁
世
の
中
安
穏
な
れ
︑
仏
法
ひ
ろ
ま
れ
﹂
と
い
う
大
悲
を
行
ず
る
実
践
へ
の
志

向
性
が
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
念
仏
者
に
お
け
る
実
践
は
機
の
深
信
と
法
の
深
信
と
し
て
の
悲
嘆
と
慶
喜
の
経
験
に
裏
付
け
ら
れ

て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
︑
煩
悩
具
足
の
身
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
信
心
に
よ
っ
て
真
実
へ
の
歩
み
が
促
さ
れ
︑
自
ら
の
在
り
方
が
見

直
さ
れ
る
︑
と
い
う
よ
う
な
信
心
の
育
み
の
な
か
で
志
向
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

さ
ら
に
︑
そ
の
実
践
の
内
実
に
は
他
者
に
対
す
る
慈
し
み
の
心
が
あ
り
︑
信
心
に
基
づ
い
た
実
践
は
そ
の
よ
う
な
同
朋
意
識
の
も

と
で
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒ 

し
か
し
そ
の
一
方
で
︑
親
鸞
は
﹁
小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て
﹂
な
ど
と
し
て
︑
人
間
に
よ
る
慈
悲
の
実
践
の
限
界
性
も
示
し
て
い

る
が
︑
こ
れ
は
矛
盾
で
は
な
く
︑
親
鸞
に
お
け
る
実
践
と
は
信
心
に
基
づ
い
た
実
践
が
志
向
さ
れ
て
い
く
な
か
で
︑
幾
度
と
な
く
悲

嘆
す
べ
き
自
己
の
実
相
が
自
覚
さ
れ
︑
そ
の
た
び
に
改
め
て
実
践
を
志
向
す
る
立
場
へ
復
帰
す
る
と
い
う
円
環
構
造
と
し
て
成
立
す

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 

以
上
の
よ
う
に
︑
浄
土
真
宗
に
お
け
る
実
践
と
は
信
心
に
基
づ
い
た
実
践
で
あ
り
︑
そ
の
信
心
に
育
ま
れ
る
生
活
の
な
か
で
志
向

せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
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註 １   

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

私
た
ち
の
取
り
組
む
社
会
課
題https://w

w
w

.hongw
anji.or.jp/project/agenda/ 

︵
最
終
ア
ク

セ
ス
日
：
二
〇
二
二
年
十
二
月
一
日
︶ 

 
  

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

社
会
部https://social.hongw

anji.or.jp/index.htm
l 

︵
最
終
ア
ク
セ
ス
日
：
二
〇
二
二
年
十
二

月
一
日
︶ 

２   

内
藤
知
康
﹁
親
鸞
に
お
け
る
実
践
の
論
理
構
造
﹂
二
七
四
頁 

３   

渡
辺
照
宏
﹃
日
本
の
仏
教
﹄
二
〇
四
頁 

４   

宇
治
和
貴
﹁
親
鸞
研
究
に
お
け
る
前
提
的
課
題
に
つ
い
て
：
真
俗
二
諦
的
信
仰
理
解
の
克
服
に
つ
い
て
﹂
三
一
頁 

５   

葛
野
洋
明
﹁
浄
土
真
宗
に
お
け
る
実
践
の
研
究
：
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
﹁
宗
制
﹂
に
よ
る
社
会
貢
献
の
視
座
を
通
し
て
﹄
七

九
頁 

６   

葛
野
洋
明
﹁
真
宗
伝
道
に
お
け
る
実
践
論
の
教
義
的
研
究
﹂
二
一
頁 

７   

梯
實
圓
﹃
真
俗
二
諦
﹄
九
～
一
〇
頁 

８  

﹃
註
釈
版
﹄
九
二
〇
頁 

９  

﹃
聖
典
全
書
﹄
四
巻 

六
〇
一
頁 

１
０ 

﹃
註
釈
版
﹄
一
一
一
八
頁 

１
１ 

﹃
聖
典
全
書
﹄
五
巻 

三
三
七
頁 

１
２ 

﹃
註
釈
版
﹄
一
二
七
六
頁 

１
３ 

﹃
註
釈
版
﹄
一
一
九
六
～
一
一
九
七
頁 

１
４  

宇
治
和
貴
﹁
親
鸞
研
究
に
お
け
る
前
提
的
課
題
に
つ
い
て
：
真
俗
二
諦
的
信
仰
理
解
の
克
服
に
つ
い
て
﹂
四
五
～
四
六
頁 

１
５ 

﹃
註
釈
版
﹄
八
五
四
頁 

https://www.hongwanji.or.jp/project/agenda/
https://social.hongwanji.or.jp/index.html
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１
６  

宇
治
和
貴
﹁
親
鸞
研
究
に
お
け
る
前
提
的
課
題
に
つ
い
て
：
真
俗
二
諦
的
信
仰
理
解
の
克
服
に
つ
い
て
﹂
四
〇
～
四
一
頁 

１
７  
信
楽
峻
麿
﹃
現
代
真
宗
教
学
﹄
二
七
四
頁 

１
８  
信
楽
峻
麿
﹃
現
代
真
宗
教
学
﹄
二
七
三
頁 

１
９  

岡
崎
秀
麿
﹁
親
鸞
聖
人
に
お
け
る
実
践
：
弘
願
助
正
説
を
中
心
と
し
て
﹂
一
七
五
頁 

２
０ 

﹃
註
釈
版
﹄
六
九
三
頁 

２
１ 

﹃
註
釈
版
﹄
二
三
一
頁 

２
２  

村
上
速
水
﹃
親
鸞
教
義
と
そ
の
背
景
﹄
一
七
五
頁 

２
３ 

﹃
註
釈
版 

七
祖
篇
﹄
四
五
七
頁 

 

２
４ 

﹃
註
釈
版 

七
祖
篇
﹄
四
五
七
頁 

２
５ 

﹃
註
釈
版
﹄
六
九
三
～
六
九
四
頁 

２
６ 

﹃
註
釈
版
﹄
六
二
二
頁 

２
７ 

﹃
註
釈
版
﹄
二
六
六
頁 

２
８ 

﹃
註
釈
版
﹄
七
四
〇
頁 

２
９ 

﹃
註
釈
版
﹄
四
七
三
頁 

３
０  

桐
渓
順
忍
﹁
信
仰
生
活
の
論
理
﹂
二
三
四
～
二
三
五
頁 

３
１ 

﹃
註
釈
版
﹄
八
四
九
頁 

３
２  

黒
田
義
道
﹁
親
鸞
の
浄
土
三
部
経
千
部
読
誦
に
つ
い
て
：
信
心
に
問
わ
れ
る
社
会
的
実
践
﹂
二
三
一
頁 

３
３  

鷲
原
知
康
﹁
親
鸞
教
義
に
於
け
る
信
心
の
智
慧
︵
二
︶
一
六
二
頁 

３
４ 

﹁
十
益
の
中
︑
心
多
歓
喜
の
益
︑
知
恩
報
徳
の
益
︑
常
行
大
悲
の
益
の
三
益
は
︑
顕
益
と
み
て
︑
何
等
か
の
活
動
が
念
仏
申
す

生
活
の
上
に
顕
現
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒﹂︵
浅
井
成
海
﹃
信
心
の
社
会
性
：
教
学
的
な
視
点
よ
り
の
学
び
﹄
四
七
頁

よ
り
抜
粋
︶ 

３
５ 

﹃
註
釈
版
﹄
二
六
〇
頁 

３
６  

三
田
真
史
﹁
親
鸞
教
学
に
お
け
る
菩
薩
道
理
念
と
そ
の
実
践
：
菩
薩
道
教
学
構
築
へ
の
一
試
論
﹂
一
〇
八
頁 
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３
７ 
﹃
註
釈
版
﹄
七
八
四
頁 

３
８  
信
楽
峻
麿
﹁
親
鸞
に
お
け
る
信
と
社
会
的
実
践
﹂
九
二
～
九
三
頁 

３
９ 

﹃
註
釈
版
﹄
二
一
一
頁 

４
０ 

﹃
註
釈
版
﹄
二
一
一
頁 

４
１  

梯
實
圓
﹃
真
俗
二
諦
﹄
四
四
頁 

４
２  

梯
實
圓
﹃
顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
講
讃
﹄
六
〇
頁 

 

４
３ 

﹃
註
釈
版
﹄
六
一
〇
頁 

４
４ 

﹃
註
釈
版
﹄
八
三
四
頁  

４
５ 

﹁
註
釈
版
﹂
五
八
〇
頁
︑
五
八
四
頁 

４
６ 

﹃
註
釈
版
﹄
七
〇
八
頁 

４
７ 

﹃
註
釈
版
﹄
七
四
二
頁 

４
８  

梯
實
圓
﹃
真
俗
二
諦
﹄
五
二
頁 

４
９ 

﹃
註
釈
版
﹄
六
一
七
頁 

５
０ 

﹃
註
釈
版
﹄
六
一
七
頁 

５
１ 

﹃
註
釈
版
﹄
八
三
四
頁 

５
２ 

﹃
註
釈
版
﹄
二
〇
四
頁 

５
３  

内
藤
知
康
﹁
親
鸞
に
お
け
る
実
践
の
論
理
構
造
﹂
二
七
六
頁 

５
４ 

﹃
註
釈
版
﹄
二
〇
四
頁 

５
５  

浅
井
成
海
﹃
信
心
の
社
会
性
：
教
学
的
な
視
点
よ
り
の
学
び
﹄
五
二
頁 

５
６  

浅
井
成
海
﹃
真
宗
を
学
ぶ
：
愚
に
か
え
り
て
﹄
一
三
二
頁 

５
７  

宇
治
和
貴
﹁
親
鸞
の
信
仰
と
実
践
：
特
に
信
仰
の
構
造
に
お
け
る
実
践
の
位
置
に
つ
い
て
﹂
五
一
頁 
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年
︶ 

・
桐
溪
順
忍
﹁
信
仰
生
活
の
論
理
﹂︵﹃
浄
土
教
の
思
想
と
文
化
﹄
四
一
・
四
二
︑
一
九
七
二
年
︶ 

・
黒
田
義
道
﹁
親
鸞
の
三
部
経
千
部
読
誦
に
つ
い
て
：
信
心
に
問
わ
れ
る
社
会
的
実
践
﹂︵﹃
日
本
仏
教
学
会
年
報
﹄
八
一
︑
二
〇

一
五
年
︶ 

・
信
楽
峻
麿
﹁
親
鸞
に
お
け
る
信
と
社
会
的
実
践
﹂︵﹃
親
鸞
教
学
﹄
三
八
︑
一
九
八
一
年
︶ 

・
信
楽
峻
麿
﹁
近
代
に
お
け
る
真
宗
倫
理
の
諸
相
﹂︵﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
四
九
︑ 

二
〇
〇
一
年
︶ 

・
武
田
正
秀
﹁
親
鸞
の
信
と
社
会
的
立
場
﹂︵﹃
真
宗
研
究
会
紀
要
﹄
一
三
︑
一
九
八
〇
年
︶ 

・
徳
永
道
雄
﹁﹁
常
行
大
悲
の
益
﹂
の
今
日
的
意
義 

﹂︵﹃
日
本
仏
教
学
会
年
報
﹄
七
二
︑
二
〇
〇
六
年
︶ 



コピー厳禁

 
 

・
徳
永
道
雄
﹁
真
宗
倫
理
再
考
：﹁
世
を
い
と
ふ
し
る
し
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
真
宗
研
究
：
真
宗
連
合
学
会
研
究
紀
要
﹄
四
六
︑
二

〇
〇
二
年
︶ 

・
内
藤
知
康
﹁
親
鸞
に
お
け
る
実
践
の
論
理
構
造
﹂︵﹃
真
宗
学
﹄
七
五
・
七
六
︑
一
九
八
七
年
︶ 

・
中
平
了
悟
﹁
浄
土
真
宗
の
実
践 : 

そ
の
射
程
と
そ
れ
を
立
ち
あ
が
ら
せ
る
も
の
に
つ
い
て
﹂︵﹃
真
宗
学
﹄
一
三
七
・
一
三
八
︑

二
〇
一
八
年
︶ 

・
鍋
島
直
樹
﹁
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
と
臨
床
宗
教
師
研
修
の
歴
史
と
意
義
：
親
鸞
の
死
生
観
を
基
盤
に
し
て
﹂︵﹃
日
本
仏
教
学
会
年
報
﹄

八
一
︑
二
〇
一
五
年
︶ 

・
深
川
宣
暢
﹁
真
宗
念
仏
者
に
お
け
る
利
他
的
行
為(

他
者
支
援)

の
一
考
察
：
木
越
康
・
著
﹃
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
親
鸞
の
教
え
に

反
す
る
の
か : 

他
力
理
解
の
相
克
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
真
宗
学
﹄
一
三
七
・
一
三
八
︑
二
〇
一
八
年
︶ 

・
普
賢
保
之
﹁
親
鸞
聖
人
を
め
ぐ
る
社
会
的
実
践
論 

：
現
世
利
益
和
讃
を
縁
と
し
て
﹂︵﹃
真
宗
研
究
会
紀
要
﹄
十
九
︑
一
九
八
六

年
︶ 

・
山
田
行
雄
﹁
信
仰
と
実
践
﹂︵﹃
聖
徳
学
園
岐
阜
教
育
大
学
紀
要
﹄
一
〇
︑
一
九
八
三
年
︶ 

・
三
田
真
史
﹁
親
鸞
教
学
に
お
け
る
菩
薩
道
理
念
と
そ
の
実
践 
：
菩
薩
道
教
学
構
築
へ
の
一
試
論
﹂︵﹃
真
宗
研
究
会
紀
要
﹄
二
三
︑

一
九
九
一
年
︶ 

 

・
鷲
原
知
康
﹁
親
鸞
教
義
に
於
け
る
信
心
の
智
慧
︵
二
︶﹂︵﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
二
九
︑
一
九
八
〇
年
︶ 
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料 

 
・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

私
た
ち
の
取
り
組
む
社
会
課
題https://w

w
w

.hongw
anji.or.jp/project/agenda/ 

︵
二
〇
二
二

年
十
二
月
一
日
ア
ク
セ
ス
︶ 

 

・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
社
会
部https://social.hongw

anji.or.jp/index.htm
l 

︵
二
〇
二
二
年
十
二
月
一
日
ア
ク
セ
ス
︶ 

https://www.hongwanji.or.jp/project/agenda/
https://social.hongwanji.or.jp/index.html
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