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序
論

伝
統
的
価
値
観

の
崩
壊
と
と
も
に
、
文
化
的
宗
教
的
多
元
性
を
認
め
ざ
る
を

得
な
い
世
界
と
な

っ
て
い
る
。
単
純
な
相
対
論

に
陥
ら
ず

に
こ
う
し
た
多
元
性

を
受
け
入
れ
る
現
代
的
人
間
像
と
世
界
観

を
構
築
す
る
た
め
に
日
本
思
想
を
探

る
な
ら
ぽ
、
日
本

で
展
開
さ
れ
た
浄
土
教

に

一
つ
の
手
掛

か
り
が
見

い
だ
さ
れ

る
の
で
は
な

い
か
。
と
い
う

の
も
日
本
浄
土
教
、
特
に
親
鸞

の
思
想
は
言
葉
や

概
念
と
真
実

の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
、
ま
た
は
宗
教

に
お
け
る
教
、兄
と
の
関
わ

り
方
あ
る
い
は
理
解

の
仕
方

に
直
接
取
り
く
も
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

親
鸞
思
想
で
は
、
言
葉
が
言
葉
を
超
越

し
た
実
在

に
至
る
た
め
の
媒
体
と
し

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
仏

の
本
願
ま
た
は

名
号
を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
信
心
を
獲
得
す

る
、
す
な
わ
ち
仏
陀

の
心

(仏
智
、

真
実
心
)
を
得

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
親
鸞

の
説
く
、
教
え

と
の
真
正
な
関
わ
り
に
立

つ
よ
う

に
な
る
の
は
、
単
に
教
義

の
言
葉
を
知
性
的

に
受
け
入
れ
信
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
自
体
や
概
念
そ
の
も

の
に

関
す
る
意
識

に
転
換
が
起

こ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
い
う
な
ら
ば

浄
土
仏
教

の
教
え
を
通
常

の
世
界
観

の
枠
内
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
関
わ
り
方

か
ら
、
親
鸞

の
い
う
意
味
で
の
真

の
言
葉

(ま
こ
と
)
と
虚
偽
的
言
葉

(そ
ら

(1
)

ご
と
)
が
自
覚
さ
れ
る
こ
と

へ
の
変
化

で
あ
る
。

こ
う
し
た
新
し
い
関
わ
り
方
が
開

か
れ
る
と
、
自
己
や
世
界
を
把
握
し
て
い

た
概
念
は
我
執

に
歪
め
ら
れ
た
、
無
実
な
構
築
と
な
る
。
こ
れ
を
親
鸞

は
、

「煩
悩
具
足

の
凡
夫
、
火
宅
無
常

の
世
界
は
、
よ
う
つ

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
」
と
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し

ま
た
そ
こ
で
は

「念
仏

の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
」
あ
る
と
言
え
る
よ
う
に
も
な
る

の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
浄
土
仏
教

の
教
え
に
は
二

つ
の
働
き
が
あ
る
。

一
つ
は
人
間
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の
通
常
の
思
考

・
発
話

の
虚
偽
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
迷

っ
て

い
る
人
間

の

「智

・
愚

の
毒
を
滅

す
る
」

こ
と
、

つ
ま
り
薬

の
よ
う
な

「治

療
」
す
る
と
い
う
作
用
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
そ
れ
と
同
時
に
、
真

の
言
葉

と
し
て
、
概
念
を
超
越
し
た
実
在
を
出
現
さ
せ
る
力
を
も

っ
て
人
間

の
思
考
と

発
話

の
中
に
入
り
、
そ
れ
ら
を
転
換
さ
せ
る
働
き
で
あ

る
。

以
下
、
親
鸞
思
想
に
お
け
る
真
の
言
葉

の
働
き
と
、

こ
う
し
た
言
葉
に
対
す

る
関
わ
り
方
と
理
解
の
仕
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
の
三
つ
の
問
題
に

焦
点
を
当
て
て
考
察
を
す
す
め
る
。

ω
信
心
を
獲
得
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
、
ま
た
得

て
か
ら
後

の
生
活
に
お
い

て
の
言
葉

の
果
た
す
働
き
や
そ
の
性
格
、

②
親
鸞

の
言
語
観
を
反
映
し
て
い
る

彼

の
解
釈
法
、
㈹
親
鸞

の
い
わ
ゆ
る

「
三
心
」
あ

る
い
は

「
三
信
」

(第
十
八

願
に
説
か
れ
た

「至
心

・
信
楽

・
欲
生
」)
の
説
き
方
を
、
彼

の
宗
教
的
自
覚

の

現
れ
と
し
て
、
ま
た
真

の
関
わ
り
の
立
場

か
ら

の
経
典
解
釈
の
例
と
し
て
み
る

こ
と
。

信
心
と
言
葉

浄
土
仏
道

に
お
け
る
真

の
言
葉
の
性
質

を
解
明
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
言

葉
と
の
真
正

の
関
わ
り
に
つ
い
て
二
つ
の
局
面
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

つ
は
、
真

の
関
わ
り
に
転
入
す
る
瞬
間

に
生
じ
る
面

で
あ
り
、
二

つ
は
そ

の
転

入
の
瞬
間
以
降

の
行
者

の
生
活
に
お
い
て
の
展
開
と
い
う
面
で
あ
る
。
こ
う
し

た
二
局
面
は
、
親
鸞

の
い
う
信
心
獲
得

(
「名
号
を
聞
く
」
こ
と
)
と
行

(「無
碍

光
如
来
の
名
を
称
す
る
」
こ
と
)
に
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
親
鸞
思

想
に
お
い
て
、
こ
の

「信
」
と

「行
」

の
不
二
性
は
重
要
な
意
味
を
持

つ
。
と

い
う
の
は
親
鸞
は
、
彼
独
自

に
展
開
し
た
概
念

で
あ
る

「信
心
」
を
説
く
こ
と

に
よ

っ
て
、
法
然

の
教
え
に
お
け
る
行

(称
名
念
仏
)
の
性
格
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

称
名
は
す
な
は
ち
こ
れ
最
勝
真
妙
の
正
業
な
り
。
正
業

は
す
な
は
ち
.こ
れ

念
仏
な
り
。
念
仏
は
す
な
は
ち
こ
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
。
南
無
阿
弥
陀

(
2
)

仏

は
す
な
は
ち
こ
れ
正
念
な
り
。

こ
こ
で
彼
は
、
真
実
在

の
現
れ
と
し
て
の
称
名
と
い
う
行
為

(正
業
)
と
、
言

葉

(名
号
、
南
無
阿
弥
陀
仏
)
そ

の
も

の
と
、
そ
し
て
心

の
働
き
で
あ
る
正
念

と
が
同
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
親
鸞
は
ま
た
信
と
行

は
不
同
で
あ
り
、
二
つ
で
あ
り
な
が
ら
不
離

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
例
え
ぽ
、
親
鸞
は

『大
経
』

に
お
け
る

コ

念
」
と

い
う
語
の
意
味
を
、
文
脈
に
よ

っ
て

「信
」
と

「行
」

に
明
確

に
区
別
し
、
信

心
と
理
解
す
る
場
合
と
称
名
と
理
解
す
る
場
合
を
示
し
て
い
る
。
信
心

に
関
し

て
、
コ

念
」
は
信
心
を
獲
得
す

る
こ
と
が
瞬
間
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
信

心
が
純
粋
で
あ
り
他

の
考
え
が
混
じ

っ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
、
行

に
関
し
て
は
、
=

念
」
は

一
回
の
称
名

で
行

(浄
土
に
生
ま
れ
る
、
あ
る
い
は

仏
陀
に
成
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
行
為
)
が
完
成
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
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(
3
)

と
説

い

て

い

る
。

更

に
、

信

の

一
念

・
行

の

一
念
ふ
た

つ
な
れ
ど
も
、
信
を
は
な
れ
た
る
行
も
な
し
、

(
4

)

行

の

一
念
を
は
な
れ
た
る
信
の

一
念
も
な
し
。

と
続
け
て
い
る
。
要
す
る
に
、
信
と
行
は
不
同
不
異
の
関
係

に
あ
る
と
い
う
。

ま
た
念
仏
は
何
故
涅
槃

に
到
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
力
を
有
し
て
い
る
の

か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
そ
の
念
仏
が
仏
心
で
あ
る
信
心
の
動
態

で
あ
り

仏
陀

の
活
動
で
あ
る
か
ら
と
答
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
新

た
な
問
題
が

こ
こ
か
ら
展

開
す
る
。
と

い
う

の
は
、
信
心
が

「
涅
槃

の
真
因
」
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
法
然

の
専
修
念
仏

の
教

え
を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
親
鸞
は
、
称
名
念
仏

の
意
義
と
い
う
問
題
、

あ
る
い
は
念
仏
の
必
要
性

で
さ
え
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う

問
題
に
発
展
さ
せ
た
。

こ
の
た
め
に
親
鸞

は
、
法
然
の

「念
仏
往
生
」

の
教
え

に
対
し
て

「信
心
往
生
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
の
だ
と
よ
く
言
わ
れ
て
い

る
が
、
親
鸞
思
想
を

「信
心
往
生
」
と
い
う
用
語

で
理
解
す
る
こ
と
は
、
親
鸞

の
道
に
お
け
る
言
語

の
持

っ
意
味
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
理
解

で
は
、
信
心
は
念
仏
往
生
と
い
う
教
え
を
知
性
的

に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、

実
際

の
称
名
を
二
次
的

に
考
え
が
ち
に
な

る
。
し
か
し
、
親
鸞
思
想
で
は
、

こ

の
言
語
性
こ
そ
が
浄
土
仏
道

の

一
切
を
救
う
と
い
う
開
か
れ
た
性
格
を
有
し
、

ま
た
人
間
存
在
を
転
換
さ
せ
る
力

の
根
源

で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

十
四
世
紀
以
来

の
伝
統
的
真
宗
教
学
に
お
い
て
は
、
信
心
と
念
仏
と
い
う
問

題

(行
信
論
)
は
主
観
と
客
観
と
い
う
二
分
性
を
も

っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

こ
れ
は
存
覚

(一NりOI
一ω刈ω
)
に
よ

っ
て
初

め
て
そ

の
著
書

『
六
要
抄
』

(『教
行

證
文
類
』
の
注
釈
書
)
で
論
じ
ら
れ
た
。
存
覚

は
、
『教
行
證
文
類
』

の
第
三
巻

へ

に

「信
文
類
」
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
親
鸞
自
身
が
付
け
た
題
名
に
は
表
さ

れ
て
い
な
い
と
、
そ
の
内
容
と
題
名
と
の
ズ

レ
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
存
覚

は
、
信
と
行
は
主
観
と
客
観
の
関
係

に
立

っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
信
は
信

ず
る
主
観

(「能
信
」)
で
あ
り
、
行

で
あ

る
念
仏

は
信

の
対
象

(「所
行
」、
つ

ま
り
法
蔵
菩
薩
の
修
行
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
も
の
)
で
あ

る
と
説
い
た
。
更
に
、

浄
土
仏
教

で
は
、
こ
う
し
た
信
と
行
は

「南
無

(能
信
)
阿
弥
陀
仏

(所
行
)
」

に
お
い
て

一
つ
で
あ

る
か
ら
、
『教
行
證
文
類
』
と
い
う
類
名

の

「行
」
は
信

(
5

)

を
既
に
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
と
説

い
た
の
で
あ

る
。

親
鸞
自
ら
は
、
「能
」
と

「所
」
を
主
観
と
客
観
と

い
う
意
味

で
は
使

っ
て

い
な
い
が
、
真
宗
学
で
は
信
と
行

の
関
係
を
分
析
す
る
た
め
に

「能

・
所
」

の

(
6

)

対
比
を

一
般

に
用

い
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
こ
の
分
析
を
展
開
し
、
信
と
行

の
両
方
に

「能

・
所
」

の
二
分
法
を
当

て
は
め
る
こ
と
も
あ
る
。
信
に
関
し
て
、

ま
ず
行

(名
号
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
仏

の
本
願
や
功
徳

の
具
現
)
は
そ

の
対
象

(所
信
)
で
あ

る
と
い
う
。
次

に
、
行

・
信

の
不
二
性

に
基
づ

い
て
、
衆
生

の

信
は
こ
の
阿
弥
陀
仏
か
ら
与
え
ら
れ
る
名
号
が
、
衆
生

の
内
に
現
れ
た
も

の
で

あ
る
と

い
う
。
要
す
る
に
こ
こ
で
は
、
行
と
同
様

に
信
も
対
象
化
さ
れ
、
信
は

行
者
の
実
際

の
存
在
や
主
観
性
か
ら
離
さ
れ
、
仏

の
顕
現
と
な
る
。
更
に
、
称
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名
念
仏
は
、
次
に
逆
方
向

(仏
心
で
あ
る
信
心
か
ら
言
葉

へ
)
の
動
き
と
し
て
起

こ
る
と
い
う
。
称
名

は
も
ち
ろ
ん
行
者

の
行
為

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
教

義

の
観
点
に
立

つ
場
合
、
行
者

の
行
為
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
れ
は
感
謝

の
表
現
と

し
て
の
意
味
し
か
も
た
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
従
来

の
行
信
論
で
は
、
行
者
の

称
名
は
概
念
的
な
内
容

に
縮
小
さ
れ
て
い
て
、
救
済
的
意
義
を
持
た
な
い
の
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て

「真
実
」

の
称
名
念
仏
を
行
者

の
実
際
の
経
験
か
ら
離
れ

た
仏
心
の
現
れ
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
衆
生
と
仏
陀
は
そ
れ
ぞ

れ
対
立
し
た
関
係

に
あ
る
が
、
仏
陀

の
側
か
ら
は
、
信

・
行
の
統

一
を
も

っ
て
そ
の
対
立
は
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
能

・
所

の
二
分
法
を
信
と
行
の
両
方

に
当
て
は
め
る
と
同
時

に
、
能
所

は

一
つ
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
信

・
行

の
関
係
の

問
題
を
こ
う
し
た
主
観

・
客
観

の
二
分
法

を
用
い
る
従
来

の
仕
方
で
解
決
し
よ

う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
信
心
と
念
仏

は
行
者

の
実
際
の
行
為
や
自
覚
か
ら
抽
象
化

さ
れ
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う

の
は
避
け
ら

れ
な
い
。
む
し
ろ
、
信
心
と
念
仏
に

お
け
る
転
換

の
意
味
あ
る
い
は
転
換
を
さ
せ
る
力
、
そ
し
て
信
と
行

の
統

一
は
、

浄
土
仏
道

の
言
語
性
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
よ
り
明
確
に
な
る
。
と
い
う

の
は
、
浄
土
仏
道

の
言
葉
と
の
真
の
関
わ
り

(本
願
を
聞
く
、
名
号
を
称
す
る
)

に
お
い
て
は
、
行
者

の
生
死
的
存
在
と
真
実
在
は
同
時

に
、
そ
し
て
不
可
分

の

関
係

で
出
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
先
ず
名
号
を
聞
く
瞬
間
を
こ
う
し
た

真

の
関
わ
り

へ
の
転
入
と
し
て
捉
え
、
次

に
こ
う
し
た

「聞
く
」
と
い
う
こ
と

が
、
行
者

の
生
活

の
中
で
ど
の
よ
う
に
言
語
的
活
動
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
か

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

こ
う
し
た
考
察
は
、
親
鸞
思
想

の
現
代
的
意
義
、
特
に

価
値
観

の
多
元
性

の
中

に
創
造
的

に
生
き
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
意
義
を
照

ら
す
方
法
で
あ
ろ
う
。

1
真

の
関

わ
り

へ
の
転
入

名
号
を
聞
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
『大
無
量
寿
経
』
に
は
次

の
よ
う
に

説
か
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き
て
、
信
・10
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
至

一
念

(7
)

せ

ん

。

親
鸞
に
と

っ
て
、
こ
の
文
に
い
う

「名
号
を
聞
」
く
こ
と
は
信
心
を
得

る
こ
と

と
同
じ
で
あ
り
、
彼

は
仏
道
と
の
真
の
関
わ
り
を
言
葉
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言

い
換
え
る
と
、
新
し
い
言
語
世
界
、
あ
る
い

は
言
葉

の
新
し
い
把
握
の
仕
方
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
言
葉
の
新

し
い
把
握
の
仕
方
は
、
主
客

の
二
分
法
を
超
え
た
無
分
別
智
を
い
う

の
で
も
な

け
れ
ぽ
、
ま
た
虚
妄
的
思
考
や
自
己
中
心
的
な
も
の
の
見
方
を
根
絶
す
る
と
い

う
こ
と
を
い
う

の
で
も
な

い
。
し
か
し
、
主
客
の
二
分
法
が
も
は
や
支
配
し
て

い
な
い
、
そ
し
て
自
己
、
世
界
、
実
在

の
新
し
い
把
握

の
仕
方

(パ
ラ
ダ
イ
ム
)

の
出
現
を
い
う

の
で
あ
る
。

こ
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
、
独
立
し
た
自
己
が
教
え
を
構
成
し
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て
い
る
諸
要
素

(阿
弥
陀
仏
、
名
号
、
浄
土
等
)
を
理
解
し
関
係
を
持

つ
と
い
う

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
迷

い
の
存
在
と
し

て
の
自
己
と
実
在
と
し
て
の
本
願
や

名
号

の
両
方
が
同
時

に
現
れ
る

(図
1
)。

対
立
的

で
し
か
も
不
離
な
関
係

に

立

つ
と
い
う
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
死
的
自
己
と
本
願

の

間

に
こ
の
境
目

(す
な
わ
ち
自
己
の
限
界
線
、
地
平
線
)
が
現
れ
る
そ

の
瞬
間

に
、

そ
の
境
目

の
二

つ
の
側
面
と
し
て
真

の
関

わ
り
に
お
け
る
自
己
と
本
願
が
出
現

す
る
。
こ
こ
に
、
行
者
が
自
己
の
領
域

に
仏
道
を
構
成
す
る
諸
要
素
を
取
り
入

れ
よ
う
と
し
た
努
力
、
あ
る
い
は
自
己

の
目
的
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
諸
要
素
を

用

い
よ
う
と
し
た
意
図
は
自
ず
と
断
た
れ
、
新
し
い
も
の
の
把
握
を
体
得
す
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
通
り
の
か
た
ち
で
起

こ
る
。

一
つ
は
、
境
目
が
自
己

の

地
平
線
と
な
り
、
自
己
の
存
在
全
体

の
限
界
が
露
わ
に
な
る
。
こ
こ
に
、
真
実

で
あ
り
善
で
あ
る
も
の
を
取
り
入
れ
、
悪

を
取
り
除
く
と
い
う
努
力

に
よ
っ
て

自
己
を
改
善
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
は
そ

の
限
界
が
露
わ
に
な
る
と
と
も
に
崩

壊
す
る
。
も
う

一
つ
は
こ
う
し
た
崩
壊
に
伴

っ
て
、
こ
の
境
目
は
逆
方
向

の
動

き
と
し
て
も
現
れ
、
そ
れ
は
概
念
を
超
越

し
た
真
実
在
が
言
葉

(名
号
)
と
し

て
出
現
し
自
己

に
近
付
い
て
来
る
こ
と
に
よ

っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
新
し
い
意
識

(把
握
)
や
そ

こ
に
横
た
わ

っ
て
い
る
諸
関
係
を
描

く
た
め
に
、
仏
道
と
の
初
期
的
関
わ
り
方

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
主

・
客

(行
者

・
本
願
)
の
二
分
法
を
突
き
抜
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
、
転

入
の
過
程

に
同
時

に
起

こ
る
否
定
面
と
肯
定
面
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

可
能
と
な
る
。

初
期
的
関
わ
り
の
崩
壊

浄
土
仏
道
と
の
初
期
的
関
わ
り
方
に
は
、
内
在
す
る
自
己

の
働
き
で
あ
る
仏

道

に
対
す
る
疑

い
が
支
配
的

で
あ
る
。

こ
の
自
己
は
、
自
分
自
身
を
、
そ
し
て

世
界
や
仏
道

の
教
え
を
客
観
化
し
よ
う
と
し
、
自
己

の
存
在
を
強
化
す
る
た
め

に
善
を
行

い
悪
を
避
け
よ
う
と
働
く
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
著
作
に
、
「罪
副
を

信
」
じ
る
こ
と
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

「
信
」
に
は
次

の
二
点

の

要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
因
果
や
善
悪

の
分
別
を
含
む
通
常

の
思
考

の
枠
組
み
で
あ
る
。
こ

の
枠
組
み
の
中

で
主
体
と
し
て
の
行
者
が
対
象
と
し
て
の
仏
道

の
諸
要
素
を
掴

も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
善
を
自
己
の
も

の
と
し
よ
う
と

し
、
悪
を
自
己
か
ら
取
り
除
こ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
よ
う
な

努
力
を

「善
本
を
た
の
む
」
こ
と
、

つ
ま
り
行
者
が
称
名
念
仏
を
自
分
の
善
行

と
考
え
て
い
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
枠
組
み
を
当
て
は
め
る
こ
と
と
し
て
現
れ
る
内
的
自
己
は
、
実
際

に
は
善
悪
を
正
し
く
決
め
る
判
定
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
欲
望

(善
を
取
り
入

れ
る
こ
と
)
と
瞋
恚

(悪
を
取
り
除
く
こ
と
)
と
い
う
根
本
的
煩
悩

の
活
動
が
実

体
化
さ
れ
た
も

の
で
し
か
な

い
と
自
覚
さ
れ
る
と
き
、
自
分
自
身

の
行
為
を
判

別
し
道
を
定
め
て
き
た
も
の
は
、
そ
の
根
拠
を
失

い
崩
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ま

で
は
絶
対
と
考
え
ら
れ
て
い
た
内
的
自
己
は
、
自
ら
が
追

い
払
う
悪
に
す

っ
ぽ

り
と
包
ま
れ
て
い
る
故

に
、
自
分

で
自
分

の
存
在
を
正
し
い
と
し
善
で
あ

る
と
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し
て
確
立
し
よ
う
と
し
て
き
た
努
力

は
そ

の
力
を
失
う
。
行
者

に
と

っ
て
、
こ

の
側
面
は

「自
力

の
心
を
ひ
る
が

へ
し
、
捨
」

て
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
分

の
過
去
か
ら
、
あ
る
い
は
ま
た
他

の
生
き
物
と
の
共
存

の
流
れ
か
ら
、

自
分
を
外
し
、
浄
土
仏
道
に
か
な
う
自
分

を
確
立
し
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
、

そ
う

い
う
初
期
的
関
わ
り
に
お
け
る
主
体

の
立
場
が
崩
壊
す
る
と
、
自
分
が
自

分
自
身
と
し
て
い
た
明
確
な
輪
郭
が
な
く

な
る
。
経
典

の
表
現
を
用

い
れ
ば
、

自
分

の
存
在
が

「無
始
よ
り
こ
の
か
た
」

の
時
間
の
流
れ
と
同

一
の
広
が
り
を

有
す
る
も
の
と
な
り
、
自
分

の
今

の
存
在
が
、
過
去
世

の
行
為

の
影
響
を
受
け

て
い
る
と
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
自
分
自
身
と
い
う
も
の
が
流
動
的

に
な

り
、
こ
の
世
の
時
間

の
境
を
超
え
、
知
り
得
な
い
過
去

の
行
為
と
関
係
を
も

っ

て
く
る
。
更
に
、
時
間
的
だ
け
で
な
く
、
空
間
的
な
次
元

に
も
、
対
象
と
し
て

の
自
己
と
外
の
世
界
と
の
境
界
線
が
不
明
瞭
に
な
り
、
他

の
生
き
物
と
と
も
に

存
在

の
海

に
溺
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

手
段
と
し
て
捉
え
て
い
た
仏
道

に
関

し
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
自
分
と
人
格

と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
と
の
、
ま
た
目
的
地

と
し
て
の
浄
土
と
の
関
係
を
確
立
す

る
た
め
の
自
ら
の
行
動

に
関
す
る
善
悪
の
判
別

で
さ
え
で
き
な
く
な
れ
ば
、
こ

う
し
た
阿
弥
陀
仏
や
浄
土
と
い
う
概
念
そ

の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
。
親
鸞

の
考

え
に
よ
る
と
、
初
期
的
関
わ
り

に
お
け
る

「阿
弥
陀
仏
」
と

「浄
土
」
は
、
真

実
で
は
な
い

「仮
」
あ
る
い
は

「方
便
」

の
仏
身
と
仏
土

で
し
か
な
い
。
更
に
、

名
号
は
、
仏
陀
を
呼
び
か
け
る
手
段
や
ま

た
、
浄
土
に
達
す
る
手
段
で
も
な
く

な
る
。
自
分
と

の
こ
う
し
た
関
係

の
枠
組

み
が
分
解
さ
れ
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の

本
願
も
ま
た
救
い
の
原
理
と
し
て
、
こ
の
世

の
歴
史

の
直
線
的
時
間

の
流
れ
の

中
に
捜
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、
浄
土
を
自
分
が
考
え
て
い
た

宇
宙

の
空
間
の
広
が
り
に
突
き
止

め
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
本
願

の
成
就

に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
仏
陀
と
成
立
さ
れ
た
浄
土
は
も
は
や
通
常

の
考
え
方

に
よ

っ
て
は
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

生
死
的
存
在
と
真
実
在
の
同
時
性

#

次
に
信
心
を
得
る
こ
と
の
、
肯
定
的
な
面

へ
目
を
向
け
る
と
、
そ
れ
は
自
己

の
生
死
的
存
在
と
真
実
在
は
と
も

に
、
自
己

の
迷

い
の
思
考
を
超
越
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
信
心
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
自
己
と
実
在
が
自
ず
と
把
握
さ

れ
う
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
信
心
に
お
け
る
新
し
い
意
識

の
在

り
方
は
、
自
己
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
限
界
線
す
な
わ
ち
地
平
線

の
再
出
現

と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

限
界
と
し
て
の
地
平
線
l
I
自
己
と
世
界
を
生
死
的
存
在
と
し
て

行
者
は
、
も
の
を
考
え
る
時
に
、
自
己
の
立
場
が
絶
対
で
あ

る
と

い
う
意
識

を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
自
分

の
こ
と
を
限
定
し
た
り
ま
た
価

値
判
断
す
る
力
も
奪
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
別

の
観
点
か
ら
言
え
ぽ
、
絶
対
的

主
体
と
し
て
の
自
己
と
改
善

の
可
能
性
を
持

つ
対
象
と
し
て
の
自
己
と
い
う
二

分
裂
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
世
界
の
中
に
存
在
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す
る
他
の
も

の
と
、
そ
れ
ら
か
ら
離
さ
れ

た
自
己
と
の
分
裂
も
超
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
自
分

の
存
在
を
全
体
的
に
把
握

で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
自
己

の
核
心
と
考
え
て
い
た
価
値
判
断
を
す

る
力
、
あ
る
い
は
自
己
と
自
己
の
将
来
を
決

め
る
力
が
崩
壊
し
た
自
分
自
身
に

と

っ
て
、
全
体
的

に
把
握
さ
れ
る
と

い
う

こ
と
は
、
自
分
の
存
在

の
限
界
線
と

し
て
の
地
平
線
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
己
自
身
が

し
て
き
た
絶
対
的

で
永
遠
な
る
も
の
と
し

て
の
理
解
を
失

っ
て
し
ま
う
と
同
時

に
、
自
分
を
生
死
的
存
在
で
あ
る
と

い
う
全
体
的
把
握
が
起
こ
る
。

こ
う
し
た

絶
対
的
自
己

の
崩
壊
と
全
体
的
把
握
と
い
う
両
側
面
が
不
離

一
体

の
も
の
と
し

て
起

こ
る
の
で
あ

る
。

こ
の
新
し
い
理
解

で
は
、
自
分
の
存
在

は
、
自
分

の
歴
史

の
中

で
の
位
置
や

過
去

の
行
為
に
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
免
れ
得
な
い
枠
組
み
内
で
し
か

動
け
な
い
。
こ
う
し
た
存
在
が
生
死
的
と
し
て
自
己
意
識
に
浮
び
上
が

る
の
は
、

自
己
が

い
か
な
る
過
去
に
も
未
来
に
も
完
全

に
限
定
さ
れ
た
存
在

で
あ
る
と
自

覚
し
た
場
合

の
み
起

こ
る
の
で
あ
る
。
以
前
、
自
分

の
存
在

の
中

に
、
自
分

の

方
向
性
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
安
定
し
た
立
場
が
あ
る
と
想
定
し
て
い
た
が
、

全
体
的
な
把
握
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
立
場
の
可
能
性
の
放
棄
を
含

ん
で
い

る
。
自
分
が
自
ら
救

い
の
根
拠
を
作
り
上
げ

る
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
不
可
能

で
あ
る
。
こ
れ
が

二
重
的
自
己
の
崩
壊
に
よ
る
、
自
己
分
裂
を
超
越
す
る
時
間

的
な
面
で
あ
る
。

空
間
的
な
面
も
あ
る
。
二
重
的
自
己
が
崩
れ
自
己

の
地
平
線
が
出
現
す
る
と
、

そ
れ
ま
で
自
分
の
存
在
と
世
の
中

の
あ
ら
ゆ
る
も

の
の
存
在
と
の
区
別
を
構
築

し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
区
別
が
消
え
去

っ
て
し
ま
う
。

こ
の
面
を

親
鸞

は
次

の
よ
う

に
表
現
し

て
い
る
。
コ

切

の
有
情

は
み
な
も

つ
て
世
々

(
8
)

生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。
」
親
鸞
が
、
自
分

の
両
親
の
た
め
に
念
仏
を
称
え
な

い
理
由
を
説
明
す
る
た
め
に
述

べ
た
言
葉

で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
理
由
は
、

善

い
行
い
が
で
き
な
い
自
分
が
、
他

の
人
々
に
ま
で
そ
の
功
徳
を
施
す
こ
と
は

無
論
不
可
能
で
あ
る
と
。
し
か
し
こ
こ
で
親
鸞
は
、
日
本
宗
教
に
深
く
根
差
し

て
い
る
先
祖
供
養
と
い
う
考
え
を
完
全

に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

の
考
え
に
別

の
次
元
を
持

た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
分

の

「
父

母
」

の
為
に
追
善
供
養
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
更
に
深

い
問
題
を
提
示
し
て
い

る
。

こ
れ
は

「父
母
」
そ

の
も
の
に
対
す
る
考
え
方

で
あ

る
。
「父
母
」

の
供

養
を
本
当

に
す
る
た
め
に
は
、
コ

切
の
有
情
」
を
供
養
し
て
救
わ
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
と
い
う

の
は
、
計
り
知
れ
な
い
遠

い
過
去

か
ら
何

度
も
生
ま
れ
変
わ
る
間
に
、
自
分
の
存
在
は
、
他

の
生
き
物
全
て
と
密
接
な
関

係
を
持

つ
よ
う
に
な
り
、
皆

い
つ
か
は
自
分

の
父
母

・
兄
弟
で
あ

っ
た
と
親
鸞

は
い
う
。
こ
こ
に
、
自
分

の
存
在
は
生
死
的

で
あ
り
、
有
限
的
で
あ

る
と
い
う

自
覚
と
、
自
分

の
存
在
は
生
死
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
他

の
生
き
物
全

て
と
密
接

に
関
係

し
て
い
る
と
い
う
自
覚
と
の
関
連
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
生
死
的
存

在

の
中

に
共
存
し
て
い
る
生
き
物
す
べ
て
は
、
行
者
自
身

の
存
在

の
可
能
性
と

限
界
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
自
覚
が
、
親
鸞

の

「煩
悩
具
足

の
凡
夫
、
火
宅
無
常

の
世
界
」
と
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い
う
言
葉
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
法
蔵
菩
薩
も
、
本
願
を
起
こ
す
前
に
宇
宙
全

体
の

「
国
土
人
天

の
善
悪
」
を
見
た
と
い
う
が
、

こ
う
し
た
視
野
に
は
共
通
点

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
親
鸞
の
限
ら
れ
た
自
己

の
存
在
と
い
う
自
覚
は
、
新
し
く

出
現
す
る
自
己

の
地
平
線
の
向
こ
う
側
を
示
す
と
い
う
こ
と
も
含
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
真
実
在

の
動
的
側
面
で
あ
る
。

名
号
を
聞
く
こ
と

地
平
線
の
接
近

浄
土
仏
道
と

の
真

の
関
わ
り
に
転
入
す

る
こ
と
は
、
自
己
の
存
在

の
境
目
が

移
動
し
、
そ
の
境
目
そ
の
も

の
が
貫
通
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
移
動
し
て
新
し
く
な

っ
た
境
目
す
な
わ

ち
地
平
線
の
出
現
は
、
自
己
や
世
界

の
周
囲
を
取
り
囲
む
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
と
自
己
が
考
え
た
世
界
を
超
越

し

て
い
る
も
の
が
顕
現
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
境
目

の
向

こ
う
側

の
存
在
は
、

名
号
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
者

の
存
在

の
地
平
線
が
出
現
す

る
の
は
、
名
号
を
聞
く
と

い
う
こ
と
で
あ

り
、
「名
号
を
聞
く
」
と

い
う
こ
と

は
、
浄
土
仏
道
を
自
己
か
ら
離
れ
た
も

の
と
し
、
そ

の
道
を
手
段
と
し
わ
が
も

の
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
主
観
と
対
象
の
関
係
は
初
期

的
関
わ
り
に
お
け
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
「名
号
を
聞
く
」
と
い

う

の
は
、
虚
偽
的
存
在
と
真
実
在
と
い
う
正
反
対
で
あ
る
二

つ
を
同
時

に
分
け
、

そ
し
て
結
合
さ
せ
る
地
平
線

の
出
現
で
あ

り
、
こ
の
地
平
線
の
両
側
が
、
併
在

的
に
新
た
な
自
覚

の
場
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
親
鸞
に
お
け
る
真

の
言
葉
と

い
う
概
念
を
も

っ
て

「名
号
を
聞
く
」

と
い
う

こ
と
の
性
格
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
親
鸞

に
と

っ
て
は
、
真

の
言
葉

に

二
つ
の
動
き
が
弁
証
法
的
に
融
合
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
法
蔵
菩
薩
が
本
願

を
建
て
て
修
行
し
、
そ
し
て
阿
弥
陀
と
し
て
仏

に
な
る
、

い
わ
ゆ
る
横

の
動
き

で
あ
り
、

二
つ
は
、
形
の
な
い
実
在
が
か
た
ち
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
縦

の
動

き
で
あ
る
。
以
下
、

こ
う
し
た
二

つ
の
動
き

に
相
応
す
る

「
聞
く
」
こ
と
の
二

つ
の
局
面
を
考
察
す
る
。

㈲
浄
土
仏
道
が
凝
縮
し
て
名
号
と
な
る

手
段
と
し
て
対
象
化
さ
れ
た
浄
土
仏
道

の
概
念

(本
願
、
浄
土
等
)
が
崩
壊

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
通
常
の
思
考

の
枠
組
み
か
ら
外
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
無
意
味
に
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
浄
土
教
自
体
が
元
々
行
者
を
し
て
二
重
自
己
の
崩
壊

へ
と
促
す
も

の
で
あ

り
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
名
号
を
も

っ
て
、
新

し
い
自
己
理
解

の
仕
方
、
あ

る
い
は
把
握
の
仕
方
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
信
心
は
本
願

か
ら
生
ず

る
、
あ
る
い
は
本
願
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
親
鸞

の
主
張
は
、

こ
う
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
教
え
か
ら
信
心
の
獲

得

へ
、
そ
し
て
信
心
の
獲
得
か
ら
教
え
に
対
す
る
新
し
い
理
解

へ
、
あ
る
い
は

ま
た
浄
土
仏
道

の
言
葉
が
蘇
り
新
た
な
把
握

へ
、
と
い
う
循
環
的
な
動
き
で
あ

る
。こ

う
し
た
動
き

の
、
信
心

へ
の
局
面
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
親
鸞
が
描
く
法

蔵
菩
薩
-
阿
弥
陀
仏
と
い
う
成
仏

の
物
語
で
は
、
法
蔵

の
実
践
と
人
間

の
努
力
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は
対
照
的

で
あ
る
。
法
蔵

の
辿
る
道
は

一
方
で
は
、
行
者
に
と

っ
て
自
分

の
行

を
計
る
規
範
と
な

っ
て
い
る
が
、
他
方

で
は
、
よ
り
深
い
観
点

か
ら
み
る
な
ら

ば
、
衆
生

の
行
為
と
法
蔵

の
行
と
は
、
煩
悩
と
智
慧
あ
る
い
は
虚
偽
性
と
真
実

の
よ
う

に
両
極
的
に
対
立
す
る
関
係

に
立

っ
て
い
る
。
親
鸞
は
、
「菩
薩

の
行

を
行
じ
た
ま
ひ
し
と
き
、
…

一
念

一
刹
那
も
清
浄
真
実
の
心

に
あ
ら
ざ
る
こ
と

あ
る
こ
ど
な
已
」
と
い
い
、
こ
う
し
た
法
蔵
の
真
実
性
を
強
調
し
て
い
る
。
し

た
が

っ
て
、
本
願
あ
る
い
は
正
覚

の
成
就

は
単
に
無
限
の
年
月

に
わ
た
っ
て
続

い
た
修
行

の
結
果
と
し
て
立

つ
の
で
は
な
く
て
、
法
蔵

の
修
行

の

一
瞬

一
瞬

に

満
ち
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
理
解
で
は
、
本
願

の
物
語
が
凝
縮

し
て
、
通
常

の
思
考
の
枠
組
み
か
ら
離
れ
た
時
間

の
存
り
方
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
衆
生
と
仏
陀

の
対

立
は
、
時
間
的
存
在
と
、
存
在

の
あ

ら
ゆ
る
時
点
を
超
越
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
世
界

の
中

に
お
け
る
自
己
の
生
活

と
、
世
界

の
中

に
あ
る
生
活
を

一
つ
と
し

て
囲
む
も

の
と
の
対
立
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩

の
修
行
過
程

の
各
瞬
間

に
、
本
願

の
建
立
と
成
就

が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
間
的

に
だ
け
で
な
く
、
言
語

の

領
域
に
お
い
て
も
同
様

の
こ
と
が
起

こ
る
。
本
願

の
物
語
は
、
同
じ
よ
う
に

我
々
の
通
常

の
理
解

の
枠
組
み
か
ら
離
れ
、
阿
弥
陀
仏

の
名
号

の
中

に
凝
縮
す

る
と
い
う
方
向

へ
進

ん
で
い
く
。
名
号
が
本
願
の
成
立

の
永
い
過
程

の
最
後
に

立

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
願

の
性
格
に
お
い
て
は
、
願

の
物
語
を

構
成
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
-
法
蔵
菩
薩

の
成
仏

の
願

い
、
修
行
、
智
慧
と

慈
悲

の
成
就
、
衆
生

の
救
い
ー
は
全
て
名
号

に
お
い
て
具
現
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
要
素
は
み
な
、
本
願

の
物
語

の
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
も

あ
る
が
、
ま
た
親
鸞

の
理
解

で
は
実
在
あ
る
い
は
か
た
ち
を
超
越

し
た
法
身

に

根
差
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
「名
号
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と
は
、
「仏
願

(10

)

の
生
起

・
本

・
末
を
聞
」
く
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

コ

念
」
あ
る
い
は

一
刹
那

に
起

こ
る
と
親
彎
…は
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
時
間
的
お
よ
び
言
語
的
凝
縮

へ
の
動
き
は
信
心
を
得

る

一
念
に
融

合
す
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た

「名
号
を
聞
く
」
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が

一
瞬

間

に
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
が
完
全
に
そ
こ
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
仏
道
は
我
々
の
通
常

の
思
惟
あ

る
い
は
そ
れ
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
い
う
計
算

か
ら
は
完
全
に
離
れ
て
い
る
。
念

仏
は
も
は
や
自
己
の
行
為
を
中
心
と
す
る
因
果
的
思
考
か
ら
脱
し
自
己
の
善
で

も
な
く
な
り
、
む
し
ろ
自
己

へ
と
い
う
外
か
ら
の
動
き
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
近
付
く
と
い
う
動
き
の
表
現
と
し
て
、
親
鸞
は
、
名
号
を
阿
弥
陀
仏

の
呼
び
か
け
で
あ

る
と
い
う
理
解
、
あ
る
い
は
宇
宙

の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
時
間

を
超
え
て
諸
仏
が
名
号
を
誉
め
た
た
え
続
け
る
と
い
う
阿
弥
陀
仏

の
第
十
七
願

を
強
調
し
て
い
る
。
直
線
的
あ
る
い
は
推
論
的
で
あ
る
通
常

の
思
考
や
判
断

の

枠
組
み
が
完
全

に
凝
縮
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、

は
じ
め
て
概
念
を
超
越
し
た
実
在

の
現
れ
と
し
て
名
号
が
出
現
す
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

㈲
実
在
の
結
晶
と
し
て
の
名
号
を
聞
く

浄
土
仏
道
が
近
付

い
て
き
て
自
分

の
存
在
に
触
れ
る

(す
な
わ
ち
名
号
に
凝
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縮
す
る
)
と
こ
ろ
に
、
自
己
の
地
平
が
出

現
し
名
号
を
聞
く
と

い
う
こ
と
が
起

こ
る
。
し
た
が

っ
て
、
名
号
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、
名
号
を
、
本
願
の
物
語

の
結
晶
と
し
て
、
あ
る
い
は
智
慧
慈
悲
が

凝
縮
さ
れ
た
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
と
し
て

把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
親
鸞

の
洞
察
は
、
か
れ
の
製
作

し
た
礼
拝
用

の
掛
け
軸
に
も
横

た
わ

っ
て

い
る
。
親
鸞

の
掛
け
軸

に
は
、
阿
弥

陀
仏

の
仏
像
と
し
て
の
姿
が
な
く
、
そ
の
代
り
に
名
号

の
文
字
が
書

か
れ
て
い

る
。
六
字
、
九
字
、
十
字
と
い
う
名
号

の
具
体
的
な
表
現
が
幾

つ
か
あ
る
が
、

仏
像
と
同
様
に
蓮
華
の
台

の
上
に
立

つ
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
掛

け
軸

に
お
い
て
は
、
名
号
は
か
た
ち
を
超

越
し
た
実
在

で
あ
り
、
同
時
に
そ
の

か
た
ち
そ

の
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い
は
概
念
を
超
越
し
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た

驚
き
の
沈
黙
に
満
ち
た
言
葉

で
あ
る
。
名

号
は
自
己

の
地
平
に
密
着
し
合
体
し

た
実
在
で
あ
る
が
、
ま
た

一
方

で
は
、
通
常

の
思
惟

・
価
値
判
断

の
崩
壊
に
よ

っ
て
現
れ
た
、
自
己
の
生
死
的
存
在

の
限

界
あ
る
い
は
境
界
線
そ
の
も
の
で
も

あ
る
。
和
讃
に
親
鸞
は
次

の
よ
う
に
い
う
。

光
明
て
ら
し
て
た
え
ざ
れ
ば

不
断
光
仏
と
な
づ
け
た
り

聞
光
力

の
ゆ
ゑ
な
れ
ぽ

(11

)

心
不
断
に
て
往
生
す

名
号
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
光
明

の
力
を

「聞
く
」
あ
る
い
は
把
握
す
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
か
た
ち
で
あ
り
な
が
ら
か
た
ち
を
超
越
し
た
光
明
を
聞

く
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
光
明
が
行
者

の
中
に
常
住
し

「心
」
と
成

る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

名
号
は
対
象
化
あ
る
い
は
概
念
化
さ
れ
得
な

い
、
沈
黙
に
満
ち
た
真
の
言
葉

で
あ
る
ゆ
え
に
、
凝
縮
と
出
現
と
い
う
二
方
向

の
動
き
を
具
現
で
き
る
の
で
あ

る
。
凝
縮

へ
の
動
き
は
水
平
線
の
ヴ

ェ
ク
ト
ル
に
沿

っ
て
起
こ
る
。
そ
れ
は
本

願
物
語
の
全
構
図
が
時
間
的
概
念
的
枠
組

み
か
ら
外
さ
れ
、
現
在

の

一
念
に
融

合
す
る
瞬
間

に
完
成
す
る
動
き
で
あ
る
。
ま
た
出
現

へ
の
動
き
は
、
こ
う
し
た

凝
縮

の
瞬
間

に
垂
直
線

の
ヴ

ェ
ク
ト
ル
に
沿

っ
て
起

こ
る
。
こ
こ
に
、
名
号
は

生
死
的
存
在
と
し
て
の
自
己
の
地
平
線
が
現
れ
る
と
き
、
そ

の
地
平
線
の
反
対

の
側
面
と
な
る
。

親
鸞
が
本
尊
と
し
て
使

っ
て
い
た
掛
け
軸
に
は
、
阿
弥
陀
仏
を
文
字
を
も

っ

て
表
す
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
も
う

一
つ
の
新
し
い
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
そ

れ
は
聖
典
か
ら
の
引
用
を
、
そ
の
上
下

に
書
き
写
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
典

の
言
葉
と
名
号
は
、
前

に
述
べ
た
教
え
と
信
心
獲
得
と
の
循
環

的
関
係
に
立

っ
て
い
る
と
と
も
に
、
更

に
水
平
と
垂
直
と
い
う
二

つ
の
動
き

の

弁
証
法
的
関
係

に
も
立

っ
て
い
る
。
経
典

の
言
葉
が
通
常

の
思
考
や
理
解
を
抜

け
出
て
名
号

の
中
に
凝
縮
し
て
行
く
。
し
か
し
、
親
鸞
は
、
コ

念
」

の
解
説

に
、
「往
生

の
心
行
を
獲
得
す
る
時
節
の
延

・
促

に
つ
い
て
乃
至

一
念
と
い
ふ

(
12

)

な
り
」
と
述

べ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
「名
号
を
聞
く
」

一
念

は
時
間
的
縮

ま
り
の
果
て
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
逆

に
言
語
的
行
為

に
延
び
て
展
開
し
て
い
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く
。
こ
う
し
た
言
葉
は
新
た
に
完
成
し
た
浄
土
仏
道
と
の
真

の
関
わ
り
に
お
け

る
自
己
と
世
界
を
表
す
。
次

に
、
こ
の
展
開

の
側
面
を
考
察
し
よ
う
。

11
真

の
関
わ
り
方

ー

転
換
と
し
て
の
称
名
念
仏
1

ヘ

へ

行
者
が
本
願
あ
る
い
は
名
号
を
聞
く
と
、
そ
の
人
の
存
在

に
転
換
が
起
こ
る

と
親
鸞

は
い
う
。
例
え
ぽ
、
人
が
本
願

に

「
ま
う
あ

ふ
」

(遇
う
)
、

つ
ま
り

「本
願
力
を
信
ず
る
」
と
、
「
よ
う
つ
の
善
根
功
徳
」
が
そ
の

「
ひ
と

の
こ
こ
ろ

(
13
)

の
う

ち

に
、

す

み

や

か

に
疾

く
満

ち

」

て
く

る

と

い
う

。

ま

た

、

次

の
よ

う

に

も

述

べ

て

い

る
。

如
来

の
願
力
を
信
ず
る
ゆ
ゑ
に
行
者

の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
五
悪
趣
を

(
14

)

自
然
に
た
ち
す
て
四
生
を
は
な
る
る
。

名
号
を
聞
く
と
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏

の
功

徳

(智
慧

・
慈
悲
)
に
満
ち
て
い
る

の
で
、
生
死
的
存
在
と
い
う
束
縛
か
ら
解

き
放
た
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
名

号

の
観
点
か
ら
す
る
と
、
自
己
の
地
平
線
が
出
現
し
、
自
己
と
実
在

の
不
二
性

が
支
配
的

に
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
と

い
う

の
は
、
「
円
融
至
徳

の
嘉
号

(
15
)

は
悪
を
転
じ
て
徳

を
成
す
正
智
」

で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
名
号
は

我
々
の
生
死
的
存
在

の
悪
を
名
号
と
同
じ
徳

(智
慧

・
慈
悲
)
に
転
換
さ
せ
る

と
い
う
。
親
鸞

は
、
こ
う
し
た
不
二
性
を
行
者

の
立
場
か
ら
も
次

の
よ
う
に
表

現

し

て

い

る
。

往
相

の
回
向
と
と
く
こ
と
は

弥
陀

の
方
便
と
き

(時
)
い
た
り

悲
願

の
信
行
え
し
む
れ
ば

(
16
)

生
死
す
な
は
ち
涅
槃
な
り

こ
の
和
讃

に
は
、
上

に
述

べ
た
信
心
獲
得

の
過
程

の
基
本
的
な
要
素
が
み
ら
れ

る
。
本
願
の
根
源
と
成
就
が
名
号

に
凝
結
し
、
浄
土
仏
道
が

一
念
に
凝
縮
す
る

と
こ
ろ
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
真
実
在
が
行
者
自
身
の
存
在

に
触
れ
る
。
す
な

わ
ち
名
号
の
言
葉
と
実
在
が
不
二
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ

る
の
は
、
行
者
が
名
号
を
聞
く
と
き
、

つ
ま
り
自
己
や
仏
道
を
対
象
化
し
て
い

た
内
在
す
る
二
重
的
自
己
が
崩
壊
す
る
そ
の
と
き
で
あ
る
。
絶
対
化
さ
れ
た
、

あ
る
い
は
実
体
化
さ
れ
た
自
己
中
心
的
価
値
判
断
の
主
体
と
し
て
の
自
己
を
建

て
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
自
分
自
身
が
、
こ
う
し
た
自
己

の
二
重
性
を
乗
り
越
え
、
ま
た
自
己
と
仏
道
を
主
体
と
客
体
と
し
て
分
け
る
と

い
う
こ
と
も
な
く
な
る
。
浄
土
教
と

の
関
わ
り
は
、
通
常

の
推
論
的
思
惟
や
自

己
対
象
化
か
ら
解
放
さ
れ
、
ま
た
名
号
が
手
段
等
で
な
く
な
り
、
思
考
を
超
、兄

た
透
明
性

(光
明

・
智
慧
)
を
持

つ
よ
う
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
行
為
と
言

葉
が
不
二
と
な
り
、
こ
の
結
果
と
し
て
、
行
者

の
生
死
的
存
在
と
そ
れ
を
超
越

し
た
実
在
が
同
時

に
出
現
し
、
そ

の
二
つ
の
出
現
と
と
も
に
、
行
者

の
生
死
的
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存
在
が
涅
槃

で
あ
る
と
も
い
う

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
た
め

に
、
親
鸞
は
功
徳
宝
海
が
行
者
に
満
ち
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
行
者

の
煩
悩

が
願
海

(慈
悲
の
心
)
に
流
れ
る
と

い
う
比
喩
を
用

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘ

へ

本
願
あ
る
い
は
名
号
を
聞
く
と
い
う
転

換
に
つ
い
て
、
注
意
す
べ
き
点
が
幾

つ
か
あ
る
。

一
つ
は
、
意
識
的
努
力
を
し
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
そ
の
転
換

の

意
義
を
意
識
し
な
く
て
も
そ
れ
は
起
こ
る
と
い
う
こ
と
を
、
親
鸞
は
次

の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

で
も

な

い

の

で
あ

る
。

「
し
か
ら
し
む
」
と
い
ふ
は
、
行
者

の
は
じ
め
て
と
も
か
く
も

は
か
ら
は

ざ
る
に
、
過
去
今
生
未
来
の

一
切

の
つ
み
を
善

に
転
じ
か

へ
な
す
と
い
ふ

な
り
。
「転
ず
」
と

い
ふ
は
、

つ
み
を
け
し
う
し
な
は
ず
し
て
善

に
な
す

な
り
、
よ
う
つ

の
み
つ
大
海

に
い
れ
ば
す
な
は
ち
う
し
ほ
と
な
る
が

ご

(
18
)

と

し

。

58

如
来

の
本
願
を
信
じ
て

一
念
す
る
に
、
か
な
ら
ず
も
と
め
ざ
る
に
無
上
の

(
17

)

 功
徳
を
得
し
め
、
し
ら
ざ
る
に
広
大

の
利
益
を
得
る
な
り
。

こ
う
し
た

「無
上

の
功
徳
を
得
」
る
こ
と

は
、
行
者

の
意
志
や
努
力
に
よ

っ
て

起

こ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
は
か
ら

い
や
計
算
的
思
惟
が
な
く
な
り
、
仏

道
を
構
成
す
る
要
素
が
我
々
の
通
常

の
思
考

の
枠
組

み
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に

起

こ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
、
我
々
が
造
り
得
る
因
果
的
過
程
か

ら
離
れ
瞬
間
的

に
、
そ
し
て
更

に
通
常

の
意
識
よ
り
も
も

っ
と
深

い
レ
ベ
ル
に

決
定
的
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
う
し
た
転
換

の
起
こ
り
方

に
つ
い
て
、

親
鸞
は

「自
然
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
自
ら
の
は
か
ら
い
で
は
な
く
、
た
だ

「し
か
ら
し
む
」
1
そ
う
な
る
よ
う
に
さ
せ
ら
れ
る
ー
と
説

い
て
い
る
。

し
か
し
ま
た
同
時

に
、
こ
う
し
た
転
換

は
信
心
獲
得

の

一
念

に
限
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
ま
た
時
間
的
存
在
を
超
越
し
た
瞬
間
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と

こ
こ
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「転
ず
」
る
こ
と
は
信
心
獲
得
と
同
時

に
起

こ

る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
転
換
は
、
人
生

の
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
含
め
て
行
者

の
時
間
的
存
在
全
体
を
、
そ
れ
を
何
ら
否
定
せ
ず

に
取
り
込
む
の
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、

こ
の
転
換

に
は
二
つ
の
局
面
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、

信
心
獲
得

の
瞬
間
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
「転
ず
」
と

い
う
こ
と
が
根
本
的
に
、

ま
た
決
し
て
撤
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
起

こ
る
そ

の
瞬
間
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

(
19

)

「功
徳
を
よ
く
信
ず
る
ひ
と
の
心

の
う
ち
に
、
す
み
や
か
に
疾
く
満
ち
た
り
ぬ
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
日
常

の
生
活

の
過
程
で
、
自
分
の
行
為

が
、
悪
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
ま
ま
、
善
に
転
じ
さ
せ
ら
れ
る
瞬
間
で
あ

る
。
転
換

の
第

一
の
局
面

で
は
、
「転
ず
」
と
い
う
こ
と
が
無
意
識

の
深
さ
で

自
分

の
存
在
全
体

に
浸
透
す
る
の
で
あ
る
が
、
第
二
の
局
面
で
は
、
意
識
的
に

起
こ
さ
れ
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
意
識
を
完
全

に
超
越
し
て
い
る

と
い
う
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
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「転
ず
」
る
と

い
う
こ
と
に
こ
う
し
た
二

つ
の
局
面
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、

自
己

の
地
平
線

の
出
現
に
お
け
る
対
立
と
同
時
性
あ
る
い
は
不
二
性
を
二
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
が

「転
ず
」
と
い
う
こ

と
を
説
く

の
は
、
自
己

の
地
平
線
が
現
れ

て
く
る
こ
と
、
ま
た
計
算
的
価
値
判

断

の
崩
壊
そ
れ
自
体
が
実
在

の
出
現
を
可
能

に
す
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ

い
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
実
在
は
、
自
己

の
地
平
線
が
現
れ
る

(名
号
を
聞
く

と
い
う
こ
と
、
名
号
が
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と
)
以
前

か
ら
存
在
し
て
い
た
と
か
、

あ
る
い
は
日
常
生
活
を
続
け
る
人
間
が
実

在
そ
の
も

の

(真
如
、
智
慧
)
と
し

て
の
名
号

の
立
場
に
お
け
る
不
二
性
を
直
接
に
経
験
す
る
と
か
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
親
鸞
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

(20

)

終

の
一
念

に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
、兄
ず
」
と
い
う
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
実
在
と
生
死
的
存
在
の
対
立
は
、
智
慧
と
無
明
の
対
立

で
も
あ

る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
親
鸞

は
、
信

心
の
行
者

に
お
い
て
無
明
は
破
ら
れ

て
い
る
と
も

い
う
。

(
21

)

名
を
称
す
る
に
、
よ
く
衆
生
の

一
切

の
無
明
を
破
し
…
…

信
心
を
え
た
る
人
を
ば
、
無
碍
光
仏

の
心
光

つ
ね
に
照
ら
し
護
り
た
ま
ふ

ゆ
ゑ
に
、
無
明

の
闇
は
れ
、
生
死
の
な
が
き
夜
す
で
に
暁

に
な
り
ぬ
と
し

(22
)

る

べ

し

と

な

り

親
鸞

に
よ
れ
ば
、
信
心
の
人

に
お
い
て
無
明
は

「臨
終

の

一
念
に
い
た
る
ま
で

と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
」
で
あ

っ
て
、
そ
う
で
は
あ
る
が
同
時

に
、

そ
の
無
明
は
破
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
態
は
、
名
号

の
複
雑
な
性
格
を
反
映

し
て
い
る

(図
H
)。

一

方
、
名
号
は
概
念
や
思
惟
を
超
越
し
た
実
在
で
あ
り
、
我
々
が
求

め
な
く
て
も
、

ま
た
意
識
し
な
く
て
も
我
々
の
存
在
を
転
換
さ
せ
る
た
め
に
絶
え
ず
運
動
し
て

い
る
。
他
方
、
名
号
は
言
葉
で
あ
り
概
念
を
も

っ
て
言
葉
と
し
て
理
解
可
能

で

あ
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
次
元
を
持

つ
名
号
は
、
実
在
の
不
二
性
を
行
者

の
日

常
生
活

に
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
不
二
性
が
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
、

あ
る
い
は
意
識
に
浮
び
上
が
る
よ
う
に
絶
え
ず
運
動
し
て
い
る
。
浄
土
仏
道

に

お
け
る
転
換
の
二
番
目
の
局
面
、
す
な
わ
ち
日
常
の
行
為
が
転
じ
て
い
く
と
い

う
面
は
、
こ
う
し
た
名
号

の
運
動
を
示
し
て
い
る
。
親
鸞
は
、
こ
の
運
動
を
説

く

の
に
、
往
生
を
願
う
人
は

「本
願
名
号
信
受
し
て
寤
寐

に
わ
す
る
る
こ
と
な

(23

)

か
れ
」
と
い
う
。
名
号
を
信
受
す
る
と
い
う
は
信
心
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、

智
慧

・
慈
悲
が
名
号
と
し
て
自
分
の
存
在

の
地
平
に
結
晶
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た

「名
号
信
受
」

の
も
う

一
つ
の
面

は
寝
て
も
覚

め
て
も
忘

れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
心
獲
得
と
い
う
転
換

の
瞬
間
が
日

常
生
活
全
体

に
展
開
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
存
在

の
言
語
性
に
よ

っ
て
遂
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
実
在
は
、
名
号
と
い
う
言
葉
を
も

っ
て
、
あ
る

い
は
名
号
と
い
う
言
葉
と
し
て
、
行
者

の
存
在
を
絶
え
ず
変
え
て
い
く
か
ら
で
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あ
る
。
名
号
が
こ
う
し
た
力
を
持

つ
の
は
、
単

に

一
つ
の
概
念
と
し
て
運
動
し

て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
新

し
い
言
葉

の
在
り
方
と
し
て
意
識
や
思
考

の
全

て

(
24
)

の
言
葉
に
横
た
わ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

言
葉

の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
名
号

行
者

の
言
語
的
行
為
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
二
重
的
自
己
が
崩
壊
す
る
と
、

行
者

に
と

っ
て

「名
号
を
聞
く
」
と
い
う

こ
と
は
単
に
本
願
を
観
念
的

に
理
解

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
な
り
、
ま
た

「名
号
を
称
え
る
」
こ
と
を
、
こ
こ

ろ

の
内

に
潜
ん
で
い
る
考
え
や
感
情

の
言
語
的
表
現
と
し
て
は
理
解
し
な
く
な

る
。
初
期
的
関
わ
り
に
お
け
る
計
算
思
考

は
、
こ
こ
ろ
の
内

に
自
己
が
思

い
や

意
志
を
起
こ
し
、
こ
う
し
た
自
己

の
思

い
は
宗
教
的
善
悪

の
意
義
を
有
し
て
い

る
と
い
う
考
、兄
方
に
根
差
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

つ
ま
り
二
重
的
自
己
が
崩

壊
す
る
と
、
名
号
を
、
主
客

の
二
分
法

の
枠
組
み
の
中
で
あ
る
目
的
に
至
る
た

め
の
手
段
と
し
て
は
と
ら
え
な
く
な
る
。

と
い
う

の
は
、
名
号
と
の
真

の
関
わ

り
は
、
自
己

の
存
在

の
限
界

で
あ
る
地
平
線

の
出
現
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
伴

う
実
在

の
現
れ

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
わ
り
に
は
、
既

に
述
べ
た

よ
う
に
二

つ
の
局
面
が
あ
る
。

一
つ
は
、
名
号
を
聞
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

行
者

の
存
在
と
実
在
が
不
二
に
な
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
名
号
が

何
か
の
記
号
や
概
念
と
し
て
用

い
ら
れ
、
名
号
を
通
し
て
行
者
が
実
在
や
真
如

に
至
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
計
算
的
思
考
が
崩
壊
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
実
在
で
あ
る
名
号
と
自
分
の
存
在
を
取
り
込
む
実
在
が

一
つ
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う

に
自
己
の
地
平
線
の
向
う
に
現
れ
接
近
し
て
自
己

の
地

平
線
と
ぴ

っ
た
り
合
致
し

一
体
と
な

っ
た
名
号
は
、
消
え
て
し
ま
う
こ
と
な
く

自
己
の
地
平
線

で
思
考

の
端

に
あ
る
実
在
と
し
て
言
葉
あ
る
い
は
か
た
ち
と
し

て
の
性
格
を
保

つ
の
で
あ
る
。
行
者

の
立
場
か
ら
言
え
ぽ
、
信
心
獲
得
に
お
け

る
二
重
的
自
己

の
崩
壊
は
、
禅
定
を
行
ず
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
分
別
的
思
考

を
打
ち
破
る
こ
と
な
く
起
こ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
浄
土
仏
道
が
信
心

獲
得

の

一
念
に
凝
縮
し
名
号
と
な
る
の
は
言
葉
と
し
て
の
性
格
を
脱
す
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
名
号
は
概
念
と
そ
の
超
越
を
貫
通
す
る
、
あ
る
い

は
主
客

の
不
二
性
を
貫
通
す
る
言
葉

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た

こ
と
は
、
第

二
の
局
面

に
関
係
し
て
い
る
。
水
平

の
ヴ

ェ
ク
ト
ル
と
垂
直

の
ヴ

ェ
ク
ト
ル
を
弁
証
法
的

に
融
合
す
る
名
号
は
、
言
葉
と
し
て
の
性
格
を
失

っ
て

は
い
な
い
の
で
、
「名
号
を
聞
く
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
仏
道

の
凝
縮

へ
の
動
き

が
極
ま
り
、
こ
う
し
た
行
者

の

「
は
か
ら
い
」
が
な
く
な

っ
た
そ
の
場
で
、
広

が
り
と
い
う
逆
方
向
の
動
き
に
変
わ

っ
て
行
く
。
か
た
ち
や
概
念
を
超
越
し
た

真
実
在
が

か
た
ち
と
し
て
現
れ
る
と

い
う
性
格

(垂
直

の
ヴ

ェ
ク
ト
ル
)
を
保

ち
つ
つ
、
名
号
は
そ
の
言
葉
と
し
て
の
性
格
を
、
因
果
関
係
あ
る
い
は
時
間
的

空
間
的
な
水
平

の
ヴ

ェ
ク
ト

ル

(無
量
寿

・
無
碍
光
の
成
就
)
の
再
主
張
と
し

て
現
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
行
者
が
名
号
を
も

っ
て
直
接
に
自
分
の
理
解
や
把
握
を
表
現
す
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
名
号
は
、
行
者
の
生
死
的
存
在
と
真
実
在
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の
不
二
性
と
対
立

の
そ
の
二
つ
を
同
時
に
具
現
す
る
言
葉
と
し
て
、
存
在
の
地

平
線

の
再
出
現
と
な

っ
て
行
者

の
生
活

の

一
瞬

一
瞬
に
寝

て
も
覚
め
て
も
充
満

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
名
号
は
信
心
獲
得

に
お
い
て
得
た
行
者

自
身

の
存
在
と
実
在

の
不
二
性
と
、
そ
の
後

の
行
者

の
日
常
生
活
を
融
合
し
、

日
常
的
意
識
と
そ
の
意
識
に
浮
き
上
が
ら

な
い
行
者

の
存
在

の
底
を
極

め
て
自

然
に
統

一
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
名
号
が
開
く
生
活

の
場

は
、
「求
め
ざ
る
、
知
ら
ざ
る
」
と

い
う
受
け
身
的
な
信
心
獲
得

の
瞬
間
か
ら
、
身

口
意

の
行
為

か
ら
な
る
業
的
存

在

の
流
れ
と
融
合
す
る
。
こ
う
し
た
受
け
身
的
瞬
間
か
ら
人
間
行
為

の
次
元

へ

の
発
展
は
、
親
鸞
が

い
う
信
と
行
、
す
な
わ
ち
名
号
を
聞
く
こ
と
と
称
え
る
こ

と

の
不
可
分
の
関
係

に
横
た
わ

っ
て
い
る
。
声
を
出
し
て
も
出
さ
な
く
て
も
、

念
仏
あ
る
い
は
名
号
は
現
存
在
を
転
換
さ
せ
る
行
と
な
る
。
そ
の
上
、
自
己
存

在

の
地
平
線
の
再
出
現
と
し
て
の
名
号
を
肯
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
そ
の

主
体
を
問
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
や
仏
陀
が

一
個
人
で

成
し
遂
げ

る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
は

『教
行
證
文
類
』

に
、
行

の
代
表
的
表
現
と
し
て
諸
仏
が
み
な
名
号

を
誉
め
讃
え

て
称
え
る
と
い
う
阿
弥

陀
仏

の
第
十
七
願
を
あ
げ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
真

の
修
行

(覚
り
を
結
果
と
し

て
も
た
ら
す
行
為
)
は
宇
宙

の
諸
仏
が
過
去
現
在
未
来

に
称
え
る
名
号

で
あ
り
、

ま
た
自
分
が
称
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
念
仏
は
、
自
分
と
世
界

の
全
存
在

を
取
り
込
む
と

い
う
二
側
面
を
持

つ
地
平
線

の
再
出
現
と
な
り
、
生
活
行
為
の

基
礎
低
音
と
な
り
、
そ
の
響
き

の
中
で
諸
仏
と
行
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
意
味

が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
、
名
号
は
知
覚
や
思
惟
の
中

に
入

っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、

を
も

っ
た
理
解

の
対
象
と
な
る
。
親
鸞
は
、
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

本
願
円
頓

一
乗
は

逆
悪
摂
す
と
信
知
し
て

煩
悩

・
菩
提
体
無

二
と

(
25
)

す
み
や
か
に
と
く
さ
と
ら
し
む

概
念

親
鸞
は
こ
こ
で
、
行
者

の
新
し
い
自
己
理
解
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
理

解
に
は
、

二
つ
の
主
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
あ
り
、

一
つ
は
菩
提

(本
願
)
と
煩
悩

(人
間
)
の
二
分
法
的
対
立
で
あ
り
、
他
は
、
こ
の
対
立

に
立

つ
も

の
の
無

二

性
で
あ
る
。
行
者

の
論
理
的
理
解

は
、
教
え
に
あ
る
概
念
を
持
ち
、
こ
の
対
立

と
無
二
性

の
弁
証
法
的
関
係

の
枠
組

み
の
中

で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

行
者
の
言
語
行
為
の
中

の
名
号

名
号
が
行
者

の
意
識
的
言
語
行
為
に
入
る
仕
方
に
は
、
二

つ
あ
る
。

一
つ
は
、

名
号
が
、
日
常
生
活

の
言
葉

に
深
く
入
り
込
み
、
言
葉
と
し
て
現
れ
る
我
執
や

煩
悩

の
根
本
的
虚
偽
性
を
そ
の
ま
ま
把
握
し
う
る
よ
う

に
働
く
と
い
う
こ
と
。

も
う

一
つ
は
、
名
号
が

一
旦
凝
縮
さ
れ
た
浄
土
教

の
言
葉
を
新
た
に
し
て
、
仏

道
に
お
け
る
行
者

の
存
在
を
表
現
し
う
る
真

の
言
葉
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
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う

し

て
、

浄

土

仏

道

と

の
真

の
関

わ

り

に
入

る

こ

と

に

よ

っ
て
、

「
そ

ら

ご

と
」

(普

通

の
言

葉

)

と

「
ま

こ
と

」

(念

仏

、
教

え
)

が

同

時

に
現

れ

て
く

る

の

で
あ

る
。

㈲
日
常
の
言
葉
の
根
柢
に
あ
る
名
号

既

に
み
て
き
た
よ
う
に
、
「名
号
を
聞

く
」
と
い
う
こ
と
は
、
自
己

の
地
平

線

の
出
現
と
し
て
、
自
己
の
生
死
的
存
在

と
そ
の
存
在

の
限
界
と
い
う
壁
を
貫

通
し
不
離

一
体
と
な

っ
た
真
実
在
が
同
時

に
現
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
た
自
己
と
実
在

の
対
立
と
不

二
性
と

い
う
二

つ
の
性
格

(二
重
構
造
)
は
、

人
間
存
在

の
限
界
、

つ
ま
り
生
死
的
時
間

の
全
貌
や
存
在
す
る
も
の
の
全
体
を

包
む

の
み
な
ら
ず
、
通
常
の
思
考
や
言
葉

を
通
し
て
日
常
生
活
の
場
と
も
の
に

も
遍
在
す
る
の
で
あ
る
。
『歎
異
抄
』
に
記
録
さ
れ
た
次

の
言
葉
は
こ
う
し
た

こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

煩
悩
旦
ハ足

の
凡
夫
、
火
宅
無
常

の
世
界
は
、
よ
う
つ

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

(26
)

ま

こ
と

に

て

お

は

し

ま
す

。

る
心
情

で
あ
る
。
し
か
し
、
何
を
言

っ
て
も
ま
た
何
を
行

っ
て
も
い
い
と
い
う

気
持
ち
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
日
常
の
言
葉

に
は
、
そ
の
根
柢

に

「名
号
を
聞
く
」
と

と
と
し
て
現
れ
る
自
己
の
地
平
線
が
宿

る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
通
常
の
言
葉
の
内
面
は
、
そ
の
言
葉

の
虚
偽
性
と
と
も
に
意
識

に
把

握
さ
れ
る
。
意
識
に
あ
が
る
過
程
は
、
『歎
異
抄
』

の
第
十
六
章

に
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
章
で
は
浄
土
教

の
真

の
行
者
で
あ
れ
ば
悪
行
為
を
犯
し
た
と
き

は
、
回
心
し
て
懺
悔
を
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
批
判
さ
れ
て
い

る
。
浄
土
仏
道

に
お
い
て
は
、
「
回
心
」
と
い
う

の
は
悪
行
為
に
対
す

る
後
悔

と
し
て
の
懺
悔
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
浄
土
仏
道
と
の
真

の
関
わ
り
に
入
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
真

の
関
わ
り

へ
の
転
入
す
な
わ
ち
回
・10
は
決
定

的
で
、

一
回
切
り
で
あ
る
と

『歎
異
抄
』
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

わ
う
か
ら
ん
に

つ
け
て
も
、

い
よ
い
よ
願
力
を
仰
ぎ
ま
ゐ
ら
せ
ぽ
、
自
然

の
こ
と
わ
り
に
て
、
柔
和
忍
辱
の
こ
こ
ろ
も
出
で
く
べ
し
。
す
べ
て
よ
う

つ

の
こ
と
に
つ
け
て
、
往
生

に
は
か
し
こ
き
お
も
ひ
を
旦
ハせ
ず
し
て
、
た

だ
ほ
れ
ぼ
れ
と
弥
陀

の
御
恩

の
深
重
な
る
こ
と
、

つ
ね
は
お
も
ひ
い
だ
し

(
27
)

ま
ゐ
ら
す
べ
し
。
し
か
れ
ば
念
仏
も
申
さ
れ
候
ふ
。
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こ
れ
は
勿
論
、
信
心
の
行
者
は

「そ
ら
ご
と
」
を
言
わ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
解
脱
を
求
め
る
た
め
に
自
分

の
言
語
行
為
を
改
め
よ
う
と
い
う
考

え
は
、
内
在
す
る
絶
対
的
自
己
、

つ
ま
り
二
重
的
自
己

の
立
場
に
立

っ
て
起
こ

腹
立
ち
等
の
悪
を
犯
し
た
と
意
識
す
る
場
合
、
懺
悔
し
な
け
れ
ば
仏
道
か
ら
離

れ
て
し
ま
う
と
思
う
の
は
、
二
重
的
自
己

の
立
場
に
立

つ
こ
と
で
あ
る
。
真

の

関
わ
り
で
は
、
「
回
心
」
は
自
己
内

の
自
己
の
観
点
か
ら
懺
悔
を
繰
り
返
す
ご
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と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ

「回
心
」
と
は
自
己

の
存
在
全
体
を
囲
む
限
界
が
露

わ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
悪

の
行
為

は
、
本
願
を
思
い

出
す
機
縁
と
な
る
。
そ
し
て
、
行
為

の
根
柢

に
固
着

し
て
低
音

の
よ
う
に
響
き

続
い
て
い
た
名
号
は
、
自
己

の
地
平
線
の
再
出
現
と
し
て
口
に
浮
ん
で
く
る
。

悪
行
為
は
、
単
に
通
常

の
倫
理
の
枠
組

み
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
生
死
的
存

在
の
広

い
視
野
の
中

で
相
対
的
な
価
値
判
断
を
超
え
た
迷

い
の
悪
と
し
て
把
握

さ
れ
る
。
更
に
、
通
常

の
水
準
で
悪
と
見
做
す
行
為
だ
け
で
は
な
く
て
、
我
々

が
為
す
こ
と
、
考
え
る
こ
と
は
全

て
、
そ

の
根
抵

か
ら
自
己
の
地
平
線
ま
で
届

き
、
反
省

に
ふ
さ
わ
し
い
機
縁
と
な
る
。
我
々
の
世
界
あ
る
い
は
他

の
も
の
と

の
関
係
を
明
示
し
構
築
す
る
言
葉
は
全
て
そ
の
根
柢
に
我
執

の
歪
み
を
含
ん
で

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
言
葉
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
自
己

の
地
平
線
の
出
現
と
し

て
の
名
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
悪
が
超
越
的

に
遍
在

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
自
然

に
悪
を
犯
す
よ
う
導
か
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
け
れ
ば
、
絶
望

に
落
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に

も
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
全
て
の
も
の

の
根
柢

に
宿

っ
て
い
る
地
平
線
は
、

二
重
的
自
己
が
世
界

に
当
て
は
め
よ
う
と

し
た
善

・
悪
、
自

・
他
、
欲
望

・
瞋

恚
の
区
別
や
分
割
を
克
服
す
る
よ
う
に
働

い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
は
、

生
死
的
存
在
の
中
で
、
他
の
生
き
物
全
て
と
繋
が

っ
て
い
る
と
把
握
さ
れ
る
よ

(
28

)

う
に
な
る
。
親
鸞

は
、
信
心

の
人
は

「常
行
大
悲

(常
に
大
悲
を
行
ず
る
)」
、

つ
ま
り
常

に
念
仏
を
す
る
と
い
う
の
は
、
言
語
行
為

の
根
柢

に
こ
う
し
た
生
死

的
存
在

の
全
体
的
把
握
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
、

こ
の
自
己
と
自
己
が
経
験
す
る
世
界

に
宿

っ
て
い
る
地
平
線

の
向

こ

う
側

の
面
は
、
真
実
在

で
あ
る
。
親
鸞
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
如
来
、
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
て
ま
し
ま
す
、
す
な
は
ち

一
切
群
生

海

の
心
に
み
ち
た
ま

へ
る
な
り
。
草
木
国
土
こ
と
ご
と
く
、
み
な
成
仏
す

(
29

)

と
説

け

り

。

生
死
的
存
在
の
中

の
繋
が
り
と
、
涅
槃
あ
る
い
は
仏
性
が
世
界
の
全
て
の
も
の

に
満
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と

の
二

つ
の
要
素
は
、
「名
号
を
聞
く
」
こ
と
と
し

て
出
現
す
る
自
己

の
地
平
線

の
二

つ
の
面
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
地
平
線

は

更
に
、
日
常
の
言
葉

に
お
い
て
、
ま
た

「
そ
ら
ご
と
、
た
は
ご
と
」

の
世
界
の

あ
ら
ゆ
る
も
の
や
場

に
お
い
て
、
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈲
新
た
に
さ
れ
た
言
葉
と
し
て
の
名
号

自
己

・
実
在

の
二

つ
の
面
か
ら
な

っ
た
存
在

の
地
平
線

の
把
握
は
、
言
葉
に

よ

っ
て
構
想
さ
れ
露
わ
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
基
本
的
な
表
現
は
、

い
う
ま

で
も
な
く
名
号
を
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。
称
名

は
、
例
え
ば
存
在

の
驚
き
、
信

の
喜
び
、
往
生

へ
の
願
い
か
ら
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
、
殆
ど
無
意
識

に
起
こ
る
こ
と
も
あ

る
。
名
号
は

一
方
で
は
実
在
で
あ
り
概
念
思
考
を
超
越
し

た
も

の
の
現
れ
で
あ

る
が
、
他
方
、
本
願

の
凝
縮
し
た
か
た
ち
で
あ
る
か
ら
、

二
局
性
と
不
二
性

に
根
差
す
概
念
的
意
味
も
持

っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
要
素
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の
前
者

に
関
し
て
は
、
実
在
と
し
て
の
名
号
は
瞬
間
的
に
現
れ
、
そ
れ
は
ゲ
シ

ュ
タ
ル
ト
あ
る
い
は
象
徴
的
で
あ
る
の
で
、
名
号
と
信
心
は
不
二
で
あ
り
、
名

号
そ

の
も

の
と
行
者
に
お
け
る
名
号

の
把

握
は
不
二
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
(名
号
を
把
握
す
る
こ
と
と
名
号
は
不
二
で
あ
る
。)
後
者

に
関

し
て
、
概
念

的
意
味
を
も
持

つ
と
い
う
こ
と
は
、
思
惟

の
対
象
と
な
り
、
論
理
的
あ
る
い
は

推
論
的
理
解

に
広
が

っ
て
い
く
。

名
号

は
、

こ
の
よ
う

に
二

つ
の
性
格

(面
)
を
持

っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

『大
無
量
寿
経
』
に
説

か
れ
た
阿
弥
陀
仏

の
本
願

の
教
え
と
し
て
、
ま
た
浄
土

仏
教
の
伝
統

の
歴
史
に
高
僧
や
行
者

の
言

葉
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

こ
と
に
関
し
て
、
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察

す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
、
教
え

の
言
葉

に
つ
い
て
、
親
鸞

は
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
「如
来

の
本
願
を

説
き

て
経

の
宗
致
と
す
、
す
な

は
ち
仏

の
名
号

を
も

つ
て
経

の
体

と
す

る

(
30
)

な
り
。」
す
な
わ
ち
、
教
え
の
言
葉
の
核

心
に
、
実
在
と
概
念

の
両
方

の
性
格

を
持

っ
た
名
号
が
あ
り
、
こ
の
名
号
こ
そ
が
教
え

の
言
葉
を
(
転
換
さ
せ
る
力
、

ま
た
仏
道
を
理
解
さ
せ
る
力
を
備
え
た
真

の
言
葉
に
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

次
に
、
語
る
人
あ
る
い
は
書
く
人

の
観
点

か
ら
す
る
と
、
教
え
の
言
葉
は
実

在

(仏
心
、
智
慧
、
信
心
)
か
ら
生
ず

る

の
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
パ
ラ
ダ

イ
ム
は

『大
経
』

の
序

の
物
語
に
著
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
釈
迦

(
31
)

(32
)

牟
尼
仏
は
、
「
大
寂
定
」
と
い
う
三
昧

に
入
り
、
諸

「仏

の
所
住

に
住
」
し
て

『大
経
』
を
説
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
親

鸞
は
法
然
を
大
勢
至
菩
薩
と
見
做
し

た
。
こ
れ
は
、
単
に
当
時

の
庶
民
信
仰
を
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
仏

陀
の
心
か
ら
生
ず
る
言
葉
に
よ
っ
て
名
号
が
伝
わ
り
広
ま

っ
て
い
く
と
い
う
パ

ラ
ダ
イ
ム
を
当
て
は
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
法
然
門
下

の
聖
覚
と
隆
寛

に
つ
い
て
も
み
ら
れ
る
。
親
鸞
は
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

す
で
に
往
生
を
も
し
て
お
は
し
ま
す
ひ
と
び
と
に
て
候

へ
ぽ
、
そ
の
ふ
み

ど
も

に
か
か
れ
て
候
ふ
に
は
、
な
に
ご
と
も
な
に
ご
と
も
す
ぐ
べ
く
も
候

(
33
)

は
ず

。

要
す
る
に
、
往
生

の
因
で
あ
る
信
心
あ
る
い
は
仏
陀

の
心
を
持

っ
て
い
た
の
で
、

こ
の
書
物
に
書
か
れ
た
こ
と
よ
り
勝
れ
て
い
る
も

の
は
他
に
あ
り
え
な
い
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う

に
仏
道
の
教
え
を
、
名
号

の
歴
史

の
中

の
展
開
と
し
て
み
る
な
ら

ぽ
、
そ
の
教
え
の
真
実

の
理
解

は
名
号
と
同
じ
よ
う
な
理
解

の
仕
方

で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
「名
号
を
聞
く
」
と
い
う
立
場
、
あ
る
い
は
真

の
関
わ
り
を
持

つ
と
こ
ろ
に
立

っ
て
は
じ
め
て
浄
土
仏
教

の
教
え
を
正
確
に
解
釈

で
き
る
の
で

あ
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
解
釈
法
に
よ

っ
て
、
教
え
の
言
葉
は
相
対
的
で
概
念

化
さ
れ
る
通
常

の
思
考
か
ら
脱
出
し
、
自
己
は
生
死
的
存
在
で
あ
り
、
実
在
は

慈
悲

で
あ
る
と
い
う
二
側
面
を
持

つ
地
平
線
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
の
解
釈
法

親
鸞
の
著
作
に
お
け
る
解
釈
の
位
置
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親鸞思想 と解釈

親
鸞

の
著
作
に
お
い
て
、
解
釈

は
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

と
い
う
の
は
何
通
か
の
消
息
と
和
讃
の
何
首
か
を
例
外
と
し
て
除
く
な
ら
ば
、

残
り

の
書
物

の
殆
ど
は
、
漢
文

の
仏
教
典
籍
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
き
た

文
章
と
、
そ
の
編
集
、
注
釈
、
解
説
、
ま

た
翻
訳

か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
漢
文
仏
典

の
解
説
を
通
し
て
、
浄
土
仏
道
を
伝
え
よ
う
と
し
た
親
鸞

の
努
力

の
結
晶
が
こ
の
膨
大
な
量

の
漢
文

で
書
か
れ
た
引
用
文

に
み
て
と
れ
る

の
で
あ
る
。
あ
る
読
者
、
例
え
ば
唐
木
順
三
に
と

っ
て
、
こ
う
し
た
親
鸞

の
漢

文
仏
典

へ
の
関
心
は
、
彼

に
エ
リ
ー
ト
学
僧
の
意
識
が
残

っ
て
い
た
証
拠
で
あ

る
と
い
う
。
親
鸞

は
比
叡
山
で
僧
侶
と
し

て
の
生
活
を
二
十
年
間
送
り
、
後

に

洛
中

に
降
り
て
か
ら
は
、
念
仏

の
道
は
学

問
を
必
要
と
し
な

い
と
い
う
考
え
を

抱
く
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
比
叡

山
で
の
勉
学

の
日
々
の
意
識
が
残

っ

て
い
た
と

い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
ま
た
あ
る
研
究
家
は
、
平
等
主
義

者
と
し
て
の
親
鸞

を
主
張

し
て
、
彼
は

「あ
ざ

け
り
」
を
覚
悟

し
た
上

で
、

「文
字

の
こ
こ
ろ
も
し
ら
」
な
い

「田
舎

の
ひ
と
び
と
」
の
た
め
に
和
文
を
作

(
34

)

る
努
力
を
し
た
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
見
方
は
と
も

に
、
親
鸞
が

そ

の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
著
作
形
成

に
費
や
し
た
動
機
を
正
確

に
は
示
し
得

て
い
な

い
し
、
ま
た
理
解
し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。
親
鸞
は
、
こ
れ
ら

の
書
物
を
通

し
て
、
「文
字

の
こ
こ
ろ
も
し
ら
」
な
い
人
々
で
さ
え
も
仏
典

の
テ
キ

ス
ト
に

直
接
に
出
会
え
る
よ
う
、
並
々
な
ら
ぬ
努
力
を
払

っ
た
の
で
あ
る
。

-そ
れ
で
は
、
漢
文
仏
典

の
テ
キ
ス
ト
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
重
要

で
あ
る

の
か
。
な
ぜ
普
通
の
日
本
語

の
説
明
で
は
不
充
分
な
の
か
。
例
え
ば
、
『
一
言

芳
談
』

に
、
「後
世
者

の
法
文
は
、
紙

一
枚

に
す
ぎ
ぬ
な
り
。
」
と
か
、
「後
世

者

の
法
文
は
、
義
は
あ
さ
く
て
、
心
ざ

し
が
ふ
か
か
る
べ
き
也
。
」
と
い
う
記

(
35

)

述
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
漢
文
仏
典

の
ほ
う
が
権
威
が
あ
る
か
ら
と
い
う

の
で

は
、
納
得

で
き
る
答
え
に
は
な
ら
な
い
。
特
に
、
親
鸞
思
想

に
も

っ
と
も
重
要

な

「明
証
」
と
さ
れ
る
経
典
に
関
す
る
彼

の
理
解

の
仕
方
は
極
め
て
独
自
的

で

あ
り
、
他

の
法
然
門
下
で
さ
え
も
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
そ
う
し
た
漢
文
文
章
に
は
、
証
拠
と
し
て
の
価
値
は
限
ら
れ
て

い
た
に
違

い
な
い
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
よ
り
も
、
親
鸞

の
考
え
た

「
い
な
か
の

人
々
」
と

い
う
読
者
の
宗
教
生
活
に
と

っ
て
、
漢
文
仏
典
の
権
威
は
ど
れ
だ
け

の
重
要
性
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
分

で
テ
キ
ス
ト
を
見
て
、
意
味
を
確

か
め
な
け
れ
ば
、
浄
土
仏
道

に
入
ら
な

い
と
い
う
状
況
で
あ

っ
た
と
は
考
え
に

く
い
で
あ
ろ
う
。

親
鸞

の
漢
文
テ
キ
ス
ト
と
の
関
わ
り
は
、
彼
が
浄
土
仏
道

に
お
け
る
書
物
あ

る
い
は
文
字
と

い
う
も
の
の
有
す
る
性
格
と
役
割

に
対
す
る
考
え
方
に
基
づ
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
た
と
え
ぽ
親
鸞

は
繰
り
返
し
本
願
を
信
ず

る

…難
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

一
代
諸
教
の
信
よ
り
も

弘
願

の
信
楽
な
ほ
か
た
し

難
中
之
難
と
と
き
た
ま
ひ

(
36
)

無
過
此
難
と
の
べ
た
ま
ふ
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こ
こ
で
親
鸞
は
、
釈
迦
牟
尼
仏

の
諸
々
の
教
え
と
阿
弥
陀
仏

の
本
願
を
比
較
し

て
、
「弘
願

の
信
」

の
難
し
さ
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

一
代
教
と
本
願

の
区

別
は
、
換
言
す
れ
ぽ
、
我
々
の
通
常

の
思
惟
と
真

の
関
わ
り
の
相
違
を
示
し
て

い
る
。
た
だ
単
に
テ
キ
ス
ト
を
権
威
あ
る
も

の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
だ
け

が
目
的

で
あ
れ
ぽ
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
理
解
の
仕
方

は
我
々
の
通
常

の

思
考
と
異
な
ら
ず
、
そ
の
内
容
を
通
常
の
日
本
語
で
説
明
す
れ
ば
そ
れ
で
充
分

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
親
鸞
は
通
常

の
思
考
と
知
覚
に
お
け
る
言
葉
と
浄
土
仏

道

の
伝
統

の
言
葉
を
峻
別
し
て
い
る
。
通
常

の
思
考

の
範
囲

で
の
思
惟
や
、
正

論
、
ま
た
権
威
あ
る
証
拠
は
幾
ら
あ

っ
て
も
、
真

の
言
葉

の
領
域
に
導
く
力
を

も
た
な
い
。
こ
の
故

に
、
親
鸞
は
自
分
の
書
物

で
は
通
常

の
推
論
的
説
明
を
し

よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
浄
土
仏
道
は
迷

い
の
中
に
い
る
人
間

の
た
め
の
道

で
あ
る
の
で
、
禅
定
や
修
行
で
は
な
く
て
、
真

の
言
葉
と
の
出
会

い
を
基
本
と

し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
親
鸞

は
ω
真

の
言
葉
の
重
要
な
例
を
集
め
て
、
そ

の
上

で
②
そ
う
し
た
文
章
を
、
真

の
言
葉

と
し
て
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
る
か

た
ち
で
提
供
す
る
こ
と
を
目
指

し
た
。
こ
う
し
た
目
的

は
、
『教
行
證
文
類
』

の
最
後

に
道
綽

の
言
葉
を
借
り
て
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

真
言
を
採
り
集
め
て
、
往
益
を
助
修

せ
し
む
。

い
か
ん
と
な
れ
ぽ
、
前
に

生
れ
ん
も
の
は
後
を
導
き
、
後
に
生

れ
ん
ひ
と
は
前
を
訪

へ
、
連
続
無
窮

(37
)

に
し
て
、
願
は
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し

め
ん
と
欲
す
。

親
鸞
は
著
作

で
仏
典

の
テ
キ

ス
ト
に
焦
点
を
あ
て
た
の
は
、
彼
は
仏
道

へ
の
関

わ
り
方
自
体
、
そ
し
て
仏
道
の
歴
史

の
中
で
の
伝
達

は
、
最
終
的

に
は
言
葉
と

親
密
な
関
係
を
持

っ
て
い
る
と

い
う
彼
自
身

の
考
え
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
親
鸞
が
漢
文
仏
典
に
拘
泥
す
る
の
に
は
、
も
う

一
つ
の
理
由
が
あ

る
。
漢
文

に
和
文
と
は
異
な

っ
た
性
質
を
見
出
し
た
彼
は
、
浄
土
仏
教

の
漢
文

テ
キ
ス
ト
を
解
釈
す
る
と
き
、
真

の
言
葉
と
し
て
の
性
格
や
働
き
を
よ
り
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
漢
文
の
性
質

に

つ
い
て
、
中
国
人
も
西
洋
人
も
種
々
述

べ
て
い
る
。
特
に
、
中
国
語
と
外
来
思

想
の
関
係

に
つ
い
て
の
考
察
は
、
我
々
の
課
題
を
照
ら
し
参
考

に
な
る
で
あ
ろ

う
。
キ
リ
ス
ト
教

の
宣
教
師
等
、
西
洋
思
想
を
中
国
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
西

洋
人
は
、
よ
く
中
国
語

で
彼
ら

の
思
想
を
著
す
の
は
非
常

に
困
難
で
あ
る
と
い

(
38
)

う
記
述
を
多
く
残
し
て
い
る
。
我
々
に
と

っ
て
示
唆
的
な

の
は
、
漢
文
に
関
し

て
親
鸞
は
、
丁
度
こ
れ
ら
西
洋
人
と
全
く
逆
な
態
度
を
と

っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
教
え
の
媒
体
と
し
て
の
漢
文

に
こ
だ
わ

っ
て
、
浄
土
仏
道

に

関
わ
る
の
に
、
漢
文

に
助
力
す
る
あ
る
い
は
正
す
働
き
を
見
出

し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
察
す
る
た
め
に
、
西
洋
人
が
よ
く
注
目
す
る
漢
文

の
性
質

を
四
つ
取
り
挙
げ
て
、
親
鸞
は
そ
れ
ら
に
ど

の
よ
う
に
対
応
し
活
用
し
た
の
か

を
み
よ
う
。

ま
ず
、
中
国
語
は
、
日
本
語

の
よ
う
な
膠
着
言
語
で
は
な
く
、
孤
立
性
を
有

(
39
)

し

た

(づ
o
蠧

ひQ
ひq
冨
口
蠧

砿
く
Φ
)

　一肖
語

で
あ

る

。

従

っ
て
、

文

中

の
語

と

語

の
文
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法
的
関
係
は
、
語
形
あ
る
い
は
決
ま

っ
た
意
味
を
持

つ
形
態
素

の
結
合
で
表
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
文
は
独
立
し
た
、
そ
し
て
変
化
し
な
い
語
か
ら
な

っ
て
い

て
、
語
順
や
形
式
語
に
よ

っ
て
文
法
関
係
が
表
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
よ
く
、

こ
う
し
た
孤
立
性
を
基
に
し
て
、
漢
文
テ
キ
ス
ト
を
漢
字

一
つ
ず

つ
に
分
け
て

解
釈
し
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
文

や
言
葉
の
意
味
を
通
常

の
思
考
の
枠

組
み
か
ら
外
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
仏
教
用
語

の
漢
訳

に
よ
く
述
語
は
使
わ
れ

る
が
、

こ
う
し
た
用
語
で
さ
え
親
鸞

は
分

け
て
、
用
語
に
な

っ
て
い
る
二

つ
の

同
義
語

の
漢
字
に
別
々
の
意
味
を
与
え
る
。
こ
う
す
る
と
、
漢
語
用
語
は
概
念

の
二

つ
の
違

っ
た
面
あ
る
い
は
違

っ
た
次

元
を
同
時

に
表
す
こ
と

に
な
る
。

「名
号
」
と
い
う
語
の
解
説
は
そ
の

一
例

で
あ
る
。

「
名
」
の
字
は
、
因
位

の
と
き
の
な
を
名
と
い
ふ
。
「号
」

の
字
は
、
果
位

(
40

)

の

と
き

の
な

を

号

と

い

ふ
。

「因
位
」
は
法
蔵
菩
薩
が
本
願
を
建

て
て
修
行

し
て
い
る
と
き
を

い
い
、
「
果

位
」
は
阿
弥
陀
仏

に
成
仏
し
て
か
ら
で
あ

る
と
い
う
解
釈
は
妥
当

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
親
鸞

の
こ
う
し
た

「名
号
」

の
解

釈
は
彼

の
思
想
に
お
い
て
あ
ま
り
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
し
、
何
故

こ
う
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
も
宗
学

の
定
説

は
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
重
要
な
意
味
を
持
た
な
く
て
も
こ

う
し
た
解
釈

の
仕
方
が
普
通

に
行
わ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
で
わ
か
る
。

漢
字

一
つ
ず

つ
を
文
脈
か
ら
取
り
出
し

て
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

文
全
体

の
意
味
を
普
通

の
因
果
的
関
係
、
ま
た
は
空
間
的
時
間
的
関
係

の
枠
か

ら
外
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を
可
能

に
す
る
漢
字

の
孤
立
性
は
、
親
鸞

の
書
物

に
お
い
て
ま
た
逆

の
効
果
も
持

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
親
鸞
は
語
と
語
、

ま
た
は
文
と
文
を
分
け
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
て
、
語
と
語
や
文
と
文
を
並
置

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
し
い
前
後
を
作
り
統
語
法
的
な
作
用
を
行
う
の
で
あ

る
。
論
理
的
繋
が
り
な
く
節
や
句
を
対
等

の
要
素
と
し
て
並
列
す
る
こ
と
は
よ

く
漢
文

に
み
ら
れ
る
が
、
親
鸞
も
自
分
の
文
章

に
よ
く
使

っ
て
い
る
。
ま
た
、

書
物
全
体

の
構
造

に
も
用

い
て
、
『教
行

證
文
類
』
だ
け

で
は
な
く

て
、
『文

意
』
と
い
う
書
物
に
も
そ
の
順
列
的
組
織
が
み
ら
れ
る
。

漢
文

の
性
質
の
も
う

一
つ
の
要
素
は
漢
字

の
多
義
性
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

一

つ
の
漢
字
が
数
多
く

の
異
な

っ
た
意
味
を
持

つ
だ
け
で
は
な
く
て
、
印
欧
語
族

に
み
ら
れ
る
品
詞
の
区
分

に
も
当
て
は
ま
ら
ず
、

一
つ
の
漢
字
は
文
脈
に
よ

っ

(
41

)

て
名
詞
動
詞
形
容
詞
等
と
し
て
活
用
す
る
。
従

っ
て
、
難
解
な
文
章
を
解
釈
す

る
た
め
に
は
、
辞
書

の
利
用
価
値
は
限
ら
れ
て
く
る
。
漢
字
が
ど
の
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
の
か
を
判
断
す
る
に
は
、
色

々
な

レ
ベ
ル
で
前
後
関
係

に
注
意
し

(
42

)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞

の
場
合
は
、
辞
書
や
伝
統
的
注
釈
を
用
い
て
そ
の

漢
字

の
文
脈

の
中

で
の
適
切
な
意
味
だ
け
を
見
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
逆
に

そ
の
字
の
元
々
も

っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
出
し
て
き
て
解
釈

に
取
り
入
れ

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
親
鸞

の
解
釈
法
で
は
、
漢
字

の

多
義
性

は
言
葉
を
そ
の
文

の
文
字
通
り

の
意
味
ま
た
推
論
的
な
理
解
か
ら
外
す

役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
。
文
脈
の
枠
か
ら
外
さ
れ
た
語
は
、
意
味

に
お
い
て
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純
粋
化
さ
れ
ま
た
は
拡
大
さ
れ
る
こ
と
を
も

っ
て
信
心
獲
得

に
お
け
る
地
平
線

の
出
現
を
表
す
よ
う
に
な
る
。

多
義
性

に
関
連
し
て
、
漢
語

の
定
義

の
仕
方

に
も
特
徴
が
あ
り
、
反
対
語
を

決
め
て
そ
れ
を
も

っ
て
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
多

い
の
で
あ
る
。

フ
ラ

ン
ス
の
中
国
思
想
研
究
家

司
鑓
月
9
ω
言
臣
①
口
は
、
思
想

の
言
葉
に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

用
語
は
、
意
味

の
独
立
し
た
単
位
と
し
て
思
想
的

に
働
く
よ
り
も
、
む
し

ろ
他

の
用
語
と
の
関
係
あ
る
い
は
対

応
に
お
い
て
意
味
を
も

っ
て
、

つ
ま

(
43

)

り
二
元
性

の
要
素
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

哲
学
的
論
議

で
は
、
思
想
的
用
語
は
単
独
的
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

あ
る
用
語

の
意
味
は
、
関
連

し
た
他

の
用
語
と
の
関
係

に
お
い
て
の
み
確
定

で

き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
用
語

の
定
義

に
お
い
て
二
元
的
対
立
は
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

漢
字

は
意
味
に
お
い
て
不
定

で
あ
る
。
対

に
な
る
も

の
と
し
て
働
く
他

の

語

に
関
連
し
て
初

め
て
思
想
的
使
用
が
可
能

に
な
る
。

こ
う
し
た
漢
語

の
定
義

に
み
ら
れ
る
二
元
的
対
立
は
、
親
鸞
の
テ
キ
ス
ト
の
解

釈
法

に
お
い
て
も
中
心
的
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
親
鸞
思
想
に
お
い
て
、
こ

う
し
た
対
立

の
パ
タ
ー
ン
は
、
「名
号
を
聞
く
」
と

い
う
こ
と
に
お
け
る
二
側

面
を
有
す
る
地
平
線

の
出
現
に
横
た
わ

っ
て
い
る
。
ま
た

『歎
異
抄
』

に
表
現

さ
れ
た
相
対
的
価
値
判
断
か
ら
絶
対
的
両
極
性

へ
の
動
き

に
も
こ
う
し
た
対
立

の
パ
タ
ー
ン
は
み
ら
れ
る
。

親
鸞
の
浄
土
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
解
釈
を
支
え
る
漢
文

の
四

つ
め
の

特
徴
は
、
時
制
や
主
語
述
語
等

の
関
係
を
文
面
に
は

っ
き
り
と
示
す
こ
と
が
少

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
思
想
史

の
研
究
家

〉
潯
げ
霞

芝
『侭
算

は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
国
語
は
、
数
、
時
制
、
性
別
や
さ
ま
ざ
ま
な
関
係

の
表
示
が
な
い
の
で
、

外
国

の
思
想
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
人
々
に
と

っ
て
、
そ
の
思
想
を
表
現

(44
)

す
る
た
め
に
構
造
的

に
も

っ
と
も
不
適
当
な
媒
体

で
あ

っ
た
。

親
鸞
は
、
文
脈
の
中
で
明
瞭
で
あ
る
文

に
関
し
て
も
、
和
文
に
み
ら
れ
な

い
自

由
に
解
釈
す
る
余
地
を
見

つ
け
て
、
以
前
の
伝
統
的
理
解
か
ら
離
れ
た
解
釈
を

し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
う
し
た
言
わ
ぽ
漢
文
の
曖
昧
性
は
、
親
鸞

の
解
釈
法
に
お
い
て
は
、
行
為

者
を
示
す
こ
と
に
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
。
自
己
存
在
の
地
平
線
が
出
現
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
行
者

に
と

っ
て
更

に
覚
り

へ
の
活
動
方
向

の
逆
転
で
あ
る
。
自

分

の
存
在

の
限
界
を
超
え
よ
う
と
す
る
動
き

で
は
な
く
て
、
超
越
し
た
所
か
ら

自
分

の
存
在

へ
と
い
う
動
き
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
、
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親
鸞
は
大
乗
仏
教
に
お
け
る

「回
向
」
と

い
う
概
念

に
独
自
な
解
釈
を
施
し
た
。

一
般
大
乗
仏
教

で
は
、
「回
向
」
と

い
う

の
は
、
修
行
者
が
、
自
分

の
善
行

の

効
果
を
自
分

の
覚
り
、
ま
た
人
々
や
生
き
物

の
覚
り

へ
振
り
向
け
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
浄
土
仏
道
と
の
真
の
関
わ
り
に
入

っ
た
人
は
、

一
方
、
覚
り

へ

の
計
算
思
考
や
努
力

の
基
盤
が
崩
れ
て

「
自
力

の
心
」
は
翻
さ
れ
た
。
そ
れ
故

に
、
こ
う
し
た
行
者

に
関
し
て
親
鸞
は

「
不
回
向
」
と
い
う
。
他
方
、

こ
う
し

た
計
算
思
考
の
崩
壊

は
、
真
実
在
が
自
己

の
世
界
の
境
界
線

の
向
こ
う
か
ら
近

付
い
て
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
方
向
性

の
逆
転
を
表
現
す
る
た

め
に
、
親
鸞
は
、
浄
土
仏
教
の
伝
統

に
お
け
る

「
回
向
」
に
独
自
な
解
釈
を
行

っ
た
。
伝
統
的
理
解

で
は
、
回
向
と
い
う

の
は
、
正
し
く
行
ず

る
態
度
を
示
し
、

行
は
迷

い
の
中
の
我
執
や
自
己
存
在

の
拡
大

の
た
め
で
は
な
く
、
究
極
的

に
自

他

の
無
分
別
智

か
ら
生
ず

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
親
鸞
は
、
特

に

『大
経
』

の
文
章
と
世
親
や
曇
鸞

の
論

説
を
読
む
に
当

っ
て
、
回
向
す
る
行

為
者
と
い
う
の
は
浄
土
教

の
行
者
で
は
な
く
て
、
法
蔵
菩
薩
ー
阿
弥
陀
仏
で
あ

(
45
)

る
と
示
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
行
者
が

行
を
積
ん
で
仏
陀

の
方
向

に
進
む

の

で
は
な
く
て
、
法
蔵
菩
薩
-
阿
弥
陀
仏
が

逆
に
、
自
分

の
善
行

の
効
果
を
我
々

修
行
し
な
い
人
間

に
与
え
る
。

こ
の
よ
う

に
、
親
鸞
は

「
名
号
を
聞
く
」
と

い

う
こ
と
に
お
け
る
人
間
と
実
在

の
方
向
性

の
逆
転
を
表
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
伝
統
的
な
理
解

の
仕
方
か
ら
離
れ
た
後
に
、
親
鸞
は
更

に

一
般
的

な
解
釈
も
施
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
回
向
は
超
越
し
た
実
在

に
到
る

た
め
の
努
力
の

一
要
素

で
は
な
く
て
、
浄
土

に
至

っ
た
人

の
救
済
的
活
動
を
示

(
46
)

す
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

一
つ
の
テ
キ
ス
ト
は
、

一
旦
通
常

の
理
解

の
枠
組
み

か
ら
抜
き
出
さ
れ
た
後
、
二
通
り
の
解
釈
を
も
可
能
に
し
、
こ
う
し
た
異
な

っ

た
解
釈

は
、
浄
土
仏
道
と

の
真

の
関
わ
り
方

に
お
け
る
重
複
さ
れ
た
状
態

の

別
々
の
面
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

親
鸞

に
と

っ
て
、

テ
キ
ス
ト
解
釈
に
お
け
る
も
う

一
つ
の
重
要
な
課
題

は
時

間
の
表
現
で
あ
る
。
本
願
あ
る
い
は
名
号
を
聞
く
瞬
間
に
出
現
す
る
自
己
や
自

己
の
考
え
る
世
界

の
地
平
線
に
、
二

つ
の
異
な

っ
た
時
間
性
が
融
合
す
る
。

一

つ
は
、
人
間
存
在

の
時
間
で
あ
り
、
二

つ
は
本
願

の
中
に
あ
る
超
越
さ
れ
た
時

間
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
漢
文
の
無
時
制
と
い
う
性
質
と
漢
字

の
多
義
性
を
用

い

て
、
自
分

の
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
を
通
し
行
者

の
存
在

に
お
け
る
時
間
と
超
時
間

の
融
合
を
説
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
親
鸞

の
時
間

の
思
想
に
関
し
て
中
心
と

な
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏

の
第
十
八
願
は
既

に
成
就
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
説
く

『大
経
』

の
次

の
文

で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
そ
の
名
号
を
聞
き

て
、
信
心
歓
喜

せ
ん
こ
と
、
乃
至

一

念

せ
ん
。
至
心
に
回
向
せ
し
め
た
ま

へ
り
。
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ば
、

(47

)

す
な
は
ち

(即
)
往
生
を
得
、
不
退
転

に
住
せ
ん
。

親
鸞
は
、
こ
こ
に
使
わ
れ
た

「念
」
と

「
即
」
と
い
う
字

に
、
こ
の
文

に
対
す

る
浄
土
仏
教

の
伝
統
的
理
解

に
み
ら
れ
な

い
時
間
的
な
意
味
を
持
た
せ
て
、

「念
」
を

一
瞬
と

い
う
意
味
、
す
な
わ
ち

「
信
楽
開
発

の
時
刻

の
極
促
を
顕
」
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す
言
葉
で
あ
る
と
解
釈
し
、
ま
た

「
即
」
を
即
座

に
、

つ
ま
り

「と
き
を

へ
ず
、

日
を
も

へ
だ

て
ぬ
」
と
い
う
意
味
で
解
釈

し
て
い
る
。
法
然

の
解
釈

で
は
、

「念
」
は
称
名
を
示
し
、
「即
」
は
論
理
の
接
続
詞

で
あ
り
、
親
鸞
の
よ
う
に
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

(
48

)

「
と
き

・
日
を
も

へ
だ

て
ず
、
正
定
聚

の
位

に
つ
き
定
ま
る
」
と
解
釈
す
る
こ

と
は
決
し
て
な
か

っ
た
。
親
鸞
は
、
時
間
的
な
意
味
を
強
調
し
、
信
心
獲
得
と

そ

の
結
果
と
し
て
の
往
生
決
定
は
瞬
間
的

に
起

こ
る
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
に

よ

っ
て
、
行
者
が
迷

い
の
時
間

の
中

に
あ

り
な
が
ら
も
、
時
間
の
超
越

に
至
る

と
い
う
状
態
を
表
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
漢
文

の
も

つ
四

つ
の
性
格

は
、
親
鸞
に
と

っ
て
浄
土
仏
道
を
説

く

の
に
特
に
相
応
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞

の
読
み
方

で
は
、
漢
文

の
テ
キ

ス
ト
は

一
元
的
な
解
釈
を
拒
み
、
し
か
も
同
時

に
、
本
願
あ
る
い
は
名
号
に
お

け
る
両
極
性
と
不
二
性
、
ま
た
は
時
間
性

と
超
時
間
性
と
い
う
相
反
す
る
次
元

を
不
離
的
か
つ
統

一
し
得
る
理
解
を
可
能

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
の
解
釈
-

分
析
と
再
構
築

次
に
、
親
鸞
著
作
に
お
け
る
真

の
言
葉

の
読

み
方

に
焦
点
を
当

て
る
。

『歎

異
抄
』
に
記
録
さ
れ
た
親
鸞
の
言
葉
は
、
質
問
者

の
世
間

一
般

に
み
ら
れ
る
考

え
方
と
、
虚
偽
的
言
葉
と
真
の
言
葉

の
違

い
を
厳
し
く
区
別
す

る
親
鸞

の
意
識

の
在
り
方
と
の
ズ

レ
を
越
え
て
、
質
問
者
を
自
分
と
同
じ
自
覚

に
導
こ
う
と
し

て
話
さ
れ
た
言
葉

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
『歎
異
抄
』

で
は
、
こ
う
し
た
初

期
的
関
わ
り
か
ら
真

の
関
わ
り

へ
の
転
換
が
中
心
的
な
課
題

に
な

っ
て
い
て
、

特
に
通
常

の
思
考

の
枠
組

み
が
崩
壊
す
る
と
い
う
否
定
的
あ
る
い
は
治
療
的
な

面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
の
著
作

に
み
ら
れ
る
解
釈
法
に
も
、
こ
う
し
た

転
換

の
否
定
的
な
面

は
反
映

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ぽ
、
「顕
」
と

「隠
」

の
別

を
論
じ
て
い
る
部
分
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。
主

に

『阿
弥
陀
経
』
や

『観
無
量

寿
経
』

の
あ
る
文
章

に
つ
い
て
、
親
鸞
は
表
面
的
な
意
味
、

つ
ま
り
顕
か
に
説

か
れ
た
教
え
と
、
表
面
的
に
顕
か
に
は
浮
か
び
上
が

っ
て
こ
な
い
言
わ
ば
隠
さ

れ
た
よ
う
な
意
味
、
あ
る
い
は
釈
迦
牟
尼
仏
が
伝
え
よ
う
と
し
た
意
味
と
を
区

別
し
て
い
る
。
「顕
説
」
は
通
常

の
思
考

の
枠
組
み
内

に
捉
え
ら
れ
得
る
意
味

で
あ

っ
て
、
初
期
的
関
わ
り
方
を
支
え
る
理
解

の
仕
方
を
反
映
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し

「隠
説
」
は
信
心
獲
得

の
立
場
、
す
な
わ
ち
真

の
関
わ
り
方
を
表

し

て
い
る
。
し
か
し
、
親
鸞
に
と

っ
て
浄
土
仏
道

の
伝
統
に
伝
え
ら
れ
た
テ
キ
ス

ト
は
お
お
よ
そ
宗
教
的
存
在
を
自
覚
さ
せ
て
、
そ
れ
を
理
解
し
得
る
よ
う
に
促

す
言
葉
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
広
く
み
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
の
解

釈

の
問
題
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
信
心
獲
得

の
立
場
か
ら
そ
の
意
味
を
捉
え
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
を
施
す
た
め
に
、
親
彎
ほ

、
転
換

の
二
つ
の
側
面

に
相
応
す
る
二

つ
の
解
釈
方
法
を

『歎
異
抄
』
に
お
い
て
行

っ

ヘ

へ

て
い
る
の
で
あ
る
。

一
つ
は
、
分
析
で
あ
り
、
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
を
通
常
の
思

考

の
枠
組
み
あ
る
い
は
単

に
概
念
的
な
理
解

か
ら
外
す
よ
う
に
働
く
の
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

へ

二

つ
は
、
再
構
築
と

い
う
解
釈
方
法

で
あ
る
。
再
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教

え
の
概
念
は
、
真
の
関
わ
り
の
意
義
や
、
ま
た
真

の
関
わ
り
に
お
け
る
自
己
を

実
在

の
表
現
と
し
て
把
握
し
得
る
の
で
あ
る
。
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親鸞思想 と解釈

真

の
言
葉

の
性
格
に
関

し
て
言
え
ば
、
「
分
析
」
は
そ

の
言
葉
が
旦
ハ現
し
て

い
る
垂
直

の
ヴ

ェ
ク
ト
ル
を
明
ら
か
に
す

る
よ
う
に
働
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の

超
越
的
な
も

の
か
ら
流
出
す
る
こ
の
動
き

は
、
仏
道
を
結
果
と
し
て
対
象
化
し

よ
う
と
す
る
通
常

の
思
考
に
よ

っ
て
隠
蔽

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
意
味

の
分
析

に
よ

っ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
言
葉
は
計
算
思
考

の
相
対
的
価
値
判
断
か
ら
抜
け
出

し
、
む
し
ろ
生
死
的
存
在

(そ
ら
ご
と
、
た
は
ご
と
)
と
真
実
在

の
完
全
な
対

立
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
働
く
の
で
あ
る
。

こ
の
対
立
は
、
二
側
面
を
も

っ
た

地
平
線
と
と
も
に
行
者

の
存
在

に
現
れ
て
く
る
。
行
者
が
関
わ
る
教
え
の
言
葉

は
、
浄
化
の
火

の
よ
う
な
こ
の
対
立
を
通

り
、
自
己

の
地
平
線
に
お
け
る
自
己

存
在
と
真
実
在

の
両
極
性
と
不
二
性
を
刻

み
、
そ
の
両
極
性
と
不
二
性
を
そ
の

根
柢
に
留

め
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
分
析
に
よ

っ
て
推
論
的
理
解

か
ら
外
さ
れ
た
教
え
の
言
葉
は
再
び
復
元

さ
れ
、
水
平
的
、
あ
る
い
は
叙
述
的

ヴ

ェ
ク
ト
ル
を
語
る
こ
と
に
よ

っ
て
宗
教
的
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
は
、
再
構
築
と
い
う
面

で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
は
、
も
は
や
単
に

推
論
的

に
し
か
も
表
面
的
な
意
味

の
み
を
表
す

の
で
は
な
く
、
同
時
に
逆
方
向
、

つ
ま
り
実
在
か
ら

の
動
き
を
も
表
す
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
仏
道
に
進
ん
で
行

く
と
い
う
論
理
は
、
新
し
い
転
換

の
論
理

と
統

一
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
復

元
し
た
浄
土
教
の
言
葉
は
自
己
と
実
在
の
対
立
と
、
そ
れ
ら
の
不
二
性
を
表
し

把
握
し
得
る
よ
う
に
働
く
の
で
あ
る
。

親
鸞
の

「
三
心
」
の
解
釈

#

親
鸞
の
解
釈
法

は
、
そ
の
構
造
に
お
い
て
、
浄
土
仏
道

に
対
し
初
期
的
関
わ

り
か
ら
、
成
就
し
た
真
の
関
わ
り

へ
と

い
う
転
換
を
反
映
し
て
い
る
。
親
鸞

の

解
釈

の

「分
析
」
は
、
我
執

に
根
差
し
た
思
惟

の
否
定
と
実
在

の
出
現
と
い
う

局
面

に
相
応
し
、
ま
た

「再
構
築
」
は
行
者
と
仏
陀

の
相
互
関
係

に
お
け
る
対

立
と
不
二
性

の
展
開
を
意
識
し
理
解
す
る
と
い
う
局
面
に
相
応
す
る
。

こ
こ
で
、

親
鸞

の
解
釈
法

の
例
と
し
て
、
彼

の

「三
心
」

(『大
経
』
に
関
し
て
の
み
親
鸞
は

「
三
信
」
あ
る
い
は

コ
ニ
信
心
」
と
も
い
う
)
の
扱

い
方
を
考
察
す
る
。
親
鸞

の

三
心

の
解
釈
に
、
教
え
の
方
便
と
し
て
の
働
き
と
教
え

の
真

の
言
葉
と
し
て
の

そ

の
両
方

の
性
格
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

浄
土
仏
道
に
お
け
る

「
三
心
」

「三
心
」
は
浄
土
教

の
伝
統
に
お

い
て
重
要
な
課
題

で
あ
り
、
『大
経
』
と

『観
経
』

の
両
経
典

に
説
か
れ

て
い
る
。
『大
経
』

に
は
、
「
三
心
」
と
い
う
用

語
は
直
接

に
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
第
十
八
願
の
願
文

に
三

つ

の
態
度
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得

た
ら
ん
に
、
十
方

の
衆
生
、
ω
心
を
至
し
②
信
楽
し

て
㈹
わ
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
ひ
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
生
ま
れ
ざ

(
49
)

れ
ば
正
覚
を
取
ら
じ
。
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こ
こ
に
言
う

「至
心

・
信
楽

・
欲
生
我
国
」
は
、
浄
土
教

の
伝
統

に
お

い
て

「三
心
」
と
い
う
語
で
呼
ば
れ
て
き
た
。
ま

た

『観
経
』
で
は
、
「
三
心
」
は
次

の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

も
し
衆
生
あ
り
て
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
も
の
は
、
三
種

の
心
を
発

し
て
即
便
往
生
す
。
な
ん
ら
を
か
三

つ
と
す
る
。

一
つ
に
は
至
誠
心
、
二

(
50
)

つ
に
は
深
心
、
三

つ
に
は
回
向
発
願

心
な
り
。

『大
経
』
・
『観
経
』
両
経
典
と
も

に

「三

心
」
を
往
生

の
た
め
に
必
要
な
条
件

と
し
て
説

い
て
い
る
こ
と
か
ら
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
「
三
心
」
は
浄
土
仏
道

に
お
い
て
常

に
中
心
的
な
課
題
で
あ
る
。

ま
た
、
法
然

の
場
合
は
両
経
典
は
同

じ
三
心
を
説

い
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

親
鸞
思
想
に
お
け
る

「
三
心
」

し
か
し
親
鸞
は
、
『大
経
』
と

『観
経
』

で
説
か
れ
る
内
容
を
区
別
す

る
の

で
あ
る
。

『大
経
』
は
真
実

の
教
え
で
、
真
実
を
表
し
て
い
る
言
葉

で
あ

る
の

に
対
し
て
、
『観
経
』
は

「方
便
」

で
あ

っ
て
行
者
を
真
実
に
導
く
た
め
の
言

葉
で
あ

る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
『観
経
』

の
三
心
説
は
浄
土
仏
道
と
の
初
期
的

関
わ
り
方
を
表

し
て
い
て
、
行
者
を
真

の
関
わ
り

へ
と
導
く
た
め
に
説
か
れ
た

と
親
鸞

は
い
う
。
『大
経
』

の
方
は
そ
う

で
は
な
く
て
真

の
関
わ
り
方
を
表
し

て
い
る
と
い
う
。
親
鸞
は
、
善
導

の
文

の
解
説
に
、
両
三
心
説

の
違
い
と
そ
の

関
係
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

『観
経
』

の
三
心
を
え
て
の
ち
に
、
『大
経
』
の
三
信
心
を
う
る
を

一
心
を

う
る
と
は
申
す
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に

『大
経
』

の
三
信
心
を
え
ざ

る
を
ば

一
心
か
く
る
と
申
す
な
り
。
こ
の

一
心
か
け
ぬ
れ
ば
真
の
報
土

に
生
ま
れ

(
51
)

ず

と

い

ふ

な

り

。

要
す
る
に
、
浄
土
仏
道
の
行
者
は
ま
ず
始
め
に

『観
経
』

に
説
か
れ
た
三
心
あ

る
い
は
三

つ
の
態
度
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
往
生
は
で
き
な

い
。

な
ぜ

か
と
い
う
と
、
「
一
心
」
す
な
わ
ち
ふ
た
こ
こ
ろ
の
な

い
真
実
心
が
欠

け

て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
『大
経
』

に
説
か
れ
た
真
実

の
心
に
至

っ
て
は
じ

め
て

仏
道
が
成
就
す
る
と
い
う
。
親
鸞
は
更
に

『観
経
』

の
三
心
の
意
味
と
役
割
を

説
く
。『観

経
』

の
三
心
は
定
散

二
機

の
心
な
り
、
定
散
二
善
を
回
し
て
、
『大

(
52
)

経
』

の
三
信
を
え
ん
と
ね
が
ふ
方
便

の
深
心
と
至
誠
心
と
し
る
べ
し
。

親
鸞

の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
『観
経
』

の
三
心
は
二
つ
の
意
味
を
も

つ
。

一
つ
は
、
自
力
す
な
わ
ち
仏
道
の
関
わ
り
に
お
い
て
我
執
に
基
づ
く
考
え
方
を

ヘ

へ

示
し
て
い
る
。
「定
散

二
機
」
と
い
う
の
は
、
禅
定
を
す
る
行
者
と
普
通

の
散

り
乱
れ
た
心

で
も
で
き
る
修
行
を
す
る
二
種
類

の
浄
土
仏
教

の
行
者
を
意
味
し
、
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我
執
を
も
ち
あ
る
い
は
自
己

の
利
益
を
求

め
て
浄
土
仏
道
と
関
わ
ろ
う
と
す
る

人
々
を
包
括

し
て
示
す
言
葉
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
『観
経
』
の
三
心
は
こ
う
し

た
人
々
の
自
力
的
態
度

・
考
え
方
を
描

い
て
い
る
。
し
か
し
、
親
鸞

に
と

っ
て

『観
経
』
は
仏
陀

の

「方
便
」
の
言
葉
と
し
て
の
も
う

一
つ
の
意
味
を
も

つ
。

我
執

の
こ
こ
ろ
を
翻
し
て

『大
経
』

の
願
文

に
説
か
れ
た
真
実

の
こ
こ
ろ
を
得

よ
う
と
志
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
初
期
的
関
わ
り
方
か
ら

真

の
関
わ
り

へ
と
導
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
う
し
た
働
き
の
有
り
様

を
具
体
的

に
は
説
明
し
て
い
な
い
が
、
『
歎
異
抄
』

に
記
録
さ
れ
た
親
鸞

の
言

葉

に
は
こ
の
よ
う
な
意
味
合

い
も
あ

っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、
親
鸞
は
真

の
言
葉

の
有

り
様
を
詳
し
く
説

こ
う
と
し
て
い
る
。

『大
経
』
の
三
信
心

の
言
葉
が
実
在
と

の
真

の
関
わ
り
方
を
表
し
て
い
る
と

い

う
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
信
心
に
関
す
る
親

鸞
の
も

っ
と
も
詳
し
い
解
説
は

『信
文
類
』
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
解
説
は
明
ら

か
に
二
つ
の
文
か
ら
な

っ
て
い
て
、
二

つ
の
問
答

に
分
か
れ
て
い
る
。
最
初

の

問
答
は
親
鸞

の
解
釈
法

の
分
析
と
い
う
局
面
に
相
応
し
、
二
番
目
の
問
答
は
再

構
築

の
局
面
に
相
応
し
て
い
る
。
順
番
に
考
察
し
よ
う
。

ω
分
析

親
鸞

は
、
『信
文
類
』
で
三
心
を
説
く

た
め
に
、
浄
土
仏
道

の
テ
キ
ス
ト
に

食

い
違

い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
解
釈
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

つ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ま
り
、

『大
経
』
の
願
文
に
三

つ
の
心
が
説

か
れ
て
い
る
が
、
世
親

は

『浄
土

ヘ

へ

論
』

に

「我

一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
親
鸞
は
次

の
よ
う
に
問
題
を
出
し
て
い
る
。

如
来
の
本
願
、
す
で
に
至
心

・
信
楽

・
欲
生
の
誓
を
発
し
た
ま

へ
り
。

(
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に
を

も

つ
て

の
ゆ

ゑ

に
、

論

主

一
心

と

い

ふ

や
。

な

『大
経
』

で
三
心
を
説

い
て
い
る
の
に
、
何
故
浄
土
仏
道

の
高
僧
で
あ
る
世
親

菩
薩
は
そ
れ
を
単

に

一
心
と
い
う
の
か
。

勿
論
、
こ
れ
は
単
純
な
数

の
問
題
で
は
な
い
。
問
答
と
い
う
か
た
ち
の
論
述

は
仏
教
の
テ
キ
ス
ト
で
は
よ
く
使
わ
れ
る
手
法
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は

『歎
異

抄
』
の
対
話

の
状
況
と

の
類
似
性
が
み
ら
れ
る
。
『歎
異
抄
』

の
場
合
、
そ
し

て

『信
文
類
』

の
場
合
も
親
鸞
は
質
問

の
前
提
と
な

っ
て
い
る
普
通
の
考
え
方

を
、
成
就
し
た
関
わ
り
方

の
観
点

へ
転
換
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
心

に

つ
い
て

の
親
鸞

の
解

釈

で
は
、
こ
う
し
た
転
換

を

コ

心
」

の

コ

」

の
二
つ
の
意
味

に
よ

っ
て
行
う

の
で
あ
る
。
問
答

の
質
問

で
、
数

の
意

味
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
『大
経
』
と

『浄
土
論
』

の
二
つ
の
文
章

の

矛
盾
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
き
、
さ
ら
に
そ

の
返
答
に
お
い
て
親
鸞
は
、
「三
」

と

コ

」

の
対
立
を
、
我
々
の
通
常

の
思
考
と
概
念
を
超
越
し
た
実
在
と
の
対

立
に
展
開
さ
せ
て
い
く
。
こ
れ
は
水
平
の
ヴ

ェ
ク
ト
ル
と
垂
直

の
ヴ

ェ
ク
ト
ル

の
関
係
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
親
鸞
は

コ
一匚

と

コ

」
を
も

っ
て
二
極

の
関

係
を
作
り
、
そ
の
問
に
両
方
向

の
動
き
を
設
定
し
て
い
る
。
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コ
一匚

か
ら

コ

」
と
い
う
動
き
は
、
親

鸞

の
解
釈
法
の

「分
析
」
の
面
に
相

応
し
、
本
願
を
通
常

の
思
考
の
前
提
か
ら
放
し
本
来

の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
活

動
で
あ
る
。

こ
れ
は
計
算
思
考

の
崩
壊
と
実
在

の
出
現
で
も
あ
り
、
ま
た
本
願

の
名
号

へ
と
い
う
凝
縮

に
も
相
応
す
る
。
三
心
に
関
し
て
行
わ
れ
た
解
釈
に
二

つ
の
段
階
が
あ
る
。

先
ず
、
親
鸞

は

「
三
心

の
字
訓
を
う
か
が
ふ
に
、
三
す

な
は
ち

一
な

る
べ

し
」
と

い
っ
て
、
「至
心
信
楽
欲
生
」

の
六

つ
の
漢
字
を

一
つ

一
つ
取
り
挙
げ

て
辞
書
や
釈
書

か
ら
定
義
を
書
き
留
め
て
い
く
。
例
え
ぽ
、
次

の
よ
う
に
で
あ

る
。

「
至

心

」

と

い
ふ

は
、

「
至

」

と

は

す

な

は

ち

こ

れ

真

な

り
、

実

な

り

、

誠

な

り
。

「
心

」

と

は
す

な

は

ち

こ
れ

種

な

り

、

実

な

り

。

「
信

楽

」

と

い
ふ

は
、

「
信

」

と

は

す

な

は

ち

こ

れ

真

な

り
、

実

な

り
、

誠

な

り

、

満

な

り

、

(
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極

な

り
、

成

な

り
、

用

な

り

、

重

な

り

…

…

こ
の
よ
う

に
漢
字

一
つ
一
つ
の
意
味
を
究

明
し
な
が
ら
テ
キ
ス
ト
を
釈
義
す
る

と
い
う

の
は
、
当
時
天
台
宗

に
お
い
て
広

く
行
わ
れ
、
特
に
恵
心
流
を
学
ん
だ

人
々
の
間

で
重
要
視
さ
れ
た
解
釈
法

で
あ

っ
た
。
親
鸞
も
比
叡
山

で
の
二
十
年

の
修
行

の
間

に
、
こ
う
し
た
方
法
を
身

に

つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
の
著
作

に
は
初
期

の
物

か
ら
最
晩
年

に
至
る
ま
で
こ
う
し
た
解
釈
法

の
影
響
が
み
ら
れ

る
。
方
法
と
し
て
訓
釈
、
転
釈
等

い
ろ
い
ろ
と
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
解
釈
法

の
系
統
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
親
鸞

の

そ
の
使
用
目
的

で
あ
る
。

親
鸞
は
、
字
訓
と
い
う
伝
統
的
な
解
釈
法
を
用

い
て
、
漢
字

一
つ
一
つ
を
文

脈
か
ら
取
り
外
し
て
文
字
そ
の
も

の
の
意
味
を
探

っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
や
り

方

に
よ

っ
て
、
我
々
の
普
通
の
思
考

の
枠
組
み
を
分
解
し
、
漢
語

の
多
義
性
と

意
味
的
密
度
を
も

っ
て
普
通
の
理
解

の
仕
方
を
無
用
に
し
て
い
く
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
三
心
を
我

々
が
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三

つ
の
態
度
と
す
る

一
般
的

な
概
念
は
溶
解
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

次
に
親
鸞
は
、
三
心

の
漢
字
に
関
し
て
挙
げ
ら
れ
た
定
義
を
繋

い
で
、
中
国

語

の
辞
書
編
纂
法
で
よ
く
使
用
さ
れ
る
二
項
対
立
を
も

っ
て
、
こ
う
し
た
定
義

を
ま
と
め
意
味
を
統

一
さ
せ
て
い
く
。
こ
れ
は
親
鸞
解
釈
法

に
お
け

る

「分

析
」
の
局
面

の
二
番
目

の
段
階
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、
次

の
よ
う
で
あ

る
。

「至
心
」
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
真
実
誠
種

の
心
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
疑
蓋
雑

は
る
こ
と
な
き
な
り
。
「
信
楽
」
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
真
実
誠
満

の
心
な

(55
)

り

、

極

成

用

重

の
心

な

り

…

…

疑

蓋

雑

は

る

こ

と

な

き

な

り
。

至
、
心
、
信
、
楽
な
ど

の
漢
字
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
親
鸞

は
真
実
誠
と
い
う
根
本
的
な
同
意
性
を
主
張
し
、
こ
の
同
意
性
は
同
じ
反
対
語

を
持

つ
と

い
う
こ
と
で
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
三
つ
の

「心
」

全

て
に

「疑
蓋
雑
は
る
こ
と
な
き
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
三
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心
は
三
つ
と
も
同
じ
意
味
を
持
ち
、
結
局

の
と
こ
ろ

一
つ
で
あ
る
と
。

し
か
し
、
先
に
触
れ
た
よ
う

に
親
鸞
は
こ
の

コ

つ
」
と
い
う

の
を
、
単
に

算
数
的
な
意
味
で
使

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
三
心
三

つ
と
も

一
心
で
あ
る
と

い
う
必
然
性
は
、
そ
の

コ

心
」
の
実
在

と
し
て
の
性
格

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
.

つ
ま
り
、
三
心
か
ら

一
心

へ
と
い
う
動
き

は
、
多
義
性
か
ら
同
義
性

へ
と
い
う

動
き

で
あ

っ
て
、

こ
の
動
き

に
横
た
わ

っ
て
い
る
の
は
普
通
の
計
算
思
考
あ
る

い
は
自
己
中
心
的
価
値
判
断

の
崩
壊
で
あ

る
。
親
鸞
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

い
ま
三
心
の
字
訓
を
案
ず
る
に
、
真

実

の
心

に
し
て
虚
仮
雑
は
る
こ
と
な

し
。
…
…
信
楽
す
な
は
ち
こ
れ

一
心
な
り
、

一
心
す
な
は
ち
こ
れ
真
実
信

(
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)

・D

な

り

。

こ
こ
に
は
、
『歎
異
抄
』
に
お
け
る

「
そ
ら
ご
と
」
と

「ま
こ
と
」

の
対
立
が
、

別

の
か
た
ち
で
み
ら
れ
る
。
親
鸞

に
と

っ
て
、
コ

心
」
の
根
本
は

「
ふ
た
こ

こ
ろ
」
あ
る
い
は

「
は
か
ら
ひ
」
の
反
対

で
あ

っ
て
、
行
者
が

「善
悪

の
ふ
た

つ
、
総
じ
て
も

つ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
」
と
言
え
る
と
こ
ろ
に
現
れ
て
く
る
。

こ
れ
は
本
願

の
物
語
が
凝
縮
し
て
名
号
と
な

っ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
、
親

鸞
は
名
号
は
至
心
の
体
で
あ
る
と
い
う
。

解
釈
の
プ

ロ
セ
ス
の
こ
の
時
点
で
は
、

主

・
客
や
衆
生

・
仏
陀

の
二
元
論
的

関
係
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
の
は
生

死
的
自
己
と
真
実
在
と
の
対
立

の
み

で
あ

っ
て
、
こ
の
対
立
は
浄
土
仏
道
と
の
真

の
関
わ
り
方

に
お
け
る
二
側
面
を

持

つ
地
平
線

に
も
み
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

②
再
構
築

浄
土
仏
道
は
、
分
別
や
迷

い
の
思
考
を
根
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
言

わ
な
い
。
む
し
ろ
、
言
葉
と
い
う
媒
体
に
お
い
て
我
々
は
関
わ
り
を
持

つ
こ
と

が

で
き
、
そ
の
言
葉
と

い
う
媒
体

に
よ

っ
て
我
々
の
存
在

の
転
換
も
起

こ
る
の

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
浄
土
仏
教

の
教
え
に
は
二
つ
の
次
元
が
あ
る
。

一
方

真

の
言
葉
と
し
て
、
教
え
は
か
た
ち
の
な
い
実
在

の
現
れ
で
あ
り
、
そ
の
実
在

は
言
語
や
概
念
を
超
越
し
て
い
る
。
他
方
、
そ

の
教
え
は
迷

い
の
思
考
に
よ

っ

て
も
理
解
が

で
き
、
さ
ら
に
自
己
と
世
界
に
関
し
て
適
切
で
整
然
と
し
た
見
方

を
提
供
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
親
鸞
に
は
行
者

の
生
活

に
と

っ
て
三
心
が
ど
う

い
う
意
味
を
持

つ
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
仕
事
が
ま
だ

残

っ
て
い
る
。
こ
れ
を
説
く
た
め
に
親
鸞
は
、
第

一
の
問
答

で
出
さ
れ
た
三
心

の
用
語

の
抽
象
的
根
源
的
な

(あ
る
い
は
文
脈
か
ら
外
さ
れ
た
)
意
味
か
ら
、
次

に
第
二
の
問
答
で
は
、
三
心
と
い
う
用
語

の
人
間
存
在
に
関
す
る
具
体
的
な
意

味
に
移

っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
第

一
問
答

に
出
て
く
る

コ
一こ

と

コ

」
に
対
す
る
質
問

(三
心
は
何
故

一
心
と
い
う
の
か
)
を
逆
に
し
て
、
根

(
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本
的

に

一
心
で
あ

る
な
ら
ぽ
、
何
故
三
心

に
言
い
及
ぶ
か
と
問
う
。

こ
こ
で
、

親
鸞
は

一
か
ら
多

へ
と
動
き
、
分
別
あ
る
い
は
意
識

の
領
域
に
入

っ
て
行
く
。

答
え
で
は
、
親
鸞

は
時
間
、
因
果
、
あ
る
い
は
物
語
と
い
う
枠
を
使

い
、
三
心
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の
相
互
関
係

の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
描

い
て
行
く
。

一
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
は
、

三
心
に
お
け
る
不
二
性
が
維
持
さ
れ
、
も
う

一
つ
で
は
、
そ
れ
ら
の
概
念
的
理

解
が
展
開
さ
れ
る
。
第
二
問
答

で
は
、
親
鸞

は
こ
の
二

つ
の
パ
タ
ー
ン
の
重
な

り
あ
る
い
は
同
時
性
を
説
明
す
る
。

㈲
物
語
で
描
い
た
生
死
的
存
在
と
真
実
在
と
の
共
存
お
よ
び
不
二
性

親
鸞
は
三
心
に
関
す
る
問
答
に
お
い
て
、
神
話
的
叙
述
を
も

っ
て
計
算
思
考

の
崩
壊

に
お
け
る
新
し
い
意
識
を
描

い
て
い
く
。

こ
の
新
し
い
自
己
と
世
界

の

把
握
は
三
心
全
て
の
基
礎

で
あ
る
が
故
に
、
親
鸞
は
三
心

の
一
つ
一
つ
の
説
明

を
同

一
の
パ
タ
ー
ン
に
沿

っ
て
展
開
し
て
い
く
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
は
二
つ
の

要
素
が
あ
る
。
親
鸞
は
先
ず
人
間

の
世
界

の
中
で
の
存
在
と
法
蔵
菩
薩
の
純
粋

な
修
行
を
対
比
し
て
、
次

に
阿
弥
陀
仏
が

そ
の
真
心
を
迷
い
の
人
間
に
与
え
る

こ
と
を
主
張
す
る
。
人
間
存
在

は
生
死
的

で
あ
り
、
覚
り
あ
る
い
は
智
慧
に
基

づ

い
た
行
動

の
可
能
性
を
も

っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
を

表
す
た
め
に
、
そ
の
普
遍
性
を
示
す
比
喩
、
特
に
海
と
い
う
語
を
用

い
る
。
人

間
あ
る
い
は
生
き
物

は

コ

切

の
群
生
海
」
ま
た

「衆
生
海
」
で
あ
り
、
人
間

(
58
)

存
在
は

「煩
悩
海

に
流
転
し
、
生
死
海
に
漂
没
」
す
る
の
で
あ
る
と
。
こ
の
海

の
中

で
、
迷

い
あ
る
い
は
我
執
か
ら
離
れ

る
こ
と
な
く
、
「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
」
と
い
う
。

こ
れ
が

「海
」
と
い
う
比
喩
で
表
さ
れ
る
迷

い
の
時
間
的
普
遍
性
で
あ
る
。

親
鸞
は
次

に
人
間
存
在

に
対
比
し
て
、
自
己

の
地
平
線

の
向

こ
う
側
と
し
て

法
蔵
菩
薩

の
修
行

を
描
写
す
る
。
こ
の
修
行

は
人
間
存
在
と
は
正
反
対

で
、

(59
)

コ

念

一
刹
那
も
清
浄
な
ら
ざ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
。
こ
う
し
た
物
語

の
モ

チ
ー
フ
で
描
か
れ
た
人
間
と
仏
陀
の
対
比
は
、
人
間
存
在

の
地
平
線

に
伴
い
、

か
つ
ま
た
向
こ
う
か
ら
接
近
し

一
体
と
な
る
と
い
う
不
二
性
を
表
現
す
る
基
礎

と
な

っ
て
い
る
。
親
鸞

は
、
本
願
の
物
語
を
用
い
て
、
阿
弥
陀
仏
が
自
ら
の
功

徳
を
衆
生

に
施
す
と
い
う
概
念
で
仏
陀
と
人
間

の
関
係
を
表
し
て
い
る
。
親
鸞

は
こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
を
独
自
に
発
展
さ
せ
、
阿
弥
陀
仏
が
自
ら
の
至
心
を
三

心
と
し
て
衆
生
に
与
え
る
と
い
う
。
従

っ
て
、
仏
陀
と
人
間

の
対
立
と
不
二
性

が
と
も
に
三
心
の

一
つ

一
つ
に
横
た
わ

っ
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

㈲
三
心
の
間
の
連
続
的
パ
タ
ー
ン

信
心
を
獲
得
し
た
後

の
生
き
方
を
説
く
た
め
に
は
、
仏
陀
の
真
実

の
心
と
行

者

の
日
常
生
活
が
ど
の
よ
う

に
統

一
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
親
鸞
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
三
心
に
横
た
わ

っ
て
い

る
不
二
性
と
と
も

に
、
三
心

の
問

の
連
続
的
関
係
を
主
張
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

名
号
は

「至
心
」

の

「体
」
あ
る
い
は
核
心
で
あ
り
、
至
心
は

「信
楽
」
の
体

で
あ
り
、
そ
し
て
信
楽

は

「欲
生
」

で
あ
る
と
い
う
。
願
文

に
こ
れ
ら
の
三
心

の
語
は
並
ん
で
い
る
が
、
勿
論
相
次

い
で
起
こ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
テ
キ

ス
ト
に
説
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
て
三
心
の
間
に
順
序
と
展
開
を
説

く
こ
と
に
よ

っ
て
、
親
鸞

は
信
心
は

「
一
心
」
で
あ
る
と
言

い
な
が
ら
、
信
心

に
お
け
る
主
と
客
ま
た
は
仏
陀
と
人
間

の
関
係
を
述

べ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
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あ

る
。

i
至
心
。
第

一
問
答

に
、
親
鸞
は

「至
心
」
を
真
実
で
あ
る
心
と
説

い
て
い
る
。

こ
れ
は
伝
統
的
論
釈

に
よ

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
字
訓
と
い
う
漢
字

の
意
味
的

分
析

に
よ

っ
て
、
親
鸞
は
三
心
の
意
味
を
絶
対
化
あ
る
い
は
両
極
化
し
て
、
自

己

の
地
平
線
に
お
け
る
対
立
を
表
す
よ
う

に
解
釈
し
て
い
る
。
次
に
第
二
問
答

で
は
、
相
対
的
な
使

い
方
か
ら
離
れ
、
絶
対
化
さ
れ
た
意
味
を
展
開
さ
せ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「至
心
」
は

「清
浄

の
真
心
」
で
あ

っ
て
、
「真
実
」
あ

る
い
は

「仏
性
」

で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ

で
親
鸞
は

「
至
心
」

の
思
惟
や
概
念

(
60
)

を
超
越
し
た
本
質
を
強
調
し
、
「不
可
思
議
不
可
称
不
可
説

一
乗
大
智
願
海
」

と
同
格

で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が

っ
て
、

「至
心
」
は
通
常

の
思
考

に
お
け
る

主

・
客
の
二
分
法

で
捉
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
ま
た
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た

仏
陀

の
心
で
あ
る
の
で
、
仏
陀
を
も
ま
た
人
間
の
分
別
を
も
超
え
て
い
る
。
他

の
書
物
で
親
鸞
は
次
の
よ
う
に

「至
心
」

を
説
い
て
い
る
。

「至
心
」
は
真
実
と
申
す
な
り
、
真

実
と
申
す
は
如
来

の
御
ち
か
ひ
の
真

実
な
る
を
至
心
と
申
す
な
り
。
煩
悩

旦
ハ足

の
衆
生
は
、
も
と
よ
り
真
実

の

(
61

)

心

な

し
、

清

浄

の
心

な

し

。

親
彎
…の
解
釈

で
は
、
「至
心
」
と
い
う
願
文

の
真

の
言
葉
は
、
「真
実
」
と

い
う

絶
対
化
さ
れ
た
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
で
、
本
願
あ
る
い
は
仏
心
自
体
を

の
み

指
し

て
い
る
と

い
う
。
し
た
が

っ
て
、
「至
心
」
そ

の
も

の
に
お
い
て
は
、

主

・
客

の
二
分
法
は
ま
だ
展
開
さ
れ
て
い
な
い
し
、
真
実
在
と
生
死
的
存
在
は

対
立
に
立

っ
て
い
る
が
、
人
間
と
仏
陀

の
あ

い
だ
に
何
ら
か
の
相
互
作
用
も
な

い
。
「至
心
」
は

「名
号
を
聞
く
」
そ
の
瞬
間

に
人
間

に
出
現
す

る
仏
心
で
あ

る
か
ら
、
こ
う
し
た
意
味
で
不
二
性
を
も

っ
た
真
実
あ
る
い
は
実
在

の
核
や
種

で
あ
る
。
し
か
し
同
時

に
次

の
二

つ
の
心

の
基
礎

で
も
あ
る
。
「信
楽
」
と

「欲
生
」

の
解
釈
に
お
い
て
人
間
と
仏
陀

の
目
的
論
上
の
関
係

(人
間
が
覚
り
を

得
て
仏
陀
に
な
る
こ
と
が
決
ま
る
)
と
対
人
関
係

(人
間
が
阿
弥
陀
仏
の
か
け
声
を

聞
く
)
と
い
う
信
心
に
お
け
る
二
分
法
的
次
元
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。

"11
信
楽
。
普
通

に
考
え
ら
れ
る
信
仰
や
信
頼

は
対
入
関
係

に
お
い
て
起

こ
る
が
、

親
鸞
は
三
心
に
横
た
わ

っ
て
い
る
不
二
性
と
い
う
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
「信
楽
」
を
考
察
す
る
こ
と
に
当

っ
て
目
的
論

の
枠
組
み
を
導
入
し
て
い

る
。
親
鸞

の
次

の
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「信
楽
」
は
成
就
さ
れ
た
目
的

論

の
枠

で
理
解
さ
れ
、
目
的

(往
生
、
成
仏
)
に
到
る
こ
と
が
決
ま

っ
て
い
る

と
い
う
意
味
を
も

っ
て
い
る
。

こ
の
心

(信
楽
)
は
す
な
は
ち
如
来

の
大
悲
心
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
か
な
ら

(
62

)

ず
報
土

(浄
土
)
の
正
定
の
因
と
な
る
。

「信
楽
」
は
、
仏
陀
の
心
と
し
て
往
生

の
因

の
働
き
を
果
た
し
て
い
る
。
し
た
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が

っ
て
、
「信
楽
」
の
支
配
的
性
格
は
仏
陀
を
頼
ん
だ
り
、
教
義
を
信
ず

る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
歓
喜
で
あ
る
。

こ
れ
は

「信
楽
」

の
説
明
と
し
て
引

用
さ
れ
た
経
典

か
ら

の
文
に
み
ら
れ
る
。

「信
楽
」
を
歓
喜
と
し
て
展
開
さ
せ

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
親
鸞

は
本
願

の
三
心

に
関
し
て
、
=

心
」
と
い
う
性
格

か
ら
離
れ
ず

に
主

・
客

の
二
分
法
を
発
展
さ
ぜ
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、

信
楽
は
実
在
と
し
て
往
生
あ
る
い
は
覚
り

に
到
る
原
因
で
あ

っ
て
、
ま
た
こ
う

し
た
原
因
で
あ

る
か
ら
歓
喜
と
し
て
体
験

さ
れ
て
い
る
。

三
心
に
お
け
る
自
己
意
識
と
い
う
次
元

の
展
開
は
、
親
鸞

の
喜
び
に
関
す
る

区
別
に
み
ら
れ
る
。
い
く

つ
か
の
書
物

で
、
親
鸞
は
経
典
に
出

て
く
る
用
語

の

「歓
喜
」
と

「慶
喜
」
を
厳
密
に
区
別
し

て
い
る
。
信
心
を
獲
得
す

る
人

に
つ

い
て
和
讃
で
は
次
の
様
に
述

べ
て
い
る
。

ヘ

ヘ

へ

歓
喜
。
信
心
を
予
ね
て
よ
ろ
こ
ぶ
。

ヘ

ヘ

へ

慶
所
聞
。
得

て
後
に
よ
ろ
こ
ぶ
な
り
。

親
鸞
に
と

っ
て
、
歓
喜
は
信
心

の

一
面

で
あ
り
、
「名
号
に
聞

く
」
瞬
間

に
起

ヘ

ヘ

へ

こ
る
の
で
あ
る
。
「予
ね
て
よ
ろ
こ
ぶ
」
と

い
う
の
は
、
信
心
を
得
る
こ
と
に

よ

っ
て
自
分

の
往
生
が
決
ま

っ
て
く
る
の
で
、
実
際
は
ま
だ
浄
土

(覚
り
)
に

至

っ
て
い
な

い
が
、
前
も

っ
て
よ
ろ
こ
び
が
信
心
と
同
時
に
起
こ
る
。
し
た
が

っ
て
、
他

の
書
物

に
親
鸞
は
次
の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

「
歓

喜

」

と

い

ふ

は

…

…

う

べ
き

こ

と

を

え

て

ん

ず

と
、

か

ね

て

さ

き

よ

(64
)

り

よ

ろ

こ

ぶ

こ

こ

ろ

な

り

。

78

信
心
歓
喜
慶
所
聞

(
63
)

 乃
曁

一
念
至
心
者
…
…

こ
の
二
行

の
意
味
は
、
「信
心
歓
喜
し
て
、
聞
く
所

の
本
願

の
名
号
を
慶
び
、

す
な
は
ち

一
念

で
も
真
実
心
な
る
人
は
…
…
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「歓
喜
」

と

「慶
」
と
い
う
二
つ
の
よ
ろ
こ
び
は
、

両
方

「名
号
を
聞
く
」
と
い
う
瞬
間

に
起

こ
る
信
心
獲
得
に
根
差
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
和
讃

の
註

に
親
鸞
は
こ
の
二
つ
の
よ
ろ
こ
び
を
区
別

し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「慶
」
と

い
う
の
は
反
省
的
な
要
素
を
持

っ
て
い
て
、
真

実
在
が
自
分

の
存
在
を
貫
通
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
、
信
心
を
得

て
か
ら
展

開
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
は

「慶
喜
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

こ
の
信
楽
は
衆
生
を
し
て
無
上
涅
槃

に
い
た
ら
し
む
る
心
な
り
。
…
…
こ

の
信
心
す
な
は
ち
仏
性
な
り
、
す
な
は
ち
如
来
な
り
。
こ
の
信
心
を
う
る

を
慶
喜
と
い
ふ
な
り
。
慶
喜
す
る
ひ
と
は
諸
仏
と
ひ
と
し
き
ひ
と
と
な
つ

く
。
慶
は
よ
ろ
こ
ぶ
と
い
ふ
、
信
心
を
え
て
の
ち
に
よ
ろ
こ
ぶ
な
り
、
喜
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は

こ

こ

ろ

の
う

ち

に

よ

ろ

こ
ぶ

こ

こ

ろ

た

え

ず

し

て

つ
ね

な

る

を

い
ふ

、

う

べ

き

こ

と

を

え

て

の

ち

に
、

身

に

も

こ

こ

ろ

に

も

よ

ろ

こ

ぶ

こ

こ

ろ

(
65
)

な

り

。

こ
こ
に
み
る
よ
う
に
、
信
心

(あ
る
い
は
信
楽
)
は
仏
性

で
あ
り
、
涅
槃

に
到

る
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
存
在
か
ら
離
れ
た
抽
象
的
な
も

の
に
終
わ

っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
「慶
喜
」
は
こ
う
し

た
信
心
を
得

る
こ
と
を

い
う
と
親
鸞

は
述

べ
て
、
受
け
る
人
間

の
存
在
に
つ
い
て
い
う

の
で
あ
る
。
信
心
獲
得
は
人

間
存
在

に
お
け
る
転
換

で
あ

る
か
ら
、
「
慶
喜
」
と
い
う

の
は

「
た
え
ず
し
て

つ
ね
な
る
」
の
で
あ
る
。
更

に
、
「信
心

を
得
て
の
ち
に
」
起

こ
る
の
で
あ
る

と
親
鸞
は
強
調
し
て
い
る
。
信
心

の
行
者

は
、
自
分

の
転
換
さ
れ
た
存
在
に
反

省

し
て
、
「う

べ
き
こ
と
を
え
て
の
ち
に
」
よ
ろ
こ
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
主

・
客

の
二
分
法
を
も

っ
た
意
識
が
、
不
二
で
あ

る

コ

心
」
か
ら
離
れ
ず

に
、
信
心
獲
得

か
ら
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

…皿
欲
生
。
親
鸞
は

「欲
生
」
に
関
し
て
は

「信
楽
」
の
場
合
と
は
丁
度
逆
に
、

目
的
論
上

の
枠
組
み
を
外
し
て
、
対
人
関
係

の
面
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
う
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
「欲
生
」
と

い
う
概
念

の
持
ち
前

の
方
向
性
を
逆

方
向

に
変
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「欲
生
」
は
迷

い
の
存
在

か
ら
覚
り

へ
と

い
う
動
き
で
は
な
く
、
先
ず
仏
陀
か
ら
人
間

へ
の
働
き
で
あ
る
と
。

欲
生
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
如
来
、
諸
有

の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
ふ

(
66
)

の
勅
命
な
り
。

阿
弥
陀
仏

は
、
智
慧
と
慈
悲
を
も

っ
て
人
間

に
呼
び
か
け
、
そ
し
て
人
間
は
仏

心
で
あ

る

「金
剛

の
真
心
」
を
も

っ
て
答
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
信
楽

の
主

・

客

の
二
分
法
の
み
な
ら
ず
仏
陀

・
人
間
と
い
う
対
人
関
係
も
三
心
と
し
て
発
展

し
て
い
く
が
、
そ
れ
は
不
二
性

の
次
元
に
貫
通
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
は

「欲

生
」
を
解
釈
す
る
た
め
に
、
先

に
み
た
よ
う
に

「回
向
」
と
い
う
働
き
の
主
体

を
人
間
か
ら
阿
弥
陀
仏
に
し
た
の
で
あ
る
。

親
鸞
の
解
釈
作
業
に
よ

っ
て

「欲
生
」
と
い
う
語
は

「至
心
」
、
「信
楽
」
と

同
様
願
文

の
文
脈
か
ら
外
さ
れ
て
、
往
生

の
た
め
に
満
た
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
条
件
で
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
親
鸞
は
三
心
を
理
解
す
る
た
め
の
新
し
い
枠

組
み
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
信
心
を
得

る
こ
と
の
展
開
、
あ
る
い
は
信
心
獲

得

か
ら
発
展
し
て
い
く
新
し
い
存
在
意
識
で
あ
る
。

親
鸞
は

「欲
生
」
に
お
け
る
方
向
性
を
逆
転
し
て
、
仏
陀

の
呼
び
か
け
と
し

て
解
釈
し
て
い
る
。
親
鸞
思
想
に
お
い
て
は
、
こ
の
解
釈
法
は

「欲
生
」
だ
け

で
は
な
く
、
名
号
で
あ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
に
も
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
67

)

南
無

の
言
は
帰
命
な
り
。
…
…
帰
命
は
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
三
心
の
展
開
を
辿
り
名
号
に
戻

っ
て
く
る
と

い
う
循
環
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が
親
鸞

の
信
心
説

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
本
願
あ
る
い
は
名
号
を
聞

く
こ
と
は
言
葉

の
凝
縮
で
あ
り
、
計
算
思
考

の
崩
壊
で
あ
り
、
不
二
性

で
あ
る

コ

心
」

の
世
界

の
出
現

で
あ
る
。
自
己

の
側
か
ら
言
え
ぽ
、
自
己
存
在

の
地

平
線
が
現
れ
て
来
て
、
そ
の
存
在
を
転
換

さ
せ
る
。
こ
れ
は
言
葉
か
ら
言
葉

の

否
定

へ
の
動
き
で
あ
る
。

し
か
し
親
鸞

の
描
く
三
心
の
展
開
は
逆

に
分
別

の
世
界
や
対
人
関
係
、

つ
ま

り
言
葉

の
世
界

へ
の
動
き
で
あ
る
。
「名
号
を
聞
く
」
瞬
間

の
言
葉

の
否
定
が

「欲
生
」
と

い
う
阿
弥
陀
仏

の
呼
び
か
け

に
発
展
し
て
い
く
。
こ
れ
が
浄
土
仏

道

の
言
語
性
で
あ
る
。
言
葉
は
入
口
で
あ

っ
て
、
ま
た
至

っ
た
と
こ
ろ
そ
の
も

の
で
あ
る
。
日
常

の
言
葉
が
自
己

・
実
在

の
両
側
面
を
も

っ
た
地
平
線
を
宿
し
、

そ
れ
に
よ

っ
て
人
間

の
転
換
さ
れ
た
存
在

を
明
ら
か
に
す
る
力
を
持

つ
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。

#

以
上
、
親
鸞
思
想

に
お
け
る
解
釈

の
意
義
を
述

べ
て
き
た
。
比
較
思
想
的
研

究
は
別

の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
代

に
求

め
ら
れ
て
い
る
自
己

の
理

解
ま
た
は
多
元
的
世
界
像

の
構
築
に
あ
た

っ
て
、
親
鸞
思
想
は

一
つ
の
モ
デ

ル

を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
現
代
的
な
世
界
観

は
人
間

の
自
覚

に
関
し
て
厳
し
い
要
求
を
必
然
的

に
含

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と

も
親
鸞

の
思
想
構
造
か
ら
窺
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
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1.真 の関わりへ転入する際における自己と世界

(B)真 の関 わ りに転入 す る一念 。計 算 思考

が崩壊 す る と同時 に、二 側面 を持 った 自己存

在 の地 平線 が出現 す る。 この故 に、 自己 の存

在 の束 縛 と、超 越 した実 在 の接近 が融 合 され

た かた ち で 同時 に、 「名 号 を 聞 く」 こ と とし

て意 識 に現 れ る。 「ようつ 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 」

(A)初 期 的関わ りに おけ る二 重的 自己 の在

り方。 計算 思考 の主体 と して の 自己 内 の自己

が、 自己 の行 為や 世界 の 中の地位 に関 して価

値 判 断 をす る。 「わ が はか らひの こ ころを も

つ て身 口意 のみ だれ こころをつ くろひ、 めで

た うしな し」 「身 を よ し とお もふ … あ しき こ

ころを さか し くかへ りみ」 「人 を よ しあ し と

お もふ 」

実 線 は 自己存在 の境界 線 で あ る。(A)の 場 合 は、 主体 と しての 自己 は 自己 自身 を絶 対 的 な

存在 と考 え、 他 の ものか ら離 れ て世界 を み る。(B)の 場 合 は、 主体 を含 む 生死 の世界 が 自己

存在 の限界 となる。

破 線 は固定 してい る、 あ るいは固定 した 価値 を有 してい る とみ ない ものを示 してい る。

(A)の 場 合 は、 これ は 自己 の生 きてい る世界 で、 そ の中 に は 自己 の支配 領 域 に取 り入 れ る も

の と自己の周 辺 か ら除 こ うとす る ものが あ る。(B)の 場 合 は、 自己 は生 死 の世 界 か ら離 れ て

いない と把握 して、善 とい う絶対 的価値 を持 って い ない と自覚す る。

【図
1
】

こ
う
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
古
曲
ハ的
表
現
は
善

導

の

「
二
種
深
心

〔信
〕」
説

で
あ

る
。
し
か
し
こ

の

善
導

の
思
想
に
関
す
る
真
宗
学

に
お
け
る
従
来

の
学
説

ヘ

へ

は
、
真

の
関
わ
り
と
い
う
宗
教
的
自
覚

へ
の
転
入
を
究

明
し
て
い
な
い
た
め
、
教
学

の
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
に
留

ま
る
傾
向
が
強

い
。
拙
論
は

『歎
異
抄
』
に
記
録
さ
れ

ヘ

へ

た
親
鸞

の
発
言
を
基
と
し
、
言
葉

に
焦
点
を
当

て
、
真

の
関
わ
り
を
究
明
し
親
鸞
の
言
語
観
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
要
旨
は
上

の
よ
う

な
図
で
描
く
こ
と
が

で
き
る
。

「
信
心
獲
得
」
で
あ
る
真

の
関
わ
り

へ
の
転
入
は
㈹

か
ら
⑬

へ
と
い
う
動
き
で
あ

っ
て
、
次

の
四
つ
の
要
素

を
含
む
。
ω
自
己
は
自
ら
が

「善
」
と
判
断
す
る
も
の

を
取
り
入
れ
、
「悪
」
と
判
断
す

る
も

の
を
除
く
こ
と

に
よ
っ
て
自
己
の
存
在
を
固
め
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
価
値
判
断
を
し
た
り
ま
た
改
善
し
よ
う
と

す
る
内
的
実
体
、
す
な
わ
ち
自
己
あ
る
い
は
主
体
は
、

そ
の
拠

っ
て
立

つ
基
盤
を
完
全
に
失
う
。
②
実
在

へ
の

道

(例
え
ば
仏
陀
、
浄
土
、
念
仏
等
)
は
、
そ
れ
を
対
象

と
し
て
と
ら
え
る
普
通

の
思
考
や
ま
た
我
執
の
た
め
に

そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
働
き
か
ら
抜
け
出
て
し
ま
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II.真 の 関わ りにお ける転換 の 「縦 」 と 「横 」の二 局面

生死の中の

他の衆生

ノ 世界
'/
',

"
'

'
'
'

名号

者
心
行

信
の

「功徳の

大宝海」

地平線は同時 に

不二性の場であ

る。 「煩悩 ・菩

提体無二」

1実 在 「仏性」「法 身」 「こころ

も及ばれず、言葉 もたえたり」

号

、

名

て

ー

る

い

る

い

て

す

て

つ
合

い
が
灘

響
療
難
紺

は

簿

鵠

いる纛
欝
灘
纛

.
鑞靉

韆
饑
鱒『

僻鵬撫四

甘

"

博

麟

や をヘ ジ む窯 曽 ・ ・ ジ

蕪 麟 勒 曝 灘鑠鑾諺

難灘饑 驫 灘 難萋臻 毫群韈 靉難、皴

韈1講韃紅
(Ci)転 換 の根 本 的局面 。 図Bに 描 かれ た

真 の関 わ りに転 入す る一念 の 「縦 」 あ るいは

出現 の次元 。二側 面 を も った 地平線 は迷 いの

存 在 と真実 在 の不二 性 の初 めの場 と して現 れ

る。 こ こに、 言葉 と実在 は一 つ で あ り(一 如

よ りかた ちを あ らは して)、 聞 くこ と と実 在

も一 つ で あ る(信 心 す な は ち仏 性 な り)。不

二性 を もった 地 平 線 は更 に意 味 す る とこ ろ

は、 「この如来 、微 塵世 界 にみ ちみ ち た まへ

り、す なはち一切 群生 海 の心 にみ ちた まへ る

な り。」

(Cii)行 者 の生 活 に お いて継 続 す る転 換 。

真 の関わ りに転 入 す る一念 か ら離 れ ず に展 開

す る 「横 」 あ るい は時間 的空 間的次 元。 有 声

無 声 ・意 識 的 無 意 識 な称 名 は 自己 の業 や 歴

史 ・文化 ・言葉 に形 成 された存 在 の流 れ に起

こ り、称 名 の一.ご とに、 自己 の地 平線(煩

悩 と して の 自己/本 願 としての実在)が 新 た

に 出 現 す る。 こ う し た こ と に よ っ て、 「過

去 ・今 生 ・未来 の一 切 のつみ を善 に転 じかへ

なす 」「つ み を け し うしなはず して善 に なす 」

「罪 障功 徳 の体 とな る… 障 りお ほ きに徳 お ほ

し。」

【図
H
】

図
1
⑬
に
描

か
れ
た
の
は
、
自
己
存
在

の
地

平
線
が
今
生
き
て
い
る
世
界
に
包
括
的
に
ま
た
瞬
間
的

に
現
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
名
号
と

し
て
の
実
在
と
、
自
己
や
世
界
と
し
て
の
生
死
的
存
在

が
と
も
に
現
存
す
る
。
こ
う
し
た
地
平
線
は
、
教
・兄
で

説
か
れ
る
人
間
と
仏
陀
と
の
間
の
障
壁

で
は
な
く
、
む

し
ろ
行
者

の
存
在
と
意
識

の
転
換
さ
れ
た
在
り
方
を
示

す
。
こ
う
し
た
在
り
方
を
詳
し
く
描
く
た
め
に
、
図
⑧

を
描
き
直
し
て
、
行
者

の
生
活

に
展
開
さ
れ
る
転
換
の

働
き
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

計
算
思
考
が
崩
壊
し
て
実
在

へ
の
道
が
凝
縮
し
て
名

号
と
な

っ
た
と
こ
ろ
に
、
行
者

の
行
為
と
本
願
と

の
間

の
あ
ら
ゆ
る
関
係
が
完
全

に
断
た
れ
、
主

・
客

の
二
分

法
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
浄
土
仏
道

に
関
す
る
意
識
は

根
拠
を
失
う
。

う
。
㈹
自
己
存
在

の
限
界
あ
る
い
は
そ

の
虚
偽
性
に
関

す
る
全
体
的
把
握
が
生
じ
る
。
自
分
の
存
在
を
我
執
や

思
考

・
概
念

・
言
葉
そ

の
も
の
の
有
す
る
虚
偽
性
に
基

づ
く
行
為
と
し
て
把
握
す
る
。
ω
実
在

の
出
現
。
こ
れ

は

「名
号
を
聞
く
」
こ
と
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
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親鸞思想と解釈

し
か
し
、
こ
う
し
た
地
平
線
自
体
は
、
名
号

の
言
葉
と
し
て
の
性
格
に
よ
り
、

行
者

の
意
識

に
入
り
、
転
換
の
二
つ
の
局
面
あ
る
い
は
二
つ
の
時
間
を
融
合
し

て
統

一
さ
れ
る
。
第

一
の
局
面
に
お
い
て
、
行
者
と
仏
陀
あ
る
い
は
本
願
が
両

極
的
対
立
に
立
ち
な
が
ら

一
と
な
り
、
第

二
の
局
面

に
お
い
て
、
対
立
に
立
ち

な
が
ら
相
互

に
作
用
し
合
う
関
係
を
持

つ
。
こ
う
し
た
対
立
と
対
立
の
克
服
あ

る
い
は
対
立
を
超
え
た
相
互
関
係
は
親
鸞

に
お
け
る
信
心
の
概
念

の
根
本
的
な

モ
デ

ル
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
お

い
て
、
信
心
は
救
済
的

で
あ
る

(超

越
し
た
実
在
に
至
る
と
い
う
意
味
を
持

つ
)
と
同
時

に
ま
た
対
人
関
係
的

で
あ
る

(自
己
、
世
界
、
宗
教
の
道
に
対
し
そ
れ
ら
を
統

一
し
、
解
明
把
握
を
可
能
に
す
る
)。

親
鸞
思
想
で
は
、
真

の
言
葉
と
し
て
の
名
号
に
は
、
水
平
的
次
元
と
垂
直
的

次
元

(ま
た
は
概
念
思
考
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
概
念
を
超
越
し
た
も
の
)
が
融
合

さ
れ
、
生
死
的
存
在
と
真
実
在

の
不
二
性
が
潜
ん
で
い
る
。
主

・
客

の
二
分
法

的
関
係

で
仏
道

に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
は
実
在

に
到
達
で
き
な
.い
。

し
か
し
、
仏
道
と
の
関
わ
り
を
も
た
ず
に
、
単
な
る
自
己
反
省
で
は
真
な
る
も

の
と
の
出
会
い
そ
の
も
の
も
不
可
能

で
あ

る
。
名
号
と
し
て
現
れ
る
自
己
の
地

平
は
、
実
在

の
対
象
化
を
許
さ
ず
、
行
者

と
他

の
衆
生
に
満
ち
て
い
る
法
身
と

し
て
出
現
す
る
実
在

で
あ

る

(Ω

)
。
名
号

の
展
開
と
し
て
の
教
え
は
、
行
者

と
仏
陀
と
の
対
立
と
不
二
の
同
時
性

に
根
差
し
て
い
る
が
、
教
え
の
様
々
な
概

念
的
構
造
が
弁
証
的

に
相
互
作
用
を
し
て
、
超
越
的
実
在

の
把
握

へ
と
導
く
の

で
あ
る
。

従

っ
て
、
阿
弥
陀
仏
が
仏
心
を
衆
生

に
与
え
智
慧

の
光
で
摂
取
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
行
者
と
仏
陀

の
融
合
を
親
鸞
は
海
の
比
喩

で

表
現
し
、
「如
来

の
功
徳

の
き
は
な
く
ひ
ろ
く
お
ほ
き
に

へ
だ
て
な
き
こ
と
を
、

大
海

の
み
つ
…
が
ご
と
し
た
と

へ
」
(銘
文
)、
こ
う
し
た
仏
陀

の
功
徳
が
行
者

の

「そ

の
み
に
み
ち
み

つ
が
ゆ
ゑ
に
大
宝
海

と
た
と

へ
た
る
」
(
一
念
多
念
)

と
い
う
。
ま
た
海

へ
の
流

れ
と

い
う
イ

メ
ー
ジ
を
用

い
る
こ
と
も
あ

っ
て
、

「煩
悩

の
衆
流
帰
し
ぬ
れ
ば
智
慧

の
う
し
ほ
に

一
味
な
り
」
と
い
う
。

し
か
し
こ
う
し
た
行
者
と
仏
陀
の
融
合
は
行
者
が
妄
想

の
根
絶
や
無
分
別
智

を
体
得
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
親
鸞
は
、

仏
陀

に
関
し
て
、
阿
弥
陀
仏

の
光
明
は
衆
生

の
煩
悩
を
遮
ら
な
い
と
い
い
、
行

者

に
関
し
て
、
「
も
と
め
ざ
る
に
…
し
ら
ざ
る
に
」
(
一
念
多
念
)
実
在

の
功
徳

を
得
、
あ
る
い
は
行
者

の

「
つ
み
を
け
し
う
し
な
は
ず
し
て
善

に
な
す
」

(唯

信
)
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
二
側
面
を
も

っ
た
地
平
線
の
根
柢

に
は
仏
陀
と
行
者
の
不
二
性
が

あ
る
が
、
行
者
の
思
考
、
知
覚
は
主

に
ま
だ
概
念
と
言
葉
を
媒
体
と
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
不
二
の
次
元
が
あ

る
故
に
、
親
鸞

は

「
信
心

の
智

慧
」
ま
た
は

「智
慧

の
念
仏
」
を
説
く
。
「弥
陀
の
誓
ひ
は
智
慧

に
て
ま
し
ま

す
故
に
、
信
ず
る
心

の
出
で
く
る
は
智
慧
の
お
こ
る
と
知
る
べ
し
。
」
と
い
う
。

名
号

の
言
語
的
行
為
と
し
て
の
性
格

に
よ
っ
て
、
自
己
の
存
在
と
実
在
と
の
統

一
が
生
じ
る
。
怒
り
、
妬
み
な
ど

の
感
情
は
い
ま
だ
あ
る
が
、
内
的
自
己
を
絶

対
化
す
る
計
算
思
考
が
崩
壊
す
る
と
、

こ
う
し
た
煩
悩

は
勢

い
が
廃
れ
、
指
揮

を
と
る
理
性
は
む
し
ろ
我
執
の
毒
を
抑
え
る
役
割
を
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
二
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側
面
を
持

つ
地
平
線

の
現
れ
と
し
て
の
名
号
は
、
行
者
が
話
す
日
常
の
言
葉

の

核
心
と
な
り
、
そ
う
し
た
言
葉

は
そ
れ
に
よ

っ
て
、
「
そ
ら
ご
と
」
と

「ま

こ

と
」
に
転
じ
る

(O
一一)。
「
そ
ら
ご
と
」
と

い
う
の
は
、
普
通

の
思
考

の
根
柢

に
名
号
が
、
そ
う
し
た
考
え
の
虚
偽
性
あ

る
い
は
知
覚

の
歪
み
に
た
い
す
る
意

識
と
し
て
潜

ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
。
「ま

こ
と
」
と
い
う

の
は
、
自
己

の
地

平
線
が
有
す
る
両
極
的
対
立
と
不
二
性
と

い
う
二

つ
の
次
元
を
自
己
に
、
ま
た

は
他
人
に
露
わ
に
す
る
力
を
持

つ
言
葉
で
あ
る
。

*
引
用
は

『真
宗
聖
教
全
書
』
に
依
る
。
但
し
で
き
る
だ
け
漢
字
は
常
用
漢
字
、

ま
た
平
仮
名
は
現
代
仮
名
遣
い
を
用
い
た
。

註(1
)

親
鸞

に
お
け

る

「
そ
ら
ご

と
」

と

「
ま

こ
と
」

の
概
念

、

ま

た
は
初

期
的

関

わ

り
方

か
ら

真

の
関

わ

り
方

へ
の
転
換

に

つ
い

て
、

拙

論

「
親
鸞

の
言

語

観
」

(
『思

想
』

Z
ρ

。。
謡
㍉

㊤
箋

…
押

α
や
。。
O
)
を
参

照
。

(2
)

『教

行
證

文
類

』

「行

文
類

」

(真

聖

全

二

・
八
頁

)
。

(3
)

信

の

コ

念

」

の
時

間

的
次

元

に

つ
い

て
は
、

『
教

行

證

文

類
』

「
信

文

類

」

(真

聖
全

二

・
七

一
頁
)

を
、

「
無

二
心

」
と

い
う
性

格

に

つ
い
て
は

「信

文

類
」

(真

聖
全

二

・
七

二
頁

)

を
、

ま
た
行

の

コ

念

」

に

つ
い
て
は
、

「行

文

類
」

(真

聖
全

二

・
三

四
頁

)

を
参
照

。

(
4
)

『末

燈

鈔
』

(真
聖

全

二

・
六
七

二
頁
)
。

(
5
)

『
六
要

抄

』

(真

聖

全

二

・
二

一
二
頁

)
。

存
覚

は
善

導

の
六

字
釈

に
基

づ

い
て
信

と
行

の
不

二
性
を

説

い

て
い
る
。

(6
)

普
賢

大

円

『
真
宗

行

信
論

の
組
織

的

研
究

』

(
一
九

三
五
)

一
-

四
頁

参

照
。

(7
)

『大
無

量
寿

教
』

下
巻

(真

聖
全

一
・
二
四
頁

)
。

(8
)

『歎

異
抄

』
五

(真

聖
全

二

・
七
七

六
頁

)
。

(9
)

『浄

土
文

類
聚

鈔
』

(真

聖
全

二

・
四
五

一
頁

)
。

(10
)

「
信

文
類

」

(真

聖
全

二

・
七

二
頁

)
。

(
11
)

『浄

土
和

讃
』

一
二

(真

聖
全

二

・
四

八
七
頁

)
。

(
12
)

『浄

土
文

類
聚

鈔
』

(真

聖
全

二

・
四

四
五
頁

)
。

(
13
)

『
一
念
多

念
文

意
』

(真

聖
全

二

・
六

一
七
頁

)
。

(
14
)

『尊

号
真

像
銘

文
』

(真

聖
全

二

・
五

八
○
頁

)
。

(
15
)

『
教
行

證
文

類
』

「
序
」

(真

聖
全

二

・
一
頁
)
。

(
16
)

『高

僧
和

讃

』

三
五

(真

聖

全

二

・
五

〇
五
頁

)
。

(
17
)

『
一
念

多
念

文

意

』

(真

聖
全

二

・
六

一

一
頁

)
。

ま

た

「金

剛

心

の

ひ
と

は
、

し
ら
ず

も

と

め
ざ

る

に
、
功

徳

の
大
宝

そ

の
み
に

み
ち

み

つ
が

ゆ
ゑ

に
大

宝

海

と

た
と

へ
た

る
な

り
」

と

も

い
う
。

『
一
念

多
念

文
意

』

(真

聖
全

二

・
六

一
七

頁
)
。

(
18
)

『
唯

信
鈔
文

意
』

(真

聖
全

二

・
六

二
三
頁

)
。

(
19
)

『
一
念

多
念

文
意

』

(真

聖

全

二

・
六

一
七
頁

)
。

(20
)

『
一
念

多
念

文
意

』

(真
聖

全

二

・
六

一
八
頁
)
。

(21
)

「
行

文
類

」

(真

聖
全

二

・
八
頁

)
。

(22
)

『尊

号
真

像
銘

文
』

(真
聖

全

二

・
六
〇

一
-

二
頁
)
。

(23
)

『高

僧
和

讃
』

九

六

(真

聖
全

二

・
五

一
二
頁

)
。

(
24
)

一
遍

(旨
ω
㊤
占
N
。。
㊤
)

の
浄
土

思
想

は
、

名
号

の
出

現

の
瞬
間

(
「
獨

一
名

号

」
)

に
集

中

し

て
お

り
、

名

号

出

現

後

の
展

開

を

述

べ

て

い

な

い
。
拙

書
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親鸞思想 と解釈

き

匡
曾

譜
、
§

軸
沁
ミ
o
ミ

旦

§

§

(¢
三
く
Φ
邑

蔓

o
噛
=
①
芝
巴

℃
同
①
ω
ρ

一㊤零
)
を
参
照
。
さ
ら
に
、

一
遍
と
親
鸞
の
著
作
家
と
し
て
の
意
識
の
比
較
に

関
し
て
拙
稿

「中
世
浄
土
思
想
と
和
歌
ー

一
遍

・
親
鸞
の
一
考
察
」、
『季
刊
日

本
思
想
史
』
五
二
号

(
一
九
九
八
年
)
を
参
照
。

　 　 　
343332
)))

　 　 　 　 　 　 　
31302928272625
)))))))

『
高
僧

和
讃

』

三
二

(真

聖
全

二

・
五
〇

五
頁

)
。

真

聖
全

二

・
七
九

ニ
ー

三
頁

。

真

聖
全

二

・
七

八
八
-

九
頁

。

「信

文
類

」

(真

聖

全

二

・
七

二
頁

)
。

『唯

信
鈔

文
意

』

(真

聖

全

二

・
六

三
〇
頁

)
。

「教

文
類

」

(真

聖
全

二

・
三
頁

)
。

『無

量
寿

如
来
会

』

(真

聖
全

一

・
一
八
六
頁
)
。

.
『無

量
寿

経
』

(真
聖

全

一

・
四
頁
)
。

『末

燈
鈔
』

(真

聖
全

二

・
六

八
六
頁

)
。

『
一
念

多
念

文
意

』

(真
聖

全

二

・
六

一
九

ー

二
〇
頁

)
、

『唯
信
鈔
文
意
』

(真

聖

全

二

・
六

三

八

頁

)
。

(
35

)

『
一
言

芳

談

』

(宮

坂

宥

勝

『
仮

名

法

語

集

』

一
九

六

四

・
二

〇

一
頁

)
。

(
36

)

『
浄

土

和

讃

』

七

〇

(真

聖

全

二

・
四

九

四

頁

)
。

(
37

)

「
化

身

土

文

類

」

(真

聖

全

二

・
二

〇

三

頁

)
。

(
38

)

》
昌
含

「

「
.
芝

ユ
ひq
9

、甫

冨

〇
三

器

ωΦ

い
き

ひq
爵

σq
Φ

鋤
ロ
山

国
o
お

貫
コ

置

$

ρ
、、

〉
昏
含

「

円

髫

瓜
σq
拝

①
皇

⑦
ミ

ミ
8

ミ

O
ミ

ミ

。・鳴

暴

o
鑓

ミ

(○
げ
一〇
鋤
αq
o
"
d
昌
一く
Φ
「
ω
詳
図

o
h
O
ザ
一〇
鋤
σq
o
℃
『
①
ω
ρ

一
㊤
α
ω
)
b

。。
①
-
b。
。。
N

(39

)

冒

嵩
①
囚
ユ
ω8

く
ρ

卜
匙
鼕

凝

鳴

ミ
Q

§

瀞
§

ミ
ミ

、
毎

§

ミ

凡§

§

§

ミ

ミ

ミ

鼕

画篷

β

(Z

①
≦

図
o
機
評

"
O
o
一ロ
ヨ
げ
貯

¢
巳
く
Φ
同
ω
津
く

勺
『
Φ
ω
ρ

一
㊤
Qo
㊤
)
為

P

(40
)

『正

像
末

和

讃
』

(真

聖

全

二

・
五
三

〇

頁
)
。

こ
う

し

た

「
名

・
号

」

の

解
説

は

『
唯
信

鈔
文

意
』

に
も

み
ら
れ

る

(真

聖
全

二

・
六

二

一
頁

)
。

(
41
)

℃
摯。
巳

U
Φ
日
敏
く
≡
ρ

貯

甘

冨

内
ユ
ω梓
Φ
<
P

卜
勸
鼕

ミ
鳴
§

ぎ

o
ミ
§

刈
ω
●

(
42
)

>
9

≡
Φ
ω
守

昌
αq
}
..ω
o
§
Φ
幻
巴

8
鉱
8

ω
o
葺

ゲ
Φ
U
凶窪

2

ξ

o
h
↓
鑓

昌
甲

一巴

8

丶

ぎ

》
『
臣
霞

円

鬢

『
膩
拝

Φ
負

⑦
ミ
ミ
8

ミ

G
ミ
§
8
恥
§

o
蠡

ミ

N
。。
b。

1
トの
Oo
ω
●

(
43
)

ぎ

ら
勢

§

○
螽
ミ
軌§

、
§

鳴
軌ミ
こ
§

ミ

§

勸
ミ

魅
§

恥§

§

吻
ミ

§

らミ

ミ

蹄

(勺
爰

凶ω
…
ω
①
三
一博
一
㊤
。。
㊤
)
・
宰

o
日

O
冨

讐

臼

一
尸

.甫

冨

=

お

巳
ω
鉱
o

国
×
崗

Φ
隆

8

9

℃
『
。
8

ω
ρ
.、
寓
穹

ω
.
身

≦

。
8

「

=
.
髯

巴
ユ

昌

、、↓
9

冨

亭

σq
轟

ひQ
Φ
o
貼
〇
三
器

ω①
日
げ
2

ひq
げ
什
㌦
.
き

"N8
愚

霤

穿

象

締

ミ
側
象

自

…
ω

(言

蔓

一
㊤
㊤
H
)
矧
ω
ミ

.

(44

)

.甫

冨

0
ぼ

器

ω
Φ

い
き

ぴq
§

ひq
Φ

き

α

国
o
『Φ
戯
昌

冠

霽

ρ
.、

⑦
ミ
§

⑭

§

O
ミ
ミ

。・Q

寒

o
鼕

ひ

N
。。
O
凸

。。
刈
・

　 　 　 　
57565554
))))

　 　 　 　 　 　 　 　 　

535251504948474645
)))))))))

「
行
文

類
」

(真

聖
全

二

・
一
三

、

一
六
頁

)
参
照

。

「
証
文

類
」

(真
聖

全

二

・
一
〇

七
頁
)

参
照

。

『無

量

寿
経
』

巻

下

(真

聖
全

一
・
二
四
頁

)
。

『
一
念
多

念
文

意
』

(真

聖
全

二

・
六
〇

五
頁

)
。

『無

量
寿

経
』

巻

上

(真

聖
全

一
・
九
頁

)
。

『観

無
量

寿
経

』

(真
聖
全

一
・
六

〇
頁

)
。

『唯

信
鈔

文
意

』

(真

聖
全

二

・
六

三
四
頁

)
。

同
右

。

「
信

文
類

」

(真

聖
全

二

・
五
九

頁
)
。

同
右

。

同
右

。

同
右

。

同
右

。
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67666564636261605958

同
右

(真

聖
全

二

・
六
五

ー
六

六
頁

)
。

同
右

(真

聖
全

二

・
六
〇

頁
)
。

同
右

(真

聖
全

二

・
六

一
頁
)
。

『尊

号
真

像
銘

文
』

(真
聖

全

二

・
五
七

七
頁
)
。

「
信

文
類

」

(真

聖
全

二

・
六

二
頁
)
。

『浄

土
和

讃
』

四
九

(真

聖
全

二

・
四
九

一
頁

)
。

『
一
念
多

念
文

意
』

(真

聖
全

二

・
六
〇

五
頁

)
。

『唯

信

鈔
文
意

』

(真
聖

全

二

・
六

三

三
頁
)
。

「
信
文

類
」

(真
聖

全

二

・
六

五
頁

)
。

「
行
文

類
」

(真
聖

全

二

・
二

二
頁

)
。

86


