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現
代
真
宗
真
偽
論

一
、
は
じ
め
に

1
．
今
日
に
お
け
る
真
宗
教
学
の
課
題

ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
信
楽
で
ご
ざ
い
ま
す
。
懐
か
し
い

お
顔
も
い
ろ
い
ろ
拝
見
い
た
し
ま
す
し
、
ま
た
初
め
て
お
目
に
か

か
る
方
も
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
学
会
理
事
長
の
岡
先
生
か
ら
、
こ
の
講
演
を
依
頼
さ

れ
た
時
に
、
も
う
私
の
よ
う
な
老
人
が
で
る
幕
で
は
な
い
と
お
断

り
し
た
の
で
す
が
、
岡
先
生
に
最
後
の
仕
事
に
な
る
か
ら
是
非
に

と
い
わ
れ
て
、

ノ
コ
ノ
コ
と
で
て
き
た
次
第
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
今
年
は
、
こ
の
真
宗
連
合
学
会
の
四
十
八
回
の
学

術
大
会
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
は
こ
の
真
宗
連
合
学
会
が
で
き

ま
し
た
こ
ろ
か
ら
、
ず
っ
と
ご
縁
を
頂
い
て
お
り
ま
す
わ
け
で
、

い
か
に
私
が
齢
を
か
さ
ね
た
老
人
か
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
お
分

か
り
く
だ
さ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
本
日
お
話
い
た
し
ま
す
こ
と
は
、

。

し
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ま
た
い
つ
か
何
か
の
縁
で
思
い

だ
し
て
頂
け
れ
ば
た
い
へ
ん
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
お

届
け
し
て
い
る
レ
ジ
ュ
メ
’
に
従
っ
て
、
お
話
を
申
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

ま
ず
最
初
に
申
し
あ
げ
た
い
の
は
、
今
日
の
真
宗
学
の
あ
り
よ

う
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
私
も
最
近
、

い
ろ
い
ろ
と
教
団
外
の
と

こ
ろ
に
か
か
わ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
お
付
き
合
い
を
い
た
す
よ

う
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
日
で
は
、
新
し
く
二
十
一
世
紀
を
迎
え

て
、
国
境
の
壁
は
だ
ん
だ
ん
低
く
な
り
ま
し
た
。
国
境
を
越
え
て
、

民
族
が
、
文
化
が
、
宗
教
が
、

い
ろ
い
ろ
と
交
流
す
る
時
代
が
ま

い
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
私
の
個
人
の
経
験
で
申
し
ま
す
と
、

海
外
の
人
が
、

い
ろ
い
ろ
と
日
本
の
仏
教
、
特
に
は
真
宗
に
関
心

を
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
新
し
い
時

代
、
い
っ
そ
う
世
界
に
向
か
っ
て
聞
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
真

宗
が
、
今
日
の
よ
う
な
伝
統
的
、
保
守
的
な
真
宗
教
学
で
あ
る
か

い
さ
さ
か
今
日
的
な
ぎ
り
、
世
界
の
人
々
が
求
め
て
い
る
も
の
と
は
、
充
分
に
は
か
み

よ
ほ

問
題
を
考
え
な
が
ら
、
若
い
皆
さ
ん
に
、
こ
れ
か
ら
の
真
宗
学
の

あ
り
ょ
う
を
、

や
が
て
死
ん
で
行
く
私
の
遺
言
と
い
う
意
味
で
申

合
わ
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
真
宗
学
が
、

ど
近
代
化
、
世
界
化
を
試
み
な
い
か
ぎ
り
、
海
外
か
ら
い
ろ
ん
な



熱
い
眼
差
し
で
真
宗
が
見
ら
れ
で
も
、

い
ず
れ
は
失
望
さ
れ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
昨
今
し
み
じ
み
と
思
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
も
う
一
点
は
、
真
宗
は
、
多
く
の
問
題
を
か
か
え
た
今

日
の
現
代
社
会
に
対
し
て
、
ど
う
発
言
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
も
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
新
し

ま
す
。そ

う
い
う
意
味
で
、
今
日
の
真
宗
学
は
、
こ
う
い
う
新
た
な
世

界
性
の
問
題
と
社
会
性
の
問
題
と
に
直
面
し
て
、
そ
れ
に
い
か
に

対
応
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

こ
で
こ
れ
か
ら
の
真
宗
は
、
何
よ
り
も
従
来
の
よ
う
に
、
仏
教
の

い
世
紀
を
迎
え
て
、
人
類
の
科
学
文
明
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
根
本
原
理
か
ら
逸
脱
し
て
、
教
団
や
宗
派
の
レ
ベ
ル
で
勝
手
に
解

釈
し
て
い
る
旧
来
の
枠
を
脱
皮
し
、
ま
さ
し
く
仏
教
と
し
て
の
真

露
呈
し
て
お
り
ま
す
。
人
間
の
英
知
の
欠
落
し
た
部
分
が
、
今
、

厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
生
命
倫
理
、
環
境
倫

宗
に
、
再
び
よ
み
が
え
ら
な
い
か
ぎ
り
、
現
代
の
社
会
的
問
題
に

理
、
あ
る
い
は
ま
た
平
和
問
題
、
人
権
問
題
な
ど
、
さ
ま
、
ざ
ま
な
も
、
世
界
性
、
国
際
性
の
問
題
に
も
、
対
応
で
き
な
い
で
あ
り
ま

し
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
私
が
昨
今
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
通
し

新
し
い
テ
l
マ
が
、
人
類
共
通
の
課
題
に
な
り
、
そ
こ
に
は
必
然

的
に
、
宗
教
が
か
か
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
生
ま
れ
て
き
て

い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
仏
教
が
、
ま
た
私
た
ち
の
真

宗
が
、
こ
の
新
し
い
二
十
一
世
紀
の
、
ま
こ
と
に
困
難
な
社
会
的

な
課
題
に
、

い
っ
た
い
ど
う
答
え
う
る
の
か
、
私
の
忌
樺
の
な
い

意
見
を
申
し
ま
す
と
、
ま
こ
と
に
心
も
と
な
い
と
い
う
ほ
か
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
国
際
性
、
社
会
性
を
め
ぐ
る
新
し
い
課
題

に
、
も
の
が
い
え
な
い
よ
う
な
真
宗
で
は
、
海
外
の
人
々
か
ら
だ

け
で
な
く
、
や
が
て
は
日
本
の
国
内
の
人
た
ち
か
ら
も
、

つ
い
に

は
見
放
さ
れ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
こ
と
で
あ
り

現
代
真
宗
真
偽
論

て
、
痛
切
に
思
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

2
．
現
代
真
宗
真
偽
論
の
提
起

今
日
の
真
宗
学
は
、
ま
こ
と
の
仏
教
と
親
驚
聖
人
の
根
本
意
趣

に
、
明
確
に
立
ち
か
え
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
、
先
ず
何
よ
り
も
、
そ
の
前
作
業
と
し
て
の
真
宗
真
偽
論
の
考

察
、
す
な
わ
ち
、
真
の
真
宗
と
偽
の
真
宗
に
つ
い
て
の
、
明
確
な

教
判
論
が
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
か
つ
て
親
驚

聖
人
が
、
伝
統
の
仏
教
に
つ
い
て
、
ま
た
当
時
の
日
本
の
宗
教
に

。
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真
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つ
い
て
、
厳
し
く
真
仮
偽
判
を
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
、
今
日
の
真

宗
の
現
実
状
況
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
、
明
確
な
真
仮

偽
判
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
本
日
は

時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
真
仮
論
に
は
ふ
れ
ず
に
、
た
だ

ち
に
真
偽
論
に
つ
い
て
、

い
さ
さ
か
の
私
見
を
申
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

0 
四

た
三
点
の
原
理
に
正
し
く
か
な
っ
て
い
る
真
宗
を
い
い
、
そ
の
原

理
に
そ
む
い
て
い
る
真
宗
を
、
偽
の
真
宗
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
今
日
の
真
宗
は
、
忌
憶
な
く
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
た

ぶ
ん
に
こ
の
基
準
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
わ

け
で
す
が
、
も
し
も
こ
の
三
点
の
原
理
を
正
し
く
踏
ま
え
た
本
来

の
真
宗
に
立
ち
か
え
ら
な
い
か
ぎ
り
、

や
が
て
は
国
際
性
も
社
会

」
の
真
宗
真
偽
論
に
お
い
て
、
真
の
真
宗
と
偽
の
真
宗
を
分
別
性
も
喪
失
し
て
、
単
な
る
日
本
の
民
族
宗
教
の
ひ
と
つ
に
な
り
さ

が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
と
、
厳
し
く

す
る
た
め
の
、
根
本
的
な
基
準
は
何
か
。
そ
れ
は
先
ず
第
一
に
は
、

真
宗
が
明
確
に
、
東
洋
の
論
理
、
大
乗
仏
教
の
論
理
の
上
に
立
脚

し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
第
二
に
は
、

真
宗
が
明
確
に
、
そ
の
根
本
経
典
の
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
の
論

理
に
も
と
号
つ
い
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
第
三
に
は
、
親
鷲
聖
人
の
根
本
意
趣
を
正
し
く
領
解
し
て

い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
三
点
以
外
の
基
準
論
理

は
す
べ
て
排
除
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
今
日
に
お
け
る
真
宗
理
解

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
三
点
が
あ
ま
り
明
確
で
な
く
、
む
し
ろ

そ
れ
以
外
の
教
団
的
な
原
理
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
混
入
さ
れ
、
混
在

し
て
る
こ
と
は
明
白
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
問
題
が
介
在

し
て
お
り
ま
す
。
か
く
し
て
、
真
の
真
宗
と
は
、
上
に
掲
げ
ま
し

断
言
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
こ
れ
か
ら
、
そ
の
真
宗
真
偽
論
の
内
容
に
つ
い
て
、
申

し
あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
申
し
あ
げ
た
い
の
で

す
が
、
時
聞
が
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
第
一
に
、

「
阿
弥
陀
仏
は
実
体
的
な
存
在
か
象
徴
的
な
存
在
か
」
と
い
う
問

題
。
そ
れ
か
ら
第
一
一
に
、
「
真
宗
信
心
は
一
元
論
か
二
元
論
か
」

と
い
う
問
題
。
そ
し
て
第
三
に
、
「
真
宗
は
力
の
宗
教
か
道
の
宗

教
か
」
と
い
う
問
題
。
こ
の
三
つ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
真
の
真

宗
と
偽
の
真
宗
に
つ
い
て
、
そ
の
真
偽
分
判
論
を
申
し
あ
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。



三
、
阿
弥
陀
仏
は
実
体
的
存
在
か

象
徴
的
存
在
か

1
．
浄
土
教
の
成
立

最
初
に
、
阿
弥
陀
仏
は
実
体
的
存
在
か
象
徴
的
存
在
か
、
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
ま
い
り
ま
す
が
、
は
じ
め
に
そ
の
結
論

を
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
は
象
徴
的
存
在
で
あ
っ
て
、
実

体
的
に
こ
れ
を
捉
え
る
か
ぎ
り
、
真
の
真
宗
は
成
り
立
た
な
い
と

い
う
こ
と
を
申
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
浄
土
教
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
少
々
触
れ
て
お
き
ま
す
が
、

阿
弥
陀
仏
思
想
と
い
う
も
の
は
、
お
釈
迦
さ
ま
、
ゴ

l
タ
マ
・
ブ

ツ
ダ
が
亡
く
な
っ
て
約
五
百
年
位
た
っ
た
、
紀
元
一
世
紀
頃
に
成

立
し
た
大
乗
仏
教
の
ひ
と
つ
の
流
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
学
問
的
に
は
多
く
の
問
題
が
残
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
諸
学

者
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
私
の
理
解
で
申

た
、
さ
ら
に
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
仏
塔
が
増
え
て
い

く
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
仏
塔
崇
拝
を
中
心
と
し
た

仏
教
徒
の
集
団
が
成
立
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
出
家
者
が
い
た
こ
と

も
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
多
く
は
在
家
信
者
で
、
仏
塔
を
崇
拝

し
、
そ
れ
を
護
持
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
や
が
て
は
仏

塔
巡
礼
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
生
ま
れ
、
そ
の
仏
塔
崇
拝
を
中
心

と
す
る
信
仰
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

そ
う
い
う
流
れ
の
中
で
、
お
釈
迦
さ
ま
は
八
十
歳
で
こ
の
世
を

去
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
生
命
、
そ
の
「
さ
と
り
」
の
内
容
は
、

永
遠
に
わ
れ
わ
れ
を
導
き
た
ま
う
の
だ
と
い
う
、
釈
尊
崇
拝
が
し

だ
い
に
高
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、

や
が
て

は
釈
尊
と
い
う
具
体
的
人
物
像
が
消
え
て
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
新

し
い
仏
身
の
思
想
が
生
ま
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
を
崇
拝
す
る
と
い
う

方
向
を
も
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

阿
弥
陀
仏
、

ア
ミ
タ
l
パ
〉
日
巳
同
ゲ
『
曲
、

ア
ミ
タ

l
ユ
ス

〉

B
z
g己印

い
わ
ゆ
る
光
明
無
量
、
寿
命
無
量
な
る
仏
と
い
う

し
ま
す
な
ら
ば
、
ゴ

l
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
信
も
の
は
、
そ
の
も
と
は
釈
尊
の
伝
記
に
で
て
く
る
釈
尊
を
た
た
え

た
概
念
で
、
釈
尊
は
亡
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
寿
命
は
無
量

者
が
こ
れ
を
火
葬
に
し
て
、
そ
の
舎
利
、
遺
骨
を
八
つ
に
分
骨
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
持
ち
か
え
っ
て
、
仏
塔
を
建
て
て
礼
拝
を
し
ま
し

現
代
真
宗
真
偽
論

で
あ
り
、
そ
の
教
え
、
そ
の
光
明
は
、
無
限
の
広
が
り
を
も
っ
て

二
O
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い
ま
も
人
々
を
導
い
て
い
る
。
縦
な
る
寿
命
の
永
遠
性
、
横
な
る

光
明
の
広
が
り
の
無
限
性
を
も
っ
て
、
釈
尊
を
た
た
え
た
言
葉
、

そ
の
概
念
が
、

や
が
て
は
独
立
し
て
新
し
い
仏
身
思
想
を
生
み
だ

し
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
釈
尊
が
も
と
は

王
子
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
聞
い
て
い
る

『
無
量
寿
経
』
に
、
法
蔵
菩
薩
は
も
と
は
国
王
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
、
錠
光
如
来
、
燃
灯
仏
に
始
ま
る
、
あ
の

過
去
五
十
三
仏
の
教
説
に
つ
い
て
、
釈
尊
の
師
仏
が
燃
灯
仏
で
あ

る
こ
と
に
も
重
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
説
話
は
、

多
く
の
点
で
釈
尊
伝
を
べ

l
ス
に
し
て
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
わ
け
で
、
阿
弥
陀
仏
思
想
は
、
釈
尊
崇
拝
の
延
長
線
上
、

そ
の
昇
華
に
よ
っ
て
成
立
し
て
き
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。

2
．
象
徴
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏

そ
う
い
う
意
味
か
ら
い
た
し
ま
す
と
、
阿
弥
陀
仏
と
は
、
釈
尊

の
生
命
、
釈
尊
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
さ
と

り
」
を
、
象
徴
表
現
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。こ

の
象
徴
と
い
う
言
葉
は
、

い
ろ
い
ろ
と
問
題
が
多
い
言
葉
で

二
O
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す
が
、

い
ま
こ
こ
で
申
し
ま
す
象
徴
と
は
、
単
純
に
申
し
ま
す
と
、

」
の
世
俗
を
超
え
た
存
在
、
究
極
的
な
真
実
。
釈
尊
が
聞
い
た
と

」
ろ
の
「
さ
と
り
」
の
内
容
、
あ
る
い
は
釈
尊
が
指
し
示
し
た
と

こ
ろ
の
究
極
的
な
実
在
。
真
宗
的
に
言
う
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の

本
願
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
究
極
的
な
真

実
、
こ
の
世
を
越
え
た
も
の
を
、
こ
の
世
俗
の
次
元
、
世
俗
の
概

念
で
類
比
的
に
指
示
し
た
も
の
、
こ
れ
が
象
徴
と
い
う
も
の
の
基

本
的
な
概
念
で
す
。

だ
か
ら
、
象
徴
と
は
、
こ
の
世
を
超
え
た
究
極
的
な
真
実
を
指

し
示
す
と
こ
ろ
の
あ
る
手
段
、
方
法
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
象

徴
と
は
、

つ
ね
に
こ
の
世
俗
の
も
の
を
も
っ
て
類
比
的
に
語
ら
れ

ま
す
が
、
ど
こ
か
で
は
必
ず
そ
れ
が
否
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
世
の

も
の
を
用
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
こ
の

世
を
超
え
た
究
極
的
な
も
の
に
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
い
く
、
こ
れ

が
象
徴
、
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
も
の
の
基
本
の
意
味
で
す
。
寿
命
と

い
う
も
の
も
、
光
明
と
い
う
こ
と
も
こ
の
世
の
話
で
す
。
し
か
し
、

そ
れ
が
無
量
で
あ
る
と
い
う
、
こ
れ
は
こ
の
世
を
超
え
る
こ
と
を

指
し
示
す
。
も
と
も
と
寿
命
と
は
、
生
ま
れ
て
死
ぬ
ま
で
を
寿
命

と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
無
量
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
も
は
や



わ
れ
わ
れ
の
世
俗
の
世
界
の
概
念
を
超
え
て
い
る
、
光
明
無
量
も

ま
た
し
か
り
で
す
。
暗
い
と
こ
ろ
を
照
ら
す
の
が
光
明
な
の
だ
か

ら
、
限
り
の
な
い
光
明
で
暗
さ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
世

極
的
な
真
実
を
、
私
た
ち
は
た
だ
ち
に
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
、
指
、
語
、
言
葉
で
そ
れ
を
指
し
示
す
と
い
う
わ
け
で
す
。

龍
樹
は
、
こ
こ
で
月
と
指
、
義
と
語
、
す
な
わ
ち
、
指
し
示
す

の
概
念
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
世
俗
の
一
言
葉
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
究
極
的
な
真
実
と

を
、
間
違
え
る
な
と
い
う
の
で
す
。
指
に
よ
っ
て
こ
そ
、
よ
く
月

う
い
う
世
俗
の
概
念
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
否
定
に
お
い
て
、
世

俗
を
超
え
た
究
極
的
な
も
の
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

龍
樹
が
『
大
智
度
論
」

の
中
で
、
「
義
に
依
り
て
語
に
依
ら
ざ

れ
（
依
義
不
依
語
）
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の

文
は
、
親
驚
も
『
教
行
謹
文
類
』
（
化
身
土
巻
）
に
引
用
し
て
い

る
の
で
す
が
、
龍
樹
は
非
常
に
分
か
り
ゃ
す
い
例
え
で
、
月
と
指

を
も
っ
て
示
し
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
人
聞
は
い
つ
も
下
ば
か
り
向
い

て
歩
い
て
い
る
か
ら
、
天
上
に
輝
く
美
し
い
月
を
な
が
め
る
こ
と

は
な
い
。
そ
こ
で
、
誰
か
が
肩
を
た
た
い
て
、
天
上
の
美
し
い
月

を
見
よ
と
指
で
指
し
示
す
。
い
わ
ゆ
る
指
月
の
例
え
で
す
。

そ
こ
で
龍
樹
は
、
指
は
語
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
月
が
義
で
あ
る

と
い
い
ま
す
。
こ
の
義
と
い
う
の
は
、
本
義
、
本
質
と
い
う
こ
と

で
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
申
し
て
お
り
ま
す
釈
尊
の
生
命
、
「
さ
と
り
」

の
内
容
の
こ
と
で
、
象
徴
が
指
し
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
究
極
的

な
真
実
、
そ
れ
が
月
、
義
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
本
義
、
究
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を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
指
を
見
て
月
と
思
う
こ
と
な
か
れ
と

い
う
の
で
す
。
そ
れ
が
、
「
義
に
依
り
て
語
に
依
ら
ざ
れ
」
と
い

言
葉
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
象
徴
論
を
語
つ

て
い
る
わ
け
で
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
身
、
あ
る
い
は
そ
の
名
号
、

そ
の
ほ
か
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
の
言
葉
は
、
す
べ
て
指
で
し
か
な
い
。

そ
れ
は
決
し
て
月
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
月
そ
の
も
の
を
私
た
ち

に
知
ら
せ
る
た
め
に
、
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
、
す
べ

て
の
経
典
の
内
容
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
教
説
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
最
も
的
確
に
明
か
し
て
い
る
の
が
、
ポ
ー
ル
・
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
（

E
己ロ－
rr）
の
象
徴
理
解
で
す
。
こ
の
人
は
す
で

に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
ド
イ
ツ
の
出
身
で
、
そ
の
後
半
生
を

ア
メ
リ
カ
で
過
ご
し
た
有
名
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
で
す
。

彼
は
見
事
に
象
徴
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
私
な

。
七
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り
に
ま
と
め
て
申
し
ま
す
と
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
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象
徴
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
は
何
か
こ
の
世
俗
を
超
え
た
、
究
極
究
極
的
な
真
実
、
実
在
に
出
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
象
徴
な

に
よ
っ
て
こ
そ
、
私
た
ち
は
、
は
じ
め
て
こ
の
世
を
超
え
た
も
の
、

的
な
真
実
を
指
示
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
だ
と
か
そ
く
し
て
は
、
私
た
ち
は
究
極
的
な
真
実
、
阿
弥
陀
仏
に
出
合
う
と

の
名
号
、
そ
の
ほ
か
も
ろ
も
ろ
の
経
典
の
言
葉
、
地
獄
や
浄
土
の

み
な
象
徴
表
現
で
、
そ
れ
は
何
か
こ
の

話
。
そ
う
い
う
も
の
は
、

世
俗
を
超
え
た
、
究
極
的
な
真
実
を
指
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で

す
。
し
か
し
、
第
二
に
は
、
象
徴
と
い
う
も
の
は
、
何
か
を
指
示

し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
同
時
に
そ
の
も
の
・
自
体
に
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
、
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
見

事
な
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。
指
と
い
う
も
の
は
月
を
指
示
し
て
、

私
た
ち
は
そ
の
指
を
通
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
月
を
仰
ぐ
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
が
、
こ
の
指
は
単
な
る
指
で
は
な
い
。
指
は
月
の

光
を
浴
び
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
指
は
指
そ
の
も
の
の
は
た
ら
き
を

持
つ
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
指
は
月
を
指
す
の
だ
が
、
指
そ

の
も
の
の
働
き
は
、
真
っ
暗
や
み
で
は
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
、

月
が
輝
く
か
ら
、
指
は
は
じ
め
て
指
の
は
た
ら
き
を
持
つ
こ
と
が

で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
象
徴
は
、
究
極
的
な

も
の
に
深
く
関
与
し
て
い
る
。
究
極
的
な
も
の
の
自
己
開
示
に
他

な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
第
三
番
目
に
は
、
そ
の
象
徴

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
申
す
ま
で
も
な

い
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
第
四
に
は
、
象
徴
と
い
う
も
の
は
、

私
た
ち
自
身
の
一
人
一
人
の
魂
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
、
そ
の
深
層

を
聞
い
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
身
近
に
い
う

な
ら
ば
、
日
々
に
お
い
て
、
仏
像
を
拝
む
生
活
を
続
け
る
と
い
う

こ
と
は
、

や
が
て
そ
の
仏
像
の
背
後
に
あ
る
究
極
的
な
も
の
、
こ

の
世
を
超
え
た
実
在
に
つ
い
て
、
私
自
身
が
眼
を
見
開
い
て
い
く

」
と
な
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
同
時
に
、
そ
の
こ
と
を
通

し
て
、
私
自
身
の
魂
、
霊
性
が
次
第
に
育
て
ら
れ
て
く
る
こ
と
で

も
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
以
上
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
い
う
象
徴
と
い

う
こ
と
の
基
木
的
な
意
味
内
容
で
す
。

さ
ら
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
象
徴
の
伝
達
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ

っ
て
、
象
徴
と
い
う
も
の
は
、

つ
ね
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
社
会

の
中
で
再
解
釈
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
い
ま
す
。
テ

ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
象
徴
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
歴
史
的
、
社

会
的
な
状
況
の
中
で
必
然
的
に
成
立
し
て
き
た
も
の
だ
と
い
い
ま



す
。
阿
弥
陀
仏
思
想
の
成
立
が
そ
う
で
す
。
だ
れ
が
こ
の
『
無
量

寿
経
』
を
作
成
し
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
釈
尊
が
説
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
彼
が
亡
く
な
っ
て
五
百
年
の
後
に
成

立
し
た
も
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
思
想
、
『
無
量
寿
経
』
は
誰
が
説

い
た
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
が
成
立
す
る
必
然
的

な
歴
史
的
、
杜
会
的
状
況
の
中
で
生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
て

き
た
。
さ
き
ほ
ど
は
、
仏
塔
崇
拝
と
い
う
状
況
の
中
か
ら
生
ま
れ

ラ
ス
ケ
l
ス
の
中
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
一
万
三
札
し
て

彫
刻
し
た
で
あ
ろ
う
仏
像
。
そ
し
て
ま
た
多
く
の
民
衆
が
、
そ
の

前
で
喜
び
の
、
ま
た
悲
し
み
の
涙
を
流
し
た
で
あ
ろ
う
仏
画
が
、

た
ん
に
見
せ
物
に
な
っ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
悲
し
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
現
実
で
す
。
歴
史
は
早
い
テ
ン
ポ
で
変
化
し

て
い
き
、
文
化
、
思
想
が
大
き
く
動
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

充
分
な
再
解
釈
を
し
て
こ
な
か
っ
た
仏
教
徒
、
学
者
、
そ
の
責
任

の
中
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
状
況
が
大
き
く
変
わ
っ
た

て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
申
し
あ
げ
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
状
況
者
の
、
怠
慢
に
よ
る
も
の
と
い
う
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
に
、
う
ま
く
象
徴
の
再
解
釈
が
成
立
し
な
い
な
ら
ば
、

ら
、
そ
の
象
徴
は
消
滅
し
て
い
く
と
い
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
の

象
徴
を
伝
達
す
る
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
社
会
の
中

で
、
ど
う
そ
れ
を
再
解
釈
し
て
い
く
か
、
こ
の
こ
と
と
か
か
わ
っ

て
象
徴
は
そ
の
生
命
を
長
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
す
。

ま
さ
し
く
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば

伝
統
的
な
解
釈
に
つ
い
て
、
少
し
新
し
い
解
釈
を
試
み
る
と
、
教

団
権
力
は
、
す
ぐ
に
異
端
、
皐
ハ
安
心
だ
と
い
っ
て
そ
れ
を
排
除
す

る
。
こ
れ
で
は
自
分
の
生
命
を
自
分
で
縮
め
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
す
。い

ま
各
地
の
博
物
館
に
い
っ
た
ら
、
多
く
の
仏
像
や
仏
画
が
ガ
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そ
の
象
徴
は
伝
達
さ
れ
ず
、
類
廃
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
空
し

く
形
骸
化
し
、
呪
術
化
し
て
そ
の
生
命
を
永
遠
に
失
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
今
日
の
日
本
仏
教
の
現
実
は
、
多
分
に
そ
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
さ
き
に
申
し
た
博
物
館
に
陳
列

さ
れ
て
、
見
せ
物
に
な
っ
て
い
る
仏
像
、
仏
画
は
、

か
つ
て
は

脈
々
と
生
命
が
流
れ
て
、
多
く
の
民
衆
の
魂
を
育
て
た
で
あ
り
ま

い
ま
は
完
全
に
形
骸
化
し
見
せ
物
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
ま
た
も
と
も
と
は
、
究
極
的
な
真
実
を
指
示
し
た
は
ず

し
ょ
、
つ
に
、

の
仏
名
や
経
典
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
も
っ
て
、
呪
術
化
し
て

い
る
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
真
宗
に
お
い
て
も
、
こ
の
象

。
九



現
代
真
宗
真
偽
論

徴
の
再
解
釈
、
伝
達
に
つ
い
て
は
、
現
実
の
社
会
状
況
の
中
に
お

い
て
大
胆
に
試
み
ら
れ
、
進
め
ら
れ
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
象
徴
の
再
解
釈
と
い
う
こ
と
は
、
親

驚
聖
人
に
お
い
て
も
明
確
に
見
ら
れ
ま
す
。
親
鷲
聖
人
が
八
十
六

歳
の
十
二
月
、
京
都
三
条
の
仮
寓
を
訪
ね
た
弟
子
の
顕
智
に
語
つ

た
最
晩
年
の
法
語
で
あ
る
、
自
然
法
爾
の
法
語
に
は
、
「
弥
陀
仏

じ
ね
ん

は
自
然
の
や
う
を
知
ら
せ
ん
れ
う
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で

「
ゃ
う
」
と
い
う
の
は
、
様
子
の
様
で
、
そ
の
内
実
、
様
態
の
こ

と
で
す
。
ま
た
「
れ
う
」
と
い
う
一
言
葉
は
、
漢
字
で
は
材
料
の

「
料
」
と
い
う
字
を
書
き
、
そ
れ
は
そ
の
た
め
の
も
の
、
そ
れ
に

つ
い
て
の
方
法
、
手
段
と
い
う
こ
と
で
、

い
ま
の
話
の
流
れ
か
ら

い
え
ば
象
徴
と
い
う
こ
と
で
す
。
か
く
し
て
、
親
鷲
聖
人
に
よ
れ

ば
、
阿
弥
陀
仏
と
は
、
自
然
、
そ
の
こ
と
は
、
も
っ
と
一
般
的
な

言
葉
で
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
天
地
、
宇
宙
を
貫
い
て
流
れ
、
人
類

の
歴
史
を
貫
徹
し
て
い
る
究
極
的
な
真
理
。
人
間
も
宇
宙
も
ひ
っ

く
る
め
て
貫
く
普
遍
的
な
原
理
、
真
理
の
こ
と
で
、
釈
尊
は
そ
れ

に
つ
い
て
覚
悟
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
教
言
し
た
わ
け
で
、
阿
弥
陀

仏
と
は
、
そ
の
真
理
、
道
理
を
、
私
た
ち
に
知
ら
せ
る
た
め
の
象

徴
で
あ
り
、
指
だ
と
い
う
の
で
す
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
龍
樹
が

。

一
一
千
年
の
昔
に
、
ち
ゃ
ん
と
こ
の
象
徴
論
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た

親
鷲
聖
人
も
八
百
年
の
昔
に
、
こ
の
象
徴
論
を
明
か
し
て
い
る
の

で
す
。か

く
し
て
、
阿
弥
陀
仏
も
、
そ
の
名
号
も
、
す
べ
て
究
極
的
、

普
遍
的
な
．
真
実
、
実
在
に
つ
い
て
の
指
月
の
指
、
象
徴
表
現
で

し
か
な
く
、
そ
の
指
月
の
彼
方
に
あ
る
、
究
極
的
な
真
実
そ
の
も

の
を
体
解
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
覚
醒
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
教
団
的
な
伝
統
教
学

に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
が
充
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
た
い
へ
ん
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

3
．
伝
統
教
学
に
お
け
る
解
釈

今
日
の
伝
統
教
学
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
理
解
を
め
ぐ
っ
て
は
、

」
の
象
徴
、
指
月
の
指
と
い
う
発
想
が
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
理
解
に
つ
い

て
、
伝
統
の
真
宗
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
号
を
多
分
に
実
体
的

に
捉
え
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
ひ
と
つ
に
「
名
体

不
二
」
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
と
は
『
安
心
決
定

紗
』
と
い
う
書
物
で
語
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
書
物
は
誰
が



著
わ
し
た
も
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
今
日
の
研
究
で
は
、
た
ぶ
ん

に
西
山
浄
土
宗
系
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
古
く

覚
如
が
所
持
し
、
ま
た
蓮
知
が
こ
の
書
は
黄
金
を
掘
り
出
す
よ
う

て
も
熱
く
な
い
」
と
。
何
を
い
わ
れ
る
の
か
と
思
っ
た
。
そ
し
て

ま
た
、
白
い
チ
ョ
ー
ク
を
口
に
そ
え
て
タ
バ
コ
に
火
を
つ
け
る
仕

草
を
し
な
が
ら
、
「
い
く
ら
や
っ
て
も
火
は
つ
か
な
い
」
と
い
わ

で
は
き
わ
め
て
重
要
視
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
谷

な
大
切
な
書
物
だ
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
と
に
本
願
寺
派
教
団
れ
た
。
そ
し
て
、
で
」
の
世
間
で
い
う
名
前
は
、
す
べ
て
た
ん
なタ

派
で
は
、
こ
れ
は
真
宗
の
聖
教
で
は
な
い
と
断
言
し
て
用
い
て
は

お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
、
こ
の
名
体
不
一
一
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と

に
は
本
願
寺
派
の
教
学
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
術
語
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
語
は
、
存
覚
も
用
い
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
発
想

は
大
谷
派
で
も
見
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
こ
の
名
体
不
二
と
い
う
意

味
で
す
が
、
名
と
は
名
前
、
名
称
の
こ
と
で
、
体
と
は
そ
の
も
の
、

実
体
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
こ
で
名
体
不
二
と
は
、
そ

の
名
称
と
そ
の
実
体
そ
の
も
の
が
、
各
別
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
私
に
は
こ
ん
な
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
昔
、
私
が
学
生
時
代
に
、
真
宗
学
の
講
義
に
お
い
て
、
あ
る

教
授
が
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
は
名
体
不
二
で
あ
る
と
い
っ
て
、

そ
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
、
黒
板
に
大
き
な
字
で
「
火
」
と
い
う
丈

字
を
書
き
、
そ
れ
に
手
を
そ
え
て
「
諸
君
、
こ
の
字
に
手
を
あ
て

現
代
真
宗
真
偽
論

る
名
前
で
体
が
な
い
。
だ
か
ら
火
と
い
う
文
字
は
熱
く
な
い
、

パ
コ
に
火
が
つ
か
な
い
。

し
か
し
、

名
号
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ

の
名
前
の
と
こ
ろ
に
、
そ
の
ま
ま
ち
ゃ
ん
と
そ
の
体
が
そ
な
わ
っ

て
い
る
。
そ
れ
を
名
体
不
二
と
い
う
の
だ
」
と
い
わ
れ
た
。
私
は

い
ま
も
そ
の
時
の
教
授
の
仕
草
を
鮮
明
に
記
憶
し
て
お
り
ま
す
が
、

こ
れ
で
は
真
宗
は
、
呪
術
信
仰
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
こ
と
で
す
。

し
か
し
、

い
ま
で
も
末
端
の
布
教
の
現
場
で
は
、
こ
う
い
う
説
教

を
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
で
は
真
宗
信
心
は
、

完
全
に
呪
術
信
仰
で
す
。

こ
の
よ
う
に
誰
が
書
い
た
か
分
か
ら
な
い
他
の
宗
派
の
典
籍
に

よ
っ
て
、
親
驚
聖
人
の
と
こ
ろ
で
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
、
思

想
と
術
語
を
用
い
て
真
宗
を
理
解
し
、
布
教
、
伝
道
す
る
こ
と
は

無
謀
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
も
う
真
宗
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
う
い
う
名
体
不
二
論
を
徹
底
し
て
ま
い
り
ま
す
と
、

も
は
や
阿
弥
陀
仏
は
そ
の
ま
ま
実
体
的
存
在
と
な
り
ま
す
。
象
酸



現
代
真
宗
真
偽
論

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、
本
願
寺
派
の
教
学
に
お
い
て
阿
弥
陀

仏
を
実
体
的
に
捉
え
る
発
想
に
、
名
号
印
現
説
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
名
号
印
現
説
と
は
、
近
世
の
末
期
、
幕
末
の
頃
に

発
生
し
た
三
業
惑
乱
事
件
の
中
で
、
安
芸
の
大
滅
が
、
三
業
帰
命

お
う
ち
ょ
う
じ
き

説
を
自
力
の
信
心
を
主
張
す
る
と
い
っ
て
批
判
し
た
『
横
超
直

ど
う
二
ん
ご
う
ベ
い

道
金
剛
鉾
』
と
い
う
著
書
の
中
で
語
っ
た
も
の
で
、
真
宗
信
心
と

は
、
名
号
が
衆
生
の
心
中
に
印
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
主

張
を
い
い
ま
す
。
そ
の
主
張
に
よ
り
ま
す
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と

い
う
名
号
は
、
衆
生
に
与
え
る
た
め
に
、
仏
の
手
元
で
は
反
対
丈

ん
で
も
な
い
誤
解
で
す
。

こ
の
よ
う
な
印
現
説
は
、
今
日
の
大
谷
派
の
伝
統
教
学
に
お
い

て
も
説
か
れ
て
お
り
、
一
一
一
業
惑
乱
事
件
が
、
後
世
に
い
か
に
大
き

な
後
遺
症
を
残
し
て
い
る
か
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

4
．
偽
の
真
宗
へ
の
転
落

本
願
寺
派
教
団
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
の
実
体
化

の
傾
向
は
、
現
実
の
教
団
状
況
に
お
い
て
は
よ
り
深
刻
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
名
号
が
お
守
り
札
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
で
す
。
本
願
寺
派
で
は
、
ち
ょ
う
ど
世

字
に
彫
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
衆
生
の
白
紙
の
心
に
ベ
タ
ン
と
押
さ
聞
の
お
守
り
袋
に
入
る
よ
う
な
小
さ
な
懐
中
名
号
と
い
う
も
の
を

作
製
し
て
頒
布
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
か
つ
て
戦
争
中
に
、
戦

れ
る
時
、
信
心
が
開
発
さ
れ
、
そ
れ
を
信
心
と
い
う
。
そ
う
い
う

こ
と
を
名
号
印
現
と
い
う
。
真
宗
信
心
と
は
、
そ
う
い
う
名
体
不

二
な
る
実
体
的
な
名
号
を
頂
く
こ
と
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
今
日

市
販
さ
れ
て
い
る
真
宗
学
者
の
書
物
に
も
、
こ
う
い
う
名
号
印
現

説
が
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
今
日
の
布
教
の
現
場
で
も
、
こ

の
名
号
印
現
説
が
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
信
心
と
は
、

自
力
を
は
な
れ
て
他
力
を
た
の
む
こ
と
だ
と
い
う
理
解
が
、
こ
う

い
う
方
向
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
真
宗
信
心
の
と

地
に
お
も
む
く
軍
人
に
持
た
せ
た
も
の
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
書

い
た
紙
札
で
す
。
そ
れ
は
戦
争
中
に
は
陣
中
名
号
と
い
っ
た
の
で

す
が
、
戦
後
も
そ
れ
が
残
っ
て
懐
中
名
号
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
こ
ん
な
も
の
は
戦
後
た
だ
ち
に
廃
止
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、

本
願
寺
派
教
団
で
は
、
何
ひ
と
つ
戦
時
下
の
脱
線
、
逸
脱
状
態
を
、

自
己
批
判
し
、
清
算
し
て
は
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
陣
中
名
号

も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
懐
中
名
号
を
め
ぐ
っ



て
先
年
の
こ
と
で
す
が
、
西
本
願
寺
の
参
／
拝
者
の
受
け
付
け
に
ま

い
り
ま
し
た
ら
、
大
き
な
張
り
紙
が
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を

見
る
と
「
当
山
で
は
お
守
り
札
は
売
り
ま
せ
ん
」
と
書
い
て
あ
る
。

私
は
び
っ
く
り
し
て
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
と
聞
き
ま

す
と
、
「
実
は
念
仏
奉
仕
団
の
団
参
の
人
々
が
、
次
か
ら
次
と
お

守
り
札
を
く
れ
と
い
う
て
、
懐
中
名
号
を
買
い
に
く
る
の
で
す
。

そ
こ
で
い
ち
い
ち
説
明
す
る
の
が
か
な
わ
ん
か
ら
、
そ
の
よ
う
に

書
い
て
張
っ
て
い
る
の
で
す
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私
は
ぴ
っ

く
り
し
て
、
「
な
ん
と
悲
し
い
こ
と
や
な
あ
」
と
申
し
ま
し
た
ら
、

「
先
生
、
大
き
な
声
で
は
い
え
ま
せ
ん
け
ど
、
地
方
の
住
職
が
、

三
百
と
か
、
五
百
と
か
、
ま
と
め
て
買
っ
て
帰
り
ま
す
。
門
徒
に

配
る
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
れ
で
は
、
六

字
の
名
号
が
お
守
り
札
化
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま

こ
と
に
驚
い
た
こ
と
で
す
。
現
実
の
本
願
寺
教
団
は
、
こ
こ
ま
で

に
変
質
し
、
転
落
し
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
先
般
、
西
本
願
寺
の
機
関
誌
を
見
て
い
た
ら
、
び

っ
く
り
し
た
こ
と
で
す
が
、
こ
の
懐
中
名
号
を
、
門
徒
一
人
一
人

が
所
持
し
よ
う
と
い
う
主
張
が
載
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
名
づ
け
て

「
パ
ー
ソ
ナ
ル
仏
壇
」
と
い
う
。
そ
れ
を
門
徒
全
員
が
持
つ
が
い

現
代
真
宗
真
偽
論

い
と
い
う
わ
け
で
す
。
も
と
も
と
真
宗
に
お
い
て
は
、
仏
壇
と
い

う
も
の
は
、
燈
明
を
点
し
、
お
花
や
線
香
を
供
え
、

お
供
、
ぇ
物
を

し
て
、
合
掌
し
、
読
経
し
て
、
お
念
仏
を
申
す
も
の
だ
と
理
解
し

て
お
り
ま
し
た
が
、
ど
う
や
ら
信
者
一
人
一
人
が
肌
身
放
さ
ず
に

も
て
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
こ
れ
を
パ
ー
ソ
ナ
ル
仏
壇
と
い

ぅ
。
こ
れ
が
今
日
の
本
願
寺
派
教
団
の
見
解
と
い
う
こ
と
の
よ
う

で
す
。
は
た
し
て
、
教
学
的
に
そ
ん
な
こ
と
が
い
い
う
る
の
か
。

教
団
の
教
学
の
責
任
者
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
と
主
張
に
つ
い
て

ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
最
近
の
西
本
願
寺
は
、
地
方
の
仏

教
婦
人
会
の
大
会
な
ど
で
、
こ
の
懐
中
名
号
を
持
参
し
て
、
そ
れ

を
買
い
求
め
る
よ
う
に
、
さ
か
ん
に
宣
伝
し
、
勧
励
し
て
い
る
よ

う
で
す
が
、

い
っ
た
い
何
ん
の
目
的
で
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の

か
。
こ
れ
で
は
本
山
自
身
が
、
名
号
を
お
守
り
札
化
す
る
こ
と
に

な
り
は
し
ま
せ
ん
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
仏
理
解

は
、
阿
弥
陀
仏
を
、
ま
っ
た
く
実
体
的
存
在
と
し
て
捉
え
る
と
い

う
方
向
に
お
い
て
生
ま
れ
、
受
容
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
ま
さ
し
く
真
宗
の
呪
術
化
で
あ
り
、
偽
の
真
宗
へ
の
転
落

の
姿
と
い
う
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
こ
と
に
悲
し
い
か
ぎ
り
で

す。



現
代
真
宗
真
偽
論

コ
一
、
真
宗
信
心
は
一
元
論
か
二
元
論
か

1
．
真
宗
信
心
の
原
意

次
に
、
真
宗
信
心
は
、

一
元
論
か
一
一
元
論
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
結
論
的
に
は
、

真
宗
信
心
は
、
大
乗
仏
教
と
し
て
の
一
元
論
の
立
場
に
立
っ
て
理

解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
た
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

も
と
も
と
真
宗
信
心
の
原
意
は
、
本
願
文
と
本
願
成
就
文
に
信

心
を
表
わ
す
言
葉
が
で
て
く
る
。
本
願
文
で
は
「
信
楽
」
、
成
就

四

そ
の
信
楽
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
「
信
文
類
」
に
お
い
て
は
、
「
疑

蓋
ま
じ
わ
る
こ
と
な
し
」
と
明
か
し
ま
す
が
、
こ
こ
で
い
う
疑
葦

と
は
、
無
明
な
る
煩
悩
の
こ
と
で
、

い
ま
は
そ
れ
が
ま
じ
わ
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
信
心
と
は
、
無
明
を
は
な
れ
、
煩
悩

が
転
じ
ら
れ
て
い
っ
た
境
地
を
意
味
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。

こ
の
「
疑
蓋
」
と
い
う
語
は
、

い
ろ
ん
な
仏
教
文
献
に
多
く
見
ら

れ
る
言
葉
で
あ
り
、
こ
と
に
天
台
教
学
の
入
門
書
な
ど
に
は
、
詳

し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
点
、
親
鷲
聖
人
が
若

い
時
代
に
、
天
台
教
学
を
学
習
し
た
こ
ろ
に
は
、
こ
の
疑
蓋
と
い

う
術
語
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
出
合
い
、

そ
の
意
味
は
充
分
に
理

尋
ね
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
を
参
照
い
た
し
ま
す
と
、
そ
の
原
語

文
で
は
「
信
心
歓
宣
己
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
原
意
を
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
か
く
し
て
、
親
鴛
聖
人
が
、
こ
の

信
楽
、
信
心
を
明
か
す
に
つ
い
て
、
疑
蓋
が
ま
じ
わ
ら
な
い
と
い

は
と
も
に
、

チ
ツ
タ
・
プ
ラ
サ
l
ダ

2
2円
官
印
印
刷
牛
ー
白
で
す
。

2
3白
と
い
う
の
は
心
、
苦
虫
色
白
と
は
き
れ
い
に
澄
ん
で
喜
び

が
生
ま
れ
て
く
る
、
心
が
澄
ん
で
何
か
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ

と
で
、
そ
れ
は
煩
悩
を
転
じ
た
三
昧
の
境
地
に
つ
ら
な
り
、
こ
の

世
を
超
え
た
出
世
の
体
験
を
意
味
し
ま
す
。

親
鷲
聖
人
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
原
語
は
知
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
そ
の
本
意
を
領
解
し
て
お
り
ま
す
。
親
驚
聖
人
は
、

う
こ
と
は
、
そ
の
信
心
と
は
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、
無
明
、

煩
悩
を
は
な
れ
、
転
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
す
。
親
鷲
聖

人
が
、
『
正
信
念
仏
偶
」
に
お
い
て
、
信
心
の
境
地
を
明
か
す
に

つ
い
て
、
「
す
で
に
よ
く
無
明
の
閣
を
破
す
」
と
い
う
の
は
、
明

確
に
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

ま
た
親
鷲
聖
人
は
、
信
心
を
明
か
す
に
つ
い
て
「
信
心
の
智

慧
」
と
か
、
「
智
慧
の
信
心
」
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、

そ



の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
信
ず
る
心
の
い
で
く
る
は
智
慧
の
お
こ
る

と
し
る
べ
し
」
と
も
語
り
ま
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
信
心

と
い
う
も
の
は
、
仏
法
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
次
第
に
無
明
、
煩

悩
が
転
じ
ら
れ
て
、
新
た
に
眼
が
聞
か
れ
て
ま
こ
と
の
智
慧
が
生

ま
れ
て
く
る
。
新
し
く
も
の
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

す
な
わ
ち
、
信
心
と
は
、
こ
の
世
俗
を
超
え
た
「
め
、
ざ
め
体
験
」

で
あ
る
と
い
い
う
る
わ
け
で
、
信
心
と
は
、
私
が
何
か
に
対
し
て
、

二
元
的
、
対
象
的
に
信
じ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
心
と
は
、

ど
こ
ま
で
も
二
冗
的
、
主
体
的
な
心
の
状
態
を
意
味
し
ま
す
。
も

と
よ
り
、
そ
の
信
心
を
平
易
に
語
る
場
合
に
は
、
阿
弥
陀
仏
を
信

じ
る
と
か
、
本
願
を
信
じ
る
と
い
う
よ
う
に
、

二
元
的
、
対
象
的

に
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
、
親
鷲
聖
人
の
和
文
の
著
作
に
は
、

つ
ね
に
そ
の
よ
う
に
二
元
的
、
対
象
的
な
信
心
と
し
て
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
宗
信
心
を
め
ぐ
っ
て
、
論
理
的

に
解
明
さ
れ
る
「
信
丈
類
」
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
明
快

に
二
冗
的
、
主
体
的
な
信
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
充
分

に
注
目
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
信
心
が
「
め
ざ
め

体
験
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
こ
の
私
に

と
っ
て
、
如
来
の
慈
悲
に
つ
い
て
め
ざ
め
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ

現
代
真
宗
真
偽
論

は
、
そ
の
慈
悲
に
照
ら
さ
れ
た
、
お
の
れ
の
罪
業
の
深
さ
重
さ
に

つ
い
て
め
ざ
め
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
め
ざ
め
」
と
い
う

も
の
は
、
光
が
照
ら
す
明
る
い
方
向
に
向
か
っ
て
眼
が
聞
く
と
同

時
に
、

い
ま
ま
で
迷
い
つ
づ
け
て
い
た
、
暗
さ
に
つ
い
て
も
、
同

時
に
眼
が
開
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
め
ざ
め
体
験
」
と
は
、
そ

の
両
方
向
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
信
心
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い

う
構
造
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

2
．
め
ざ
め
体
験
と
し
て
の
信
心

そ
の
信
心
の
構
造
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
具
体
的

に
申
し
ま
す
と
、
阿
弥
陀
仏
の
第
十
八
願
文
、
本
願
文
の
最
後
の

と
こ
ろ
に
、
「
も
し
生
ま
れ
ず
ば
わ
れ
正
覚
を
と
ら
じ
」
と
誓
わ

れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
私
の
往
生
と
阿
弥
陀
仏

の
正
覚
、
成
仏
と
は
同
時
成
立
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

お
り
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
往
生
正
覚
一
体
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は

必
ず
あ
な
た
を
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
よ
う
。
も
し
も
あ
な
た
が
生

ま
れ
な
か
っ
た
ら
、
私
は
決
し
て
仏
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。

と
す
る
と
、
こ
の
本
願
文
の
意
趣
は
、
私
が
救
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
、

阿
弥
陀
仏
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
往
生
正
覚

五



現
代
真
宗
真
偽
論

一
体
の
問
題
で
す
。
こ
の
問
題
は
、
江
戸
時
代
以
来
、
教
学
上
の

大
き
な
テ
i
マ
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
間
題
に
つ
い
て
、
伝
統
教
学
は
ど
う
解
釈
し
て
い
る
か
。

問
題
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
、

い
ま
も
そ
う
い

う
理
解
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
往
生
と
仏
の
正
覚
、
成
仏

を
二
元
的
に
分
け
ま
す
。
経
典
に
は
、
こ
の
後
に
「
成
仏
以
来
凡

ムノ、

私
が
い
ま
だ
に
こ
の
迷
界
に
と
ど
ま
っ
て
往
生
し
て
い
な
い
の
は
、

事
実
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
論
理

と
事
実
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
て
い
え
ば
、
薬
と
そ
れ
を
飲
む
と

い
う
こ
と
だ
と
申
し
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
が
成
仏
し
た
の
は
、
衆
生

が
往
生
で
き
る
論
理
が
成
就
し
た
か
ら
、
こ
の
薬
を
飲
ん
だ
ら
間

違
い
な
く
病
気
が
冶
る
、
往
生
が
で
き
る
と
い
う
薬
が
で
き
た
か

歴
十
劫
」
、
阿
弥
陀
仏
は
、
す
で
に
十
劫
の
昔
に
成
仏
し
て
い
る
ら
、
あ
る
い
は
道
路
が
完
成
し
た
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
は
、
「
こ
れ

で
私
の
仕
事
は
終
っ
た
」
と
い
う
わ
け
で
成
仏
さ
・
れ
た
。
あ
と
は

と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
と
ダ
ブ
ら
せ
て
、
阿
弥
陀
仏

が
さ
き
に
成
仏
し
て
、
私
の
往
生
は
後
だ
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し

ま
す
。
だ
が
こ
の
十
劫
成
仏
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
親
鷲
聖
人

が
「
塵
点
久
遠
劫
よ
り
も
久
し
き
仏
」
と
も
い
う
よ
う
に
、
阿
弥

陀
仏
、
無
量
寿
仏
と
は
、
本
来
に
無
始
以
来
、
始
め
の
な
い
そ
の

始
め
か
ら
の
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
こ
の
世
俗
に
向
か
っ
て
、

つ
ね
に
到
来
、
示
現
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
に

事
実
、
そ
の
薬
を
飲
む
か
、
飲
ま
な
い
か
、
そ
の
道
を
歩
く
か
、

歩
か
な
い
か
、
私
自
身
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
私
た
ち
の
仕
事

は
、
そ
の
与
え
ら
れ
た
薬
を
飲
む
か
、
飲
ま
な
い
か
、
そ
の
道
を

進
む
か
、
進
ま
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

か
く
し
て
伝
統
教
学
で
は
、
す
で
に
成
仏
し
て
い
る
阿
弥
陀
仏
が
、

い
ま
私
た
ち
に
向
か
っ
て
、
浄
土
か
ら
「
来
い
よ
、
来
い
よ
」
と

ほ
か
な
ら
ず
、
阿
弥
陀
仏
と
は
、
こ
の
私
の
主
体
、
こ
の
私
の
信
呼
ん
で
い
て
下
さ
る
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
、
直
ち
に
疑
い
な
く

そ
の
声
に
応
じ
て
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
六
字
の
名
号
、

心
の
ほ
か
に
は
、
決
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
伝
統
教
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
を
、
論

理
と
事
実
と
に
二
元
的
に
分
け
て
理
解
し
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
が
、

す
で
に
十
劫
の
昔
に
成
仏
し
た
の
は
、
論
理
の
成
立
を
意
味
し
、

そ
の
薬
を
頂
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
本
願

文
が
明
か
す
と
こ
ろ
の
、
往
生
正
覚
一
体
、
私
の
ほ
か
に
仏
は
な

く
、
仏
の
ほ
か
に
私
は
な
い
。
私
と
阿
弥
陀
仏
、
そ
の
往
生
と
正



本
原
理
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願

覚
は
一
体
で
あ
り
、
同
時
成
立
と
い
う
思
想
は
、
大
乗
仏
教
の
根
在
し
て
い
る
と
考
え
て
、
そ
れ
を
二
元
的
、
対
象
的
に
求
め
て
、

つ
い
に
そ
の
仏
の
存
在
を
認
め
る

の
道
理
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く

一
一
元
的
、
対
象
的
に
、
分
断
し
て
阿
弥
陀
仏
を
捉
え
る
。
こ
れ
が

本
願
寺
派
の
伝
統
教
学
に
お
け
る
理
解
で
す
。

本
願
寺
派
の
教
学
で
は
、
も
う
一
方
で
、
数
々
成
仏
と
い
う
こ

と
を
申
し
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
問
題
を
主
体
的
に
捉
え
て
、

一
人
の
衆
生
に
対
し
て
、

一
人
一
人
の
法
蔵
菩
薩
が
出
現
し
、
そ

の
一
人
の
往
生
に
即
し
て
一
人
の
法
蔵
菩
薩
が
成
仏
す
る
。
か
く

し
て
無
数
、
無
尽
に
法
蔵
菩
薩
が
成
仏
す
る
と
い
う
わ
け
で
、
そ

れ
を
数
々
成
仏
と
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
領
解
は
、
そ
の
問
題

を
主
体
的
に
捉
え
る
と
い
う
点
は
充
分
に
評
価
で
き
ま
す
が
、
そ

れ
は
な
お
、

一
人
一
人
の
主
体
的
な
信
心
体
験
を
離
れ
た
、
観
念

的
な
解
釈
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
で
す
。

か
く
し
て
こ
の
間
題
は
、
本
質
的
に
は
、
私
が
往
生
し
な
い
か

ぎ
り
は
、
私
に
と
っ
て
の
阿
弥
陀
仏
は
存
在
し
な
い
。
私
の
信
心
、

そ
の
め
ざ
め
体
験
の
成
立
に
即
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
私
に
と
っ

て
の
阿
弥
陀
仏
が
、
確
か
に
現
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
も

の
で
す
。
そ
う
で
は
な
し
に
、
す
で
に
阿
弥
陀
仏
が
ど
こ
か
に
存

現
代
真
宗
真
偽
論

人

い
ろ
い
ろ
と
思
案
し
思
議
し
、

と
い
う
の
は
、
真
宗
信
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
仏
が
ど
こ

か
に
存
在
す
る
か
ら
、
そ
れ
を
私
が
信
じ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
信
心
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
が
私
に
と
っ
て
確
か
と
な
り
、

現
わ
と
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
親
鷲
聖
人
の
教
え
に
導
か
れ
て
、

ひ
と
え
に
お
念
仏
を
申
す
こ
と
、
そ
の
お
念
仏
の
生
活
、
そ
の
仏

道
の
相
続
と
深
化
に
お
い
て
、
や
が
て
「
め
ざ
め
体
験
」
と
し
て

の
信
心
が
聞
か
れ
て
く
る
。
そ
の
信
心
に
お
い
て
、
私
に
と
っ
て

の
阿
弥
陀
仏
が
、
は
じ
め
て
確
か
な
も
の
と
な
り
、
現
在
す
る
わ

け
で
す
。
こ
の
信
心
体
験
に
お
い
て
こ
そ
、
地
獄
も
浄
土
も
、
そ

の
存
在
を
確
か
に
知
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

3
．
伝
統
教
学
に
お
け
る
解
釈

し
か
し
、
伝
統
教
学
に
お
け
る
信
心
理
解
に
お
い
て
は
、
真
宗

一
元
的
、
主
体
的
な
「
め
ざ
め
体

信
心
と
は
、
基
本
的
に
は
、

験
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
っ
た
く
見
失
わ
れ
て
、

二
元
的
、

対
象
的
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
は
、
明
確

に
は
覚
知
の
真
宗
理
解
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
覚
如
は
、
若
い
頃

七



現
代
真
宗
真
偽
論

に
、
西
山
浄
土
宗
の
教
学
を
学
び
ま
し
た
の
で
、
覚
如
の
真
宗
理

解
に
は
、
こ
の
西
山
浄
土
宗
の
一
一
元
論
的
な
教
学
が
色
濃
く
反
映

し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
そ
の
信
心
理
解
で
す
。
覚
如
は
、

そ
の
信
心
を
「
帰
属
」
と
か
「
帰
托
」
と
明
か
し
て
、
私
が
阿
弥

陀
仏
に
対
し
て
、

い
ち
ず
に
「
帰
す
」
こ
と
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。

し
か
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
親
鷲
聖
人
の
血
脈
を
受
け
る
善
知

識
が
仲
介
者
と
な
る
必
要
が
あ
る
と
い
い
、
そ
の
善
知
識
と
は
、

「
生
身
の
如
来
」
で
あ
り
、
「
如
来
の
代
官
」
で
あ
っ
て
、
そ
の

J¥ 

対
象
的
な
帰
属
の
心
、
能
帰
の
心
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
っ
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
真
宗
信
心
の
理
解
を
め
ぐ
る
屈
折
が

は
じ
ま
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
や
が
て
蓮
如
に

至
る
と
、
こ
の
よ
う
な
二
元
的
な
信
心
理
解
は
さ
ら
に
徹
底
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
た
す
け
た
ま
へ
と
た
の
む
」
と
い

う
表
現
に
見
ら
れ
る
信
心
領
解
で
す
。
蓮
如
は
、
早
い
頃
に
は
、

「
た
の
む
」
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
後

に
は
さ
か
ん
に
「
た
の
む
」
と
い
い
ま
す
。
こ
と
に
「
こ
の
阿
弥

善
知
識
に
帰
し
て
こ
そ
、
ま
た
よ
く
阿
弥
陀
仏
に
帰
属
し
、
帰
托
陀
ほ
と
け
の
御
袖
に
、
ひ
し
と
す
が
り
ま
い
ら
す
る
お
も
ひ
を
な

し
て
、
後
生
を
た
す
け
た
ま
へ
と
、
た
の
み
も
う
せ
」
な
ど
と
申

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
覚
知
の
長
子
存
覚

も
、
真
宗
教
義
に
つ
い
て
種
々
に
解
説
し
、
多
く
の
著
作
を
作
製

し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
信
心
理
解
を
め
ぐ
っ
て
は
、
覚
如
と
同

じ
よ
う
に
西
山
浄
土
宗
の
教
学
の
影
響
を
受
け
て
、
「
能
帰
」
と

明
か
し
て
お
り
ま
す
。
こ
と
に
こ
の
存
覚
は
、
そ
の
『
六
要
妙
」

の
中
で
、
信
の
意
義
を
解
説
す
る
に
つ
い
て
、
『
倶
舎
論
光
記
』

や
「
成
唯
識
論
』
な
ど
、
仏
教
一
般
の
文
献
に
よ
り
な
が
ら
も
、

そ
れ
ら
を
断
章
取
義
し
、
ま
た
強
引
に
読
み
替
え
て
、
信
心
と
は

「
愛
楽
」
を
意
味
す
る
と
主
張
し
て
お
り
ま
す
。
か
く
し
て
、
親

し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
明
確
に
、
真
宗
信
心
が
、
一
一
元
的
、

対
象
的
な
心
情
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
真
宗
信
心
の
原
意
と
し
て

の
チ
ッ
タ
・
プ
ラ
サ
1
ダ
、
親
驚
聖
人
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
信

じ
る
心
の
い
で
く
る
は
智
慧
の
お
こ
る
と
し
る
べ
し
」
と
い
う
信

心
と
は
、
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、

よ

よ
く
知
ら
れ
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
真
宗
信
心
を
め
ぐ
る
近
世
以
来
の
教
学
史
に

鷲
聖
人
没
後
ま
も
な
く
し
て
、
真
宗
信
心
は
、
ま
っ
た
く
二
元
的
、
教
学
の
流
れ
は
、
大
き
く
分
け
る
と
空
華
学
派
と
石
泉
学
派
の

お
け
る
理
解
を
見
ま
す
と
、
本
願
寺
派
に
お
い
て
は
、
そ
の
近
世



流
派
に
分
か
れ
ま
す
が
、
そ
の
空
華
学
派
を
代
表
す
る
教
学
者
の

主
口
譲
は
、
信
心
と
は
「
名
号
を
当
て
に
し
て
頼
み
に
し
た
る
な

り
」
と
い
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
典
型
的
な
二
元
的
な
信
心
理
解
で

す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
石
泉
学
派
の
僧
叡
は
、
信
心
と
は
「
心
が

澄
ん
で
奇
麗
に
な
る
。
こ
れ
が
信
と
い
う
物
柄
な
り
」
と
い
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
見
事
に
、
真
宗
信
心
の
原
意
、
親
鷲
聖
人
の
意
趣

が
捉
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
僧
叡
の
教
学
は
、
本

願
寺
派
で
は
異
端
と
し
て
徹
底
し
て
排
除
さ
れ
ま
し
た
。
自
力
の

傾
向
が
強
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
す
。
か
く
し
て
、
本
願

寺
派
の
教
学
は
、
も
っ
ぱ
ら
一
一
元
的
な
空
華
学
派
が
主
流
と
な
っ

て
い
き
、
今
日
に
お
よ
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
大
谷
派
の
教
学
に

お
い
て
は
、
近
世
に
お
い
て
は
学
派
の
分
裂
は
生
ま
れ
ず
、
京
都

に
は
信
心
が
二
冗
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
近
代
の
清

沢
満
之
の
思
想
に
も
と
づ
く
領
解
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
ど
う
し

て
そ
う
い
い
う
る
か
の
詳
細
は
語
っ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

曽
我
は
、
基
本
的
に
は
、
存
覚
の
教
学
を
継
承
し
て
い
ま
す
の
で
、

ど
こ
か
で
は
、
二
元
的
、
対
象
的
な
信
心
理
解
も
見
ら
れ
て
、

しミ

ま
ひ
と
つ
明
瞭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
信
を
め
ぐ
る
真
宗
教
学
史
に
お
け
る
理
解
に
つ
い
て
は
、

お
お
ざ
っ
ぱ
に
申
し
ま
す
と
、
本
願
寺
派
に
お
い
て
は
、
と
く
に

覚
如
、
蓮
如
を
、
つ
け
て
、
真
宗
の
行
と
は
、
名
号
だ
と
理
解
し
ま

す
の
で
、
そ
の
信
と
は
、
そ
の
法
体
名
号
に
帰
順
し
て
、
そ
の
名

号
を
い
た
だ
く
こ
と
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
谷
派

で
は
、
と
く
に
存
覚
の
教
学
を
、
つ
け
て
、
真
宗
の
行
と
は
、
称
名

の
高
倉
学
派
が
一
貫
し
て
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
学
派
念
仏
だ
と
理
解
し
ま
す
の
で
、
そ
の
信
と
は
、
そ
の
念
仏
行
に
対

い
ず
れ
も
本
質

を
代
表
す
る
深
励
に
よ
り
ま
す
と
、
「
信
ず
る
と
い
う
と
、
た
の

む
と
い
う
と
は
同
じ
」
と
主
張
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
ま
た

真
宗
信
心
は
、
明
ら
か
に
二
元
的
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
た

だ
し
、
大
谷
派
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
現
代
に
属
す
る
わ
け
で
す

が
、
曽
我
量
深
に
よ
り
ま
す
と
、
「
信
心
と
い
う
も
の
と
悟
り
と

い
う
も
の
と
は
、
本
質
的
に
は
同
じ
も
の
」
と
い
い
ま
す
。
こ
こ

現
代
真
宗
真
偽
論

し
て
信
じ
る
と
い
う
能
信
を
語
る
わ
け
で
す
が
、

的
に
は
、
二
元
的
、
対
象
的
な
信
心
理
解
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

4
．
偽
の
真
宗
へ
の
転
落

信
’し、こ
理の
解よ
はう

な
今親
日驚
の聖
教入
学没
に後
もま
多も
大な
なく
影し
響て
を屈
も折
たし
らて
しい
てつ
おた

九



現
代
真
宗
真
偽
論

り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
今
日
の
真
宗
に
お
い
て
は
、
そ
の
教
学
に

お
い
て
も
、
そ
の
伝
道
、
布
教
の
現
場
に
お
い
て
も
、
「
信
心
」

と
い
う
言
葉
と
「
信
仰
」
と
い
う
言
葉
が
、
ま
っ
た
く
混
同
さ
れ

て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
。

信
心
と
い
う
語
は
、
も
ち
ろ
ん
中
国
仏
教
に
お
い
て
生
ま
れ
た
も

の
で
す
が
、
信
心
と
漢
訳
さ
れ
た
原
語
と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
と
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
「
心
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
が

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
仏
教
で
は
そ
れ
に
す
べ
て
「
心
」

と
い
う
字
を
加
え
て
信
心
と
訳
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
明
ら
か

に
、
仏
教
に
お
け
る
信
と
は
、
ま
っ
た
く
主
体
的
な
心
的
状
態
を

意
味
す
る
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ

に
対
し
て
、
信
仰
と
は
、
日
本
で
は
古
語
と
し
て
信
仰
と
い
う
一
言

葉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
た
ぶ
ん
に
世
俗
的
な

意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
に
お
け
る
信
仰
と
い
う
語
は
、

明
ら
か
に
近
代
初
頭
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
再
進
出

し
た
時
に
、
そ
の
バ
イ
ブ
ル
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
、
神
を
信
じ
る

と
い
う
英
語
の
フ
ェ
イ
ス
、

P
H円
｝
戸
を
信
仰
と
訳
し
た
こ
と
に
は

じ
ま
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
は
天
に
ま
し
ま
す
か
ら
、

神
を
信
じ
る
こ
と
は
仰
ぐ
こ
と
で
、
信
仰
と
は
そ
の
意
味
を
よ
く

。

あ
ら
わ
し
た
言
葉
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、

日
本
の
神
々
も
、
も
と
も
と
は
カ
ミ
（
上
）
だ
と
い
う
解
釈
に
従

う
な
ら
ば
、
同
じ
よ
う
に
信
仰
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
る
こ
と
を
仰
ぐ
と
い
い
う
る
か
。

阿
弥
陀
仏
と
は
、
親
鷲
聖
人
が
「
微
塵
世
界
に
み
ち
み
ち
た
ま
へ

り
。
す
な
わ
ち
、

一
切
群
生
海
の
心
な
り
」
と
い
わ
れ
る
と
お
り

で
す
。
ど
う
し
て
、
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
る
こ
と
を
仰
ぐ
と
い
い
う

る
か
。
し
か
し
、
今
日
の
真
宗
に
お
い
て
は
、
信
心
と
信
仰
と
が

混
同
さ
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
す
る
と
い
う
。
い
か
に
真
宗
信

心
が
、
一
一
元
的
、
対
象
的
な
信
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
か
が
明
瞭
で

あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
バ
イ
ブ
ル
で
も
、
信
仰
と
い
う
語
と

信
心
と
い
う
語
が
、
明
確
に
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
真

宗
に
お
け
る
信
心
の
意
味
が
、

い
か
に
暖
昧
に
な
っ
て
い
る
か
が
、

厳
し
く
反
省
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
真
宗
信
心
の
暖
昧
性
、
そ
の
二
元
性
が
、
こ
と
に

近
代
以
来
、
国
家
体
制
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、

や
が
て
は
権
威
随
順
の
心
情
を
醸
成
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
、

てコ

い
に
は
天
皇
制
に
重
層
し
、
民
衆
の
天
皇
崇
拝
を
い
っ
そ
う
補
完

し
て
い
き
ま
し
た
。
事
実
、
天
皇
に
つ
い
て
の
生
き
神
信
仰
は
、



真
宗
信
者
に
も
っ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
研
究
報
告
も
あ
る
ほ
ど

で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
信
心
は
、
や
が
て
ア
ジ
ア
太
平
洋

い
よ
い
よ
体
制
順
応
、
国
策
追
随
の
イ
デ

戦
争
が
は
じ
ま
る
と
、

も
、
大
谷
派
の
教
学
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。

か
く
し
て
、
現
代
真
宗
学
に
お
け
る
信
心
理
解
も
、
お
し
な
べ

て
二
元
的
、
対
象
的
な
信
心
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
の
代
表

た
。
こ
の
戦
時
教
学
に
お
い
て
は
、
日
本
の
神
々
と
阿
弥
陀
仏
は

オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
て
い
き
、
真
宗
学
は
戦
時
教
学
と
名
の
り
ま
し
的
な
真
宗
学
者
の
著
書
を
見
る
と
、
真
宗
信
心
と
は
、
「
頂
き
ぶ

り
、
仰
ぎ
ぶ
り
」
だ
と
い
い
、
ま
た
「
名
号
領
受
、
絶
対
依
患
」

同
じ
だ
と
い
い
、
ま
た
天
皇
と
阿
弥
陀
仏
も
同
じ
だ
と
い
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
こ
の
戦
争
は
聖
戦
で
あ
る
か
ら
、
戦
争
で
戦
死
し

の
こ
と
だ
と
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
完
全
な
二
元
論
的
信
心
理

解
で
す
。
こ
れ
で
は
信
心
と
は
ま
っ
た
く
権
威
に
対
す
る
随
順
、

た
も
の
は
す
べ
て
浄
土
に
往
生
す
る
。
だ
か
ら
靖
国
神
社
と
浄
土
体
制
に
対
す
る
順
応
の
心
情
は
育
て
て
も
、
明
確
な
責
任
主
体
を

確
立
さ
せ
、
自
立
の
論
理
を
育
て
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た

は
同
じ
だ
と
い
い
ま
し
た
。
ま
た
本
願
文
の
「
唯
除
五
逆
誹
詩
正

法
」
の
「
正
法
」
と
は
、
天
皇
の
命
令
の
こ
と
で
、
天
皇
の
命
令

に
そ
む
く
も
の
は
浄
土
に
往
生
で
き
な
い
と
ま
で
い
い
ま
し
た
。

戦
争
下
の
真
宗
学
は
、
こ
こ
ま
で
も
自
己
喪
失
し
て
、
国
家
体
制

に
追
随
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
、
こ
の

真
宗
信
心
が
、
親
驚
没
後
に
変
質
し
て
い
き
、

二
元
的
、
対
象
的

な
信
心
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
基
因
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
戦
時
教
学
は
、
戦
後
に
お
い
て
、
何

が
っ
て
ま
た
、
念
仏
者
一
人
一
人
に
お
け
る
、
た
く
ま
し
い
生
活

実
践
の
原
理
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
日
盛
ん
に
、

念
仏
者
の
社
会
的
な
実
践
が
要
請
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

真
宗
学
が
、
何
ら
そ
の
実
践
理
論
を
提
起
で
き
な
い
、
最
大
の
理

由
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
真
宗
教
団
は
今
も
っ
て
過
去

の
真
俗
二
諦
論
を
引
き
ず
り
続
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
と
う
て

ぃ
、
こ
れ
か
ら
の
人
々
の
ま
こ
と
の
生
き
ざ
ま
を
指
導
す
る
、
新

教
学
は
、
何
ら
の
反
省
も
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
ま
ま
戦
後
の
教
学

ら
も
自
己
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
戦
時
し
い
真
宗
倫
理
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
よ
い
よ
現
代
の
人
々
か
ら
見
放
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

が
続
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
本
願
寺
派
に
お
い
て

現
代
真
宗
真
偽
論

真
宗
信
心
を
、

二
元
的
、
対
象
的
に
捉
え
る
か
ぎ
り
、
ま
こ
と
の

一一



現
代
真
宗
真
偽
論

真
宗
は
成
立
す
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

親
鷲
聖
人
に
つ
い
て
も
深
く
理
解
し
て
い
た
西
田
幾
多
郎
は
、

そ
の
最
後
の
論
文
で
あ
る
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
の

ゴ
1
タ
マ
・
ブ
ツ
ダ
、
お
釈
迦
様
が
教
説
さ
れ
た
基
本
の
原
理

は
、
「
さ
と
り
」
を
ひ
ら
か
れ
た
後
、
最
初
に
説
法
さ
れ
た
と
い

中
で
、
「
も
し
対
象
的
に
仏
を
見
る
と
い
う
如
き
な
ら
ば
、
仏
法
教
え
は
「
中
道
」
の
教
え
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
、
生
ま
れ
て
以

う
初
転
法
輪
の
教
え
の
中
に
見
え
ま
す
。
そ
こ
で
説
か
れ
て
い
る

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
真
宗
信
心
が
、
あ
く
ま
で
二
元
的
、

は
魔
法
で
あ
る
」
と
い
い
ま
す
が
、
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
の
指
摘
来
、
王
宮
の
中
で
、
長
い
間
、
快
楽
を
追
い
求
め
て
生
活
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
生
き
方
に
疑
問
を
い
だ
い
て
王
宮
を
出
て
出

対
象
的
な
信
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
も
は
や

大
乗
仏
教
で
は
な
く
、
ま
た
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
の
論
理
と
も

組
酷
し
、
ま
た
親
驚
聖
人
の
根
本
意
趣
か
ら
も
遠
く
逸
脱
し
て
、

明
ら
か
に
偽
の
真
宗
に
転
落
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

四
、
真
宗
は
力
の
宗
教
か
道
の
宗
教
か

1
．
仏
教
の
基
本
的
立
場

次
に
、
真
宗
は
力
の
宗
教
か
道
の
宗
教
か
、
と
い
う
問
題
を
め

ぐ
っ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
結
論
的
に
は
、
真

宗
と
は
道
の
宗
教
で
あ
っ
て
、
力
の
宗
教
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
申
し
た
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

家
し
、
六
年
の
問
、
徹
底
的
に
肉
体
を
傷
め
て
、
精
神
の
独
立
を

は
か
ろ
う
と
す
る
苦
行
を
続
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
、

そ
う
い
う
楽
と
苦
の
板
端
な
二
つ
の
生
き
方
を
厳
し
く
反
省
し
、

心
を
改
め
て
菩
提
樹
の
下
に
端
座
し
て
、
こ
の
宇
宙
世
界
と
人
間

存
在
の
根
本
道
理
に
つ
い
て
深
く
思
惟
し
、
楽
を
求
め
る
生
き
方

も
、
苦
に
徹
す
る
生
き
方
も
、

い
ず
れ
も
あ
や
ま
り
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
、
人
生
を
生
き
る
に
つ
い
て
は
、
本
能
、
欲
望
の
お
も

む
く
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
も
あ
や
ま
り
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
反
対

の
欲
望
を
否
定
し
て
肉
体
を
苦
し
め
て
生
き
る
こ
と
も
あ
や
ま
り

で
あ
っ
て
、
不
楽
不
苦
な
る
中
の
道
、
「
中
道
」
こ
そ
が
人
聞
が

生
き
る
ま
こ
と
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
「
め
ざ
め
」
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
道
と
は
、
た
ん
に
楽
と
苦
の
中
間
の
道
と

い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
楽
不
苦
と
し
て
、
楽
の
道
も
苦



の
道
も
、
ど
ち
ら
も
否
定
し
て
い
る
の
で
す
。
楽
を
否
定
し
、
苦
き
理
想
の
私
に
、
ど
う
し
た
ら
な
れ
る
の
か
。
そ
の
道
に
つ
い
て

る
。
こ
こ
に
人
生
の
真
実
の
生
き
方
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を

を
否
定
す
る
。
そ
の
ど
ち
ら
も
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
生
き
明
か
し
た
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
私
が
仏
に
な
っ
て
い
く

と
い
う
成
仏
道
で
す
。
真
宗
の
教
え
も
、
ま
た
そ
れ
を
う
け
て
私

教
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
中
道
の
教
え
が
、
後
世
さ

ま
ざ
ま
に
展
開
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
、
教
義
に
な
っ
て
い
つ

た
わ
け
で
す
。
親
鴛
聖
人
の
非
僧
非
俗
、
非
真
非
俗
と
い
う
生
き

が
仏
に
な
っ
て
い
く
道
、
そ
の
成
仏
道
を
教
え
る
も
の
で
す
。
親

鷲
聖
人
が
、
「
念
仏
成
仏
す
る
こ
れ
真
宗
な
り
」
と
い
い
、
ま
た

「
本
願
を
信
じ
念
仏
を
も
う
さ
ば
仏
に
な
る
」
と
い
う
通
り
で
す
。

の
生
き
方
、
真
宗
信
心
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
に
非
ず
俗

方
も
、
こ
の
中
道
の
教
説
の
展
開
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
念
仏
者
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
真
宗
と
は
道
の
宗
教
で
す
。
ひ
た
す
ら

に
お
念
仏
を
申
し
つ
つ
、
そ
の
念
仏
に
お
い
て
少
し
ず
つ
人
間
的

に
非
ず
と
い
う
生
き
方
、

い
つ
も
仏
法
に
背
い
て
生
き
て
い
る
現

実
を
省
み
つ
つ
、
そ
こ
に
「
い
た
み
」
を
思
い
、
ま
た
同
時
に
、

世
俗
に
沈
ん
で
生
き
て
い
る
現
実
を
省
み
つ
つ
、

つ
ね
に
仏
法
に

近
づ
い
て
い
こ
う
と
い
う
、
「
ね
が
い
」
を
抱
い
て
生
き
て
い
く

と
い
う
生
き
方
で
す
。
そ
れ
が
親
鷲
聖
人
が
示
さ
れ
た
非
真
非
俗

な
る
生
き
方
で
、
そ
れ
は
ゴ

l
タ
マ
・
ブ
ツ
ダ
の
初
転
法
輪
の
中

道
の
教
え
に
も
と
づ
く
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
ゴ

l
タ
マ
・
ブ
ツ
ダ
は
、
そ
の
中
道
の
教
え
に
つ
い

て
、
さ
ら
に
具
体
的
に
、
四
諦
八
正
道
の
教
説
を
語
っ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
教
説
も
ま
た
、
基
本
的
に
は
、
人
間
の
ま
こ
と
の
生
き

ざ
ま
を
教
え
た
も
の
で
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
の
私
が
、
あ
る
べ

現
代
真
宗
真
偽
論

に
脱
皮
し
成
長
し
て
い
く
、
人
間
成
熟
、
人
間
成
就
の
道
、
そ
れ

が
真
宗
で
す
。
成
っ
て
い
な
い
私
が
、
お
念
仏
を
通
し
て
、
少
し

ず
つ
ま
し
な
人
間
に
成
っ
て
い
く
、
は
る
か
な
る
浄
土
を
め
ざ
し
、

仏
を
め
ざ
し
て
成
長
し
て
い
く
道
、
そ
れ
が
真
宗
で
す
。

2
．
真
宗
は
念
仏
成
仏
の
教
え

真
宗
の
成
仏
道
は
念
仏
の
道
で
す
。
念
仏
を
申
し
て
信
心
を
聞

く
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
の
真
宗
教
学
に
は
念
仏
が
抜
け
て

い
る
。あ

る
と
こ
ろ
で
、
お
念
仏
を
申
し
て
い
た
ら
、
そ
ん
な
に
念
仏

を
す
る
も
の
で
は
な
い
と
、
僧
侶
に
叱
ら
れ
た
と
い
う
信
者
の
悩

一
一



現
代
真
宗
真
偽
論

み
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
驚
い
た
こ
と
で
す
。
真
宗
は
、

ま
ず
念
仏
を
申
す
べ
し
、

で
す
。
念
仏
の
な
い
真
宗
は
、
ま
っ
た

く
無
意
味
で
す
。
念
仏
を
申
せ
ば
こ
そ
、

や
が
て
そ
の
念
仏
が
信

心
を
聞
く
の
で
す
。
念
仏
を
申
し
て
信
心
を
聞
く
、
念
仏
が
プ
ロ

セ
ス
で
信
心
が
ゴ

l
ル
。
し
か
し
ま
た
、
念
仏
の
ほ
か
に
信
心
は

な
い
。
親
驚
聖
人
が
「
真
実
信
心
は
必
ず
名
号
を
具
す
。
名
号
は

必
ず
し
も
願
力
の
信
心
を
具
せ
ざ
る
な
り
」
と
い
い
、
ま
た
「
行

を
は
な
れ
た
る
信
は
な
し
と
き
き
て
候
。
ま
た
信
を
は
な
れ
た
る

行
な
し
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
」
と
い
わ
れ
る
通
り
で
す
。
行
信

如
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
道
元
も
ま
た
同
じ
こ
と
を
い
い
ま
す
。

道
元
に
お
い
て
は
、
坐
禅
を
修
め
て
証
悟
を
開
く
の
で
す
が
、
修

は
プ
ロ
セ
ス
、
証
は
ゴ

I
ル
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
同
時
に
、
修

証
一
等
だ
と
い
い
ま
す
。
仏
道
の
構
造
は
、
念
仏
も
坐
禅
も
同
じ

こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
ま
こ
と
の
念
仏
に
お
い
て
信
心
を
聞
い
た
な
ら
ば
、

四

こ
の
身
に
お
い
て
、
仏
に
成
る
と
い
う
た
。
道
元
は
五
十
二
歳
で

死
ん
だ
が
、
仏
に
成
っ
た
と
い
っ
た
。
親
鷲
聖
人
は
九
十
歳
ま
で

生
き
た
け
れ
ど
、
仏
に
な
れ
な
い
と
い
っ
た
。
こ
こ
に
は
親
鷲
の

思
想
に
お
け
る
、
自
己
を
問
う
眼
の
厳
し
さ
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

仏
に
成
る
べ
き
身
と
な
る
。
仏
と
成
る
と
は
い
わ
な
い
。
親
鷲
聖

人
に
お
け
る
思
想
の
徹
底
性
が
知
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
と
も
か

く
も
念
仏
に
お
い
て
、
人
聞
が
成
長
す
る
の
で
す
。
愚
か
な
人
間
、

粗
末
な
人
聞
が
、
お
念
仏
を
申
し
て
、
少
し
ず
つ
ま
し
な
人
間
に

成
長
し
て
い
く
。
そ
れ
を
信
心
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
伝
統
教
学
で
は
そ
う
は
い
わ
な
い
。
信
心
を

う
れ
ば
、
た
だ
後
生
が
明
ら
か
に
な
る
だ
け
で
、
人
間
の
自
性
は

何
ら
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
死
後
に
浄
土
に
い
け
ば
仏
に
成

る
の
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
親
驚
聖
人
が
明

ら
か
に
し
た
真
宗
と
は
、
お
念
仏
を
申
し
つ
つ
、
こ
の
現
実
に
お

い
て
、
そ
の
お
念
仏
に
お
い
て
、
確
か
に
育
て
ら
れ
て
い
く
。
人

「
念
仏
を
信
じ
る
は
、
す
な
わ
ち
智
慧
を
え
て
、
仏
に
な
る
べ
き
間
一
人
一
人
が
、
少
し
ず
つ
脱
皮
し
、
成
長
し
て
い
く
の
で
す
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
親
驚
聖
人
が
『
愚
禿
紗
』
に
お
い
て
信
心

身
と
な
る
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
「
仏
に
な
る
べ
き
身
と
な
る
な

り
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
「
仏
に
成
る
」
と
は
い
わ
な
い
。
仏
に
成

る
べ
き
身
と
な
る
と
い
い
ま
す
。
道
元
や
日
蓮
は
、
こ
の
世
で
、

を
説
明
す
る
に
つ
い
て
、
第
十
八
願
成
就
文
に
も
と
づ
い
て
「
信

受
本
願
即
得
往
生
」
と
い
う
言
葉
を
書
き
、
そ
の
下
に
「
前
念
命



終
後
念
即
生
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
善
導
の
言
葉
で
す
。
か

く
し
て
「
信
受
本
願
前
念
命
終
、
即
得
往
生
後
念
即
生
」
と
い
う
。

こ
こ
で
い
う
前
念
、
後
念
と
は
時
間
の
こ
と
で
、
前
念
と
は
前
の

時
間
、
後
念
と
は
後
の
時
間
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
本

願
信
受
、
ま
こ
と
の
信
心
を
、
つ
れ
ば
、
前
の
時
間
に
裟
婆
の
迷
い

の
寿
命
が
終
わ
る
。
そ
し
て
後
の
時
間
に
即
得
往
生
す
る
。
仏
の

生
命
を
頂
い
て
、
こ
こ
か
ら
新
し
い
浄
土
の
生
命
が
始
ま
る
と
い

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
力
の
宗
教
は
神
道
で
す
。
神
道
で
は
教
え

は
語
ら
な
い
。
お
祈
り
だ
け
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
宗
は
、

親
驚
聖
人
没
後
、
早
々
に
神
道
に
く
み
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
す
で
に
覚
如
に
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
そ
の
息
子
の
存
覚

が
、
い
っ
そ
う
深
く
神
道
に
癒
着
し
て
い
き
ま
し
た
。
親
鷲
聖
人

が
あ
れ
だ
け
厳
し
く
批
判
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
驚
聖
人

没
後
ま
も
な
く
に
し
て
、
真
宗
が
、

日
本
の
民
族
宗
教
と
し
て
の

さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
前
に
申
し
た
私
の
言
葉
で
い

う
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
お
念
仏
に
お
い
て
か
ぎ
り
な
く
相
続
神
道
に
転
落
す
る
道
を
聞
い
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

」
と
は
存
覚
の
『
諸
神
本
懐
集
』
な
ど
に
明
瞭
で
す
。
そ
れ
ら
に

え
ば
、
脱
皮
と
成
長
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
が
深
ま
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
す
。
信
心
の
相
続
と
そ
の
反
復
、
深
化
に
お
い
て
、
人

聞
は
い
っ
そ
う
脱
皮
と
成
長
を
遂
げ
て
い
く
の
で
す
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
親
驚
聖
人
は
ま
た
、
そ
う
い
う
信
心
の
人
を
、
「
必
定

の
菩
薩
」
と
い
い
、
ま
た
「
如
来
と
等
し
き
人
」
と
も
い
い
ま
す
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
真
宗
と
は
、
ま
さ
し
く
人
間
成
就
を
め

ざ
す
道
の
宗
教
で
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

3
．
伝
統
教
学
に
お
け
る
解
釈

と
こ
ろ
が
、
伝
統
教
学
は
そ
う
は
い
わ
な
い
。
力
の
宗
教
に
な

現
代
真
宗
真
偽
論

よ
り
ま
す
と
、
日
本
の
神
に
は
、
実
類
神
と
権
化
神
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
古
く
か
ら
の
日
本
の
神
に
は
、
キ
ツ
ネ
や
ヘ
ピ
な
ど
を

神
と
し
て
把
っ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
実
類
神
と
い
う
。
そ
れ

に
対
し
て
、
偉
い
人
な
ど
を
神
と
し
て
記
っ
た
も
の
を
権
化
神
と

い
い
ま
す
。
存
覚
は
、
初
め
の
こ
ろ
は
実
類
神
を
排
し
て
、
権
化

神
だ
け
が
阿
弥
陀
仏
の
化
現
だ
と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
後
に
は

こ
の
よ
う
な
実
類
神
、
キ
ツ
ネ
で
あ
ろ
う
と
ヘ
ピ
で
あ
ろ
う
と
、

そ
う
い
う
神
々
も
、
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
化
現
で
あ
る
か
ら
大
事

に
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
い
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、

蓮
如
に
な
る
と
い
っ
そ
う
強
く
な
り
、

一
切
の
諸
神
の
功
力
、
パ

五
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ワ
ー
は
、
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
名
号
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
と
申
し

て
お
り
ま
す
。

最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
蓮
知
は
、
「
南
無
天
満
大
自
在
天
神
」

と
い
う
天
神
名
号
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
当
時
は
天
満
宮
信
仰
が

ーム
ノ、

う
な
考
》
え
方
は
、

や
が
て
近
代
に
か
け
て
、
廃
仏
段
釈
と
い
う
運

動
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

」
の
よ
う
な
仏
教
排
斥
論
を
、
つ
け
て
、
仏
教
の
側
、
特
に
真
宗

は
ど
う
い
う
対
応
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
批
判
に

盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
天
神
名
対
し
て
、
真
宗
の
あ
り
方
を
厳
し
く
自
己
批
判
し
て
、
き
ち
ん
と

仏
教
本
来
の
立
場
に
立
ち
か
え
ろ
う
と
す
る
動
き
は
少
な
か
っ
た
。

号
は
、
蓮
如
の
子
供
た
ち
が
大
切
に
奉
持
し
て
い
た
と
い
う
記
録

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
最
近
で
は
、
蓮
知
筆
の
「
南
無
拝
師
明
神
」

と
い
う
名
号
も
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
真
宗
信
心

の
中
に
、
日
本
の
神
祇
信
仰
が
吸
収
さ
れ
、
重
層
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
、

や
が
て
近
世
の
教
学
に
お
い
て
は
、

三
教
一
致
論
と
い
う
主
張
を
生
ん
で
い
き
ま
す
。
特
に
近
世
の
末
を
背
景
と
す
る
近
代
天
皇
制
が
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
、
真
宗
は

ま
た
そ
の
ま
ま
天
皇
制
と
妥
協
し
、
そ
れ
に
追
随
し
て
い
く
こ
と

期
に
か
け
て
は
、
諸
外
国
か
ら
の
圧
力
も
あ
っ
て
、
次
第
に
国
粋

主
義
が
台
頭
す
る
こ
と
と
な
り
、
仏
教
は
外
国
の
宗
教
だ
と
い
う

」
と
で
、
国
学
者
や
神
道
家
が
仏
教
批
判
を
し
て
、
仏
教
無
益
論

と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
幕
末
ご
ろ
の
多

く
の
仏
教
批
判
書
を
見
る
と
、
僧
侶
は
酒
を
飲
ん
で
碁
ば
っ
か
り

打
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
世
の
こ
と
は
教
え
な
い
で
、
死
ん
だ

後
の
世
の
こ
と
し
か
語
ら
な
い
が
、
そ
ん
な
も
の
は
無
意
味
だ
と
、

仏
教
を
徹
底
的
に
批
判
、
非
難
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
妥
協
で
す
。
そ
う
批
判
し
な
い
で
欲
し
い
。
仏

教
と
神
道
と
儒
教
と
は
、
も
と
も
と
同
じ
教
え
だ
と
い
う
、
三
教

一
致
の
論
理
を
主
張
し
、
異
質
な
宗
教
と
妥
協
し
て
い
き
ま
し
た
。

真
宗
は
、
こ
う
い
う
方
向
の
中
で
近
代
を
迎
え
た
。
そ
こ
に
神
道

と
な
り
、
そ
し
て
つ
い
に
は
、
戦
時
教
学
と
い
う
も
の
を
形
成
し

て
い
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

す
で
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
神
道
と
い
う
も
の
は
力
の
宗
教

で
す
。
日
本
の
神
道
に
お
い
て
は
、
神
々
は
す
べ
て
分
業
的
で
、

い
ろ
い
ろ
な
神
様
が
そ
の
仕
事
を
分
担
し
て
お
り
ま
す
。
受
験
の

神
さ
ま
、
縁
結
び
の
神
さ
ま
、
金
も
う
け
の
神
さ
ま
、
交
通
安
全

の
神
さ
ま
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
が
存
在
し
、
そ
の
神
に
祈
れ
ば
、



神
の
力
、
パ
ワ
ー
が
授
か
っ
て
ご
利
益
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
真
宗
が
神
道
と
重
層
し
、
阿
弥
陀
仏
が
神
々
と
重
な
る

と
、
真
宗
も
必
然
的
に
、

パ
ワ
l
の
宗
教
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

わ
け
で
す
。
か
く
し
て
、
今
日
の
真
宗
は
、
た
ぶ
ん
に
力
の
宗
教

と
い
う
性
格
を
も
ち
、
そ
う
い
う
傾
向
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

も
し
も
道
の
宗
教
な
ら
ば
、
自
分
の
進
む
べ
き
道
は
た
だ
一
つ
で

ワ
ー
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
が
考
え
ら
れ
て
く
る
こ
と
と
な
り
、
そ

れ
が
お
守
り
札
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
す
。

本
願
寺
に
参
拝
し
て
、
お
守
り
を
買
い
に
き
た
門
徒
が
悪
い
の
じ

ゃ
な
く
て
、
そ
の
よ
う
な
教
学
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
布
教
を
し

て
い
る
側
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
ひ
と
つ
に
、
他
力
の

力
を
、
た
ん
な
る
パ
ワ
！
と
理
解
し
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
り

の
宗
教
な
ら
ば
、

い
く
ら
で
も
重
な
り
え
ま
す
。
む
し
ろ
多
い
方

す
。
二
つ
も
三
つ
も
あ
ろ
う
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
力
ま
す
。
他
力
の
英
訳
は
ア
ザ
l
・
パ
ワ
ー
で
す
が
、
私
は
い
つ
も

い
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
は
問
題
が
あ
る
。
セ
ル

が
、
い
っ
そ
う
力
が
強
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
。

今
日
に
お
い
て
、
真
宗
信
者
の
家
に
、
神
棚
が
存
在
し
て
い
る
と

い
う
現
実
は
、
真
宗
が
道
の
宗
教
で
な
く
、
力
の
宗
教
と
し
て
誤

解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
真
宗
に
は
、
他
力
と
い
う
用
語
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

言
葉
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
他
力
と
い

う
以
上
、
真
宗
も
力
の
宗
教
だ
ろ
う
と
い
う
主
張
が
あ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
他
力
の
思
想
に
つ
い
て
は
充
分
考
慮
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
他
力
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
、
先
ほ

ど
申
し
た
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
を
実
体
的
に
捉
え
、
そ
し
て
ま
た
、

そ
れ
を
二
元
的
、
対
象
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
、

現
代
真
宗
真
偽
論

フ
・
パ
ワ
l
、
ア
ザ
1
・
パ
ワ
！
と
い
う
レ
ベ
ル
で
解
釈
す
る
に

つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
な
誤
解
が
生
ま
れ
て
く
る
。

他
力
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
翻
訳
語
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
他
力
の
原
語
に
つ
い
て
は
、
今
も
よ

く
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
学
者
は
い
ろ
い
ろ
と
検
討
し
て
お
り
ま
す

が
、
確
か
な
と
こ
ろ
は
不
明
で
す
。
し
か
し
、
今
日
の
推
定
で
は

『
仏
教

パ
ラ
タ
ン
ト
ラ
、
吉
区
5
5
5
と
も
い
う
。
中
村
元
の

語
大
辞
典
』
に
は
、
原
語
と
し
て
こ
の
語
が
書
い
て
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
間
違
い
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、

しミ

ち

が
い
に
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
の
原
語
の
周
辺
、
そ
う
い
う

ノf

発
想
の
延
長
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
用
語
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な

七
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い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
パ
ラ
タ
ン
ト
ラ
と
は
、
縁
起
と
か
、
依

他
と
訳
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
縁
起
と
い
う
の
は
、

い
っ
さ
い
の
存

在
は
、
す
べ
て
因
縁
に
よ
っ
て
生
起
し
、
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と

を
あ
ら
わ
し
た
語
で
す
。
例
え
ば
、

い
ま
皆
さ
ん
と
私
と
、
こ
の

会
場
で
、
こ
う
い
う
ご
縁
を
結
ん
で
い
る
の
は
、

み
な
さ
ん
が
お

忙
し
い
中
を
お
い
で
下
さ
っ
た
。
私
も
元
気
で
こ
こ
に
こ
れ
た
。

」
の
瞬
間
、
お
互
い
の
存
在
は
、
ま
さ
し
く
縁
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
お
り
ま
す
。
私
が
い
る
か
ら
皆
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
、

J¥ 

た
依
他
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
。

縁
起
を
め
ぐ
る
理
解
が
こ
こ
ま
で
き
た
ら
、
他
力
と
い
う
言
葉

は
必
然
的
に
生
ま
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
他
力
と
は
、
そ
う
い
う

」
と
だ
と
理
解
し
ま
す
。
自
‘
分
が
ま
っ
た
く
努
力
し
な
い
で
、
相

手
の
は
た
ら
き
だ
け
で
何
か
う
ま
く
事
が
進
む
、
そ
ん
な
も
の
は

他
力
と
は
い
わ
な
い
。
他
力
と
い
う
の
は
、
自
分
が
懸
命
に
努
力

し
な
が
ら
、
し
か
も
、
な
お
そ
の
出
来
事
、
そ
の
事
態
の
底
の
と

み

こ
ろ
に
深
く
眼
を
注
い
で
み
た
ら
、
そ
の
こ
と
が
他
に
よ
っ
て
成

な
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
私
が
い
る
。
ま
さ
し
く
い
ま
の
瞬
り
立
た
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
発
見
、
そ
の
「
め
ざ
め
」
に
お

い
て
こ
そ
、
知
ら
れ
て
く
る
も
の
で
し
ょ
う
。
よ
く
法
座
の
座
談

間
の
両
者
の
存
在
は
、
両
者
の
相
互
相
依
の
関
係
の
中
に
お
い
て

成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
縁
起
で
す
。

し
か
し
、
仏
教
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
私
が
い
る
か
ら
皆
さ
ん

が
い
る
の
だ
と
い
う
の
は
間
違
い
で
す
。
そ
れ
は
仏
教
的
で
は
な

ぃ
。
私
が
こ
こ
に
い
る
の
は
、
皆
さ
ん
の
お
か
げ
に
よ
っ
て
こ
こ

に
存
在
し
え
て
い
る
。
仏
教
が
教
え
る
よ
う
に
、
何
よ
り
も
ま
ず

自
己
を
問
、
っ
方
向
の
中
で
考
え
る
な
ら
ば
、
他
者
に
お
い
て
こ
そ

自
己
が
存
在
し
う
る
と
い
う
理
解
で
す
。
皆
さ
ん
が
、
お
忙
し
い

中
に
も
、
ょ
う
こ
そ
お
い
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
お
陰
さ
ま
で
、

私
も
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
縁
起
が
、
ま

会
に
お
い
て
、
若
い
人
た
ち
の
中
に
、
仏
さ
ん
が
他
力
な
ら
、
寺

へ
参
ら
な
く
て
も
、
開
法
を
し
な
く
て
も
、

一
方
的
に
救
っ
て
く

れ
て
い
い
は
ず
だ
と
発
言
す
る
人
が
い
ま
す
。
他
力
と
い
う
意
味

が
、
こ
ん
な
レ
ベ
ル
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
悲
し
い
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
誤
解
の
責
任
は
教
化
者
の
側
の
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

阿
弥
陀
仏
を
実
体
化
し
、
パ
ワ
l
的
な
存
在
と
し
て
解
釈
し
、

教
説
す
る
こ
と
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
今
日
に
お
い
て

は
、
真
宗
に
お
け
る
死
者
儀
礼
が
さ
ま
ざ
ま
に
屈
折
し
て
き
ま
し



た
。
す
で
に
上
に
お
い
て
申
し
た
よ
う
に
、
真
宗
は
、
も
と
も
と

し
て
そ
の
追
善
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
死
者
は
よ
い
場
所
に
行
く
こ

て
い
く
、
脱
皮
し
な
が
ら
成
熟
し
て
い
く
こ
と
を
教
え
る
と
こ
ろ

は
、
仏
教
と
し
て
、
人
聞
が
ま
こ
と
の
人
間
に
向
か
っ
て
成
長
し
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
次
の
『
報
恩
記
』
、
こ
こ
に
は

現
世
祈
祷
が
盛
ん
に
説
か
れ
て
い
る
。
現
世
の
祈
鵡
と
亡
者
の
追

の
、
道
の
宗
教
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、

ま
た
僧
侶
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
本
義
が
見
失
わ
れ
て
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
死
者
儀
礼
中
心
の
、
力
の
宗
教
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
そ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
阿
弥
陀
仏
が
パ
ワ
！
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

」
の
こ
と
は
、
存
覚
か
ら
は
じ
ま
っ
た
、
誤
っ
た
真
宗
理
解
に

よ
る
も
の
で
す
。
存
覚
は
、
真
宗
の
死
者
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
、

『
浄
土
見
聞
集
」
、
『
報
恩
記
」
、
『
至
道
紗
」

の
三
部
を
著
し
て
お

り
ま
す
。
は
じ
め
の
二
部
は
、

『
真
宗
聖
教
全
書
』

の
第
三
巻
に

あ
り
ま
す
か
ら
、
ご
覧
に
な
れ
ば
、
真
宗
の
教
義
と
し
て
、
よ
く

も
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま

せ
ん
。そ

の
『
浄
土
見
聞
集
』
に
よ
り
ま
す
と
、
人
が
死
ん
だ
ら
四
十

九
日
ま
で
、
閤
魔
大
王
に
そ
の
罪
科
を
調
べ
ら
れ
る
か
ら
、
七
日

ご
と
に
、
し
っ
か
り
と
、
死
者
に
対
し
て
追
善
供
養
を
し
な
さ
い

善
に
は
、
念
仏
が
最
も
効
果
が
あ
る
と
、
こ
ま
か
に
説
い
て
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
冊
は
『
至
道
紗
』
で
す
。
こ
こ
で
は
、
死

者
の
た
め
に
追
善
し
た
ら
、
死
者
の
浄
土
の
場
所
に
つ
い
て
、

It、

い
と
こ
ろ
へ
移
り
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て

ま
た
、
還
相
回
向
に
つ
い
て
は
、
追
善
の
功
能
に
よ
っ
て
、
そ
の

は
た
ら
き
が
違
う
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
あ
こ
こ
ま
で
も
い
う

な
ら
ば
、
完
全
に
真
宗
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
書
は
な
ぜ
か

『
真
宗
聖
教
全
書
』
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
な
ん
で
入
れ
な
か
っ

た
の
か
。
聖
教
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
で
し

ょ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
本
願
寺
の
教
学
研
究
所
で
は
、
こ

の
存
覚
の
死
者
葬
送
に
ま
つ
わ
る
三
部
作
を
、
現
場
の
一
一
一
部
経
だ

と
い
っ
て
、
こ
れ
を
信
者
教
化
の
現
場
で
大
切
に
活
用
せ
よ
、
と

い
う
論
文
を
発
表
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
真
宗

の
教
化
、
伝
道
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
習
俗
、
民
俗
信
仰
と
し
て

の
、
死
者
追
善
と
現
世
祈
祷
に
ド
ッ
プ
リ
と
埋
没
し
、
そ
れ
と
全

現
代
真
宗
真
偽
論

と
い
い
ま
す
。
死
者
も
そ
れ
を
願
求
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
そ
面
的
に
妥
協
し
な
が
ら
、
門
徒
、
信
者
を
教
化
し
、
指
導
せ
よ
と

九



現
代
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宗
真
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い
う
わ
け
で
す
。
ま
こ
と
に
驚
い
た
こ
と
で
す
。
私
は
自
坊
の
現

場
で
、
こ
の
よ
う
な
習
俗
と
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
の
で
す
が
、
本

山
は
こ
ん
な
こ
と
を
い
う
の
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
悲

し
く
思
っ
た
こ
と
は
、
他
人
の
研
究
論
文
を
い
ち
い
ち
調
べ
て
、

そ
れ
が
異
安
心
で
あ
る
と
何
度
も
呼
び
出
し
て
文
句
を
い
う
勧
学

寮
が
、
こ
の
教
学
研
究
所
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
黙
し

て
発
言
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
最
近
に
お
け
る
本
願

寺
派
教
団
の
教
学
の
現
実
で
す
。

4
．
偽
の
真
宗
へ
の
転
落

こ
の
よ
う
な
真
宗
は
、
も
は
や
真
の
真
宗
と
は
い
い
が
た
く
、

明
ら
か
に
偽
の
真
宗
に
転
落
し
た
姿
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
思

い
ま
す
。
い
ま
は
こ
と
に
本
願
寺
派
教
団
の
実
態
を
問
題
に
し
た

わ
け
で
す
が
、
真
宗
の
他
派
教
団
に
お
い
て
も
、
組
織
の
末
端
で

は
、
似
た
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

詳
細
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
現
実
は
、
も
と
も
と
道
の
宗
教
と

し
て
、
人
間
一
人
一
人
の
人
格
変
容
、
人
格
成
長
、
人
間
成
熟
を

。

せ
ん
か
。
も
し
も
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
偽
の
真
宗
に
転
落
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
と
も
と
真
宗
で
は
、
死
者
儀
礼
を
あ
ま
り
重
要
視
い
た
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
江
戸
時
代
、
近
世
に
お
い
て
生
ま
れ
た
「
門
徒
も

の
知
ら
ず
」
と
か
、
「
門
徒
ぬ
く
ぬ
く
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
の

こ
と
を
よ
く
表
し
て
お
り
ま
す
。
「
門
徒
も
の
知
ら
ず
」
と
は
ご

承
知
の
と
こ
ろ
で
す
が
、
「
門
徒
ぬ
く
ぬ
く
」
に
つ
い
て
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
死
体
が
ま
だ
暖
か
い
の
に
、
葬
儀
を
す
る
。

や

ゆ

火
葬
、
理
葬
す
る
こ
と
を
榔
検
し
た
も
の
で
、
真
宗
で
は
、
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
葬
送
儀
礼
を
重
視
し
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
真
宗
史

の
中
で
は
、
葬
儀
が
簡
単
だ
っ
た
こ
と
か
ら
事
件
が
起
こ
っ
た
と

い
う
報
告
も
あ
り
、
近
世
に
お
い
て
は
、
墓
石
を
建
て
な
か
っ
た

地
方
ゃ
、
墓
地
を
も
た
な
い
地
方
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
す
。
ま
た
か

っ
て
古
く
は
、
本
願
寺
派
で
は
、
本
山
が
末
寺
に
対
し
て
、
納
骨

堂
の
建
立
を
禁
止
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
日
で
は
、
本

山
も
末
寺
も
納
骨
堂
は
お
お
は
や
り
で
す
。
か
つ
て
近
世
に
お
け

る
真
宗
の
僧
侶
と
門
徒
が
、
死
者
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
に

の
宗
教
と
し
て
、
死
者
儀
礼
に
明
け
暮
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

め
ざ
す
は
ず
の
真
宗
が
、
そ
の
目
標
を
見
失
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
力
考
え
て
い
た
か
を
、
よ
く
よ
く
知
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
本
願
寺
派
教
団
に
か
ぎ
つ
て
の
こ
と
で
す
が
、



最
近
の
教
団
で
は
、
葬
式
に
際
し
て
「
還
浄
」
と
い
う
こ
と
を
い

い
は
じ
め
ま
し
た
。
葬
儀
の
現
場
で
、
還
浄
と
染
め
た
幕
を
張
り
、

還
浄
と
書
い
た
提
灯
を
掲
げ
る
よ
う
す
す
め
て
お
り
ま
す
。
も
と

も
と
こ
の
還
浄
と
は
、
そ
の
「
還
」
と
は
還
相
回
向
の
還
で
、
も

と
の
場
所
に
か
え
っ
て
く
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
が
還
の

字
の
本
来
の
意
味
で
す
。
と
す
る
と
、
還
浄
と
は
、
も
と
も
と
浄

土
に
い
た
も
の
が
、
死
ん
で
再
び
も
と
の
浄
土
に
か
え
っ
て
い
く

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
真
宗
で
は
、
親
鷺
聖
人
が
、
法
然
上
人
の

往
生
に
つ
い
て
、
「
還
帰
」
と
い
わ
れ
て
い
る
用
法
が
あ
る
わ
け

で
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
親
驚
聖
人
の
往
生
に
か
ぎ
っ
て
「
還

浄
」
と
い
う
よ
う
に
な
り
、
今
日
で
は
、
そ
の
往
生
の
地
と
い
う

角
の
坊
別
院
に
、
「
還
浄
殿
」
と
い
う
額
が
か
か
げ
ら
れ
て
お
り

ま
す
。
親
驚
聖
人
は
、
浄
土
か
ら
来
ら
れ
て
、
浄
土
に
還
ら
れ
た

人
だ
と
敬
っ
て
、
そ
う
呼
ん
だ
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
今

日
で
は
一
般
の
人
々
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
仏
法
、
念
仏
に
縁

の
な
か
っ
た
人
々
で
も
、
真
宗
で
葬
儀
す
れ
ば
、
信
心
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
還
浄
す
る
、
浄
土
に
再
び
還
っ
て
い
く
と

い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
悪
し
き
本
覚
思
想
へ
の
堕
落

を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
で
真
宗
の
教
義
が
通
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

現
代
真
宗
真
偽
論

死
者
儀
礼
を
、
こ
こ
ま
で
も
教
義
的
に
歪
曲
し
て
、
な
お
真
宗
と

い
い
う
る
の
か
、
ま
こ
と
に
疑
問
で
す
。
ま
さ
し
く
葬
式
真
宗
へ

の
転
落
で
す
。
こ
れ
で
は
浄
土
真
宗
で
は
な
く
て
、
ま
っ
た
く
浄

土
偽
宗
で
す
。

ま
た
本
願
寺
派
は
、
最
近
、
本
山
で
葬
儀
作
法
を
変
更
し
て
、

の
「
其
仏
本
願
力
、
聞
名
欲

死
者
の
棺
の
中
に
、
『
無
量
寿
経
』

往
生
、
皆
悉
到
彼
園
、
自
致
不
退
転
」
と
い
う
文
章
を
書
い
て
入

れ
る
よ
う
に
指
示
し
て
お
り
ま
す
。
実
は
こ
の
偶
丈
は
「
破
地
獄

の
文
」
と
い
わ
れ
て
、
こ
の
偶
文
を
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
死
者

は
、
い
か
に
前
世
で
悪
行
を
犯
し
て
い
て
も
、
地
獄
を
逃
れ
て
浄

土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ

の
こ
と
は
、
も
と
も
と
中
国
に
お
け
る
故
事
に
も
と
づ
く
も
の
で
、

法
然
上
人
の
法
語
で
も
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
以
来
、

日
本

の
浄
土
教
に
お
い
て
は
、
長
く
こ
の
丈
は
「
破
地
獄
の
文
」
と
し

て
伝
承
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
伝
承
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
た
び
本
願
寺
派
教
団
で
は
、
葬
儀
に
際
し
て
は
、

あ
え
て
こ
の
偶
文
を
書
い
て
棺
の
中
に
納
入
す
る
よ
う
に
規
定
し

た
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
真
宗
が
明
ら
か
に
、
呪
術
宗
教
に

転
落
し
た
こ
と
を
物
語
る
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ

一



現
代
真
宗
真
偽
論

」
で
も
ま
た
浄
土
真
宗
は
、
ま
っ
た
く
浄
土
偽
宗
に
変
質
し
て
い

る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
本
願
寺
派
は
、
何
ゆ
え
に
、
こ
こ

ま
で
も
俗
信
、
習
俗
に
妥
協
す
る
の
か
。
愚
か
な
こ
と
で
す
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
真
宗
が
死
者
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
、
力

の
宗
教
に
変
貌
し
、
偽
の
宗
教
に
転
落
し
て
い
る
こ
と
が
歴
然
と

し
て
明
瞭
で
あ
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
歎
か
わ
し
い
か
ぎ
り
で
す
。

五

、

ま

と

め

以
上
、
現
代
真
宗
真
偽
論
、
ま
こ
と
の
真
宗
と
う
そ
の
真
宗
を

め
ぐ
っ
て
、

一
、
阿
弥
陀
仏
と
は
、
象
徴
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
実
体
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
て
は
な
ら
な
い
。
：
、
真
宗

に
お
け
る
信
心
と
は
、

三
冗
的
、
主
体
的
な
「
め
ざ
め
体
験
」
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
二
元
的
、
対
象
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
0
2、
真
宗
と
は
、
道
の
宗
教
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
力
の
宗
教

と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
今
日
に
お
け

る
教
団
の
具
体
的
な
事
例
を
引
き
な
が
ら
、
種
々
に
申
し
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
私
が
愚
考
い
た
し
ま
す
こ
と
は
、
今
日
の

真
宗
教
義
の
理
解
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
三
点
に
つ
い
て

は
、
明
確
に
真
な
る
真
宗
に
立
ち
か
え
ら
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
か

ら
の
時
代
に
お
い
て
、
充
分
な
る
国
際
性
を
も
っ
て
、
多
く
の

人
々
に
よ
く
受
容
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
真
宗
が
、
充
分
な
る
社
会
性

を
も
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
人
聞
社
会
に
噴
出
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
、

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
な
課
題
に
対
し
て
、
的
確
に
反
応
し
、
発
言

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
こ
と
に
粗
雑
な
論
旨
を
展
開
い
た
し
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
私
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
お
汲
み
と
り
頂
い

て
、
こ
れ
か
ら
の
正
し
い
真
の
真
宗
の
開
顕
と
そ
の
確
立
の
た
め

に
、
い
っ
そ
う
ご
精
進
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
心
よ
り
切
念
し
つ
つ
、

私
の
講
演
を
終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た。
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