
二
六

浄

土

開

宗

の

意

義

に

関

す

ろ

考

察
藤

原

了

然

(
一
)

仏
教

の
根
本
原
理
と
し
て
、
し
ば
し
ば
廃
悪
修
善
と
か
、
拔
苦
与

楽
と
か
、
転
迷
開
悟
と
か
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
三
者
は
、
同

一
意
義

、
同

一
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
か
、
又
は
、

一
の
も

の
の
三
面
観
と
見
な
す
か
に
よ
つ
て
、
そ
の
理
解

に
多
少
の
相
違
を

生
す
る

こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
標
榜
が
古
今
の
真
理
で

あ
り
、
正
道
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
限
り
異
論
の
あ
ろ
う
は
す
は
な

い
。
た
だ
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
真
理
や
正
道
を
如
何

に
し
て
具

体
的
に
把
握
し
、
如
何
に
し
て

こ
れ
を
実
践
に
移
す
か
と
い
う
こ
と

に
な

る
と
、
難
易
、
頓
漸
、
浅
深
、
顕
密
の
論
を
生
ず

る
。
釈
尊
の

成
道

に
し
て
も
、

こ
れ
ら
の
原
理
を
、
時

・
処

・
位

に
応
じ
て
、
実

践
的
に
把
握
さ
れ
た
も
の
と
観
じ
て
差
支

え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て
、
こ
の
仏
教
原
理
が
、
仏
教

々
義
の
名
の
下
に
、
釈
尊

を
起
点
と
し
て
、
ド
グ

マ
の
貌
を
も
つ
て
人
格
的
に
伝
承
把
握
さ
れ

る
場
合
、
こ
れ
が
立
教
開
宗
の
名
を
も
つ
て
呼
ば
れ
る
。
従

つ
て
、

立
教
開
宗
は
、
亦
た
領
受
開
顕
と
も
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
領
受
と

は
い
う
ま
で
も
な
く
釈
尊
の
自
内
証
の
領

受
で
あ
り
、
宗
義
に
於
て

常

に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
出
世
の
本
懐
の
把
握
で
あ
り
、
開
顕
と
は

こ
の
領
受
さ
れ
た
も
の
の
時

・
処

・
位
に
即
応
し
た
時
代
的
開
顕
に

外
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
が
、
宗
学

に
於
け
る
伝
統
的
形
式
と
し
て
は
、
教
相
判

釈
、
所
依
の
経
論
の
指
示
、
伝
燈

の
祖
師

の
列
挙
と
い
う
貌
に
於
て



示
さ
れ
て
い
る
。
瀉
瓶
相
承
と
い
う
言
葉
は
、

こ
の
間

の
消
息
を
如

実

に
伝

え
る
も
の
で
あ
る
が
、

一
面

に
於
て
は
、
宗
学
に
於
け
る
立

教
開
宗

の
扱
い
方
は
、
理
証
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
宗
義
の
独
自
性

を
高
調
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

こ
こ
に
、

瀉
瓶
相
挙
と
い
う
伝
承
の
力
諡
と
、
古
今
楷
定
と
い
つ
た
よ
う
な
独

自
性
の
主
張
と
の

一
見
相
容
れ
な
い
両
面
が
宗
義

の
上
に
見
出

さ
れ

る
こ
と

に
な
る
。

浄
土
宗
義
に
つ
い゚
て
い
う
な
⑤
ば
、
善
導
教
学
の
古
今
楷
定
性
、

前
人
未
踏
性
は
、
口
を
極
め
て
賞
揚
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
〃
善

導
大
師

と
宗
祖
、
宗
祖
と
宗
祖
以
下
の
祖
師
達
の
間
に
於
て
は
、

一

器

の
水

を

一
器

に
移
ず
が
如
き
相
承
が
称
え
ら
れ
て
い
る
。
表
面
的

に
考
え

る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、

一
見
矛
盾
す
る
こ
と
と
謂
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
宗
学
に
真
摯
な
情
熱
を
傾
け
る
も
の

に
と
つ
て
、
宗
義

に
自
ら
の
命
を
托
せ
ん
と
す
る
も
の
に
向

つ
て
、

こ
の
乙
と
は
焦
眉
の
関
心
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
す
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
浄
士
開
宗

に
関
す
る
考
察
を
試
み
ん
と
す
る
小
論
の
趣
旨

が
見
見
出
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
二
)

浄
土
開
宗
の
意
義
に
関
す
る
考
察

浄
土
開
宗
す
な
わ
ち
宗
祖
法
然
上
人
の
開
宗
に
関
す
る
史
的
考
察

と
そ
の
叙
述
は
、
極
め
て
豊
富
な
も
の
が

あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
多

言
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
反
面

に
於
て
、
立
教
開

宗
な
る
も
の
の
、
原
理
的
な
考
察
、
も
し
く
は
内
容
的
な
反
省
と
、

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
所
論
の
極
め
て
乏
し
い
こ
と
は
恐
く
ほ

ど
で
あ
る
。
立
教
開
宗
に
つ
い
て
、
常
に
引
用

さ
れ
る
も
の
は
、
か

の
宗
祖
の
立
教
開
宗
の
文
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

「
わ
れ
浄
土
宗
を
た
つ
る
心
は
、
・凡
夫

の
報
土
に
む
ま
る
る
こ
と

を
馬
し
め
さ
ん
が
た
め
な
り
、
も
し
天
台

に
よ
れ
ば
、
凡
夫
浄
土
に

む
ま
る
る
こ
と
を
、
ゆ
る
す
に
似
た
れ
ど
も
、
浄
土
を
判
ず

る
事
あ

さ
し
、
も
し
法
相
に
よ
れ
ば
、
浄
土
を
判

す
る
事
ふ
か
し
と
い
へ
ど

も
、
凡
夫
の
往
生
を
ゆ
る
さ
す
、
諸
宗
の
所
談

こ
と
な
り
と
い
へ
ど

も
、
す
べ
て
凡
夫
報
土
に
む
ま
る
へ
こ
と
を
ゆ
る
さ
ざ
る
ゆ

へ
に
、

善
導
の
釈
義
に
よ
り
て
浄
土
宗
を
た
つ
る
時
、
す
な
は
ち
凡
夫
報
土

に
む
ま
る
」
事
、
あ
ら
は
る
』
な
り
、
こ
」
に
人
お
ほ
く
誹
謗

し
て

い
は
く
、
か
な
ら
す
宗
義
を
立
せ
す
と
も
、
念
仏
往
生
を
す
乂
む
べ

し
、
い
ま
宗
義
を
立
つ
る
事
と
は
、
た
f
こ
れ
勝
他
の
た
め
な
る
べ

し
、
我
等
凡
夫
、
む
ま
る
る
事
を
え
ば
、応

身
応
土
な
り
と
も
足
り
ぬ
"

二
七



-
べ
し
、

な
ん
ぞ
強
に
報
身
報
土
の
義
を
た
つ
る
や
と
、
こ
の
義
、

一

徃

こ
と

は
り
な
る
に
似
た
れ
ど
も
、
再
徃
を
い

へ
ば
、
そ
の
義
を
し

ら
ざ
る
が
ゆ

へ
な
り
、
も
し
別
の
宗
を
立
せ
す
ば
、
凡
夫
報
土
に
生

す
る
義
も
か
く
れ
、
本
願
の
不
思
議
も
あ
ら
は
れ
が
た
き
な
り
、
し

か
れ
ば
善
導
和
街

の
釈
義
に
ま
か
せ
て
、
か
た
く
報
身
報
土
の
義
を

立
す
、

か
つ
夫
れ
言
ふ
所
の
念
仏
徃
生
は
、
是
れ
何
の
教
、
何
の
師

に
依
る
と
問
は
ば
、
既
に
天
台
法
相
に
あ
ら
す
、
又
三
論
華
厳
に
あ

ら
ず
、
知
ら
ず
何
を
以
で
こ
れ
に
答
ん
か
、

こ
の
故
に
道
綽
善
導
の

こ
㌧
う

に
よ
り
て
浄
土
宗
を
立
つ
る
な
り
、
全
く
勝
他
の
為
に
あ
ら

す
L

(法
然
全
集
五
五
八
頁
)

こ
の
文
の
前
半
は
、
本
願
念
仏

に
よ
る
凡
入
報
土
は
、
善
導
教
義

独
自
の
も
の
で
あ
つ
て
.
諸
他
の
人
師
の
読

に
は

こ
れ
を
見
出
し
え

な
い
こ
と
を
読
き
、
後
牛
は
、
浄
土
立
宗
は
、
義
解
勝
他
の
た
め
で

は
な
く

.
亦

た
独
断
附
会
の
も
の
で
も
な
く
、
昭
々
た
る
伝
統
と
相

承
と
を
且
ハ有
し
て
い
る
こ
と
を
読
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

い
丶
か

え
れ
ば
、
浄
土
立
宗
の
真
理
性
を
、
当
時
の
教
学
的
筆
法
に
よ
つ
て

論
明
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
來

よ
う
。

又
、
立
教
開
宗
の
内
容

に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
の
少
い
宗
書
の

二
八

中
に
於
て
、
こ
れ
に
触
れ
た
も
の
丶
一
と
し
て
、
酉
師
の
大
経
直
談

要
註
記
の
巻
頭
立
義
分
の
文
が
見
う
け
ら
れ
る
。

そ
の
叙
謹

繋

毳

釈
謙

轟

一蹄
騨

と
い
覓

出
し

の
下

に
、
無
量
書
経
を
釈
す
る
に
当

つ
て
五
意
あ
り
と
し
、
そ
の
五

意
の
弟
二
に
立
教
開
宗
の
項
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
立
教
開
宗
と
は
、
亦
た
分
つ
て
二
と

な
す
。

一
に
は
諸
宗
の
立
、

教
不
同
、
二
に
は
正
立
二
教
な
り
。

一
に
諸
宗
の
立
教

不
同
と
は
、

法
相
に
は
三
時
云
々
、
三
論

に
は

二
蔵

云
々
、
天
台
に
は
或
は
五

時
、
或
は
四
教
、
萃
厳
に
は
或
は
五
教
、
或
は
十
宗
云
々
、
真
言

に

は
或
は
二
敏
、
或
は
十
住
心
云
々
。
二
に
正
立
二
教
と
は
、
綽
禅
師
、

の
意
、
略
し
て
二
教
を
立
て
、
以
つ
て
仏
教
を
判
す
。

{
に
は
聖
道

教
、
二
に
ば
浄
土
教
な
り
。
聖
道
教
と
は
、
若
く
は
小
乗

、
若
く
は

大
業
、
若
し
は
顕
教
、
若
し
は
密
教
中
云
々
。
二
に
浄
土
教
と
は
、

小
乗

の
中
に
は
全
く
浄
土
の
法
門
を
読
か
す
、
大
乗
の
中

に
は
多
く

徃
生
淨
土
の
法
門
を
読
く
。
之
を
名
け
て
浄
土
教
と
謂
う
。
今

こ
の

経
・

(無
量
寿
経
)
は
正
し
く
是
浄
土
教
の
摂
な
り
一至

。
蠍
譱

魏

激
霧

篷

欝

瀦

鶻

す

抑
も
三
乗
四
乗
の
聖
道
は
、

正
像
既

に
過
ぎ
て
末
法
に
至
れ
ば
、
但
だ
教
の
み
あ
つ
て
、
行
証
な



し

。
故

に
末
法
の
近
来
、
断
惑
証
理
の
人
な
し
。
故
に
之
を
以
つ
て

生

死
を
出
つ
る
輩
な
し
。
徃
生
浄
土
の
法
門
は
、
未
だ
煩
悩
の
迷
を

断

ぜ
ず

と
雖
も
、
弥
陀
の
願
力
に
よ
つ
て
、
極
楽

に
生
ず
れ
ば
、
永

く
三
界
を
離
れ
、
六
道
の
生
死
を
出
づ
。
故

に
徃
生
浄
土
の
法
門
は

ご
れ

未

断

惑
に
し
て
、

三
界
を
出
つ
る
の
法
門
な
り
云
々
。
故
に

末
代

の
出
離
生
死
は
、
徃
生
浄
土
を
除
い
て
、
更
に
以
つ
て
階
ふ
べ

か
ら
ざ

る
事
な
り
。
故
に
心
あ
る
の
人
、
若
し
生
死
を
出
で
ん
と
欲

す
る
者

は
、
必
す
浄
土
門
に
帰
す
べ
し
。
故
に
道
綽
禅
師

こ
の
経
の

横
截
五
悪
趣
の
文
を
釈
し
て
云
は
く
、
若
し
此
の
方
の
修
治
断
除
に

依

ら
ば
、
先
づ
見
惑
を
断
じ
て
、
三
途
の
因
を
離
れ
、
三
途
の
果
を

滅
す
。
後

に
修
惑
を
断
じ
て
、
人
生
の
因
を
離
れ
、
人
天
の
果
を
絶

す
。
斯
れ
皆
な
漸
次
に
断
除
す
、
横
截
と
は
名
け
す
。
若
し
彌
陀

の

浄

国
に
徃
生
す
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
娑

婆

の

五

道
、

一
時
に
頓
捨

す
。
故

に
横
截
と
名
つ
く
。
横
截
五
悪
趣
と
は
、
其

の
果
を
截
る
な

り
。
悪

趣
自
然
閉
と
は
、
其

の
因
を
閇
る
な
り
云
々
。
天
台
真
言
皆

な

頓
教

と
名
つ
く
と
雖
も
、
惑
を
断
じ
、
理
を
証
す
る
が
故
に
、
猶

ほ
是
れ
漸
教
な
り
。
未
断
惑
の
凡
夫
、
三
界
の
長
迷
を
出
過
す
。
故

に
此
の
教
も
以
つ
て
頓
中

の
頓
と
す
る
な
り
L

(浄
全

コ
ニ
巻
、
三

拳
土
開
宗
の
意
義
に
関
す
る
考
察

頁
)長

文
の
引
用
は
、
従
来

の
宗
書
に
於
け

る
教
相
判
釈

の
典
型
的
な

も
の
の

一
例
を
挙
げ
る
と
共
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
か
く
の
如
き
表
現

を
通
じ
て
浄
土
開
宗
の
内
容
を
窺
知
す
る

の
外
な
き
こ
と
を
示
す
た

ズ

め
に
外
な
ら
な
い
。
本
文

の
所
論
は
、
要

す
る
と
こ
ろ
。
浄
土
教
が

時
機
相
応
、
機
教
相
応
の
も
の
で
あ
り
、
横
截
五
悪
趣
の
頓
中

の
頓

教

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
に
あ
る
と
解

せ
ら
れ
る
。,
又
、
他
宗
、

他
教
判
と
の
関
係
に
於
て
考

え
れ
ば
、
浄

土
教
判
の
絶
対
至
上
優
秀

性
、の
主
張
と
い
つ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

一
読
し
て
明
か

な
よ
う
に
、
こ
の
文
の
表
現

に
よ
る
限
り

、
経
証
や
文
証
は
あ
る
に

し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
通
仏
教
的
立
場
が
ら

、
浄
土
敏
の
絶
対
性
を
解

明
し
て
剰
す
と
こ
ろ
な
き
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

(三
)

元
来
、
開
宗
と
い
弓
場
合
の
宗
と
い
う
字
義
は
、
言
葉
と
し
て
は

い
ろ
い
ろ
な
意
味
は
あ
る
に
し
て
も
、
仏
教
的
も
し
く
は
宗
学
的
立

場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
主
義
と
か
理
想
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ゆ
、
・

こ
れ
が
自
己
の
道
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
場
合
に
於
て
は
、
独
尊
、

帰
趣
、
統
摂

と
い
う
三
義
が
考
え
ら
れ
る

の
が
通
途
と
さ
れ
て
い
る

二
九



と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
宗
と
い
う
言
葉
の
意
義
に
つ
い
て
、
今
岡
教

授
還
暦
記
念
論
文
集
の
中
に

「
宗
の
意
義
」

と
題
す
る
小
西
存
砧
教

授

の
簡
潔
明
快
な
る
解
詮
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
所
論
を
要
約
す
る

と
、
ま
す
、
部
派
と
宗
派
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
ρ
す
な
わ
ち
、
部

派
と
は
部
派
仏
教

と
い
わ
れ
て
い
る
部
派
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
上

座
、
大
衆
二
部

の
根
本
分
裂
か
ら
、
更
に
十
八
部
、
二
十
四
部

と
分

裂
し
た

と
伝
え
ら
れ
る
部
派
の
相
互
関
係
は
、
在
来
の
仏
教
は
そ
の

ま

丶
認
容
し
な
が

ら
、
経
典
の

一
部
の
解
決

に
対
す
る
異
見
の
対
立

か
ら
生
れ
た
学
派
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
宗
派
と
い
う
場
合
に

は
、
仏
教
全
体

の
根
本
的
組
織
が
え
を
試
み
、
自
己
の
主
張
を
明
か

に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
み
る
と
読
き
、
更
に

レ
シ
ー
の
宗
派
論
を
引

い
て
、
宗
派
即
ち

セ
ク
ト
に
は
、
思
考
の

「
型
」
又
は

「態
度
」
と

い
う
意
味
と
、

「
あ
る
指
導
者
に
追
従
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る

・と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
宗
祖

の
次
の
言
葉
が
想
い

出

さ
れ

る
。

「
お

ほ
よ
そ

一
宗

の
な
ら
い
、

一
代
聖
教
に
を
き
て
、
浅
深
を
判

す

る
、

つ
ね
の
こ
と
な
り
、
し

か
れ
ば

一
切
経
は
、
を
な
じ
く
釈
迦

三
〇

一
仏
の
所
誂
な
れ
ど
も
、,宗
々
の
所
学

に
し
た
が
い
て
、
浅
深
勝
劣

不
同
な
れ
ば
、
い
つ
れ
の
宗
の

一
切
経
と

い
ふ
べ
し
。
天
台
宗
の

一

切
経
あ
り
、
萃
厳
宗
の

一
切
経
あ
り
、
乃
至
法
相
三
論

に
も
、
を
の

く

一
切
経
あ
る
べ
し
、
天
台
宗
の

一
切
経
の
中

に
は
、
法
華
を
す

ぐ
れ
た
り
と
す
る
が
ゆ

へ
に
、
爾
前

の
諸

経
に
柑
対
し
て
、
十
勝
を

立
た
り
、
萃
厳
宗
の

一
切
経
に
は
、
華
厳

を
も
ち
て
す
ぐ
れ
た
り
と

す
、
三
論

に
は
、
諸
大
乗
経
顕
道
無
異
と
は
い

へ
ど
も
、
般
若
を
以

て
至
極
と
す
、
法
相

に
は
、
解
深
密
経
を
以
て
真
実
と
す
L

(法
然

全
集
馬
五
五
四
頁
)

こ
の

一
文
は
、
弘
法
大
師
の
十
住
心
論

が
、
各
宗

の
優
劣
上
下
を

論
ず
る
の
に
対
す
る
反
駁
と
㌧

て
試

み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

い

わ
ゆ
る
通
仏
教
的
立
場
か
ら
、
各
宗
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
を
主
張
す

る
卓
見
と
、
立
教
開
宗
な
る
も
の
の
真
意

を
を
直
截

に
指
摘
さ
れ
た

も
の
と
し
て
味
読
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

と

こ

ろ

の
も
の
で
あ

る
。宗

々
の

一
切
教
と
い
弓
所
読
は
、
理
論

的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
宀示

々
お
の
く

の
教
読
が
、
釈
尊
精
神
の
謬
り
な
き
継
承
で
あ
る
と
い

う
伝
承
性
と
、
前
人
未
詮
の
新
天
地
を
開
拓
し
た
と
い
う
独
自
容

と



を
双
翼

と
す
る
そ
の
宗
の
真
理
容
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ

・は
家

に
譬
え
て
い
う
な
ら
ば
、
在
来
の

一
軒
の
家
の
壇
築
と
い
う
が

如

き
性

質
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
在
来

の
家
の
根
本
的
な
改
築
で

あ
る
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
当
然
の
こ
と
丶

し
て
、
各
宗
の
表
現
や
相
状

に
は
、
革
新
的
な
性
格
、
更

に
い
え
ば

従

来

の
仏
教

に
対
し
て
異
端
的
な
色
彩
を
さ
え
も
つ
こ
と
に
も
な
つ

で
く

る
は
す
で
あ
る
。
新
宗
派
の
成
立
に
対
し
て
、
徒
来

の
宗
派
か

ら
の
酷

し
い
非
難
や
攻
撃
が
附
き
物
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
の
は
、

こ
の
革
新
的
容
貌
に
対
す
る
論
難
に
端
を
発
し
て
い
る
も
の
と
解
し

で
過

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
特

に
浄
土
宗
義
の
提
唱
に
対

す
る
、
南

都
北
嶺

と
い
つ
た
旧
仏
教
か
ら
の
圧
迫
は
、
宗
史

に
特
筆

さ
れ
て
い

る
通
り

で
あ
る
。

(
四
)

上
述

の
約
論
を
更
に
換
言
す
る
な
ら
ぼ
、
真
正
な
る
立
教
開
宗

と

い
う
も

の
は
、
次
の
二
の
性
格
を
双
具
し
て
い
る
と
い
て
と
が
出
来

ま
う
。

一
つ
に
は
、

「
釈
尊
に
帰
れ
」
と
い
う
方
面
で
あ
り
、
Aユ

・つ
は

「
現
代

に
活
き
よ
」
と
い
う
方
面
で
あ
る
。
そ
の
表
面

に
拘
つ

で

「
釈
尊
に
帰
れ
」
と
い
う
方
面

を
単

な
る
復
古
的
傾
向
と
考

え
、

浄
土
開
宗
の
意
義
に
関
す
る
考
察

「
現
代
に
活
き
ま
」
と
い
う
方
面
を
皮

相
的
な
革
新
的
傾
向
と
解
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
両
方
面
は
相
容
れ
な

い
と
こ

ろ

の

も

の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
担
板
漢
の
所
論
と
い
う
評

を
冤
れ
な
い
と
こ
ろ
の
見
解

と
い
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

領
受
即
開
顕
と
い
わ
れ
る
言
葉
が
物
語

つ
て
い
る
よ
う
に
、
教
法

の
現
代
的
開
顕
は
、
釈
尊
精
神

の
こ
よ
な
き
領
受
と
表
裏

の
関
係
に

お
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
釈
尊
精
神

の
全
き
領
受
な
く
し
て
、

教
法
の
現
代
的
開
顕
を
試
み
る
が
如

を
は
、
木
に
寄
つ
て
魚
を
求
む

る
の
愚
挙
に
外
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
開
顕
す
な
わ
ち
新
生
面

の
展
開
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
羇
新

で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
そ
の
裏
に

は
、
不
動

の
信
念
と
確
乎
た
る
原
理

の
把
握
が
な
け
れ
ば
、
要
す
る

と
こ
ろ
そ
れ
は
根
な
き
草
花
の
如
き
存
在

で

し

か

な

い
か
ら
で
あ

る
。
間
々
見
う
け
ら
れ
る
、
時
代
に
対
す

る
迎
合
又
は
追
従
に
類
す

る
も
の
へ
或
は
単
な
る
摸
倣
、
額
似
を
出

で
な

い
が
如
き
動
き
は
、

悉
く
か
か
る
根
本
的
要
素

の
貧
困
に
起
因

す
る
も
の
と
謂
つ
て
い
い

で
あ
ろ
う
。

鎭
西
上
人
は
、
宗
祖
の
選
択
本
願
念
仏

集
の
解
読
に
当
つ
て
、
巻

頭
に
次

の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ゴ
ニ



「
釈
し
て
曰
く
、

一
に
本
選
択
集
之
題
に
就

い
て
、
此
れ
に
三
義

あ
り
。
所
謂
る
第

一
に
本
選
択
集
之
題
中
に
、
念
仏
と
言
う
は
、
諸

師
所
立
之
口
称
の
念
仏
な
り
、
故

に
題
の
次
の
行
に
、
南
無
阿
弥
陀

仏

と
言

う
な
り
。
第
二
に
本
選
択
集
之
題
中
に
、
本
願
と
言
う
は
、

是

れ
善

導
所
立
の
本
願
念
仏
な
り
、
故
に
題

の
次
の
行

に
南
無
阿
弥

陀
仏
と
言
う
な
り
。
第
三
に
選
択
集
之
題
中

に
、
選
択
と
言
う
は
、

是
れ
然

師
所
立
之
選
択
念
仏
な
り
。
故
に
題

の
次
の
行

に
、
南
無
阿

弥
陀
仏

と
言
う
な
り
。
是
の
故
に
、

本
選
択
集
之
題
中
に
、
三
重
念

仏
之
義

あ
り
と
雖
も
、
倶

に
観
念
之
念
仏
に
あ
ら
ず
、
但
だ
是
れ
口

称

の
念
仏
な
り
。
故
に
題
の
次
の
文
の
初

に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
置

く
は
、
即
ち
是
れ
結
前
生
後
な
り
」

(浄
全
七
巻
、
八
三
頁
)

こ
の

一
文
は
、
浄
士
宗
義
に
於
け
る
、
諸
師
、
善
尊
、
法
然
の
三

者

の
関
係
を
規
定
す
る
定
財
的
な
も
の
と
な

つ
て
い
る
の
で
あ
る
が

他
面
宗
祖
自
身

の
心
的
内
容

と
い
う
意
味
か
ら
考

え
る
な
ら
ば
、
諸

師
の
念
仏
、
善
導
の
本
願
念
仏
、
宗
組
の
選
択
本
願
念
仏
と
い
う
三

段
階
は
、
そ
の
ま
ま
宗
組
の
領
受
の
充
足
す
る
三
段
階
で
あ
る
と
共

に
、
開
顕
の
徹
底
す
る
三
段
階

で
も
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
立
教
開

宗
の
書

と
言
わ
れ
る
選
択
集

の
解
題
に
当
つ
て
、
こ
の
言
あ
る
鎭
西

三
二

上
人
亦
た
宗
祖
精
神
の
勝
れ
た
領
受
開
顕
者
と
い
つ
て
い
い
は
す
で

あ
る
。

宗
祖

に
於
け
る
領
受
開
顕
す
な
わ
ち
浄
土
開
宗
の
宣
言
は
、
そ

の

領
受
の
勝
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
開
顕
も
亦
た
徹
底
レ
て
い
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
数
勢
や
権
威
に
終
始
す
る
俗
僧
の
非
難

は

取
る
に
足
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
も
、
当
代

そ
の
比
を
見
ぎ
る
ほ
ど
の

高
曾
、
栂
尾

の
明
恵
さ
え
宗
祖

の
選
択
集

を
論

難

じ

て
い
る
こ
と

は
、
注
目
に
値
す
る
も
の
と
謂
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

著
書
摧
邪
輪
に
於
て
、

「
高
弁
年
来
、
聖
人

に
深
く
仰
信
を
懐

く
。
た
め
に
聞
く
所

の
種

々
邪
見
、
在
家
男
女
等
、
上
人

の
高
名
を
仮
て
、
妄
読
す
る
所

を
以

て
、
未
だ

二
言
を
出
し
て
、
上
人
を
誹
謗

せ
ず
。
設
ひ
他
人
め
談
詮

を
聞
く
と
雖
も
、
未
ガ
必
ず
し
も
之
れ
を
信
用
せ
す
。
然
る
に
、
近

日
こ
の
選
択
集
を
披
閲
し
て
、
悲
嘆
甚
ガ
深
く
、
名
を
聞
く
の
始

め

は
喜
ん
で
上
人
の
妙
釈
を
礼
し
、
巻
を
披

く
の
今
、
念
仏
の
真
宗
を

黷
さ

ん
こ
と
を
恨
む
。
今
詳
ら
か
に
知
る
。
在
家
出
家
千
万
門
流
の

起
す
所

の
種

々
邪
見
、
皆
な
此
の
書

に
自
り
て
起
る
こ
と
を
。
上
人

入
滅
の

頃
に
至

っ
て
、
興
行
い
よ
い
よ
盛

に
し
て
、
専
ら
板
印
に
鏤



み
、
以
て
後
代
の
重
宝
と
な
し
、
永
く

一
門

に
流
し
て
敬
重
す
る
こ

と
仏
経

の
如
し
。
総
じ
て
以
て
往
生
宗
の
肝
要
、
仏
者
の
祕
府
と
な

す
。
之

れ
に
依
て
、
た
ま
た
ま
難
者
あ
つ
て
、
過
を
念
仏
を
難
ず
る

に
負

い
、
希
れ
に
信
人
に
値
つ
て
、
徳
を
往
生
を
信
す
る
に
擬
す
。

遂
に

一
味

の
法
雨
を
し
て
、
甘
鹹
の
昧
を
分
ち
、
和
合
の
衆
僧
を
し

て
不
同

の
失
を
成
ぜ
し
む
。
何
ぞ
其
れ
悲
し
き
や
、
仍
て
或
る
処
に

於
て
、
講
経
読
法
し
て
、
次
に
二
難
を
出
し
て
彼
の
書
を
破
せ
り
。

(割
註
を
略
す
)

一
に
は
、
菩
提
心
蠡

去
す
る
の
過
失
鸚

撥

羅

籍

蕋

き

二
穩

、
聖
儁

を
以
て
叢

簍

へ
る
の
過
亀

論

離

縮
噸

繋

艦

(鑾

八
巻
六
圭

頁
)

明
恵

の
学
解
と
行
蹟
を
知
る
も
の
は
、
こ
の
文
が
、
新
読
は
対
す

る
感
情

的
な
誹
謗
で
あ
つ
た
り
.
ま
し
て
や
嫉
視
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
は
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
恐
ら
く
、
正
法
護
持
の
至
誠
を
発

す
る
論
難
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
三
心
を
読

い
て

菩
提
心
を
読
か
ず
、
聖
道
門
-
当
時

に
於
て
は
仏
教

の
す
べ
て
と
い

つ
て
い
い
も
の

を
難
破
す
る
に
於
て
は
、
到
底
默
過
し
え
な

い
の

浄
土
開
宗
の
意
義
に
関
す
る
考
察

が
当
然
と
い
わ
ね
で
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ

る
。

こ
の
明
恵
の
論
難
に
対
し
て
は
、
朝
日
山
信
寂
の
慧
命
義
、
覚
性

の
扶
選
択
論
、
護
源
報
恩
論
、
了
慧
の
新

扶
選
択
報
恩
集
、
扶
選
択

正
輪
通
義
、
良
定

の
評
摧
邪
輪
そ
の
他
の
反
駿
が
試
み
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
が
、
然
し
こ
れ
ら
の
内
容

の
小
異
は
別
と
し
て
、
全

体
的
に
こ
れ
ら
の
書
を
眺
め
る
と
き
に
は
幾
分

の
物
足
り
な
さ
を
感

ぜ
す
に
は
い
ら
れ
な
い
。
要
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の

著
書
の
動
機

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
、に
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は

対
立
の
立
場
に
於
け
る
反
駁

で
あ
り
、'論

難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
凡
そ
宗
な
る
も
の
の
立
て
前
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
各
宗
の
関

係
は
、
甲

に

非

ず

ん
ぱ
乙
、
乙
に
あ
ら
す
ん
ば
甲
と
い
う
如
き
取

捨
、
当
否
の
関
係

に
於
て
考

え
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
先
に
掲

げ
だ
、
宗
祖

の

「宗
々
に

一
切
経
あ
り
」

と
い
う
言
葉
、
は
最
も
端

的

に
こ
の
こ
と
を
物
語
つ
て
い
る
も
の
と

い
え
よ
う
。

立
教
開
宗
の
原
意

に
澂
す
る
な
ら
ば
、
明
恵
の
立
場
は
、
真
に
如

法
な
仏
道
修
行
者
と
称
讃
さ
る
べ
き
で
あ

る
し
、
浄
土
開
宗
の
宗
粗

の
自
内
証
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
明
恵

の
立
場
は
、
領
受
顕
開
に
於
て

未
だ
換
骨
奪
胎
し
お
膳
せ
ざ
る
も

の
と
評

さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
℃

三
三



(
五
)

宗
祖
以
後

の
浄
士
門
流

の
祖
師
や
学
匠
た
ち
の
努
力
の
多
く
は
、

宗
祖
の

偉
大
な
行
蹟
断
承
と
そ
の
祖
述
と
に
、
主
力
が
注
が
れ
た
こ

と
は
事
実
で
あ
り
、
亦
た
当
然
の
こ
と
之
も
い
え
よ
う
。

た
だ
宗
祖

の
浄
土
開
宗
が
余
り
に
も
画
期
的
で
あ
つ
た
た
め
に
、
そ
の
努
力
が

浄
土
宗
義
の
通
仏
教
的
裏
付
け
と

い
う
方
面
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
も

覆

い
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
性
格
は
異
る
も
の
の
二
祖
、
三
祖
、

中
興
の
亘
匠
冏
師

の
労
作
に
於
て
も
同
じ
こ
と
が
謂
わ
れ
う
る
で
あ

ろ
う
。

た
と

え
ば
、
ご
祖
鎭
西
上
人
の
微
選
択
上
に
於
け
る

「
沙
門
某
甲
、
昔
聖
道
門
を
学

せ
七
の
時
、
聊
か
彼
の
浄
仏
国
土

成

就
衆

生
の
義
を
習
い
伝
え
、
今
浄
土
門

に
入
る
の
後
、
又
此
の
選

択
本
願
念
仏
往
生
の
義
を
相
承
す
。
二
師
の
相
伝
を
以
て
、の
聖
教
の

諸
文
を
見
る
に
、
其

の
義
、
更

に
以
て
教
文

に
遠
は
す
。
単
聖
道
門

の
人
、

単
浄
土
門
の
人
は
、
之
を
知
る
べ
か
ら
す
。
聖
道
浄
土
兼
学

の
人
、
之
を
知
る
べ
し
。
此
の
意
を
得
て
よ
り
、

一
切
の
大
乘
経
を

披

き
、

一
切
の
大
乗
論
を
見
る
に
、
隨
喜
の
涙
禁
じ
難
し
。
此
れ
則

ち
聖
教

の
源
底
な
ゆ
、
法
門
の
奥
蔵
な
り
、
仏
菩
薩
の
秘
術
な
り
。

三
四

此
の
書
の
上
に
載
せ
尽
す
べ
か
ら
す
、
委

し

く

は

口
伝
を
聞
く
べ

し
L

(浄
全
七
巻
、
八
八
頁
)

こ
の
二
祖
鎭
西
の
言
葉
は
、
し
ば
し
ば
、
浄
土
の
法
門
の
根
拠
づ

け
、
更

に
い
う
な
ら
ば
、
散
心
口
称
の
念
仏
の
眞
理
性
の
論
明
と
し

て
重
視
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
面
に
於
て
は
二
祖
鎭
西
の

聖
道
臭
と
し
て
の
指
摘
を
も
見
う
け
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
ら
授
手
印
を
繙
く
何
人
が
二
祖
鎭
西

の
聖
道
臭
を
彼
の

書
に
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
三
組
記
主
の
尨
大

な
る
著
述

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
わ

う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
宗
祖

の
選
択
集
念
仏

付
属
章
の
名
言
で
あ
る
。

「
応

に
知
る
べ
し
。
釈
尊

の
諸
行
を
付

属
せ
ざ
る
所
以
は
、
即
ち

是
れ
弥
陀
の
本
願
に
非
ざ
る
が
故
な
り
。
亦
た
念
仏
を
付
属
し
た
ま

う
所
以
は
、
即
ち
是
れ
弥
陀

の
本
願

の
故
な
り
。
今
叉
、
善
導
和
尚

の
諸
行
を
癈
し
て
念
仏
に
帰

せ
し
む
る
所

以
は
、
啻

に
弥
陀
の
本
願

の
行
た
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
亦
た
是
れ
釈
尊
は
付
属
の
行
な
れ
ば
な

り
。
故
に
知
ん
ぬ
、
諸
行
は
機

に
非
ら
す
、
時
を
失
え
り
。
念
仏
往

生
は
機
に
当
り
、
時

を
得
た
り
。
感
応
豈

に
唐
捐

な
ら
ん
や
。
当

に

知
る
べ
し
、
随
他
の
前
に
は
蹙

ら
く
定
数

の
門
を
開
く
と
雖
も
、
随



自

の
後

に
は
潰
う

て
定
散

の
門
を
閉
づ
。

一
た
び
開

い
て
以
後
永
く

閉
ぢ
ざ

る
は
、
唯
是
れ
念
仏

の

一
門
の
み
。
弥
陀
の
本
願
、
釈
尊
の

付
属
の
意

、
此
に
あ
り
。
行
者
応
に
知
る
べ
し
」

(浄
全
七
巻
、
六

二
頁
)

こ
こ
で
い
う
隨
他
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
通
仏
教
的
立
場
又

は
各
宗

甼
等
と
い
う
見
地
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
隨
自
と
い
う
の
は

各
宗
独
自
の
立
場
.
立
教
開
宗
の
所
信
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が

釈
尊
自
内
証
の
精
髄
と
し
て
の
念
仏
丶
こ
の
念
仏
を
本
願
と
し
て
領

受
開
顕
し
た
善
導

の
本
願
念
仏
、
更

に
こ
の
本
願
念
仏
を
選
択
本
願

念
仏
と
し
て
領
受
開
顕
し
た
宗
祖
の
念
仏
、
そ
こ
に
は
宗
の
意
義

に

透
徹
し
た
理
論
整
然
た
る
実
践
道
と
し
て
の
口
称
念
仏
の
息
吹

き
が

感
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(六
)

翻
つ
て
、
こ
の
浄
土
宗
義
が
、
今
此
に
於
て
は
、
如
何
に
伝
承

さ

れ
且
つ
受
容
ち
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
対
す
る
答
は

多
言
を
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
極

め
て
悲
観
的
で
あ
り
、
時
に
は
絶

望
的
で
さ
え
あ
る
。
或

は
宗
義
の
固
定
化
を
指
弾
し
て
、
そ
の
現
代

化
も
し
く
は
近
代
的
表
現
を
望
む
も
の
で
あ
り
、
或
は
教
権
の
失
墜

浄
土
開
宗
の
意
義
に
関
す
る
考
察

を
嘆
く
も
の
あ
り
、
時
に
は
曾
風
の
刷
新

の
急
務
な
る
を
叫

ぶ
を
耳

に
す
る
。
そ
の
言
う
と
こ
ろ
は
異
る
に
し
て
も
、
そ
の
根
本
趣
旨
は

要
す
る
と
こ
ろ

「
宗
祖

に
帰
れ
」
と
い
う
方
面
と
、

「
現
代
に
活
き

よ
」
と
い
う
方
面
と
の
二
に
集
約
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も

今
日
の
実
情
に
於
て
、
何
も
の
に
も
優
先

し
て
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
、
活
き
た
宗
乗
の
確
立
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
宗
乗

こ
そ
は
、
如
何
な
る
宗
派

に
於
て
も

一
宗
の
生
命
の
源
泉
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
が

し
、
こ
の
活
き
た
宗
乗
の
確
立
と

い
う
こ
と
に
関
連
し
て
考

え
ら
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
何

時
に
今
日
の
如
き
渋
滞
が

宗
乗
に
現
れ
て
来
た
か
と

い
う
理
由
に
つ

い
て
探
求
が
試
み
ら
る
べ

き
で
あ
る
。
永

い
封
建
制
度
下
に
於
け
る
万
事
百
般
の
形
式
化
と
い

う
こ
と
も
大
き
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ

う
る
で
あ
ろ
う
。
夊
、
急

転
す
る
社
会
文
化
と
宗
乘
と
の

マ
ツ
チ
の
不
足
と
い
う
こ
と
も
い
え

る
で
あ
ろ
う
し
、
宗
乗
に
携
る
も
の
の
努
力
の
不
足
と

い
う

こ
と
も

絶
無
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
然
し
、
最
も
根
本
的
な
理
由
、

上
述

の
理
由
と
無
関
係
で
は
な
い
が
、
宗
乗
は
宗
義
と
宗
学
と
の
混

同
或
は
倒
位
で
あ
る
。

三
五



宗

乗
と
宗
学
の
問
題
は
、
項
を
新
に
し
て
論
す
べ
き
重
要

事

項
で
あ
る
が
、
簡
単
に
い
う
な
ら
ば
、

こ
の
両
者
の
本
乗

の
在
り
方

、
閧
係
と
Q
う
も
の
は
、
宗
乗
は
も
と
も
と
教
義

或
は
ド
グ

マ
と
呼
ば
れ
る
信
条
で
あ
つ
て
、
領
受
開
顕
に
よ

つ
て
体
得

さ
れ
た
、
そ
の
宗
と
し
て
.は
不
変
不
動

の
意
義
を

も

つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
宗
学

は
単

に

一
宗
と
か
、
通
仏
教
的
立
場
か
ら
の
み
で
は
な
く
し

て
、

あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
、
宗
義
、
宗
乗
を
根
拠
づ
け
意
義

づ
け

る
こ
と
を
そ
の
本
務
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
従
つ
て

,時
機

に
応
じ
て
隨
宜
そ
の
貌
を
変
え
て
ゆ
く

べ
き
性
質
の
も

の
で
あ
る
。
然
る
ー6
、
何
時
の
聞
に
か
元
来
は
解
釈
学
で
あ

る
宗
学

が
固
定
不
動
の
も
の
と
な
り
、
迸

に
宗
義
、
宗
乗
が

不
安
動
搖
す
る
と
こ
ろ
に
今
日
の
宗
乗
の
生
彩
な
き
姿
が
生

れ
た
と
い
つ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(七
)

如
上

の
粗
雑
な
る
考
察
を
要
約
し
て
、
浄
土
開
宗
の
具
体

的
内
容

と
し
て
次
の
如
き
図
示
を
試
み
る
こ
と
が
出
来

よ
う

か
。

三
六

)
姻
法
菖



,
仏
出

つ
る
と
出
で
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
常
恒
不
変
、
三
世

一
貫
の

も

の
で
あ
る
真
如
法
性
の
理
は
、
今
更

こ
れ
に
つ
い
て
云
々
す
る
必

要
は
な

い
が
、
た
だ
そ
れ
が
衆
生
の
心
田
を
耕
や
す
に
当
つ
て
は
伝

弘
の
人

を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
主
釈
尊
、
浄
土
伝
統
の
有

縁
の
祖

師
は
、
こ
の
意
味
か
,ら
す
れ
ば
、
悉
く
こ
れ
伝
弘
の
人
で
あ

る
。
し
か
も
、
浄
土
門
に
於
て
は
、
こ
の
伝
弘
の
あ
り
方
が
、
口
称

一
行
の
選
択
と
し
て
、
爲
世
燈
明
の
正
道
を
樹
立
し
て
来
た
の
で
あ

る
。こ

こ

に
於
て
、
三
世

一
貫
の
法
性
真
如

の
理
は
、
念
仏

の

一
行
と

し
て
選

択
さ
れ
る
と
き
は
じ
め
て
、
具
体
的
な
衆
生
救
済
の
心
の
糧

と
な
る
。
こ
こ
に
、
上
揚
図
示
の
点
線

に
よ
る
囲
み
の
分
が
、宗
乗
の

輪
廓
、

又
は
宗
義
の
教
権

と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
従
つ

て
教
権

な
る
も
の
は
往
往
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
外
か
ら
与
え

ら
れ
た
も
の
と
か
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
眞
に
完

成

に
向

わ
ん
と
す
る
も

の
に
と
つ
て
の
、
内
心
か
ら
盛
上
る
信
仰
規

定
と
解

さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
宗
義

の
特
色
を
、要
目
的

に
取
上
げ
る
場
合
、
・単
信

口
称
と
か
、
甼
生
念
仏
と
か
、
他
力
易
行

と
か
散
心
念
仏
と
い
う
浄
土
教
義
独
自
の
術
語
と
な
り
、
更
に
こ
の

浄
土
開
宗
⑳
意
義
に
関
す
る
考
察

浄
土
教
義
の
面
目
が
凡
聖
の
関
係

に
於
て
論
ぜ
ら
れ
る
場
合

に
は
、

凡
入
報
土
、
本
為
凡
夫

の
識
見
と
な
り
、
深
信
の
二
字
、
故
の

一
字

の
教
格
が
高
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

勿
論
、
上
掲
の
略
図
示
は
今
日
に
於
て
、
不
断
に
訂
正
夊
は
書

き

改
め
ら
る
べ
き
性
質

の
も
の
で
あ
る
。
た

だ
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
正
し
き
理
論

に
裏
づ
け
ら
れ
た
正
行

の
確
立
、
知
目
行

足
の
双
備
と
い
う
立
場

に
於
て
、
浄
土
開
宗
の
原
意
な
る
も
の
は
、

そ
の
表
現

に
於
て
は
絶
え
す
衣
替
え
を
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
口
称

の

一
行
な
る
も
の
が
、
常
に
万
機
普
釜
の
古
今
の
大
道
た
り
う
る
も

の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
常
に
如
実
に
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
七


