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親
鸞
に
見
る
往
相
と
還
相

の
廻
向
行

岡

亮

二

一

問
題

の
発
端

親
鸞

の

『教
行
信
証
』
は

「謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
二
種

の

　ユ
　

廻
向
有
り
。

一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相
な
り
。」
と
い
う
言
葉
に
は

じ
ま
る
。
し
た
が
っ
て
浄
土
真
宗

の
教
法
は
、

「往
相

・
還
相
」
と
い

う
二
種
廻
向

の
法
が
、
そ
の
す
べ
て
だ
と
い
え
る
。
こ
の
往
相
還
相
の

二
種

の
廻
向

に
つ
い
て
、
最
近
、
寺
川
俊
昭
教
授
が
興
味
あ
る
論
文
を

発
表
さ
れ
た
。
親
鸞

の
二
種
の
廻
向
は
、

「南
無
阿
弥
陀
仏
の
廻
向
の

恩
徳
広
大
不
思
議
に
て

往
相
廻
向
の
利
益
に
は

還
相
廻
向
に
廻

入
せ
り
」
「
往
相
廻
向

の
大
慈
よ
り

還
相
廻
向
の
大
悲
を
う

如
来

　
　
　

の
廻
向
な
か
り
せ
ば

浄
土
の
菩
提
は
い
か
が
せ
ん
」
と
、
『正
像
末

和
讃
』
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
種
と
も
如
来

の
廻
向
で
あ
る

こ
と
は
論
を

ま
た
な
い
。
と
こ
ろ
で

「往
相
と
還
相
」
に
関
し
て
は
、

従
来
、
「往

相
の
往
は
往
生
浄
土

の
こ
と
、
還
相
の
還
は
還
来
稼
国

の

義
」
だ
と
解

さ
れ
、
ま
た

「往
相
と
は
浄
土

へ
往
く
相

(す
が
た
)
、
還

相
と
は
ひ
と
た
び
浄
土
に
往
生
し
て
、
衆
生
済
度

の
た
め
に
再
び

こ
の

世
に
還
っ
て
く
る
相
」
だ
と
解
説
さ
れ
る
。

寺
川
論
文
は
こ
の
点
を
問
題
に
す
る
の
で
あ

っ
て
、
も
し
こ
の
よ
う

に
往
還
の
相
が
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
前
に
、
親
鸞
の
往
生

の
思
想
が
解
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
こ
の
往
生
思

想
は
、
如
来
二
種
の
廻
向
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二

種
廻
向

の
知
見
を
了
解
し
た
上
で
、
か
か
る
論
を
展
開
す
べ
き
で
あ
る

が
、
こ
の
視
点
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。
親
鸞

の
往
生
思
想
は

『
三

経
往
生
文
類
』
に
端
的

に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
親
鸞
は
、
大
経
往

生
、
観
経
往
生
、
弥
陀
経
往
生
を
語

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中

の
大
経

往
生
に
、
次

の
二
点
で
、
こ
と
に
親
鸞
独
自

の
往

生
理
解
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
は
、
如
来

の
二
種

の
廻
向
に
よ
っ
て
実
現
す
る
往
生
で

あ
り
、
二
は
、
そ
の
往
生
の
具
体
相
は
現
生
に
正
定
聚
の
位
に
往
す
る

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
日
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
、
往
相
還
相

あ
る
い
は
往
生

の
論
は
、
か
か
る
観
点
、
す
な
わ
ち
如
来
二
種
の
廻
向

と
の
関
係
に
お
い
て
往
生
を
理
解
す
る
と

い
う
見
方
を
し
て
い
な
い
。

そ
れ
故
に
、
親
鸞
独
自
の
往
生
思
想
が
正
確
に
把
捉
さ
れ
て
い
な
い
と
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す
る
の
で
あ

る
。

で
は
如
来

二
種
の
廻
向
に
よ
っ
て
実
現
す
る
往
生
と
は
何
か
。
本
願

を
信
じ
念
仏
す
る
身
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
爾
自
然
に
現
生
に
正

定
聚
の
位
に
往
し
、
浬
藥
無
上
道
に
立

っ
た
生

の
歩
み
で
あ
っ
て
、
そ

の
生

こ
そ
が
、
如
来
の
往
相
廻
向

の
恩
徳

で
あ
る
真
実
の
行

・
信

・
証

の
は
た
ら
き
が
衆
生
の
上
に
現
前
す
る
こ
と
に
お
い
て
可
能
に
な
る
の

で
あ
る
。
さ
れ
ば
現
生
に
正
定
聚
に
往
し
て
必
ず
無
上
浬
薬
に
至
る
生

の
歩
み
、
す
な
わ
ち
真
実
証
果

の
現
実
態
そ
の
も
の
が
、
如
来
の
往
相

廻
向

の
恩
徳

で
あ
る
と
い
わ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
か
く
て
寺
川
論
文
は
、

親
鸞

の
往
生
思
想
と
は
、
「現
生
に
正
定
聚

の
く
ら

い
に
住
し
、
無
上

浬
繋

の
極
果

へ
の
道
程
と
し
て
の
自
覚
道
に
立

つ
と
い
う
能
動
的
な
生
」

を
意
味
す
る

の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
親
鸞

の
往
還

の
二
廻
向
を
、
「単

純
な
浄
土

へ
の
往
復
運
動
と
理
解
し
た
り
、
往
相
の
回
向
を
単
純
に
浄

土

へ
の
往
生
を
実
現
す
る
回
向
と
理
解
す
る
」
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
と
す
る
。
い
わ
ぼ
浄
土
真
宗
の
往
生
は
、
そ
の

一
切
が
如

来
二
種

の
廻
向
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の

「恩
徳
」

が
重
要
な
の
で
あ
り
、
衆
生
は
そ
れ
故

に
、
往
相
還
相
と
い
う
二
種
廻

向
の
恩
徳
を
、
た
だ
感
侃
す
れ
ぼ
よ
い
の
で
あ

っ
て
、
往
相
と
還
相
を

如
来

の
廻
向
か
ら
切
り
離
し
て
、
客
観
的
あ
る
い
は
傍
観
的
に
眺
め
、

そ
の
往
還
の

「相
」
を
、
あ
れ
こ
れ
計
ら
う
べ
き
で
は
な
い
と
論
じ
る

　ヨ
　

の
で
あ
る
。

親
鸞
の
往

生
義

に
関
し
て
、
従
来

の
学
説
を
、

「往
相
の
回
向
と
の

関
係
に
お
い
て
往
生
を
理
解
す
る
視
点
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
」
と

批
判
す
る
寺
川
論
文
は
、
確
か
に
、
親
鸞

の
往
生
思
想
に
つ
い
て
、

一

つ
の
新
し
い
視
点
か
ら
の
問
題
提
起
だ
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
論
考
に
お
い
て
、
「往
相
と
還
相
」
を
、
ど

こ
ま
で
も
弥
陀
廻
向

と

の
関
係
に
お
い
て
捉
え
よ
と
の
指
摘

に
は
、
ま

っ
た
く
異
論
は
な
い

が
、
往
相
と
還
相
そ
の
も
の
ま
で
を
如
来
の
恩
徳

と
い
う

一
面

で
の
み

捉
え
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
妥
当
か
ど
う
か
に
疑
問
が
残
る
。
こ
と
に

寺
川
論
文

で
は
、
念
仏
者

の
往
生
を

「現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住

し
、
無
上
浬
藥

の
極
果

へ
の
道
程
と
し
て
の
自

覚
道
に
立
つ
と
い
う
、

能
動
的
な
生
」
と
示
し
な
が
ら
、
し
か
も

「現
生
に
施
与
さ
れ
る
自
覚

道
を
解
釈
し
分
別
す
る
愚
は
、
心
し
て
避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
仏
道
と

し
て
の
往
生
道
を
現
生

の
自
覚
道
と
し
て
鮮
明
に
し
た
親
鸞
の
創
造
的

探
求
を
こ
そ
、
心
し
て
学
び
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
結
論
づ
け
る

の
で
あ
る
が
、
で
は
そ
の

「親
鸞

の
創
造
的
探
求
」
と
は
何
か
と
な
る

と
、

こ
の
論

に
は
何
ら
具
体
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

親
鸞
は
著
述
の
中

で
、
自
分
が
如
何
に
往
生
浄
土
の
道
を
歩
ん
で
い

る
か
と
い
う
、
「自
身

の
能
動
的
生
」

に
つ
い
て
は
、

;
日
も
語

っ
て

い
な
い
。
そ
れ
は
当
然

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
だ

一
心
に
念
仏
道
を
歩

ん
で
い
る
親
鸞
に
と
っ
て
、
そ
の
自
分
を
傍
観
的

に
眺
め
、
そ
の
姿
を

解
釈
し
分
別
す
る
こ
と
な
ど
、
あ
り
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が

そ
の
親
鸞
が
な
ぜ
、
「往
生
道
を
現
生
の
自
覚
道
」
と
し
て
歩
む
こ
と

が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
親
鸞
自
身
が
、
そ
の
念
仏
道
を
自
覚
し
よ
う
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と

一
心
に
励
ん
だ
か
ら
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
求
め
こ
そ
、
自
ら
の

念
仏
道
を
分
別
し
計
ら
う

「愚
」
な
る
心
で
し
か
な

い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
身
が
現
生
に
往
生
道
を
歩
ん
で
い
る
と
い
う

「自
覚

道
に
立

っ
た
能
動
的
な
生
」
な
ど
、
自
分
に
は
絶
対
に
自
覚
さ
れ
な
い

の
で
あ

っ
て
、
自
覚
し
よ
う
と
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
ま
さ
に
自
覚

道
を
解
釈

し
分
別
す
る

「愚
」
に
陥
る
の
で
あ
る
。
で
は
親
鸞

の
創
造

的
探
求
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
す
る

「往
生
道
」
を
、
私
た
ち

は
如
何
に
し
て
学
び
知
り
、
そ
の
心
と
重
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
や
は
り
親
鸞
の
著
述
に
直
接
聞
く
以
外
に
道
は
な
い
。
し
か

も
親
鸞
は
そ
の
主
著

『教
行
信
証
』
に
お
い
て
、

「現
生

に
正
定
聚
の

位

に
住
す

る
念
仏
者

の
す
が
た
」
を
、
ま
さ
し
く

「往
相
」
と
語
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
寺
川
論
文
の
問
題
提
起
を
受
け
な
が
ら
、

『教
行

信
証
』
に

み
る
往
還
二
廻
向

の

「行
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二

如
来
二
種
廻
向
の
功
徳

『教
行
信
証
』
「教
巻
」
冒
頭
に
示
さ
れ
る
阿
弥
陀
仏

の
教
法
は
、
衆

生
を
往
還

せ
し
め
る
、
如
来
二
種
廻
向
の
法
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
こ

の
点
を

『
文
類
聚
鈔
』
で
は
、
「若
し
は
往
若
し
は
還
、

一
事
と
し
て

如
来
清
浄

の
願
心
の
廻
向
成
就
し
た
ま
ふ
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
こ
と
有
る

　　
　

こ
と
無
し
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
「往
還
」
と

「願
心
の
廻

向
」
と
は
明
ら
か
に
境
位
を
異
に
す
る
。
往
還
は
、
ど
こ
ま
で
も
衆
生

が
、
稼
土

か
ら
浄
土
に
往
生
し
、
浄
土
か
ら
再
び
稼
土

に
還
来
す
る

「相
」
を
意
味
し
て
い
る
に
対
し
、
願
心

の
廻
向

は
、
衆
生
を
か
く
せ

し
め
る
、
阿
弥
陀
仏
の
大
願
業
力
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
も

し
、
往
相
と
還
相
を
、
阿
弥
陀
仏
の
二
種
廻
向

の
恩
徳
の
相
だ
と
す
れ

ぼ
ど
う
か
。
阿
弥
陀
仏
自
身
が
、
自
ら
の
廻
向
す
る

「教

・
行

・
信

・

証
」
を
、
自
身

の
功
徳
と
し
て
往
相
し
、
さ
ら

に
そ
の
証
果
の
功
徳
に

よ
っ
て
還
相
す
る
と
い
う
、
ま
こ
と
に
奇
妙
な
道
理
が
こ
こ
に
成
り
立

つ
。
し
か
も
こ
の
仏
道
に
衆
生
が
ま
っ
た
く
関

わ
ら
な
い
。
そ
れ
で
あ

れ
ば
仏
道
そ
の
も
の
が
、
衆
生
に
と
っ
て
意
味
を
な
さ
な
く
な

っ
て
し

ま
う
。
や
は
り

「往
相
と
還
相
」
は
、
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
相
で
な
け

れ
ぼ
な
ら
な
い
。

で
は
衆
生
を
往
相
せ
し
め
る
、
弥
陀
廻
向
の

「教

・
行

・
信

・
証
」

と
は
何
か
。
『教
行
信
証
』
の

「教
巻
」
に
そ
の

「教
」
の
内
実
が
、
そ

し
て

「行

・
信

・
証
」
も
同
じ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
に
そ
の
功
徳
が
説

か
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず

「教
巻
」
に
、

阿
弥
陀
仏
が
衆
生
を
往
生
せ
し
め
る
た
め
に
廻
向
さ
れ
た

「教
」
と
は

何
か
を
尋
ね
て
み
よ
う
。
「教
巻
」
で
は
、
こ
の
教
を

「夫
れ
真
実

の

　
　
　

教
を
顕
さ
ぼ
、
即
ち
大
無
量
寿
経
是
れ
な
り
。
」
と
示
す
。
そ
し
て
こ

の
経
の
根
本
義
を
、
阿
弥
陀
仏
が
本
願
を
超
発
し
、
名
号
に
よ
っ
て

一

切
の
衆
生
を
摂
取
す
る
道
理
を
明
か
し
、
そ
の
教
法
を
説
く
た
め
に
、

釈
尊
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
ら
れ
た
の
だ
と
語

る
。
で
は
こ
の
経
は
な
ぜ
、

釈
尊
出
世
本
懐
の
真
実

の
教
だ
と
い
え
る
の
か
。
そ
れ
は
釈
尊
が
こ
の

教
を
説
法
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
、
そ
の
お
姿
が
五
徳
の
瑞
現
を
示
し
て
、
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い
ま
ま
で
に
な
く
輝

い
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
そ
の
輝
き
が
な
ぜ
、

一

切
の
衆
生

を
往
生
せ
し
め
る
、
阿
弥
陀
仏
の
真
実

の

「教
」
の
廻
向
の

証
と
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

い
う
名
号
の
は
た
ら
き

一
つ
で
、
衆
生
を
仏

果
に
至
ら

し
め
る
。
そ
の
よ
う
な
奇
特
な
法
は
、
一
切
の
仏
法

の
中

で
、

た
だ
こ
の
弥
陀
法
を
除

い
て
外
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
唯

一
最
高
の

仏
法
が
今
、
釈
尊
に
廻
向
さ
れ
た
。
釈
尊
が
そ
の

一
乗
究
寛

の
最
勝
の

法
に
出
遇

っ
た
が
故
に
輝

い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
名
号
法
を
説
く

こ
と
に
よ

っ
て
、
釈
迦
自
身
は
じ
め
て
国
土

の
衆
生
の

一
切
を
救
う
こ

と
が
で
き

る
。
そ
こ
で
こ
の
輝
き
を

「教
巻
」
で
、
最
高

の
法
を
示
す

真
理
だ
と
語

っ
た

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「教
巻
」

の
特
徴
は
、
弥

陀
が
本
願

に
誓
う
名
号

の
真
理
を
、
未
だ
釈
尊
が
説
法
し
て
い
な
い
点

に
あ
る
。
弥
陀
の
教
法
の
真
理
が
今
、
釈
迦
の
心
に
廻
向
さ
れ
た
。
そ

の
廻
向
の
功
徳
を
、
一
切
の
衆
生
を
往
生
せ
し
め
る

「往
相
廻
向

の
教
」

だ
と
親
鸞

は
解
し
た
の
で
あ
る
。

次
に

「行
巻
」
で
は
、
衆
生
を
往
生
せ
し
め
る
真
実

の
行
を
、
往
相

　
　
　

廻
向
の
大

行
と
し
て
、

「無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
」
こ
と
だ
と
捉

え
る
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏
を
称
え
る
。
そ

の
称
名
が
、
第
十

七
願
に
誓

わ
れ
て
い
る
、
阿
弥
陀
仏
よ
り
廻
向
さ
れ
た
、
浄
土
真
実
の

行

で
あ
り
、
選
択
本
願
の
行
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の

一

声

の
称
名

が
ま
さ
に
、
こ
の
世
に
お
け
る
浄
土
真
実

の
行
で
あ
り
、
選

択
本
願
の
行
な
の
か
。
衆
生
が
浄
土

へ
往
生
す
る
た
め
の
真
実
行
は
、

た
だ
釈
迦
仏
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
、
そ
の
名
号
の
功
徳
を
大
衆
に

説
法
す
る
と
い
う
行
為

の
中
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
称
え
ら
れ
て

い
る

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
こ
そ
、
阿
弥
陀
仏
自
身
が
こ
の
世
に
出
現
し

て
、
ま
さ
に
大
衆
を
直
接
摂
取
し
た
も
う
選
択
本
願
の
行
に
他
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
釈
尊
滅
後
に
、
こ
の
往
相
廻
向
の
大
行

は
、
い
か
に
し
て
、
こ

の
世
に
お
い
て
躍
動
し
つ
づ
け
る
の
か
。
釈
尊

は
な
ぜ
南
無
阿
弥
陀
仏

を
称
え
、
そ
の
法
を
讃
嘆
し
大
衆

に
説
法
し
た

の
か
。
そ
れ
は
釈
尊
が

往
生
を
願
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
第
十
七
願
の
大
行
と
は
、
自
分
が
往

生
す
る
た
め
の
称
名
で
は
な
く
て
、
迷
え
る
他
者
に
、
弥
陀

の
名
号
を

聞
か
せ
、
信
心
歓
喜
せ
し
め
て
、
速
や
か
に
往
生
せ
し
め
る
行
業
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
行
が
、
釈
尊
に
と
っ
て

の
、
真
の
大
悲

の
行
と

な
る
の
で
あ
る
。
衆
生
は
こ
の
釈
尊
の
大
悲
の
行
を
聞
法
し
、
獲
信
の

念
仏
者
と
な
る
。
釈
尊
滅
後
、
そ
の
念
仏
者
が
釈
尊
と
同
じ
く
、
弥
陀

の
名
号
を
称
え
讃
嘆
し
説
法
し

つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
往

相
廻
向
の
大
行
の
、
こ
の
世

に
お
け
る
躍
動
の
相
が
あ
る
。
で
は
獲
信

の
念
仏
者
と
は
誰
か
。
親
鸞

は
そ
の
具
体
像
を
、
七
高
僧

の
上
に
見
ら

れ
、
そ
の
行
道
を
、

「浄
土
真
実

の
行
」
と
し
て
、
「行
巻
」
に
語
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

「信
巻
」
に
お
い
て
は
、
往
相
廻
向
の
大
信
と

し
て
、
阿
弥
陀
仏
の

大
信
心
が
明
か
さ
れ
る
。
愚
悪
な
る
衆
生
を
摂
取
す
る
た
め
に
、
第
十

八
願
に
誓
わ
れ
て
い
る
、
真
実
清
浄
に
し
て
疑
蓋
無
雑
の

「至
心
信
樂

4



親
鸞
に
見
る
往
相
と
還
相
の
廻
向
行

(岡
)

欲
生
」
の
三
心
が
、
そ
の
大
信
心
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

で
は
そ
の
本
願
の
三
心
は
い
か
に
し
て
衆
生
の
心
に
来
た
る
の
か
。
「至

　　
　

心
は
則
是
至
徳
の
尊
号
を
其
の
体
と
せ
る
な
り
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

阿
弥
陀
仏

の
大
悲
心
は
、
名
号
を
と
お
し
て
悪
業
邪
智
な
衆
生
の
心
に

来
た
る
。

「行
巻
」
に
お
い
て
、
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
衆
生
を
往
生
せ

し
め
る
、
弥
陀
廻
向
の
行
業
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
た
。

「称
名
」

が
、阿
弥
陀
仏
か
ら
衆
生
に
来
た
る
弥
陀

の
言
葉

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ

の
弥
陀
か
ら
の

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
、
言
葉
が
衆
生
の
心

に
た
だ
届

い
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の

一
声

一
声
の

一
切
が
、
ま

さ
に
衆
生
を
摂
取
し
た
も
う
、
阿
弥
陀
仏

の
大
悲
心
そ
の
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
衆
生
は
、
自
身
の
自
覚
内
容
と
は
無
関
係
に
、
称
名
す
る

そ
の
時
、
原
理
的
に
は
無
条
件
で
、
す
で
に

一
切
の
無
明
が
破
れ
、

一

切

の
志
願

が
満
た
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
衆
生
の
往
生
を
決
定
せ
し

め
る
阿
弥
陀

仏
の
大
信
心
が
、
称
名
を
と
お
し
て
衆
生
に
廻
施
さ
れ
、

そ
の
衆
生

の
心
は
、
弥
陀
の
大
行

・
大
信

の
功
徳

で
満
ち
満
ち
て
い
る

か
ら
で
あ

る
。

で
は
衆
生

は
た
だ
単
に
、
称
名
す
る
だ
け
で
往
生
が
決
定
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
決

し
て
そ
う
で
は
な
い
。
衆
生
自
身
が
弥
陀
の
大
信
心
を
獲

得
し
な
い
限
り
、
往
生

の
因
は
決
定
し
な

い
。
真
の
意
味
で
、
衆
生
は

第
十
八
願

の
願
心
に
出
遇
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
第
十
八

願
の
救

い
の
真
理
を
釈
尊
は
、

「弥
陀
よ
り
廻
向
せ
ら
れ
た
名
号
の
功

徳
を
、
衆
生

が
聞
き
信
じ
歓
喜
す
る
瞬
間
、
そ
の
衆
生
は
、
往
生
が
決

塾定
し
正
定
聚
に
住
す
。」
と
説
き
明
か
す
。
す
な

わ
ち
原
文

で

「聞
其

　　
　

名
号
信
心
歓
喜
乃
至

一
念
」
と
表
現
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
、
往
生
は
ま
さ

に
、
弥
陀
の
大
信
心
を
獲
信
す
る

一
瞬
に
定
ま
る

の
で
あ
り
、
そ
の
位

を
正
定
聚
に
住
す
と
述

べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
こ
に
お
い

て
も

「往
相
」
は
、
弥
陀
の
大
信
心
で
は
な
く
て
、
獲
信
の
念
仏
者
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
未
信

の
念
仏
者
は

い
か
に
し
て
獲
信
し
、

正
定
聚
の
機
に
至
る
の
か
。
そ
の
道
は
た
だ

一
つ
で
あ
っ
て
、
獲
信

の

念
仏
者
か
ら
、
第
十
八
願
の
法

の
真
理
を
聞
き
、
自
ら
が
弥
陀

の
大
信

心
を
信
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
獲
信
は
可
能
に
な
る
の
で
訪
る
。

で
は
真
実
の

「証
」
と
は
何
か
。
「証
巻
」
で

こ
の
証
果
が

「利
他

　　
　

円
満
之
妙
位
、
無
上
浬
藥
之
極
果
」
だ
と
語
ら
れ

る
。
こ
の
証
が
往
相

廻
向
の
証
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
弥
陀
廻
向
の

「証
」
で
あ

る
が
故
に
、
か
か
る
証
果
を
得
る
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
そ
の

証
を
親
鸞
は
、

「往
相
廻
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
、

即
の
時
に
大
乗
正
定

聚

の
数
に
入
る
な
り
。」
と
述
べ
、
さ
ら
に
そ
の
正
定
聚
に
住
す
る
も

の
は
、
必
ず
無
上
浬
盤
ハに
至
る
と
説
く
。
さ
れ
ば

こ
の
無
上
浬
薬
に
至

る

「証
」
も
な
た
、
阿
弥
陀
仏
よ
り
廻
向
さ
れ
る
弥
陀

の
証
果
を
指
す

の
で
は
な
く
て
、
弥
陀
の
往
相
廻
向
の
証
を
獲
得

し
た
、
衆
生
の

「証
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
は
り
往
相
す
る
の
は
衆
生
で
あ

っ
て
、
廻

向
す
る
阿
弥
陀
仏
が
無
上
浬
藥
の
極
果
を
得
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は

「証
」
を
中
心
に
、
弥
陀
と
衆
生
は
い
か
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
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衆
生
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
を
信
じ
る
の
み
で
、
必
ず
無
上
浬
盤
くに

至
る
道
理
を
、
親
鸞
は
曇
鸞
の

「不
虚
作
住
持
功
徳
」
の
釈
に
ょ
る
。

阿
弥
陀
仏

は
な
ぜ
不
虚
作
住
持

の
功
徳
を
有
す
る
の
か
。
そ
れ
を
曇
鸞

は
、
「本
、
法
蔵
菩
薩

の
四
十
八
願
と
、
今
日
の
、
阿
弥
陀
如
来
の
自

　い
　

在
神
力
と
に
依

て
」
だ
と

い
う
。
法
蔵
菩
薩
が
四
十
八
願
を
成
就
し
、

そ
の
願

の
功
徳
に
よ
る
が
故
に
、
阿
弥
陀
仏

の
願
力
に
は
自
在

の
神
力

が
ま
し
ま
す

の
で
あ
る
。
で
は
四
十
八
願
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
、
阿

弥
陀
仏

の
正
覚
の
華
と
は
何
か
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
こ
そ
、
ま
さ
に

弥
陀
正
覚

の
浄
華
で
あ
る
。
さ
れ
ば

一
声
の
南
無
阿
弥
陀
仏
に
、
阿
弥

陀
仏
の
往
還

二
廻
向
の
功
徳
の

一
切
が
有
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

か
く
て
獲
信

の
念
仏
者
の
み
が
、
阿
弥
陀
仏

の
大
行

・
大
信
の
功
徳
を

も
っ
て
、
往
相
の
念
仏
道
を
歩
む
の
で
あ
る
。
で
は
阿
弥
陀
仏
の
証
果

を
獲
得
し
た
衆
生

の
、
往
相

の
念
仏
道
と
は
何
か
。

三

往
相

の
利
他

・
還
相

の
利
他

未
信

の
念
仏
者
は
、
邪
定
聚

・
不
定
聚

の
機
で
あ
っ
て
、
未
だ
往
生

は
定
ま
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
念
仏
者
に
は

「往
相
」
は
あ
り
え
な
い
。
し

た
が
っ
て

「往
相
」
す
る
の
は
、
獲
信

の
念
仏
者
の
み
で
あ
る
。
親
鸞

が

『教
行
信
証
』
で
、
獲
信
の
念
仏
者

の
行
道
を
具
体
的
に
問
題
に
す

る
の
は
、

「信

一
念
釈
」
以
後
だ
と
い
え
る
が
、
往
相
が
決
定
す
る
原

理
は
、
「欲
生
釈
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「本
願
の
欲
生
心
成
就

の
文
」
に

「至
心
に
廻
向
し
た
ま

へ
り
。
彼
の
国
に
生
れ
む
と
願
ず
れ

　こ

ぼ
、
即
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
す
。」
と
、

「至
心
に
廻
向
し
た
ま

う
」
の
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
が
、
「彼
の
国
に
生
ま
れ
む
と
願
ず
る
」
の

は
、
往
相
し
還
相
す
る
、
獲
信

の
念
仏
者
自
身
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
往
還

の
相
に
つ
い
て
、
「欲
生
心
成
就

の
文
」
に
つ
づ
く

『浄
土
論
註
』
の
引
文
で
は
次

の
ご
と
く
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

(-
)云

何

が
廻
向

し
た
ま

へ
る
。
一
切
苦

悩

の
衆
生
を
捨

て
ず

し
て
、
心

に
常

に
作

願

す
ら
く
。
廻
向
を
首
と

し
て
大
悲
心
を
成
就

す
る

こ
と
を
得
た
ま

へ
る
が

故

に
と

の
た
ま

へ
り
。
廻
向

に
二
種

の
相
有

り
。

一
に
は
往
相
、

二
に
は
還

　
　
　

相
な
り
。
往
相
と
は
、
己
が
功
徳
を
以

っ
て

一
切
衆
生

に
廻
施
し
た
ま
ひ

て
、

作

願
し

て
共
に
彼

の
阿
弥
陀
如
来

の
安
楽
浄
土

に
往
生

せ
し
め
た
ま

ふ
な
り
。

還
相
と

は
、
彼

の
土

に
生

じ
已
は
り

て
、
奢

摩
他
毘
婆
舎
那
方
便
力

成
就
す

る
こ
と
を
得

て
、
生
死

の
稠
林

に
廻

入
し
て
、

一
切

の
衆
生
を
教
化
し

て
、
共

へ
3
)

に
仏
道

に
向
か

へ
し
め
た
ま
ふ
な

り
。

若
し

は
往
若

し
は
還
、
皆
衆
生

を
抜

(
4

)

(
5

)

き

て
、

生
死
海
を
渡

せ
む
が
為

に
と

の
た
ま

へ
り
。

こ
の
故

に
廻
向
為
首
得

(
12
)

成
就
大
悲

心
故

と
言
た
ま

へ
り

と
。

と

こ
ろ
で
こ
の
文
は
、

「信
巻
」
以
外
に
、
文
頭
よ
り

「往
生
せ
し
め

　お
　

た
ま
ふ
な
り
」
ま
で
が

「行
巻
」
に
、

「還
相
と

は
」
よ
り
文
末
ま
で

が

「証
巻
」
塵
引
用
さ
れ
・
し
か
も
傍
線
の
部
分
が
、

「(1
)
云
何
が

廻
向
す
る
、
(2
)
廻
施
し
て
、
(3
)
向
か

へ
し
む
る
な
り
、
(4
)
為

な
り
、

(5
)
廻
向
を
首
と
為
て
大
悲
心
を
成
就

す
る
こ
と
を
得
る
が

故
に
、」
と
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
両
者

の
違

い
の
特
徴
は
、

「行
巻
」
と

「証
巻
」
で
、
傍
線

の
部
分
、
敬
語
表
現
が
消
え
て
い
る

6
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点
に
あ
る
。

さ
て
こ
の
文
冒
頭
の

「云
何
が
廻
向
し
た
ま

へ
る
」
は
、
す
ぐ
前
の

「欲
生
心
成
就

の
文
」

の

「至
心
に
廻
向
し
た
ま

へ
り
」
を
受
け
て
い

る
か
ら
、

こ
の

「廻
向
」
は
、
明
ら
か
に
阿
弥
陀
仏
自
身

の
廻
向
を
指

し
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
づ
く

「廻
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る

こ
と
を
得
た
ま

へ
る
」
も
ま
た
、
同

一
の
表
現
が
、
本
願
の
欲
生
心
の

こ
自
釈
の
文
に
見
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
大
悲
心
の
成
就
も
ま
た
、
弥
陀

が
常
に
作
願
し
た
も
う
心
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
廻
向
に
、
往
相
と
還

相
と
い
う
二
種

の
廻
向
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
往
相
還
相
せ
し
め
る

は
た
ら
き
も
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
心
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。

し
た
が
っ
て
こ
の
引
文

の
全
体
は
、
当
然
、
阿
弥
陀
仏

の
大
悲
心
の
廻

向
の
は
た
ら
き
の
中
に
あ
る

「往
相
と
還
相
」
が
語
ら
れ
て
い
る
と
見

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

だ
が
同
時
に
、
往
相
し
還
相
す
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
で
は
な
く
て
、

あ
く
ま
で
も
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
心
を
獲
得
し
た
、
獲
信

の
念
仏
者
で
あ

る
点
を
、
私
た
ち
は
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
に
特

に
注
意
す
れ
ば
、
「往
相
と
は
」
「還
相
と
は
」
と
語
ら
れ
て
い
る
部
分

は
、
阿
弥
陀
仏

の
大
悲
心
に

つ
い
て
で
は
な
く
て
、
こ
の
説
示
は
ど
こ

ま
で
も
、
弥
陀

の
大
悲

の
功
徳
を
得
た
、
往
相
し
還
相
す
る
念
仏
者

の

仏
道
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
、

こ
の
念
仏
者

の
行
道
に

敬
語
が
使

わ
れ
て
い
る
の
か
。
弥
陀

の
大
悲
心
を
獲
信
し
た
念
仏
者

の

行
道

こ
そ
真

の
仏
道
だ
か
ら
で
、

「信
巻
」

で
は
、
そ
の
恩
徳
を
喜
ぶ

獲
信
者

の
行
道
が
、
未
だ
そ
の
行
を
歩
み
え
て
い
な
い
者
か
ら
見
て
、

敬
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は

「行
巻
」
と

「証
巻
」
で
、
敬
語
表
現

の
消
え
る
部
分
が
あ
る

の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
箇
所
は
、
往
相
と
還
相
の
廻
向
が
、
菩
薩
自
身
の

廻
向
行
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず

「行
巻
」
で
は

往
相
の
菩
薩
の
廻
向
行
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
ど
の
よ
う
に
廻
向
す
る

の
か
。
こ
の
菩
薩
は
す
で
に
廻
向
に
よ
っ
て
、
大
悲
心
を
成
就
な
さ
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
自
分
が
す
で
に
得
て
い
る
こ
の
真
実
功
徳
を
、
い
ま

だ
迷
え
る

一
切

の
衆
生
に
廻
施
し
、
作
願
し
て
、
自
分
と
共
に
そ
れ
ら

の
衆
生
を
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
せ
し
め
よ
う
と
、
な
さ
っ
て
い

る
の
で
あ
る
と
。
こ
れ
に
対
し
て

「証
巻
」
で
は
、
還
相
の
菩
薩
の
行

業
が
次
の
ご
と
く
語
ら
れ
る
。
彼
の
浄
土
に
往
生
し
た
後
、
教
化
地
を

成
就
し
て
、
再
び
こ
の
械
土
に
廻
入
し
て
、

一
切
の
衆
生
を
自
由
自
在

に
教
化
し
て
、
そ
れ
ら
の
衆
生
を
自
分
と
共
に
、
仏
果

へ
向
か
え
し
め

て
い
る
の
で
あ
る
と
。
し
た
が
っ
て
、
往
相
で
あ
れ
還
相
で
あ
れ
、
廻

向
は
す
べ
て
は
、
衆
生

の
苦
を
抜

い
て
、
生
死
海
を
渡
せ
ん
が
た
め
に

な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
故
に
天
親
は
、
菩
薩
行
は
廻
向
が
中
心

で
あ

っ
て
、
廻
向
に
よ
っ
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
る
の
だ
と
、

言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
が

「行

・
信

・
証
」
の
各
巻
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、
曇
鸞
の
往

還
二
廻
向

の
文

の
大
意

で
あ
る
。
す
で
に
気
が

つ
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
私

の
解
釈
は
、
今
日
の
真
宗
教
学
上
に
み
ら
れ
る
定
説
と
は
大
き
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く
異
な

っ
て
い
る
。
例
え
ば
梅
原
真
隆
は
こ
の
箇
所
を
、

「註
文

の
当

分
は
行
者

に
約
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
宗
祖
の
点
声
は
仏
に
約
す
る
も

の
で
あ
る
。
利
行
満
足

の
註
釈
の
こ
こ
ろ
に
よ
っ
て
行
者

の
回
向
は
す

な
わ
ち
仏

の
回
向
に
依
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
文
を
引
抄
さ

れ
た
の
は
行
者

の
信
行
は
こ
れ
仏
の
回
向
な
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
証

　　

明
で
あ
る
。
」
と
註
解
す
る
が
、
他
の
説
も
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
往

還
の
相
を
衆
生
に
、
そ
し
て
廻
向
を
阿
弥
陀
仏

の
大
悲
と
捉
え
て
こ
こ

を
解
釈
し
、
親
鸞
思
想

の
特
殊
性
を
強
調
し
て
い
る
。
先

の
寺
川
論
文

は
そ
の
例
外

の

一
つ
で
あ
っ
て
、
こ
の
論
で
は
、
往
還
の
相
と
廻
向
と

を
分
け
る
定
説
を
批
判
し
、
よ
り
親
鸞
思
想
を
鮮
明
に
し
て
、
往
還
の

二
廻
向
の
全
体
を
弥
陀

の
恩
徳
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
私
は
む
し
ろ
逆
に
、
こ
の
親
鸞

の
引
意
を
曇
鸞

の
原

意
に
重
ね
た
く
思
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
私
た
ち

衆
生
の
往
還
の

一
切
が
、
阿
弥
陀
仏

の
大
悲
の
本
願
力
廻
向
に
よ
る
こ

と
は
、
弥
陀

法
の
道
理
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
当
然
、
動
か
し
え
な

い
。

だ
が
親
鸞

は
そ
の
上
で
、
現
実
社
会
に
お
け
る
衆
生

の
、
菩
薩
道
と
し

て
の
廻
向

行
を
非
常
に
重
視
す
る
。
今
日
の
真
宗
者
は
こ
の
菩
薩
行
ま

で
を
、
と

も
す
れ
ば
法
蔵
菩
薩
の
行
と
捉
え
る
の
で
、
念
仏
者
自
身
の

菩
薩
行
を
完
全
に
見
落
と
し
て
い
る
が
、
親
鸞
は
龍
樹

・
天
親

の
行
道

を
実
に
重
視
し
、
さ
ら
に
、
獲
信

の
念
仏
者
の
み
が
、
か
か
る
大
悲
を

行
じ
う
る
と
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば

『教
行
信
証
』

「信
巻
」
の
、
横
超

の
菩
提
心
釈

で
は
、

「横
超
は
斯
れ
乃
ち
願
力
廻
向
の
信
樂
、
是
れ
を
願
作
仏
心
と
日
ふ
。
願

　　

作
仏
心
則
是
横

の
大
菩
提
心
な
り
。
」
と
、
こ
の
菩
提
心
を
阿
弥
陀
仏

の
本
願
力
廻
向

の
菩
提
心
だ
と
示
し
な
が
ら
、
次
の

『論
註
』
の
引
文

で
は
、
三
輩
者

の
菩
提
心
を
論
じ
、
真
実
、
浄

土
に
往
生
す
る
者
は
、

必
ず
菩
提
心
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
楽

の
た
め
に
往
生
を

願
っ
て
も
、
決
し
て
往
生
し
な
い
こ
と
を
明
か
し
、
そ

の
菩
提
心
を
、

「自
身
住
持

の
楽
を
求
め
ず
、

一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
む
と
欲
ふ
」
心

だ
と
説
く
。
ま
た
こ
の
文
中

の

「願
作
仏
心

・
度
衆
生
心
」
に

つ
い
て

　む

も
、
『正
像
末
和
讃
』
(三
時
讃

)
で
は
、
こ
の
心
を
阿
弥
陀
仏

の
大
悲

　　

心
と
し
な
が
ら
、

『高
僧
和
讃
』
(天
親
讃

)
で
は
、
天
親
自
身

の
度
衆

生
心
だ
と
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に

「真
仏
弟
子
釈
」
で
は
、

「念
仏
を

　ヨ

行
ぜ
し
む
者
は
、
是
れ
等
を
悉
く
大
悲
を
行
ず

る
人
と
名
つ
く
」
と
、

獲
信

の
念
仏
者
の
菩
薩
道
を
、
こ
こ
で
具
体
的
に
示
す
。
こ
れ
ら

の
点

よ
り
す
れ
ば
、
こ
の
世
に
お
け
る
利
他
行
の
実
践

を
、
親
鸞
は
ま
さ
に
、

往
相
の
念
仏
者
に
見
て
い
た
と
う
か
が
え
る
。

か
く
論
ぜ
ば
、
直
ち
に
反
論
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

菩
薩
道
は
愚
悪
な
る
凡
夫
に
は
、
到
底
不
可
能

で
あ
る
と
。
だ
が
果
た

し
て
そ
う
か
。
こ
こ
で
法
然
や
親
鸞
の
念
仏
道
に
目
を
向
け
た

い
。
法

然
の
日
常
は
自
分
自
身

の
み
の
往
生
を
願

っ
て
、
念
仏
を
唱
え
て
い
た

の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
利
の
心
は
全
く
な
く
、
吉
水
の
草
庵
を

訪
ね
る
老
若
男
女
に
、
た
ん
た
ん
と
念
仏
の
法
を
説
き
、
多
く

の
衆
生

に
往
生
を
願
わ
し
め
た
。
迷
え
る
親
鸞
も
そ
の

一
人
で
あ
っ
て
、
法
然
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と
の
出
遇

い
に
よ
っ
て
、
真

の
念
仏
者
に
導
か
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
法
然

に
は
自
覚

さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
菩
薩

の
利
他
行
そ

の
も
の
だ
と
言
わ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
獲
信
後
の
親
鸞
も
ま
た
、
全
く
同
様

の
道
を
歩

ん
で
い
る
。
唯
円

へ
の
説
法
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で

親
鸞
は
、
自
ら
の
信
心
を
何
ら
誇
示
せ
ず
、
何

の
力
み
も
見
せ
ず
、
し

か
も
見
事

に
、
智
慧
慈
悲
方
便

の
実
践
を
な
し
て
い
る
。
往
相
と
は
、

弥
陀
廻
向

の
念
仏
を
獲
信
し
、
た
だ
念
仏
を
称
え
る
者
の

「相
」
で
あ

る
。
た
だ
し
こ
の
者
は
、
自
分
自
身

の
往
相
に
は
全
く
関
心
を
示
さ
な

い
。
自
ら

の
人
生
は
、
た
だ
念
仏
を
喜
ぶ
の
み
の
で
あ
る
。
た
だ
し
人

は
、
こ
の
念
仏
者
に
出
遇

っ
て
、
念
仏
者
に
な
さ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
法
然
や
親
鸞

の
、
こ
の
利
他
の
念
仏
道
、
真

の
意
味

で
の
報
恩
の

仏
道
が
、
今
日
の
浄
土
教
界
で
、
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
還
相
菩
薩

の
廻
向
と
は
何
か
。
親
鸞
は
往
相
者
の

「相
」
に
つ

い
て
は
、
具
体
的
に
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
還
相
の
菩
薩
の

「相
」
に

つ
い
て
は
、

「証
巻
」

の

「還
相
廻
向
釈
」
で
、
非
常
に
具
体

的
か

つ
詳

細
に
、
そ
の
相
が
語
ら
れ
て
い
る
。
浄
土
の
菩
薩
は
教
化
地

の
功
徳
を
得
て
い
る
か
ら
、

一
、
身
を
仏
土
に
置
い
た
ま
ま
、
遍
く
十

方
の
世
界
に
行
き
て
、
利
他
行
を
行
じ
る
。
二
、
そ
の
衆
生

の
教
化
は
、

一
瞬
に
お

い
て
可
能
で
あ
る
。
三
、
し
か
も

一
切
の
世
界
に
お
い
て
余

す
と
こ
ろ
が
な
い
。
四
、
こ
と
に
三
宝
の
ま
し
ま
さ
な
い
世
界
に
お
い

　　

て
、
仏
法

僧
を
示
す
。
以
上

の
四
点
に
、
浄
土
の
菩
薩

の
功
徳
が
見
ら

れ
る
。
さ
れ
ば
か
か
る
菩
薩
行
は
、
未
だ
浄
土
に
生
ま
れ
て
い
な

い
衆

生
に
は
、
全
く
不
可
能
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の

世
に
お
い
て
は
、
誰

一
人
と
し
て
還
相
の
菩
薩
行
は
行
じ
え
な

い
。
た

だ
し
獲
信
の
念
仏
者
は
、
如
来
二
種
廻
向
の
功
徳
を
獲
得
し
て
い
る
。.

だ
か
ら
こ
そ
往
相
の
仏
道
に
お

い
て
利
他
行
が
成
り
立

つ
の
で
あ
り
、

同
時
に
こ
の
者
に
は
、
み
ず
か
ら
の
、
往
生
後

の
還
相
の
利
他
行
が
見

え
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
獲
信
者
と
、
還
相

の
菩
薩

の
廻
向
行
と
は
、

ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ
う
の
だ
ろ
う
か
。

還
相
の
菩
薩
は
、
こ
の
世
の
衆
生
を
浄
土
に
往
生
せ
し
め
る
、
四
種

門
を
成
就
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
浄
土
に
入
ら
し
む
る
功
徳
と
は
何
か
。

入
第

一
門
と
は
、
「阿
弥
陀
仏
を
礼
拝
し
て
、
彼
の
国
に
生
ぜ
し
め
む

が
為

に
す
る
を
以

っ
て
の
故

に
、
安
楽
世
界

に
生
ず
る
こ
と
を
得
し

む
。
」
入
第
二
門
と
は
、
「阿
弥
陀
仏
を
讃
嘆
し
名
義
に
随
順
し
て
如
来

の
名
を
称
せ
し
め
、
如
来

の
光
明
智
相
に
依
り
て
修
行
せ
る
を
以
っ
て

の
故
に
、
大
會
衆
の
数
に
得
し
む
」。
入
第
三
門
と
は
、
「
一
心
に
専
念

し
作
願
し
て
、
彼

こ
に
生
じ
て
奢
摩
他
寂
静

三
昧
の
行
を
修
す
る
を

以
っ
て
の
故
に
、
蓮
華
蔵
世
界
に
入
る
こ
と
を
得
し
む
」
。
入
第
四
門

と
は
、
「彼

の
妙
荘
厳
を
専
念
し
観
察
し
て
、

毘
婆
舎
那
を
修
せ
し
む

を
以
っ
て
の
故
に
、
彼
の
所
に
到
る
こ
と
を
得

て
、
種
種

の
法
味
の
楽

　こ

を
受
用
せ
し
む
」
。
こ
こ
に
還
相

の
菩
薩
の
、

こ
の
世
に
お
け
る
具
体

的
な
利
他
行
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば

こ
の
世
に
お
い
て
私
た

ち
が
、
阿
弥
陀
仏
に
向
か

っ
て
礼
拝
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、

還
相

の
菩
薩
に
よ
っ
て
、
か
く
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
称
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名
を
称
え
る
こ
と
、
そ

の
こ
と
も
ま
た
、
こ
の
菩
薩

の
利
他
に
よ
る
の

で
あ
る
。
私
の
信
心
は
、
ま
さ
し
く
私
と
共
に
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
、
私

を
し
て
そ

の
智
慧
を
得
さ
し
め
た
、
還
相

の
菩
薩

の
廻
向
が
あ
れ
ば
こ

そ
で
あ
っ
て
、
獲
信
の
念
仏
者
の
み
が
、
よ
く
こ
の
大
悲
を
感
侃
し
う

る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
親
鸞
が
、
往
生
さ
れ
た
法
然
上
人
に
、
還
相
の

す
が
た
を
見
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

四

他
利
利
他
の
深
義

「証
巻
」
は

「宗
師
は
大
悲
往
還

の
廻
向
を
顕
示
し
て
盤
勲
に
他
利

利
他

の
深
義
を
弘
宣
し
た
ま

へ
り
。
仰
い
で
奉
持
す
可
し
、
特

に
頂
戴

　ヨ

す
可
し
と
。
」
と

い
う
言
葉

で
結
ぼ
れ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る

「他
利

利
他

の
深
義
」
に
関
し
て
は
、
今
日

一
般
的
に
は
次

の
よ
う
に
考
え
ら

れ
て
い
る
。
曇
鸞
は

『浄
土
論
』
の

「自
利
利
他
」
の

「利
他
」
に
着

眼
し
、
上
来
、
五
念
門

の
行
も
往
還
二
廻
向
も
我
々
衆
生
に
属
し
て
解

釈
さ
れ
た

の
を
、

一
転
し
て
他
力
廻
向
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
利
他
と
い

う
積
極
的
な
言
葉
は
、
決
し
て
罪
濁
の
力
弱
き
私
共

の
能
く
す
べ
き
も

の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
弥
陀
の
利
他
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
我
々

　
お
　

の
す
る
所

で
あ
れ
ば
、

「他
利
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
。
す
な
わ

ち
還
相
の
菩
薩
と
い
え
ど
も
、
そ
の
功
徳
の

一
切
は
阿
弥
陀
仏

の
願
力

の
廻
向
に
よ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
往
還

の
廻

向
に
依
ら
な

い
も
の
は
な
い
と
の
顕
示
が
、
曇
鸞
の

「他
利
利
他

の
深

義
」
だ
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

曇
鸞
は
確
か
に
、

「蝦
求

其
本
釈
」
に
お
い
て
、

「藪
に
其

の
本
を
求
む
れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
を

　
　

増
上
縁
と
為
る
な
り
」
と
、
菩
薩
が
五
念
門
行
を
修
し
、
自
利
利
他

の

行
を
成
就
さ
れ
た
根
底
に
、
阿
弥
陀
仏

の
本
願
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ぼ
、
純
粋
な
る

「利

他
」
は
、
弥
陀
の
本
願
力
だ
け
で
あ
っ
て
、

一
切
の
衆
生
は
弥
陀
に
利

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「他
利
」
だ
と
述

べ
ら
れ
た
曇
鸞
の
言
葉

に
は
、
ま
こ
と
に
深
い
義
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど

も
曇
鸞
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
菩
薩

の
利
他
行
を
否
定
は
し
な
い
。
む

し
ろ

『論
註
』
は
、
そ
の
菩
薩

の
利
他
行
こ
そ
が
、
真

の
仏
道
だ
と
示

す
の
で
あ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
と
、
こ
の
善
知
讖

の
善
巧
方
便

に
よ
っ
て
、
凡
夫
は
は
じ
め
て

「阿
弥
陀
如
来

の
方
便
荘
厳
真
実
清
浄

　　

無
量
功
徳

の
名
号
」
を
聞
き
、
真
実

の
信
心
を
得
る
の
だ
と
説
く
の
で

あ
る
。
さ
れ
ぼ
菩
薩
の
凡
夫

へ
の
利
他
行
は
、
た
だ
阿
弥
陀
仏

の
本
願

力
を
説
く
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏

の
本
願
力
を
増
上

縁
と
す
る

「他
利
」
の
菩
薩

の
み
が
、
実
は
よ
く

「利
他
」

の
行
を
な

し
う
る
の
で
あ
る
。

「他
利
利
他

の
深
義
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
決
し
て
、
阿
弥
陀
仏

の

往
還
二
廻
向
の
功
徳
の
み
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
衆
生
の
往

還

の
一
切
は
、
阿
弥
陀
仏
の
願
力

の
廻
向
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
往
生

の
決
定
に
は
、
私
の
力
は
全
く
関
与
し
な

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
、

一

片

の
自
利
の
求
め
も
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
私
た
ち
は
仏
道
に
生
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親
鸞
に
見
る
往
相
と
還
相
の
廻
向
行

(岡
)

き
る
者
で
あ
る
。
仏
道
と
は
菩
薩
道
で
あ
り
、
菩
薩
道
は
利
他
行
を
除

い
て
は
あ
り
え
な
い
。
法
然
や
親
鸞
は
愚
悪
な
る
凡
夫

で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
大
乗
の
菩
薩
道
を
、
力
強
く
歩
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。

こ
の
凡
夫
に
も
開
か
れ
た
真

の
仏
道
こ
そ
が
、
「他
利
利
他
の
深

義
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
真
宗
者
は
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲

心
に
の
み
関
心
が
奪
わ
れ
、
法
然
や
親
鸞
の
利
他

の
実
践
を
完
全
に
見

落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

1

『真

宗
聖
教
全
書

二
』
二
頁
。
以
下
、
頁
数

の
み
は
、
す
べ
て
こ
の
書

の

頁
数

で
あ
る
。

2

五
二
二
頁
。

3

寺

川
俊

昭

「親
鸞

と
蓮
如

―
往
生
理
解
を
め
ぐ

っ
て
―
」
『印
度
学
仏
教

学
研
究
』

四
六
-

一
。

4

四
四
六
頁
。
　

5

二
頁

。
　
6

五
頁
。
　

7

六
〇
頁
。
　

8

六

二
頁

。
　

9

一
〇
三
頁
。
　

10

四
〇
頁

・
一
三
五
頁
。
　

11

六

六
頁
。
　

12

六
六
頁
。
　

13

一
六
頁
。
　

14

一
〇

七
頁
。

15

梅
原
真
隆

『教
行
信
証
新
釈
　

巻
上
』

二

一
五
頁
。

16

六
九
頁
。

17

『親
鸞
聖
人
全
集
　

和
讃
篇

』

一
四
七
頁
。

18

同
右

八
四
頁
。

19

七
七
頁
。

20

「証
巻
」

「菩
薩
荘
厳
功
徳

」

の
文

の
大
意
。

一
一
〇
頁
。

21

「証
巻
」

「利
行
満
足
」

の
文

よ
り
略
出
。

一
一
七
頁
。

22

一
一
九
頁
。

23

山
辺

・
赤
沼

『教
行
信
証
講
義
　

信
証

の
巻
』

一
〇
七
三
頁
。

24

三
六
頁
。

25

「信
巻
」
「逆
誇
摂
取
釈
」
の

『論
註
』
引
文

。
第
六
問
答

の
文

。
九
九
頁
。

<
キ
ー

ワ
ー
ド
>

親
鸞
、
往
相
廻
向
、
還
相
廻
向

(龍
谷
大
学
教
授
)
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