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願
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粂

原

恒

久

共
生
会

に
お
け
る
本
願
の
受
容
を
考
え
る
に
当
り
、
大
変
示
唆
に
富

ん
だ
指
=摘
を
提
示
し
た
い
。

「日
本

に
お
い
て
は
、
す
で
に
仏
教
伝
来
以
前
、
他
界
信
仰

の
宗
教

的
基
盤
が
定
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
他
界
信
仰
が
浄
土
教
信

仰
と
習
合
し

て
ゆ
く
の
は
必
然
的
で
あ

っ
た
。
む
し
ろ
現
在
に
お
い
て

は
、
名
目
上

は
浄
土
教
信
仰

の
ご
と
く
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
実
は

全
く
他
界
信

仰
以
外
の
何
者

で
も
な
く
、
た
だ
浄
土
教
と
い
う
名

の
前

仏
教
的
、
前
浄
土
信
仰
た
る
他
界
信
仰
が
あ
る
だ
け
、
と
い
う
状
況
も

考
え
ら
れ
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
他
界
信
仰
に
よ
っ
て
浄
土
教

の
本
来
性
が
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
い
っ
た
点
が
考
え
ら
れ

る
。
伝
統
的
信
仰
と
外
来
信
仰

(大
乗
仏
教
)
と
の
相
克
は
そ
れ
自
体
、

わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
最
大

の
思
想
的
課
題

の
一
つ
で
あ
る
が
、

恐
ら
く
法
然
上
人
に
お
け
る

「捨
此
往
彼

蓮
華
化
生
」
の
精
神

の
背

景
に
は
、伝
統
的
な
日
本
の
他
界
信
仰
を
不
可
欠

の
媒
介
と
し
つ
つ
も
、

浄
土
教

の
真
精
神
を
開
陳
す
る
点
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
安
易
に
浄
土
教
を
、
そ
の
ま
ま

「捨
此
往
彼
」
の
ご
と
き
表

象
に
終
始
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
そ
れ
は
浄
土
教
そ
の
も
の
の

否
定
に
も
連
な
り
か
ね
な
い
点
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
浄
土
教
は
ど

こ
ま
で
も
大
乗
仏
教

の
原
点

へ
還
っ
て
の
絶
え
ざ

る
反
省
が
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
浄
土
教
と
は

「浄
土
に
往
生
す
る
教
え
」

と
い
う
不
可
欠

の
契
約
を
有
し
な
が
ら
も
、
よ
り
本
来
的
に
は

「浄
土

に
よ
る
救
済
を
説
く
宗
教
」
と
し
て
、
ど
こ
ま

で
も
浄
土
に
即
し
て
大

　
1
　

乗
菩
薩
道
の
実
践

に
連
な
る
契
約
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」

こ

の
指
摘

こ
そ
、
共
生
会
運
動

の
理
念
を
、
端
的

に
語
る
も
の
と
い
え
ま

い
か
。
浄
土
教
と
は
浄
土
教
信
仰
の
中
枢
を
な
す
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と

そ
の
力
用
を
、
浄
土
か
ら
の
力
用
と
し
て
受
容

し
つ
つ
も
、
捨
比
往
彼

と
い
う
立
場
で
の
捉
え
方
に
先
立
っ
て
逃
ま
ず
現
世
を
生
き
往
く
導
因

と
し
て
、
法
界
に
満

つ
る

「生
か
し
の
力
」
と
し

て
受
容
し
て
ゆ
こ
う

と
す
る
思
潮
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

本
願
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
諸
仏
が
因
位
に
建
立
し
た
宿
願
で
あ
り
、

衆
生
救
済
や
当
該
諸
仏
の
仏
国

へ
人
々
を
摂
取

す
る
誓

い
で
も
あ
る
わ

け
で
あ
る
が
、
必
ず
や

「力
用
」
を
備
え
る
も

の
と
さ
れ
、
果
位
に
転
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じ
た
仏
、
如
来
よ
り
下
向
し
て
、
菩
薩
、
人
天

へ
と
回
向
さ
れ
る
。
我
々

は

「信
仰
」
に
よ
っ
て
、

こ
の
力
用
に
乗
託
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
本
願
に
つ
い
て
、
共
生
会

の
師
表
、
唯
尾
弁
匡
は
次

の
如
く
理

解
の
程
を
示
す
。

「さ
て
、
大
乗
経
典
な
る
も
の
は
三
種
に
大
別
す
る
事
が
出
来
る
。
即

ち
空
経
、
心
経
、
願
経
の
三
つ
で
あ
る
。
先
づ
空
経

の
説
く
所
は
諸
法

は
空
な
り
、
第

一
義
論
に
帰
結
す
る
。
絶
対
は
平
等
で
あ
る
と
い
う
義

で
、
仏
教
的
考
察
法
と
し
て
出
世
三
眼
中
の
慧
眼
で
あ
る
。
こ
の
慧
眼

か
ら
見
る

こ
と
が
第

一
歩
と
せ
ら
る
ゝ
、
こ
の
慧
眼
は
理
か
ら
云
え
ば

縁
起
で
、
天
地
万
有
は
縁
起
に
依
る
と
す
る
。
そ
れ
故
、
空
を
説
く
経

は
縁
起
を
云
ひ
、
慧
眼
を
説

い
て
い
る
。
般
若
部

の
諸
経
が
即
ち
そ
れ

で
あ
る
。
…
…
次
に
心
経
に
説
く
所
は
実
相
の
応

の
法
界
で
あ
る
。
単

に
空
、
平
等
、
中
道
に
よ
ら
ば
無
味
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対

し
て
此
れ
は
色
心
世
界
を
挙
げ
た
る
森
羅
万
象
如
々
の
妙
相
で
あ
る
。

冷
や
か
に
空
平
等
等
と
考
え
る
よ
り
は
宗
教
的
に
価
値
が
あ
る
。
法
眼

の
事
を
云
ふ
も
の
は
般
若
に
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
縁
起
的
の
も
の
で
、

法

の
法
た
る
処
は
有
を
真
に
破
り
た
る
相
で
あ
る
。
華
厳
部
の
諸
経
、

就
中
、
華
厳
経
が
そ
の
代
表

で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
主
観
的

の
も
の
、

即
ち
心
の
中
心
の
完
全
に
現
れ
た
の
が
三
眼
中
の
仏
眼
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
社
会
的
に
完
全
な
る
覚
醒
進
運
を
な
す
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
即

ち
願
と
し
て
現
れ
て
来
る
。
宇
宙
が
物
質
で
あ
る
か
精
神
で
あ
る
か
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
が
慧
眼
で
、
心
が
正
で
あ
る
か
否
か
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
が
法
眼
で
、
心
の
本
質
的
最
高
価
値

が
願
で
あ
り
、
そ
の
現

わ
れ
が
仏
眼
で
あ
る
。
正
し
い
目
標
に
向
か
っ
て
進
む
と
き
そ
こ
に
信

が
在
り
、
信
が
統

一
的
に
実
際
の
も
の
と
な
る
時
、
願
が
顕
わ
れ
る
。

心
の
中
心
が
信
よ
り
願
に
達
し
、
こ
れ
が
普
遍
的
な
も
の
に
広
が
る
の

で
あ
る
。
阿
閤
仏
国
経
、
無
量
寿
経
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
妥
当
な
る
願

は
最
も
単

一
な
る
要
求
が

一
切
法
界
に
わ
た
ら
ね
ば
な
ら
ん
。
こ
の
時

に
当
り
四
十
八
願
よ
り
な
る
無
量
寿
経
は
最
も
そ
の
価
値
が
あ
る
。…
…

一
切
法
界
の
衆
生
を
救
う
為
に
は
願
は
普
遍
的

に
し
て
且

つ
具
体
的
た

る
を
要
す
る
。
又
釈
尊
の
真
生
命
が
願

の
究
寛

に
あ
る
と
見
る
時
、
本

経
は
最
も
よ
く
そ
の
真
精
神
を
現
は
し
た
も
の
で
あ
る
」。

右
の
如
く
椎
尾
氏
は
、
仏
教
を
仏
願

の
顕
わ
れ
と
見
、
そ
の
救
済
力

の
現
世
的
功
用
に
着
目
し
て
い
る
事
が
分
る
。

そ
れ
で
は
、
四
十
八
種

の
願
種
に
よ
っ
て
成
り
立

つ
仏
願
に
つ
い
て
、

そ
の
受
容
姿
勢
を
更
に
確
認
し
て
み
よ
う
。
同
氏
は

『観
経
疏
』
・散
善

義
の決

定
深
信
彼
阿
弥

陀
仏
四
十
八
願
摂

二
受
衆

生

一無

レ
疑
無
レ慮
乗

二
彼
願
力

一定

得
二
往
生

一

を
解
し
て

「わ
が
今
日
の
生
活
は

一
切
共
同
力

の
上
の
も

の
で
あ
る
と
気
づ
く

こ
と
が
、
す
な
わ
ち

「四
十
八
願
摂
受
衆
生
乗

彼
願
力
定
得
往
生
」

の

要
領
で
あ
り
ま
す
。
宇
宙
の
発
展
が
覚
醒
意
志
と
な
り
、
意
志

の
選
択

決
定
が
願
力
と
な
り
、
願
力
の
選
択
が
四
十
八
願
意
志
と
な
っ
た
。
そ
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の
意
志
に
は

一
点

の
自
己
の
た
め
に
し
終
え
る
も
の
な
く
、
そ
の
身
も

そ
の
浄
土
も
あ
げ
て
衆
生
の
た
め
で
あ
り
、私
ど
も
の
た
め
で
あ
っ
た
。

…
…
全
財
産
力
が
社
会
公
人
と
し
て
集
め
ら
れ
、
社
会
進
化
の
経
営
に

投
じ
ら
れ
、
万
人
の
ひ
ろ
く
享
有
す
る
公
園
と
な
り
公
舎
と
な

っ
た
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
阿
弥
陀

の
四
十
八
願
を
も
っ
て
衆
生
を
摂

受
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
ら
の
進
歩
も
向
上
も
真
生
も
、
し

か
し
て
未
来
永
遠

の
大
生
命
も
、
た
だ
こ
れ
に
よ
る
べ
き
が
ゆ
え
に
、

彼

の
願
力

に
乗

じ
て
定
ん
で
往
生
を
得
る
と
い
う
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま

　
ヨ
　

す
。」
と
語

り
、
四
十
八
の
本
願
と
は
宇
宙
全
体
が
我
々
に
働
き
か
け

る
生
き
る
力
、
導
き
の
力
で
あ
っ
て
、
法
蔵
菩
薩

(弥
陀
因
位
)
の
選

択
と
し
て
具
体
的
に
明
文
化
さ
れ
、
提
示
さ
れ
た
も
の
と
受
け
止
め
る

の
で
あ
る
。
又
、
四
十
八
の
願
を
各
々
願
種
に
よ
っ
て
軽
重
を
計
る
と

い
っ
た
各
別
な
る
扱
い
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
注
目
す
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
し

て
同
氏
は
、
我
々
が
生
き
る
上
で
は
善
美
を
求
め
る
生
き
方

が
重
要
だ
と
し
、
そ
の
誘
導
因
も
仏
願
力
で
あ
り
、
生
き
る
上
で
の
目

標
、
理
想

の
像

こ
そ
、
極
楽
浄
土
そ
の
も
の
で
あ
る
と
説
述
す
る
の
で

あ
る
。

更
に
、

こ
の
極
楽
浄
土
は
、
衆
生
に
も
働
き
か
け
る
当
体
で
あ
る
と

し
て
、
同
氏
は
次
の
如
く
示
す
。

1
極
楽

は
大
願

の
世
界
と
な
り
ー
と
題
し

「浄
土
経

で
は
四
十
八
願
成
就
し
て
極
楽
た
る
こ
と
を
主
張

い
た
し

ま
す
が
、
そ
の
願
数
に
は
差
支
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
極

楽
は

一
切
が
完
全
に
統
制
調
和
す
る
力
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

一
切

の
も
の
は
善
き
方
に
向
う
と
き
と
、
各
々
異
な
っ
た
方
に
向
か
う

と
き
と
あ
り
ま
す
。
異
縁
逆
縁

の
場
合
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
が
、
一
切
の
縁
が
整
い
ま
す
と
そ
こ
に

一
大
進
化
力
を
表
わ
し
ま
す
。

大
信
、
す
な
わ
ち
恭
倹
な
態
度
で
信
順

い
た
し
ま
す
れ
ば

こ
の
御
力
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
態
度
を
も
っ
て
こ
こ
に

礼
す
れ
ば
か
し
こ
に
来
迎
し
給
う
御
力
で
あ
り
ま
す
。
如
来

の
お
力
は

い
か
な
る
と

こ
ろ
に
も
完
全
に
導
き
給
う
強
増
上
縁
で
あ
り
、
天
地

一

切
を
通
じ
て
向
上
せ
し
む
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
か
る
御
力
に
満
た
さ

れ
た
と
こ
ろ
が
大
願

の
世
界
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
如
来

の
力
は
あ

る
特
別
の
こ
と
に
の
み
与
え
ら
れ
る
力
で
は
な
く
し
て
、

一
切

に
は
た

　
　
　

ら
き
か
け
る
力
、
強
増
上
の
力
、
大
願
の
力
で
あ
り
ま
す
」
。

四
十
八

の
本
願
を
全
文
酬
因
感
化
の
力
用
と
し
て
捉
え
、
浄
土
に
よ

る
救
済
の
力
と
受
け
止
め
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
当
然
そ
れ
が

働
き
か
け
る
場
は
、
こ
の
現
実
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

更
に

「山
の
色
も
渓

の
声
も
み
な
如
来
の
説
法
と
受
け
と
ら
れ
、
こ

と
ご
と
く
念
仏
、
念
法
、
念
僧

の
心
を
生
ぜ
し
む
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
と
き
は
、
す
で
に

一
段
を
進
め
て
如
来
力
が
仏
力
と
し
て
働

い
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
如
来
は
力

で
あ
り
仏
は
覚
醒
で
あ
り
ま
す
。
も
し

体

・
相

・
用
の
三
大
よ
り
論
ず
る
な
ら
ば
如
来

力
は
ま
さ
し
く
本
体
で

　　
　

あ
っ
て
、
仏
教

の
基
礎
で
も
あ
り
ま
す
。
」

右

の
如
く
、
本
願
を
四
十
八
願
全
分
に
わ
た

る
力
用
と
し
た
上
で
、
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こ
の
娑
婆

世
界
に
時
々
刻
々
と
働
き
か
け
る
進
化
生
成

の
源

で
あ
る
こ

と
を
具
体

的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
論
結
は
、
同
時
に
、
椎
尾
氏
の
立
脚
点
で
あ
る
大
乗
仏
教

論

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
然
性
を
お
び
る
も
の
で
あ
る
事
は
言
う

ま
で
も
な

い
。

同
氏
は

こ
れ
に
つ
い
て
、

「見
二縁
起

一者
見
レ法
、
見
レ法
者
見
レ仏
」
と
し
て
説
明
す
る
。
縁
起

を
了
解
す
れ
ば
法
が
了
解
さ
れ
、
法
が
了
解
さ
れ
れ
ば
仏
が
了
解

で
き

る
と
い
う
。

つ
ま
り
、

法
性
の
道
理

(法
。
ダ
ル
マ
)
と
は
即
ち
縁
起

の
理
で
あ

り
、
即
ち
こ
れ
が
諸
法
無
我
を
説
く
仏
教
の
根
本
原
理
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
先
に
示
し
た
仏
力
を
衆
縁
力
と
し
て
比
定
し
つ
つ
、
こ
の

両
語
を
総
称

し
て
天
地
の
大
自
然
力

(大
恩
力
)
、
全
法
界
の
力
等
と
表

　こ

現
し
て
、
よ
り
分
り
易
く
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

氏
は
縁
起

と
い
う
大
乗
仏
教
の
根
幹
を
貫
ぬ
く
理
を
、
大
悲
門
と
し

て
の
浄
土
教

の
流
れ
と
し
て
受
け
止
め
、
こ
の
縁
起
の
諸
法
を
大
慈
悲

の
働
き
と
し
て
再
釈
し
、
縁
起
実
現

の
あ
た
た
か
き
育
て
の
命
を
無
量

寿
光
た
る
阿

弥
陀
仏
の
本
願

の
働
き
と
し
て
受
け
止
め
る
の
で
あ
る

(中
国
、
善
導
大
師
を
は
じ
め
と
す
る
、
所
請
法
然
浄
土
教
の
法
流
は
、
正
に

こ
れ
を
表
わ
し
た
も
の
と
同
氏
は
理
解
す
る
)。

衆
縁
に
よ

っ
て
生
起
し
て
い
る
の
が
我
々
人
間
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
存

在
で
あ
る
。
そ
の
淵
源
た
る
弥
陀
の
力
こ
そ
、
総
て
を
生
か
す
善
意
、

慈
悲
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
領
解
し
、
こ
れ
に
謝
し
帰
命
す
る
表
相
と
し

て

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ

っ
た
。

か
く
な
る
認
識
の
上
に
立

っ
て
、
生
命
と
世
界

の
実
相
及
び
か
か
わ

り
を
、
釈
尊
成
道

の
中
心
命
題
で
も
あ
っ
た
縁
起

の
法
に
求
め
、
人
々

に

「真
実
に
生
き
る
道
」
と
し
て
教
示
し
た
と

こ
ろ
に
、
共
生
会
運
動

の
実
践
理
念
が
あ
っ
た
も
の
と
理
解
出
来
よ
う

(
一
方
、
同
氏
は
念
仏
の

修
相
と
し
て
尋
常
の
生
活
そ
の
も
の
を
重
視
し
、
「た
だ
、
往
生
極
楽
の
た
め

　　
　

に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
す
」
念
仏
で
あ
る
と
も
規
定
す
る
。
し
か
し
こ
の
場

合
の
往
生
極
楽
と
は
、
即
ち
永
遠
に
真
実
の
生
命
が
客
観
化
せ
ざ
れ
ば
止
ま
ず
、

と
い
う
意
識
で
あ
る
と
い
う
。
更
に
三
業
四
儀
の
所
作

の
全
体
が
尊
き
念
仏
生

活
そ
の
も
の
で
あ
る
と
も
教
示
し
て
い
る
点
も
合
わ
せ
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
)。又

、
こ
の
仏
力
を
、
同
氏
は
如
来
力
と
も
表
現
し
、
全
て
我
々
に
分

有
せ
ら
れ
る
力
で
も
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
活
現

を
完
う
す
る
こ
と
を

覚
醒
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
界
縁
起
、

一
念
三
千
、
草
木
国
土
悉
皆
成
仏

、

一
切
衆
生
悉
有
仏

性
等

の
諸
経
旨
、
理
念
を
立
脚
点
と
し
、
相
即
相

入
、
入
我
我
入
す
る

全
仏
教
的
見
地
を
包
摂
し
、
こ
れ
を
釈
尊
の
さ
と
り
の
必
然
的
進
展
で

あ
る
と
捉
え
、
そ
の
上
に
阿
弥
陀
仏
を
中
心
と
す

る
念
仏
論

(本
願
論
)

を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

冒
頭
に
お
け
る
共
生
会

の
本
願
観
を
総
括
し
た
文
中
に
あ
る

「浄
土
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近
代
仏
教
の
諸
相

(粂

原
)

に
よ
る
救
済
」
に
関
し
椎
尾
氏
は

「ま
た
浄
土
教
は
四
十
八
願
を
渾

一
し
て
仏
身
と
も
仏
土
と
も
摂
衆

生
と
も
み
る
と
す
れ
ぼ
仏
身
土
を
も
渾

一
に
み
る
。
す
な
わ
ち
ま
と
め

て
な
が
め
る
。
全
体
が
阿
弥
陀

で
あ
り
、
全
体
が
浄
土
で
あ
り
、
全
体

が
救
い
の
力
で
あ
る
。
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
も
弥
陀

の
全
力
が
あ
ら
わ

れ
る
と
み
る
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
と
き
、
す
べ
て
の
問
題
が
す
ら

り
と
わ
か

っ
て
く
る
。
宇
宙
法
則

の
力
が
満
足
に
も
っ
と
も
真
実
な
る

力
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
が
浄
土
教
の
究
寛

一
乗
で
あ
っ
て
救
い

救
わ
れ
る
と
い
う
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
救
わ
れ
る
こ
と
も
自
己
の

善
根
等
に
あ
ら
ず
し
て

一
切
救
済
に
あ
つ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
本
質

の
上
に
合

一
す
る
こ
と
で
、
善
導
大
師
観
経
疏
玄
義
分
の
発
述
入
源
と

　　
　

い
う
の
は
こ
の
意
で
あ
る
」
。

こ
の
様

に
示
し
て
、
四
十
八
種
よ
り
な
る
本
願
に
よ
る
救
済
を
渾

一

同
体
の
も

の
と
し
た
上
、
真
如
法
性
の
顕
わ
れ
に
他
な
ら
な
い
と
み
て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
共

生
会
の
本
願
受
容
に

つ
い
て
若
干
の
検
索
を
し
た
わ
け
で

あ
る
が
、

当
会
の
見
解
に

つ
い
て
特
色
的
な
点

の
み
を
列
挙
す
れ
ぼ
、

次
の
如
く
な
ろ
う
。

一
、
仏
教

の
究
寛

を
仏

(弥
陀
)

の
願

(本
願
)

と
し

て
捉
え
、

こ
れ
を
説

く

『
無
量
寿
経
』
を
最
高
価
値

を
有

す

る
経
説
と

み
る
。

二
、
本
願

に
よ
る
救
済
を
大
乗
仏

教

の
根
幹

理
念

と
し

て
の
縁
起

の
慈

悲
救

済

の
働

き
と
み

る
。

三
、
四
十
八

の
本

願
を
渾

一
の
も

の
と
し

て
捉
え
全
分
性
法

の
顕
現

(社
会
、

人
間
全

て
を
生
か
し
、
進
化

し
、
向
上

せ
し
め

る
力
)

と
見

る
。

な
ど
と
な
ろ
う
。
椎
尾
氏
は
こ
の
縁
起
を

一共
生
」
と
し
て
表
現
し
、

真
実
に

"生
き
る
"
仏
教
を
提
唱
す
る
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

雑
駁
で
は
あ
る
が
、
共
生
会

の
理
念
を
本
願
を
中
心
に

一
瞥
し
た
次

第
で
あ
る
。

1

「現
代

と
念
仏

に

つ
い
て
」
『浄
土
教

文
化
論
』
河
波
昌
。

2

「願
経

に
就

い
て
」
『浄
土
学

』

一
、
六
頁
。

3

『共
生
講
壇
』

一
八
六
頁

。

4

「極
楽
十
相

」
『
共
生
』

昭
和
八
年

十

一
月
。

6

『
共
生
講

談
』

一
九
五
頁

。

7

同
右

一
八
六
頁
。

8

『
人
間

の
宗
教
』

二
五
六
頁
。

9

「宗
乗

の
省
察
」

『共
生
』
大
正
十

四
年
六

月
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

本
願
、
共
生
、
浄
土
、

椎
尾
弁
匡
、
念
仏

(大
学
講
師
)
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