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一
五
二

親
鸞

の

「有

」
理
解

に

つ
い
て

井

上

善

幸

一
、
問
題

の
所
在

誥
思
想
や
誥
宗
教
の
営
み
を
自
己
/
世
界
の
意
味
づ
け
の
モ
デ
ル
と

見
な
し
た
場
合
、
浄
土
教
は
法
蔵
菩
薩

の
発
願
修
行
と
そ
の
成
就
で
あ

る
浄
土

に
照
ら
さ
れ
た
自
己
/
世
界
理
解
を
示
す
宗
教
伝
統
と
し
て
把

握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
浄
土
と
い
う
術
語
そ
の
も
の

は
中
国

で
成
語
化
し
た
も
の
で
あ
り
教
理
上
の
展
開
も
多
岐
に
わ
た
る

が
、
阿
弥
陀
仏

の
西
方
極
楽
世
界

へ
の
往
生
を
願
う
伝
統
は
日
本
で
大

き
な
影
響
を
持
ち
、
特
に
平
安
期
以
後
は
源
信

『往
生
要
集
』
に
顕
著

な
よ
う

に
欣
求
浄
土

・
厭
離
稼
土
の
思
想
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
浄
土
理
解
は
時
と
し
て
厭
世
的
な

思
潮
と
し
て
受
容
さ
れ
、
今
、
こ
こ
に
お
け
る
生
を
否
定
す
る
傾
向
を

も
生
み
出
す
。
往
生
伝
な
ど
に
説
か
れ
る
捨
身
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
世

の
意
義
付
け
に
関
す
る
以
上
の
問
題
に
つ
い
て

親
鸞
は
従
来
の
浄
土
理
解
と
は

一
線
を
画
す
新
し
い
理
解
を
示
し
て
い

る
。
親

鸞
の
証
果
論
の
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

〈現
生
正
定
聚
〉
と

〈還
相
〉
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論

で
は
親
鸞

の
以
上
の

よ
う
な
証
果
及
び
浄
土
理
解
を
、
〈現
生
正
定
聚
〉
と

〈還
相
〉
と
い
っ

た
教
義
的
な
主
題
か
ら
で
は
な
く
、
涅
槃
や
浄
土

の
対
極
で
あ
る

「有
」

理
解
を
通
じ
て

『教
行
証
文
類
』
を
中
心
に
、
特
に
転
訓
箇
所
に
注
目

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
窺
っ
て
み
た
い
。

「有
」
に
は
大
別
し
て
、
ω
無
や
空
に
対

す
る
存
在
、
ω
十

二
因
縁

中
の
有
支
、
㈲
迷
い
の
果
、
ω
色
界

・
無
色
界
の
自
体

の
意
味
が
あ
る

が
、
『教
行
証
文
類
』
に
お
け
る
用
例
は
、
特

に
ω
と
㈹

の
意
味
に
集

中
し
て
い
る
。
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
㈲
の
用

例

で
あ
る
が
、
親
鸞
に
お
い
て
も

「有
」
は
あ
く
ま
で
出
離
さ
れ
る
べ

き
迷
い
の
世
界
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
用
例
は
自
釈
の
部
分

も
含
め
て
枚
挙
に
邉
が
な
い
。
そ
こ
で
本
論

で
は
こ
れ
ら
の
理
解
を
考

察

の
前
提
と
し
つ
つ
、
迷
い
の
果
報
と
し
て
の

「有
」
及
び
内
容
上
関

連
す
る

「地
獄
」
や

「苦
」
に
つ
い
て
積
極
的
な
意
義
を
与
え
て
い
る

箇
所
を
特
に
取
り
上
げ
た
。

次
に
ω
の
用
例
は

一
見
、
本
論
の
主
題
に
関
連
し
な
い
よ
う
で
は
あ
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親
鸞

の

「有
」
理
解

に

つ
い
て

(井

上
)

一
五
三

る
が
、

「真
仏
土
文
類
」
に
お
け
る

『涅
槃
経
』
引
文
で
は
、
本
来
、
涅

槃

・
仏
性

の
有
無
を
論
じ
る

「有
」
に
対
し
て
注
目
す
べ
き
転
訓
が
施

さ
れ
、
救
い
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
涅
槃
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
涅
槃
と

「有
」

の
関
係

に
つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を
加
え
た
。

二
、

「信
文
類
」

に
見
ら
れ

る

「有

」
理
解

「有
」

の
意
義
付
け
を
明
確
に
す
る
箇
所
と
し
て
ま
ず
注
意
す
べ
き

転
訓
は

「信
文
類
」
信
楽
釈

の

『
涅
槃
経
』
引
文
で
あ
る
。
親
鸞
は

『涅
槃
経
』
「獅
子
吼
菩
薩
品
」
の
説
示
に
基
づ
き
大
慈
大
悲

・
大
喜
大

捨
が
仏
性
で
あ
り
、
そ
の
仏
性
が
如
来

・
大
信
心
で
あ
る
と
述

べ
る
。

善
男
子
大
慈
大
悲
名
為
仏
性
何
以
故
大
慈
大
悲
常
随
菩
薩
如
影
随
形

一
切
衆

生
畢
定
当
得
大
慈
大
悲
是
故
説
言

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
大
慈
大
悲
者
名
為
仏

性
仏
性
者
名
為
如
来
大
喜
大
捨
名
為
仏
性
何
以
故
菩
薩
摩
詞
薩
若
不
能

(捨
)

二
十
五
有
則
不
能
得
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
以
誥
衆
生
畢
当
得
故
是
故
説
言

一
切
衆
生
悉
有
仏
性

傍
線
部
は
、
本
来
括
弧
内
に
あ
る

「捨
」

の
字
に
よ

っ
て
、
「菩
薩

摩
詞
薩

は
、
も
し
二
十
五
有
を
捨

つ
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
れ
ば
、
す
な
わ

ち
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
読
ま
れ
、
「
二

十
五
有
」
は
あ
く
ま
で
菩
提
を
得
る
た
め
に

「捨

て
」
去
る
べ
き
迷

い

の
境
界

で
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
信
楽
釈
に
お
け
る
引
用

で
は

「捨
」

の
字
が
削
除
さ
れ
、
「菩
薩
摩
詞
薩
は
、
も
し
二
十
五
有
に
あ
た
わ
ず
、

す
な
わ
ち
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
読
ま
れ
、

「有
」
が
菩
提
と
不
離

の
関
係
に
お
い
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
転

訓
は
前
に
述
べ
る

「大
慈
大
悲
常
随
菩
薩
如
影
随
形
」
と
い
う

一
文
に

依

っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
親
鸞
が

「有
」
を
法
の
は
た
ら
く
場

と
し
て
理
解
し
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
か
け
こ
そ
が
、
菩
提

の
本
質
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
迷
い
の
果
報
と
し
て
も
っ
と
も
畏
れ
ら
れ
る
の
は
地
獄

へ
堕
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
様
の
意
図
を
持

っ
て
読
ま
れ
た
と
思
わ

れ
る
箇
所
に
、
逆
諺
摂
取
釈

の
阿
閣
世
の
獲
信
後
の
言
葉
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
釈
尊

の
教
説
に
よ
っ
て

「無

根
の
信
」
を
得
た
阿
閣
世

は
、
自
身
が
他
の
衆
生
の
悪
心
を
破
壊
す
る

こ
と
を
仏
に
よ
っ
て
認
め

ら
れ
た
上
で
、
仏
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

世
尊
、
若
我
審

(不
)
能
破
壊
衆
生
諸
悪
心
者
、
使
我
常
在
阿
鼻
地
獄
無
量
劫

中
為
諸
衆
生
受
苦
悩
、
不
以
為
苦
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
括
弧
内
の

「不
」
の
字
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
現
存

の

『涅
槃
経
』
は
南
北
両
本
と
も
こ
の
部
分

に
関
し
て

「信
文
類
」
と
相
違
が
無
い
が
、
ひ
ら
が
な
本

『唯
信
鈔
』

の
紙
背
に

抄
出
さ
れ
た
親
鸞
自
筆
の

『涅
槃
経
』
で
は
、
同
箇
所
に

「不
」
の
字

が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

「世
尊
、
若
し
我
、
審
ら
か
に
能
く
衆
生
の
諸

の
悪
心
を
破
壊
す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
ば
、
我
、
常
に
阿
鼻
地
獄
に
在
て
、

無
量
劫
の
中
に
誥
の
衆
生
の
為
に
苦
悩
を
受

け
し
む
る
に
、
以
て
苦
と

　ユ
　

せ
ず
」
と
読
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
親
鸞
所
覧

の

『涅
槃
経
』
に
、
「不
能
」
と
す
る
も
の
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親
鸞

の

「有
」
理
解

に

つ
い
て

(井

上
)

一
五
四

が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『唯
信
鈔
』
紙
背

の
抄
出

『涅
槃
経
』

の
訓
で
は
、衆
生
の
悪
心
を
破
壊
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
れ
ぼ
、

地
獄
に
堕
ち
た
と
し
て
も
当
然

の
報
い
で
あ
り
、
甘
ん
じ
て
受
け
る
し

か
な
い
、
と
い
う
文
意

に
な
り
、
堕
地
獄
が
懲
罰
と
し
て
の
意
味
を
持

つ
。
そ
れ
に
対
し
、
「信
文
類
」
逆
諦
摂
取
釈
で
は
、
「世
尊
、
若
し
我
、

審
ら
か
に
能
く
衆
生
の
誥

の
悪
心
を
破
壊
せ
ぼ
、
我
、
常
に
阿
鼻
地
獄

に
在
て
、
無
量
劫

の
中
に
諸

の
衆
生

の
為
に
苦
悩
を
受
け
し
む
と
も
、

以
て
苦

と
せ
ず
」
と
読
ま
れ
、
地
獄
が
無
根
の
信
を
得
た
阿
闊
世
王
に

よ
る
他

の
衆
生

の
悪
心
破
壊
と
い
う
教
化
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
抄
出

『涅
槃
経
』

で
は
、
こ
の
箇
所

の
直
前
の

「無
根
信
」
を
得
る

一
段
が

引
か
れ
て
い
な

い
が
、
「信
文
類
」
で
は
、
獲
信
者
に
と
っ
て
の

「苦
」

の
認
識

が
、
自
己
の
苦
か
ら
他

の
迷
え
る
衆
生
の
苦

へ
と
転
換
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
往
相

の
獲
信
者
に
と
っ
て

「有
」
は
ま
っ
た
く
新
し
い

意
義
を
持
ち
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て

「地
獄
」
や

「苦
」
に
も
積
極
的

な
意
味
付
け
が
為
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に

「苦
」
に
関
す
る
親
鸞

の
理

解
を

「行
文
類
」
『十
住
毘
婆
沙
論
』
引
文
か
ら
窺
っ
て
み
た
い
。

三
、

「行
文
類
」

に
見
ら
れ

る

「苦
」
理
解

『十
住
毘
婆
沙
論
』
「入
初
地
品
」
引
文
で
は
、
初
地
と
は
何
か
と
い

う
説
示

の
後
、
初
地
の
菩
薩

の
歓
喜
に
関
す
る
問
答
が
為
さ
れ
る
。
以

下
は
、
そ

の
答
に
当
た
る
部
分

で
、
初
地
の
菩
薩
の
歓
喜
が
須
陀
疸
道

の
行
者
に
比
し
て
述
べ
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

如
得
初
果
者
如
人
得
須
陀
疸
道
善
閉
三
悪
道
門
見
法
入
法
得
法
住
堅
牢
法
不

可
傾
動
究
寛
至
涅
槃
断
見
諦
所
断
法
故
心
大
歓
喜
設
使
睡
眠
獺
堕
不
至
二
十

九
有

如
以

一
毛
為
百
分
以

一
分
毛
分
取
大
海
水
若
二
三
滞
苦
已
滅

(者
)
如
大
海
水

余
未
滅
者
如
二
三
滴
心
大
歓
喜

菩
薩
如
是
得
初
地
已
名
生
如
来
家

一
切
天
龍
夜
叉
乾
闡
婆

[乃
至
]
声
聞
辟

支
等
所
共
供
養
恭
敬
何
以
故
是
家
無
有
過
答
故
転
世
間
道
入
出
世
間
道
但
楽

敬
仏
得
四
功
徳
処
得
六
波
羅
蜜
果
報
滋
味
不
断
諸
仏
種
故
心
大
歓
喜

是
菩
薩
所
有
余
苦
如
二
三
滞
水
錐
百
千
億
劫
得
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
於
無

始
生
死
苦
如
二
一二
水
滞
所
可
滅
苦
如
大
海
水
是
故
此
地
名
為
歓
喜

傍
線
部

は
本
来
、

「
一
毛
を
以
て
百
分
と
為

し
て
、

一
分

の
毛
を
以

て
大
海

の
水
を
若
し
は
二
三
滞
分
け
取
る
が
如
し
。
苦
の
已
に
滅
す
る

は
大
海
の
水
の
如
く
、
余
の
未
だ
滅
せ
ざ
る
は
二
三
滞
の
如
く
し
て
、

心
、
大
き
に
歓
喜
す
」
と
い
う
意
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
親
鸞
は

「
一
毛

を
以
て
百
分
と
為
し
て
、

一
分
の
毛
を
以
て
大
海
の
水
を
分
ち
取
る
が

如
き
は
、
二
三
滴
の
苦
、
已
に
、
滅
せ
ん
が
如

し
。
大
海
の
水
は
余
の

未
だ
滅
せ
ざ
る
も
の
の
如
し
。
二
三
滞

の
如
き
心
、
大
き
さ
に
歓
喜
せ

ん
」
と
訓
を
転
じ
て
い
る
。
こ
の
箇
所

の
解
釈

が
困
難
な
の
は
前
半
部

が
転
訓
に
よ
っ
て
大
幅
に
意
味

の
改
変
が
行

わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
後
半
部
が

『十
住
毘
婆
沙
論
』

の
当
面
通

り
に

「こ
の
菩
薩
所
有

の
余
の
苦
は
二
三
の
水
滞
の
如
し
。
(中
略
)
滅

す
べ
き
所
の
苦
は
大
海
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親
鸞

の

「有
」
理
解

に

つ
い
て

(井

上
)

一
五
五

の
水
の
如
し
」
と
読
ま
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
改
変
に
つ
い
て

存
覚

『
六
要
鈔
』
は

「文
点
可
在
口
伝
」
と
し
て
解
釈
を
保
留
す
る
が
、

従
来
の
解
釈
は
大
別
し
て
三

つ
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ

と
も
多
く
見
ら
れ
る
解
釈
は
二
三
滴
ほ
ど
の
苦
が
滅
し
た
こ
と
に
対
す

る
歓
喜
を
機
相
に
、
論
当
面

の
後
半
部
は
法
に
約
し
た
解
釈
と
し
て
理

　　
　

解
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
後
半
部

の

「所
可
滅
」
は
已
滅
と

同
義
と
さ
れ
る
。
第
二
の
解
釈
は
、
二
三
滞

の
比
喩

で
聖
道
門
の
人
々

の
滅
し
た
苦
を
示
し
、
真
の
滅
苦
は
浄
土
門
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ

　
ヨ
　

る
こ
と
を
示
す
と
見
る
理
解
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
で
も

「所
可
滅
」
は

己
滅
と
同
義
と
さ
れ
る
が
、
後
半
部
は
聖
道
門

の
滅
苦
と
の
対
比
に
お

け
る
浄
土
門
の
行
者
の
歓
喜
の
強
調
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の

解
釈
は
、
転
訓
箇
所
直
後
の

「菩
薩
如
是
」
の
指
示
内
容
の
理
解
の
相

違
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
ま
っ
た
く
異
な
る
観

点
か
ら
解
釈
を
施
す
の
が
岡
亮
二
氏
で
あ
る
。
前
二
者
が
、

い
ず
れ
も

行
者
自
身

の
苦
を
め
ぐ
っ
て
解
釈
を
試
み
る
の
に
対
し
、
岡
氏
は
、
初

地

の
菩

薩
に
と
っ
て
の
苦
を
菩
薩
道

の
実
践
に
お
け
る
苦
、
す
な
わ
ち

抜
苦
と
し
て
理
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
大
海
の
水
ほ
ど
の
苦
と
は
他
の

迷
え
る
衆
生
の
苦
と
な
り
、
そ
の
苦
を
滅
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た

　　
　

こ
と
に
菩
薩
は
歓
喜
す
る
と
理
解
す
る
。

私
見

で
は
、
親
鸞
は
誥
師
引
文

の
結
び
に
再
び

「入
初
地
品
」

の
説

示
を
承

け
て
初
果
の
聖
人
と
他
力

の
行
者
を
対
比
さ
せ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
聖
道
門
と
浄
土
門

の
歓
喜
の
対
比
と
す
る
第
二
の
解
釈
が
妥
当
で

あ
る
と
考
え
る
が
、
後
半
部

の

「所
可
滅
苦

」
の
解
釈
に
関
し
て
は
、

正
定
聚

の
機
に
よ
る
大
悲
の
実
践
、
抜
苦
と
し
て
理
解
す
る
岡
氏
の
説

も
考
慮
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ぼ

深
励
師
は
機
相
と
法
徳

の

二
面
か
ら
当

の
箇
所
を
解
釈
し
た
上
で
、

「信
者
ガ
タ
ト
ビ
貧
苦
病
苦

二
逼
メ
ラ
レ
テ
モ
今

シ
バ
ラ
ク
ノ
娑
婆
ト
思

ヘ
バ
ャ

ハ
リ
士暑
ブ
ナ
リ
。

コ
レ
心
大
歓
喜
ナ
リ
。
ィ
カ
ホ
ド
娑
婆
ノ
苦

ガ
ア
ラ
ウ
ト
モ
ニ
三
ノ
水

ノ
如

シ
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
獲
信
者
に
と

っ
て
の

「娑
婆
」
と
は
、

む
し
ろ
大
悲

の
は
た
ら
く
場
と
し
て
積
極
的
な
意
味
を
持

つ
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

四
、
「真
仏
土
文
類
」
に
お
け
る

「有
」
理
解

こ
こ
で

「真
仏
土
文
類
」
に
お
け
る
用
法

に
注
目
し
て
み
た
い
。
涅

槃

の
四
種
の
純
浄
を
説
く

「徳
王
品
」
引
文

で
は
、
そ
の
第

一
と
し
て

不
浄

で
あ
る
二
十
五
有
を
永
く
断
ず
る
故
に
涅
槃
が
浄

で
あ
る
と
し
た

上

で
、
「如
是
涅
槃
亦
得
名
有
而
是
涅
槃
実
非

是
有
」
と
い
う
文
が

「是

く
の
如
き
の
涅
槃
、
ま
た
有
に
し
て
こ
れ
涅
槃
と
名
つ
く
る
こ
と
を
得
。

実

に
こ
れ
有
に
非
ず
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
は
本
来
、
「是

く
の
如
き
の
涅
槃
も
、
ま
た
有
と
名
つ
く
る

こ
と
を
得
れ
ど
も
、
し
か

も
こ
の
涅
槃
は
実
は
こ
れ
有
に
非
ず
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
涅
槃
が

有
無
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が

「真
仏
土

文
類
」
の
訓
で
は
、
涅
槃
と
有
が
不
離

の
関
係

に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん

こ
の

「有
」
は
迷

い
の
果
報
を
直

接
指
す
の
で
は
な
い
。
し

727



親
鸞

の

「有
」
理
解

に

つ
い
て

(井

上
)

一
五
六

か
し
、

こ
の

「有
」
に
は
単
に

「無
」
や

「空
」
に
対
す
る
だ
け
で
な

く
、
む
し
ろ
涅
槃
の
は
た
ら
き
を
積
極
的
に
表
現
す
る
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
転
訓
は

「真
仏
土
文
類
」
『涅
槃
経
』

引
文
に
多
く
見
ら
れ
、

「誥
仏
に
大
涅
槃
有
り
」
と
い
う
意
の

「誥
仏

有
大
涅
槃
」
を

「諸
仏
、
有
に
し
て
大
涅
槃
な
り
」
と
読
む
例
、
ま
た

「も
し
其

れ
虚
空
に
内
外
有
ら
ば
、
虚
空
を
名
づ
け
て

一
と
し
常
と
せ

ず
」
と

い
う
意

の

「如
其
虚
空
有
内
外
者
虚
空
不
名
為

一
為
常
」
を
、

「其
れ
虚
空

の
如
く
し
て
有
な
り
。
内
外
は
虚
空
な
れ
ど
も
名
づ
け
て

　　
　

一
と
し
常
と
せ
ず
」
と
読
む
例
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞

が

「空
」
と
い
う
表
現
を
多
様
し
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
は
既
に
為
さ

　　
　

れ
て
い
る
が
、

「真
仏
土
文
類
」

の
転
訓
か
ら
は
、
さ
ら
に
親
鸞
が
涅

槃
や
誥
仏
を
生
死
の
世
界

へ
の
は
た
ら
き
か
け
と
不
離
の
関
係
に
お
い

て
捉
え

て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

五

、
小
結

親
鸞

は
阿
弥
陀
仏

・
浄
土
を
迷
え
る
衆
生

へ
の
不
断
の
は
た
ら
き
か

け
そ
の
も
の
と
理
解
す
る
が
、
そ
の
は
た
ら
き
に
値
遇
し
気
付
か
さ
れ

た
と
き

に
、
迷
い
の
生
存

の
あ
り
方
と
し
て
の

「有
」
は
、
単
に
否
定

さ
れ
捨

て
去
ら
れ
る
べ
き
世
界
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
新
し
い

意
義
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〈現
生
正
定
聚
〉
や
現
生
十
益
に

数
え
ら
れ
る
常
行
大
悲
が
示
す
よ
う
に
、
獲
信
者
に
と
っ
て

「有
」
は

と
も
に
浄
土
を
願
生
す
る
世
界
で
あ
り
、
さ
ら
に

〈還
相
〉
が

「誥
有

に
回
入
す
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
浄
土
往
生
者
に
と
っ
て
も

「有
」

　
ヱ

は
大
悲

の
実
践
の
場
で
あ
る
。
そ
し
て
涅
槃

の
本
質
を
生
死
の
世
界

へ

の
は
た
ら
き
か
け
と
捉
え
る

「真
仏
土
文
類
」

の
転
訓
は
、
以
上

の
よ

う
な
理
解
の
根
抵
を
為
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
浄
土
願
生
に
よ
っ
て
生
死

の
枠
組
、
す
な
わ
ち

「有
」

の
意
義
を
転
換
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
の
浄
土
教
理
解
の
特
色
が
あ

る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
今
、
こ
こ
の
生
を
単
純

に
肯
定
す
る
こ
と
で
は

な
く
、
こ
の
世
が
繊
土
で
あ
り
、
こ
の
私
が
凡
夫
で
あ
る
こ
と
に
お
い

て
の
み
開
か
れ
て
く
る
生
の
あ
り
方

で
あ
る
。

1

『
親
鸞
聖
人
全
集
』
写
伝
篇
2

、

一
三
八
頁
。

2

『本
典
研
鑽
集
記
』
、
深
励

『
広
文

類
会
読
記
』
等
。

3

玄
智

『光
融
録
』
、
興
隆

『
徴
決
』
、
芳

英

『
集
成
記
』
等
。

4

岡
亮

二

『
『教
行
信
証
』

「行
巻
」

の
研
究

』
(
一
九
九
六
年
、
永

田
文
昌

堂
、

二
四
七
頁
)

5

『
真
宗
聖
教
全
書
』

二
、

一
二
六
頁
、

一
二
八
頁
。

6

佐
藤
正
英

「親
鸞

に
お
け
る
空
」
(『理
想
』

。

一
九
八

四
年
)

7

た

だ
し

〈還
相
〉

は
浄
土

の
取
相

(彼

土
正
定

聚
)
も
含

む
。

〈
キ

ー

ワ
ー

ド

〉

有

、

地

獄

、

苦

(龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
)
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