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真

宗

の

土

着

―

親
鸞
に
お
け
る
往
生

の
確
信
―

清

基

秀

紀

教
義
と
し
て
の
真
宗
は
、
釈
尊
が
、
七
祖
が
、
親
鸞
が
、
何
を
説
い

た
か
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
宗
教
と
し
て
人
々
に
信
じ

ら
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
、
伝
え
ら
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
れ
以
外

の

要
素
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
は
、
民
衆
が
真
宗

の
教
え
を
ど
う
受
け
入

れ
た
の
か
、
真
宗
に
何
を
求
め
、
そ
れ
に
真
宗
が
ど
う
答
え
た
の
か
、

乏
い
っ
た
問
題
が
含
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

真
宗

の
土
着
と
い
う
テ
ー

マ
で
は
、
教
義
的
純
粋
性
か
ら
見
た
是
非

で
は
な
く
―
親
鸞

の
教
え
が
ど
の
よ
う
に
民
衆

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
定

着
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
真
宗
の
教
え
を
考
え
、
そ
の
原

点
を
親
鸞

に
置
い
て
考
察
す
る
。

浄
土
教

は
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
浄
土
に
往
生
し
成
仏
で
き

る
こ
と
で
、
人
々
の
死
後
や
来
世
に
た
い
す
る
不
安
を
な
く
す
こ
と
が

出
来
た
。

し
か
し
、
人
々
に
と
っ
て
最
も
浄
土
教
の
魅
力
と
な
っ
た
往

生
や
成
仏

は
死
後

の
こ
と
で
あ
り
、
現
世
に
生
き
る
民
衆
に
と

っ
て
は
、

経
典
や
僧

に
よ
っ
て
説
か
れ
た
論
理
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
往
生
で
き

る
と
か
、
確
か
に
往
生
し
た
と
い
う
確
証
は
、
具
体
的
な
証
拠
と
し
て

得
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

多
く
の
宗
教
は
奇
跡
を
説
き
、
歴
史
的
事
実

や
空
間
的
事
実
を
示
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
宗
教
の
真
実
性
を
人
々
に
納
得
さ
せ
て
き
た
。

そ
れ
は

一
方
で
、
民
衆

の
側
か
ら
の
宗
教

へ
の
要
求
の
反
映
で
も
あ
る
。

救
い
に
対
す
る
確
証
を
求
め
る
民
衆
に
対
し
て
、
何
ら
か
の
方
法
で
答

え
な
け
れ
ば
、
そ
の
宗
教
は
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
広
ま
る
こ
と
は

困
難
と
な
る
の
で
あ
る
。

民
衆
が
宗
教
に
求
め
る
も
の
の
中
で
、
最
も
素
朴
で
根
強

い
も
の
は

現
世
利
益

へ
の
要
求
で
あ
る
。
し
か
し
浄
土
教

の
論
理
は
、
そ
れ
を
具

体
的
に
は
説
か
な
い
。
末
法
乱
世
の
時
代
に
、
現
世
で
の
幸
福
を
望
む

べ
く
も
な
か
っ
た
民
衆
が
、
来
世
で
の
幸
福
を
願

っ
た
場
合
に
は
、
現

世
利
益

へ
の
要
求
は
強
く
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
後
、

他

の
宗
教
が
現
世
利
益
を
積
極
的
に
説
く
な
か
で
、
具
体
的
な
現
世
利

益
を
説
か
ず
に
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
浄
土
教
の
流
れ
で
あ
る

真
宗
は
、
そ
の
最
大
の
利
益
で
あ
る
浄
土
往
生
を
、
ど
の
よ
う
に
説

い

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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浄
土
教
に
お
い
て
、
民
衆
の
浄
土
往
生

へ
の
疑
問
に
、
あ
る
種
の
確

証
を
与
え
る
効
果
を
持

っ
た
の
は
、
往
生
を
歴
史
的
事
実
と
し
て
説
く

往
生
伝

で
あ
っ
た
。
ど
こ
の
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
行
業
に
よ
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
往
生

の
相
を
示
し
て
往
生
し
た
か
、
と
い
う
往
生
伝
の
形
式

は
、
普
遍
的
論
理
と
し
て
の
往
生
を
、
具
体
的
な
事
実
と
し
て
説
く
こ

と
に
よ

っ
て
、
民
衆
に
と
っ
て
、
よ
り
身
近
な
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、

ど
の
よ
う
な
善
行
に
よ
っ
て
往
生
出
来
た
か
と
い
う
、
往
生

の
因
果
が

説
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
は
往
生
の
た
め
の
生
き
方
や
具
体
的

な
方
法
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
諸
国
を
遊
行
し
、
民
衆
と
き
わ
め
て
近

い
位
置
に
あ
っ
た

一

遍
は
、

「南
無
阿
弥
陀
仏

決
定
往
生
六
十
万
人
」
と
書

い
た
念
仏
礼

を
配
っ
た

こ
と
で
、浄
土
往
生
の
確
信
を
求
め
る
民
衆
の
支
持
を
得
た
。

一
遍
は
遊
行
す
る
な
か
で
、
直
接
に
民
衆
の
要
求
を
感
じ
、
そ
の
行
動

は
徹
底
し

て
民
衆

の
側
に
た
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。民
衆
に
と
っ
て
は
、

浄
土
往
生

の
論
理
や
教
え
の
内
容
よ
り
も
、
札
を
手
に
入
れ
る
と
い
う

具
体
的
な
事
実
が
、
浄
土
往
生
決
定
の
確
信
と
密
接
に
結
び

つ
い
て
い

た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な

一
遍

の
姿
勢
の
特
徴

は
、
『
一
遍
聖
絵
』

の
出
来
事
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
ゆ
そ
て
で
は

一
遍
は
、
旅

の
途
中
に
で
あ
っ
た
僧

に
念
仏
札
を
受
け
る
よ
う
に
勧
め
る
が
、
そ
の
僧
は
信
心
が
お
こ
ら
な

い
か
ら
と
言

っ
て
断
る
。
し
か
し
、

一
遍
は

「信
心
お
こ
ら
ず
と
も
う

け
給

へ
」
と
言

っ
て
札
を
渡
す

の
で
あ
る
。
信
心
が
な
く
と
も
、
念
仏

札
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
が
決
定

す
る
こ
と
に
な
る
。

一

遍
は
、
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
熊
野
権
現
で
参
籠
を
行
い
、
権
現
よ

り

「信
不
信
を
え
ら
ば
ず
、
浄
不
浄
を
き
ら
は
ず
、
そ
の
札
を
く
ば
る

べ
し
」
と
い
う
神
託
を
え
る
。
そ
こ
で
は
、
阿
弥
陀
仏
が
十
劫
前
に
正

覚
を
得
た
時
点
で
、
既
に

一
切
衆
生
の
浄
土
往
生
は
決
定
ず
み
で
あ
る

と
い
う
論
理
が
示
さ
れ
る
。
参
籠
に
お
け
る
神
託
と
は
、

一
遍

の
深
層

意
識

の
反
映
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

一
遍
の
な
か
で
は
衆
生
往

生
の
論
理
は
完
結
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
民
衆
に
対
し
て

は
、
教
え
や
論
理
を
超
え
て
、
「往
生
決
定
」

と
書
か
れ
た
念
仏
札
を

配
る
と
い
う
具
体
的
な
事
実
に
よ
っ
て
、
往
生

の
確
信
を
与
え
た
の
で

あ
る
。

一
方
、
真
宗
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
往
生
の
確
信
が
求
め
ら
れ
た
こ

ろ
が
あ
る
。
蓮
如
が
本
願
寺
を
飛
躍
的
に
発
展

さ
せ
る
ま
で
は
、
京
都

に
お
い
て
隆
盛
を
極
め
て
い
た
の
は
仏
光
寺

で
あ
っ
た
。
仏
光
寺
が
民

衆

の
支
持
を
集
め
た
の
は
、
名
帳
と
絵
系
図
を
布
教
伝
道
手
段
と
し
た

か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
名
帳
は
信
者
の
名
を
書
き
列
ね
て

相
伝
の
系
譜
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
覚
如
が

『改
邪
鈔
』
に
お
い
て
、

も
し

「即
得
往
生
住
不
退
転
」
等
の
経
文
を
も
つ
て
平
生
業
成
の
他
力
の
心

行
獲
得
の
時
剋
を
き
き
た
が
へ
て
、
「名
帳
勘
録
の
時
分
に
あ
た
り
て
往
生
浄

土
の
正
業
治
定
す
る
」
な
ん
ど
ば
し
、
き
き
あ
や
ま
れ
る
に
や
あ
ら
ん
。

と
、
名
帳
に
名
前
を
記
録
し
た
時
に
往
生
が
定
ま
る
と
誤
解
し
て
は
な

ら
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。名
帳
を
始
め
た
最
初
の
意
図
は
別
と
し
て
、
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一
〇

実
際
に
は
民
衆
は
往
生
の
確
信
を
求
め
て
名
帳

に
名
前
を
記
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
民
衆

の
支
持
を
集
め
た
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
名
帳
は
、
往
生
決
定
を
確
信
す
る
た
め
の
具
体

的
な
事
実
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
民
衆

の
要
求
を
満
た
す
も

の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
覚
如
の
名
帳
批
判
は
、
た
と
え
民
衆
の
支
持
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
本
願
寺
に
伝
わ
る
親
鸞
の
教
え
で
は
、
伝
道
の
手
段
と

し
て
そ

の
よ
う
な
方
法
を
と
る
こ
と
は
、
否
定

さ
れ
る
べ
き
も

の
で

あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
、
'民
衆
に
は
往
生

の
確
信
を
具
体
的
に
、
体
験
的
に
得

た
い
と
い
う
根
強
い
要
求
が
あ
る
が
、

一
方
で
真
宗

の
教
え
は
、
目
に

見
え
る
か
た
ち
の
現
世
利
益
を
説
く
こ
と
は
な
く
、
浄
土
は
現
世
で
は

見
え
る
こ
と
は
な
く
遙
か
彼
方

の
西
方
に
あ
り
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
の

は
来
世
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
て
、
民
衆
の
現
世
に
お
け
る
要
求
に
答

え
る
論
理
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
我
々
が
往
生

の
た
め
に
す
べ
き
自
力

の
行
は
な
く
、
念
仏
や
信
心
で
さ
え
如
来
よ
り
い
た
だ

い
た
も
の
で
あ

り
、
我
々
の
側
か
ら
の
浄
土
往
生

へ
の
手
が
か
り
は
否
定
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
論
理
は
、
民
衆
に
と

っ
て
は
抽
象
的
な
概
念

で
あ
り
、
そ
の

難
解
さ
は
異
義
を
生
み
や
す
く
な
る
。

真
宗
は
、
そ
の
よ
う
な
異
義
を
否
定

し
続
け
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う

な
中
か
ら
秘
事
法
門
が
生
ま
れ
た
。
秘
事
法
門
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は

様
々
な
も

の
が
あ
る
が
、
宗
教
儀
礼
に
よ
っ
て
人
為
的
に
感
動
的
な
体

験
を
起
こ
す
場
合
が
多
く
あ
る
。
往
生
や
信
心
が
定
ま

っ
た
こ
と
を
体

験
と
し
て
確
信
す
る
こ
と
は
、
宗
教
体
験
に
と

っ
て
は
鮮
烈
な
も
の
で

あ
り
、民
衆

の
宗
教
に
対
す
る
具
体
的
要
求
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
親
鸞
自
身
は
そ
の
よ
う
な
形
で
民
衆

の
要
求
に
は
応
え
な

か
っ
た
。
親
鸞
は
往
生
伝
を
著
さ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
著
す
必
要
も
な

か

っ
た
。
親
鸞
は
、
具
体
的
な
往
生
の
事
例
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
往

生
の
確
信
を
与
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
普
遍
的
な
論
理
を
著
し
た
。
そ
し

て
、
そ
の
論
理
の
中
で
往
生
決
定

の
確
信
を
説

い
た
。
親
鸞
は

「現
生

正
定
聚
」
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
往
生

の
確
信
を
現
世
に
も
た

ら
し
た
の
で
あ
る
。

往
生
伝
に
お
い
て
は
、
他
人
の
往
生
の
具
体

的
な
相
を
知
る
こ
と
は

あ

っ
て
も
、
本
当
の
意
味

で
個
人
の
往
生

の
確
信
は
成
立
し
て
い
な

か
っ
た
。
往
生
伝
で
は
、
浄
土
に
往
生
し
た
と

さ
れ
る
人
は
、
現
世
に

お
い
て
善
行
を
積
み
、
臨
終
に
は
紫
雲
が
た
な
び
く
な
ど
の
奇
瑞
を
示

し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
民
衆
が
誰

で
も
そ
う
な
れ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
ま
た
、
往
生
伝
に
説
か
れ
た
善
行
を
忠
実
に
行
っ
た
と
し
て

も
、
本
当
に
往
生
で
き
る
の
か
は
臨
終
ま
で
わ
か
ら
ず
、
往
生

の
決
定

は
な
く
、
不
安
は
消
え
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
で
は
、
現
世

に
お
け
る
救

い
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
臨
終

の
来
迎
を

待

つ
第
十
九
願

の
往
生
の
道
を
、
自
力
諸
行
の
方
便
の
道
で
あ
る
と
し

た
親
鸞
は
、
今
こ
こ
に
根
源
的
な
救

い
を
成
立

さ
せ
る
真
実

の
道
を
、

現
生
で
正
定
聚
に
入
る
往
生
の
道
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

現
生
正
定
聚
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
往
生
の
意
義
を
ど
の
点
に
と
ら
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一

え

る

か

に
か

か

わ

っ
て
く

る
。

浄

土

往

生

の
意

味

か

ら

考

え

れ
ぼ

、

あ

き

ら

か

に
死

後

の
こ
と

だ

と

言

わ

ね

ぼ

な

ら

な

い
。

し

か

し
最

も
重

要

な

の
は

、
往

生

で
き

る

の
か

出

来

な

い

の
か

、

す

な

わ

ち
往

生

の
可

能

性

の
確

定

で

あ

る
。

実

際

に

浄

土

に
往

生

す

る

こ
と

よ

り

も

、

そ

の
往

生

が
定

ま

る

こ
と

に
意

義

が

あ

り

、
現

世

に
生

き

る
民

衆

に
と

っ
て
も

、

往
生

決

定

こ

そ

が
最

も

重

大

な

関

心

事

な

の

で
あ

る
。

民

衆

は

、

そ

の

往

生

決

定

の
事

実

に
関

心

を

示

し

た

が

、

教

え

の
論

理

に

お

い
て

も

、

往

生

の
決

定

が

浄

土

往

生

そ

の
も

の
に

お

け

る

最

も
重

要

な
関

心
事

と

な

る

の

で
あ

る
。

浄

土

教

の
本

来

の
意
味

か

ち

す

れ
ば

、
正

定

聚

の
位

に

つ
く

こ
と

も

、

不

退

転

位

に
住

す

る

こ
と

も

、

浄

土
往

生

の
後

の
利

益

で
あ

る
。

し

か

し
、
親

鸞

は

『無

量

寿
経

』
第

十

八
願

成

就

文

の

「
即
得

往

生

」

の
語

に
注

目

し

、

「即
得
往
生
」

と

い
ふ
は
、

「即
」

は
す
な

は
ち

と

い
ふ
、
と
き
を

へ
ず
、

日

を
も

へ
だ

て
ぬ
な
り
。

ま
た

「即
」
は

つ
く
と

い
ふ
、
そ

の
位

に
定
ま
り

つ

く
と

い
ふ

こ
と
ば
な
り
。
「得
」
は
う
べ
き

こ
と
を
え
た
り
と

い
ふ
。
真
実
信

心
を
う
れ
ば
、

す
な

は
ち
無
碍

光
仏

の
御

こ
こ
ろ

の
う
ち
に
摂
取

し
て
捨

て

た
ま

は
ざ

る
な
り
。
摂

は
を
さ
め
た
ま
ふ
、
取
は
む

か

へ
と

る
と
申

す
な
り
。

を
さ

め
と
り
た
ま

ふ
と

き
、

す
な
は
ち
、
と
き

・
日
を
も

へ
だ

て
ず
、
正
定

聚

の
位

に

つ
き
定
ま

る
を

「往
生

を
得

」
と

は
の
た
ま

へ
る
な
り
。

(
『
一
念

多
念
文
意
』
)

と
あ

る

よ

う

に

、
現

世

に

お

い
て
真

実

信

心

を

得

れ

ば

、
正

定

聚

の
位

に
定

ま

り

、

往

生

を

得

る

こ

と

が

で

き

る

と

理
解

し

た

の

で
あ

る
。

こ

の

「往
生
を
得
る
」
に
関
し
て
は
、
往
生
を
ど
こ
に
と
ら
慌
る
か
と
い

う
点
で
異
な
る
理
解
が
あ
る
が
、往
生
の
意
義
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、

難
解
な
問
題
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
往
生
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
点

は
、
本
当
に
浄
土
に
往
生
出
来
る
の
か
否
か
と

い
う
点
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
往
生
決
定
が
確
定
す
れ
ば
、
後

は
臨
終
に
自
動
的
に
往

生
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
は
往
生
の
意
義
は
臨
終
で
は
な
く
、

現
世
に
お
け
る
往
生

の
決
定
に
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
正

定
聚

の
位

に
定
ま

っ
た
時
点
で
往
生
が
決
定

し
た
わ
け

で
あ
る
か
ら
、

「往
生
」
と
い
う
こ
と
を
得
た
と
言
っ
て
も
よ

い
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
臨
終
に
実
際
に
往
生
を
す
る
こ
と
よ
り
も
、
正
定
聚
の
位
に
入
っ

て
往
生
が
決
定
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
重
要
な
意
味
を
持
ち
、

そ
の
意
味
で

「往
生
が
定
ま
る
」
こ
と
が

「往
生
を
得
」
る
こ
と
な
の

で
あ
る
℃

し
た
が
っ
て
、
現
世
に
正
定
聚
を
説
く
こ
と

は
、
民
衆

の
関
心
事

で

あ
る
往
生
決
定
を
現
世
に
示
す

こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。
親
鸞

は
、

論
理
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
決
定

の
確
信
を
与
え
た
。
人
々
は
阿
弥
陀
仏

の
本
願

へ
の
現
在

の
信
の
な
か
に
、
未
来
に
お
け
る
確
実
な
往
生
を
確

信
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
臨
終
に
お
け
る
不
確
か
な
往
生

を
待

つ
の
で
は
な
く
、
現
生
の
な
か
に
確
か
な
往
生
を
見
る
こ
と
で
、

浄
土
往
生
は
、
現
在
の
生
に
大
き
な
意
味
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

親
鸞
は
現
生
に
お
い
て
正
定
聚
に
入
る
こ
と
を
、
現
世
利
益
と
し
て

強
調
し
た
。
真
宗

に
お
け
る
現
世
利
益
は
、

『教
行
信
証
』
信
巻
に
現
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正
十
益

が
、

金
剛
の
真
心
を
獲
得
す
れ
ば
、
横
に
五
趣
八
難
の
道
を
超
え
、
か
な
ら
ず
現

生
に
十
種
の
益
を
獲
。
な
に
も
の
か
十
と
す
る
。
一
つ
に
は
冥
衆
護
持
の
益
、

二
つ
に
は
至
徳
具
足
の
益
、
三
つ
に
は
転
悪
成
善
の
益
、
四
つ
に
は
諸
仏
護

念
の
益
、
五
つ
に
は
諸
仏
称
讃
の
益
、
六
つ
に
は
心
光
常
護
の
益
、

七
つ
に

は
心
多
歓
喜
の
益
、
八
つ
に
は
知
恩
報
徳
の
益
、
九
つ
に
は
常
行
大
悲
の
益
、

十
に
は
正
定
聚
に
入
る
益
な
り
。

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
正
定
聚
に
入
る
と
い
う

利
益
に
お
さ
ま
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
正
定
聚

の
位
を
、
次
の
生
に
は
必
ず
仏
に
成
る
こ
と
が
決
定
し

て
い
る
と
い
う
意
味
で
、

一
生
補
処

の
弥
勒
菩
薩
と
同
じ
位
に
あ
る
と

し
、
弥
勒
と
同
じ
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、
次
に
必
ず
仏
に
成
る
こ
と

が
定
ま

っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
仏
の
さ
と
り
、
す
な
わ
ち
正
覚
と

ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
と
し
て
、
等
正
覚
と
も
よ
ぶ
。
そ
し
て
、
次
生

は
仏
に
な
る
弥
勒
は
如
来
に
近

い
の
で
、
正
定
聚

の
人
は
如
来
と
等
し

い
と
も
言
う
。
親
鸞
が
門
弟

へ
直
接
に
出
し
た
手
紙
、
消
息
が
残

っ
て

い
る
が
、
晩
年
の
消
息

の
中
で
、
そ

の
こ
と
を
く
わ
し
く
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
に
説
か
れ
る
論
理
は
次
の
よ
う
で
あ
る
コ
如
来
の
本
願
に
対
す
る

真
実
信
心
が
定
ま
れ
憾
、
摂
取
不
捨

の
利
益
に
あ
ず
か
り
、
不
退
の
位

に
定
ま
り
、
正
定
聚
の
位
に
入
る
の
で
あ
る
。
弥
勒
と
同
じ
位
と
し
て
、

如
来
と
等
し
い
位
と
し
て
、
正
定
聚
に
入
る
こ
と

の
重
要
性
を
親
鸞
は

強
調
し
、
親
鸞
が
説
か
な
か
っ
た
往
生
決
定

の
具
体
的
事
実
よ
り
も
、

根
源
的
で
普
遍
的
な
救

い
を
論
理
で
示
し
た
の
で
あ
る
。

親
鸞

は
往
生
決
定
の
確
信
を
、
正
定
聚

の
論
理
で
示
し
た
。
で
は
、

親
鸞
個
人
に
と
っ
て
往
生
決
定
の
確
信
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
親
鸞
が
、
比
叡
山
を
降
り
て
六
角
堂
に
参
籠

し
―
夢
告

に
よ
る
答
え
を
求
め
た
の
は
、,
浄
土
往
生

へ
の
確
信
が
得
ら

れ
な
い
不
安
か
ら
で
あ
っ
た
。
六
角
堂
に
参
籠

し
た
親
鸞
は

「後
世
を

い

の
り
」、
夢
告
を
得
た
親
鸞
は
、-
「後
世

の
た
す
か
ら
ん
ず

る
縁
に
」

あ
う
た
め
に
法
然
を
訪
ね
た
。
ま
た
夢
告
の
内
容
も
、
結
婚
し
て
家
庭

生
活
を
持
ち
な
が
ら
も
最
後
に
は
妻
と
化
身
し
た
救
世
観
音
に
よ
っ
て

臨
終
に
引
導
さ
れ
て
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

比
叡
山
で
の
二
十
年
間
を
捨
て
て
も
親
鸞
が
求

め
た
も
の
も
、
や
は
り

浄
土
往
生
の
確
信
で
あ
っ
た
。

親
鸞
は
、
二
十
九
才
の
時
に
、
往
生
の
確
信

を
夢
告
と
い
う
体
験
に

求
め
た
。
そ
れ
は
中
世
と
い
う
時
代

に
お
い
て
、
そ
し
て
ま
だ
本
願
の

教
え
に
で
あ
っ
て
廻
心
す
る
前
の
親
鸞
に
と

っ
て
は
、
当
然
の
行
動
で

あ

っ
た
。
そ
し
て
、
夢
告
に
よ
っ
て
求
め
る
べ
き
仏
道
の
方
向
性
を
見

い
だ
し
た
親
鸞
は
、
法
然
の
も
と
に
毎
日
通

い
、
体
験
や
事
実
で
は
な

く
、
往
生
の
確
信
の
論
理
を
求
め
た
の
で
あ

る
。

し
か
し
な
が
ら
、
教
え
と
し
て
論
理
に
さ
れ
た
も

の
と
は
異
な
り
、

親
鸞
の
著
作
中
の
、
個
人
的
な
感
情
が
見
ら
れ
る
部
分
で
は
、
別
の
親

鸞
が
見
え
て
く
る
。
親
鸞
は
個
人
的
な
宗
教

体
験
は
あ
ま
り
語
っ
て
い

な

い
が
、
『教
行
信
証
』
化
巻

の
後
序
に
は
二
十
九
才
の
廻
心
の
出
来
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事
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
法
然
か
ら

『選
択
集
』
の
書

写
を
許
さ
れ
、
「選
択
本
願
念
仏
集
」
の
内
題

の
字
と

「南
無
阿
弥
陀

仏

往
生
之
業

念
仏
為
本
」
と

「釈

釈
空
」
の
字
を
、
法
然
の
真

筆

で
書

い
て
も
ら
っ
た
こ
と
、
法
然

の
真
影
を
写
す
こ
と
を
許
さ
れ
、

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と

「若
我
成
仏

十
方
衆
生

称
我
名
号

下
至

十
声

若
不
生
者

不
取
正
覚

彼
仏
今
現
在
成
仏

当
知
本
誓
重
願

不
虚

衆
生
称
念
得
往
生
」
の
文
字
を
法
然
に
入
れ
て
も
ら
っ
た
こ
と

を
記
し

て
い
る
が
、
そ
れ
は

「決
定
往
生

の
微
な
り
」
と
考
え
、

「悲

喜
の
涙
を
抑

へ
て
由
来

の
縁
を
註
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
情
を
表

に
出
し
た
親
鸞

の
表
現
は
、
そ
の
感
動

の
深
さ
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ

は
親
鸞
が
三
十
三
才

の
時

の
事

で
、
そ
の
後

『教
行
信
証
』
を
書
き
上

げ
た
年
ま
で
、
そ
の
考
え
方
に
変
化
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

最
も
重
大

な
関
心
事
で
あ
っ
た
浄
土
往
生

の
決
定
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
、
親
鸞

の
個
人
的
な
体
験
と
感
情
で
は
、
法
然
と
の
具
体
的
な
事
実

が
、
決
定

の
微
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
親
鸞
の
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
和
讃
に
お
い
て
も
、
異
な

る
親
鸞

が
見
ら
れ
る
。
臨
終
を
待

つ
こ
と
と
来
迎
往
生
を
、
自
力
誥
行

で
往
生

す
る
人
の
こ
と
で
あ
る
と
否
定
し
た
親
鸞
で
あ
る
が
、
『高
僧

和
讃
』

の
源
空
讃
に
お
い
て
は
、

本
師
源
空

の
を
は
り
に

は

光
明
紫
雲

の
ご
と
く
な
り

音
楽
哀
―腕
雅
亮

に

て

異
香
み
ぎ
り
に
映
芳
す

と
、
法
然

の
臨
終
に
奇
瑞
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
信
じ
、
臨
終
に
お
け
る

往
生
決
定
の
徴
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
々
が
宗
教
に
解
決
を
求
め
る
最
も
大
き
な
不
安
は
、
見
た
こ
と
の

な
い
、
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
、
死
後
や
来
世

の
事
で
あ
る
。
そ
の
存

在
、
そ
し
て
必
ず
そ
こ
へ
行
け
る
事
の
確
証
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ

に
対
し
て
奇
跡
を
示
し
た
り
、
何
ら
か
の
宗
教
的
な
体
験
を
与
え
た
り

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
そ
れ
を
信
じ
、
教
え
を
支
持
す
る
こ
と

が
多

い
。

浄
土
教
で
は
ハ
浄
土
は
こ
の
世

で
は
見
た
り
経
験
し
た
り
す
る
こ
と

の
出
来
な
い
世
界
で
あ
る
の
で
、
必
ず
往
生

で
き
る
と
い
う
確
証
が
、

人
々
の
救

い
と
な
る
。
し
か
し
往
生
し
て
浄
土

に
生
ま
れ
る
の
は
、
基

本
的
に
は
臨
終
後

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
証
拠
を
具
体
的
に
見
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
そ
れ
で
も
人
々
は
、
そ
の
証
を
求
め
、
そ
の
素
朴
な
要

求
に
、

い
か
に
応
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。

親
鸞

の
説

い
た
教
え
は
、
何

一
つ
具
体
的
な
事
実
を
し
め
さ
な
い
論

理
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
往
生

の
決
定
と
い
う
浄
土
往
生
そ
の
も
の
に
つ

い
て
最
も
重
要
な
意
味
を
も

つ
こ
と
を
、
正
定
聚
と
い
う
論
理
で
説
明

し
、
往
生
の
意
義
を
現
世
に
も
た
ら
し
た
。
往
生
は
、
臨
終
ま
で
決
定

し
な
い
不
確
か
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
、
信
心
を
得
る
こ
と
で
得
ら
れ

る
往
生
の
決
定
は
、
確
実
な
出
来
事
と
な
っ
た
。
救
い
は
、
現
世
に
お
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い
て
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
普
遍
的
な
往
生
の
論
理
と
は
別
に
、
個
人
の
宗
教
体
験
と
し

て
の
往
生
決
定
の
確
信
は
、
個
別
の
体
験
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
、
存
続

す
る
。
し
か
し
、
そ
う

い
っ
た
個
人
の
宗
教
体
験
は
き
わ
め
て
個
人
的

な
出
来
事

で
あ
り
、
普
遍
化
や
論
理
化
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
普

遍
的
な
論
理
と
個
人

の
宗
教
体
験
の
二
重
構
造
は
親
鸞
の
著
作
の
中
に

も
見
ら
れ
、
真
宗
の
歴
史

の
中

に
於
い
て
も
.
-論
理
と
体
験
、
普
遍
的

な
も
の
と
個
別

の
も
の
と
い
つ
た
関
係

で
、
常
に
存
在
し
続
け
た
。
親

鸞

の
教
え
か
ら
始
ま
り
、
真
宗
が
日
本
に
お
い
て
民
衆

の
な
か
に
根
付

き
、
土
着

化
し
て
い
く
な
か
で
、
こ
の
二
つ
の
異
な
る
立
場
は
、
様
々

な
問
題
を
生
み
、
解
決
で
き
な

い
課
題
を
持
ち
続
け
た
。
そ
れ
は
、
宗

教
に
は
論

理
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
要
素
が
必
ず
含
ま
れ
、
そ
れ
が

土
着
化
に
ど
つ
て
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

(補
注
)

原
稿
提
出
後

の
学
会
発
表

に
対
し
質
問
が
あ

っ
た

が
、
発
表

の
趣
旨

、
特

に
真
宗

の
土
着

と

い
う
視
点

が
充
分
に
理
解
さ
れ

て
い
な

い
と
思

わ
れ

る
の

で
、

こ
こ
で
あ
ら
た

め
て
補
足

す
る
。

親

鸞

の
教
え

が

「論

理
」

で
あ
る
と

の
表

現
に
対

し

て
、
単
な

る
論

理
で

は
な
く
、
体
験

に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
と
の
指
摘

が
あ

っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
そ

う

で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ

は
、
親

鸞

の
教

え
を
信

じ
る
者

に
と

つ
て
は
そ
う
で
あ

っ
て

も
、

ま
だ
信
じ

て
い
な

い
者

に
と

っ
て
は
浄

土
や
阿
弥
陀
仏

は
抽
象

的
な
論

理

で
あ

っ
て
、
事
実

や
体
験

ほ
ど

の
説
得
力
を
持
た
な

い
。

と

こ
ろ
が
そ

の
論
理

は
、
信

じ
る
と

い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
単

な
る
論

理

で
幕
な
く
な
る

の
で
あ

る
。
具
体

的
な
事
実

や
体
験

を
経
ず

に
、
論
理

が
論

理
以
上

の
も

の
と
し

て
信
じ
ら

れ
る
よ
う

に
な
る
。

そ

の
よ
う

に
し

て
親
鸞

の
教
え
が
日
本

に
広

ま

っ
て
い

っ
た
そ

の
課
程
ガ
、

ま
さ
に
真
宗

の
土
着
と

い
う
テ
ー

マ
の
問
題
と
す

る
と

こ
ろ
な

の
で
あ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

真
宗

の
土
着
、
親
鸞
、
往
生

(龍
谷
大
学
講
師
)
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