
宗
教
教
育
考

｜
浄
土
真
宗
の
教
義
と
そ
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
｜
（
三
）

小

池

秀

章

は
じ
め
に

当
研
究
は
、
平
成
二
十
三
・
二
十
五
年
度
研
究
助
成
に
よ
っ
て
行
っ
た
「
宗
教
教
育
考
｜
浄
土
真
宗
の
教
義
と
そ
の
表
現
方
法
に
つ

い
て
｜
（
一
）（
二
）」
の
続
編
で
あ
る
。

宗
教
教
育
を
実
践
す
る
上
で
の
研
究
課
題
は
多
々
あ
る
が
、
ま
ず
、
浄
土
真
宗
の
教
義
の
表
現
方
法
を
確
立
す
る
こ
と
を
研
究
の
目

的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
拙
著
『
高
校
生
か
ら
の
仏
教
入
門
』
に
お
い
て
ま
と
め
た
、
第
三
章
の
二
「
親
鸞
聖
人
の
教
え
」
の
部
分

に
つ
い
て
、
そ
の
出
拠
を
明
ら
か
に
し
、
教
義
的
根
拠
を
示
す
。
そ
し
て
、
そ
の
教
義
を
高
校
生
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う

な
表
現
を
と
っ
た
の
か
。
そ
の
注
意
点
や
ポ
イ
ン
ト
を
明
ら
か
に
す
る
。

尚
、
平
成
二
十
三
年
度
は
、「
１

真
実
の
教
」
と
「
２

阿
弥
陀
仏
」、
平
成
二
十
五
年
度
は
、「
３

本
願
」
と
「
４

念
仏
」

の
部
分
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
っ
た
が
、
平
成
二
十
七
年
度
は
、「
５

信
心
」
と
「
６

救
い
」
の
部
分
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
う
。
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第
一
章

信
心

第
一
節

本
願
力
回
向
の
信
心

一

本
願
力
回
向
の
信
心
（
他
力
回
向
の
信
）

浄
土
真
宗
に
お
け
る
信
心
を
理
解
す
る
上
で
、
第
一
に
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
私
が
信
じ
る
心
」
で
は
な

く
、「
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
は
た
ら
き
を
疑
い
な
く
受
け
容
れ
た
心
・
状
態
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
起
こ
す
信

心
で
は
な
く
、
仏
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
信
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
本
願
力
回
向
の
信
心
（
他
力
回
向
の
信
）」
と
い
う
。『
教

行
信
証
』「
信
巻
」
に

「
信
心
」
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
本
願
力
回
向
の
信
心
な
り
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
二
五
一
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

『
高
校
生
か
ら
の
仏
教
入
門
』
で
は
、
浄
土
真
宗
の
信
心
と
は
、「
私
が
信
じ
る
心
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
凡
夫
で

あ
る
「
私
の
心
」
は
当
て
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
信
心
」
と
は
、
信
じ
る
心
と
書
く
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
、「
神
仏
を
信
じ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
心
」
の
こ
と
で
す
が
、
浄

土
真
宗
の
「
信
心
」
と
は
、
私
が
仏
を
信
じ
る
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
信
じ
る
も
の
は
救
わ
れ
る
」
と
か
、「
救
わ
れ
な

い
の
は
、
信
心
が
足
り
な
い
か
ら
だ
。
も
っ
と
信
心
し
な
さ
い
」
と
か
言
わ
れ
ま
す
が
、
浄
土
真
宗
で
は
、
私
が
ど
ん
な
に
一
生

懸
命
信
じ
て
も
救
わ
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
私
の
心
ほ
ど
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
か
ら
で
す
。
ど
れ
ほ
ど
一
生
懸
命
信

じ
て
い
て
も
、
自
分
の
思
い
が
叶
わ
な
か
っ
た
り
、
た
い
へ
ん
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
り
す
る
と
、「
こ
の
世
に
神
も
仏
も
あ
る

2



も
の
か
」
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
心
は
、
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
当
て
に

な
ら
な
い
も
の
を
当
て
に
し
て
い
て
は
、
迷
い
が
深
ま
る
だ
け
で
す
。（
一
八
五
）（
以
下
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
文
章
は
『
高
校
生
か

ら
の
仏
教
入
門
』
の
本
文
で
あ
り
、
引
用
箇
所
の
頁
数
の
み
記
す
。
ま
た
傍
線
が
あ
る
場
合
は
、
当
論
文
に
於
い
て
書
き
加
え
た

も
の
で
あ
る
。）

続
い
て
、「
本
願
力
回
向
の
信
心
」
と
い
う
こ
と
を
、
母
親
に
抱
か
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
を
例
に
述
べ
て
い
る
。

浄
土
真
宗
の
「
信
心
」
と
は
、
私
が
信
じ
る
心
で
は
な
く
、「
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
は
た
ら
き
を
、
疑
い
無
く
受
け
容
れ
た
心
」

の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

例
え
ば
、
赤
ち
ゃ
ん
は
、
お
母
さ
ん
を
信
じ
て
抱
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
信
じ
る
と
か
疑
う
と
か
い
う
こ
と
を
超
え
て
、

ま
か
せ
き
っ
て
い
る
の
で
す
。「
お
母
さ
ん
で
す
よ
」
と
い
う
声
を
通
し
て
、「
お
母
さ
ん
は
こ
こ
に
い
ま
す
よ
。
大
丈
夫
だ
か
ら

安
心
し
て
ま
か
せ
な
さ
い
よ
」
と
い
う
、
母
親
の
心
を
受
け
容
れ
た
姿
な
の
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い

う
言
葉
（
喚
び
声
）
を
通
し
て
、「
我
を
た
の
め
、
必
ず
救
う
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
心
（
本
願
）
を
受
け
容
れ
た
心
が
「
信
心
」

な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
の
「
信
心
」
は
、
私
が
信
じ
る
心
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
疑
い
無
く
受
け
容
れ
た
心
、

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
い
た
だ
い
た
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、「
他
力
回
向
の
信
（
阿
弥
陀
仏
か
ら
い
た
だ
い
た
信
）」
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。「
他
力
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
、「
回
向
」
と
は
、
私
の
方
へ
回
ら
し
振
り
向
け
る
と
い
う
こ
と
で
、

「
他
力
」
も
「
回
向
」
も
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
表
し
て
い
ま
す
。（
一
八
六
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

信
心
と
は
、「
疑
い
の
な
い
心
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
唯
信
鈔
文
意
』
に
、
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「
信
」
は
う
た
が
ひ
な
き
こ
こ
ろ
な
り
、
す
な
は
ち
こ
れ
真
実
の
信
心
な
り

（『
註
釈
版
聖
典
』
六
九
九
）

と
あ
る
。
た
だ
し
、『
一
念
多
念
文
意
』
に

「
信
心
」
は
、
如
来
の
御
ち
か
ひ
を
き
き
て
疑
ふ
こ
こ
ろ
の
な
き
な
り
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
六
七
八
）

と
、
信
心
を
「
疑
ふ
こ
こ
ろ
な
き
な
り
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
信
心
と
は
、「
疑
い
の
な
い
心
」
で

あ
る
と
い
う
と
、「
信
じ
る
心
」
を
自
分
の
中
に
確
立
し
よ
う
と
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
疑
い
の
な
い
心
」
を
自
分
の
中
に
創
り
上

げ
よ
う
と
考
え
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
、
信
心
と
は
、「
疑
い
の
心
が
な
い
」、
つ
ま
り
、「
疑
い

の
な
い
状
態
」
で
あ
る
と
い
う
表
現
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

信
心
と
は
、「
疑
い
の
な
い
心
・
状
態
」
と
い
っ
て
も
、
私
が
そ
の
よ
う
な
心
・
状
態
を
創
り
出
す
の
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
は

た
ら
き
が
届
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
心
・
状
態
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
が
、『
教
行
信
証
』「
三
一
問
答
」
に
お
い
て
、「
本
願
力
回
向
の
信
心
な
る
が
故
に
、
疑
い
が
雑
わ
る
こ
と
が
な
い
」
と

い
う
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
三
一
問
答
」
と
は
、
本
願
に
誓
わ
れ
た
三
心

至
心
・
信
楽
・
欲
生
）と
、
天
親
の
『
浄
土
論
』
の
最

初
に
あ
る
「
世
尊
我
一
心

帰
命
尽
十
方

無
碍
光
如
来

願
生
安
楽
国
」
の
一
心
と
に
つ
い
て
の
問
答
で
あ
る
。
結
論
を
言
え
ば
、

至
心
・
信
楽
・
欲
生
の
三
心
は
、
信
楽
の
一
心
に
お
さ
ま
り
、
天
親
の
一
心
と
同
意
で
、
真
実
の
信
心
を
表
す
。
こ
の
信
心
は
、
本
願

力
回
向
の
信
心
な
る
が
故
に
、
よ
く
往
生
成
仏
の
因
と
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
本
願
力
回
向
の
信
心
な
る
が
故
に
、
私
の
側
か
ら
言
え

ば
無
疑
心
な
の
で
あ
る
。「
三
一
問
答
（
字
訓
釈
）」
に
、

大
悲
回
向
の
心
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
疑
蓋
雑
は
る
こ
と
な
き
な
り
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
二
三
〇
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

法
義
釈
に
お
い
て
は
、
三
心
そ
れ
ぞ
れ
機
無
（
衆
生
の
側
に
至
心
、
ま
た
は
信
楽
、
ま
た
は
欲
生
は
無
い
）・
円
成
（
仏
の
側
で
そ
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れ
を
円
か
に
成
就
）・
回
施
（
衆
生
に
施
し
て
く
だ
さ
る
）・
成
一
（
衆
生
の
上
に
無
疑
の
一
心

信
心
）が
成
ず
る
）
の
釈
に
よ
っ
て
、

本
願
力
回
向
の
信
心
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
部
分
の
み
を
挙
げ
る
と
、「
三
一
問
答
（
至
心

釈
）」
に利

他
の
真
心
を
彰
す
。
ゆ
ゑ
に
疑
蓋
雑
は
る
こ
と
な
し
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
二
三
一
〜
二
三
二
）

（
※
利
他
の
真
心：

如
来
よ
り
与
え
ら
れ
た
真
実
の
心
）

と
あ
り
、「
三
一
問
答
（
信
楽
釈
）」
に

信
楽
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
如
来
の
満
足
大
悲
円
融
無
礙
の
信
心
海
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
疑
蓋
間
雑
あ
る
こ
と
な
し
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
二
三
四
〜
二
三
五
）

（
※
満
足
大
悲
円
融
無
礙：

智
慧
と
慈
悲
と
が
完
全
に
成
就
し
、
す
べ
て
の
功
徳
が
一
つ
に
と
け
あ
っ
て
い
る
。）

と
あ
り
、「
三
一
問
答
（
欲
生
釈
）」
に

欲
生
す
な
は
ち
こ
れ
回
向
心
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
大
悲
心
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
疑
蓋
雑
は
る
こ
と
な
し
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
二
四
一
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
、「
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
疑
い
な
く
受
け
容
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
阿

弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
疑
い
な
く
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
心
を
い
た
だ
く
こ
と
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
の
言
葉
を
ま

こ
と
と
受
け
容
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
少
し
分
か
り
や
す
く
言
う
と
、
教
え
の
言
葉
を
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
え
の

言
葉
は
、
私
の
心
の
闇
を
破
り
正
し
い
方
向
へ
と
導
い
て
く
れ
る
智
慧
の
ひ
か
り
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
、
私
を
救
い
と
っ
て
く
だ

さ
る
慈
悲
の
は
た
ら
き
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
を
疑
い
な
く
受
け
容
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
限
り
な
い
ひ
か
り
と
い
の
ち
（
智
慧
と
慈
悲
）
が
与
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
自
ら
の
愚
か
さ
に
気
づ
か
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
は
た
ら
き
に
包
ま
れ
、
真
実
に
導

か
れ
て
い
く
（
お
育
て
に
遇
う
）
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。（
一
八
六
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
信
心
が
智
慧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
正
像
末
和
讃
』
に
、

釈
迦
・
弥
陀
の
慈
悲
よ
り
ぞ

願
作
仏
心
は
え
し
め
た
る

信
心
の
智
慧
に
い
り
て
こ
そ

仏
恩
報
ず
る
身
と
は
な
れ

（『
註
釈
版
聖
典
』
六
〇
六
）

（
※
「
信
心
の
智
慧
」
の
左
訓
（
国
宝
本）：

弥
陀
の
ち
か
ひ
は
智
慧
に
て
ま
し
ま
す
ゆ
ゑ
に
、
信
ず
る
こ
こ
ろ
の
出
て
く
る
は

智
慧
の
お
こ
る
と
し
る
べ
し
）

智
慧
の
念
仏
う
る
こ
と
は

法
蔵
願
力
の
な
せ
る
な
り

信
心
の
智
慧
な
か
り
せ
ば

い
か
で
か
涅
槃
を
さ
と
ら
ま
し

（『
註
釈
版
聖
典
』
六
〇
六
）

と
あ
る
の
が
出
拠
で
あ
る
。

二

聞
即
信

浄
土
真
宗
の
信
心
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
疑
い
な
く
聞
き
容
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
聞
い
た
ま
ま
が
そ
の
ま
ま
信
心
で
あ
る
。

そ
れ
を
、「
聞
即
信
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
。『
一
念
多
念
文
意
』
に

「
聞
其
名
号
」
と
い
ふ
は
、
本
願
の
名
号
を
き
く
と
の
た
ま
へ
る
な
り
。
き
く
と
い
ふ
は
、
本
願
を
き
き
て
疑
ふ
こ
こ
ろ
な
き
を

「
聞
」
と
い
ふ
な
り
。
ま
た
き
く
と
い
ふ
は
、
信
心
を
あ
ら
は
す
御
の
り
な
り
。「
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と
い
ふ
は
、「
信
心
」

は
、
如
来
の
御
ち
か
ひ
を
き
き
て
疑
ふ
こ
こ
ろ
の
な
き
な
り
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
六
七
八
）
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と
あ
り
、『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
は
、

し
か
る
に
『
経
』（
大
経
・
下
）
に
「
聞
」
と
い
ふ
は
、
衆
生
、
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
、
こ
れ
を
聞

と
い
ふ
な
り
。「
信
心
」
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
本
願
力
回
向
の
信
心
な
り
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
二
五
一
）

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
、
第
十
八
願
成
就
文
「
聞
其
名
号

信
心
歓
喜

乃
至
一
念
（
そ
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、

乃
至
一
念
せ
ん
）」
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
一
念
多
念
文
意
』
で
は
、「
名
号
を
聞
く
」
の
「
聞
」
を
解
釈
し
て
、
本
願
を
聞

い
て
疑
う
心
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
そ
れ
は
信
心
を
表
す
言
葉
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
を
「
聞
即
信
」
と
い
う
。

で
は
「
聞
即
信
」
と
い
っ
た
場
合
、
何
を
聞
く
の
か
。
第
十
八
願
成
就
文
に
は
、
名
号
を
聞
く
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
何
を
聞
く
の

か
と
い
う
と
、
本
願
を
聞
く
の
で
あ
り
、
上
述
の
文
に
あ
る
よ
う
に
、
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
く
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
た
の
が
次
の
文
章
で
あ
る
。

何
を
聞
く
の
か
と
言
う
と
、
具
体
的
に
は
「
仏
願
の
生
起
本
末
」（
名
号
の
お
い
わ
れ
）
を
聞
く
の
で
す
。「
生
起
」
と
は
、
阿

弥
陀
仏
が
何
の
た
め
に
本
願
を
起
こ
さ
れ
た
か
と
い
う
、
仏
願
の
起
こ
り
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
煩
悩
か
ら
離
れ
ら
れ
ず

迷
い
苦
し
ん
で
い
る
衆
生
（
私
）
が
い
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
は
何
と
し
て
も
救
い
た
い
と
い
う
本
願
を
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

「
本
末
」
と
は
、
初
め
と
終
わ
り
と
い
う
こ
と
で
、「
本
」
と
は
、
法
蔵
菩
薩
の
願
行
、
つ
ま
り
、
長
い
間
思
惟
し
て
衆
生
救

済
の
方
法
を
考
え
（
五
劫
思
惟
の
願
）、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
は
か
り
し
れ
な
い
ほ
ど
の
修
行
を
つ
ま
れ
た
（
兆
載
永
劫

の
修
行
）
と
い
う
こ
と
で
す
。「
末
」
と
は
、
そ
の
結
果
、
阿
弥
陀
仏
と
な
ら
れ
、
衆
生
を
救
済
す
る
法
と
し
て
名
号
を
成
就
し

て
、
衆
生
に
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。（
一
八
八
〜
一
八
九
）
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三

二
種
深
信

浄
土
真
宗
に
お
け
る
信
心
を
理
解
す
る
上
で
、
次
に
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
二
種
深
信
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

浄
土
真
宗
の
信
心
の
あ
り
よ
う
は
、
二
種
深
信
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
種
深
信
と
は
、
機
の
深
信
と
法
の
深
信
の
こ
と
で
、

機
の
深
信
と
は
、
私
は
、
罪
深
い
凡
夫
で
あ
り
、
迷
い
続
け
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
深
く
信
じ
る
と
い
う
こ
と
、
法
の
深
信
と
は
、

阿
弥
陀
仏
は
、
そ
の
よ
う
な
私
を
必
ず
救
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
を
深
く
信
じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
種
深
信
と
い
っ
て

も
、
二
つ
の
信
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
信
心
の
あ
り
よ
う
を
二
種
に
開
い
て
示
し
た
も
の
（
二
つ
の
側
面
か
ら
説
明
し
た
も

の
）
で
す
。（
一
八
七
）

『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
、

二
者
深
心

。
深
心
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
深
信
の
心
な
り
。
ま
た
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
、
決
定
し
て
深
く
、
自
身
は

現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
つ
ね
に
没
し
、
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
。
二

つ
に
は
、
決
定
し
て
深
く
、
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
な
く
慮
り
な
く
、
か
の
願
力
に
乗
じ
て
、
さ

だ
め
て
往
生
を
得
と
信
ず
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
二
一
七
〜
二
一
八
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
二
種
深
信
を
理
解
す
る
上
で
大
切
な
こ
と
は
、「
機
の
深
信
」
と
「
法
の
深
信
」
は
決
し
て
別
な
も
の
で

は
な
く
、
互
い
に
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
（
二
種
一
具
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
親
の
愛
情
に
触
れ
た
親
不
孝
者
の

心
に
譬
え
、
説
明
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
親
の
大
き
な
愛
情
に
ふ
れ
た
時
、
親
不
孝
者
の
私
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
親
不
孝
者
の
私
に
、
本
当

の
意
味
で
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
親
の
大
き
な
愛
情
に
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
親
の
大
き
な
愛
情
に
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ふ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
親
不
孝
者
の
私
に
、
本
当
の
意
味
で
気
づ
く
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
親
の
愛
情
に

ふ
れ
れ
ば
ふ
れ
る
ほ
ど
、
自
ら
の
い
た
ら
な
さ
に
気
づ
く
の
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
必
ず
救
う
と
い
う
仏
さ
ま
の
大
き
な

心
に
ふ
れ
た
時
、
罪
深
い
煩
悩
だ
ら
け
の
私
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
す
。
ま
た
、
罪
深
い
煩
悩
だ
ら
け
の
私
に
、
本
当
の
意
味
で

気
づ
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
必
ず
救
う
と
い
う
仏
さ
ま
の
大
き
な
心
に
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
仏
さ
ま
の

心
に
ふ
れ
れ
ば
ふ
れ
る
ほ
ど
、
罪
深
い
煩
悩
だ
ら
け
の
私
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
す
。（
一
八
七
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
二
種
深
信
も
、
私
が
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
本
願
力
回
向
の
信
心
の

二
つ
の
側
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
、

で
す
か
ら
「
深
く
信
じ
る
」
と
い
っ
て
も
、
私
が
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
阿
弥
陀
仏
か
ら
い
た
だ
い
た
信
心
の
あ
り

よ
う
で
あ
る
こ
と
に
、
注
意
が
必
要
で
す
。
教
え
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
私
の
真
実
の
姿
が
明
ら
か
に
な
る
と
同
時
に
、

救
い
の
法
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
す
。（
一
八
七
）

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
他
、
浄
土
真
宗
の
信
心
を
理
解
す
る
上
で
参
考
に
な
る
も
の
と
し
て
、
信
心
一
異１

）
・
信
行
両
座２

）
の
諍
論
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。

第
二
節

悪
人
正
機

一

救
い
の
対
象

本
願
文
に
、

9
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設
我
得
仏

十
方
衆
生

至
心
信
楽

欲
生
我
国

乃
至
十
念

若
不
生
者

不
取
正
覚

唯
除
五
逆

誹
謗
正
法

（『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』（
一
）
二
五
）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
対
象
は
、「
十
方
衆
生
」
と
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
最
後
に
「
唯
除
五
逆

誹
謗
正
法
」
と
、
五
逆
の
罪
を
犯
す
も
の
と
、
正
法
を
誹
謗
す
る
も
の
を
除
く
と
言
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
唯
除
五
逆

誹
謗
正
法
」
と
い
ふ
は
、「
唯
除
」
と
い
ふ
は
た
だ
除
く
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
ひ
誹

謗
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
ん
と
な
り
。
こ
の
ふ
た
つ
の
罪
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て
、
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生

す
べ
し
と
し
ら
せ
ん
と
な
り
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
六
四
四
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
本
願
文
に
「
唯
除
」
と
説
か
れ
た
の
は
、
五
逆
と
謗
法
の
罪
が
重
い
こ
と
を
知
ら
せ
て
回
心
さ
せ
、
す
べ
て
の
生

き
と
し
生
け
る
も
の
を
往
生
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
心
を
見
て

い
か
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
対
象
は
、
十
方
の
衆
生
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
が
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
の
心
を
窺
え
ば
、
特

に
、
五
逆
・
謗
法
の
罪
を
犯
す
よ
う
な
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
親
鸞
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
悪
人
と
呼

び
、
自
分
こ
そ
そ
の
悪
人
で
あ
る
と
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
逆
・
謗
法
の
救
い
に
つ
い
て
は
、『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
の
終
わ
り
の
「
逆
謗
摂
取
釈
（
明
所
被
機
）」（『
註
釈
版
聖
典
』
二
六

六
〜
三
〇
五
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
、「
悪
人
正
機
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
悪
人
正
機
」
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
聖
人
の
弟
子
の
唯
円
が
著
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
『
歎
異
抄
』
第
三
条
に
、

善
人
な
ほ
も
つ
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
八
三
三
）
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と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
「
悪
人
正
機
」
は
誤
解
も
多
い
の
で
、
ま
ず
、
そ
の
語
句
の
正
確
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
。

語
句
の
意
味
と
よ
く
あ
る
誤
解
に
つ
い
て
、

「
悪
人
正
機
」
の
「
機
」
と
は
、「
仏
に
対
し
て
、
救
い
の
対
象
で
あ
る
人
間
」
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
よ
っ
て
、「
悪
人
正

機
」
と
は
、「
悪
人
こ
そ
、
阿
弥
陀
仏
の
正
し
き
救
い
の
対
象
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
を
聞
い
て
、「
悪
人
こ
そ
救
い
の
対
象
だ
と
言
う
の
な
ら
、
ど
ん
な
悪
い
こ
と
を
し
て
も
大
丈
夫
だ
」
と
か
、「
阿
弥
陀
仏

に
救
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
す
す
ん
で
悪
い
こ
と
を
し
よ
う
」
と
考
え
る
人
が
い
た
と
し
た
ら
、
大
き
な
間
違
い
で
す
。（
一
八

九
〜
一
九
〇
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
「
造
悪
無
碍
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
造
悪
無
碍
」
と
は
、「
悪
を
造
っ
て
も
碍
げ
が
無
い
、
救
い

の
妨
げ
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
阿
弥
陀
仏
は
ど
ん
な
悪
人
で
も
救
っ
て
く
だ
さ
る
の
だ
か
ら
、
ど
ん
な
悪
い
こ
と
を

し
て
も
構
わ
な
い
」
と
い
う
、
間
違
っ
た
考
え
（
異
義
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
異
義
に
対
し
て
親
鸞
聖
人
は
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』

の
中
で
、

「
薬
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
毒
を
好
ん
で
は
な
ら
な
い
」

（『
註
釈
版
聖
典
』
七
三
九
参
照
）

と
戒
め
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、

自
分
が
ど
ん
な
悪
い
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
、
親
は
自
分
の
こ
と
を
見
捨
て
な
い
と
い
う
親
の
心
に
出
会
っ
た
人
が
、
自
ら
進
ん
で

悪
を
行
う
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
進
ん
で
悪
を
行
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
親
の
心
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ

と
同
じ
で
、
ど
ん
な
悪
人
で
も
見
捨
て
な
い
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
心
に
出
遇
っ
た
人
が
、
進
ん
で
悪
を
行
う
は
ず
は
な
い
の
で
す
。

（
一
九
二
〜
一
九
三
）

と
親
の
心
に
出
会
っ
た
子
ど
も
の
思
い
に
譬
え
る
と
分
か
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
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次
に
「
悪
人
正
機
」
の
誤
解
の
一
番
の
原
因
は
、
善
悪
の
基
準
、
善
人
・
悪
人
の
理
解
が
、
現
在
通
常
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
違

う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、『
歎
異
抄
』
で
の
正
し
い
意
味
を
述
べ
て
い
る
。

「
悪
人
正
機
」
の
悪
人
は
、
法
律
や
道
徳
を
基
準
に
し
た
悪
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
（
仏
教
）
を
基
準
に
し
た
悪
人
で
す
。

仏
教
で
は
、
仏
の
さ
と
り
に
近
づ
く
行
為
が
善
で
、
遠
ざ
か
る
行
為
が
悪
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
行
為
を
す
る
人
を
、
そ
れ
ぞ
れ
善

人
・
悪
人
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
基
本
的
な
言
葉
の
意
味
と
し
て
は
、
善
人
と
は
、
自
分
の
力
で
善
行
を
積
み
、
往
生
成

仏
を
目
指
す
人
（「
自
力
作
善
の
人
」）。
悪
人
と
は
、
自
分
の
力
で
善
行
を
積
む
こ
と
の
で
き
な
い
人
、
煩
悩
が
十
分
具
わ
っ
て

い
る
愚
か
な
人
（「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
」）
の
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
厳
密
に
は
、
善
人
と
は
、
善
行
が
積
め
る
人
と
い
う
よ
り
、
積
め
る
と
思
っ
て
い
る
人
、
悪
人
と
は
、
仏
の
教
え
に

よ
っ
て
、
自
分
の
煩
悩
・
罪
悪
に
気
づ
か
さ
れ
て
い
る
人
の
こ
と
で
す
。（
一
九
〇
）

『
歎
異
抄
』
に
お
け
る
善
悪
・
善
人
悪
人
の
語
句
に
つ
い
て
の
客
観
的
説
明
は
以
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ

の
悪
人
が
、
ま
さ
に
「
私
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
受
け
取
れ
な
け
れ
ば
、「
悪
人
正
機
」
の
教
説
を
、
本
当
の
意
味
で
生
き
た
宗
教
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、

さ
ら
に
、
そ
の
悪
人
と
は
誰
か
と
具
体
的
に
問
わ
れ
れ
ば
、「
私
」
の
こ
と
な
の
で
す
。
仏
の
教
え
に
出
遇
っ
た
時
、
自
ら
の

煩
悩
・
罪
悪
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
悪
人
と
は
こ
の
私
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
私
と
は
、

私
が
見
て
悪
人
だ
と
思
っ
た
私
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
に
知
ら
れ
て
い
る
私
、
阿
弥
陀
仏
の
ひ
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
明
ら
か
に
な

っ
た
私
の
こ
と
な
の
で
す
。

「
悪
人
正
機
」
の
教
え
は
、
こ
の
私
の
た
め
だ
っ
た
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
正
し
く
理
解
で
き

な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
教
え
が
心
に
響
い
て
く
る
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。（
一
九
〇
〜
一
九
一
）
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
受
け
取
り
は
、『
歎
異
抄
』
後
序
に
、

聖
人
（
親
鸞
）
の
つ
ね
の
仰
せ
に
は
、「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け

り
。
さ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ

よ
」
と
御
述
懐
候
ひ
し

（『
註
釈
版
聖
典
』
八
五
三
）

と
あ
る
こ
と
と
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

「
悪
人
正
機
」
を
理
解
す
る
上
で
、
も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
は
、「
悪
人
正
機
」
は
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
涅
槃
経
』
の
喩
え
を
引
く
と
分
か
り
や
す
い
。

ま
た
、「
悪
人
こ
そ
救
い
の
対
象
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
心
を
表
す
言
葉
で
あ
り
、
慈
悲
の
方
向
性

を
示
す
も
の
な
の
で
す
。

『
涅
槃
経
』
に
、
次
の
よ
う
な
喩
え
が
あ
り
ま
す
。

た
と
へ
ば
一
人
に
し
て
七
子
あ
ら
ん
。
こ
の
七
子
の
な
か
に
一
子
病
に
遇
へ
ば
、
父
母
の
心
平
等
な
ら
ざ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、

し
か
る
に
病
子
に
お
い
て
心
す
な
は
ち
ひ
と
へ
に
重
き
が
ご
と
し
。（『

教
行
信
証
』『
涅
槃
経
』
引
文

『
註
釈
版
聖
典
』
二
七
九
）

（
た
と
え
ば
あ
る
も
の
に
、
七
人
の
子
ど
も
が
い
た
と
し
ま
す
。
そ
の
七
人
の
子
ど
も
の
中
で
、
一
人
が
病
気
に
な
れ
ば
、
親
の

心
は
、
平
等
で
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ひ
と
え
に
そ
の
子
に
向
か
い
ま
す
。）

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
慈
悲
は
、
煩
悩
に
苦
悩
し
て
い
る
愚
か
な
凡
夫
に
、
真
っ
先
に
向
け
ら
れ
る
の
で
す
。
仏

（
親
）
の
立
場
に
立
て
ば
、
悪
人
（
病
人
）
こ
そ
救
い
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
言
葉
は
、
当
然
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
仏
の
慈
悲
の
本
質
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。（
一
九
一
）
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と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

小
結以

上
、
信
心
と
そ
の
信
心
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
対
象
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
浄
土
真
宗
に
お
い
て
信
心
を
語
る
時
、
押
さ
え
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
本
願
力
回
向
の
信
心
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
が
信
じ
る
信
心
で
は
な
く
、
本
願
を
聞
い

て
疑
い
な
く
受
け
容
れ
た
心
で
あ
る
の
で
、「
聞
即
信
」
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
そ
の
聞
と
は
、
何
を
聞
く
の
か
と
言
え
ば
、
本
願

で
あ
り
、
具
体
的
に
は
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
本
願
力
回
向
の
信
心
の
あ
り
よ
う
を
言
え
ば
、
機
の
深
信
と
法
の
深
信
の
二
種
深
信
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
言
葉
と
し
て
は
難
し
い
が
、
内
容
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
難
し
い
と
感
じ
る
の
は
、
一
般
的
な

私
が
信
じ
る
心
と
し
て
の
信
心
と
、
発
想
が
全
く
違
う
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

第
二
章

救
い

第
一
節

往
生
浄
土

一
般
的
に
救
い
と
は
、
苦
悩
の
状
態
か
ら
、
希
望
や
明
る
さ
を
感
じ
る
状
態
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
、
宗
教
的
な
救

い
を
語
る
場
合
、
現
世
で
は
、
病
気
を
治
し
て
も
ら
っ
た
り
、
願
い
を
叶
え
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
来
世
で
、
い
い
世
界
に
連

れ
て
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
浄
土
真
宗
の
救
い
は
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
宗
教
的
な

救
い
と
は
違
う
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
浄
土
真
宗
の
救
い
を
、
生
き
る
意
味
と
方
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向
が
定
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
念
仏
と
い
う
生
き
る
依
り
ど
こ
ろ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
表
現
し
た
。

浄
土
真
宗
の
救
い
と
は
、
金
魚
す
く
い
み
た
い
に
、
ひ
ょ
い
っ
と
す
く
っ
て
も
ら
っ
て
、
い
い
世
界
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う

よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
病
気
を
治
し
て
も
ら
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
己
の
願
い
が
叶
っ
た
り
す
る
こ
と
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。

浄
土
真
宗
の
救
い
と
は
、
生
き
る
意
味
と
方
向
が
定
ま
る
こ
と
で
す
。
自
己
中
心
の
心
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
迷
い
の
人
生
を
生

き
て
い
る
私
に
、
智
慧
と
慈
悲
の
世
界
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
尊
い
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
浄
土
と
い
う
真
実
の
世
界
に
向
か
っ
て
生
き
る
こ
と
が
、
本
当
の
人
間
と
し
て
生
き
る
道
で
あ
る

と
、
生
き
る
方
向
が
定
ま
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
私
中
心
の
生
き
方
か
ら
仏
中
心
の
生
き
方
へ
と
転
換
さ
れ
、
念
仏
と
い
う
生
き
る
依
り
ど
こ
ろ
が
定
ま
っ
た
時
、

ど
ん
な
苦
難
を
も
乗
り
超
え
る
智
慧
と
力
が
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。（
一
九
四
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
救
い
に
関
し
て
は
、
大
谷
光
真
氏
の
言
葉
も
分
か
り
や
す
い
。『
世
の
な
か
安
穏
な
れ
』
の
中
で
、

「
私
た
ち
に
と
っ
て
の
救
い
は
、
こ
の
世
で
ま
ず
、
今
、
阿
弥
陀
仏
の
智
慧
と
慈
悲
に
照
ら
さ
れ
、
包
ま
れ
て
、
い
の
ち
の
ゆ
く

え
を
教
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
生
き
る
よ
ろ
こ
び
、
依
り
ど
こ
ろ
を
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
は
心
を
開
か
れ
て
他
の
い
の

ち
と
共
に
生
き
る
よ
ろ
こ
び
を
味
わ
う
こ
と
と
言
え
ま
し
ょ
う
。」（『
世
の
な
か
安
穏
な
れ
』
七
二
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。

浄
土
真
宗
の
救
い
に
つ
い
て
、
教
義
的
に
押
さ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
ま
ず
「
往
生
浄
土
」
及
び
「
現
生
正
定
聚
」
で
あ
る
。

た
だ
し
、
浄
土
真
宗
の
究
極
的
な
救
い
は
、
こ
の
世
の
い
の
ち
が
終
わ
る
と
同
時
に
、
浄
土
に
往
生
し
成
仏
す
る
（
さ
と
り
を

開
く
）
こ
と
で
す
。「
往
生
」
と
は
、「
困
る
こ
と
、
行
き
詰
ま
る
こ
と
」
で
は
な
く
、
文
字
通
り
、「
往
き
生
ま
れ
る
」
こ
と
で
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す
。「
浄
土
」
と
は
、「
煩
悩
の
汚
れ
の
無
い
浄
ら
か
な
世
界
・
さ
と
り
の
世
界
」
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
往
生
浄
土
」
と
は

「
浄
土
に
往
き
生
ま
れ
る
」
こ
と
で
、
そ
れ
は
行
き
詰
ま
る
こ
と
で
は
な
く
、
さ
と
り
と
い
う
新
し
い
世
界
が
開
け
て
く
る
こ
と

な
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
未
来
の
救
い
の
み
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
信
心
を
い
た
だ
い
た
時
に
、
往
生
成
仏
が

定
ま
り
救
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
「
現
生
正
定
聚
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
ま
す
。「
現
生
」
と
は
、
こ
の
世
、「
正
定
聚
」

と
は
、
正
し
く
仏
に
成
る
こ
と
が
定
ま
っ
た
な
か
ま
と
い
う
意
味
で
す
。

つ
ま
り
、
信
心
を
い
た
だ
い
た
時
、
念
仏
と
い
う
生
き
る
依
り
ど
こ
ろ
が
定
ま
り
、
浄
土
と
い
う
真
実
の
世
界
に
導
か
れ
な
が

ら
、
浄
土
と
い
う
真
実
の
世
界
に
向
か
っ
て
生
き
る
と
い
う
生
き
方
が
与
え
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
救
い
と
言
う
の
で
す
。

（
一
九
五
）

と
、
往
生
等
の
仏
教
用
語
の
意
味
も
正
確
に
お
さ
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
、
今
の
私
の
人
生
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
を
伝
え

て
い
く
こ
と
が
大
切
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
を
「
煩
悩
を
超
え
る
生
き
方
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

浄
土
真
宗
の
教
え
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
中
心
の
心
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ
て
生
き
て
い
る
愚
か
な

自
分
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
正
し
い
あ
り
方
・
生
き
方
を
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
煩
悩
だ
ら
け
の
自
分
は
ダ
メ
な
奴
だ
と
い
た
ず
ら
に
悲
し
む
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
煩
悩
が
無
く
な
ら
な
い
の
は
仕

方
が
な
い
と
開
き
直
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
煩
悩
だ
ら
け
の
あ
り
方
を
悲
し
い
こ
と
・
申
し
訳
な
い
こ
と
で
あ
る
と
受
け
止
め

た
時
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
正
し
い
方
向
へ
と
軌
道
修
正
し
な
が
ら
生
き
る
生
き
方
が
恵
ま
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、

「
煩
悩
が
あ
る
ま
ま
で
、
煩
悩
を
超
え
る
生
き
方
」
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
浄
土
真
宗
に
生
き

る
人
（
救
わ
れ
た
人
）
の
生
き
方
な
の
で
す
。（
一
九
六
）
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尚
、
正
定
聚
と
は
、
必
ず
仏
に
成
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
な
か
ま
（
成
仏
決
定
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
他
力
念
仏
に
よ
る
往

生
は
、
往
生
即
成
仏
で
あ
る
の
で
、
親
鸞
は
、
正
定
聚
を
、
必
ず
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
な
か
ま
（
往
生
決
定
）
と

い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。『
一
念
多
念
文
意
』
で
は
、『
大
経
』
第
十
一
願
成
就
文
を
解
釈
す
る
と
こ
ろ
で
、「
正
定
の
聚

に
住
す
」（『
註
釈
版
聖
典
』
六
八
〇
）
の
左
訓
に
「
か
な
ら
ず
仏
に
な
る
べ
き
身
と
な
れ
る
と
な
り
」（
成
仏
決
定
）
と
あ
り
、
同
じ

く
『
一
念
多
念
文
意
』
で
は
、
即
得
往
生
を
解
釈
す
る
と
こ
ろ
で
、「
正
定
聚
」（『
註
釈
版
聖
典
』
六
七
九
）
の
左
訓
に
「
往
生
す
べ

き
身
と
さ
だ
ま
る
な
り
」（
往
生
決
定
）
と
あ
る
。

以
上
、「
往
生
浄
土
」
と
「
現
生
正
定
聚
」
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
教
義
的
背
景
は
、『
教
行
信
証
』「
証
巻
」

の
前
半
部
分
、
特
に
、
第
十
一
願
の
正
定
（
正
定
聚
）
と
滅
度
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
あ
る
。
第
十
一
願
に
は
、

た
と
ひ
わ
れ
仏
を
得
た
ら
ん
に
、
国
中
の
人
天
、
定
聚
に
住
し
、
か
な
ら
ず
滅
度
に
至
ら
ず
は
、
正
覚
を
取
ら
じ
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
一
七
）

と
誓
わ
れ
て
い
る
が
、
普
通
に
読
め
ば
、
浄
土
に
生
ま
れ
た
者
を
、
正
定
聚
（
必
ず
仏
に
成
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
な
か
ま
）
と
い

う
位
に
つ
け
し
め
、
必
ず
仏
に
成
ら
し
め
る
と
誓
わ
れ
て
い
る
と
し
か
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
親
鸞
は
、
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
を
、

信
心
の
利
益
・
現
生
の
利
益
と
し
て
い
る
。『
教
行
信
証
』「
信
巻
」「
現
生
十
益
」
に
、

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
。

（
中
略
）
十
に
は
正
定
聚
に
入
る
益
な
り
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
二
五
一
）

と
あ
る
よ
う
に
、
十
番
目
に
「
入
正
定
聚
の
益
」
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、『
一
念
多
念
文
意
』
に

か
く
の
ご
と
く
法
蔵
菩
薩
誓
ひ
た
ま
へ
る
を
、
釈
迦
如
来
、
五
濁
の
わ
れ
ら
が
た
め
に
説
き
た
ま
へ
る
文
の
こ
こ
ろ
は
、「
そ
れ

衆
生
あ
つ
て
、
か
の
国
に
生
れ
ん
と
す
る
も
の
（
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
も
の
）
は
、
み
な
こ
と
ご
と
く
正
定
の
聚
に
住
す
。
ゆ
ゑ
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は
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
か
の
仏
国
の
う
ち
に
は
も
ろ
も
ろ
の
邪
聚
お
よ
び
不
定
聚
は
な
け
れ
ば
な
り
」
と
の
た
ま
へ
り
。

『
註
釈
版
聖
典
』
六
七
九
〜
六
八
〇
）

と
あ
る
こ
と
よ
り
わ
か
る
。

次
に
、
第
十
一
願
が
、
当
来
の
利
益
と
し
て
、
大
涅
槃
（
成
仏
）
を
得
る
こ
と
を
誓
っ
た
願
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は
、『
尊

号
真
像
銘
文
』
に
、

「
証
大
涅
槃
」
と
申
す
は
、
必
至
滅
度
の
願

第
十
一
願
）成
就
の
ゆ
ゑ
に
か
な
ら
ず
大
般
涅
槃
を
さ
と
る
と
し
る
べ
し
。「
滅
度
」

と
申
す
は
、
大
涅
槃
な
り
。

『
註
釈
版
聖
典
』
六
七
一
）

と
あ
り
、「
信
巻
」
に
、

念
仏
の
衆
生
は
横
超
の
金
剛
心
を
窮
む
る
が
ゆ
ゑ
に
、
臨
終
一
念
の
夕
、
大
般
涅
槃
を
超
証
す
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
二
六
四
）

と
あ
る
こ
と
よ
り
分
か
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
は
、
第
十
一
願
に
は
、
現
生
の
利
益
と
し
て
の
正
定
聚
（
不
退
転
）
と
、
当
来
の
利
益
と

し
て
の
滅
度
（
成
仏
）
の
、
現
当
二
益
が
誓
わ
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
上
述
の
「
信
巻
」
の
文
よ
り
、
滅
度
と

往
生
が
、
こ
の
命
の
終
わ
る
の
と
同
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
往
生
即
成
仏
が
、
明
ら
か
と
な
る
。

ま
た
、
救
い
と
さ
と
り
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
目
的
は
成
仏
で
あ
り
、
仏
教
で
あ
る
浄
土

真
宗
の
目
的
も
成
仏
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、

浄
土
真
宗
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
が
説
か
れ
ま
す
が
、
究
極
的
に
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
て
さ
と
り
を
開
く
こ
と
（
成
仏
）
が

目
的
で
す
。

も
と
も
と
は
、
な
ぜ
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
う
の
か
と
言
う
と
、
こ
の
世
は
誘
惑
が
多
く
修
行
す
る
の
が
難
し
い
の
で
、

修
行
す
る
の
に
環
境
の
よ
い
、
浄
土
と
い
う
浄
ら
か
な
世
界
を
求
め
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
浄
土
と
は
修
行
の
場
で
あ
り
、
浄
土
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に
生
ま
れ
た
後
、
そ
こ
で
し
ば
ら
く
修
行
し
て
さ
と
り
を
開
く
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
親
鸞
聖
人
は
、
浄
土
は
修
行
の
場
で
は
な
く
、
さ
と
り
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
を
さ
と
り
に
導
く
は

た
ら
き
の
根
源
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
浄
土
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
浄
土
に
導
か
れ
、
浄
土
に
生

ま
れ
る
と
同
時
に
、
仏
の
さ
と
り
を
開
か
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
こ
れ
を
「
往
生
即
成
仏
」
と
言
い
表
し
て
い
ま
す
。（
一
九

八
）

と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
更
に
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
還
相
回
向
で
あ
る
。

尚
、
浄
土
に
つ
い
て
、
単
に
死
後
の
世
界
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
な
い
よ
う
に
、
ま
ず
語
句
の
正
確
な
理
解
に
始
ま
り
、
そ
れ
が

さ
と
り
の
世
界
で
あ
り
、
さ
と
り
を
開
い
た
人
の
前
に
開
け
て
く
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

浄
土
と
は
、「
穢
土
（
煩
悩
で
穢
れ
た
世
界
）」
に
対
す
る
言
葉
で
、「
煩
悩
の
汚
れ
の
無
い
浄
ら
か
な
世
界
」
の
こ
と
で
す
。

浄
土
は
仏
の
世
界
で
あ
り
、
十
方
に
諸
仏
の
浄
土
が
あ
る
と
説
か
れ
ま
す
が
、
現
在
、
浄
土
と
言
え
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
指

す
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
で
す
。

阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
、
極
楽
浄
土
（
安
楽
国
・
安
養
国
）
と
も
言
い
ま
す
が
、
単
に
楽
し
み
が
極
ま
っ
た
世
界
で
は
な
く
、
さ
と

り
の
楽
が
極
ま
っ
た
世
界
で
す
。

ま
た
、
地
獄
や
浄
土
（
極
楽
）
と
言
っ
て
も
、
ど
こ
か
に
そ
う
い
う
空
間
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
悪
を
犯
し
た
人
の
前

に
開
か
れ
て
く
る
世
界
が
地
獄
で
、
さ
と
り
を
開
い
た
人
の
前
に
開
か
れ
て
く
る
世
界
が
浄
土
な
の
で
す
。（
一
九
七
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
体
的
な
表
現
が
意
味
が
な
い
の
で
は
な
く
、
逆
に
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

浄
土
は
、
色
や
形
を
超
え
た
世
界
で
あ
り
な
が
ら
、
色
や
形
を
通
し
て
し
か
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
た
ち
の
た
め
に
、
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浄
土
は
西
方
に
あ
り
（「
西
方
浄
土
」）、
金
や
銀
な
ど
で
で
き
て
い
る
等
と
、
方
向
や
形
の
あ
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
ま
す
。
こ

れ
を
、
方
向
を
指
し
示
し
、
相
（
か
た
ち
）
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
、
指
方
立
相
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
感
覚
的
に

浄
土
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
こ
に
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。（
一
九
七

〜
一
九
八
）

と
説
明
し
て
い
る
。

第
二
節

還
相
回
向

「
何
の
た
め
に
浄
土
に
往
生
し
、
成
仏
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
か
」
そ
れ
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
ぜ
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
決
し
て
自
己
満
足
の
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
浄
土
真
宗

で
は
、
浄
土
に
往
生
し
て
仏
の
さ
と
り
を
開
い
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
こ
の
世
に
還
っ
て
き
て
、
迷
っ
て
い
る
人
々
を
救
う
は
た

ら
き
を
す
る
の
で
す
。
仏
の
さ
と
り
は
、
智
慧
と
慈
悲
の
体
得
、
自
利
利
他
の
完
成
で
す
か
ら
、
自
分
が
さ
と
っ
て
終
わ
り
だ
っ

た
ら
、
そ
れ
は
仏
の
さ
と
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
一
九
九
）

と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
続
い
て
、

親
鸞
聖
人
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
「
往
相
（
往
く
相
）」、
浄
土
か
ら
こ
の
世
（
穢
土
）
に
還
っ
て
き
て
、
人
々
を
救
う
は

た
ら
き
を
す
る
こ
と
を
「
還
相
（
還
っ
て
く
る
相
）」、
と
い
う
言
葉
で
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
が
浄
土
に
往

生
す
る
こ
と
（
往
相
）
も
、
こ
の
世
に
還
っ
て
き
て
人
々
を
救
う
は
た
ら
き
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
（
還
相
）
も
、
す
べ
て
、

阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
よ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
、「
回
向
」
と
い
う
言
葉
で
表
し
、「
往
相
回
向
」「
還
相
回
向
」
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と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
回
向
」
と
は
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
私
た
ち
に
回
ら
し
振
り
向
け
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
す
。（
一
九
九
〜
二

〇
〇
）

と
「
往
相
回
向
」「
還
相
回
向
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
の
最
初
に

つ
つ
し
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
真

実
の
教
行
信
証
あ
り
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
一
三
五
）

と
あ
り
、「
証
巻
」「
還
相
回
向
釈
」
の
最
初
に
、

二
つ
に
還
相
の
回
向
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
利
他
教
化
地
の
益
な
り
。
す
な
は
ち
こ
れ
必
至
補
処
の
願
（
第
二
十
二
願
）
よ

り
出
で
た
り
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
三
一
三
頁
）

と
あ
る
の
が
出
拠
で
あ
る
。「
利
他
教
化
地
」
の
「
利
他
」
に
つ
い
て
は
、
自
利
に
対
す
る
利
他
（
他
を
利
益
す
る
）
の
意
味
と
す
る

解
釈
と
、
他
力
の
意
味
と
す
る
解
釈
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
意
味
も
含
ま
れ
る
も
の
と
解
釈
し
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う３

）
。「
教
化
地
」

と
は
衆
生
救
済
の
地
位
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
浄
土
に
往
生
し
成
仏
し
た
も
の
は
、
穢
土
に
還
っ
て
来
て
衆
生
を
救
済
す
る
は
た
ら
き

を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
他
力
（
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
）
に
依
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
還
相
回
向
と
い
う
。

こ
の
還
相
回
向
に
つ
い
て
は
、
受
け
取
り
が
難
し
い
の
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
浄
土
か
ら
こ
の
世
に
還
っ
て
く
る
と
い
っ
て
も
、
お
化
け
に
な
っ
て
還
っ
て
く
る
の
で
も
、
何
か
実
体
的
な
も
の
が

還
っ
て
く
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
と
一
つ
に
な
っ
て
、
還
っ
て
く
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
一
般
論
と
し

て
で
は
な
く
、
念
仏
を
称
え
る
と
こ
ろ
に
開
け
て
く
る
世
界
な
の
で
す
。

ま
た
、
い
の
ち
終
わ
っ
た
後
に
、
衆
生
救
済
の
た
め
に
浄
土
か
ら
還
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
未
来
の
こ
と
の
み
を
言
っ
て

い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
中
心
の
心
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
今
の
私
に
は
、
本
当
の
意
味
で
他
人
の
た
め
に
何
か
を
す
る
と
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い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
悲
し
み
を
知
ら
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
ん
な
私
の
生
き
る
方
向
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
て
い
る

の
で
す
。（
二
〇
〇
）

こ
の
よ
う
に
、
未
来
の
こ
と
が
、
現
在
の
私
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

こ
の
他
に
も
、
還
相
回
向
を
伝
え
る
上
で
、
注
意
が
必
要
な
こ
と
も
あ
る
。
還
相
回
向
の
こ
と
を
高
校
生
に
話
し
た
時
、「
還
相
回

向
の
話
を
聞
い
て
、
死
ぬ
の
が
い
や
で
は
な
く
な
っ
た
け
ど
、
早
く
死
ん
で
も
構
わ
な
い
と
い
う
人
も
出
て
き
そ
う
で
心
配
で
す
」
と

い
う
感
想
を
書
い
て
く
れ
た
生
徒
が
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
付
け
加
え
た
の
が
、
補
講
の
「
還
相
回
向
の
受
け
取
り
（
二
つ
の
側

面
）」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

①
今
の
私
が
還
相
の
は
た
ら
き
に
支
え
ら
れ
生
か
さ
れ
て
い
る

還
相
回
向
の
教
え
を
聞
い
て
、「
だ
っ
た
ら
早
く
死
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
」
と
思
う
人
が
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
間
違
っ
た
受

け
取
り
で
す
。
こ
の
私
が
還
相
の
は
た
ら
き
に
支
え
ら
れ
生
か
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
っ
た
ら
、
早
く
死
ん
で
も
い
い
と
は
な
ら
な

い
は
ず
で
す
。

②
私
の
生
き
る
方
向
が
定
ま
る

ど
こ
に
向
か
っ
て
生
き
る
べ
き
か
。
そ
れ
は
、
浄
土
（
さ
と
り
の
世
界
）。
そ
し
て
、
そ
こ
で
さ
と
り
、
さ
と
っ
て
終
わ
り
で
は

な
く
、
す
べ
て
の
人
々
を
救
う
は
た
ら
き
を
す
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
欲
望
を
満
た
す
方
向
で
は
な
く
、
人
の
た
め
に
生
き
る
と

い
う
利
他
の
方
向
こ
そ
、
目
指
す
べ
き
真
実
の
生
き
方
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。（
二
〇
〇
〜
二
〇
一
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
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第
三
節

自
然
法
爾

最
後
に
親
鸞
の
晩
年
の
境
地
を
表
す
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る

自
然
法
爾
」に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
よ
く
誤
解
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

親
鸞
聖
人
の
晩
年
の
境
地
を
表
す
も
の
と
し
て
、

自
然
法
爾
」が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
、「
自
然
の
ま
ま
に
生
き
る
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
と
受
け
取
る
人
も
多
い
で
す
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、「
自
然
」
と
は
、「
自
ず
か
ら
然
り
（
そ
の
も
の
の
持
っ
て
い
る
性
質
通
り
に
そ
う
な
っ
て
い
る
）」
で
は
な
く
、

「
自
ず
か
ら
然
ら
し
む
（
自
ず
か
ら
、
そ
う
あ
ら
し
め
ら
れ
る
）」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
「
法
爾
」
と
は
、「
法
と
し
て
然
ら
し
む
（
本
願
の
法
と
し
て
そ
う
あ
ら
し
め
ら
れ
る
）」
と
言
い
、「
自
然
」
と
「
法
爾
」

を
同
じ
意
味
で
捉
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

自
然
法
爾
」と
は
、
本
願
に
誓
わ
れ
た
通
り
、
阿
弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、

救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
表
す
言
葉
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
救
い
は
行
者
の
は
か
ら
い
に
よ
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
表
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。（
二
〇
一
）

と
述
べ
た
。
こ
の
出
拠
は
、
一
般
的
に

自
然
法
爾
章
」と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、『
親
鸞
聖
人
御
消
息
』
に
、

「
自
然
」
と
い
ふ
は
、「
自
」
は
お
の
づ
か
ら
と
い
ふ
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
。「
然
」
と
い
ふ
は
、
し
か
ら
し
む
と
い
ふ

こ
と
ば
な
り
。
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
は
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
如
来
の
ち
か
ひ
に
て
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
法
爾
と
い
ふ
。

「
法
爾
」
と
い
ふ
は
、
こ
の
如
来
の
御
ち
か
ひ
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
し
か
ら
し
む
る
を
法
爾
と
い
ふ
な
り
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
七
六
八
）
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と
あ
り
、
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
が
、
文
明
本
『
正
像
末
和
讃
』
の
最
後
に

「
自
然
」
と
い
ふ
は
、「
自
」
は
、
お
の
づ
か
ら
と
い
ふ
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
。
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。

「
然
」
と
い
ふ
は
、
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
こ
と
ば
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、
如
来
の
ち
か
ひ
に
て
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
。「
法

爾
」
と
い
ふ
は
、
如
来
の
御
ち
か
ひ
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
し
か
ら
し
む
る
を
法
爾
と
い
ふ
。

（『
註
釈
版
聖
典
』
六
二
一
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

小
結以

上
、
救
い
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
浄
土
真
宗
の
救
い
と
は
何
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
き
る
意
味

と
方
向
が
定
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
念
仏
（
み
教
え
）
と
い
う
生
き
る
依
り
ど
こ
ろ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
表
現
し
た
。
教
義
的

に
言
え
ば
、
往
生
浄
土
（
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
）
が
決
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
浄
土
に
往
生
し
て
ど
う
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
衆
生

救
済
の
た
め
に
還
相
の
は
た
ら
き
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
。
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
（
往
相
）
も
衆
生
救
済
の
た
め
に
穢
土
に

還
っ
て
く
る
こ
と
（
還
相
）
も
と
も
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
の
晩
年
の
境
地
で
あ
る
「
自
然
法
爾
」
も
、
単
に
自
然
の
ま
ま
に
生
き
る
生
き
方
で
は
な
く
、
自
分
の
は
か
ら
い
を
離
れ
、
阿

弥
陀
仏
の
は
た
ら
き
の
ま
ま
に
救
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
表
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、「
信
心
」
と
「
救
い
」
に
つ
い
て
、
そ
の
出
拠
を
明
ら
か
に
し
、
教
義
的
根
拠
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
教
義
を
高
校
生

24



に
理
解
さ
せ
る
為
に
、
ど
の
よ
う
な
表
現
方
法
が
適
切
か
検
討
し
て
み
た
。「
宗
教
教
育
考
｜
浄
土
真
宗
の
教
義
と
そ
の
表
現
方
法
に

つ
い
て
｜
（
一
）（
二
）」
で
の
検
討
も
含
め
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

宗
教
教
育
を
実
践
し
て
い
く
上
で
、
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
教
え
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
教
え
を
正

確
に
伝
え
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
こ
と
と
な
る
。
教
え
を
伝
え
る
時
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
多
々
あ
る
が
、
今
は
三

点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、「
中
学
生
や
高
校
生
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
レ
ベ
ル
を
下
げ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
に
は
難
し
い
こ
と
を
言

っ
て
も
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
と
い
っ
て
、
表
面
的
な
話
や
道
徳
的
な
話
で
終
わ
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
い
つ
ま
で

た
っ
て
も
核
心
に
は
至
ら
ず
、
仏
教
の
本
質
は
伝
わ
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
生
徒
の
理
解
力
や
発
達
段
階
を
考
慮
し
、
難
し
い
言
葉
を

使
わ
な
い
と
い
う
配
慮
や
、
伝
え
方
の
工
夫
は
必
要
で
あ
る
が
、
子
ど
も
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
表
面
的
な
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
い
わ

け
で
は
な
い
。
伝
わ
る
生
徒
に
は
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
識
を
持
た
な
け
れ
ば
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
本
質
は
伝
わ
ら

な
い
。

第
二
に
、「
生
徒
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
教
え
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
為
に
、
教
え
を
曲
げ
て
は
な
ら
な
い
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
分
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
時
と
し
て
犯
し
て
し
ま

う
過
ち
で
あ
る
。

例
え
ば
、
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
仏
さ
ま
は
ど
の
よ
う
な
仏
さ
ま
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
の
に
、「
阿
弥
陀
如
来
と
は
、
こ
の
世

に
存
在
し
た
歴
史
上
の
人
間
で
は
な
く
、
真
実
を
象
徴
的
に
表
し
た
仏
さ
ま
で
あ
る
」
と
表
現
す
る
と
、
多
く
の
生
徒
は
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
浄
土
真
宗
の
教
義
（
教
え
）
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
に
つ
い
て
の
説
明
は
間
違
い
で
あ
る
。「
真
実
を
象
徴
的
に

表
し
た
仏
さ
ま
」
と
い
う
と
、
真
実
を
人
間
が
何
か
で
表
現
し
、
頭
で
理
解
で
き
る
範
囲
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
真
実
は
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あ
く
ま
で
私
の
嘘
（
真
実
で
な
い
あ
り
方
）
を
破
る
は
た
ら
き
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
私
の
理
解
の
枠
組
み
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
そ
の
枠
組
み
を
破
っ
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
で
は
、
阿
弥
陀
如
来
を
二
種
法
身
の
論
理
を
も
っ
て
説
明
す

る
が
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
、「
阿
弥
陀
如
来
は
、
真
実
の
世
界
か
ら
真
実
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、
人
格
的
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
仏

さ
ま
」
と
い
う
よ
う
に
し
か
表
現
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
信
仰
上
で
初
め
て
成
り
立
つ
論
理
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
人
間
の
理
解
の
枠
組
み
に
合
わ
せ
て
説
明
す
れ
ば
理
解
で
き
る
が
、
人
間
の
理
解
の
枠
組
み
に
合
わ
せ
た
仏
教
は
仏
教
で

な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
人
間
の
理
解
の
枠
組
み
こ
そ
迷
い
の
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
を
打
ち
破
っ
て
く
れ
る
の
が
仏
教
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
通
常
の
理
解
の
枠
組
み
を
超
え
た
表
現
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
用
語
を
、
ど
の
よ
う
な
表
現

で
伝
え
て
い
く
か
、
更
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

第
三
に
、「
教
え
を
学
ぶ
と
生
き
方
が
変
わ
る
、
と
い
う
よ
う
な
学
び
方
・
伝
え
方
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
教
え

を
学
ぶ
だ
け
で
は
意
味
が
な
い
」
と
い
う
人
が
い
る
が
、
そ
れ
は
、
教
え
を
知
識
と
し
て
し
か
学
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
え
を

学
ん
で
生
き
方
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
ら
、
本
当
の
意
味
で
教
え
を
学
ん
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
教
え
を
学
ぶ
と
、
す
ぐ
に
立
派
な
生
き
方
が
出
来
る
わ
け
で
は
な
い
。
教
え
を
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、
煩
悩
だ
ら
け
の
自
分

の
姿
が
見
え
て
く
る
。
教
え
を
学
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
煩
悩
が
無
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
煩
悩
が
あ
る
ま
ま
で
煩
悩
を
超
え
る

人
生
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
え
に
導
か
れ
な
が
ら
生
き
る
人
生
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
学
び
方

に
な
る
よ
う
な
伝
え
方
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
、
教
え
を
伝
え
る
時
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
三
点
挙
げ
た
が
、
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
は
、
そ
れ
を
伝
え
る
教

師
自
身
が
、「
教
え
を
学
び
、
教
え
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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注（
１
）
信
心
一
異
の
諍
論
（
本
願
力
回
向
の
信
心
）

『
歎
異
抄
』
の
後
序
（『
註
釈
版
聖
典
』
八
五
一
〜
八
五
二
）
に
書
か
れ
て
い
る
、
法
然
門
下
で
起
こ
っ
た
諍
論
（
論
争
）
の
一
つ
で
、
概

略
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

親
鸞
が
「
私
、
善
信
（
親
鸞
）
の
信
心
も
、
師
匠
で
あ
る
法
然
聖
人
の
信
心
も
一
つ
で
あ
る
」
と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
兄
弟
子
た
ち
が
、

「
ど
う
し
て
、
法
然
聖
人
の
信
心
と
、
善
信
の
信
心
が
同
じ
だ
と
言
え
る
の
か
」
と
批
判
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
は
、「
法
然
聖
人
は
智

慧
も
学
識
も
優
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
が
一
つ
で
あ
る
と
言
う
な
ら
、
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
浄
土
に
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
く
信

心
に
つ
い
て
は
、
一
つ
で
あ
る
」
と
一
歩
も
引
か
な
い
。
そ
こ
で
法
然
聖
人
に
そ
の
是
非
を
判
定
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
法

然
聖
人
は
、「
私
、
源
空
（
法
然
）
の
信
心
も
、
如
来
か
ら
い
た
だ
い
た
信
心
。
善
信
の
信
心
も
、
如
来
か
ら
い
た
だ
い
た
信
心
。
よ
っ
て
、

一
つ
で
あ
る
。
別
の
信
心
を
い
た
だ
い
て
い
る
人
は
、
こ
の
源
空
が
往
生
す
る
で
あ
ろ
う
浄
土
へ
は
、
ま
さ
か
往
生
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま

い
。」
と
答
え
ら
れ
た
。

親
鸞
の
信
心
も
、
法
然
の
信
心
も
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
は
、
と
も
に
本
願
力
回
向
の
信
心
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で

あ
る
。

尚
、
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
覚
如
の
『
御
伝
鈔
』
上
、
第
七
段
（『
註
釈
版
聖
典
』
一
〇
五
〇
〜
一
〇
五
一
）
に
も
あ
る
。

（
２
）
信
行
両
座
の
諍
論
（
信
心
正
因
）

覚
如
の
『
御
伝
鈔
』
上
、
第
六
段
（『
註
釈
版
聖
典
』
一
〇
四
九
〜
一
〇
五
〇
）
に
書
か
れ
て
い
る
、
法
然
門
下
で
起
こ
っ
た
諍
論
（
論
争
）

の
一
つ
で
、
概
略
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

集
会
の
時
、
親
鸞
は
、「
信
不
退
（
信
心
に
よ
っ
て
往
生
が
決
ま
る
）
と
行
不
退
（
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
が
決
ま
る
）
の
二
つ
の
座
に
分
か
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れ
て
す
わ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
。
数
名
が
信
不
退
の
座
に
す
わ
り
、
数
百
名
は
ど
ち
ら
に
す
わ
ろ
う
か
迷
っ
て
い
た
。
親
鸞
は
信
不
退

の
座
に
す
わ
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
法
然
が
、「
源
空
（
法
然
）
も
、
信
不
退
の
座
に
な
ら
び
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
た
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
信
心
正
因
の
意
が
明
ら
か
に
な
る
。

（
３
）
還
相
回
向
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
還
相
回
向
の
研
究
」（
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
二
四
号
）
を
参
照
）

キ
ー
ワ
ー
ド

宗
教
教
育

信
心

救
い

表
現
方
法
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